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高
葉
集

「玉
の
緒
ば
か
り

，
考

一

言
葉
の
意
味
、
用
法
が
時
代
の
推
移
に
し
た
が
つ
て
変
移
す
る
も
の
の
あ
る

こ
と
は
更
め
て
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
が
歌
語
で
あ
る
場
合
、
時
代
的
に
変

移
し
た
乃
至
は
変
移
せ
し
め
た
新
し
い
意
味
、
用
法
で
使
用
し
て
、
そ
の
歌
の

情
興
を
新
鮮
な
ら
し
め
る
効
果
の
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。　
し
か

し
、
歴
史
の
ジ
ェ
ー
ル
に
よ
つ
て
隔
て
ら
れ
た
古
代
の
歌
語
に
於
い
て
、
こ
と

に
そ
れ
が
意
味
を
明
示
し
な
い
特
殊
な
用
法
で
あ
る
場
合
に
於
い
て
は
、
そ
の

歌
語
の
意
味
、
用
法
の
史
的
把
握
を
嵌
い
て
は
、
そ
の
歌
が
有
ち
又
与
へ
た
感

興
は
勿
論
、
歌
意
を
も
了
解
し
難
い
、
と
い
ふ
こ
と
も
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
う
し
た
歌
語
の
一
と
し
て
タ
マ
ノ
フ
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
特
殊
用
法
で
あ
る

タ
マ
ノ
フ
バ
カ
リ
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
平
安
朝
期
に

於
け
る
意
味
、
用
法
に
つ
い
て
は
別
に
詳
述
し
た
の
で
―
―

『平
安
朝
に
於
け

る
歌
語

「玉
の
緒
ば
か
り
」
考
』
制

・
和

大二
蒙
蘇
評
期
五大
薇

‐
‐
ヽ
こ
ン」
に
は
万

葉
集
に
於
け
る
そ
れ
を
考
察
論
述
す
る
。

万
葉
集
に
タ
マ
ノ
フ
バ
カ
リ
と
あ
る
の
は
次
の
二
首
で
あ
る
。

①
　
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
桑
子
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
玉
之
緒
許

秋

本

士
口

ｐ
ｐ

占
ス

（巻
三
、三Ｒ
六　
寄
物
陳
思
）

②
　
さ
れ
ら
く
は
多
麻
之
緒
婆
可
里
こ
ふ
ら
く
は
富
士
の
高
ね
の
鳴
沢
の
ご
と

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
西
、三二
〈
、　
東
歌
駿
河
国
相
聞
）

②
　
に
は
一
本
歌
日
と
し
て
タ
マ
ノ
ヲ
バ
カ
リ
と
い
ふ
形
で
は
な
い
が
、
併
せ

考
へ
る
べ
き
類
歌
が
収
録
せ
ら
れ
て
あ
る
。

②
　
逢
へ
ら
く
は
多
麻
能
乎
思
家
也
こ
ふ
ら
く
は
富
士
の
高
ね
に
降
る
雪
な
す

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
西
、二壼
〈
　
一
本
歌
）

（議
）

〓一量
〈
に
は
、　
一
本
歌
の
前
に
或
本
寄
日
と
し
て

「
ま
か
な
し
み
奴
良

久
波
思
家
良
久
佐
奈
良
久
波
伊
豆
の
高
ね
の
鳴
沢
な
す
よ
」
と
い
ふ
類

歌
が
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
タ
マ
ノ
フ
を
用
ゐ
て
ゐ
ず
、
且
つ
二

三
句
の
訓
釈
に
不
明
の
点
が
あ
る
の
で
、
本
論
考
に
は
触
れ
な
い
こ
と

に
す
る
。

ま
づ
所
論
を
限
定
焦
点
化
す
る
為
に
、
タ
マ
ノ
フ
バ
カ
リ
の
バ
カ
リ
に
就
い

は一いれ辞゙
勝神詢猟輝罐け及、意クヽ味け』時″「ぁ秘赫にゆ慇彙「は嗽げ

な
る
意
の
語
」
（万
葉
集
全
護
釈
）
で
あ
る
か
ら
、
同
程
度
、
如
し
と
い
ふ
の

と
同
義
語
、
従
つ
て
タ
マ
ノ
フ
バ
カ
リ
は
「タ
マ
ォ
フ
と
同
程
度
」
「タ
マ
ノ

ヲ
の
如
し
」
の
意
と
解
せ
ら
れ
る
。
万
葉
集
に
於
け
る
．ハ
カ
リ
の
他
の
用
例
に



就
い
て
見
て
も
、

広
瀬
川
袖
つ
く
訂
プ
き
を
や
心
深
め
て
吾
が
思
へ
ら
む
　
（
三
企
　
家
持
）

吾
恋
は
千
引
の
石
を
七
記
プ
に
か
け
む
も
神
の
諸
伏
　
（富
３

の
如
く
、
同
程
度
、
如
し
の
意
の
も
の
で
あ
る
。

「
か
く
ば
か
り
」

「し
か
ば

か
り
」
の
用
例
も
亦
同
様
の
意
味
の
も
の
で
あ
つ
て
、

「そ
の
程
度
だ
け
」

「

そ
れ
だ
け
」
と
限
定
す
る
意
に
用
ゐ
た
も
の
は
な
い
。

「
い
か
ば
か
り
」
も
限

定
す
る
意
味
の
も
の
で
な
く
、
程
度
を
意
味
す
る
に
止
つ
て
ゐ
る
。
バ
カ
リ
に

就
い
て
は
右
の
如
く
で
異
説
を
さ
し
挟
み
得
ま
い
。　
　
　
´

さ
て

「
タ
マ
ノ
フ
と
同
程
度
」

「
タ
マ
ノ
フ
の
如
し
」
と
タ
マ
ノ
フ
に
よ
つ

て
警
喩
し
て
ゐ
る
①
②
②
は
共
に
、
そ
の
歌
の
本
意
で
あ
る
恋
愛
内
容
を
表
現

せ
ず
に
あ
る
点
が
用
法
上
の
共
通
点
で
、
こ
こ
に
解
決
の
困
難
が
原
因
す
る
の

で
あ
る
が
、
①
は
第
五
旬
に
独
立
し
て
用
ゐ
て
あ
り
、
こ
の
詞
に
よ
る
讐
喩
内

容
が
自
明
の
も
の
で
あ
る
故
に
可
能
な
表
現
形
で
あ
る
。　
②
②
は
富
士
の
鳴

沢
・
富
士
に
降
る
雪
の
如
し
と
警
喩
し
た
下
旬
と
対
称
的
に
、
上
旬
に
タ
マ
ノ

ヲ
バ
カ
リ
と
警
喩
表
現
し
、
上
旬
、
下
旬
共
に
警
喩
内
容
を
明
示
せ
ず
に
上
下

の
対
称
か
ら
お
の
づ
か
ら
に
そ
の
意
を
了
解
せ
し
得
る
、　
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
タ
マ
ノ
ヲ
バ
カ
リ
は
バ
カ
リ
に
問
題
が
あ
る
の
で
な
く
、
タ
マ

ノ
フ
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
タ
マ
ノ
フ
の
実
体
及
び
こ
の
詞
の
和
歌
文

芸
上
の
使
用
例
の
中
に
於
い
て
、
甚
だ
特
殊
な
意
味
に
讐
喩
せ
し
め
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
警
喩
内
容
を
明
示
し
な
い
で
は
理
解
せ
ら
れ
難
い
。
タ

マ
ノ
フ
の
意
味
を
最
も
常
識
的
に
用
ゐ
て
理
解
の
可
能
な
の
が
、
こ
の
場
合
の

用
法
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
体
、
タ
マ
ノ
フ
は
永
い
生
命
を
有
つ
た
歌
語
で
あ
り
、
そ
の
久
し
い
使
用

期
間
に
於
け
る
用
法
・
意
味
が
平
安
朝
期
に
大
い
に
変
移
し
て
％
る
こ
と
は
別

稿
に
詳
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
タ
マ
ノ
ヲ
バ
カ
リ
は
そ
の
タ
マ
ノ
フ
の
用
法

上
の
一
形
態
で
お
り
し
か
も
最
も
常
識
的
な
意
味
で
の
使
用
形
態
で
あ
る
か
ら

万
葉
集
の
時
代
に
於
け
る
タ
マ
ノ
ヲ
の
常
識
的
な
意
味
・
用
法
、
と
い
ふ
こ
の

詞
の
時
代
的
把
握
を
飲
い
て
は
解
釈
の
正
確
を
期
し
得
な
い
も
の
で
あ
つ
た
の

で
あ
る
。

二

と
こ
ろ
で
、
万
葉
集
の
タ
マ
ノ
ヲ
バ
カ
リ
の
歌
①
②
に
は
伊
勢
物
語
、
古
今

集
に
そ
れ
ス
ヽ
類
歌
が
収
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。　
　
　
　
　
　
・

①
の
類
歌
―
―
な
か
な
か
に
恋
に
死
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
た
ま

の
を
ば
か
り

（
伊
勢
物
語
一
四
段
）

②
の
類
歌
―
―
あ
ふ
こ
と
は
た
ま
の
を
ば
か
り
名
の
立
つ
は
吉
野
の
川
の
滝
つ

せ
の
如

（古
今
集
恋
三
、
読
人
不
知
、
古
今
和
歌
六
帖
五
）

あ
ふ
こ
と
は
た
ま
の
を
ば
か
り
お
も
ほ
え
て
つ
ら
き
心
の
長
く

見
ゆ
ら
む

（伊
勢
物
語
、
三
〇
段
、
新
勅
撰
集
恋
五
）

古
来
注
釈
研
究
の
特
に
多
い
万
葉
、
古
今
、
勢
語
の
歌
語
と
し
て
、
万
葉
集
の

タ
マ
ノ
ヲ
バ
カ
リ
の
解
釈
は
伊
勢
物
語
、
昔
今
集
の
こ
の
詞
の
解
釈
と
交
流
し

つ
つ
諸
種
の
解
釈
が
与
へ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
要
約
す
れ

ば
二
系
統
の
解
と
な
る
。

そ
の
第

一
解
は
、
タ
マ
ノ
フ
を

「珠
玉
を
緒
で
貫
い
た
服
飾
具
」
と
し
、
そ

の
緒
を
短
か
い
と
す
る
理
解
の
上
に
立
つ
も
の
で
、
緒
の
短
か
さ
と
い
ふ
尺
度

上
の

（短
少
）
を
、
時
間
の
短
か
さ

（暫
時
）、
量
目
の
少
な
さ

（僅
少
）、
容

積
の
小
さ
さ

（細
小
）
等
に
転
義
薔
喩
し
た
も
の
と
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
国
語
で
、
わ、
づ、
力、、
、
ぃ
さ、
さ、
力ヽ、
と
い
ふ
語
が
、
短
少
、
暫
時
、
僅
少
、

細
少
、
些
小
等
に
通
じ
て
用
ら
れ
る
意
味
上
の
融
通
性
、
一不
明
確
さ
に
基
い
た

解
釈
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
ら
暫
時
、
僅
少
等
の
解
の
上
来
す
る

「玉
の
緒
」



の
実
体
を
顧
み
て
諸
説
諸
解
が
提
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
万
葉
・
勢
語

。
古
今
を
併
せ
て
の
諸
説
を
概
括
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

０
田
僅
少
の
意

（仙
覚
万
葉
集
証
釈
）
　
②
暫
時
の
意

（勢
語
山
口
抄
、
八
代

集
抄
、
万
葉
集
新
考
、
同
総
釈
森
本
治
吉
説
、
等
）
　
０
暫
時
ま
た
は
僅
少

の
意

（勢
語
肖
聞
抄
、
等
）

０
緒
の
短
少
か
ら
―
―
四
暫
時
の
意

（古
今
証
秘
抄
、
同
遠
鏡
、
万
葉
集
略
解

同
古
義
、
同
全
釈
、
同
大
成
、
大
言
海
、
国
語
大
辞
典
、
等
）

同
暫
時
ま

た
は
僅
少
の
意

（
勢
語
愚
見
抄
、
万
葉
集
代
匠
記
、真
淵
古
今
集
講
義
、等
）

い
緒
の
細
弱
且
つ
短
少
か
ら
―
１
０
僅
少
の
意

（古
今
集
遠
鏡
）

緒
の
細
弱
か
ら
―
１
０
心
細
い
意

（古
今
集
部
詞
）

緒
の
細
小
か
ら
―
１
０
暫
時
の
意

（勢
語
通
）
　
　

　

、

国
玉
と
玉
と
の
間
か
ら
見
え
る
線
の
、
短
少
ま
た
塵
少
か
ら
―
１
０
短
少
の
意

（
藤
井
高
筒
古
今
集
新
釈
）

玉
と
玉
と
の
間
か
ら
見
え
る
緒
の
、
僅
少
か
ら
―
―
側
暫
時
の
意

（古
今
集

正
義
、
同
金
子
元
臣
評
釈
、
同
窪
田
空
穂
評
釈
）

０
習
慣
的
に
短
少
の
形
容
か
ら
―
ｌ
ｍ
情
の
浅
さ
の
意
（折
口
信
夫
勢
語
私
記
）

次
に
第
二
解
は
、　
タ
マ
ノ
フ
を

「生
命
」
ま
た
は

「霊
魂
」
と
す
る
も
の

で
、
既
に
平
安
朝
に
見
え
る
解

（毘
沙
門
堂
本
古
今
集
謎
）
で
あ
る
が
、
近
時

再
び
採
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

０
田
生
命
の
間
か
ら
―
―
暫
時
の
意
（古
今
注
秘
抄
、
八
代
集
抄
所
引
顕
昭
説
、

勢
語
閥
疑
抄
、
一万
葉
集
略
解
、
等
）

０
０
珠
玉
の
緒
に
託
し
て
霊
魂
の
意

（
万
葉
集
全
註
釈
）

θ
霊
魂
が
あ
ふ
ほ
ど
の
わ
づ
か
の
意

（
万
葉
集
全
護
釈
）

の
四
生
命
の
間
の
意

（折
甲
信
夫
勢
語
私
記
）

θ
鎮
魂
祭
の
魂
笛
を
結
ぶ
緒
の
短
少
、
祝
意
を
こ
め
て
長
き
意

（折
口
信
夫

説
、
万
葉
集
総
釈
）

概
観
的
に
は
タ
マ
ノ
フ
バ
カ
リ
を
暫
時
の
意
に
解
す
る
こ
と
が
通
説
の
如
く

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
の
根
拠
は
諸
説
で
あ
ヶ
、
暫
時
の
意
以
外
の
解
も

亦
存
し
て
定
説
と
す
べ
き
も
の
が
な
い
。
右
の
二
系
統
の
解
は
タ
マ
ノ
フ
が
珠

玉
の
緒
乃
至
は
生
命
、
霊
魂
を
意
味
し
、
或
は
意
味
す
る
詞
と
し
て
用
ゐ
ら
れ

て
あ
つ
た
か
、
更
に
珠
玉
の
緒
と
し
て
も
、
短
少
の
も
の
は
或
は
短
少
を
意
味

す
る
詞
と
し
て
用
む
ら
れ
て
あ
つ
た
か
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

批
判
せ
ら
れ
で
あ
ら
う
。
同
時
に
私
の
理
解
も
、
こ
の
用
例
検
討
か
ら
導
か
れ

る
意
味
以
外
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

三

さ
て
タ
マ
ノ
フ
の
用
例
は
、
古
事
記
に
「御
頸
珠
之
玉
緒
母
由
良
蓮
」
と
一

錮
」羅
％
牌
蔽↓
に
川
霧
鋪
毎
鰊
鶴
）瘍
鶴

で
は
タ
マ
ノ
ミ
ス
マ
ル
（
記
上
巻
）
は
見
え
て
あ
つ
て
も
タ
マ
ノ
フ
は
見
出
し

得
な
い
。　
歌
語
と
し
て
の
タ
マ
ノ
フ
は
万
葉
集
に
は
じ
め
て
あ
ら
は
れ
、　
そ

れ
以
後
引
続
い
て
使
用
の
多
い
詞
で
あ
る
。　
さ
て
万
葉
集
で
の
用
例
は

―
―

期
輌
＊の
び
メ
Ⅳ
】
び
ヵ
り
①
②
ｌ
ｌ
次
の
如
く
で
あ
る
。

０
　
タ
マ
ノ
フ
を
実
体
、
珠
玉
を
緒
に
貫
い
た
服
飾
具
乃
至
装
飾
具
と
し
て
用

ゐ
た
も
の

（非
恋
愛
歌
）

１
、
初
春
の
初
子
の
今
日
の
玉
筆
手
に
と
る
か
ら
に
ゆ
ら
ぐ
多
麻
能
乎

（巻
き
、四兒
三大
伴
家
持
）

国
　
珠
玉
の
緒
と
い
ふ
実
体
と
し
て
、
人
事

（恋
愛
）
警
喩
に
用
ゐ
た
も
の

―
―
実
体
的
薔
喩

２
、
玉
緒
乎
沫
緒
よ
り
て
結
べ
れ
ば
あ
り
て
後
に
も
あ
は
ず
あ
ら
め
や
も



（巻
四
、英
三　
紀
女
郎
）

３
、
葦
の
根
の
ね
も
ご
ろ
念
ひ
て
結
び
て
し
玉
緒
と
い
は
ば
人
解
か
め
や
も

（工管
七、
一三二四
）

４
、
世
の
中
は
常
か
く
の
み
か
結
び
て
し
白
玉
之
緒
の
絶
ゆ
ら
く
念
へ
ば

（巻
七、
三
一し

５
、
自
玉
之
緒
絶
え
は
ま
こ
と
然
れ
ど
も
英
の
緒
叉
貫
き
人
も
て
い
に
け
り

（工０
一六、三（
一三
）

６
、
片
糸
も
ち
貫
き
た
る
玉
之
緒
を
弱
み
乱
れ
や
し
な
む
人
の
知
る
べ
く

（巻
二
、看
空
）

７
、
玉
緒
を
片
緒
に
よ
り
て
緒
を
弱
み
乱
る
る
時
に
恋
ひ
ず
あ
ら
め
や
も

（工色
一二、三〇（
一）

＊
真
珠
は
緒
絶
え
し
に
き
と
聞
き
し
故
に
そ
の
緒
復
貫
き
吾
が
玉
に
せ
む

（坐奮
一六
、三（
一四
）

＊
…
玉
こ
そ
は
緒
の
絶
え
ぬ
れ
ば
く
く
り
つ
つ
ま
た
も
あ
ふ
と
い
へ
…
…
…

（巻
一三、量
こ
）

＊
ぬ
ば
玉
の
間
あ
け
つ
つ
貫
け
る
緒
も
く
く
り
よ
す
れ
ば
姿
あ
ふ
も
の
を

（工管
一一、二四四〈）

＊照
左
豆
が
手
に
纏
き
ふ
る
す
玉
も
が
も
そ
の
緒
は
替
へ
て
吾
が
玉
に
せ
む

（墨奮
七
、
一三二六
）

（誌
）

＊
印
四
首
は
タ
マ
ノ
フ
と
語
を
熟
し
て
ゐ
な
い
も
の

日
　
珠
玉
の
緒
と
い
ふ
実
体
と
し
て
、
タ
マ
ノ
ヲ
ノ
と
い
ふ
形
で
、
人
事

（恋

愛
）
の
警
喩
と
し
て
枕
詞
的
修
飾
句
に
用
ゐ
た
も
の
―
―
枕
詞
的
警
喩

８
、
玉
緒
之
間
も
お
か
ず
見
ま
く
欲
り
吾
が
念
ふ
妹
は
家
遠
く
あ
り
て

（工管
一一、二七九二）

９
、
玉
緒
之
く
く
り
よ
せ
つ
つ
末
つ
ひ
に
ゆ
き
は
別
れ
ず
同
じ
緒
に
あ
ら
む

（工管
一一、三七九〇
）

あ
ひ
念
は
ず
あ
る
ら
む
児
故
玉
緒
の
長
き
春
日
を
念
ひ
く
ら
さ
く

（工管
一〇
、
一九二六
）

君
に
あ
は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
玉
緒
之
長
き
命
の
惜
し
け
く
も
な
し

（工管
一二、三〇〈二
）

柾
言
や
人
の
い
ひ
つ
る
玉
緒
之
長
く
と
君
は
い
ひ
て
し
も
の
を

（巻
三
、量
轟
）

ま
そ
鏡
見
し
が
と
念
ふ
妹
に
あ
は
ぬ
か
も
玉
緒
之
絶
え
た
る
恋
の
し
げ

き
ン」
の
ご
ろ
　
　
　
　
　
　
　
（巻
一〓
莫
０

３

ヽ
・４
ヽ
玉
緒
之
絶
え
た
る
恋
の
乱
れ
に
は
死
な
ま
く
の
み
ぞ
叉
も
あ
は
ず
し
て

（茎０
一一、二七（九
）

・５
ヽ
‥
新
た
世
に
共
に
あ
ら
む
と
玉
緒
乃
絶、
え、
じ、
と
妹
と
静
び、
て
し
事
は
果

さ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
、只
し

・６
ヽ
大
地
の
依
り
あ
ひ
の
極
み
玉
緒
之
絶
え
じ
と
念
ふ
妹
あ
た
り
見
つ

（工奮
一一、二〈七）

・７
ヽ
か
く
し
つ
つ
あ
り
な
ぐ
さ
め
て
玉
緒
之
絶
え
て
別
れ
ば
す
べ
な
か
る
べ

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
一百
不
一〇

・８
、
生
き
の
緒
に
念
ふ
は
苦
し
玉
緒
乃
絶
え
て
乱
れ
な
知
ら
ば
知
る
と
も

（望管
一一、二七（〈
）

・９
ヽ
恋
ふ
る
こ
と
益
れ
る
今
は
玉
緒
之
絶
え
て
乱
れ
て
死
ぬ
べ
く
念
ほ
ゆ

（工管
一二
、二っ〈三
）

”
、
う
ち
日
さ
す
宮
路
を
ゆ
く
に
吾
が
裳
は
破
れ
ぬ
玉
緒
之
念
ひ
委
れ
て
家

に
あ
ら
ま
し
を
　
　
　
　
　
　
　
（巻
七、
三
６
）

２．
、
ぅ
ち
口
さ
す
宮
道
に
あ
ひ
し
人
妻
故
に
玉
緒
之
念
ひ
乱
れ
て
ぬ
る
夜
し

ぞ
多
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二ヽ
ぜ
兵
３

２
、
…
恋
す
れ
ば
安
か
ら
ぬ
も
の
と
玉
緒
之
継
ぎ
て
は
い
へ
ど
…
…

（工笹
〓一、三二〓三
）



（註
）

２０
の
念
委
は
、
古
写
本
に
オ
モ
ヒ
ミ
タ
レ
テ
ス
は
オ
モ
ヒ
ス
テ
テ
モ

と
訓
じ
、　
古
義
は
念
乱
の
誤
と
し
て
ゐ
る
が
、　
佐
竹
昭
広
氏
の
念
妄

（
オ
モ
ヒ
ミ
タ
ン
）
の
誤
字
説

（雑
誌
万
葉
、
第
四
号
）
に
従
ふ
べ
き
で

あ

ら

う

。

四
　
英

他

郎
、
…
た
ら
ち
ね
の
母
の
命
何
し
か
も
時
は
あ
ら
む
を
ま
そ
鏡
見
れ
ど
も
飽

か
ず
珠
緒
之
惜
し
き
盛
り
に
立
つ
霧
の
失
せ
ぬ
る
如
く

（
巻
克
、四
二
四
、
大
伴
家
持
）

２４
ヽ
玉
緒
乃
徒
心
哉
八
十
梶
か
け
こ
ぎ
出
む
船
に
後
れ
て
居
ら
む

（
巻
三
、三
二
し

２５
ヽ
玉
緒
之
島
意
哉
年
月
の
行
き
易
は
る
ま
で
妹
に
あ
は
ざ
ら
む

（率否
一一、二七
九
二
）

（証
）

２４

の
従
心
は
古
写
本
に
ウ
ツ
シ
ョ
コ
ロ
、

２５

の
島
意
は
シ
マ
コ
コ

ロ
、
ス
は
タ
エ
コ
コ
ロ
と
訓
じ
て
ゐ
る
。

右
に
よ
れ
ば
、
タ
マ
ノ
フ
の
意
味
の
明
ら
か
な
用
例
の
す
べ
て
が
珠
玉
の
緒

と
い
ふ
服
飾
具
と
し
て
用
ゐ
て
を
り
、
生
命
ま
た
は
霊
魂
の
意
に
用
ゐ
た
も
の

が
な
い
。
訓

・
義
と
も
に
不
確
か
な
回
の
三
例
を
以
て
、
タ
マ
ノ
ヲ
に
生
命
ま

た
は
霊
魂
の
意
味
を
認
め
る
こ
２
は
従
ひ
得
な
い
。

（誌
）

２５
島
意
を
写
意
の
誤
字
と
し
、

２４
徒
心
と
同
例
と
見
て
顕
心
の
意
、

従
つ
て
こ
れ
に
か
か
る
タ
マ
ノ
フ
は
生
命
の
意
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
解

釈
が
契
沖

（代
匠
記
初
稿
本
）
以
来
見
え
て
を
り
、
全
議
釈
の

「
生
命
の

か
ぎ
り
、
ウ
チ
（限
界
と

に
か
か
る

（署
空
の
釈
）
と
す
る
の
も
同
系
の

解
で
あ
る
が
、
契
沖
は
長
流
の
説
を
引
い
て

「
う
つ
し
心
」
は

「
緒
を
組

む
を
う
つ
と
も
い
ふ
」
そ
の
う
つ
へ
の
か
か
り
と
も
説
き

（
代
匠
記
、
初

稿
本
、
精
撲
本
と
も
）
、
更
に
２４
の
従
心
を
徒
麻
心

（
ス
は
従
末
心
）
の
脱

字
と
し
玉
緒
ハ
括
時
シ
ム
レ
バ
島
心
ト
ツ
ツ
タ
」

（精
撰
本
）
と
も
説
い

て
ゐ
る
。
真
淵
も

「絶
え
た
る
緒
よ
り
新
し
き
緒
に
う
つ
し
貫
く
」

（
冠

辞
考
）
と
し
、
黒
川
真
頼
も

「う
つ
つ
と
か
か
る
は
美
し
な
り
」
（古
今
冠

辞
考
）
等
、
ウ
ツ
シ
心
を
顕
心
と
せ
ず
、
従
つ
て
之
に
か
か
る
タ
マ
ノ
フ

を
魂
の
緒

（生
命
ン
の
意
と
し
な
い
諸
説
が
あ
る
。
２３
、
惜、
ぃ
き、
に
か
か

る
も
の
に
つ
い
て
も
、
魂
の
緒

（
生
命
）
の
惜
し
き
意
と
解
す
る
の
が
、

一
般
の
如
く
で
あ
る
が
、
服
部
高
保
は

「
ひ
た
す
ら
に
命
の
惜
し
き
盛
と

い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
玉
の
緒
の
を
と
語
を
掛
け
た
り
」
（続
冠
辞
考
）
と
い

ひ
、　
全
誌
釈
ま
た

「同
音
に
依
つ
て
フ
の
音
に
冠
す
る
」
枕
詞
と
解
し

生
命
の
意
と
は
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

万
葉
集
の
用
例
を
以
て
い
へ
ば
、
生
命
を
意
味
す
る
詞
と
し
て
は
イ
キ
ノ
ヲ

（気
緒
ま
た
息
緒
）
と
い
ふ
の
が
あ
つ
て
一
般
的
で
あ
る

（
い
き
の
を
に
、
十

一
例
。
い
き
の
を
に
し
て
、
四
例
。
い
き
の
を
に
す
る
、
一
例
）。
上
掲
タ
マ
ノ

ヲ
を
用
ゐ
た
歌
の
中
に
も
イ
キ
ノ
フ
を
併
せ
用
ゐ
た
も
の
が
あ
り
（１８
ｏ
２２
）ヽ

タ
マ
ノ
ヲ
と
イ
キ
ノ
ヲ
の
意
味
を
明
ら
か
に
区
別
し
て
ゐ
る
。
生
命
を
緒
と
い

ふ
こ
と
は
、
古
事
記

（崇
神
天
皇
の
条
、
己
か
緒
を
試
せ
む
）
に
既
に
見
え
、

「物
事
ノ
長
キ
続
き
」
を
フ
と
い
ふ
の
で
（大
言
海
）、
動
物
の
尾
、
山
の
尾
、

歳
月
の
歳
の
緒
（万
葉
集
中
ト
ン
ノ
フ
の
用
例
十
七
、
す
べ
て
長
し
に
か
か
る
）

と
同
様
、
息
の
長
き
連
続

「息
の
緒
」
を
以
て
生
命
を
表
は
す
こ
と
は
理
解
し

得
る
が
、
魂
は
古
代
信
仰
に
あ
つ
気
は
連
続
を
超
越
し
に
不
滅
の
も
の
で
あ
つ

た
筈
で
あ
る
か
ら
、
魂
の
連
続

「魂
の
緒
」
と
い
ふ
こ
と
は
始
源
的
に
は
語
を

成
さ
な
い
。
万
葉
集
に
於
い
て
生
命
を
意
味
す
る
の
に
息
の
緒
を
以
て
し
、
タ

マ
ノ
フ
と
い
つ
た
例
を
他
に
一
つ
と
し
て
見
出
さ
な
い
の
は
、
な
ほ
詞
の
古
い

意
味
、
使
用
を
保
つ
て
あ
つ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

更
に
万
葉
集
以
後
の
用
例
よ
り
い
へ
ば
、　
タ
マ
ノ
フ
を
以
て
生
命
の
意
と



し
ま
た
は
生
命
の
意
を
こ
め
て
用
ゐ
る
こ
と
は
、
平
安
朝
中
期
に
な
つ
て
確
実

に
検
出
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
新
古
今
時
代
ま
で
下
る
と
そ
の
用
例
の
過
半
が

生
命
の
意
味
聯
想
で
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。
思
ふ
に
服
飾
具
の
時

代
的
変
還
に
よ
り
、

「珠
の
緒
」
の
使
用
が
稀
少
化
し
、
従
つ
て
タ
マ
ノ
ヲ
と

い
ふ
歌
語
に
対
す
る
物
体
的
観
念
が
稀
薄
化
し
て
、
タ
マ
ノ
ヲ
ー
ー
生
命
と
い

ふ
意
味
。
用
法
が
発
生
発
展
し
得
た
も
の
と
解
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

既
に
別
稿
に
詳
論
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
す
れ
ば
万
葉
集
の
タ
マ
ノ
ヲ
の
用
例
二
十
八
の
中
、
仮
名
書
き
の
三
例
を

除
い
た
二
十
五
例
の
用
字

「玉
緒
」

「珠
緒
の
」
字
義
通
り
に
、
珠
王
を
緒
に

貫
い
た
服
飾
具
の
意
味
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

次
に
タ
マ
ノ
フ
を
服
飾
具
の
意
味
の
も
の
と
し
て
も
、
タ
マ
ノ
フ
の
長
し
と

か
か
つ
た
用
例
は
あ
る
が
短
か
し
と
続
い
た
も
の
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
全
証

釈
も
指
摘
し
て
ゐ
る
が

（量
夭
の
釈
）、
万
葉
集
枕
詞
解

（鹿
持
雅
澄
）
に
も

な
が
き
の
み
を
挙
げ
、
そ
の
解
説
の
中
に
古
今
集
の
用
例
を
以
て
短
か
き
を
説

き
添
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「玉
の
緒
の
―
―
み
じ
か
き
」
は
別
稿
に
考
証
し
た

如
く
、

「玉
の
緒
の
―
―
絶
え
て
―
―
短
か
き
」
か
ら
派
生
し
た
第
二
次
的
用

法
で
、
玉
の
緒
が
本
来
的
に
短
か
い
性
質
が
あ
つ
て
の
故
の
用
法
で
は
な
い
。

そ
の
用
例
も
伊
勢
物
語
、
古
今
集
よ
り
湖
り
得
ず
、
作
者
の
明
ら
か
な
も
の
で

は
紀
貫
之
の

「玉
の
緒
の
短
か
き
心
思
ひ
あ
へ
ず
」

（古
今
、
雑
鉢
）

「玉
の

緒
の
絶
え
て
短
か
き
命
も
て
」

（後
撰
恋
二
）
を
最
古
と
す
る
の
で
あ
る
。
故

に
タ
マ
ノ
ヲ
の
短
か
き
と
い
ふ
用
法
は
平
安
朝
に
な
つ
て
発
生
し
た
も
の
と
す

べ
き
で
あ
る
。

更
に
前
述
の
如
く
、
珠
玉
の
緒
の
フ
は
長
き
連
続
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
か

ら
、
始
源
的
に
は
長
き
も
の
と
し
て
の
意
味
を
有
つ
言
語
表
現
で
あ
る
べ
く
、

万
葉
集
は
そ
の
緒
本
来
の
意
味
を
失
は
ず
に
あ
る
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。。

折
口
博
士
が

「玉
の
緒
」
を
以
て
本
源
的
に
は
短
か
く
、
そ
れ
が
転
じ
て
長
き

意
を
あ
ら
は
す
詞
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
と
説
い
て
を
ら
れ
る

（
上
掲
）
の
は
、
用
例
の
史
的
配
列
を
逆
に
し
た
論
で
あ
る
。

故
に
万
葉
集
の
タ
マ
ノ
ヲ
バ
カ
リ
を
短
か
き
意
乃
至
は
そ
の
転
義
と
し
て
の
暫

時
・
僅
少
等
の
意
に
解
し
、
ま
た
は
生
命
・
霊
魂
の
意
に
解
す
る
従
来
の
諸
解

は
、
万
葉
集
の
歌
に
関
す
る
限
り
、
総
括
し
て
承
認
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

四

前
項
に
挙
げ
た
万
葉
集
に
於
け
る
タ
マ
ノ
ヲ
の
用
例
に
つ
い
て
、
タ
マ
ノ
ヲ

の
か
か
る
詞
或
は
タ
マ
ノ
フ
と
聯
関
使
用
し
て
ゐ
る
詞
を
拳
げ
る
と
次
の
如
く

で
あ
る
。
―
―
ス
　
）内
の
も
の
は
聯
関
使
用
の
も
の
を
示
す
。

（
Ａ
）

珠
玉
の
緒
の
製
作
工
程
に
関
す
る
も
の

田
綾
る
・

緒
の
製
作
操
作

②
経
り
て
結
ぶ
…
…
…
仝
　
右
・

国
く
く
り
よ
す
…
…
…
緒
と
玉
の
操
作
・

四
結
ぶ
…
…
…
…
…
…
緒
の
操
作

同
貫
く
…
…
…
…
…
…
緒
ま
た
は
玉
の
操
作

０
あ
ふ
…
…
…
…
■
…
全
　
右
…
…
…
…
…

（護
）

う
つ
（長
流
説
）
括
む

（契
沖
説
）、
う
つ
す
（真
淵
説
）
に
か
か
る

と
す
る
も
の
も
右
と
同
類
の
も
の
で
あ
る
。

（
Ｂ
）

珠
玉
の
緒
と
し
て
あ
る
時
の
状
態

０
長
し
…
…
…
…
…
…
全
体
と
し
て
の
状
態
…
…
…
…
用
例
数
三
、

８
間
も
お
か
ず
…
…
■
個
々
の
玉
の
状
態
…
…
…
…
…
″
　
　
一
、

０
ゆ
ら
ぐ
…
…
…
…
…
全
体
と
し
て
の
状
態
‥
…
…
…
″
　

（
一
）

（
議
）

美
し

（
黒
川
真
頼
説
）
に
か
か
る
と
す
る
も
の
右
と
同
類
の
も
の
で

″ 用
例
数

″
　
　
　
　
（
〓
一）

″
　
　
　
　
（
一
）

″
　
　
　
　
（
一
一）



あ
る
。

（
Ｃ
）

珠
玉
の
緒
と
し
て
あ
る
緒
の
性
質
と
、
そ
れ
か
ら
結
果
す
る
と
こ
ろ

⑩
弱
み
乱
る
…
…
…
…
緒
の
性
質
と
断
絶
後
の
玉
の
状
態
…
用
例
数
二
、

ｍ
絶
ゆ
…
…
…
…
…
…
⑩
弱
み
か
ら
結
果
す
る
と
こ
ろ
…
…
″
　
　
七
、

口
絶
え
て
乱
る
…
…
…
ｍ
と
そ
の
結
果
の
玉
の
状
態
…
…
…
″
　
　
一
一、

田
乱
る
（念
ひ
乱
る
Ｙ
・０
の
後
半
、
絶
え
て
の
省
略
…
…
…
″
二
、
２

）

囮
解
く
…
…
…
…
…
…
絶
ゆ
に
近
似
、
結
ぶ
に
対
す
る
語
…
″
　
　
一
、

固
継
ぐ
…
…
…
…
Ｉ
…
ｍ
の
結
果
、
緒
の
修
復
…
…
…
…
…
″
　
　
一
、

⑩
叉
貫
く
…
…
…
…
…
仝
　
右
…
…
…
…
…
…
…
…
・…
…
。ル

　
　
一
、

（
議
）

右
の
外
、
珠
玉
の
緒
の
実
体
に
関
係
な
く
、
同
音
に
よ
つ
て
フ
に
か

か
る

（
服
部
高
保

ｏ
武
田
諸
吉
説
）
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
甚
だ
持
異
で

あ
る
。
こ
の
用
例
は
万
葉
も
後
期
の
大
伴
家
持
の
唯

一
回
だ
け
の
使
用
例

が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
恋
愛
発
想
で
な
い
歌
に
於
け
る
使
用
で
あ

る
こ
と
は
、
他
の
唯

一
の
恋
愛
発
想
歌
で
な
い
歌
に
於
け
る
使
用
が
同
じ

家
持
で
あ
つ
た
こ
と
と
思
ひ
併
せ
、
タ
マ
ノ
フ
の
使
用
上
既
に
持
異
で
あ

る
。
従
つ
て
同
音
に
よ
る
か
か
り
を
持
異
な
る
が
故
に
否
定
す
る
こ
と
も

出
来
な
い
。

な
ほ
タ
マ
ノ
フ
と
語
を
熟
さ
な
い
も
の
に
於
い
て
も
、
珠
玉
の
緒
と
関
聯
使

用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
詞
は
、

（
Ａ
）
貫
く
（
一
例
）、
く
く
り
よ
す
（
一
例
）
、
く
く
る
（
一
例
）、あ
ふ
公
一例
）、

（
Ｂ
）間
あ
く
貧

例
）

（
Ｃ
）絶
ゆ
公
一例
）
、
又
貫
く
盆

例
）、
替
ふ
貧

例
）、

の
如
く
で
前
掲
タ
マ
ノ
フ
の
諸
用
例
と
同
範
囲
の
も
の
で
あ
る
。

タ
マ
ノ
フ
の
か
か
る
詞
或
は
タ
マ
ノ
ヲ
と
の
聯
関
で
用
ゐ
ら
れ
て
詞
に
つ
い

て
見
る
に
、
用
例
の
多
い
も
の
に
長
し
が
あ
る
。
蓋
し
緒
本
来
の
性
質
、
従
つ

て
そ
の
詞
の
意
味
に
よ
る
接
続
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
用
例
の
著
し
く
多
い
の

は
、　
緒
の
性
質
か
ら
結
果
す
る
珠
の
緒
の
断
絶
絶
ゆ
に
接
続
す
る
も
の
で
あ

る
。
乱
る
、
継
ぐ
は

「玉
の
緒
の
絶
え
て
乱
る
」
が
示
す
如
く
、
緒
が
絶
え
た

結
果
と
し
て
珠
玉
が
乱
れ
、
断
絶
し
た
緒
を
継
ぐ
、
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
え
て

を
前
提
と
し
た
接
続
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
ｍ
弱
み
乱
る
、
ｍ
絶
ゆ
、
口
絶
え

て
乱
る
、
０
乱
る
、
ｍ
継
ぐ
、
側
叉
貫
く
、
は
い
づ
れ
も
絶
ゆ
へ
の
か
か
り
で

あ
る
べ
く
、
そ
の
用
例
数
は
、
下
に
か
か
る
詞
の
あ
る
用
例
総
べ
て
二
十
四
例

（
嘲
瀬
た
に
確
額
巴
）
中
十
二
と
正
に
半
数
に
達
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
タ
マ
ノ

ヲ
が
接
続
す
べ
き

「絶
え
て
」
を
省
略
し
て
、
乱
る
、
継
ぐ
、
又
貫
く
、
へ
と

意
味
を
飛
躍
し
て
接
続
し
て
あ
る
こ
と
は
、
タ
マ
ノ
フ
に
よ
つ
て
聯
想
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
が
、
絶
え
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
著
明
で
あ
つ
た
故
で
あ
る

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
絶
え
て
以
外
に
は
、
そ
の
か
か
る
べ
き
詞

を
省
略
し
、
意
味
を
飛
躍
し
て
の
接
続
が
他
に
一
例
も
存
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
タ
マ
ノ
フ
と
だ
け
云
つ
て
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
職
想
了
解
せ
し
め
得

る
の
は
、
絶
ゆ
と
い
ふ
意
味
の
も
の
で
あ
つ
た
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

が
万
葉
集
の
時
代
に
於
け
る
最
も
常
識
的
な
意
味
で
あ
つ
た
筈
で
あ
る
。
タ
マ

ノ
フ
バ
カ
リ
と
だ
け
で
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
示
表
現
せ
ず
に
あ
る
当
面
の
①

②
及
び
②
も
、
絶
ゆ
る
意
の
も
の
で
あ
つ
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
恋
愛
発
想
の
歌
に
於
い
て
絶
ゆ
と
い
へ
ば
、
男
女
相
逢

ふ
こ
と
の
絶
え
る
意
で
あ
る
こ
と
は
上
掲
の
用
例
が
明
示
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
か
ら
、
タ
マ
ノ
ヲ
バ
カ
リ
の
歌
に
即
し
て
い
へ
ば
、
次
の
如
く
結
論
し
得

る
こ
と
に
な
る
。

①
な
か
な
か
に

（逢
ふ
こ
と
絶
え
た
る
）
人
と
あ
ら
ず
は
、
桑
子
に
ヽ
・な
ら
ま

し
も
の
を
。
玉
の
緒

（
の
絶
ゆ
る
）
ば
か
り

（逢
ふ
こ
と
絶
え
て
）。

②
さ
寝
ら
く
は
、
玉
の
緒

（
の
絶
ゆ
る
）
ば
か
り

（絶
え
て
あ
り
）、　
恋
ふ
ら



く
は
、
富
土
の
高
ね
の
鳴
沢
の

（
絶
え
ざ
る
）
如

（く
絶
え
ず
あ
り
）。

②
逢
へ
ら
く
は
、
玉
の
緒

（
の
絶
ゆ
る
に
）
及

（き
て
あ
れ
）
や
、
恋
ふ
ら
く

は
、
富
士
の
高
ね
に
降
る
雪

（
の
絶
え
ざ
る
）
如
す

（絶
え
ず
あ
る
）
も
。

五

タ
マ
ノ
フ
の
意
味
・
用
法
を
以
上
の
如
く
に
解
し
、
タ
マ
ノ
ラ
バ
カ
リ
の
歌

に
即
し
て
右
の
如
く
に
解
す
る
に
あ
た
つ
て
、
①
②
及
び
②
各
々
の
歌
の
意
味

上
、
表
現
上
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
か
、
ど
う
か
、
な
ほ
附
説
す
べ
き
問
題
が
あ

スつ。ま
づ
①
に
つ
い
て
は
、
タ
マ
ノ
ヲ
バ
カ
リ
は
第
五
旬
に
独
立
的
に
用
ゐ
ら
れ

て
あ
り
、
従
来
の
諸
解
い
づ
れ
も
第
四
句
を
承
け
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
来

て
ゐ
る
。
万
葉
集
に
於
け
る
こ
の
歌
と
の
唯

一
の
類
似
表
現
歌
例
、

な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壼
に
な
り
て
し
か
も
。
酒
に
し
み
な
む

（巻
三
、
三
四
三
、
旅
人
、
讃
酒
歌
）

の
第
五
句
が
第
四
句
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
に
準
じ
た
解
を
な
す
こ

と
も
所
以
な
し
と
し
な
い
が
、　
一
体
、
万
葉
集
に
於
け
る

「…
ず
は
、
…
ま
し

を
」
と
い
ふ
表
現
形
を
と
つ
た
否
定
条
件
に
対
す
る
仮
想
的
希
望
を
歌
想
と
す

る
歌
は
、　
一
の
類
型
表
現
と
し
て
相
当
数
を
指
摘
し
得
る
の
で
あ
る
。
右
の
大

伴
旅
人
の
讃
酒
歌
中
の
も
の
は
、
む
し
ろ
個
性
的
例
外
的
な
作
例
に
属
す
る

。
も

の
と
見
ら
れ
る
。

（謹
）

讃
酒
歌
十
三
首
中
、
右
の
三
四
三
に
最
も
近
い
表
現
形
の
も
の
に
三

二
人
が
あ
り
、
三
四
一
及
び
三
四
七
・
三
四
人
ｏ
三
四
九
・
三
五
〇
も
否

定
条
件
で
は
な
い
が
類
似
し
た
表
現
形
で
あ
る
。

旅
人
の
讃
酒
歌
が
恋
愛
に
関
は
り
な
い
の
に
対
し
、
他
の
二
〇
首
に
余
る
類

同
歌
は
恋
愛
歌
乃
至
は
恋
愛
的
発
想
の
歌
で
あ
り
、
し
か
も
大
多
数
が
伝
承
歌

或
は
民
謡
的
性
質
の
濃
い
歌
で
、　
ア
・恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
、
…
…
ま
し
を
」

と
い
ふ
表
現
形
を
と
つ
て
ゐ
る
。

田
か
く
ば
か
り
恋、
ひ、
つ、
つ、あ、
ら、ず、
い
高
山
の
磐
ね
し
ま
き
て
死
な
し
も、
の、を、

（巻
二、公
磐
姫
皇
后
）

類
同
歌
三
只
弓
削
皇
子
）
、
議
只
金
村
）
、
粂
只
憶
良
）、
菫
《
坂
上
郎
女
）

量
全
、
云
奎
、
著
奎
、
元
三
、
畠
茜
六
防
人
）

②
な
か
な
か
に
君
に
恋
ひ
ず
は
比
良
の
浦
の
あ
ま
な
ら
ま
し
を
玉
藻
か
り
つ
つ

（巻
二
、署
窒
）

類
同
歌
、
署
窒
或
本
歌
、
三
塁

、菫
六
家
持
）

０
自
浪
の
来
よ
す
る
島
の
荒
磯
に
も
あ
ら
ま
し
も
の
を
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は

（巻
〓
、二菫
こ

類
同
歌
、
一き
（、量
話
叉
歌
、
三
乗
、
三
夭
、
兵
兵
、
兵
興

四
否
定
条
件
は
崩
れ
て
ゐ
る
が
近
似
形
と
し
て

お
く
れ
て
ゐ
て
恋
ひ
ば
苦
し
も
朝
狩
の
君
が
子
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を

（巻
西
三
乗
〈
、
防
人
）

か
く
ば
か
り
恋
し
く
あ
ら
ば
、
ま
そ
見
ぬ
同
時
な
く
あ
ら
ま
し
も
の
を

（巻
死
、四量
一、
坂
上
郎
女
）

な
か
な
か
に
い
か
に
し
り
け
む
吾
が
山
に
燃
ゆ
る
煙
の
よ
そ
に
見
ま
し
を

（巻
三
、き
三
）

こ
の
場
合
の

「恋
ひ
つ
つ
あ
る
」
と
は
、
恋
愛
に
充
足
の
得
ら
れ
な
い
事
か
ら

結
果
す
る
心
的
状
態
で
あ
る
。
当
面
の

「な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
」
の
人

と
あ
る
こ
と
を
厭
ふ
の
も
、
同
じ
く
恋
愛
に
充
足
の
得
ら
れ
な
い
故
の
も
の
で

あ
ら
う
か
ら
、

「な
か
な
か
に
（恋
ひ
つ
つ
あ
る
）
人
と
あ
ら
ず
は
」
の
意
の

も
の
で
あ
る
。
前
掲
の
類
同
歌
群
に
於
い
て
も
、

「恋
０
つ
つ
あ
ら
ず
ぼ
」
が

「恋
ひ
つ
つ
あ
る
人
と
あ
ら
ず
は
」
の
意
味
の
も
の
が
約
半
数
に
及
ん
で
ゐ
る
。



吾
妹
子
に
な
ひ、
つ、
つ、
バ
あ。
る。
人。
と。
）
あ、
ら、
ず、
い
秋
萩
の
咲
き
て
散
り
ね
る
花。

な
ら
ま
し
を

（
三
９

か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
（あ
る
人
と
）
あ
ら
ず
は
朝
に
け
に
妹
が
ふ
む
ら
む

外 土。
は
あ
織
Ｍ

ひヽ を
つヽ （一年
是

あ。）
る。
人。
と。
）
あ、
ぃ
ず、
ぃ
君
が
家
の
池
に
住
む
と
ふ
鴨。

に
あ
ら
ま
し
を

（三
〇

類
同
歌
、
吾
四、
粂
四
、
三
全
、
三
二
、
老
董
、
窒
署

等

と
こ
ろ
で
「恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
は
恋
愛
発
想
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
、

恋
愛
の
不
充
足
状
態
を
表
現
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
、

「人
と
あ
ら
ず
は
」
は
恋

愛
の
不
充
足
状
態
か
ら
結
果
す
る
一
段
飛
躍
し
た
心
的
状
態
を
表
現
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
従
つ
て
、

「人
と
あ
ら
ず
は
は
」
恋
愛
不
充
足
以
外
を
原
因
と
し

て
も
云
ひ
得
る
心
的
状
態
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
讃
酒
歌
が
示
し
て
ゐ

る
。

「人
と
あ
ら
ず
は
」
と
い
ふ
表
現
形
を
と
る
場
合
、
人
の
意
味
を
恋
愛
不

充
足
の
状
態
の
も
の
と
し
て
了
解
し
得
る
や
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
恋
愛
発

想
歌
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
で

「人
２
あ
ら
ず
は
」
が

「恋
に

死
な
ず
は
」
に
お
き
替
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
参
考
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
て

「

玉
の
緒
ば
か
り
」
が
逢
ふ
こ
と
の
絶
え
て
あ
る
恋
愛
不
充
足
の
意
と
す
れ
ば
、

こ
の
歌
で
の
人
の
意
味
が
限
定
せ
ら
れ
て
、
恋
愛
歌
と
し
て
完
全
し
、
了
解
の

容
易
な
歌
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
第
五
句

「玉
の
緒
ば
か
り
」
を
第
二

句
の
人
と
対
応
す
る
も
の
と
解
し
て
恋
愛
の
意
を
明
確
に
し
得
る
の
で
あ
る
。

第
五
句
と
第
二
句
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
万
葉
歌
に
於
い

て
第
二
句
を
第
五
句
で
繰
返
す
も
の
が
最
多
で

（沢
潟
久
孝

「万
葉
集
講
話
菜

摘
の
巻
」
に
詳
説
）、　
第
五
句
、
第
二
句
が
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
の
最
も
容

易
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
い
ひ
添
へ
れ
ば
よ
か
ら
う
。

次
に
②
及
び
②
の
上
旬
と
下
旬
と
の
対
称
的
表
現
の
意
味
に
つ
い
て
附
説
す

る
。
上
旬
の
タ
マ
ノ
フ
を
絶
ゆ
る
意
と
す
れ
ば
、
対
称
的
な
下
旬
の
富
士
に
降

る
雪
・
鳴
沢
を
絶
え
ぎ
る
意
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
富
士
山
に
降
る
雪
が
絶

え
な
い
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、

不
尽
の
ね
に
降
り
置
く
雪
は
六
月
の
も
ち
に
消
ぬ
れ
ば
そ
の
夜
ふ
り
け
り

（巻
三、三
ｏ、高
橋
姦
麿
歌
集
出
）

と
あ
り
、

「時
じ
ぐ
ぞ
雪
は
ふ
り
け
る
」

（巻
二、三
七、山
部
赤
人
）
と
あ
る
こ

と
に
よ
つ
て
明
示
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
鳴
沢
に
つ
い
て
は
他
に
所
見
が
な
い
が
、

火
山
活
動
の
鳴
動
に
よ
つ
て
鳴
沢
と
命
名
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
鳴

動
の
絶
え
ざ
る
意
の
も
の
と
解
し
て
よ
か
ら
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
先
学
の
説

が
あ
る
。
契
沖
は
降
雪
に
つ
い
て

「降
雪
の
ご
之
く
常
に
恋
ふ
る
心
の
や
ま
ぬ

な
り
」
（代
匠
記
初
稿
本
）
「絶
エ
ヌ
意
ナ
リ
」
（同
精
撰
本
）
と
解
し
、
鳴
沢
に

つ
い
て
も

「鳴
沢
ノ
如
ト
ハ
ナ
リ
止
ム
期
モ
ナ
ケ
ン
バ
、
玉
ノ
緒
ノ
短
キ
‘
対

ス
ル
ナ
リ
」

（同
精
撰
本
）
と
説
い
て
絶
え
ざ
る
意
に
触
れ
て
ゐ
る
。
契
沖
以

降
に
類
同
の
説
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
が
、
は
や
く
仙
覚
の
註
釈
に
、
鳴
沢

は

「
タ
カ
キ
ョ
ト
ニ
タ
ト
ヘ
、　
タ
ェ
セ
ヌ
コ
ト
ニ
タ
ト
フ
ル
也
」、
玉
の
緒
は

「
ス
ク
ナ
キ
コ
ト
ニ
タ
ト
ァ
、
又
ナ
カ
タ
ユ
ル
コ
ト
ニ
タ
ト
フ
」
と
ぁ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
両
解
を
挙
げ
て
決
定
的
で
は
な
い
が
、
絶
と
不
絶
と
の
正
し
く
対
称

的
な
解
を
内
包
せ
し
め
て
ゐ
る
。
私
の
解
は
契
沖
、
仙
覚
の
古
護
に
復
帰
し
、

対
称
的
表
現
と
し
て
意
味
の
上
で
も
対
称
的
に
解
し
て
徹
底
せ
し
め
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
。

（
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
稿
、
三
十
年
一
月
改
稿
）

―
―

大
阪
経
済
大
学
教
授

―
―




