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『
新
撰
万
葉
集
』
の
掛
詞
的
表
現
の
一
覧
と
そ
の
分
析

小
　
橋
　
龍
　
人

一
、
は
じ
め
に

本
稿
は
新
撰
万
葉
集
の
掛
詞
的
表
現
の
一
覧
と
そ
の
分
析
で
あ
る
。
掛
詞
と
は
、
同

音
異
義
で
あ
る
こ
と
を
軸
に
こ
と
ば
に
二
重
の
意
味
を
重
ね
た
技
法
の
こ
と
と
す
る
の

が
古
く
か
ら
の
定
義
で
あ
る
が
、和
歌
研
究
で
は
、同
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
以
っ

て
掛
詞
と
み
な
す
説
が
あ
る
。
古
今
集
時
代
に
、
仮
名
の
発
達
に
伴
っ
て
、
概
念
を
別

に
す
る
語
が
、
同
じ
文
字
で
書
か
れ
る
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
技
法
が

発
達
し
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
論
に
よ
っ
て
は
、
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ

が
掛
詞
な
い
し
は
そ
れ
を
支
え
る
本
質
的
な
原
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
く
も
の
も
あ

る
。し

か
し
、
掛
詞
は
そ
の
よ
う
な
一
面
か
ら
の
み
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

ひ
と
つ
目
の
理
由
と
し
て
は
、
掛
詞
と
い
う
技
法
は
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
中
世
に
は

謡
曲
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
近
代
に
お
け
る
掛

詞
の
研
究
は
、
謡
曲
の
掛
詞
の
抽
出
を
、
三
代
集
で
も
行
っ
た
と
こ
ろ
よ
り
始
ま
っ
て

い
る
（
木
下
子
之
吉
「
三
代
集
中
の
掛
詞
の
表
」（『
帝
国
文
学
』
一
八
九
九
年
十
月
））。

本
来
は
掛
詞
は
和
歌
の
技
法
だ
け
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。

ふ
た
つ
目
の
理
由
と
し
て
は
、
同
字
で
書
か
れ
る
こ
と
だ
け
を
掛
詞
と
す
る
と
、
万

葉
集
に
み
ら
れ
る
掛
詞
的
表
現
の
多
く
が
中
古
の
掛
詞
と
は
全
く
別
の
原
理
・
発
想
に

よ
る
も
の
だ
と
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
危
う
さ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
掛
詞
発

生
の
源
流
に
、
同
音
反
復
型
の
序
詞
を
考
え
る
こ
と
も
古
く
か
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
と
は
全
く
質
の
違
う
表
現
に
昇
華
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ

ば
、
同
音
反
復
表
現
と
掛
詞
表
現
の
も
つ
質
的
な
違
い
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

他
に
も
、
掛
詞
の
原
理
に
、
和
歌
の
基
本
的
な
原
理
で
あ
る
人
事
と
物
象
（
あ
る
い

は
心
と
景
）
の
対
応
を
み
る
説
も
あ
る
が
、
こ
と
ば
を
分
析
す
る
と
ま
れ
に
物
象
と
物

象
を
掛
け
た
も
の
も
あ
り
、
人
事
・
物
象
と
い
う
対
比
を
掛
詞
の
原
理
に
据
え
る
こ
と

も
難
し
い
。
こ
の
観
点
か
ら
い
う
と
、季
節
と
心
が
「
う
つ
ろ
ふ
」
こ
と
や
、「
女
郎
花
」

が
た
だ
ち
に
女
を
意
味
す
る
と
い
っ
た
、
心
物
の
融
合
し
た
よ
う
な
表
現
は
す
べ
て
掛

詞
と
も
い
え
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
（
こ
の
視
点
は
、
神
作
光
一
編
『
八
代
集
掛
詞
一

覧
』
の
解
説
に
お
け
る
長
谷
川
哲
夫
の
「
解
説
」
で
の
批
判
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
）。

そ
も
そ
も
「
掛
詞
」
と
い
う
用
語
自
体
が
近
代
の
用
語
で
あ
る
の
だ
か
ら
、「
掛
詞
」

と
い
う
概
念
で
こ
と
ば
を
括
る
こ
と
自
体
が
古
代
の
和
歌
に
と
っ
て
は
適
切
と
い
え
る

か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
抱
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
考
え
を
深
め
る
端
緒
と
し

て
も
、
同
音
を
基
本
に
す
る
、
す
な
わ
ち
旧
来
の
意
味
で
の
「
掛
詞
」
と
い
う
視
点
か

ら
表
現
を
分
類
し
て
み
る
こ
と
は
、
今
後
の
学
問
・
研
究
の
発
展
の
一
つ
の
段
階
と
し

て
、
試
み
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
が
題
目
を
「
掛
詞
的
表
現
」
と
し
て
い

る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
和
歌
に
お
け
る
掛
詞
の
研
究
が
古
今
集
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
は
、
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
の
直
前
に
成
立
し
て
い
る
新
撰
万
葉
集
の
掛
詞
の
在

り
方
が
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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新
撰
万
葉
集
の
成
立
は
上
巻
が
寛
平
五
年
（
八
九
三
）、
下
巻
が
延
喜
十
三
年

（
九
一
三
）
と
さ
れ
て
い
る
。
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
成
立
の
古
今
集
の
前
後
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
こ
の
歌
集
の
歌
は
漢
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
お

り
、
ふ
ん
だ
ん
に
訓
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
の
一
覧
で
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

が
、
掛
詞
部
分
を
調
査
す
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
訓
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
同
字

の
掛
詞
は
二
、三
例
し
か
な
い
。
掛
詞
を
同
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら

定
義
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
撰
万
葉
集
で
は
ほ
と
ん
ど
が
掛
詞
と
認
定
で
き
な
い
事
態

と
な
る
。

例
え
ば
、
古
今
集
で
「
あ
き
」
と
仮
名
に
よ
り
表
現
さ
れ
る
「
秋
・
飽
き
」
の
掛
詞

は
、
新
撰
万
葉
集
で
は
「
秋
」
の
一
字
で
記
さ
れ
る
。
本
集
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
掛
詞

が
掛
詞
と
い
え
る
根
拠
は
「
秋
」
が
「
あ
き
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
掛
詞
の
構

造
は
、
そ
こ
か
ら
の
こ
と
ば
の
転
換
と
し
て
「
飽
き
」
な
る
観
念
が
連
想
さ
れ
る
と
い

う
過
程
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
秋
→
ア
キ
（
音
）
→
飽
き
」
と
い
う

認
識
の
過
程
が
あ
る
と
み
る
の
か
、
は
た
ま
た
古
今
集
成
立
以
前
に
す
で
に
「
秋
＝
飽

き
」
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
が
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
新
撰
万
葉
集
は
、
古
今
集
で
獲
得
さ
れ
た
と
い
わ

れ
る
、
同
字
で
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
掛
詞
の
在
り
方
の
片
鱗
が
ほ
と
ん
ど
み
え
な
い

の
で
あ
る
。

新
撰
万
葉
集
と
古
今
集
、
歌
に
お
け
る
真
名
か
ら
仮
名
と
い
う
流
れ
に
つ
い
て
、
こ

の
表
記
の
変
化
が
急
速
に
起
こ
っ
た
と
す
る
見
解
は
、
竹
内
美
智
子
「
女
手
と
和
文
」

（『
平
安
時
代
和
文
の
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
反
対

の
立
場
と
し
て
、
物
名
な
ど
を
参
考
に
、
六
歌
仙
時
代
（
つ
ま
り
新
撰
万
葉
集
成
立
よ

り
前
）
か
ら
仮
名
で
書
く
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と
す
る
平
野
由
紀
子
「
仁
明
朝
の
和

風
文
化
と
六
歌
仙

─
掛
詞
・
物
名
・
竹
取
物
語

─
」（
増
田
繁
夫
ほ
か
編
『
古
今

和
歌
集
研
究
集
成
』
巻
一
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
四
年
。
の
ち
『
平
安
和
歌
研
究
』
風

間
書
房
、 

二
〇
〇
八
年
）
の
論
も
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
者
は
一
様
に
真
名
書
き
か
ら
仮

名
書
き
へ
和
歌
の
書
記
様
態
が
変
化
し
た
と
は
思
わ
な
い
。
ま
た
、
す
べ
て
の
和
歌
が

新
撰
万
葉
集
以
前
に
仮
名
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
と
も
考
え
な
い
。
仮
名
で
の
書
き

方
が
成
熟
す
る
段
階
（
こ
れ
は
古
今
集
の
成
立
期
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
）
に
お
い
て

も
、
真
名
で
の
書
き
方
も
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
同
字
で

書
か
れ
る
と
い
う
掛
詞
発
生
の
在
り
方
を
相
対
化
す
る
こ
と
の
根
拠
は
、
新
撰
万
葉
集

の
掛
詞
を
考
え
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
年
代
的
に
も
、
古
今
集
は

真
名
書
き
和
歌
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
撰
集
と
い
う
の
は
そ
の
時
代
以
前
の
和
歌
を
集
め

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
古
今
集
前
後
の
和
歌
の
時
代
に
、
両
様
が
あ
り
得
た
と
い

う
こ
と
は
資
料
的
に
は
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
古
今
集
と
同
時
期
の
こ
の
歌
集
に
、
同
字
で
な
く
、
訓
を
用
い
た
掛

詞
が
相
当
数
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
掛
詞
を
考
え
る
上
で
、
仮
名
書
き
以
外
の
掛
詞
の

原
理
を
分
析
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
同
字
の
掛
詞
を
相
対
化
で
き
る
の
で
あ
る
。

特
に
新
撰
万
葉
集
は
、
古
今
集
と
同
じ
歌
で
あ
っ
て
も
、
掛
詞
を
仮
名
の
同
字
で
は
な

く
、
漢
字
の
訓
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
仮
名

の
同
字
を
掛
詞
の
原
理
に
置
く
こ
と
が
適
切
と
は
い
え
な
い
。

当
然
、同
字
に
よ
る
掛
詞
（
音
韻
の
清
濁
を
無
視
し
た
掛
詞

─
「
な
か
る
」
に
「
流

る
・
泣
か
る
」
を
掛
け
る
種
類
の
も
の

─
が
存
在
す
る
の
は
事
実
で
あ
り
（
こ
れ
は

新
撰
万
葉
集
に
も
み
え
る
。
一
覧
参
照
）、
こ
の
種
類
の
も
の
が
一
定
数
み
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
掛
詞
が
書
記
を
原
理
と
す
る
説
は
も
っ
と
も
ら
し
く
言
わ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
書
記
さ
れ
た
こ
と
が
原
理
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
に
歌
に
と
っ
て
重
要
と
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い
え
る
は
ず
の
「
音
」
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
文
字
・
書
記

と
の
関
係
で
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

最
初
に
簡
単
に
触
れ
た
通
り
、
掛
詞
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
謡
曲
な
ど
に
お
い
て
音
声

的
要
素
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
継
承
さ
れ
た
。
後
世
ま
で
射
程
に
い
れ
た
表
現
の
在
り
方

を
考
え
、
そ
の
技
法
の
本
質
を
考
察
す
る
必
要
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
前
の
万
葉
集

の
掛
詞
的
表
現
の
在
り
方
、
同
音
反
復
と
の
関
係
も
ま
た
、
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
際
、
古
今
集
と
同
時
代
の
新
撰
万
葉
集
の
掛
詞

─
こ
れ
の
ほ
と
ん
ど
が

同
字
で
な
く
、
訓
を
主
体
と
し
て
い
る
と
い
う
点

─
か
ら
す
れ
ば
、
書
記
さ
れ
る
こ

と
が
掛
詞
の
原
理
と
は
い
い
に
く
く
な
る
の
で
あ
る
。
同
音
式
で
理
解
で
き
る
も
の
は

同
音
式
で
理
解
さ
れ
た
余
地
が
十
分
あ
る
の
で
あ
り
、
同
字
式
の
も
の
は
、
そ
の
同
音

式
の
掛
詞
を
踏
ま
え
て
の
当
時
の
先
端
的
な
用
法
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
く
る
だ

ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
同
音
の
点
に
原
理
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
掛
詞
の
基
本
・

原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
同
時
代
の
表
現
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
あ

る
。な

お
、
本
稿
は
二
〇
二
三
年
に
古
代
文
学
会
九
月
例
会
で
発
表
し
た
「
古
今
集
の
掛

詞
が
成
立
す
る
ま
で
―
新
撰
万
葉
集
に
お
け
る
掛
詞
か
ら
見
た
場
合
」
の
基
礎
調
査
を

も
と
に
し
た
原
稿
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
分
析
中
に
お
い
て
、
掛
詞
を
考
え
る
上
で
重

要
な
視
点
が
い
く
つ
も
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
一
覧
表
と
し
、
さ
ら
に
掛
詞
を
考

察
す
る
上
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
視
点
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
掛
詞
原
理
の
理
論

部
分
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

掛
詞
を
た
だ
一
覧
に
す
る
だ
け
で
は
、
テ
キ
ス
ト
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
簡
単

に
利
用
で
き
る
今
日
で
は
存
在
意
義
が
薄
れ
て
い
る
た
め
、
新
撰
万
葉
集
に
お
け
る
掛

詞
の
分
析
の
結
果
も
合
わ
せ
て
載
せ
る
こ
と
と
し
た
。

掛
詞
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
も
の
か
の
判
断
も
揺
れ
て
い
る
現
状
の
研
究
の
段

階
で
は
あ
る
が
、
従
来
の
掛
詞
と
は
異
な
る
視
点
、
ま
た
、
い
く
つ
か
の
例
で
は
、
古

今
集
で
行
わ
れ
て
い
る
歌
の
解
釈
を
変
え
る
指
摘
も
分
析
の
結
果
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の

で
、
こ
こ
に
稿
を
成
し
た
次
第
で
あ
る
。

二
、
分
析
の
結
果
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
見
解

本
分
析
に
よ
っ
て
発
覚
し
た
事
実
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
見
解
に
つ
い
て
述
べ
る
。

今
回
の
分
析
過
程
で
判
明
し
た
の
は
、
新
撰
万
葉
集
の
掛
詞
は
漢
字
の
音
表
記
で
な
く

訓
表
記
を
用
い
た
も
の
が
大
半
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
掛
詞
の
大
半
が
漢
字

の
読
み
か
ら
連
想
さ
れ
る
同
訓
を
利
用
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
漢
字
に
結

合
す
る
音
を
介
さ
ね
ば
掛
詞
に
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

ま
た
、
こ
の
「
音
を
介
す
る
」
と
い
う
の
は
、
文
字
と
結
合
し
た
音
を
介
し
て
い
る

と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
文
字
が
ま
だ
音
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
面
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
秋
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
「
阿
」「
支
」
と
い
う
文
字
が
あ
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
あ
」「
き
」
と
い
う
音
価
を
持
っ
た
も
の
と
い
う
認
識

が
前
提
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
「
阿
」「
支
」
が
音
を
媒
介
し
な

い
で
即
「
あ
」「
き
」
と
い
う
文
字
概
念
そ
の
も
の
を
連
想
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
＝

表
記
が
音
か
ら
独
立
し
た
と
い
う
段
階
に
は
達
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
が
こ
の
時
代
の
掛
詞
の
一
面
に
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
掛
詞
が
漢
字
を
使
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
文
脈
に
お
い
て
、

そ
の
掛
詞
の
漢
字
の
表
意
性
が
問
題
に
な
る
が
、
分
析
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
下
接
す
る

文
脈
に
対
し
て
掛
詞
の
漢
字
の
表
意
性
が
合
致
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
上

の
文
脈
と
そ
の
漢
字
の
表
意
性
が
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
文
章
と
し
て
は
不
自
然
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と
い
う
他
な
い
。
あ
る
い
は
不
自
然
な
箇
所
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
掛
詞
で
あ
る
と
い
う

指
示
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
二
点
目
は
特
に
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
古
今
集
を
対
象
と
し
た
掛
詞
論
で
は
、

分
析
対
象
が
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
た
め
に
、
文
脈
へ
の
依
存
関

係
は
、
こ
と
ば
の
意
味
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
字
の
表
意
性

と
い
う
観
点
か
ら
、
同
時
代
の
掛
詞
の
発
想
法
の
一
端
、
つ
ま
り
掛
詞
は
下
の
文
脈
に

対
し
て
特
に
従
属
す
る
（
さ
せ
る
）
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
の
ひ
と
つ
が
う
か
が

え
る
の
で
あ
る
。

三
つ
目
と
し
て
は
、
後
世
の
八
代
集
の
中
に
見
え
る
稀
少
な
掛
詞
（
注
釈
書
に
よ
っ

て
は
掛
詞
と
認
め
な
い
も
の
が
多
い
も
の
）
と
一
致
す
る
も
の
が
新
撰
万
葉
集
に
み
え

て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
場
合
は
、
掛
詞
に
何
が
か
か
っ
て

い
る
か
の
判
断
が
難
し
い
場
合
が
多
い
。
そ
の
た
め
客
観
的
な
分
析
の
対
象
に
な
り
に

く
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
新
撰
万
葉
集
で
は
、
漢
字
表
記
が
意
味
を
喚
起
さ

せ
る
た
め
に
、
何
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
掛
詞
の
意
味
の
判
定
に
お
い
て
、

漢
字
の
表
意
性
か
ら
の
客
観
的
な
指
摘
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
掛

詞
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
後
世
の
八
代
集
で
も
、

一
部
の
注
釈
書
が
指
摘
す
る
の
み
で
、
一
般
に
は
掛
詞
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の

で
も
、
新
撰
万
葉
集
の
掛
詞
で
は
、
漢
字
の
表
意
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
仮
名
で
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
板
と
な
っ
て
い
る
掛
詞
と
は

違
っ
た
掛
詞
分
析
の
視
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
も
と
に
す
れ
ば
、
万
葉
集
の
掛
詞
的
表
現
の
在
り
方
の
分
析
も
、
よ
り
形
態

の
面
か
ら
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
上
代
か
ら
中
古
の
表
現
の
継

承
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
そ
こ
か
ら
新
撰
万
葉
集
を
経
過
し
て
、

古
今
集
の
掛
詞
が
ど
の
よ
う
な
質
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
相
対
化
し
て
論
じ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、一
覧
表
の
凡
例

調
査
で
利
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

・
新
編
国
歌
大
観
所
収
テ
キ
ス
ト
（
底
本
：
寛
文
七
年
版
本
）

現
在
の
流
布
本
と
い
え
る
上
記
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
。
た
だ
し
、訓
に
関
し
て
は『
契

沖
全
集
』
第
十
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
「
雑
抄 

書
入
一
」）
所
収
の
版
本
の

訓
と
書
き
入
れ
も
参
照
し
、
特
筆
す
べ
き
も
の
は
そ
れ
も
明
記
し
た
。

他
、
参
考
と
し
た
の
は
次
の
書
籍
で
あ
る
。

・ 

新
撰
万
葉
集
研
究
会 

編
『
新
撰
万
葉
集
注
釈
』
巻
上
（
一
）（
二
）（
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
六
年
）

・
半
澤
幹
一
・
津
田
潔
『
対
釈
新
撰
万
葉
集
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）

し
か
し
な
が
ら
、
両
書
が
指
摘
し
な
い
掛
詞
的
表
現
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
そ

れ
ら
は
次
の
書
籍
を
参
照
し
て
認
定
の
参
考
と
し
た
。

・
神
作
光
一
編
『
八
代
集
掛
詞
一
覧
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）

同
書
は
五
十
数
書
に
及
ぶ
八
代
集
の
諸
注
釈
書
の
掛
詞
の
指
摘
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
。
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。

他
に
も
い
く
つ
か
、
部
立
か
ら
だ
け
で
な
く
、
歌
一
首
の
意
味
か
ら
掛
詞
と
認
め
る

べ
き
も
の
は
私
に
補
っ
た
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
人
事
と
物
象
の
対
応
、
同
音
同
義

的
で
あ
り
な
が
ら
文
脈
に
よ
り
意
味
が
乖
離
し
て
い
る
も
の
、
本
来
は
同
根
の
語
を
如

何
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
は
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
問
題
も
検
討
の
対
象
と
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な
る
よ
う
に
、「
掛
詞
」
を
ひ
ろ
め
に
と
っ
て
「
掛
詞
的
表
現
」
と
し
た
。
当
然
な
が
ら
、

同
字
で
書
か
れ
た
も
の
の
み
を
掛
詞
と
見
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
新
撰
万
葉
集
に
は
掛
詞

は
二
、三
例
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
訓
に
返
し
た
場
合
の
音
か
ら
帰
納
さ
れ
る

も
の
を
中
心
に
認
定
し
て
い
る
。

「
秋
（
飽
）」
と
は
「
秋
」
字
で
表
記
さ
れ
「
飽
」
の
意
味
を
掛
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、「
飽
（
秋
）」
は
逆
に
「
飽
」
字
で
表
記
さ
れ
「
秋
」
の
意
を
掛
け
て
い
る

こ
と
を
示
す
。
下
接
す
る
数
字
は
新
編
国
歌
大
観
の
歌
番
号
で
あ
る
。
ど
の
歌
が
そ
の

表
記
な
の
か
を
示
す
。

四
、
新
撰
万
葉
集
の
掛
詞
の
一
覧

あ 

き
（「
秋
（
飽
）」101

・121

・143

・155

・237
・351
・376

・396

・494

・514

・

546

・550

、「
飽
（
秋
）」368

）
…
…
大
半
が
「
秋
」
字
で
表
記
。
そ
の
た
め
に
文

脈
上
「
飽
き
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
見
え
な
い
歌
も
多
い
が
、「
心
・
移
」
な
ど
と
同

時
に
使
わ
れ
て
い
る
例
で
は
掛
詞
の
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
（351

・514

な

ど
）。
し
か
し
、「
秋
＝
飽
」
の
観
念
が
成
り
立
っ
て
い
る
な
ら
ば
、97
や113

な

ど
も
か
け
ら
れ
て
い
る
と
判
断
す
べ
き
に
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
上
で
考
え
る
な
ら

ば
、538

も
掛
詞
と
な
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。368

は
か
な
で
あ
れ
ば

「
秋
」
を
縁
語
的
に
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
が
、
表
記
が
唯
一
の
例
外
と
な
っ
て
い
る

点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
掛
詞
的
な
も
の
と
認
め
な
い
表
現
の
論
理
が
働
い
て
い
る

と
い
う
見
方
も
で
き
な
く
は
な
い
。
掛
詞
に
挙
げ
な
か
っ
た
他
の
「
あ
き
」
の
例
は

95

・97

・109

・113

・329

・372

・508

・524

・528

・534

・538

・548

。

あ 

ふ
（「
逢
（
逢
ふ
・
吊
り
合
ふ
）」211

）
…
…
こ
の
例
は
表
記
と
関
わ
っ
て
特
殊
な

例
で
あ
る
の
で
、「
は
か
り
」
の
項
で
一
首
全
体
の
説
明
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。
そ

の
項
を
参
照
。

あ 

ら
し
（「
荒
芝
（
荒
し
・
嵐
）」372

）
…
…
新
撰
万
葉
集
で
は
他
に
「
嵐
」
と
書
く

例
で
「
あ
ら
し
」
と
読
み
う
る
も
の
（420

）
が
あ
る
。

い
と
は
れ
て
（「
被
厭
手
（
厭
は
れ
て
・
い
と
晴
れ
て
）」217

）

い 

ろ
（「
色
」155

・199

・259

・534

）
…
…
す
べ
て
「
色
」。
人
事
と
物
象
で
意
味

を
重
ね
て
使
う
の
が
主
な
の
で
、掛
詞
と
は
認
定
し
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
が「
掛

詞
的
表
現
」
と
し
て
挙
げ
た
。
全
て
草
木
の
色
と
、
人
の
心
の
色
と
で
対
比
し
て
い

る
。
人
事
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
わ
か
り
や
す
い
の
は
、155

・199

。199

は
「
下

丹
通
手
（
下
に
通
ひ
て
）」
が
前
の
文
脈
と
後
ろ
の
文
脈
を
重
ね
る
結
節
点
と
な
っ

て
お
り
、
人
事
と
物
象
と
が
対
照
さ
れ
て
い
る
。
他
は
掛
詞
と
は
い
い
に
く
い
が
、

259

は
春
歌
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
つ
ね
な
ら
ば
」「
か
た
み
」
の
語
か
ら
相
手
の
訪

れ
を
待
つ
恋
意
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
挙
げ
た
。
他
は
掛
詞
か

ら
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、7

・25

・105

・131

・135

・

185

・197

・237

・255

・281

・360

・364

・458

。
た
だ
し25

は
人
事
と
の
重
ね

で
あ
り
（「
う
つ
ろ
ふ
」
項
参
照
）、237

は
「
あ
き
」「
う
つ
ろ
ふ
」
と
同
時
に
使

用
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
は
、
掛
詞
的
で
あ
る
。

う
き
（「
浮
（
浮
（
草
）・
憂
き
）」402

）

う 

す
し
（「
薄
（（
蝉
の
夏
衣
が
）
薄
し
・（
人
の
心
が
）
薄
し
）」43

）
…
…
こ
れ
は
掛

詞
と
認
定
さ
れ
や
す
い
語
だ
が
、構
造
的
に
は
物
象
と
人
事
の
重
ね
の
用
法
で
あ
る
。

う 
つ
ろ
ふ
（「
移
徙
」7

、「
移
従
」237

・351

、「
移
」514

）
…
…
『
八
代
集
掛
詞
一
覧
』

の
解
説
（
本
稿
の
一
頁
参
照
）
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
語
は
一
般
的
に

は
掛
詞
と
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
人
事
と
物
象
の
重
な
り
を
表
す
詠
法

と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
で
、
構
造
的
に
は
掛
詞
の
在
り
方
と
共
通
し
て
い
る
こ

と
が
同
解
説
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
掲
げ
た
。237

は
恋
歌
で
あ
り
、514

は
恋
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の
文
脈
を
想
起
さ
せ
る
の
で
含
め
た
。9

・153

は
物
象
の
文
脈
の
み
の
た
め
こ
こ

に
挙
げ
な
か
っ
た
。

う 

ら
（「
浦
（
心
）」400

・446

・480

）
…
…
「
浦
」
に
心
の
意
味
の
「
う
ら
」
を
掛

け
る
。400
は
冬
歌
で
あ
る
が
「
音
だ
に
も
せ
ず
」
か
ら
人
事
の
意
を
読
み
取
れ
る

歌
で
あ
り
、
訪
れ
て
来
な
い
、
手
紙
も
よ
こ
さ
な
い
相
手
の
心
の
冷
た
さ
を
詠
ん
で

い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
掛
詞
に
認
定
し
た
。

お 

も
ひ
（「
思
（
思
ひ
・
火
）」79

・179

・464

・478

・482

）
…
…
仮
名
で
は
「
お

も
ひ
」
と
書
か
れ
る
の
で
「
ひ
」
か
ら
「
火
」
が
連
想
さ
れ
る
と
い
う
の
は
容
易
に

理
解
さ
れ
る
が
、「
思
」
の
字
だ
け
か
ら
「
火
」
が
連
想
さ
れ
て
い
る
の
が
新
撰
万

葉
集
で
あ
る
。
こ
の
掛
詞
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
は213

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、

直
接
に
は
「
思
ひ
・
火
」
の
掛
詞
を
使
っ
て
い
な
い
（
初
句
「
人
緒
念
」（
ヒ
ト
ヲ

オ
モ
フ
）
と
は
な
っ
て
い
る
）
が
、
発
想
と
し
て
は
明
ら
か
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
詠

ん
で
い
る
。「
思
・
念
」
と
い
う
観
念
が
「
火
」
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

つ
ま
り
「
ひ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
仮
名
を
思
い
浮
か
べ
ず
と
も
、
こ
の
語
自
体
に
「
火
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、79
は
「
夏
草
之 

繁
杵
思
者 

蚊
遣
火
之 

下
丹
而
已
許
曾 

燃
亘
芸
礼
（
な
つ
ぐ
さ
の 
し
げ
き
お
も
ひ

は 

か
や
り
び
の 

し
た
に
の
み
こ
そ 

も
え
わ
た
り
け
れ
）」
と
な
っ
て
お
り
、「
思
」

と
あ
る
そ
れ
は
「
蚊
遣
火
」
の
「
火
」
だ
と
、
景
物
を
持
ち
出
し
て
冗
長
に
詠
み
あ

げ
て
い
る
た
め
、「
思
＝
火
」
を
連
想
さ
せ
る
前
段
階
の
在
り
方
が
あ
っ
た
こ
と
を

思
わ
せ
る
。

か 

か
る
（「
如
此
留
（
斯
く
あ
る
・
掛
か
る
）」390

）
…
…
露
は
草
葉
・
糸
に
掛
か
る

も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
対
応
し
て
、
縁
語
的
に
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
。

か 

さ
（「
笠
（
笠
・
笠
取
山
）」135

）
…
…
「
雨
降
者
笠
取
山
…
…
」
と
あ
っ
て
、序
詞
・

枕
詞
に
近
い
用
法
だ
が
「
た
ち
別
れ
い
な
ば
の
山
」（
古
今
・
離
別
・365

）
の
よ
う

な
連
鎖
式
の
掛
詞
で
あ
る
。

か 

た
み
（「
片
身
（
形
見
・
籠
）」21

）、「
方
見
（
形
見
・
籠
）」273

）
…
…273

は
「
摘

む
」
と
あ
る
の
で
「
籠
」
を
掛
け
て
い
る
の
は
明
ら
か
。21

も
そ
の
春
の
文
脈
で

い
う
と
掛
詞
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
挙
げ
た
。

か
ら
（「
幹
（
殻
・
か
ら
（
助
詞
））」219

）

か 

り
（「
雁
（
雁
・
カ
リ
（
音
））」368

）
…
…
こ
れ
は
キ
キ
ナ
シ
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

掛
詞
と
は
い
い
に
く
い
が
掲
げ
た
。「
雁
」
が
「
カ
リ
」
の
名
を
持
つ
の
は
そ
の
鳴

き
声
に
由
来
す
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
を
再
発
見
し
て
い
る
。
キ
キ
ナ
シ
の
例
は
他
に

も
新
撰
万
葉
集
中
に
み
え
る
（「
き
り
き
り
」
な
ど
）。

か 

り
が
ね
（
借
金
「（
衣
を
）
借
り
兼
ね
・
雁
音
」153

）
…
…
古
今
集
に
も
載
る
（
秋

上
・211

）。
従
来
か
ら
古
今
集
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
掛
詞
に
加
え
、
表
記
に
お
い
て

は
「
借
金
」
と
い
う
、
和
歌
で
は
一
般
に
想
定
さ
れ
に
く
い
字
づ
ら
で
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、「
兼
ね
・
～
が
音
」
に
お
い
て
清
濁
が
異
な
る
か
ら
、
仮
名
で
あ

ら
わ
す
べ
き
「
同
字
」
の
掛
詞
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
例
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

か 

る
（「
枯
（
離
）」396

・424

）
…
…
古
今
集
で
も
常
套
の
こ
の
掛
詞
は
新
撰
万
葉

集
で
は
二
例
。「
草
裳
木
裳 

枯
塗
冬
之 

屋
門
成
者 

不
雪
者 

問
人
裳
無
」（
く
さ
も

き
も 

か
れ
ぬ
る
ふ
ゆ
の 

や
ど
な
れ
ば 

ゆ
き
ふ
み
わ
け
て 

と
ふ
ひ
と
も
な
し
）

（424

）
の
一
首
は
、枯
れ
た
冬
の
宿
な
の
で
人
の
訪
問
も
な
い
（
と
い
う
こ
と
は
「
離

る
」）
と
い
う
形
。
一
語
に
二
義
を
持
た
せ
た
、
古
今
集
的
な
掛
詞
で
は
な
く
、
義

を
先
に
示
し
て
、
文
脈
か
ら
掛
詞
で
あ
る
こ
と
を
補
強
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
結
句

で
の
人
が
訪
わ
な
い
点
か
ら
「
枯
」
に
「
離
」
の
意
が
認
め
得
る
こ
と
を
説
明
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
こ
の
例
は
「
枯
」
と
「
離
」
が
観
念
と
し
て
結

合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
も
い
え
る
。二
首
が
同
じ
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

新
撰
万
葉
集
が
編
纂
さ
れ
た
ご
く
近
い
時
代
に
あ
ら
わ
れ
た
、
新
し
い
種
類
の
掛
詞
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で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
古
今
集
で
は
常
套
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
こ
か
ら
十
数
年
で
こ
と
ば
の
認
識
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

古
今
集
時
代
の
表
現
の
微
細
な
変
化
・
差
異
は
、
新
撰
万
葉
集
で
の
表
現
の
在
り
方

を
み
つ
め
る
こ
と
で
、
よ
り
詳
細
に
み
え
て
く
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
一
首
目

の
「
秋
来
者 
草
木
雖
枯 

吾
屋
門
者 

繁
里
増
留 

人
芝
不
問
禰
者
」（
あ
き
く
れ
ば 

く
さ
き
か
る
れ
ど 
わ
が
や
ど
は 

し
げ
り
ま
さ
れ
る 

ひ
と
し
と
は
ね
ば
）（396

）は
、

枯
れ
る
け
れ
ど
も
我
が
家
は
茂
り
ま
さ
っ
て
い
る
。
人
が
訪
問
し
な
い
（
と
い
う
こ

と
は
「
離
る
」）
と
い
う
形
で
、
意
味
の
上
で
重
ね
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
響
か
せ

て
い
る
」
用
法
に
み
え
る
が
、
こ
こ
に
含
め
た
。

き
（「
来
（
来
・
着
（
る
））」137

）

き 

え
か
へ
る
（「
銷
還
（（
霜
が
す
っ
か
り
）
消
え
・（
心
が
す
り
減
っ
て
）
消
え
）」

181

）
…
…
こ
れ
も
掛
詞
で
は
な
い
が
同
語
を
物
象
と
人
事
の
両
用
に
重
ね
た
表
現
。

き 

く
（「
菊
（
菊
・
聞
く
）」358

）
…
…
「
音
に
の
み
聞
く
」
は
古
今
集
（
恋
一
・

470

）
に
も
あ
る
が
、
こ
の
掛
詞
の
み
、
訓
で
は
な
く
て
漢
字
音
に
拠
っ
て
い
る
。

但
し
「
し
ら
ぎ
く
」
の
語
法
も
古
今
集
に
は
多
い
か
ら
、
当
時
は
訓
的
な
も
の
と
見

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
た
方
が
よ
い
可
能
性
は
あ
る
。

き
り
き
り
（「
切
切
」99

）
…
…
き
き
な
し
の
例
。

き 

る
（「
服
（
切
る
・
着
る
）」141

）
…
…
「
錦
裁
服
」
と
あ
る
。
古
今
集
に
も
載
る

歌
（
秋
下
・296

）
だ
が
、「
着
る
」
を
掛
詞
と
認
め
る
注
釈
書
は
少
な
い
。
た
だ
し
、

新
撰
万
葉
集
の
用
字
は
あ
き
ら
か
に
そ
の
意
を
含
ん
で
い
る
。「
服
」
で
「
き
る
」

と
訓
ず
る
例
は
、
他
に111

（「
錦
緒
曾
服
」（
に
し
き
を
ぞ
き
る
））、115

（「
虫
之

織
服 

衣
緒
曾
仮
」（
む
し
の
お
り
き
る 

こ
ろ
も
を
ぞ
か
る
））
と
み
ら
れ
る
か
ら
、

こ
の
意
味
で
こ
の
掛
詞
は
正
し
い
。
す
る
と
古
今
集
の
歌
の
解
釈
に
変
更
が
求
め
ら

れ
て
く
る
可
能
性
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
逆
に
本
来
こ

の
部
分
に
「
切
る
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
か
（
掛
詞
か
）
を
疑
う
こ
と
も
で
き

る
。「
断
ち
切
る
」
で
は
な
く
「
断
ち
、
着
る
」
が
当
時
の
意
味
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
古
今
集
で
も
新
撰
万
葉
集
で
も
、
こ
の
「
切
る
」
は
掛
詞

に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ 

く
（「
拆
（
花
咲
く
・
波
さ
く
）」265

・428

）
…
…
波
の
「
さ
く
」
と
花
の
「
咲
く
」

の
掛
詞
は
「
我
が
宿
の
池
の
藤
波
さ
き
に
け
り
山
ほ
と
と
ぎ
す
い
つ
か
来
鳴
か
む
」

（
古
今
集
・
夏
・
一
五
三
）
に
指
摘
す
る
注
釈
書
も
あ
る
。
二
首
は
「
白
妙
之 

浪
道

別
手
哉 

春
者
来
留 

風
立
毎
丹 

花
裳
拆
芸
里
」（
し
ろ
た
へ
の 

な
み
ぢ
わ
け
て
や 

は
る
は
く
る 

か
ぜ
た
つ
ご
と
に 

は
な
も
さ
き
け
り
）、「
浦
近
杵 

前
丹
波
立 

冬
来

者 

花
拆
物
砥 

今
曾
知
塗
」（
う
ら
ち
か
き 

さ
き
に
な
み
た
つ 

ふ
ゆ
く
れ
ば 

は
な

さ
く
も
の
と 

い
ま
ぞ
し
り
ぬ
る
）
と
一
首
中
に
波
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
掛
詞

的
に
響
か
せ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
花
が
「
咲
く
」
を
「
拆
（
割
る
・
開

く
）」
と
表
記
す
る
の
は
、
言
葉
の
原
義
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
る
用
法
。
本
来
、
古

代
の
語
の
捉
え
方
で
は
、
地
な
ど
を
割
っ
て
、
植
物
な
ど
の
生
命
力
が
最
高
の
状
態

と
な
っ
て
、
そ
こ
を
破
っ
て
出
て
来
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
撰
万
葉
集
の
表
記
は
そ

れ
に
立
ち
か
え
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
中
古
和
歌
に
上
代
的
な
古
代
性
が

看
取
さ
れ
る
好
例
と
い
え
る
。

さ 

み
だ
れ
（「
沙
乱
（
さ
乱
れ
・
五
月
雨
）」47

・307

）
…
…
こ
れ
も
掛
詞
と
認
め
る

場
合
は
少
な
い
が
、
表
記
か
ら
は
乱
れ
る
意
が
つ
よ
く
な
っ
て
い
る
の
で
含
め
た
。

さ 
ゆ
（「
冷
（（
霜
が
）
さ
ゆ
・（
自
分
が
）
さ
ゆ
）」159

、「
冴
（（
霜
が
）
さ
ゆ
・（
自

分
の
衣
が
）
さ
ゆ
）」231

）
…
…
こ
れ
も
掛
詞
と
は
い
い
が
た
い
が
、
人
事
と
物
象

の
重
ね
の
用
法
。

し
が
ら
み
（「
志
加
良
三
（
柵
）」490

）
…
…
こ
れ
も
、
人
事
と
物
象
の
重
ね
の
用
法
。

し 

げ
し
（「
繁
」79
・83

、「
繁
佐
」462

）
…
…
ど
の
例
も
「（
草
が
）
繁
し
（
茂
っ
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て
い
る
）・（
心
が
）
繁
し
（
激
し
い
）」
の
掛
詞
で
、
人
事
と
物
象
が
重
な
っ
て
い

る
例
。
掛
詞
的
で
は
な
い
が
「
し
げ
る
」
な
ど
の
形
を
含
め
る
と
、
他
に291

・

309
・396
・440

の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。396

な
ど
は
掛
詞
と
み
と
め
て
も
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。

そ
ら
（「
暗
（
暗
・
空
）」454

）

た 

ち
か
く
る
（「
立
翳
礼
（
立
ち
隠
さ
れ
る
・
立
ち
隠
れ
る
）」540

、「
立
隠
」512

）

…
…
女
郎
花
に
か
け
て
、
女
が
立
ち
隠
れ
る
像
と
重
な
っ
て
い
る
。

た 

ち
か
へ
る
（「
立
還
（（
霞
が
）
立
ち
還
る
・（
自
分
が
繰
り
返
し
見
て
）
立
ち
還
る
）」

17

、「
立
還
（
立
ち
還
る
）・（
波
が
）
立
ち
（
寄
せ
て
は
、
還
る
））」147

）
…
…

17

は
人
事
と
物
象
の
対
照
の
例
と
い
っ
て
も
よ
い
。
二
首
あ
り
、表
記
も
同
じ
だ
が
、

全
く
違
う
も
の
に
使
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
ど
ち
ら
も
主
体
が
転
換
し
て
い
る
た

め
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
意
義
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な

い
と
も
い
え
る
。
次
の
「
た
つ
」
が
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
る
こ
と
と
重
な

る
。

た 

つ
（「
起
（
霞
が
立
つ
・
雁
が
立
つ
）」27

、「
起
（
霞
が
起
つ
・
春
が
立
つ
）」31

、「
立

（
鳥
が
鳴
い
て
立
つ
・
春
が
立
つ
）」59

、「
竜
〔
田
山
〕（
秋
霧
が
立
つ
・
立
田
山
）」

133

、「
起
（
霞
が
起
つ
・
人
が
立
つ
）」249

、「
立
（
霞
が
立
つ
・
花
見
に
行
く
心

が
立
つ
）」251

）
…
…
新
撰
万
葉
集
で
は
他
の
掛
詞
に
な
い
ほ
ど
多
様
性
に
富
ん
で

い
る
の
が
「
た
つ
」
で
あ
る
。
古
代
語
で
は
、
原
義
と
し
て
、
何
か
が
あ
ら
わ
れ
る

現
象
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
来
は
こ
れ
ら
は
別
語
と
捉
え
な
く
て
も
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
言
葉
に
は
近
似
す
る
あ
ら
ゆ
る
意
味
が
含
意
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
と
重
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
と
は
い
え
、
一
覧
に
は
あ
げ
な
か
っ

た
が
、325

は
「
浦
近
久 

起
秋
霧
者 

藻
塩
焼 

煙
砥
而
已
曾 

立
亘
芸
留
（
う
ら
ち

か
く 

た
つ
あ
き
ぎ
り
は 

も
し
ほ
や
く 

け
ぶ
り
と
の
み
ぞ 

た
ち
わ
た
り
け
る
）」
と

あ
っ
て
、「
起
つ
秋
霧
」
が
後
で
「
煙
と
の
み
ぞ
立
ち
わ
た
り
け
る
」
と
冗
長
な
言

い
回
し
に
な
っ
て
同
音
反
復
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
掛
詞
で

あ
る
と
も
い
え
る
し
、
同
じ
概
念
の
語
で
あ
る
か
ら
繰
り
返
せ
た
と
も
い
え
る
。

550

な
ど
に
「（
植
物
が
生
え
て
）
立
つ
・（
評
判
に
な
り
名
が
）
立
つ
」
の
類
も
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
の
ぞ
い
た
。

た 

ま
の
を
（「
玉
之
緒
」223

・472

）
…
…
命
に
か
か
る
も
の
と
し
て
、
比
喩
的
に
つ 

か
っ
て
い
る
。

つ 

む
（「
摘
（
植
物
を
摘
む
・
人
を
抓
む
）」249

）
…
…
同
語
の
物
象
か
ら
人
事
へ
の

転
換
の
用
法
な
の
で
掛
詞
と
は
認
め
な
い
場
合
が
多
い
が
掲
げ
た
。「
か
た
み
」
と

併
用
さ
れ
て
い
る
。

つ
ゆ
（「
露
（
露
・
つ
ゆ
（
副
詞
））」67

）

と 

く
（「
泮
（（
氷
）
解
く
・（
心
）
解
く
。
人
事
の
文
脈
を
入
れ
る
と
「
心
が
と
け
る
」

を
含
む
。）」189

、「
解
（（
氷
）
解
く
・（
心
）
解
く
）」412

）

な 

か
る
（「
流
（
泣
）」227

・229

）
…
…
同
字
で
書
か
れ
る
こ
と
が
掛
詞
の
原
理
で

あ
る
と
す
る
根
拠
と
し
て
よ
く
紹
介
さ
れ
る
掛
詞
で
あ
る
（
古
今
集
・
冬
・591

な

ど
）。
新
撰
万
葉
集
で
は
「
流
」
の
字
で
表
記
し
、
そ
こ
に
「
涙
」
な
ど
の
縁
語
関

係
か
ら
「
泣
か
る
」
の
意
味
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
掛
詞

が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
流
」
か
ら
「
流
る
＝
泣
か
る
」
が
連
想
さ

れ
る
と
い
う
、
和
歌
に
お
け
る
掛
詞
の
成
熟
が
背
後
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
仮
名
の
同

字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
介
す
る
と
い
う
言
語
理
解
の
過
程
を

す
で
に
終
え
、
和
歌
の
ル
ー
ル
と
し
て
こ
の
「
掛
詞
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
可
能
性

を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

な 

く
（「
鳴
（
泣
）」35

・71

・83

・89

・91

・119

・139

・295

・299

・303

・341

・

355

・392

）
…
…
す
べ
て
本
集
で
は
「
鳴
」
の
字
を
使
う
。
一
般
に
掛
詞
と
認
め
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ら
れ
て
い
る
が
、
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
と
す
べ
て
動
物
・
虫
の
行
為
と
し
て
の
み
表

面
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
動
物
や
虫
に
託
し
て

人
の
心
情
を
重
ね
て
い
る
用
法
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
掛
詞
し
て
は
認
め

ら
れ
に
く
い
、
人
事
文
脈
と
物
象
文
脈
を
重
ね
る
詠
み
方
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
掛
詞
と
は
何
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
掛
詞
の
構
造
と
形
態
を
考
え
る
上
で
は
、
重

要
な
問
題
点
に
な
り
得
る
。

な 

み
だ
が
は
（「
涙
河
（
涙
→
涙
河
）」227

・474

）
…
…
涙
河
を
掛
詞
と
認
め
る
注

釈
は
皆
無
で
あ
る
。189

、229
の
よ
う
に
初
句
に
出
て
く
る
例
が
あ
り
、「
涙
河
」

と
い
う
観
念
が
先
に
歌
世
界
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

227

、474

は
三
句
目
に「
涙
河
」が
出
て
き
て
お
り
、上
接
の
文
脈
に
対
し
て
は「
涙
」

を
き
っ
か
け
に
下
の
句
に
流
れ
て
い
る
の
で
、
掛
詞
的
な
用
法
に
な
っ
て
い
る
。
文

脈
に
よ
っ
て
掛
詞
か
否
か
が
変
わ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
掛
詞
と
は
、
言
葉
に
対
し
て

の
認
定
で
は
な
く
、
文
脈
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
修
辞
に
お
け
る
、
語
法
に
お
け
る

現
象
と
考
え
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

ぬ 

れ
ぎ
ぬ
（「
潤
衣
（
衣
服
と
し
て
の
濡
れ
た
衣
・
ぬ
れ
ぎ
ぬ
）550
）
…
…
掛
詞
と
い

う
よ
り
は
「
ぬ
れ
ぎ
ぬ
」
と
い
う
慣
用
語
の
由
来
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
掲

げ
た
。

は 

か
な
し
・
さ
（「
葬
処
無
（
墓
無
し
・
儚
し
）」49

、「
葬
無
佐
（
墓
無
さ
・
儚
さ
）」

77

）
…
…
掛
詞
と
は
言
い
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
見
、
付
会
の
俗
説
に
み
え

る
掛
詞
説
が
八
代
集
で
は
詞
書
に
よ
る
指
示
や
哀
傷
歌
で
あ
る
こ
と
を
以
っ
て
「
垂

乳
根
は
は
か
な
く
て
こ
そ
や
み
に
し
か
こ
は
い
づ
こ
と
て
た
ち
と
ま
る
ら
ん
」（
後

拾
遺
・
雑
五
・1156

）
や
「
遅
れ
ゐ
て
見
る
ぞ
か
な
し
き
は
か
な
さ
を
憂
き
身
の

跡
と
何
頼
み
け
む
」（
新
古
今
・
哀
傷
・840

）
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
新
撰
万

葉
集
は
表
記
の
上
で
は
こ
れ
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。404

は
「
葬
処

砥
（
墓
と
か
）」、454

は
「
葬
処
無
雁
介
留
」（
儚
か
り
け
る
）
と
「
は
か
」
に
用

い
ら
れ
る
、
表
記
に
か
か
わ
っ
た
戯
訓
表
記
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
一
応
こ
こ
に
掲

げ
る
。
こ
の
用
法
が
新
撰
万
葉
集
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。

は 

か
り
（「
量
（
許
り
・
量
り
）」211

）
…
…
仮
名
で
書
か
れ
る
な
ら
、
掛
詞
と
は
お

も
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
表
記
の
上
で
「
金
」
と
縁
語
的
に
表
れ
て
い
る
た
め
、
掛

け
ら
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。 

「
懸
都
例
者 

千
千
之
金
裳 

数
知
沼 

何
吾
恋
之 

逢
量
那
岐
」（
か
け
つ
れ
ば 

ち
ぢ
の
こ
が
ね
も 

か
ず
し
り
ぬ 

な
に
わ
が
こ
ひ
の 

あ

ふ
ば
か
り
な
き
）。
こ
の
歌
は
「
あ
ふ
」
に
「
逢
（
逢
ふ
・
吊
り
合
ふ
）」
も
掛
け
ら

れ
て
い
る
。「
千
々
の
金
」や「
数
」が
一
首
中
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
量
」
は
縁
語
的
に
数
量
計
算
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
用
い
る
秤
）
の
意
味
を
連
想
さ

せ
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
「
逢
ふ
」
と
い
う
恋
の
詞
が
、
金
銭
的
な
意
味
で
の
「
釣

り
合
ふ
」
の
意
味
を
も
持
ち
う
る
。
古
今
集
以
後
の
和
歌
と
は
題
材
の
美
的
意
識
の

点
で
体
裁
を
異
に
し
て
い
る
。

は 

た
て
（「
幡
手
（
果
た
て
・
旗
手
）」281

）
…
…
「
は
た
て
」
の
歌
語
は
、古
今
集
（
恋

一
・484

）
に
も
み
ら
れ
る
が
、
万
葉
集
の
用
例
に
よ
っ
て
、
旧
説
「
旗
手
」
は
否

定
さ
れ
、「
果
た
て
」
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
の
表
記
は
「
幡
手
」。

掛
詞
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
旗
手
」
が
正
し
い
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

は 

る
（「
春
（
目
も
張
る
）」13

）
…
…
古
今
集
に
も
見
ら
れ
る
（
雑
上
・868

）。

ふ 
る
（
枕
詞
「
い
そ
の
か
み-

ふ
る
」）（「
礒
之
上 

古
（
古
・
布
留
）」398

）
…
…
掛

詞
に
含
め
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
同
じ
「
あ
し
ひ
き
の 

や
ま
」
は
掛
詞
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
が
少
な
い
が
、
構
造
上
は
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

ほ
（「
帆
（
帆
・
ほ
（
秀
））」117

）

ほ
に
い
づ
（「
穂
丹
出
（
穂
に
出
づ
・
秀
に
出
づ
）」103

）
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ま 
つ
（「
待
（
人
を
待
つ
・
松
虫
）」536

、「
松
（
待
）」317

）
…
…
他
に355

は
「
鳴

秋
虫
」
を
「
な
く
ま
つ
む
し
」
と
訓
ず
る
の
が
一
般
的
。
掛
詞
と
し
て
認
め
て
よ
い

可
能
性
が
あ
る
。518

は
「
女
郎
花
＝
待
つ
（
女
＝
待
つ
）」
と
い
う
観
念
の
結
合

が
み
と
め
ら
れ
る
が
、
掛
詞
で
は
な
い
の
で
こ
こ
に
は
掲
げ
な
い
。

み 

を
つ
く
し
（「
身
緒
筑
紫
（
身
を
尽
く
し
・
澪
標
）」446

）
…
…
和
歌
で
よ
く
用
い

ら
れ
る
こ
の
用
法
は
、
新
撰
万
葉
集
に
も
一
首
み
ら
れ
る
。
注
意
す
べ
き
は
そ
の
表

記
で
あ
り
、「
筑
紫
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
。「
尽
く
し
」
に
「
筑
紫
」
を
連
想
さ
せ

る
用
法
が
わ
ず
か
な
が
ら
後
世
に
あ
る
。『
後
撰
集
』（
雑
一
・1103

・
大
江
玉
淵

朝
臣
女
）
に
「
女
と
も
だ
ち
の
も
と
に
、
筑
紫
よ
り
挿
し
櫛
を
心
ざ
す
と
て
」
の
詞

書
で
「
難
波
潟
何
に
も
あ
ら
ず
身
を
つ
く
し
深
き
心
の
し
る
し
ば
か
り
ぞ
」
と
あ
り
、

『
落
窪
物
語
』
の
冒
頭
の
和
歌
に
、
文
脈
に
関
係
な
く
「
日
に
そ
へ
て
う
さ
の
み
ま

さ
る
世
の
中
に
心
づ
く
し
の
身
を
い
か
に
せ
む
」（
う
さ
に
憂
さ
・
宇
佐
）
と
「
尽

く
し
・
筑
紫
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
っ
て
、
平
安
朝
で
は
そ
の
後
も
発
想
と

し
て
受
け
継
が
れ
て
こ
と
が
わ
か
る
が
、古
今
集
の
注
釈
で
「
つ
く
し
」
に
「
筑
紫
」

を
掛
け
た
と
認
め
得
る
も
の
は
な
い
。
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
は
そ
こ
ま
で

読
み
取
れ
ず
、
文
脈
か
ら
も
判
断
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

も 

ゆ
（「
燃
（（
螢
が
光
り
）
燃
ゆ
・（
気
持
ち
が
）
萌
ゆ
）」69

）
…
…
本
来
は
同
語
だ

が
意
味
が
分
化
し
、
一
般
に
は
掛
詞
と
い
い
う
る
例
。
そ
の
た
め
、
物
象
と
人
事
の

重
ね
の
用
法
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

や 

ま
（
枕
詞
「
あ
し
ひ
き
の-

や
ま
」（「
足
弾
之
山
（
不
明
・
山
ほ
と
と
ぎ
す
）」53

、

「
足
曳
之
山
（
不
明
・
山
）」410

）
…
…
こ
れ
を
掛
詞
と
認
め
る
こ
と
は
皆
無
で
、

枕
詞
か
ら
の
接
続
と
一
般
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
掛
詞
と
は
何
か
を
捉
え
直

す
目
的
も
あ
る
た
め
、
あ
え
て
含
め
た
。
前
に
挙
げ
た
「
い
そ
の
か
み
」
を
枕
詞
に

「
ふ
る
」
を
導
く
も
の
と
、
形
態
上
は
同
じ
で
あ
る
。53

は
「
山
」
が
「
山
郭
公
」

に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
、「
山
」
は
結
節
点
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
い
え
ば

純
粋
に
掛
詞
と
い
え
る
。

ゆ 

く
（「
往
（（
冬
の
風
の
）
行
く
・（
旅
）
行
く
）」418

、「
往
（（
雲
が
）
往
く
・（
人

が
）
往
く
）」500

）
…
…
こ
れ
も
物
象
と
人
事
の
重
ね
の
用
法
の
一
種
な
の
で
、
掛

詞
と
は
認
定
し
な
い
可
能
性
が
高
い
が
、
こ
こ
に
載
せ
た
。418

は
旅
中
の
独
寝
を

思
わ
せ
る
。

よ 

き
（「
斧
（
避
き
）」123

）
…
…
二
句
目
「
叢
斧
棲
」（
新
編
国
歌
大
観
：
く
さ
む
ら

か
け
ず
）
を
契
沖
全
集
で
は
「
く
さ
む
ら
よ
き
す
」
と
し
て
い
る
。
勅
撰
集
（
金
葉
・

秋
・249

「
山
守
よ
」）
に
こ
の
掛
詞
の
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
よ
き
ず
」

と
訓
じ
、
掛
詞
と
認
め
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
。
た
だ
し
斧
が
出
て
来

る
必
然
性
が
表
記
以
外
に
見
出
し
が
た
い
。

を 

み
な
へ
し
（
物
名
）（「
緒
皆
歴
知
」516

、「
緒
皆
歴
知
」554

）
…
…516

は
契
沖

全
集
の
訓
「
あ
き
の
□
を
み
な
へ
し
る
と
て
」
に
よ
る
。
そ
の
訓
で
な
け
れ
ば
、
女

郎
花
が
ど
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
物
名
は
狭
義
の
掛
詞

に
含
め
な
い
が
、
広
義
の
掛
詞
に
は
含
め
て
考
察
す
る
研
究
も
多
い
の
で
含
め
た
。

物
名
の
出
現
は
仮
名
の
発
達
と
か
か
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、「
を
み
な
へ
し
」

に
対
し
て
訓
も
交
え
な
が
ら
同
じ
表
記
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
物
名
の
中

に
は
音
訓
交
え
た
も
の
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
わ
け
で
、
そ
の
上
、
こ
の
よ

う
な
書
き
方
が
既
に
様
式
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
す
ら
想
定
さ
せ
る
。

そ 
の
他
…
…
新
撰
万
葉
集
で
は
掛
詞
と
は
い
え
な
い
例
だ
が
、
言
及
し
て
お
く
必
要
の

あ
る
も
の
に
「
そ
よ
」（「
曾
与
」101

・317

）
が
あ
る
。「
そ
よ
」
と
は
風
に
な
び

く
擬
音
の
「
そ
よ
」
で
あ
り
、
許
諾
の
返
事
と
し
て
の
「
そ
う
よ
」
の
意
の
掛
詞
に

な
る
こ
と
が
多
い
。
古
今
集
に
も
み
え
る
（
恋
二
・584

）。
二
例
と
も
同
じ
音
仮
名
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の
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
掛
詞
が
同
字
を
原
理
と
す
る
説
の
根
拠
と
も
な
ろ

う
が
、
二
例
の
み
で
あ
る
の
と
、
新
撰
万
葉
集
で
は
掛
詞
で
な
い
点
が
注
意
さ
れ
る
。

漢
字
で
は
表
し
に
く
い
概
念
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
二
例
と
も

同
じ
表
記
と
い
う
こ
と
は
、
掛
詞
の
「
そ
よ
」
を
書
く
時
に
も
こ
う
書
記
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
っ
た
可
能
性
が
背
後
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
こ
う
い
う
在
り
方
は

（
物
名
だ
が
）「
を
み
な
へ
し
」
に
共
通
す
る
（
た
だ
し
そ
ち
ら
は
一
字
一
音
の
仮
名

表
記
で
は
な
い
）。

五
、
結
語

分
析
の
結
果
、
訓
を
介
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
掛
詞
と
認
め
得
る
例
が
大
半
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
同
字
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
掛
詞
の
原
理
と
は
い
い
が
た
い
、
多
様
な

掛
詞
の
在
り
方
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
、
古
今
集
と
同
時
代
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
だ
が
、
い
く
つ
か
の
例
に
お
い
て
、
掛
詞
が
す
で
に
観
念
と
し
て
成
り
立
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
注
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、
同
字
で

書
か
れ
る
か
、
同
音
で
あ
る
か
は
問
題
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
こ
と
ば
に
対
す
る
観
念
の

結
合
が
既
に
八
〇
〇
年
代
末
に
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え

る
と
、
古
今
集
に
お
け
る
掛
詞
の
歴
史
ま
で
の
間
に
、
既
に
掛
詞
は
使
い
古
さ
れ
た
表

現
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
背
後
に
考
え
ら
れ
て
く
る
。

古
今
集
で
は
小
野
小
町
に
多
く
の
掛
詞
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
（
彼
女
が
仁
明
天
皇

時
代
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
伝
承
さ
え
あ
る
）
か
ら
す
れ
ば
、
仮
名
の
発
生
と
い
う
も

の
を
経
過
せ
ず
と
も
成
り
立
つ
掛
詞
は
一
考
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
り
、
史
料
の
少

な
い
平
安
前
期
の
歌
を
考
え
る
時
、
新
撰
万
葉
集
は
そ
れ
を
考
え
る
端
緒
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
真
名
で
書
か
れ
た
掛
詞
表
現
の
分
析
・
研
究
が
進
展
す
る
な
ら
ば
、
万
葉
集
の

掛
詞
表
現
と
、
本
歌
集
の
掛
詞
表
現
と
の
か
か
わ
り
も
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
延
長
で

の
古
今
集
の
表
現
の
在
り
方
も
自
ず
と
明
ら
か
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
代
か

ら
中
古
の
歌
に
継
承
さ
れ
た
部
分
を
解
明
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
仮
名
の
発
展
と

い
う
ひ
と
つ
の
視
点
に
囚
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
複
合
的
な
観
点
か
ら
表
現
を
分
析
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。


