
阿女都千から大為尓ヘ :
日本語のoとwo・eとjeをめぐる問題

言語: ja

出版者: 静岡大学人文社会科学部

公開日: 2016-09-28

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 勝山, 幸人

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.14945/00009820URL



阿
女
都
千
か
ら
大
為
が

ヘ

は
じ
め
に

平
安
時
代
の
歌
人
源
為
憲

（？
～

一
〇

一
一
）
は
、
藤
原
為
光
の
子
松
尾
君
の
た
め
に
、
当
時
の
貴
族
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば

一
般
常
識
と

も
言
う
べ
き
事
項
を
十
九
の
部
門
に
分
け
て
詳
説
し
た
著
作

『
口
遊
』
（九
七
〇
）
に
お
い
て
、
恐
ら
く
仮
名
文
字
の
修
得
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
、
借
字
を
使
っ
て

「大
為
が
」
の
歌
を
標
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
仮
名
文
字
を
欠
落
せ
ず
重
複
も
さ
せ
ず
、
五
七
調

に
仕
立
て
た
、
い
わ
ゆ
る
誦
文
と
呼
ば
れ
る
形
態
を
と
っ
た
歌
謡
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
良
く
見
る
と
、
都
合
四
十
六
文
字
し．
か
な．
ぃ
。
「し

か
な
い
」
と
い
う
意
味
は
、
「大
為
か
」
よ
り
早
い
時
期
に
作
成
さ
れ
、
す
で
に
世
に
広
ま
っ
て
い
た
文
字
列
の

「阿
女
都
千
」
四
十
八
文
字
と

比
較
す
る
と
、
あ
る
べ
き
は
ず
の

「え
」
と

「お
」
が
欠
落
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
為
憲
は
借
字
で

「大
為
が
」
を

標
示
し
た
後
に
、
他
の
部
門
で
も
そ
う
し
た
よ
う
に
、
「今
案
…
」
と
断
っ
た
う
え
で
、
「世
俗
日
阿
女
都
千
保
之
曽
里
女
訛
説
也
　
此
誦
為
勝
」

―
―
日
本
語
の
ｏ
と
く
ｏ
・
０
と
常
を
め
ぐ
る
問
題
―
―

勝

山

幸

人



と
い
つ
た
か
な
り
痛
烈
な
批
判
を
し
て
い
る
。
は
た
し
て
こ
の
文
言
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

誦
文
は
日
本
語
の
音
節
を
網
羅
し
た
音
節
表
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
音
節
表
と
非
常
に
近
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
誦
文
に
基

づ
い
て
日
本
語
の
音
韻
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
問
題
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
一
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誦
文
が
作
ら
れ
た
経
緯
な
り
目
的
な

り
は
み
な
異
な
っ
て
お
り
、
単
純
に
そ
の
文
字
数
だ
け
を
と
ら
え
て
日
本
語
史
を
語
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
為
憲
が

「阿
女
都

千
」
の
い
っ
た
い
何
を
批
判
し
て
い
る
か
を
正
確
に
読
み
取
り
な
が
ら
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
誦
文
の
も
つ
特
性
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
文
字

列
の

「阿
女
都
千
」
と

「大
為
ぶ
」
の
歌
は
、
日
本
語
音
の
ｏ
と
常
、
ｏ
と
ヨ
ｏ
の
違
い
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

『
源
順
集
』
の

「阿
女
都
千
」

十
世
紀
の
中
頃
に
、
源
順

（九
一
一
～
九
八
三
）
と
い
う
和
漢
に
秀
で
た
碩
学
が
い
た
。
官
途
に
意
ま
れ
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
彼
の

残
し
た
国
文
・
語
学
上
の
業
績
は
極
め
て
多
方
面
に
及
ぶ
。
例
え
ば
、
醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
女
勤
子
内
親
王
に
撰
進
し
た

『和
名
類
衆
抄
」
と

い
う
国
語
系
百
科
事
典
か
ら
は
、
彼
の
並
外
れ
た
博
識
ぶ
り
が
窺
え
る
し
、
「梨
壺
の
五
人
」
の
一
人
と
し
て

『後
撰
和
歌
集
』
編
纂
に
携
わ
る

傍
ら
、
自
ら
手
掛
け
た
和
歌
や
漢
詩
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。　
一
方
、
自
選
か
他
選
か
諸
説
あ
る
も
の
の
、
順
の
和
歌
を
集
め
た

『源
順
集
』

（成
立
年
末
詳
〉
と
い
う
私
家
集
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
る
と
、
彼
の
型
破
つ
な
性
格
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
双
六
盤
や
碁
盤
に
見
立
て

た
図
の
中
に
和
歌
を
配
置
す
る
と
い
っ
た
発
想
は
、
歌
集
群
０
中
に
み
っ
て
も
か
な
り
異
彩
を
放
つ
も
の
で
あ
る
。
同
書
に
は
ま
た
、
す
べ
て

の
仮
名
文
字
を
欠
落
も
せ
ず
重
複
も
さ
せ
ず
、
二
回
ず
つ
使
っ
た
誦
文
の

「阿
女
都
千
」
四
十
八
文
字
を
そ
の
和
歌
の
始
め
と
終
わ
り
に
置
い

た
、
い
わ
ゆ
る

「阿
女
都
千
」
の
歌
四
十
八
首
が
あ
る
。
沓
冠
歌
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
「阿
女
都
千
」
は
、
『首
丹
集
」
や

『相
模
集
」
な
ど
に



も
そ
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
断
片
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
全
体
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
古
い
資
料
が
す
な
わ
ち
こ
の

四
十
八
首
な
の
で
あ
る
。

源
順
は
こ
れ
を
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
思
、
恋
と
、
六
つ
の
部
立
て
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
八
首
ず
つ
を
配
置
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
も
と
も
と

日
本
語
に
は
存
在
し
な
い
ア
行
音
で
終
わ
る
語
句
や
ラ
行
音
で
始
ま
る
語
句
を
も
置
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
か
な
り
こ
じ
つ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
、
意
味
不
明
な
和
歌
も
確
か
に
存
在
す
る
。

さ
て
、
四
十
八
首
の
沓
冠
に
置
か
れ
た
仮
名
を
並
べ
る
と
、
全
体
で
次
の
よ
う
な
誦
文
が
出
来
上
が
る
。

（春
）
あ
め
つ
ち
は
し
そ
ら
　
（夏
）
や
ま
か
は
み
ね
た
に
　
（秋
）
く
も
き
り
む
ろ
こ
け

〈冬
）
ひ
と
い
ぬ
う
へ
す
ゑ
　
（思
）
ゆ
わ
さ
る
お
ふ
せ
よ
　
（恋
）
え
の
え
を
な
れ
ゐ
て

こ
れ
ら
は
お
よ
そ
二
音
節
名
詞
の
羅
列
、
す
な
わ
ち

「天
、
地
、
星
、
空
、
山
、
峰
、
谷
、
雲
、
霧
、
室
、
苔
、
人
、
大
、
上
、
末
、
硫
責
、

猿
」
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
最
後
の
十
二
文
字
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
て
定
ま
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
大
矢
透
は
、
こ
れ
を

「生
育
せ
よ
、
榎

の
枝
を
、
慣
れ
居
て
」
と
し
て
い
る
。
二
句
目
の

「榎
の
枝
を
」
の
二
つ
の

「え
」
は
、
ア
行
の

「え
」
（榎
）
と
ヤ
行
の

「え
」
（枝
）
が
音
韻

的
に
区
別
さ
れ
て
い
た
日
本
語
史
の
常
識
を
ふ
ま
え
た
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
だ
、
「阿
女
都
千
」
が
ｏ
と
お
の
混
同
す
る
以
前
の
日
本
語
音

を
ど
こ
ま
で
正
確
に
反
映
さ
せ
た
か
は
証
明
の
し
よ
う
が
な
く
、
あ
る
い
は
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
定
打
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
他
に
も
解
釈
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
し
、
現
に
い
く
つ
か
改
定
案
が
出
さ
れ
て
も
い
る
。
小
松
英
雄
は
、
そ
こ
に
ど
ん
な
解
釈
を
与
え
よ

う
と
も
、
「そ
れ
で
製
作
者
の
真
意
に
追
り
え
た
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
」
と
し
た
上
で
、
「え
の
え
を
」
以
下
、
十
二
の
仮
名
を

「
い
か
に
も
日
本
語
ら
し
い
響
き
で
ま
と
め
た
」
も
の
ど
論
じ
て
い
る
減
、
考
え
方
と
し
て
は
こ
の
説
の
方
が
自
然
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ

Ｚつ。す
で
に
議
論
じ
つ
く
さ
れ
た
感
は
あ
る
が
、
「阿
女
都
千
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
周
興
嗣
の

『千
字
文
」
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
こ
の

三



四

『千
字
文
」
と
は
、
中
国
梁
の
詩
人
、
周
興
嗣

（
四
七
〇
？
～
五
二
一
）
が
編
ん
だ
四
言
古
詩
二
五
〇
句
の
こ
と
で
あ
る
が
、
重
複
す
る
こ
と
な

く
、
千
個
の
異
な
る
漢
字
を
使

っ
て
い
る
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
武
帝
が
王
子
た
ち
に
書
道
を
学
ば
せ
る
た
め
、
そ
の
こ
ろ

書
聖
と
呼
ば
れ
た
東
晋
の
書
家
、
か
の
王
義
之

（三
〇
七
～
三
六
五
？
）
が
書
い
た
千
字
の
模
本
を
も
と
に
、
こ
れ
を
韻
文
に
す
べ
く
周
に
下

命
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
『日
本
書
紀
」
（七
二
〇
）
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
我
が
国

へ
は
応
神
天
皇
の
一
〇
六
年
春
二
月
、
百
済
国
の
王
仁

含
古
事
記
」
で
は
和
通
吉
師
）
が

『論
語
」
十
巻
と
と
も
に
こ
の

『千
字
文
」

一
巻
を
将
来
し
た
と
さ
れ
る
。
「千
字
文
』
が

「天
地
玄
黄
、
宇

宙
洪
荒
…
」
と
始
ま
る
模
詩
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
き
、
「古
事
記
」
の
冒
頭
が

「天．
地．
初
発
之
時
…
」
と
あ
り
、
「日
本
書
紀
」
神
代
上
が

「古
天
地
未
剖
、
陰
陽
不
分
…
」
と
始
ま
る
な
ど
、
日
本
の
文
学
や
思
想
の
至
る
と
こ
ろ
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
一
そ
し
て

「阿
女
都
千
」
も
、
こ
れ
ま
た

「天
地
」
で
始
ま
る
誦
文
で
あ
る
こ
と
は
、
偶
然
と
い
う

一
言
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

王
仁
は
ま
た

『古
今
和
歌
集
」
仮
名
序
に
お
い
て
、
「添
え
歌
」
の
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
、

難
波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
冬
ご
も
り
　
今
を
春
べ
と
咲
く
や
こ
の
花

と
い
う
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
難
波
津
の
歌
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
一
こ
の
和
歌
は

『万
葉
集
」
巻
十
六
に
あ
る
安
積
山

の
歌
と
と
も
に
、
「歌
の
父
母
の
や
う
に
て
ぞ
、
手
習
ふ
人
の
初
め
に
も
し
け
る
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
和
歌
を
連
綿
体

で
書
写
す
る
と
き
、
「さ
く
や
こ
の
は
な
」
と
い
う
重
複
し
た
個
所
に
変
化
を
持
た
せ
な
が
ら
、　
一
つ
の
作
品
と
し
て
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
に
、
書
道
を
習
い
始
め
た
ば
か
り
の
人
に
と
っ
て
は
、
何
か
と
都
合
が
良
い
手
習
歌
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
「
ち
な
み
に
、
「源
氏
物

語
」
の

「若
紫
」
の
巻
で
、
北
山
の
尼
君
は
源
氏
に
対
す
る
返
歌
を
、
若
紫
に
代
わ
り
次
の
よ
う
に
言
っ
て
、
丁
重
に
断
っ
て
い
る
。

難
波
津
を
だ
に
、
は
か
ば
か
し
う
続
け
侍
ら
ざ
め
れ
ば
、
か
ひ
な
く
な
む
。

こ
の
文
脈
は
、
若
紫
が
ま
だ
難
波
津
の
歌
さ
え
満
足
に
書
き
写
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
未
熟
な
姫
君
で
あ



る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「続
け
侍
ら
ざ
め
れ
ば
」
と
は
、
「書
き
侍
ら
ざ
め
れ
ば
」
と
は
違
う
。
す
な
わ
ち
、
和
歌
は
仮
名
を
ほ
ん
ら
い

一
学

一
字
放
ち
書
き
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
糸
が
乱
れ
遊
ぶ
が
ご
と
き
連
綿
体
で
続
け
る
こ
と
が
常
識
で
あ
る
と
い
う
、
平
安
貴
族

に
求
め
ら
れ
た

一
般
認
識
が
表
出
し
た
文
言
と
考
え
ら
れ
る
。
三
仁
の
将
来
し
た

『千
字
文
」
と
い
い
、
ま
た

「難
波
津
」
の
歌
と
い
い
、
何

れ
も
我
が
国
の
書
道
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

「阿
女
都
千
」
が
手
習
い
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
北
畠
親
房

（
一
二
九
二
～
一
二
五
四
）
の

『古
今
集
序
註
」
に
、
「今
の
い
ろ

は
は
四
十
七
字
を
連
て
、
あ
る
べ
き
程
の
文
字
を
つ
く
し
た
れ
ば
、
近
代
は
皆
是
を
な
ら
ふ
。
然
而
無
常
の
歌
な
り
と
て
、
物
忌
な
ど
す
る
人

は
、
今
も
天
地
星
空
な
ど
云
も
の
を
習
な
り
」
と
あ
る
。
似
た
よ
う
な
文
言
は
他
に
も
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
注
視
さ
れ
る
の
は
、
源

順
を
そ
の
作
者
に
擬
せ
ら
れ
る

『宇
津
保
物
語
』
国
譲
上
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
ま
だ
手
習
い
を
始
め
な
い
若
官
の
教
育
を
安
堵
し
た
東
官
妃

あ
て
官
が
、
能
書
家
で
知
ら
れ
た
右
大
将
藤
原
仲
忠
に
そ
の
範
と
な
る
書
を
所
望
さ
れ
た
の
に
応
え
た
有
名
な
場
面
で
あ
る
。
右
大
将
は
手
本

を
黄
、
青
、
赤
の
色
紙
に
書
い
た
の
だ
が
、
そ
の
中

「赤
き
色
紙
に
書
き
て
卯
の
花
に
付
け
た
る
は
、
仮
名
。
初
め
に
は
男
手
に
も
あ
ら
ず
、

女
手
に
も
あ
ら
ず
、
阿
女
都
千
曽
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。
「阿
女
都
千
」
で
は
な
く
、
「阿
女
都
千
曽
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ

の
文
の
意
味
は
、
要
す
る
に
仮
名
文
字
で

「阿
女
都
千
」
を
書
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
男
手
で
も
女
手
で
も
な
い
と
い
う
か
ら
、
は
た

し
て
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
以
前
か
ら
解
釈
の
定
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
中
心
は
、
行
書
か
草
書
か
と
い
う
点
に

絞
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
こ
は
そ
う
い
う
書
体
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
書
風
の
問
題
、
つ
ま
り
単
体
と
し
て
の
放
ち
書
き

か
そ
れ
と
も
遊
糸
連
綿
体
か
と
い
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
平
仮
名
は
連
綿
体
で
続
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
他
方
、
単
体
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
漢
字
は
ふ
つ
う
放
ち
書
き
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
は
仮
名
の
放
ち
書
き
で
も
な
く
、
連
綿
体
で
も
な
い
書
き
表
し
方
、
と
捉
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「阿
女
都
千
」
は

「大
為
が
」
や

「以
呂
波
」
の
歌
の
よ
う
な
、
全
体
が
意
味
を
も
っ
た
歌
謡
の
形
式
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
難
波
津

五



一ハ

や
安
積
山
の
よ
う
に
、
書
道
に
と
っ
て
役
に
立
つ
手
習
歌
で
も
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
「あ
め
」
「
つ
ち
」
以
下
、
二
文
字
か
ら
な
る
名
詞
十
八
個

と
、
日
本
語
ら
し
く
配
列
さ
れ
た
二
～
四
学
の
語
句
と
を
羅
列
し
た
文
字
列
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
書
道
教
育
で
は
、
仮
名
の
放
ち
書
き
か

ら
連
綿
体

へ
と
進
む
途
中
の
段
階
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
二
字
か
、
二
ヽ
四
字
程
度
の
語
句
、
あ
る
い
は
文
字
の
列
な
り
を
続
け
書
き
す
る
練

習
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
も
と
も
と
和
歌
の
体
を
な
し
た
難
波
津
の
歌
や
安
積
山
の
歌
を
い
き
な
り
そ
の
手
本
と
す

る
よ
り
も
、
文
字
列
の

「阿
女
都
千
」
に
よ
っ
た
方
が
、
は
る
か
に
都
合
が
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
右
大
将
が
赤
い
色
紙
に
手
本
を
示
し
た

も
の
と
は
、
実
は
仮
名
で
書
か
れ
た

「阿
女
都
千
」
の
連
字
の
続
け
書
き
で
あ
っ
た
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「阿
女
都
千
」
の
終
り
に
あ
る

「え
の
え
を
」
は
、
ア
行
の
ｏ
と
ヤ
行
常
の
区
別
が
あ
っ
て
、
そ
の
音
韻
観
念
が
二

つ
の
異
な
る
仮
名
文
字
に
反
映
さ
れ
た
も
の
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
す
で
に
論
じ
尽
く
さ
れ
た
感
は
あ
る
が
、
源
順
は
こ
の

「え
」
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
と
考
え
た
ら
よ
０
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
ま
ず
順
自
筆
本

『源
順
集
」
に
つ
い
て
、
そ
の
仮
名
字
母
を
確
認
す

る
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
残
念
な
が
ら
そ
の
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
ま
図
１
と
し
て
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
所
蔵
の
『源
順
集
」
を
テ
ク
ス
に
に
し
て
、
「恋
」
部
八
首
の
う
ち
、
始
め
の
四
首
を
掲
げ
た
。
十
二

帖
裏
面
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
０
４‐
番
と
、　
一
つ
飛
ん
で
お
番
に
、
始
め
と
終
わ
り
に

「え
」
を
置
い
た
和
歌
が
あ
る
。
次
に
、
翻
字
し
た
本

文
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
読
み
場
さ
を
考
え
、
表
記
を
改
め
て
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
υ

４‐
ぇ
も
言
は
で
恋
ひ
の
み
ま
さ
る
我
が
身
か
な

い
つ
と
や
岩
に
生
ふ
る
松
の
え

４３
え
も
堰
か
ぬ
涙
の
涙
の
川
の
は
て
は
て
や
　
し
ひ
て
恋
ひ
し
き
山
は
つ
く
ま
え

都
合
四
ヶ
所
に
置
か
れ
た

「え
」
は
、
何
れ
も
借
字
の

「衣
」
を
崩
し
て
で
き
た
仮
名
文
字
、
す
な
わ
ち
ア
行
の

「え
」
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
ｏ
と
常
の
区
別
が
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
「
初
旬
の

「え
も
言
は
で
」
も

「え
も
堰
か
ぬ
」
も
、
ど
ち
ら
も

文
法
的
に
は
ア
行
の

「え
」
で
あ
る
。
五
句
に
つ
い
て
み
る
と
、

４‐
の

「松
の
え
」
と
は
、
恐
ら
く

「枝
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ヤ
行
の



図1 冷泉家時雨事文庫所蔵

『源順集』の「恋」前半四首

「え
」
を
置
い
た
こ
と
に
な
る
。

４３
の

「山
は
つ
く
ま
え
」
と
は
意
味
そ
の
も
の
が
不
明
で
あ
る
。
官
内
庁
書
陵
部

『歌
仙
集
』
（函
五

一
一
二
し

電
群
書
類
従
村
な
ど
、
多
く
の
テ
ク
ス
ト
は
こ
の
部
分
を

「山
は
つ
く
ば
え
」
と
校
訂
す
る
。
「
つ
く
ば
」
と
は
３
番
に
筑
波
山
が
出
て
く
る
の

で
、
こ
こ
も

「山
は
筑
波
」
を
連
想
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
意
味
不
明
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
参
考
ま
で
に
、
こ
の

時
雨
亭
文
庫
本
と
同
系
統
に
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部

『続
小
草
内
和
歌
』
（函
五
〇

一
・
四
九
）
は
、
江
戸
時
代
の
書
写
に
成
る
も
の
で
あ
る
が
、

七



八

４‐
ゑ
も
言
は
で
恋
ひ
の
み
ま
さ
る
我
身
か
な
　
い
つ
と
は
岩
に
思
ひ
松
の
枝

慇
え
も
堰
か
ぬ
涙
の
川
の
は
て
は
て
や
　
し
ひ
て
恋
ひ
し
き
山
は
つ
く
ば
江

と
あ
る
。
こ
の
本
文
は
、

４‐
番
に
フ
行
の

「ゑ
」
と
ヤ
行
の

「え
」
（枝
）、
お
番
に
ア
行
の

「え
」
と
ヤ
行
の

「え
」
（江
）
を
置
い
て
い
る
が
、

ア
・
ヤ
一
フ
行
に
わ
た
っ
て
、
ｏ
も
常
も
、
そ
し
て
ま
た
■
●
さ
え
も
音
韻
的
な
区
別
が
な
か
っ
ｉ
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
、
興
味
深
い
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
。

幸
か
不
幸
か

『源
順
集
」
つ
伝
本
は
そ
う
多
く
な
ぐ
、
ま
た
伝
本
に
よ
っ
て
表
記
の
食
い
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
「阿
女
都
千
」
に
従

っ
て

四
十
八
首
を
並
べ
る
と
い
っ
た
構
成
原
理
を
は
じ
め
、
和
歌
の
内
容
そ
の
も
の
に
大
差
な
い
。
そ
し
て
、
確
か
に
順
自
筆
本
は
伝
わ
ら
な
い
の

は
残
念
で
あ
る
が
、
何
れ
の
伝
本
も

「え
も
言
は
で
」
「え
も
堰
か
ぬ
」
と
同
じ
語
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
こ
の

「え
」
を
異
な
る
音
と
し

て
、
す
な
わ
ち
ｏ
と
７
を
き
ち
ん
と
区
別
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。　
一
方
、
音
韻
観
念
は
と
も
か
く
、
異
な
る
文
字
と
し
て
は
ど
う
で

あ
っ
た
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
仮
名
字
母
が
確
認
で
き
な
い
以
上
、
区
別
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
こ
こ
で
明
快
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
お
よ
そ
文
字
列
で
あ
っ
て
も
歌
謡
で
あ
っ
て
も
、　
一
つ
の
文
字
と
し
て
の
役
割
が
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
の
箇
所
だ
け
欠
字

に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
は
、
同
じ
誦
文
で
あ
っ
て
も
い
五
十
音
図
の
よ
う
な
日
本
語
音
を
解
釈
し
、
こ
れ
を
体
系
的
に
示
そ
う
と

し
た
音
の
図
表
と
は
本
質
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
あ
れ
だ
け
盛
隆
を
極
め
た

「以
昌
波
」
歌
が
の
ち
に
廃
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
ま
さ

に
こ
の
こ
と
が
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
ひ
と
つ
言
え
る
こ
之
は
、
源
順
は
、
す
で
に
あ
っ
た
文
字
列
の

「阿
女
都
千
」
四
十
八
文
字
に

従
っ
て
、
こ
れ
を
六
つ
の
部
立
て
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
沓
冠
の
和
歌
八
首
ず
つ
を
配
置
し
た
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。



一二

『
口
遊
』

の
大
為
ホ

源
順
の
優
秀
な
弟
子
の
一
人
に
源
為
憲

（？
～

一
〇

一
一
）
が
い
る
。
彼
も
ま
た
、
順
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
博
学
多
識
と
世
に
そ
の
名
が
知

れ
た
学
者
肌
の
歌
人
で
あ
る
。
冷
泉
院
の
第
二
皇
女
尊
子
内
親
王
の
た
め
に
、
仏

・
法

・
僧
の
三
宝
を
わ
か
り
や
す
く
説
い
た

『三
宝
絵
』
は
、

仏
教
説
話
集
の
代
表
的
な
著
作
で
あ
る
。
ま
た
、　
一
方
、
藤
原
為
光
の
子
、
松
尾
君

（
の
ち
の
藤
原
誠
信
）
の
た
め
に
、　
一
般
教
養
の
基
礎
と

も
言
う
べ
き
漢
詩
の
押
韻
規
則
、
寺
院

・
橋
、
年
中
行
事
、
掛
け
算
九
九
、
宮
廷
門
な
ど
、
都
合
十
九
の
部
門
に
わ
た
っ
て
詳
説
し
た

『
口
遊
』

と
い
う
著
書
も
残
し
て
い
る
。
こ
の
書
に
は
天
禄
元
年

（九
七
〇
）
の
序
文
が
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
所
在
が
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

名
古
屋
市
大
須
の
真
福
寺
が
所
有
す
る
弘
長
三
年

（
一
二
六
三
）
の
写
し

一
本
だ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
「口
遊
』
の
な
か
の

「書
籍
門
」
と
い
う
部
門
に
は
、
ま
だ
読
み
書
き
が
で
き
な
い
松
尾
君
に
、
日
に
出
し
て
誦
え
る
こ
と
で
す
べ
て

の
仮
名
文
字
を
覚
え
さ
せ
よ
う
ｔ
し
た
誦
句
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
世
に
い
わ
ゆ
る

「大
為
が
」
の
歌
と
い
う
誦
文
で
あ
る
。
原
文
は
図
２
の
よ

う
に
、
句
切
れ
を
置
か
ず
、
借
字
を
用
い
て
、
三
行
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
翻
字
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

大
為
が
伊
天
奈
徒
武
和
礼
遠
曽
支
美
女
須
土
安
佐
利

比
由
久
也
末
之
呂
乃
宇
知
恵
倍
留
古
良
毛
波
保
世
与
衣

不
祢
加
計
奴
　
謂
之
供
名

文
字

最
後
の

「供
名
」
と
は

「借
名
」
を
大
胆
に
崩
し
た
筆
跡
と
思
わ
れ
る
。
誤
字
で
は
な
い
。
為
憲
は
異
な
る
四
十
六
個
す
べ
て
の
借
字
を
掲

出
し
、
こ
れ
ら
を
借
名
文
字
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
十
六
種
類
の
借
字
か
ら
な
る
文
字
列
は
、　
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
五
七
調
四
旬
か
ら
な

る
歌
謡
の
よ
う
に
読
め
な
く
も
な
い
が
、
と
に
か
く
意
味
の
理
解
が
容
易
で
な
い
。
ま
た
、
韻
律
的
に
見
て
、
四
句
目
の

「安
佐
利
比
由
久
」

九



○

と
八
句
目
の

「衣
不
祢
加
計
奴
」
は
、
字
足
ら
ず
に
な
っ
て
い
る
。
実
は
こ
の
誦
文
の
存
在
に
気
づ
い
て
初
め
て
世
に
紹
介
し
た
人
は
大
矢
透

で
あ
っ
て
、
彼
は
こ
の
誦
文
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
解
釈
を
試
み
て
い
る
。

田
居
二
出
デ
。
菜
摘
ム
我
フ
ゾ
。
君
召
ス
ト
。
求
食
り
追
ヒ
往
ク
。
山
城
ノ
。
打
酔

ヘ
ル
児
ラ
。
藻
干
セ
ヨ
。
得
船
繋
ケ
ヌ
。

こ
の
読
解
文
の
う
ち
、
「安
佐
利
比
由
久
」
の
と
こ
ろ
は
意
味
を
成
さ
な
い
の
で
、
彼
は
、
「利
」
と

「比
」
の
間
に
ア
行
の

「オ
」
が
脱
落
し

た
も
の
と
み
な
腱
、
こ
こ
に

「お
」
を
表
す
借
字
を
補
読
す
る
こ
と
で
、
「求
食
り
追
ヒ
往
ク
」
と
解
釈
で
き
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
五
七

調
を
基
調
と
す
る
歌
謡
に
あ
っ
て
、
こ
こ
が
六
字
に
な
っ
て
い
る
の
は
破
格
で
あ
る
し
、
「
い
ろ
は
」
歌
の
四
十
七
文
字
と
比
べ
て
、
「お
」

一
字

が
欠
如
し
て
い
る
の
も
、
異
な
る
す
べ
て
の
借
字
を
書
き
出
す
誦
文
と
し
て
は
異
質
で
あ
る
。
図
２
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
通
り
、
改
行
の
際
に

図2 真福寺所蔵

『目遊』の『書籍F5」 にある「大為ふJ



生
じ
た
脱
字
と
も
考
え
ら
れ
る
。
欠
字
と
い
う
点
で
は
ヤ
行
の

「え
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
「阿
女
都
千
」
四
十
八
文
字
に
あ
っ
た

「え
」

一

字
の
欠
如
も
、
も
う

一
ク
所
字
足
ら
ず
に
な
っ
て
い
た

「得
船
繋
ケ
メ
」
の
中
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
「お
」
の
補
読
も
中
途
半
端
な
措
置

だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

小
松
英
雄
は
、
八
句
日
の

「得
船
繋
ケ
ヌ
」
が
意
味
は
通
じ
る
も
の
の
、
「安
佐
利
比
由
久
」
と
と
も
に
字
足
ら
ず
で
あ
り
、
し
か
も
打
ち
消

し
の
終
止
形

「ず
」
で
は
な
く
、
連
体
形
の

「ぬ
」
で
あ
る
こ
と
に
別
の
解
釈
が
で
き
る
考
え
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
小
松
に
よ
れ
ば
、
「得
船

繋
ヶ
メ
」
の

「得
」
は
ア
行
の

「え
」
で
あ
り
、
も
し

「ぬ
」
の
次
に
何
か
名
詞
が
立
つ
と
す
れ
ば
、
ヤ
行
の

「え
」
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ず
、

海
や
湖
の
入
り
込
ん
だ
名
詞
の

「江
」
を
想
定
す
る
こ
と
が
穏
当
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「大
為
が
」
を
考
え
る
上
で
た
い

へ
ん
重
要
な
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
行
の

「お
」
や
ヤ
行
の

「え
」
の
欠
落
が
、
為
憲
自
ら
の
不
注
意
や
誤
認
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
意
図
的
な
も
の
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
ｏ
と
日
ｏ
、
そ
れ
に
の
と
Ｗ
を

「区
別
し
て
使
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の

区
別
が
理
解
で
き
た
も
の
と
推
定
し
て
お
い
て
よ
い
」
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
そ
の
上
に
立
て
ば
、
も
と
も
と

「大
為
が
」
は

「阿
女
都
千
」

と
同
じ
く
四
十
八
字
で
あ
っ
た
可
能
性
さ
え
否
定
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「得
船
繋
ケ
メ
」
を
ヤ
行
の

「え
」
の
欠
如
と
考
え
て
、
「得
船
繋
ケ
メ
江
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
興
味
深
い
説
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
十

一
世
紀
以
降
、
ｏ
は
常
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
進
む
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ア
行
の
ｏ
を
吸
収
し
て
い
く
牽
引
力
を
も
っ
た
ヤ
行
の

７
の
方
が
脱
落
す
る
、
と
い
う
の
は
事
実
と
異
な
る
。
も
ち
ろ
ん

「得
」
は
文
法
的
に
考
え
た
場
合
の
ア
行
の
副
詞
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
を

常
と
発
音
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
し
、
八
句
目
は

「ふ
ね
か
け
ぬ
え
」、
す
な
わ
ち

「船
繋
ケ
メ
江
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
ま
っ
た

く
な
い
と
は
言
え
な
い
。

何
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
措
置
を
施
す
こ
と
で
、
こ
の
誦
文
の
意
味
も
ひ
と
ま
ず
は
通
る
。
も
っ
と
も
、
「田
居
に
出
で
て
」
「菜
摘
む
」
「我

を
」
「君
召
す
と
」
「山
城
の
」
「う
ち
酔

へ
る
」
「子
ら
」
「藻
は
」
「干
せ
よ
」
「え
船
繋
け
ぬ
」
な
ど
、
断
片
的
に
わ
か
る
部
分
は
あ
っ
て
も
、
そ

〓



一
二

こ
に
歌
謡
と
し
て
の
一
貫
し
た
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
ｔ
に
変
わ
り
は
な
い
が
。
ど
こ
ろ
が
、
も
し

「お
」
や

「え
」
の

欠
如
が
、
小
松
の
言
う
よ
う
に
、
為
憲
の
あ
え
て
意
図
し
た
上
で
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
日
本
語
史
の
ど
ん
な

事
実
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
視
点
に
立

っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
世
紀
の
末
頃
ま
で
、
例
え
ば
動
詞
の

「起
く
」
は
ｏ
ざ
と
発
音
さ
れ
た
の
で

「お
く
」
と
書
か
れ
、
花
を

「折
る
」
は
どで０
●

と
発
音
さ
れ
た
の
で

「を
る
」
と
書
か
れ
た
。
「お
」
は
ｏ
、
「を
」
は
く
ｏ
を
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
語
の
音
節
は
子
音
十
母

音
を
基
本
と
す
る
の
で
ヽ
母
音
連
続
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る

「お
」
が
語
中
に
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
従

っ
て
、
例
え
ば
語
頭
に
限
っ
て
調

べ
て
み
る
と
、
「お
」
が
立
つ
も
の
に
は
、

起
く
、
音
、
降
る
、
押
す
、
思
ふ
、
老
ゆ
、
仰
す
、
追
ふ
、
起
く
、
奥
…

な
ど
が
あ
り
、
「を
」
が
立
つ
も
の
に
は
、

折
る
、
岡
、
荻
、
幼
し
、
治
む
、
教
ふ
、
男
、
終
は
る
、
を
か
し
、
情
し
…

な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
表
記
上
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
語
中
に

「を
」
が
く
る
例
と
し
て
は
、

薫
る
、
十

（と
を
）、
悼
、
青
し
、
魚

（
い
を
）、
婦

（た
を
）
や
か
な
り
、
氷
魚

〈ひ
を
）、
‥

な
ど
が
あ
る
が
、
ご
く
少
数
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
立
つ
な
ら
、
「求
食
り
追
ヒ
往
ク
」
の
個
所
に

「お
」、
す
な
わ
ち
借
字
の

「バ
」
を
補
読

す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
「阿
閣
梨
、
追
ヒ
往
ク
」
と
解
釈
す
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
語
中
に
あ
た
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
十

一

世
紀
初
め
頃
の
文
献
か
ら
、
そ
れ
ま
で

「を
」
と
書
か
れ
た
語
に

「お
」
を
用
い
、
「お
」
と
書
か
れ
た
語
に

「を
」
を
用
い
る
と
い
つ
た
例
が

目
立
ち
始
め
る
。
ア
行
の
ｏ
と
フ
行
の
■
ｏ
は
発
音
上
の
区
別
を
な
く
し
、
ｏ
が
ヨ
ｏ
に
吸
収
さ
れ
る
方
向
で
変
化
が
進
ん
だ
と
考
え
ち
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
「日
遊
」
に
お
け
る
ア
行
の

「お
」
の
欠
落
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
頃
す
で
に
発
音
の
変
化
が
始
ま
っ
て
い
た
重
要
な
証
拠
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
「お
」
の
欠
落
が
‘
ｏ
に
吸
収
さ
れ
た
結
果
と
み
る
な
ら
、
な
ぜ
次
の

「
い
ろ
は
」
歌
に
な
る
と
、



「有
為
の
奥
山
」
と

「お
」
が
再
び
浮
上
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
為
憲
は
ｏ
と
言
ｏ
の
区
別
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
か
、

あ
る
い
は
理
解
は
で
き
た
が
、
仮
名
文
字
の
体
系
と
い
う
認
識
に
は
立
た
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
で
も
う
少
し
突
っ
込

ん
で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

「口
遊
」
で
は
大
為
示
を
あ
げ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
な
文
言
を
付
記
し
て
い
る
。

今
案
世
俗
誦
日
阿
女
都
千
保
之
曽
里
女
之
訛
説
也
　
此
誦
為
勝

お
そ
ら
く

「今
案
ズ
ル
ニ
、
世
俗
誦
シ
テ
阿
女
都
千
保
之
曽
フ
日
フ
。
里
女
ノ
訛
説
ナ
リ
。
此
ノ
誦
、
勝
ン
タ
リ
ト
ス
。」
と
読
む
の
で
あ
ろ

う
。
『
口
遊
」
で
は
他
の
部
門
に

「今
案
」
と
断
っ
た
う
え
で
、
自
ら
の
考
え
を
述
べ
る
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
も
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
も
ま
た
今

一
つ
意
味
が
わ
か
な
い
。
文
意
は
、
為
憲
が
今
案
ず
る
と
し
つ
つ
も
、
世
俗
の
間
で
回
々
に
唱
え
ら
れ
る

「阿
女
都
千

保
之
曽
」
に
く
ら
べ
、
「大
為
か
」
の
方
が
格
段
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
為
憲
が

「大
為
が
」
を
作

っ
た
と
す
れ
ば
自
画
自

費
で
あ
る
し
、
他
の
誰
か
が
作
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
賛
意
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「阿
女
都
千
保
之
曽
」
と
は
、
「阿
女

都
千
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「大
為
が
」
が

「阿
女
都
千
」
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
作
ら
れ
た
誦
文
で
あ
る

こ
と
は
疑
う
余
地
も
な
い
が
、
問
題
は

「阿
女
都
千
」
と
い
う
そ
の
呼
び
方
で
あ
る
。
標
題
そ
れ
自
体
は
な
ん
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

中
身
が
も
と
も
と
二
字
、
あ
る
い
は
二
～
四
字
か
ら
な
る
連
字
を
並
べ
た
文
字
列
で
あ
る
た
め
、
「あ
め

，
ち
」
に
続
く

「ほ
し
そ
ら
」
は
、
「そ

ら
は
し
」
と
唱
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
七
字
句
切
れ
で
読
め
ば

「あ
め
つ
ち
は
し
そ
」
で
あ
り
、
五
字
句
切
れ
で
読
め
ば

「阿
女
都
千
曽
」

で
あ
る
。
長
元
年
間

〈
一
〇
二
八
～

一
〇
三
七
）
年
に
成
立
し
た

「加
茂
保
憲
女
集
』
に
は
、

ま
れ
に
あ
ふ
暁
の
。
な
み
だ
を
お
と
し
た
る
露
を
あ
つ
め
て
。
う
つ
ぶ
し
ふ
み
を
か
き
は
じ
め
け
る
よ
り
な
む
。
あ
め
つ
ち
星
そ
ら
と
云

ひ
け

る
も
と
に
は
し
け

る

は
、
「あ
め
つ
ち
ほ
し
そ
ら
」
と
呼
ん
で
い
る
し
、
ま
た
平
安
初
期
の

『宇
津
保
物
語
」
国
譲
上
に
、
右
大
将
殿
が
孫
王
の
君
に
書
の
手
本
と
し

一
一一一



一
四

て
書
い
た
連
字
を

「阿
女
都
千
曽
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
「そ
」
を
文
末
に
お
け
る
断
定
の
終
助
詞

「ぞ
」

と
読
め
な
く
も
な
い
が
、
「阿
女
都
千
」
を
指
す
と
き
だ
け

「ぞ
」
が
く
る
、
と
い
う
の
も
い
さ
さ
か
変
な
話
で
あ
る
。

さ
て
、
「里
女
之
訛
説
」
と
は
か
な
り
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
。
で
は

「阿
女
都
千
」
の
ど
ん
な
点
が
訛
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

も
そ
も
こ
の

「訛
り
」
と
は
、
訛
化
、
音
訛
、
里
訛
、
訛
謬
、
訛
声
、
訛
言
と
い
っ
た
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
京
都
の
標
準
語
音
と
は
異
な
る

地
方
で
の
発
音
の
仕
方
や
ア
ク
セ
ン
ト
を
言

っ
た
も
の
で
あ
る
。
為
憲
は

「阿
女
都
千
」
四
十
八
文
字
の
中
に
、
京
都
で
は
話
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
訛
化
し
た
音
韻
を
そ
こ
に
聞
き
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「お
ふ
せ
よ
え
の
え
を
」
に
み
る
常
に
対
す
る
ｏ
、
及
び
Ｊ
δ
に
対
す
る
ｏ
が
そ
れ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
口
頭
で
暗
唱
す
る
こ
と
で
標
準
的
な
国
語
音
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
際
に
、
田
舎
住
み
の
女
が
話
す
よ
う
な
訛
り
、は
弊

害
に
こ
そ
な
れ
、
け
し
て
教
育
的
効
果
を
あ
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
為
憲
の
不
満
は
、
恐
ら
く
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

も
と
も
と

「阿
女
都
千
」
は
、
異
な
る
す
べ
て
の
仮
名
文
字
を
書
き
出
す
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
っ
て
、
日
本
語
の
音
節
を
網
羅
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
は
な
い
。
従

っ
て
、
為
憲
の
批
判
が
あ
た
っ
て
い
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
『口
遊
」
に
お
け
る

「お
」
の
欠
落
は
、
単

な
る
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
彼
の
こ
う
し
た
批
判
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
十
世
紀
の
後
半
は
、
ア

行
の
ｏ
や
ｏ
が
日
本
語
の
音
韻
体
系
か
ら
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
日
本
語
音
と
し
て
理
解
し
て
い

る
者
も
い
た
こ
と
を
逆
に
推
測
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
０

四
　
『金
光
明
最
勝
王
経
音
義
』

の

「以
呂
波
」

十
世
紀
後
期
以
降
い
日
本
語
の
音
韻
体
系
か
ら
ｏ
や
ｏ
が
消
失
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
で
ア
行
の

「お
」
で
書
き
表
さ
れ
た
音
節
が
■
ｏ
と
発

音
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。
と
同
時
に
、
ア
行
の

「え
」
と
ヤ
行
の

「え
」
も
常
に
統
合
す
る
こ
と
で
、
ｏ
ｔ
の
音
韻
的
な
区
別
を
な
く



し
、
ま
た
文
字
上
の
書
き
分
け
も
な
く
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「阿
女
都
千
」
や

「大
為
が
」
と
い
っ
た
誦
文
を
解
釈
す
る
こ
と

で
推
測
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
作
ら
れ
た

「以
呂
波
」
歌
か
ら
は
ど
ん
な
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。

「以
呂
波
」
歌
が
文
献
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
承
暦
三
年

（
一
〇
七
九
）
に
抄
了
の
奥
書
を
も
つ

『金
光
明
最
勝
王
経
音
義
」
で
あ
る
。

「大
為
が
」
か
ら

一
〇
九
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
編
の
几
例
と
も
い
う
べ
き
頁
に
、
「先
可
知
所
付
借
字
」
と
し
て
借
字
で
書
い

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
奥
書
き
の

「音
訓
等
用
借
字
大
底
付
之
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
あ
っ
て
、
本
編
に
お
い
て
語
旬
の
音
や
訓
を
示
す

に
は
こ
こ
に
あ
げ
た
借
字
を
使

っ
て
示
す
の
で
、
ま
ず
こ
れ
に
つ
い
て
理
解
す
る
よ
う
に
求
め
た
文
言
で
あ
る
。
た
だ
し
、
も
と
も
と

「諸
行

無
常
、
是
生
滅
法
、
生
滅
々
已
、
寂
滅
為
楽
」
と
い
っ
た

『大
般
涅
槃
経
』
の
中
に
あ
る
優
の
意
味
を
、
七
五
調
四
句
を
韻
律
と
す
る
今
様
歌

に
翻
訳
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
が
、
都
合
四
十
七
字
を
七
字
ず
つ
に
区
切
り
、
六
行
と
残
り
の
五
字
を
足
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

，ど
」
で

は
借
字

一
覧
を
示
す
こ
と
が
本
旨
で
あ
り
、
手
習
い
を
目
的
と
し
た
歌
謡
と
か
仏
教
の
法
文
歌
を
示
す
と
か
、
そ
う
い
っ
た
目
的
で
は
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
罫
線
も
引
か
ず
に
前
後
左
右
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
書
写
し
た
美
し
さ
は
音
の
図
表
さ
え
連
想
さ
せ
る
が
、
恐
ら
く
そ
う
い
っ

た
目
的
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
興
味
は
、
大
字
で
書
い
た
借
字
の
右
下
に
そ
れ
と
同
じ
音
を
表
す
小
字
が
置
か
れ
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

未
墨
で
声
点
を
差
し
て
い
る
こ
と
に
注
が
れ
る
。
た
だ
し
、
小
学
が
付
い
て
い
な
い
も
の
や
左
右
に
二
ヶ
所
あ
る
も
の
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
声

点
が
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
も
あ
る
。

大
字
と
小
学
の
声
点
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
平
声
と
上
声
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
大
字
が
平
声
な
ら
小
字
は
上
声
、
大
字
が
上
声
な
ら
小

字
は
平
声
と
い
っ
た
よ
う
に
、
互
い
に
異
な
つ
た
声
調
を
示
す
ベ
ア
ー
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
学
も
小
学
も
使
用
頻
度

に
優
劣
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
図
３
で
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
借
字
の

「ま
」
「け
」
「ふ
」
「め
」
「し
」
「ゑ
」
「も
」
に
つ
い
て

は
、
小
学
が
左
右
に
二
ヶ
所
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
大
字
を
Ａ
、
右
下
の
小
字
を
Ｂ
、
左
下
の
小
字
を
Ｃ
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
声
調
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
五
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図3 大東急記念文庫所蔵

『金光明最勝王経音義』の「以呂波」

Ａ
　
大

字

万

（平
声
）

計

（平
声
）

不

（上
声
）

Ｂ
　
右
下
の
小
字

末

（平
声
）

介

（平
声
〉

布

（平
声
）

Ｃ
　
左
下
の
小
字

麻

（上
芦
）

気

（上
声
）

符

〈ナ
シ
〉



ひ ゑ じ め

女

（上
声
）
　
　
　
　
　
馬

（平
声
）
　
　
　
　
　
面

（平
声
）

之

（上
声
）
　
　
　
　
　
士心
（平
声
）
　
　
　
　
　
士

〈ナ
シ
〉
欠
損

恵

（平
声
）　
　
　
　
　
　
会

（平
声
）　
　
　
　
　
　
廻

（上
声
）

比

（平
声
）
　
　
　
　
　
皮

（平
声
）
　
　
　
　
　
非

（上
声
）

も
　
　
　
毛

（上
声
）
　
　
　
　
　
文

（上
声
）
　
　
　
　
　
裳

（平
声
）

「ふ
」
「め
」
「し
」
の
Ａ
と
Ｂ
に
は
異
な
る
声
点
が
付
い
て
い
る
の
で
、
こ
こ
は
う
ま
く
対
応
で
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
の
借
字
は
不

要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「符
」
に
は
声
点
そ
の
も
の
が
な
い
が
、
問
題
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
実
は
大
字
の

「和
」
に
も

声
点
が
付
い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
小
学
の

「王
」
に
平
声
が
あ
る
の
で
、
こ
の
理
屈
で
行
け
ば
、
「和
」
は
む
ろ
ん
上
声
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

残
り
の

「ま
」
「け
」
「ゑ
」
「ひ
」
「も
」
に
つ
い
て
は
、
今
度
は
逆
に
Ａ
ま
た
は
Ｂ
が
不
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
声
点
が
付
い

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
大
字
が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
の
方
が
不
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
Ｃ
が
対
応
す

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
Ｃ
を
使

っ
た
例
は
ヽ
た
だ

「膝
」
（６
ウ
５
）
の
和
訓
と
し
て
上
声
の

「非
」
を
用
い
た
、
「非
□
」
と

す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
通
り
、
大
字
と
小
字
は
互
い
に
異
な
る
声
調
を
表
す
ペ
ア
ー
な
わ
け
で
あ
る
が
、
た
だ

一
つ
だ
け
例
外
的
に
小
学
が
付
い
て
い

な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が

「有
為
の
奥
山
」
の

「お
」
で
あ
る
。
図
４
及
び
図
５
の
と
お
り
、
借
字
の

「於
」
に
は
小
学
が
付
い
て
い
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
■
対
し
て
、
「を
」
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
大
学
に

「乎
」
（上
声
）
と
小
学
に

「遠
」
〈平
声
）
が
ペ
ア
ー
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
奥
書
き
に

「只
今
無
清
書
欺
追
々
引
勘
字
書
可

一
定
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
音
義
そ
の
も
の
が

ま
だ
下
書
き
の
段
階
で
あ
っ
て
、
何
れ
清
書
す
る
予
定
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
あ
る
い
は
不
注
意
に
よ
る
欠
如
と
考
え
ら
れ

な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
標
示
が
十

一
世
紀
後
期
頃
の
ｏ
と
‘
ｏ
の
関
係
が
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考

一
七



一
八

え
て
い
る
。

藤
原
定
家

（
一
一
六
二
～

一
二
四

一
）
の
著
作
と
言
わ
れ
る

『下
官
集
』
含
僻
案
』
と
も
）
は
、
歌
集
や
物
語
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
草
子
を
書

写
す
る
う
え
で
の
約
束
事
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
『下
官
集
』
で
取
り
上
げ
た
仮
名
の
書
き
分
け
は
、
文
永
本
、
定
家
本
に
つ
い
て
言
う
と
、

「え
」
「
全

「ゑ
」
の
項
目
と
、
「
い
」
「ひ
」
「ゐ
」
の
項
目
、
そ
れ
に

「お
」
と

「を
」
の
項
目
に
及
ん
で
い
る
。
「お
」
と

「を
」
の
書
き
分
け

に
つ
い
て
は
、
大
野
晋
に
優
れ
た
研
究
成
果
が
あ
っ
て
、
旧
草
子
に
見
え
る
表
記
を
採
用
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
当
時
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、

定
家
は
当
時
、　
一
つ
の
音
に
帰
し
て
い
た
オ
の
音
を

「於
」
と

「を
」
と
で
書
き
分
け
る
の
に
、
低
く
平
ら
な
調
子
の
オ
の
音
節
は

「於
」

の
仮
名
で
書
き
、
高
く
平
ら
な
調
子
の
オ
の
音
節
は

「を
」
の
仮
名
で
書
く
こ
と
に
定
め
て
い
た
。

と
述
べ
る
。
上
に
も
述
べ
た
通
り
、
「お
」
が
語
中
に
立
つ
こ
と
は
母
音
が
連
続
す
る
こ
と
に
な
り
、
基
本
的
に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
原
則
か

ら

『金
光
明
最
勝
王
経
音
義
」
を
考
え
て
み
た
場
合
、
語
頭
に
立
つ

「お
」
は
い
か
な
る
場
合
も
低
く
平
ら
な
平
声
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

一
つ
の
借
字
を
書
い
て
お
く
だ
け
で
よ
い
。
そ
れ
が
借
字
の

「於
」
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「を
」
は
語
頭
に
も
ま
た
語
中
に
も
立
ち
う
る
こ

図 4
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と
か
ら
、
平
声
も
上
声
も
と
も
に
用
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
平
声
で
あ
れ
ば

「乎
」
で
あ
り
、
上
声
で
あ
れ
ば

「遠
」
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
対
応
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
本
編
に
お
け
る
実
例
を
検
証
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
ア
行
の

「お
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

症
　
於
不
之

（上
上
上
）

３
ウ
４

溺
　
た
保
ゝ
流

（上
上
上
平
）

４
オ
５

織
　
於
留

（上
平
）

３
ウ
５

と
、
何
れ
の
例
も
語
頭
に

「於
」
を
置
き
、
こ
れ
を
上
声
と
し
て
い
る
例
が
す
べ
て
で
あ
る
。
「於
」
は

「以
呂
波
」
で
は
平
声
と
さ
れ
た
借
字

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
適
合
さ
れ
て
い
る
と
言
い
難
い
。
た
だ
し
、
小
松
英
雄
に
よ
れ
ば
、
「以
呂
波
」
の
大
学
に
付
け
ら
れ
た
声

点
の
、
平
声
と
上
声
の
数
は
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
配
置
は
七
字
区
切
り
に
し
た
場
合
に
、　
一
行
と
し
て
同
じ
行
が
生
じ
な
い
よ
う
な
、
あ
る
規

則
性
を
伴
っ
た
韻
律
を
標
示
し
て
い
る
の
“
、
例
え
ば
下
降
調
の
東
声
を
表
ナ
ル
が
本
編
の
中
に
事
実
あ
る
よ
う
膊
、
も
し
本
編
に
お
け
る
声

点
が

「以
呂
波
」
の
そ
れ
と
食
い
違
う
こ
と
が
起
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
取
り
立
て
て
問
題
に
す
べ
き
事
例
と
は
言
え
な
い
。
む

し
ろ
不
審
な
の
は
、
な
ぜ
語
頭
の

「お
」
を
上
声
と
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
フ
行
の

「を
」
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

岳
　
乎
加
　
５
オ
５

侵
　
乎
加
須

〈上
上
平
）

３
オ
６

惜
　
乎
志
牟
　
５
オ
ー

怪
　
乎
志
牟
　
７
ウ
５

斧
　
乎
乃
　
９
ウ
５

一
九



と
、
す
べ
て
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
は
適
合
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
声
点
を
付
け
た
例
は
わ
ず
か

の
例
で
は
語
頭
に

「乎
」
を
置
き
上
声
と
し
て
、
こ
れ
は

「以
呂
波
」
に
お
け
る
指
示
と
も
、
ま
た

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
語
中
で

「を
」
が
使
わ
れ
た
例
や
、
借
字
の

「遠
」
（平
声
）

『金光明最勝王経音義』
の「以呂波Jの 「えJ

６図

こ
の
問
題
に
対
し
て
、
ア
行
の

「え
」
と
ヤ
行
の

「え
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
図
６
を
見
る
と
、
ア
行
の

「え
」
を
表
す
借
字

「衣
」
（上

声
）
と
、
ヤ
行
の

「え
」
を
表
す
借
字

「延
」
（平
声
）
と
が
標
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
大
字
と
小
字
と
は
互
い

に
異
な
る
声
調
の
ペ
ア
ー
で
あ
っ
て
、
本
来
同
音
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「以
呂
波
」
そ
れ
自
体
に

「え
」
が
二
度
出
て
く
る

わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「え
」
が
統
合
さ
れ
た
十

一
世
紀
後
半
の
音
韻
体
系
を
反
映
し
て
い
る
も
の
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
音
義

本
編
か
ら
実
例
を
検
索
す
る
と
、
ヤ
行
の
動
詞

「肥
ゆ
」
に
ヤ
行
の

「え
」
の
借
字

「延
」
を
使
わ
ず
に
、
ア
行
の

「衣
」
を
使

っ
た
、

攘
　
己
衣
太
利
　
７
ウ
４

二
〇

「侵
」

一
例
で
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
こ

『下
官
集
』
の
書
き
分
け
規
則
と
も
適
合

を
使

っ
た
例
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。



が

一
例
あ
る
だ
け
で
あ

っ
た
。

五
　
お
わ
り
に

「阿
女
都
千
」
や

「大
為
が
」
、
ま
た

「以
昌
波
」
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
仮
名
を
欠
落
も
せ
ず
重
複
も
さ
せ
な
い
誦
文
を
大
矢
透
は
一
括
し

て
手
習
詞
歌
と
呼
ん
だ
。
五
十
音
図
が
日
本
語
の
音
韻
に
一
種
の
解
釈
を
加
え
、
体
系
的
な
音
の
図
表
に
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
区
別

し
て
手
習
詞
歌
と
呼
ん
だ
意
味
は
大
き
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
手
習
い
に
使
わ
れ
た
証
拠
は
あ
っ
て
も
、
手
習
い
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た

証
拠
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
誦
文
が
作
ら
れ
た
経
緯
も
目
的
も
、
ま
た
発
生
の
時
と
場
所
も
み
な
異
な
っ
て
お
り
、
誦
文
を
時
系
列
的
に
並
べ
、

仮
名
文
字
の
数
や
構
成
原
理
を
問
題
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
日
本
語
史
に
と
っ
て
確
か
な
情
報
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
観
点
に
立
っ

て
本
論
文
で
は
、
『源
順
集
」
の

「阿
女
都
千
」
と

『回
遊
』
の

「大
為
示
」
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誦
文
の
成
立
に
関
わ
る
経
緯
や
構

成
原
理
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
日
本
語
音
の
ｏ
と
お
、
及
び
ｏ
と
ヨ
ｏ
の
違
い
が
ど
う
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
私
見
を
述
べ
て
み
た
。

大
矢
透

『音
図
及
手
習
詞
歌
考
』

一
九

一
八
年
八
月
、
三
二
頁
～
五
三
頁
。
引
用
は
中
田
祝
夫
の
解
題
を
つ
け
た
復
刻
版

一
九
六
九
年
二
月
に
よ
る
。

小
松
英
雄

「
い
ろ
は
う
た
―
日
本
語
史

へ
の
い
ざ
な
い
―
』

一
九
七
九
年
十

一
月
、　
一
〇
五
頁
～

一
〇
六
頁
に
よ
る
。

佐
伯
梅
友

「日
本
古
典
文
学
大
８
　
古
今
和
歌
集
』

一
九
五
八
年
二
月
に
よ
る
。
た
だ
し
、
読
み
易
く
表
記
を
改
め
て
引
用
し
た
。

二

一

3   2   1



山
岸
徳
平

『日
本
古
典
文
学
大
系
１４
　
源
氏
物
語
一
』
一
九
五
八
年

一
月
に
よ
る
。
た
だ
し
、
読
み
易
く
表
記
を
改
め
て
引
用
し
た
。

「続
群
書
類
従
』
第
十
六
輯
下
に
よ
る
０
た
だ
し
、
読
み
易
く
表
記
を
改
め
て
引
用
し
た
。

10987654
で
、
本
論
文
で
は
図
は
省
略
し
、
本
文
の
翻
字
の
み
と
す
る
が
、
読
み
易
く
表
記
を
改
め
て
引
用
し
た
。

（■
）

図
は
、
古
典
保
存
会
編

『口
遊
』
複
製
本

一
九
二
五
年
十
一
月
に
よ
っ
て
引
用
し
た
。

（‐２
）

注
１
文
献
、
三
一
喜
泉
～
五
三
頁
に
よ
る
。

（‐３
）

す
で
に
塙
保
己
一
の
校
訂
し
た

『口
遊
」
が

「群
書
類
従
』
九
二
〇
巻
に
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
塙
は

「安
佐
利
□
比
由
久
」
と
、
「お
」

一
字
を
欠
字
に
し
て

本
文
を
確
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
矢
透
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
注
１
文
献
に
お
い
て
、
真
福
寺
本
は
全
体
に
誤
脱
が
多
い
と
し
た
う
え
で
、
「此
の
歌
の
如

き
も
、
安
佐
利
於
比
由
久
と
あ
る
べ
き
を
、
於
の
一
字
を
脱
し
」
（五
五
買
）
と
論
じ
る
に
と
と
ま
り
、
そ
れ
以
上
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
。

（・４
）

注
２
文
献

　ヽ
一
三

一
頁
～

一
三
二
頁
に
よ
る
。
た
だ
し
、
初
出
論
文
は

「《大
為
ぶ
歌
》
存
義
」
↑
国
語
学
」
第
九
十
五
号

一
九
七
三
年
十
二
月
）
に
あ
る
。

（‐５
）

注
２
文
献
、
七
四
頁
に
よ
る
。

（‐６
）

勝
山
幸
人

「仮
名

・
分
化
の
軌
跡
―

「難
波
津
」
「安
積
山
」
の
歌
か
ら
文
字
列
の

「阿
女
都
千
」
へ
―
」
（静
岡
大
学
人
文
学
部

「人
文
論
集
」
第
六
こ
の
二

号
、
二
〇

〓

一年

一
月
）

（‐７
）

「群
書
類
従
』
第
十
五
輯
に
よ
る
。
た
だ
し
、
読
み
易
く
表
記
を
改
め
て
引
用
し
た
。

図
は
、
財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編

「冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
十
六
巻
　
平
安
私
家
集
一二

一
九
九
五
年
八
月

（朝
日
出
版
社
刊
）
に
よ
っ
て
引
用
し
た
。

私
家
集
編
Ｉ
歌
集
』

一
九
八
五
年
五
月
に
よ
る
。

新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編

「新
編
国
歌
大
観
第
二
巻

塙
保
己

一
『群
書
類
従
』
第
十
四
輯
に
よ
る
。

注
６
文
献
、
「解
題
」
（日
中
登
）
〓
二
頁
～
三

一
頁
に
よ
る
。

国
文
学
研
究
資
料
館
ホ
Ｌ
ム
ペ
ー
ジ

「電
子
資
料
館
」
Ｆ
ｅ
Ｓ
、ヨ
ヨ
ヨ
昌
ｒ営
」マ
ヴ
樹
８
ヽ

，Ｓ
げ
お
ミ
に
よ
る
。
た
だ
し
転
載
を
禁
止
す
る
旨
の
注
記
が
あ
る
の

一
一二



（‐８
）

河
野
多
麻

『日
本
古
典
文
学
体
系
１２
　
宇
津
保
物
語
三
』

一
九
六
二
年
十
二
月
に
よ
る
。
た
だ
し
、
読
み
易
く
表
記
を
改
め
て
引
用
し
た
。

（‐９
）

図
は
、
古
典
研
究
会
編

『古
辞
書
音
義
集
成
第
十
二
巻
　
金
光
明
最
勝
主
経
音
義
』

一
九
八

一
年
十

一
月

（汲
吉
書
院
刊
）
に
よ
っ
て
引
用
し
た
。

（２０
）

勝
山
幸
人

「悉
曇
章
と
五
十
音
図
」
（静
岡
大
学
人
文
学
部
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー

「ア
ジ
ア
研
究
」
第
七
号
、
二
〇

一
二
年
二
月
）
に
よ
り
、
欠
損
部
は

「坐
」

で
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
「金
光
明
最
勝
王
経
音
義
』
の

「次
可
知
濁
音
借
字
」
に
は
、
清
音
の
直
音
に
対
す
る
濁
音
の
清
音
が
五
十
音
順
に
標
示
さ
れ
て

い
る
が
、
ザ
行
に
あ
た
る
借
字
と
し
て
は
、
「坐
」
「自
事
」
「受
」
「是
」
「増
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（２‐
）

大
野
晋

「仮
名
遺
の
起
源
に
つ
い
て
」
全
国
語
と
国
文
学
」

一
九
五
〇
年
十
二
月
）。
引
用
は

『仮
名
遣
と
上
代
語
」

一
九
八
二
年
二
月
、
二
一
頁
に
よ
る
。

（２２
）

和
訓

・
字
音
の
注
記
は
筆
跡
や
加
筆
時
期
に
よ
り
だ
い
た
い
四
種
類
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
注
１９
文
献
に
お
け
る
築
島
裕

「金
光
明
最
勝
王
経
音
義
解
題

・
索
引
」
に
従

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
書
の
和
訓
索
引
、
及
び
字
音
索
引
に
お
い
て
、
本
編
と
同

一
の
筆
跡
④
と
し
た
も
の
に
限

２
つ
。

（２３
）

注
２
文
献
、
四
四
頁
～
五
四
頁
に
よ
る
。
具
体
的
に
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
、
平
声
は
二
十
二
例
、
上
声
は
二
十
四
例
で
あ
る
。
「以
呂
波
」
は
都
合
四
十
七
文
字
か

ら
な
る
奇
数
で
あ
る
か
ら
、
小
松
の
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
事
実
と
し
て
同
数
と
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
勝
山
幸
人
が

「言
葉
遊
び
と
誦
文
の
系
譜
２
」
盆
田岡
大

学
人
文
学
部

「人
文
論
集
」
第
六
〇
の
二
号
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
「以
呂
波
」
の
大
字
の
う
ち
、
「和
」
に
は
声
点
そ
の
も
の
が
付
い

て
い
な
い
。
付
い
て
い
な
く
て
も
、
小
字
の

「王
」
に
平
声
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
の
対
応
で
上
声
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
も
し
こ
の

「和
」
の
上
声

一
例
を
カ
ウ
ン
ト
し
な
け
れ
ば
、
平
声
も
上
声
も
ま
っ
た
く
の
同
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（％
）

東
点
を
付
け
た
例
と
し
て
、
「巨
　
加
多
之

（上
上
東
と
（５
オ
５
）、
「間
　
佐
八
可
之

（平
平
平
東
】
（４
ウ
ー
）、
「蛭
　
比
琉

（平
東
ご
（３
ウ
６
）
な
ど
あ

る
。
「以
呂
波
」
で
は
こ
の
例
の

「之
」
や

「流
」
を
上
声
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
東
声
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

一
一三


