
古
典
文
学
教
育
の
問
題
点
－
和
歌
教
材
に
お
け
る
掛
詞
の
認
定
を
中
心
に

渦
　
巻

恵

一　
は
じ
め
に

　
二
〇
一
八
年
三
月
、
文
部
科
学
省
に
よ
る
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正

と
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
が
行
わ
れ
た
。
新
高

等
学
校
学
習
指
導
要
領
等
は
二
〇
二
二
年
度
か
ら
年
次
進
行
で
実
施
さ

れ
る
。

　
今
回
の
改
訂
で
は
、
共
通
必
履
修
科
目
と
し
て
「
現
代
の
国
語
」
及

び

「
言
語
文
化
」
が
、
選
択
科
目
と
し
て
r
論
理
国
語
」
　
F
文
学
国
語
」

r国
語
表
現
」
及
び
「
古
典
探
究
」
が
新
設
さ
れ
た
。

　
共
通
必
履
修
科
目
「
現
代
の
国
語
」
は
、
実
社
会
に
お
け
る
国
語
に

よ
る
諸
活
動
に
必
要
な
資
質
・
能
力
の
育
成
に
主
眼
を
置
い
た
科
目
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
コ
＝
呈
口
文
化
」
は
、
上
代
か
ら
近

現
代
に

つ

な
が
る
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
科
目
と
し
て
、
「
知

識
・
技
能
」
で
は
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
理
解
」
を
中
心
と

し
、
F
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
で
は
全
て
の
力
を
総
合
的
に

育
成
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。

　
選
択
科

目
「
古
典
探
究
」
は
、
古
典
を
主
体
的
に
読
み
深
め
る
こ
と

を
通
し
て
自
分
と
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
に
と
っ
て
の
古
典
の
意
義
や

価
値
に
つ
い
て
探
究
す
る
科
目
と
し
て
、
主
に
古
文
・
漢
文
を
教
材
に

r伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
理
解
」
を
深
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、

F思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
を
育
成
す
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
目

標
と
す
る
。

　
古
典
文
学
教
育

は
コ
三
呈
ロ
文
化
」
「
古
典
探
究
」
の
科
目
の
中
で
実

施

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
理
解
」

を
深
め
る
ほ
か
、
さ
ら
に
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
を
培
う

よ
う
な
取
り
組
み
が
必
要
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
古
典
文
法
を
習
得
し

た

う
え
で
、
古
文
の
現
代
語
訳
を
す
る
と
い
う
従
来
行
わ
れ
て
き
た
授

業
方
法
で
な
く
、
考
え
、
自
ら
判
断
し
、
表
現
力
を
つ
け
る
こ
と
が
期

待

さ
れ
て
い
る
た
め
、
教
材
の
選
択
も
難
し
く
な
ろ
う
。

　
古
典
と
近
・
現
代
を
つ
な
ぐ
教
材
と
し
て
、
説
話
集
に
採
話
し
た
芥
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川

龍
之
介
の
作
品
や
、
近
世
の
思
想
家
の
文
章
な
ど
も
指
導
要
領
の
改

定
意
図
に

添

う
も
の
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
和
歌
に
注
目
し
た
い
。
和

歌
は

古
典
か
ら
近
・
現
代
に
わ
た
り
詠
み
続
け
ら
れ
た
韻
文
形
式
で
あ

り
、
連
歌
や
俳
句
な
ど
の
新
形
式
を
生
み
、
五
七
五
の
リ
ズ
ム
は
現
代

の
標
語
や

歌
謡
曲
に

も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
を
学
ぶ
こ
と
で
、
日

本

語
・
日
本
文
学
の
理
解
を
深
め
る
と
同
時
に
、
古
く
か
ら
受
け
継
が

れ

て

き
た
日
本
独
自
の
美
意
識
に
触
れ
、
表
現
力
を
養
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
掛
詞
の
語
法
は
現
代
の
駄
酒
落
の

ル

ー
ツ
で
あ
り
、
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
る
か
ら
こ
そ
生
じ
る
二
重
の
意

味

を
発
見
し
、
両
義
性
を
楽
し
む
こ
と
は
、
表
現
力
の
向
上
に
有
効
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
改
め
て
和
歌
の
技
法
で
あ
る
掛
詞
の
定
義
を
確

認

し
、
そ
の
問
題
点
を
整
理
し
て
、
古
典
文
学
教
育
に
お
け
る
教
材
研

究
と
し
た
い
。

　
　
二
、
掛
詞
の
性
質
ー
二
義
性
、
二
つ
の
文
脈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』
は
、
掛
詞
を
具
象
と
抽
象
の
二
想
の
組

み

合
わ
せ
で
あ
る
と
定
義
し
、
掛
詞
を
契
機
と
し
て
展
開
し
た
上
接
の

句
は

主
想
に

対

し
て
附
会
の
関
係
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
例
え
ば
、

　

　
む
す
ぶ
手
の
し
つ
く
に
に
ご
る
山
の
井
の
飽
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ

　
　
る
か
な
（
古
今
集
・
四
〇
四
・
貫
之
）

に

つ
い

て
、
上
の
句
が
山
の
井
戸
水
を
汲
む
と
い
う
具
象
で
あ
り
、
表

現

し
た
い
こ
と
は
「
飽
か
で
も
」
以
下
の
下
の
句
な
の
で
、
上
の
句
は

附
会
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
「
飽
く
」
は
辞
書
的
に
は
同
じ
意
味
だ
が
、

明
確
な
対
比
を
な
す
掛
詞
と
し
て
、
具
象
と
抽
象
の
二
想
を
つ
な
げ
て

い

る
か
ら
、
こ
れ
を
掛
詞
と
認
定
す
る
。

　
鈴
木

日
出
男
「
古
代
和
歌
に
お
け
る
心
物
対
応
構
造
ー
万
葉
か
ら
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

安
和
歌
へ
ー
」
、
同
F
古
今
集
の
掛
詞
を
め
ぐ
っ
て
」
に
は
、
虚
実
融

和
を
掛
詞
の
特
徴
と
し
、

　
　
心
に

は
下
ゆ
く
水
の
わ
き
か
へ
り
言
は
で
思
ふ
ぞ
言
ふ
に
ま
さ
れ

　
　
る
（
古
今
六
帖
・
1
H
六
四
八
）

の

よ
う
に
古
今
以
降
、
心
物
が
対
応
す
る
構
造
の
歌
が
増
え
る
中
で
、

序
詞
が
減
少
し
、
掛
詞
が
増
え
て
く
る
こ
と
な
ど
、
掛
詞
成
立
の
所
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
萩
野
了
子
「
掛
詞
の
表
現
構
造
」
は
、

ひ

ら
が
な
表
記
に
よ
っ
て
、
万
葉
の
警
喩
歌
の
中
か
ら
掛
詞
式
序
詞
が

発
達

し
、
古
今
集
で
は
、
讐
喩
系
の
文
脈
と
実
意
系
の
文
脈
が
同
等
の

力
で
せ
り
出
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
神
尾
暢
子
「
掛
詞
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

周
辺
ー
古
今
和
歌
集
掛
詞
考
序
説
」
は
、
掛
詞
の
用
例
を
表
に
し
て
、

女
性
歌
人
の

ほ
う
が
多
く
使
う
傾
向
を
示
し
、

　
　
風
吹

け
ば
沖
つ
白
波
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

　
　
（
古
今
集
・
九
九
四
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

の

場
合
、
当
時
は
「
白
波
」
と
い
え
ば
「
盗
賊
」
の
意
が
想
起
さ
れ
た

だ

ろ
う
こ
と
か
ら
、
掛
詞
の
認
定
に
は
時
代
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る

点
を
指
摘
す
る
。

　

そ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
が
、
個
々
の
用
例
に
お
け
る
掛
詞
の
認
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

基
準
で

あ
る
。
谷
山
茂
『
講
座
　
解
釈
と
文
法
1
』
は
、
時
枝
と
同
じ

一 16一



く
、
掛
詞
を
介
し
て
二
つ
の
内
容
が
連
結
さ
れ
る
こ
と
を
、
「
文
脈
の

本
義
と
翻
義
、
上
下
、
表
裏
。
本
来
全
く
違
う
も
の
を
結
び
つ
け
る
お

も
し
ろ
さ
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
た
あ
、

　
　
秋
霧
の
と
も
に
た
ち
い
で
別
れ
な
ば
は
れ
ぬ
思
ひ
に
恋
ひ
や
わ
た

　
　
ら
ん
（
古
今
集
・
三
八
六
・
平
元
規
）

で
い

う
と
、
霧
が
立
つ
・
自
分
が
出
発
す
る
、
霧
が
晴
れ
な
い
・
心
が

晴
れ
な

い
、
と
い
う
の
は
、
本
来
全
く
違
う
意
味
と
い
う
わ
け
で
は
な

い

の

で
、
掛
詞
と
し
な
い
立
場
を
と
る
。
次
に
、
西
岡
欣
一
「
懸
詞
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

究
ー
懸
詞
の
概
念
1
」
で
は
、
掛
詞
と
は
「
共
通
の
語
声
に
よ
っ
て
意

義
を
異
に
す
る
二
つ
、
或
い
は
三
つ
の
意
義
の
存
在
を
把
握
す
る
こ
と

が

で

き
る
こ
と
ば
で
あ
る
」
と
し
、
谷
山
と
同
じ
く
広
義
の
掛
詞
は
認

め
な
い
立
場
を
と
る
。
森
朝
男
「
短
歌
的
修
辞
の
基
礎
構
造
ー
上
下
句

　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

の

双
文

と
連
接
と
」
は
、
掛
詞
を
用
い
た
歌
が
二
系
対
比
構
造
を
し
て

お

り
、
上
下
句
の
並
立
か
ら
連
続
一
行
の
直
列
構
造
と
な
る
と
分
析
す

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
方
で
、
柿
本
奨
「
掛
詞
の
か
た
ち
ー
後
撰
集
を
中
心
に
ー
」
は
、

　
　

v
れ
な
ゐ
の
い
う
に
は
出
で
じ
隠
れ
沼
の
し
た
に
か
よ
ひ
て
恋
ひ

　
　

は
死
ぬ
と
も
（
古
今
集
六
六
一
）

　
　
の

や

う
な
歌
で
枕
詞
「
く
れ
な
ゐ
の
」
「
隠
れ
沼
の
」
の
か
か
り

　
　
方
を
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
い
ろ
」
「
し
た
」
が
掛
詞
で
あ
る

　
　

こ
と
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ら
う
。
こ
の
や
う
な
同
l
異
義
に

　
　
お

け
る
意
識
的
な
自
然
的
意
味
と
人
事
的
意
味
と
の
対
比
、
物
質

　
　
的
意
味
と
精
神
的
意
味
と
の
対
比
な
ど
は
、
後
撰
集
で
は
、
浅
し
、

　
　
薄

し
、
掛
く
、
消
ゆ
、
塞
く
、
絶
ゆ
、
付
く
、
解
く
、
靡
く
、
隔

　
　
つ
、
乱
る
、
晴
る
、
渡
る
な
ど
の
用
法
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ

　
　
の
対
比
意
識
の
有
無
が
掛
詞
と
縁
語
と
を
区
別
す
る
ゆ
ゑ
ん
に
も

　
　
な
る
だ
ら
う
。

と
、
辞
書
的
な
意
味
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い

れ

ば
、
掛
詞
と
し
て
認
め
て
い
く
立
場
を
と
る
。
藤
平
春
男
「
短
歌
的

　
　
お
　

文
脈
」
は
、
先
に
あ
げ
た
、

　
　
む
す
ぶ
手
の
し
つ
く
に
に
ご
る
山
の
井
の
飽
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ

　
　

る
か
な
（
古
今
集
・
四
o
四
・
貫
之
）

に

は

　
　
浅
香
山
か
げ
さ
へ
み
ゆ
る
山
の
井
の
浅
く
も
人
を
思
う
ふ
も
の
か

　
　
は
（
古
今
六
帖
・
九
八
五
）

か

ら
「
浅
し
」
の
イ
メ
－
ジ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
掛
詞

の

含
み
持
つ
重
層
的
な
意
味
に
も
注
意
し
て
、
文
脈
を
意
識
し
解
釈
す

る
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
野
由
紀
子
「
古
今
和
歌
集
表
現
論
ー
要
と
し
て
の
共
通
音
声
」
は
、

掛
詞

を
要
（
蝶
番
）
と
し
て
自
然
の
想
と
人
事
の
想
が
結
び
つ
く
こ
と

を
、
ま
た
、
「
仁
明
朝
の
和
風
文
化
と
六
歌
仙
ー
掛
詞
・
物
名
・
竹
取

　
　
ロ
ザ

物
語
」
で
は
、
二
義
の
対
立
こ
そ
掛
詞
の
本
質
で
あ
る
と
論
じ
る
。
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

ら
に
「
古
今
和
歌
集
ー
1
1
つ
の
文
脈
ー
」
に
お
い
て
、
掛
詞
が
人
事
を

詠
む

際
に
自
然
の
事
象
を
用
い
て
二
重
の
文
脈
を
形
成
す
る
こ
と
を
確

認
し
た
う
え
で
、

　
　
ひ

と
り
寝
る
床
は
草
葉
に
あ
ら
ね
ど
も
秋
く
る
宵
は
露
け
か
り
け
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り
（
古
今
集
・
一
八
八
’
よ
み
人
知
ら
ず
）

を
例
に
、
注
（
1
）
論
文
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　
　

こ
れ
を
用
い
て
今
説
明
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
古

　
　
今
集
の
歌
の
F
露
け
し
」
と
い
う
言
葉
は
辞
書
で
は
（
1
）
露
が

　
　
多
い
（
2
）
涙
っ
ぽ
い
、
と
あ
る
。
心
情
の
意
味
は
、
立
項
さ
れ

　
　
た

「
露
け
し
」
の
中
　
k
J
　
（
1
）
　
（
2
）
な
ど
下
位
分
類
と
し
て
説

　
　
明
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
辞
書
で
別
項
目
と

　
　
な
る
よ
う
な
異
語
で
は
な
い
。
で
、
こ
れ
は
掛
詞
と
み
な
い
研
究

　
　
者
が
多
い
。
し
か
し
時
枝
説
で
は
、
「
共
通
音
声
に
よ
っ
て
喚
起

　
　
せ

ら
れ
る
二
つ
の
概
念
に
は
、
明
瞭
な
対
比
が
意
識
せ
ら
れ
て
い

　
　

る
。
」
（
五
l
l
l
O
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
。
つ
ま
り
共
通
音
声
「
ツ
ユ
ケ

　
　
シ
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
二
つ
の
概
念
に
は
、
自
然
の
露
的
意

　
　
味
と
、
悲
し
い
意
味
の
「
露
け
し
」
の
意
味
の
明
確
な
対
比
が
あ

　
　

る
。
掛
詞
な
の
だ
と
認
定
し
て
い
る
。
人
事
的
な
意
味
と
、
自
然

　
　
の
も
の
に
対
し
て
の
意
味
と
が
対
比
さ
れ
て
「
露
け
か
り
け
り
」

　
　
も
掛
詞
で
あ
る
と
認
定
す
る
の
が
時
枝
説
で
あ
る
。
私
も
こ
の
立

　
　
場
で
あ
る
。
’
”
’
”
　
r
薄
し
」
と
い
っ
た
場
合
に
、
「
夏
の
衣
が
薄

　
　
い
、
衣
が
透
き
通
っ
て
薄
い
」
と
い
う
意
味
と
、
「
人
に
対
す
る

　
　
愛
情
が
薄
い
」
と
い
う
の
と
を
対
比
さ
せ
て
使
う
。
こ
う
い
う
と

　
　
き
に
も
や
は
り
「
薄
し
」
と
い
う
言
葉
が
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
と

　
　
見
た
方
が
い
い
。

　
つ
ま
り
、
和
歌
が
、
共
通
音
声
に
よ
る
語
を
要
に
し
て
二
つ
の
文
脈

を
形
成
す
る
時
に
、
そ
の
要
と
な
る
語
が
、
辞
書
的
に
1
つ
の
項
目
に

入

る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く
違
う
も
の
を
結
び
付
け
る
と
い
う
も
の
で

な
く
と
も
、
そ
れ
を
掛
詞
と
す
る
と
改
め
て
定
義
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、

　
　
春
霞

た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
君
に
も
あ
る
か

　
　
な

（古
今
集
・
六
八
四
・
友
則
）

の

r見
れ

ど
も
飽
か
ぬ
」
も
自
然
と
人
事
を
つ
な
げ
る
共
通
音
声
な
の

で
、
掛
詞
と
す
る
。

　
平
野
論
文
以
降
、
掛
詞
を
新
た
に
定
義
し
直
す
論
文
は
管
見
に
入
ら

な
い
。
二
〇
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
小
田
勝
『
実
例
詳
解
　
古
典
文
法

　
ハ
む
　

総
覧
』
に
お
い
て
も
、

　
　
か

る
か
や
の
乱
る
る
野
辺
を
分
け
行
け
ば
袖
た
だ
な
ら
ぬ
朝
ぼ
ら

　
　
け
か
な
（
源
重
之
女
集
・
四
八
）

の

rた
だ

な
ら
ぬ
」
を
掛
詞
と
す
る
。
辞
書
的
に
同
じ
意
味
で
も
そ
の

両
義
性
を
認
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
掛
詞
に
つ
い
て
研
究
史
を
も
と
に
ま
と
め
る
と
、

　
　
辞
書
的
な
意
味
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
二
つ
の
文
脈
を
読
み
と
れ

　
　
る
場
合
は
、
掛
詞
（
共
通
音
声
部
分
・
広
義
の
掛
詞
）
と
し
て
解

　
　
す
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

三
　
掛
詞
認
定
の
揺
れ

　

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
っ
た
掛
詞
認
定
に
関
す
る
論
は
、
古
典
文
学
教

育
の
場
で
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
公
的
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な
図
書
館
や
高
校
等
の
図
書
室
で
閲
覧
で
き
る
和
歌
の
注
釈
書
が
ど
の

よ
う
に
注
す
る
か
、
「
泣
く
・
g
e
v
」
　
F
乱
る
」
「
惑
ひ
」
「
深
し
」
を
例

に
、
主
に
古
今
集
の
歌
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
参
考

と
し
た
注
釈
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
　
一

　
九
八
九
年
）
以
下
、
新
大
系
と
略
す

　
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
　
一

　
九
九
四

年
）
以
下
、
新
全
集
と
略
す

　
奥
村
恒
哉
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
　
一
九
七
八
年
）
以
下
、

　
集
成

と
略
す

　
小
町
谷
照
彦
　
ち
く
ま
学
芸
文
庫
（
筑
摩
書
房
　
二
〇
一
〇
年
）
以

　
下
、
ち
く
ま
と
略
す

　
高
田
祐
彦
　
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
（
角
川
学
芸
出
版
　
二
〇
〇
九
年
）

　
以
下
、
ソ
フ
ィ
ア
と
略
す

F泣
く
・
鳴
く
」

①
思
ひ
い
で
て
恋
し
き
時
は
初
雁
の
な
き
て
わ
た
る
と
人
知
る
ら
あ

　
　
や

（古
今
集
・
七
三
五
・
大
伴
黒
主
）

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
初
雁
の
鳴
き
て
わ
た
る
と
人
知
る
ら
め

　
　
や

（自
然
）

　
　
思
ひ

い

で
て

恋

し
き
時
は
…
…
…
泣
き
て
わ
た
る
と
人
知
る
ら
め

　
　
や

（人
事
）

の

よ
う
に
、
秋
に
飛
来
す
る
雁
が
鳴
く
こ
と
と
、
恋
の
思
い
の
た
め
に

自
分
が
泣
く
こ
と
を
重
ね
て
お
り
、
自
然
と
人
事
の
二
つ
の
文
脈
が
詠

ま
れ
て
い
る
。
「
な
き
」
が
二
重
の
意
味
を
も
た
な
い
と
「
初
雁
の
」

の

五
文
字
は
不
要
な
の
で
あ
り
、
「
な
き
」
は
「
鳴
き
」
と
「
泣
き
」

の

掛
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
注
釈
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
見
解
が
分
か
れ
る
。

　
　
指
摘
ナ
シ
（
新
大
系
）

　
　
雁
が
空

を
鳴
い
て
飛
ぶ
こ
と
と
、
作
者
が
恋
人
の
家
付
近
を
泣
い

　
　
て

歩
v
こ
と
を
三
口
い
か
け
る
（
新
全
集
）

　
　

「
初
雁
の
」
は
「
泣
き
て
わ
た
る
」
の
枕
詞
（
集
成
・
ち
く
ま
）

　
　
初
雁
が
「
鳴
い
て
渡
る
」
と
、
私
が
「
泣
い
て
出
か
け
る
」
と
の

　
　
両
義

（
ソ
フ
ィ
ア
）

　
新
全
集
が

コ
言
い

か

け
る
」
と
し
、
ソ
フ
ィ
ア
は
「
両
義
」
と
す
る

ば
か

り
で
、
明
確
に
掛
詞
と
指
摘
す
る
も
の
は
な
い
。

②

野

と
な
ら
ば
う
づ
ら
と
な
き
て
年
は
経
む
か
り
に
だ
に
や
は
君
か

　
　
来
ざ
ら
む
（
古
今
集
・
九
七
I
1
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

　

こ
の
歌
も
、

　
　
野

と
な
ら
ば
鶉
と
鳴
き
て
年
は
経
む
狩
り
に
だ
に
や
は
君
か
来
ざ

　
　
ら
む
（
自
然
）

　
　
　
　
　
…
…
憂
辛
と
泣
き
て
年
は
経
む
仮
に
だ
に
や
は
君
か
来
ざ

　
　
ら
む
（
人
事
）

と
、
自
然
と
人
事
の
1
1
つ
の
文
脈
を
形
成
す
る
。
と
こ
ろ
が
「
な
く
」

に

関

し
て
、
明
確
に
掛
詞
と
す
る
指
摘
は
な
い
（
新
大
系
・
新
全
集
・
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集
成
・
ち
く
ま
・
ソ
フ
ィ
ア
）
。
新
全
集
の
現
代
語
訳
に
、
「
鳴
（
泣
）

き
な
が
ら
」
と
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
F
鶉
と
な
っ
て
鳴
い
て
」
と
あ
る
の
で
r
鳴
く
」
の
は
鶉
で
あ
る
。

l
方

r憂
辛
」
と
い
っ
て
泣
く
の
は
自
分
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
な

く
」
は
掛
詞
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
た

だ
、
「
鶉
と
鳴
き
て
」
の
助
詞
F
と
」
を
ど
う
扱
う
か
が
難
し
い
o

鶉
と
し
て
鳴
い
て
、
「
憂
辛
」
と
い
っ
て
泣
い
て
、
の
よ
う
に
「
と
」

に

別
の
働
き
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
訳
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
我
の
み
や
世
う
ぐ
ひ
す
と
な
き
わ
び
む
人
の
心
の
花
と
取
り
な
ば

　
　
（
古
今
集
・
七
九
八
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

も
同
様
の
例
o

　
さ
ら
に
、
「
L
p
t
　
v
」
　
r
鳴
く
」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
雪
の

内
に
春
は
き
に
け
り
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ほ
れ
る
涙
今
や
と
く
ら

　
　
む

（古
今
集
・
四
・
藤
原
高
子
）

　
　

な
き
わ
た
る
か
り
の
涙
や
落
ち
つ
ら
む
物
思
ふ
宿
の
萩
の
上
の
露

　
　
（
古
今
集
・
1
1
1
1
1
　
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

は
、
鳥
の
涙
を
詠
む
。
鳥
が
涙
を
流
す
と
い
う
こ
と
は
、
擬
人
法
と
い

う
よ
り
、
そ
も
そ
も
「
な
く
」
を
動
物
、
人
間
で
区
別
し
て
意
識
し
て

い

な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
と
も
か
く
、
新
全
集
が
、
「
鳴
（
泣
）
き
な
が
ら
」
と
訳
し
な
が
ら
、

①
の
よ
う
に
「
言
い
か
け
る
」
と
注
し
な
い
の
は
不
統
1
の
感
を
否
め

な
い
だ
ろ
う
。

F乱
る
」

③

か

り
菰
の
思
ひ
乱
れ
て
わ
れ
恋
ふ
と
い
も
知
る
ら
め
や
人
し
告
げ

　
　
ず

は
（
古
今
集
・
四
八
五
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
歌
の
構
造
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
か

り
菰
の
…
…
乱
れ
て
…
…
（
自
然
）

　
　
　
　
…
…
思
ひ
乱
れ
て
わ
れ
恋
ふ
と
い
も
知
る
ら
め
や
人
し
告
げ

　
　
ず
は
（
人
事
）

　
初
句
F
か
り
菰
の
」
に
つ
い
て
の
諸
注
は
次
の
通
り
。

　
　
［
乱
る
」
を
出
す
表
現
（
新
大
系
）

　
　
F
乱
れ
」
の
枕
詞
（
新
全
集
・
集
成
）

　
　
F
思
ひ
乱
れ
て
」
の
枕
詞
（
ち
く
ま
・
ソ
フ
ィ
ァ
）

　
自
然
と
人
事
の
対
比
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
、
「
乱
れ
」
は
菰

が
乱
れ

る
こ
と
と
、
私
が
思
い
乱
れ
る
こ
と
の
掛
詞
と
言
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
し
か
し
、
諸
注
は
こ
れ
を
掛
詞
と
は
し
な
い
。

④

忘
ら
る
る
時
し
な
け
れ
ば
葦
鶴
の
思
ひ
乱
れ
て
ね
を
の
み
ぞ
な
く

　
　
（
古
今
集
・
五
一
四
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
葦
鶴
の
…
…
乱
れ
て
ね
を
の
み
ぞ
鳴
く

　
　
（
自
然
）

　
　
忘

ら
る
る
時
し
な
け
れ
ば
…
…
…
思
ひ
乱
れ
て
ね
を
の
み
ぞ
泣
く

　
　
（
人
事
）

　

こ
の
歌
も
③
と
同
様
に
「
思
ひ
乱
れ
て
」
を
要
に
自
然
と
人
事
を
詠

む

が
、
諸
注
の
理
解
は
や
や
異
な
る
。
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鶴
の
状
態
と
わ
が
身
の
状
態
を
掛
け
る
（
新
大
系
）

　
　
r
葦
鶴
の
」
は
「
音
を
な
く
」
の
枕
詞
（
新
全
集
）

　
　
r
葦
鶴
の
」
は
四
・
五
句
を
導
く
枕
詞
（
集
成
）

　
　
F
葦
鶴
の
」
は
「
思
ひ
乱
れ
」
「
な
く
」
を
枕
詞
的
に
導
く
（
ち
く

　
　
ま
）

　
　
鶴
が

「
乱
れ

飛

ぶ
」
を
掛
け
る
。
「
鳴
く
」
と
「
泣
く
」
を
掛
け

　
　
る
（
ソ
フ
ィ
ア
）

　
自
然
と
人
事
の
1
1
つ
の
文
脈
を
形
成
し
て
い
る
と
す
る
と
、
「
思
ひ

乱
れ
」
の
「
乱
れ
」
は
掛
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑤

沖
へ
に
も
よ
ら
ぬ
玉
藻
の
波
の
上
に
乱
れ
て
の
み
や
恋
ひ
渡
り
な

　
　
む

（古
今
集
・
p
a
l
l
l
l
　
1
　
．
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
　
沖
へ
に
も
よ
ら
ぬ
玉
藻
の
波
の
上
に
乱
れ
て
…
…
（
自
然
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
乱
れ
て
の
み
や
恋
ひ
渡
り
な

　
　
む

（人
事
）

　
諸
注

は
、
次
の
よ
う
に
見
解
が
分
か
れ
る
。

　
　
藻
の
乱
れ
る
の
意
と
心
の
乱
れ
る
の
意
を
掛
け
る
（
新
大
系
）

　
　
三
句
ま
で
序
詞
（
新
全
集
・
集
成
・
ち
く
ま
）

　
　
F
乱
れ
」
に
つ
い
て
の
指
摘
ナ
シ
（
ソ
フ
ィ
ア
）

　

よ
み
人
知
ら
ず
歌
で
万
葉
調
の
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
た
め
、
掛
詞
で
な

く
序
詞
に
分
類
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
新
大
系
は
「
掛
け
る
」
と

注
し
て
い
る
。

F惑
ひ
」

⑥

宵
の
間
も
は
か
な
く
見
ゆ
る
夏
虫
に
惑
ひ
ま
さ
れ
る
こ
ひ
も
す
る

　
　
か

な
（
古
今
集
・
五
六
一
・
紀
友
則
）

　
　
宵
の
間
も
は
か
な
く
見
ゆ
る
夏
虫
…
惑
ひ
…
…
（
自
然
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
夏
虫
に
惑
ひ
ま
さ
れ
る
こ
ひ
も
す
る

　
　
か
な

（人
事
）

　
諸
注
は
次
の
通
り
。

　
　
指
摘
ナ
シ
（
新
大
系
）

　
　
夏
虫
が
灯
火
に
慕
い
寄
る
こ
と
を
、
恋
の
迷
い
と
同
様
な
も
の
と

　
　
み

た
の
で
あ
る
（
新
全
集
）

　
　
指
摘
ナ
シ
（
集
成
・
ち
く
ま
）

　
　
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
飛
ぶ
蛾
の
様
子
と
、
恋
の
惑
乱
と
両
方
の
意
味
。

　
　
r
夏
虫
」
か
ら
の
連
想
で
、
「
火
」
が
掛
か
る
か
（
ソ
フ
ィ
ア
）

　
宵
に
惑
い
な
が
ら
飛
ぶ
夏
虫
に
、
ま
し
て
惑
い
が
ま
さ
る
、
と
い
う

の

で
、
「
惑
ひ
」
は
二
つ
の
文
脈
を
つ
な
ぐ
共
通
音
声
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
「
よ
ひ
」
「
ま
ど
ひ
」
「
こ
ひ
」
と
「
ひ
」
が
重
ね
ら
れ
、
ソ
フ
ィ

ア

の

よ
う
に
「
火
」
が
掛
か
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
技
巧
の
勝
っ
た
歌

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

F深
し
」

⑦

　
か
れ
は
て
む
の
ち
を
ば
知
ら
で
夏
草
の
深
く
も
人
の
思
ほ
ゆ
る
か

　
　
な
（
古
今
集
・
六
八
六
・
躬
恒
）

　
　
枯
れ
は

て
む

の

ち
を
ば
知
ら
で
夏
草
の
深
く
…
…
（
自
然
）

　
　
離
れ
は

て

む
の
ち
を
ば
知
ら
で
…
…
…
深
く
も
人
の
思
ほ
ゆ
る
か
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な
（
人
事
）

　
諸
注
と
も
、
「
枯
れ
」
に
「
離
れ
」
を
掛
け
る
点
は
同
じ
。
「
深
く
」

に

つ
い

て

は
次
の
通
り
。

　
　
F
深
く
」
の
指
摘
ナ
シ
（
新
大
系
）

　
　
（
夏
草
の
t
1
）
　
F
深
く
」
の
枕
詞
（
新
全
集
）

　
　
第

三
句
ま
で
序
詞
。
夏
草
が
う
っ
そ
う
と
繁
る
と
こ
ろ
か
ら
、

　
　
F
ふ
か
v
も
」
を
起
す
（
集
成
）

　
　
F
夏
草
の
」
は
「
深
く
」
の
枕
詞
（
ち
く
ま
）

　
　
夏
草
の
様
子
と
自
分
の
思
い
（
ソ
フ
ィ
ア
）

　
新
大
系

は
、
二
句
目
の
「
知
ら
で
」
に
つ
い
て
「
知
覚
し
な
い
で
の

意

と
関
心
を
持
た
な
い
で
の
意
を
掛
け
る
」
と
あ
る
点
が
留
意
さ
れ
る
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
t
e
、
　
1
1
つ
の
文
脈
を
意
識
し
、
そ
の
文
脈
の
中
で
辞

書
の
下
位
の
意
味
を
用
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
「
掛
け
る
」
と
す
る
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
古
今
集
以
外
に
も
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
例
が
あ
る
。

⑧

お

ほ

あ
ら
き
の
も
り
の
下
草
茂
り
あ
ひ
て
深
く
も
夏
の
な
り
に
け

　
　

る
か
な
（
寛
平
御
時
中
宮
歌
合
・
一
1
1
・
躬
恒
）

　
　

お
ほ
あ
ら
き
の
も
り
の
下
草
茂
り
あ
ひ
て
深
く
…
…
（
自
然
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
深
く
も
夏
の
な
り
に
け

　
　
る
か
な
（
自
然
）

　

こ
の
場
合
は
、
草
が
深
く
繁
る
意
に
夏
が
深
ま
る
意
を
掛
け
る
、
自

然

と
人
事
で
な
く
、
自
然
と
自
然
の
文
脈
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

　
以
上
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・

11つ
の

文
脈

を
形
成
し
な
い
歌
の
場
合
、
要
に
な
る
語
を
掛
詞
と
す

る
か
、
序
詞
、
あ
る
い
は
枕
詞
と
す
る
か
で
、
注
釈
書
の
見
解
が
分

か

れ

て
い
る
。

・

F掛
詞
」
と
明
確
に
表
わ
さ
ず
、
「
言
い
か
け
る
」
「
両
義
」
「
掛
け
る
」

と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
広
義
の
掛
詞
」
と
す
る
か
、
明
確
に
「
掛
詞
」
と
せ

ず

文
脈
を
つ
な
ぐ
「
共
通
音
声
部
分
」
と
す
る
か
、
ま
た
、
「
意
を
兼

ね

る
」
「
響
か
せ
る
」
「
意
を
込
め
る
」
「
意
を
含
む
」
「
両
義
」
な
ど
と

い

っ

た
表
現
を
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
る
の
か
、
掛
詞
の
定
義
づ
け
が

あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

g
r
、
　
1
1
つ
の
文
脈
を
な
さ
な
い
掛
詞
の
認
定

　
次
に
、
二
つ
の
文
脈
を
な
さ
な
い
掛
詞
の
認
定
に
つ
い
て
、

歌
を
例
に
考
察
し
て
い
く
o

⑨

古
今
集

唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
た
び
を

し
そ
思
ふ
（
古
今
集
・
四
l
o
・
在
原
業
平
）

唐
衣
着
つ
つ
稜
れ
に
し
褄
し
あ
れ
ば
張
る
ば
る
着
ぬ
る
（
度
）
…
…

（人
事
）

　
　
　

…
…
馴
れ
に
し
妻
し
あ
れ
ば
遥
々
　
　
来
ぬ
る
旅
を
し
そ

思
ふ

（人
事
）
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第
四
句
「
来
ぬ
る
」
と
「
着
ぬ
る
」
を
（
新
大
系
・
ソ
フ
ィ
ア
・
ち

く
ま
）
は
掛
詞
と
す
る
。
た
だ
し
、
初
句
に
「
着
つ
つ
」
が
あ
る
の
で
、

同
語
反
復
に
な
る
。
ソ
フ
ィ
ア
の
み
、
五
句
「
た
び
」
に
つ
い
て
、

F度
」
と
「
旅
」
を
掛
け
、
次
の
よ
う
に
訳
す
。

　
　
唐
衣
、
着
物
を
着
て
は
棲
（
つ
ま
）
が
馴
染
ん
だ
よ
う
に
、
長
年

　
　
慣
れ
親

し
ん
だ
妻
を
都
に
残
し
て
き
た
の
で
、
馴
染
ん
だ
衣
は
洗

　
　
い

張
り
を
し
て
着
た
折
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
は
る
ば
る
や
っ
て

　
　
来
た
こ
の
旅
を
し
み
じ
み
と
思
う
の
だ
。

た

し
か
に
類
す
る
掛
詞
の
例
は
次
の
よ
う
に
見
出
せ
る
。

　
　
夜

を
寒
み
置
く
初
霜
を
は
ら
ひ
つ
つ
草
の
枕
に
あ
ま
た
た
び
寝
ぬ

　
　
（
古
今
集
・
四
↓
六
・
躬
恒
）

　
　

こ
の
た
び
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ず
た
む
け
山
紅
葉
の
錦
神
の
ま
に

　
　
ま
に
（
古
今
集
・
四
二
〇
・
道
真
）

　

し
か
し
、
F
唐
衣
」
以
下
、
「
衣
」
に
関
す
る
縁
語
を
用
い
る
掛
詞
が

連

な
る
中
で
、
「
度
」
だ
け
が
縁
語
関
係
か
ら
外
れ
る
。
ま
た
、
「
褄
し

あ
れ
ば
」
を
承
け
る
語
が
な
い
の
で
、
文
脈
を
成
さ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
「
た
び
」
を
「
度
」
と
「
旅
」
の
掛
詞
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

異
議
が

あ
る
も
の
の
、
諸
注
が
文
脈
を
成
さ
な
い
掛
詞
を
認
定
し
て
い

る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

⑩

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
解
く

　
　

ら
む
（
古
今
集
・
二
・
紀
貫
之
）

　
解
氷
を
詠
む
自
然
詠
で
、
掛
詞
を
要
と
す
る
文
脈
は
形
成
さ
れ
な
い
。

　
諸
注

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
む

す
び
し
「
凍
る
」
「
解
く
」
に
対
す
る
。
（
新
大
系
）

　
　
指
摘
ナ
シ
（
新
全
集
・
集
成
・
ち
V
ま
）

　
　

Fと
く
」
は
、
「
袖
」
　
F
む
す
び
」
「
立
つ
（
裁
つ
）
」
と
合
わ
せ
て
、

　
　
F
（
帯
や
紐
を
）
解
く
」
と
い
う
意
味
で
服
飾
を
連
想
さ
せ
る
。

　
　
F
む
す
ぶ
」
「
こ
ほ
る
」
の
結
び
つ
き
に
対
し
て
、
「
立
つ
（
裁
つ
）
」

　
　
F
解
く
」
に
開
放
的
な
春
の
到
来
の
印
象
が
あ
る
」
（
ソ
フ
ィ
ア
）

　

こ
の
歌
に
関
し
て
は
、
橋
本
不
美
男
・
久
保
木
哲
夫
・
杉
谷
寿
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ほ
け

F古
今
和
歌
集
技
法
一
覧
」
に
、

　
　
掛
詞
　
む
す
び
（
掬
び
・
結
び
）
　
縁
語
（
結
ぶ
・
解
v
）

と
あ
り
、
青
木
恵
子
「
縁
語
孜
ー
そ
の
概
念
規
定
に
関
わ
る
二
、
三
の

　
　
め
け

問
題
」
に
は
、

　
　
F
袖
　
結
び
　
張
る
　
裁
つ
　
解
く
」
は
縁
語

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
袖
」
に
連
想
さ
れ
る
縁
語
を
連
ね
て
い
る
の

は
意
図
的
で
、
掛
詞
の
面
白
さ
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す

な
わ
ち
、
文
脈
を
形
成
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
掛
詞
を
認
め
て

い

v
べ
き
好
例
で
あ
ろ
う
。

⑪

あ
は
れ
と
も
憂
し
と
も
も
の
を
思
ふ
時
な
ど
か
涙
の
い
と
な
か
る

　
　
ら
む
（
古
今
集
・
八
o
五
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
第
五
句
「
い
と
な
か
る
」
に
つ
い
て
、
「
い
と
流
る
」
「
暇
な
か
る
」

を
掛
詞
と
す
る
か
で
次
の
通
り
に
見
解
が
分
か
れ
る
。

　
　
（
僻
案
抄
）
の
「
い
と
な
し
」
の
連
体
形
「
い
と
な
か
る
」
と
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r
最
（
い
と
）
流
る
」
（
↓
七
五
三
　
注
い
と
は
れ
て
）
を
掛
け
る
。

　
　
中
世
注
は
「
い
と
な
か
る
」
と
も
示
す
（
新
大
系
）

　
　

r糸
流
る
」
と
「
暇
（
い
と
）
無
か
る
」
を
言
い
か
け
る
。
前
者

　
　

は
流
れ
る
涙
を
糸
に
た
と
え
た
も
の
。
後
者
は
涙
が
い
と
ま
な
く

　
　
流
れ

る
意
。
「
い
と
」
を
た
い
そ
う
の
意
の
副
詞
と
み
て
、
涙
が

　
　
た

く
さ
ん
流
れ
る
と
す
る
解
も
あ
る
（
新
全
集
）

　
　

コ
涙
の

糸
流
る
」
（
糸
を
引
く
よ
う
な
涙
が
流
れ
る
）
を
掛
け
て

　
　
い

る
（
集
成
）

　
　
い

と
流
る
・
暇
な
か
る
（
ち
く
ま
）

　
　

F暇
（
い

と
）
な
し
」
の
連
体
形
「
い
と
な
か
る
」
と
「
流
る
」

　
　
と
の
f
i
詞
　
o
　
F
い
と
」
が
「
流
る
」
を
修
飾
す
る
と
い
う
説
は
と

　
　
ら
な
い
（
ソ
フ
ィ
ア
）

　
玉
を
糸
で
つ
な
ぐ
歌
の
用
例
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
ふ
ち

衣

は
つ
る
る
糸
は
わ
び
人
の
涙
の
玉
の
緒
と
そ
な
り
け
る

　
　
（
古
今
集
・
八
四
一
・
忠
苓
）

　

し
か
し
、
涙
が
糸
の
よ
う
に
流
れ
る
例
は
未
見
。
「
涙
の
糸
」
は

『
新
全

集
』
の
用
語
検
索
に
よ
る
と
、
近
松
以
降
の
例
が
見
ら
れ
る
の

，

bo

　
r
涙
が
い
と
ど
流
れ
る
」
は
よ
く
あ
る
表
現
な
の
で
、
副
詞
の

rい
と
」
と
r
暇
」
は
掛
詞
と
し
て
認
定
し
て
い
い
と
思
わ
れ
る
が
、

F糸
」
は
掛
詞
に
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
一
方
、
「
い
と
」
が

r流
る
」
を
修
飾
す
る
と
い
う
説
を
と
ら
な
い
と
す
る
ソ
フ
ィ
ア
の
説

は
、
根
拠
が
わ
か
ら
な
い
。

　
縁
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
掛
詞
を
ど
こ
ま
で
認
定
す
べ
き
か
、
ど
の

よ
う
に
表
の
意
に
反
映
さ
せ
る
か
、
そ
の
見
極
め
は
難
し
い
も
の
の
、

文
脈

を
つ
な
ぐ
共
通
音
声
以
外
に
も
、
両
義
を
持
つ
掛
詞
を
積
極
的
に

見
つ
け
て
い
v
こ
と
も
ま
た
、
和
歌
教
材
な
ら
で
は
の
楽
し
さ
に
な
る

の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
五
、
三
重
の
掛
詞
の
可
能
性

　
教
材

と
し
て
頻
出
す
る
次
の
歌
も
ま
た
、
掛
詞
の
認
定
に
つ
い
て
は

見
解
が
分
か
れ

て
い
る
。

⑫

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
み
よ
に
ふ
る
な
が

　
　
め

せ

し
ま
に
（
古
今
集
・
＝
三
・
小
町
）

　
　
花
の
色
は
　
　
　
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
…
…
…
よ
に

　
　
降
る
長
雨
せ
し
ま
に
（
自
然
）

　
　
花
の
色
（
容
色
）
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
み
よ
に

　
　
経

（古
）
る
眺
め
せ
し
ま
に
（
人
事
）

．

花
の

色

　
　
作
者
の
容
色
を
掛
け
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
（
新
大
系
）

　
　
表
面
は

花
で

あ
る
が
、
裏
に
作
者
の
容
色
を
さ
す
。
（
新
全
集
）

　
　

r花
の
色
」
を
作
者
の
容
色
の
比
喩
と
解
す
る
説
が
多
い
が
、
根

　
　
拠
が

な
い
。
容
色
の
比
喩
な
ら
「
雑
歌
」
の
部
に
あ
る
べ
き
内
容

　
　
で

も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
言
葉
ど
お
り
理
解
せ
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
。
（
集
成
）

　
　
植
物

と
容
色
、
両
方
の
意
味
（
ち
く
ま
・
ソ
フ
ィ
ア
）
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r花
の
色
」
に
「
容
色
」
の
意
を
重
ね
て
い
る
と
認
あ
る
と
、
自
然
と

人
事
の
二
つ
の
文
脈
が
並
立
す
る
の
で
、
掛
詞
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

・

よ
に

　
　

F
こ
の
世
で
」
と
も
「
は
な
は
だ
」
と
も
解
せ
る
。
（
新
全
集
）

　
　

F世
」
は
男
女
の
仲
を
い
う
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
も
あ
ろ
う

　

　
（
窪
田
章
一
郎
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
古
今
和
歌
集
・
後
撰
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
歌
集
・
拾
遺
和
歌
集
」
）

　

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
世
」
が
辞
書
の
下
位
の
意
味
、
男
女

の

仲
と
掛
け
る
な
ら
ば
、
「
は
な
は
だ
し
く
」
と
合
わ
せ
て
三
重
の
掛

詞
に
な
る
点
で
あ
る
。

・

経

る
、
古
る
、
降
る

　
　

F経
（古
）
る
」
と
「
降
る
」
を
掛
け
る
。
「
わ
た
く
し
が
こ
の

　
　
世
で
も
の
思
い
を
し
な
が
ら
過
し
て
い
る
間
に
、
長
雨
が
続
い
て
。
」

　
　
（
新
大
系
）

　
　

F世
に
経
る
」
と
考
え
ら
れ
た
の
は
『
拾
遺
集
』
以
後
だ
ろ
う
。

　
　
（
新
全
集
）

　
　

Fふ
る
」
は
「
経
る
」
と
「
降
る
」
（
集
成
・
ち
く
ま
）

　
　

F経
る
（
古
る
）
」
と
「
降
る
」
の
掛
詞
。
「
わ
が
身
世
に
ふ
る
」

　
　
と
い
う
表
現
は
、
め
ず
ら
し
く
、
普
通
は
、
「
わ
が
身
古
る
」
（
七

　

　
八
1
1
）
か
「
世
に
経
る
」
（
九
五
1
）
か
ど
ち
ら
か
。
こ
こ
は

　
　
F
古
る
」
と
「
経
る
」
を
兼
ね
る
か
（
ソ
フ
ィ
ア
）

　
　

Fわ
が
身
ふ
る
」
と
か
「
世
に
ふ
る
」
と
い
う
表
現
は
あ
り
、
こ

　
　
こ
は
そ
の
二
つ
を
強
引
に
結
び
つ
け
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
…

　
　
F
ふ
る
」
の
掛
詞
と
し
て
は
、
「
古
る
」
の
表
現
も
加
え
ら
れ
る

　
　
（
安
藤
宏
・
高
田
祐
彦
・
渡
部
泰
明
『
読
解
講
義
　
日
本
文
学
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ザ

　
　
表
現
機
構
』
「
多
義
性
」

　

こ
こ
で
は
「
経
る
」
か
「
古
る
」
か
が
問
題
に
な
る
。
「
な
が
め
せ

し
間
」
か
ら
時
間
が
経
つ
「
経
る
」
と
も
、

　
　
今
は
と
て
わ
が
身
時
雨
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
言
の
葉
さ
へ
に
う
つ
ろ
ひ

　
　
に
け
り
（
古
今
集
・
七
八
1
1
・
小
町
）

　
の

歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
「
今
」
と
の
対
比
を
考
え
「
古
る
」
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

と
れ
る
。
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
は
「
経
る
」
を
採
り
、

三
句
以
下
を
、

　
　
む
な
し
く
我
が
身
が
こ
の
世
に
生
き
る
ゆ
え
の
物
思
い
を
し
て
ぼ

　
　
ん
や
り
と
し
て
い
る
間
に
。

と
訳
す
。
「
経
る
」
「
古
る
」
を
別
個
に
考
え
て
「
降
る
」
と
の
三
重
の

掛
詞
と
す
べ
き
か
、
「
経
（
古
）
る
」
の
よ
う
に
、
片
方
に
意
味
が
含

ま
れ
る
と
し
て
解
す
べ
き
か
、
問
題
が
残
さ
れ
る
。

・

な
が
め

　
　
F
物
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
に
庭
の
風
景
を
見
つ
め
る
意
も
含
ま
れ
、

　
　
r
春
の
長
雨
」
に
も
言
い
掛
け
る
（
新
全
集
）

　
新
全
集
説
に

従
う
と
、
「
物
思
い
」
「
眺
め
」
「
長
雨
」
の
意
の
三
重

の

掛
詞

と
な
る
か
。
物
思
い
に
ふ
け
る
意
の
「
な
が
め
」
に
眺
望
す
る

意
を
掛
け
る
例
に
は
、

　
　
大

空
は
恋
し
き
人
の
形
見
か
は
物
思
ふ
ご
と
に
眺
め
ら
る
ら
む

　
　
（
古
今
集
・
七
四
三
・
酒
井
人
真
）
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か

き
く
ら
し
し
ぐ
る
る
そ
ら
を
な
が
め
つ
つ
思
ひ
こ
そ
や
れ
神
な

　
　
び

の

も
り
（
拾
遺
集
・
1
1
1
七
・
貫
之
）

な
ど
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
あ
げ
た
「
経
る
・
古
る
」
同
様
に
、

意
を
含
む
と
捉
え
る
か
、
あ
る
い
は
三
重
の
掛
詞
と
認
定
す
べ
き
か
、

教
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
場
合
に
、
正
解
が
何
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
に

な
る
。

⑬

音
に

の

み

菊
の
白
露
よ
る
は
お
き
て
ひ
る
は
お
も
ひ
に
あ
へ
ず
け

　
　
ぬ

べ
し
（
古
今
集
・
g
r
七
o
　
・
素
性
）

　
　
　
　
…
…
菊
の
白
露
夜
は
置
き
て
昼
は
…
日
（
火
）
に
あ
へ
ず
消

　
　
ぬ

べ
し
（
自
然
）

　
　
音
に
の
み
聞
く
…
…
夜
は
起
き
て
昼
は
思
ひ
　
　
　
に
あ
へ
ず
消

　
　
ぬ

べ
し
（
人
事
）

・

お

も
ひ

　
諸
注

「
思

ひ
」
の
「
ひ
」
に
「
日
」
を
掛
け
る
が
、
集
成
は
「
火
」

を
掛
詞
と
す
る
。

　
　

r思
ひ
」
に
「
火
」
を
掛
け
る
。
「
白
露
」
に
対
し
て
は
「
日
」

　
　
の
意
が

響
か

せ

ら
れ
て
い
る
。
（
集
成
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　

　
川
本
皓
嗣
「
二
重
像
の
詩
学
1
比
喩
と
対
句
と
掛
詞
」
は
、
「
思
ひ
」

の

「
ひ
」
に
「
日
」
と
「
火
」
を
三
重
に
掛
け
、
次
の
よ
う
に
解
す
。

　
　
1
方
の
意
味
は
、
「
（
噂
に
高
い
）
菊
の
白
露
は
、
夜
に
置
き
、
昼

　
　
に

は

日
に
照
ら
さ
れ
て
消
え
て
し
ま
う
」
。
も
う
一
つ
の
意
味
は
、

　
　
T
あ
の
人
の
こ
と
は
噂
に
聞
く
ば
か
り
。
つ
ら
い
恋
に
悩
む
私
は
、

　
　
夜
に

は

起

き
て
思
い
焦
が
れ
、
昼
間
は
胸
の
火
に
灼
か
れ
て
、
死

　
　
ん

で
し
ま
い
そ
う
だ
。
」

　
当
該
歌
の
「
思
ひ
」
に
「
日
」
と
「
火
」
を
掛
け
三
重
の
掛
詞
と
す

る
場
合
、
「
露
」
の
縁
語
は
「
置
く
」
「
消
ぬ
」
、
r
火
」
の
縁
語
は
「
襖
」

F消
ぬ
」
に
な
り
、
一
首
は
技
法
は
さ
ら
に
複
雑
と
な
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、

　
　
今
朝
は
し
も
お
き
け
む
方
も
知
ら
ざ
り
つ
思
ひ
出
つ
る
ぞ
消
え
て

　
　
か
な
し
き
（
古
今
集
・
六
四
I
I
I
　
・
千
里
）

で

は
、
「
今
朝
」
「
起
き
」
「
ひ
出
つ
る
」
と
あ
る
の
で
、
「
思
ひ
」
の

［
ひ
」
と
「
日
」
が
掛
詞
で
あ
る
と
し
、
r
火
」
を
掛
け
な
い
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
集
成
も
同
じ
。
と
こ
ろ
が
、
新
大
系
は
、

　

「
思

ひ
」
の
「
日
」
が
出
る
の
に
、
か
え
っ
て
、
「
思
ひ
」
の
「
火
」

　
　
が
消
え
入
る
よ
う
に
悲
し
い
こ
と
だ
。

と
三
重
に
解
す
。
さ
ら
に
、
「
思
ひ
」
の
掛
詞
の
例
と
し
て
特
殊
な
も

の
に
、

　
　
耳

な
し
の
山
の
く
ち
な
し
得
て
し
が
な
思
ひ
の
色
の
下
染
め
に
せ

　
　
む

（古
今
集
・
一
〇
二
六
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

が

あ
る
。
こ
れ
も
大
系
、
片
桐
注
（
1
9
）
は
、
「
思
ひ
」
の
「
ひ
」
に

r火
」
と
「
緋
」
を
掛
け
、
す
な
わ
ち
三
重
の
意
を
掛
け
て
解
し
て
い

る
。⑭

あ
さ
な
あ
さ
な
立
つ
河
霧
の
空
に
の
み
う
き
て
思
ひ
の
あ
る
世
な

り
け
り
（
古
今
集
・
五
1
三
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
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あ
さ
な
あ
さ
な
立
つ
河
霧
の
空
に
の
み
う
き
て
…
…
（
自
然
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
空
に
の
み
う
き
て
思
ひ
の
あ
る
世
な

　
　
り
け
り
（
人
事
）

　

こ
の
歌
の
四
句
「
う
き
て
」
に
つ
い
て
も
見
解
が
分
か
れ
る
。

　
　
コ
浮
き
」
と
r
憂
き
」
を
掛
け
る
（
新
大
系
）

　
　
一
、
二
句
が
三
、
四
句
の
「
そ
ら
に
う
く
」
の
序
詞
。
浮
く
と
憂

　
　
v
と
の
掛
詞
（
新
全
集
）

　
　
三
句
ま
で
序
詞
（
集
成
）

　
　
二
句
ま
で
が
「
空
に
の
み
浮
き
て
」
の
序
詞
（
ち
く
ま
）

　
　

う
き
て
　
川
霧
の
状
態
と
心
の
状
態
。
「
憂
し
」
が
掛
か
る
と
い

　
　
う
説
は
と
ら
な
い
（
ソ
フ
ィ
ア
）

　

ソ
フ
ィ
ア
は
、
「
憂
き
」
を
掛
詞
と
せ
ず
、
「
そ
ら
」
に
つ
い
て
は
、

「中
空
」
と
「
上
の
空
」
を
掛
け
る
と
す
る
。

　
F
憂
き
世
」
を
詠
ん
だ
と
考
え
る
と
、
「
う
き
て
」
の
「
う
き
」
に

r憂
き
」
を
掛
け
て
も
い
い
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
ソ
フ
ィ
ア
の
説
を

重
ね

る
と
、
河
霧
が
空
に
浮
き
、
自
分
の
心
も
上
の
空
に
浮
き
、
つ
ら

い

思
い

の

あ
る
こ
の
世
で
あ
る
よ
、
と
い
う
意
に
な
る
。
コ
浮
き
」
に

つ
い

て
、
意
味
が
同
じ
で
も
文
脈
が
異
な
る
場
合
に
掛
詞
と
認
定
す
る

の

で

あ
れ
ば
、
「
霧
が
浮
き
、
心
が
浮
き
、
憂
き
」
と
、
三
重
の
掛
詞

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
古
今
集
で
は
な
い
が
、

詞
が
見
出
せ
る
。

後
拾
遺
集
の
次
の
歌
に
つ
い
て
も
三
重
の
掛

⑮

津
の

国
の

こ
や
と
も
人
を
言
ふ
べ
き
に
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
葦
の
八

　
　
重
葺

（後
拾
遺
集
・
六
九
一
・
和
泉
式
部
）

　
　
津
の
国
の
昆
陽
（
の
小
屋
）
　
　
…
…
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
葦
の
八

　
　
重
葺

（自
然
）

　
　
　
　
…
…
来
や
と
も
人
を
言
ふ
べ
き
に
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
…
（
人

　
　
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
カ
ザ

　
佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
『
和
泉
式
部
集
全
釈
［
正
集
篇
］
』

に

は

「
「
来
や
」
に
津
の
国
の
地
名
の
「
昆
陽
」
を
か
け
第
五
句
の
縁

語

と
し
て
「
小
屋
」
の
意
を
も
か
ね
て
ゐ
る
。
」
と
あ
り
、
三
重
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

味

を
持
た
せ
る
。
久
保
田
淳
・
平
田
喜
信
『
新
大
系
』
は
、
「
来
や
」

r昆
陽
」
を
掛
詞
と
す
る
が
、
訳
で
は
「
八
重
葺
き
の
小
屋
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
」
と
、
「
小
屋
」
に
意
味
を
認
定
す
る
。
藤
本
一
恵
・
講
談

　
　
　
　
ぽ
お
　

社
学
術
文
庫
も
「
昆
陽
」
に
「
来
や
」
「
小
屋
」
を
掛
け
る
、
と
す
る
。

　
　
津
の
国
の
難
波
わ
た
り
に
作
る
な
る
こ
や
と
言
は
な
ん
ゆ
き
て
見

　
　
る
べ
く
（
拾
遺
集
・
八
八
五
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

に

つ
い

て
、
小
町
谷
照
彦
『
新
大
系
』
は
、
「
来
や
」
「
小
屋
」
に
「
昆

陽
」
を
響
か
せ
る
、
と
あ
り
、
明
確
に
三
重
の
掛
詞
と
は
し
な
い
。

　
す
で
に
、
三
重
の
掛
詞
に
つ
い
て
は
、
柿
本
注
（
9
）
論
文
に
次
の

例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑯

思
ひ

出
つ
る
と
き
は
（
時
は
・
常
葉
・
常
磐
）
の
山
の
時
鳥
唐
紅

　
　
の

ふ

り
出
で
て
ぞ
鳴
く
（
古
今
集
・
一
四
八
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

⑰

ひ

と
り
の
み
な
が
め
ふ
る
（
経
・
古
’
降
る
）
屋
の
つ
ま
（
端
・

一
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⑱⑲⑳⑳⑳

夫
）
な
れ
ば
人
を
し
の
ぶ
（
偲
・
忍
）
ぶ
の
草
ぞ
お
ひ
け
る
（
古

今
集
・
七
六
九
・
貞
登
）

　
京
に
侍
り
け
る
女
子
を
、
い
か
な
る
事
か
侍
り
け
ん
、
心
憂
し

　

と
て
と
ど
め
お
き
て
、
因
幡
の
国
へ
ま
か
り
け
れ
ば
、
む
す
め

打
ち
す
て
て
君
し
い
な
ば
（
往
な
ば
・
稲
葉
・
因
幡
）
の
露
の
身

は

消
え
ぬ
ば
か
り
ぞ
あ
り
と
た
の
む
な
（
後
撰
集
・
＝
i
l
1
　
1
）

　

中
原
の
宗
興
が
美
濃
の
国
へ
ま
か
り
下
り
侍
り
け
る
に
、
み
ち

　
に

女
の
家
に
宿
り
て
、
言
ひ
つ
き
て
去
り
が
た
く
お
ぼ
え
け
れ

　

ば
、
二
三
日
侍
り
て
、
や
む
ご
と
な
き
事
に
よ
り
て
ま
か
り
た

　

ち
け
れ
ば
、
き
ぬ
を
包
み
て
そ
れ
が
上
に
書
き
て
贈
り
侍
り
け

　

る
　
中
原
宗
興

山
里
の
草
葉
の
露
も
繁
か
ら
ん
み
の
（
蓑
・
身
の
・
美
濃
）
し
ろ

衣
縫

は
ず
と
も
着
よ
（
後
撰
集
・
一
三
五
五
）

　
甲
斐
へ
ま
か
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る

君
が
世
は
つ
る
の
こ
ほ
り
に
あ
え
て
来
ね
定
め
な
き
世
の
う
た
が

ひ

（疑
・
卵
・
甲
斐
）
も
な
く
（
後
撰
集
・
一
三
四
五
）

　
女

と
も
だ
ち
の
も
と
に
、
筑
紫
よ
り
さ
し
櫛
を
心
ざ
す
と
て

　
大
江
玉
淵
朝
臣
女

難
波
潟
何
に

も
あ
ら
ず
み
を
つ
く
し
（
濡
標
・
櫛
・
筑
紫
）
深
き

心
の

し
る
し
ば
か
り
ぞ
（
後
撰
集
・
1
1
0
四
）

秋
ご
と
に
来
れ
ど
帰
れ
ば
頼
ま
ぬ
を
声
に
た
て
つ
つ
か
り
（
擬
音
・

仮
’
雁
）
と
の
み
な
く
（
後
撰
集
・
三
六
三
）

　
能
宣
に

車
の
か
も
（
蔑
）
を
乞
ひ
に
つ
か
は
し
て
侍
り
け
る
に
、

　
　
　
侍

ら
ず
と
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば

⑳
　
か
（
鹿
）
を
さ
し
て
馬
と
い
ふ
人
あ
り
け
れ
ば
か
も
（
饒
・
鴨
）

　
　
を
も
を
し
（
惜
し
・
鴛
鴛
）
と
思
ふ
な
る
べ
し
（
拾
遺
集
・
五
三

　
　
五
・
藤
原
仲
文
）

　
　
　
返
し

⑳

な
し
と
い
へ
ば
を
し
（
惜
し
・
鴛
鷲
）
む
か
も
（
か
も
・
爵
・
鴨
）

　
　
と
や
思
ふ
ら
ん
鹿
や
馬
と
そ
い
ふ
べ
か
り
け
る
（
拾
遺
集
・
五
三

　
　
六
・
此
龍
一
旦
）

　
　
　

た
び
た
び
の
か
へ
り
事
な
か
り
け
れ
ば
、
時
鳥
の
か
た
を
作
り

　
　
　
て

⑳
飛
び
ち
が
ふ
鳥
の
翼
を
い
か
な
れ
ば
巣
立
つ
な
げ
き
に
か
へ
（
返
・

　
　
艀
・
返
事
）
さ
ざ
る
ら
ん
（
道
綱
母
d
M
K
　
・
　
1
六
）

⑳

わ

れ

を
の
み
頼
む
と
い
へ
ば
ゆ
く
す
ゑ
（
行
き
着
く
先
・
将
来
・

　
　
末
）
の
松
の
ち
ぎ
り
も
き
て
こ
そ
は
み
め
（
蜻
蛉
日
記
・
二
二
・

　
　
兼
家
）

　
　
　
山
田
の
中
に
小
鷹
狩
し
た
る
所

⑰

秋
の
田
と
世
中
を
さ
へ
わ
が
ご
と
く
か
り
（
刈
り
・
仮
’
狩
）
に

　
　
も
人
は
お
も
ふ
べ
ら
な
り
（
貫
之
集
・
二
三
三
）

　

さ
ら
に
、
次
の
二
首
は
西
岡
注
（
7
）
論
文
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
都
い
で
て
今
日
み
か
（
地
名
み
か
（
の
u
x
）
　
’
1
1
1
日
　
．
見
）
の
原

　
　
い

つ
み

河
か
は

風
寒

し
衣
か
せ
山
（
古
今
集
・
四
〇
八
・
よ
み
人

　
　
知
ら
ず
）

⑳

津
の
国
の
な
に
は
（
難
波
・
名
に
は
・
何
は
）
思
は
ず
山
し
ろ
の
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と
は
に
あ
ひ
見
む
こ
と
を
の
み
こ
そ
（
古
今
集
・
六
九
⊥
ハ
・
よ
み

　
　
人
知
ら
ず
）

　
三
重
の

掛
詞
の
用
例
は
多
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
小
町
の
「
花

の

色

は
」
の
歌
な
ど
を
教
材
に
取
り
上
げ
る
際
に
は
、
掛
詞
の
説
明
が

必
須
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
三
重
の
掛
詞
を
ど
の
よ
う
に
認
め
る
べ
き

か
、
改
め
て
定
義
し
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

際
、
縁
語
を
契
機
と
し
た
り
、
言
葉
遊
び
の
よ
う
に
複
数
の
意
味
を
持

た
せ
る
技
法
も
含
め
て
広
義
に
掛
詞
と
し
て
認
定
す
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。六

、
ま
と
め

　
和
歌
の
文
脈
構
造
を
明
確
に
す
る
と
、
同
音
異
義
に
よ
る
広
義
の
掛

詞
が
理
解
し
や
す
い
。
た
だ
し
、
序
詞
と
の
区
別
が
問
題
と
し
て
残
る
。

加
え

て
、
明
確
に
二
つ
の
文
脈
に
分
か
れ
る
の
で
な
く
、
③
④
の
r
乱

れ
」
「
思
ひ
乱
れ
」
の
よ
う
に
文
脈
が
入
り
込
む
場
合
や
、
⑨
の
よ
う

に

縁
語
を
形
成
す
る
修
辞
と
し
て
の
掛
詞
も
あ
る
。

　
ま
た
、
「
な
が
め
（
物
思
い
・
s
s
め
）
」
　
F
世
（
世
間
・
男
女
の
仲
）
」

Fな
く
（
鳴
く
・
泣
く
）
」
「
ふ
る
（
経
る
・
古
る
）
」
な
ど
、
両
方
の
ニ
ュ

ア

ン

ス

が
自
然
に
溶
け
込
ん
で
い
る
語
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
文
脈
の
重
層
性
よ
り
も
三
口
葉
に
二
重
三
重
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と

の

お

も
し
ろ
さ
に
主
眼
を
置
く
歌
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
掛
詞
」

F広
義
の
掛
詞
」
「
両
義
・
意
を
兼
ね
る
’
1
三
口
い
掛
け
る
・
意
を
込
め
る
・

意
を
含
む
・
響
か
せ
る
」
な
ど
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
、
　
1
定
の
共
通

認
識
が
必
要
だ

と
思
わ
れ
る
。

　
古
典
文
学
離
れ
が
懸
念

さ
れ
る
昨
今
の
現
状
に
お
い
て
、
こ
う
し
た

基
礎
的
な
知
識
に
つ
い
て
、
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
五
文

字
七
文
字
か

ら
な
る
韻
律
の
リ
ズ
ム
や
、
駄
酒
落
に
継
承
さ
れ
る
掛
詞

の

用
法
に
親
し
む
こ
と
は
、
現
代
か
ら
古
典
文
学
を
切
り
離
さ
ず
に
、

生
活
の
中
に
伝
統
文
化
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
古
典
文
学

は

現
代
語
訳
で
学
べ
ば
よ
い
と
い
っ
た
風
潮
に
流
さ
れ
ず
、
和
歌
の
表

現
の

面
白
さ
を
教
え
る
こ
と
で
、
日
本
語
の
魅
力
に
気
づ
か
せ
、
理
解

関
心
を
深
め
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
豊
か
な

言
語
感
覚

を
養
う
た
め
に
、
「
掛
詞
」
の
学
習
は
有
効
で
あ
り
、
和
歌

は

優
れ
た

教
材
足
り
得
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注

（1
）

（2
）

（3
）

（4
）

（5
）

（6
）

（
7
）

（8
）

（9
）

（1
）

（H
）

（
1
）

岩
波
書
店

　
一
九
四
1
年

国
語
と
国
文
学
　
一
九
七
o
年
四
月

中
古
文
学
　
一
九
七
1
年
九
月

東
京
大
学
国
文
学
論
集
　
二
〇
＝
二
年
三
月

西

山
学
報
　
一
九
七
1
年
十
二
月

明
治
書
院
　
一
九
六
〇
年

愛
媛
国
文
研
究
　
一
九
六
三
年
十
二
月

『
古
代
詩
の
表
現
』
武
蔵
野
書
院
　
一
九
八
二
年

国
語
国
文
　
一
九
六
九
年
十
月

国
語
と
国
文
学
　
一
九
八
四
年
五
月

犬
養
廉
編
『
古
典
和
歌
論
叢
』
一
九
八
八
年

「
古
今
和
歌
集
研
究
集
成
　
古
今
和
歌
集
の
生
成
と
本
質
』

風
間
書
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房
　
二
〇
〇
四
年

（
1
3
）
　
国
語
と
国
文
学
　
二
〇
＝
二
年
九
月

（
1
4
）
　
和
泉
書
院

（
1
5
）
　
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
　
｝
九
七
o
年
二
月

（
1
）
　
群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要
　
一
九
八
1
年
三
月

（
1
）
　
角
川
書
店
　
一
九
七
五
年

（
1
8
）
　
岩
波
書
店
　
二
〇
一
四
年

（
1
9
）
　
講
談
社
　
一
九
九
八
年

（
2
）
　
大
手
前
大
学
論
集
8
　
二
〇
〇
八
年

（
2
1
）
　
笠
間
書
院
　
二
〇
一
二
年
（
一
九
五
九
年
版
の
改
定
）

（
2
2
）
　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
後
拾
遺
和
歌
集
』
岩
波
書
店
　
一
九
九

　
　
四
年

（
2
3
）
　
『
後
拾
遺
和
歌
集
　
三
』
講
談
社
学
術
文
庫
　
一
九
八
三
年

（
2
4
）
　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
拾
遺
和
歌
集
』
岩
波
書
店
　
一
九
九
O

　
　
年

一 30一


