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一　

女
・
男
呼
称
の
混
成

　
「
男
・
女
」
と
い
う
と
、
現
代
日
本
語
で
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
オ
ト
コ
・
オ

ン
ナ
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
記
紀
万
葉
等
の
最
古
の
文
献
で
、
音

の
確
定
で
き
る
仮
名
の
例
で
は
、
必
ず
し
も
男
・
女
の
対
が
オ
ト
コ
（
ヲ
ト
コ
）

と
オ
ン
ナ
（
↑
ヲ
ミ
ナ
）
と
し
て
出
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

○
ヲ
ト
メ
ら
に
ヲ
ト
コ
立
ち
添
ひ
踏
み
な
ら
す　

西
の
都
は
よ
ろ
づ
代
の
宮

 

（
続
紀
歌
謡　

宝
亀
元
年
三
月
）

　

○
ヲ
ト
メ
ら
が　

ヲ
ト
メ
さ
び
す
と　

唐
玉
を　

手
も
と
に　

巻
か
し
…
…

　
　

ま
す
ら
を
の　

ヲ
ト
コ
さ
び
す
と　

剣
太
刀　

腰
に
と
り
佩
き
…
…

 

（
万
葉　

巻
五　

八
〇
四
）

　

○
遠
き
代
に　

語
り
継
が
む
と　
 
処
女 
墓　

中
に
造
り
置
き　
 
壮
士 
墓　

此
の

ヲ
ト
メ 

ヲ
ト
コ

も
彼
の
も
に　

造
り
置
け
る　

故
縁
聞
き
て 
（
万
葉　

巻
九　

一
八
〇
九
）

　

○
古
へ
、
年
少
き
僮
子
あ
り
け
り
。
俗
、
か
み
の
ヲ
ト
コ
・
か
み
の
ヲ
ト
メ
と

　
　

云
フ
。 

（
常
陸
国
風
土
記　

香
島
郡
）

　
　
　
　

ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
と
古
代
語

 

 
木 　
　

村　
　

紀　
　

子

＊　

　
　
　

要　
　

旨

　　

記
紀
万
葉
等
の
最
古
の
文
献
に
遺
る
、
漢
語
お
よ
び
ご
く
一
部
の
半
島
出
自
と
見
ら

れ
る
語
以
外
の
言
葉
は
、
総
じ
て
一
般
に
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
（
和
語
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
、
平
安
初
期
の
か
な
資
料
等
も
含
め
て
、
判
る
限
り
の
「
古
来
の
和
語
」
に

つ
い
て
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
音
異
義
語
と
同
義
異
音
語
の
多
さ
で
あ
る
。

ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
と
は
、
大
和
政
権
の
人
々
の
言
葉
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
一
言
語

圏
内
で
、
た
と
え
ば
山
を
ヤ
マ
・
タ
ケ
・
ネ
、
土
を
ツ
チ
・
ヒ
ヂ
・
ニ
と
言
い
分
け
る
、

あ
る
い
は
混
用
す
る
必
然
性
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、
漢
字
伝
来
以
前
の
遠
い
昔
、
言
葉
と
は
声
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
の
列
島
上

で
、
い
く
つ
か
の
言
語
圏
の
出
会
い
と
交
わ
り
が
あ
っ
て
、
大
和
政
権
の
人
々
の
言
葉

を
軸
に
混
成
・
融
合
し
た
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

「
混
成
し
た
男
女
呼
称
の
問
題
、
多
様
な
大
数
の
整
序
の
問
題
、〈
葛
〉
と
い
う
字
の

多
訓
の
問
題
」
の
三
点
に
絞
り
、
考
察
、
実
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

文
献
の
背
後
に
広
が
っ
て
い
た
列
島
の
古
代
語
の
多
様
な
世
界
へ
の
視
野
を
、
開
い
て

ゆ
き
た
い
。
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○
並
、
大
八
洲
ニ 
像 
て
、
八 
乎  
止  
古 
八 
乎  
止 
�

か
た
ど
り 

ヲ 

ト 

コ 

ヲ 

ト   

定
テ　

神
甞
大
甞
等
ニ
仕
奉
始

メ

キ
。 

（
高
橋
氏
文
）

　　

こ
れ
ら
に
よ
る
限
り
、
ヲ
ト
メ
に
は
ヲ
ト
コ
が
対
す
る
と
い
う
の
が
、
当
時
の

か
な
り
一
般
的
な
語
感
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
ヲ
ト
コ
と
ヲ
ト
メ

の
ど
ち
ら
を
先
に
言
う
か
は
、
伝
承
言
語
で
あ
る
歌
は
ヲ
ト
メ
が
先
だ
が
、
漢
文

の
散
文
に
な
る
と
ヲ
ト
コ
を
先
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
、

　　

○
秋
野
に
は
今
こ
そ
行
か
め　

も
の
の
ふ
の
ヲ
ト
コ
ヲ
ミ
ナ
の
花
匂
ひ
見
に

 

（
巻
二
十　

四
三
一
七
）

と
い
う
ヲ
ト
コ
に
ヲ
ミ
ナ
（
↓
オ
ン
ナ
）
が
対
応
す
る
一
例
も
あ
る
が
、
集
中
ヲ

ミ
ナ
の
仮
名
の
例
は
、
ヲ
ミ
ナ

�

�

�

ベ
シ
（
女
郎
花
）
の
場
合
を
除
け
ば
こ
れ
が
単
独

例
で
、
こ
の
歌
も
、
作
者
大
伴
家
持
が
ヲ
ミ
ナ
ベ
シ
を
歌
う
直
前
の
四
三
一
六
番

歌
に
続
け
て
、
あ
え
て
「
ヲ
ミ
ナ
の
花
」
と
詠
ん
だ
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

他
方
ヲ
ト
メ
は
、
万
葉
集
で
は
ご
く
一
般
的
な
用
語
で
、
仮
名
書
き
の
他
、「
処

女
・
未
通
女
・
少
女
・
�
嬬
」
等
の
用
字
の
定
訓
と
も
さ
れ
て
多
出
す
る
。
ヲ
ト

メ
は
、
特
に
恋
心
を
歌
う
対
象
と
も
な
る
、
う
ら
若
い
未
婚
の
女
性
を
指
し
、
独

特
の
雅
語
（
歌
語
）
的
語
感
も
生
じ
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
。
記
紀
歌
謡
で
も
、

　　

○
大
和
の　

高
佐
士
野
を　

七
行
く　

ヲ
ト
メ
ど
も　

誰
を
し
枕
か
む

　
 

（
神
武
記
）

　

○
三
つ
栗
の　

中
つ
枝
の　

ほ
つ
も
り　

あ
か
ら
ヲ
ト
メ
を　

い
ざ
さ
さ
ば　

よ
ら
し
な 

（
応
神
記
）

　

○
道
の 
後 　

こ
は
だ
ヲ
ト
メ
を　

神
の
ご
と　

聞
こ
え
し
か
ど　

相
枕
ま
く

し
り

 

（
応
神
紀
）

　

○ 
天
飛 
む　

軽
ヲ
ト
メ　

い
た
泣
か
ば　

人
知
り
ぬ
べ
み　

は
さ
の
山
の　

鳩

あ
ま
だ

の　

下
泣
き
に
泣
く 

（
允
恭
紀
）

等
々
、
万
葉
集
と
ほ
ぼ
同
様
の
用
法
と
見
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
じ
古
代
歌
資
料
で
も
、
神
楽
歌
・
催
馬
楽
で
は
、

　　

○
さ
さ
な
み
や　

志
賀
の
辛
崎
や　
 
御
稲 
搗
く　

ヲ
ミ
ナ
の
よ
さ　

さ
や

み
し
ね

　
　

そ
れ
も
が
な　

か
れ
も
が
な　
 
愛
子  
夫 
に　

ま
愛
子
夫
に
せ
む
や

い
と
こ 　

せ

 

（
神
楽　

小
前
張
）

　

○
ヲ
ミ
ナ
子
の 
才 
は　

霜
月
し
は
す
の　

か
い 
壊 
ち 

（
神
楽　

早
歌
）

ざ
え 

こ
ぼ

　

○
…
…
…
さ
衣
に　

織
り
て
も
着
せ
む　
 
汝
妻 
離
れ
よ　

ま
し
め

　
　
 
頑 
に　

も
の
言
ふ　

ヲ
ミ
ナ
か
な 

（
催
馬
楽　

夏
引
）

か
た
く
な

と
、
ヲ
ミ
ナ
は
出
る
が
、
ヲ
ト
メ
は
見
ら
れ
な
い
。
最
初
の
「 
小
前
張 
」
の
場
合

を
さ
い
ば
り

な
ど
、
神
饌
の
米
を
搗
く
若
い
女
な
の
だ
か
ら
、
い
わ
ば
田
植
え
の
「
さ
ヲ
ト
メ
」

と
同
様
「
ヲ
ト
メ
」
で
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
神
事

に
関
わ
る
口
承
の
歌
と
し
て
、
こ
の
場
合
は
そ
う
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。　

ま
た
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
ヲ
ト
メ
主
流
の
記
紀
歌
謡
中
に



43 木村：ヤマトコトバと古代語

も
、
古
事
記
の
み
に
二
例
ヲ
ミ
ナ
の
例
が
見
ら
れ
る
（
書
紀
は
類
歌
も
含
め
不
採

用
）。

　

○
こ
の
蟹
や　

い
づ
く
の
蟹
…
…
… 
木
幡 
の
道
に　

遇
は
し
し
ヲ
ト
メ
…
…
…

こ
は
た

遇
は
し
し
ヲ
ミ
ナ　

か
も
が
と　

我
が
見
し
子
ら
…
…
… 
（
応
神
記
歌
謡
）

　

○
呉
床
座

あ

ぐ

ら

ゐ

     

の　

神
の 
御  
手 
も
ち　

ひ
く
琴
に　

舞
ひ
す
る
ヲ
ミ
ナ　

常
世
に
も

み 

て

が
も 

（
雄
略
記
歌
謡
）

　

応
神
記
の
「
か
も
が
」
と
い
う
求
愛
の
歌
は
、
い
わ
ば
サ
イ
バ
ラ
（
異
族
間
の

出
会
い
も
あ
る
開
放
的
な
歌
祭
り
）
的
に
同
義
別
語
で
反
復
す
る
用
法
（
小
著

『
催
馬
楽
』
平
凡
社
東
洋
文
庫　

解
説
・
注
解
参
照
）
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
雄

略
記
の
方
は
、
歌
の
前
文
に
、
吉
野
行
幸
の
折
出
遭
っ
た
在
地
の

�

�

�

美
し
い
「
童
女
」

を
召
し
て
、
天
皇
自
ら
の
弾
琴
に
合
わ
せ
て
「
其
の
嬢
子
」
を
舞
わ
せ
て
歌
っ
た

と
あ
る
。
古
事
記
で
は
「
童
女
・
嬢
子
」
は
幾
度
か
出
て
、「
媛
女
・
少
女
」
な

ど
と
共
に
、
一
般
に
は
ヲ
ト
メ
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
地
の
文
で
は
、
各
所
の
在
地

の
女
性
を
指
す
「
女
・
女
人
」
の
場
合
が
、
概
し
て
ヲ
ミ
ナ
と
訓
ま
れ
て
い
る
。

な
お
、
先
の
神
武
記
・
応
神
紀
で
の
ヲ
ト
メ
の
場
合
も
、
同
一
人
を
指
し
て
い
る

前
後
の
地
の
文
で
は
、「
媛
女
（
神
武
記
）・
嬢
子
（
応
神
記
）」
と
あ
る
。
ヲ
ト

メ
と
ヲ
ミ
ナ
は
、
同
義
だ
が
、
出
自
の
違
う
別
語
で
あ
る
と
の
認
識
と
も
と
れ
る

だ
ろ
う
。

　

語
音
の
組
成
か
ら
見
る
と
、
ヲ
ト
メ
・
ヲ
ト
コ
は
、
一
見
ヲ
ト
と
い
う
部
分
を

共
有
し
、
メ
と
ヲ
と
で
相
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
記
紀
に
、
佐
保
ヒ
メ
・
佐

保
ヒ
コ
、
吉
備
つ
ヒ
メ
・
吉
備
つ
ヒ
コ
な
ど
と
出
て
く
る
ヒ
メ�

（
日
女
）
と
ヒ
コ�

（
日
子
）
と
の
対
応
に
繋
が
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ム
ス
メ�

・

ム
ス
コ�

、
ヨ
メ�

・
ム
コ�

な
ど
も
、
音
の
上
か
ら
見
れ
ば
同
系
の
対
応
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
と
も
並
べ
て
見
る
と
、
男
・
女
の
ヲ
ト
コ
に
対
応
す
る
語
は
、

ま
ず
は
、
ヲ
ト
メ
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
ヲ
ミ
ナ
は
、
一
体
ど
の
よ
う

な
出
自
の
用
語
だ
ろ
う
か
。

　

若
い
男
を
い
う
古
代
語
の
一
つ
に
ヲ
グ
ナ
と
い
う
の
が
あ
る
。

　

○
是
の 
小
碓
尊 
は
、
亦
の
名
は 
日
本  
童
男 
。

を
う
す
の
み
こ
と 

や
ま
と 

を
ぐ
な

童
男
、
此
を
ば 
烏  
具  
奈 
と
云
ふ
。
亦
は

を 

ぐ 

な

 
日
本
武
尊 
と
曰
す
。 

（
景
行
紀
二
年
）

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

　

こ
の
語
の
古
代
文
献
上
の
確
例
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
こ
の
み
（
記
、
倭
男
具
那

�

�

�

命
）

で
、
他
に
は
、
神
代
紀
上
の
終
局
部
で 
少
彦
名
命 
を
指
す
「
小
男
」
の
一
訓
に
ヲ

す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

グ
ナ
を
宛
て
る
場
合
等
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

　

折
口
信
夫
は
、
こ
れ
ら
の
語
に
関
し
て
、「
お
き
な
（
翁
）・
お
み
な
（
媼
）」

に
対
し
て
、「
を
ぐ
な
・
を
み
な
」
が
あ
り
、「
お
（
大
）・
を
（
小
）
の
差
別
が
、

き
（
く
）・
み
（
む
）
の
上
に
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
し
て
、「
老
若
制
度
か
ら
出

た
社
会
組
織
上
の
古
語
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
（「
翁

の
発
生
」
昭
和
３
）。
さ
ら
に
そ
の
後
、
こ
の
ヲ
グ
ナ
と
い
う
語
に
深
い
思
い
入
れ

を
も
っ
て
、『
倭
を
ぐ
な
』
と
い
う
自
ら
の
短
歌
集
に
戦
中
・
戦
後
の
時
代
の
思

い
を
昇
華
さ
せ
さ
え
し
た
。

　

オ
キ
ナ
・
オ
ミ
ナ
と
ヲ
グ
ナ
・
ヲ
ミ
ナ
が
老
若
男
女
で
対
を
な
す
語
群
で
あ
ろ
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う
と
の
見
方
は
、
現
行
の
辞
書
類
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
整

然
と
し
た
語
彙
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
と
し
て
、
な
ぜ
中
で
ヲ
グ
ナ
の
み
が
、

早
々
に
（
お
そ
ら
く
奈
良
時
代
に
は
）
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
語
群
に
つ
い
て
、
語
尾
「
―
―
ナ
」
が
同
一
と
い
う
点

に
注
目
す
れ
ば
、
同
様
な
語
尾
で
人
を
指
す
語
に
は
、
他
に
「
オ
ト
ナ�

」
と
い
う

の
が
あ
る
。

　

○
む
か
し
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
出
で
て
遊
び

け
る
を
、
オ
ト
ナ

�

�

�

に
な
り
に
け
れ
ば
、
お
と
こ

�

�

�

も
女�

も
恥
ぢ
か
は
し
て
あ
り

け
れ
ど
、
お
と
こ
は
、
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
。
女
は
、
こ
の
お
と
こ

を
と
思
ひ
つ
つ
、
お
や
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
ん
あ
り
け
る
。

 

（
伊
勢　

二
十
三
段
）

　
「
お
と
な
」
は
、
右
の
用
例
さ
な
が
ら
の
成
人
男
女
の
意
で
、
現
代
も
ご
く
普

通
に
使
う
語
で
あ
る
。
た
だ
し
、
記
紀
万
葉
等
の
奈
良
時
代
の
文
献
に
は
用
例
が

見
え
ず
、
和
名
抄
の
和
訓
に
も
挙
が
ら
な
い
。
中
世
文
献
の
用
例
等
で
は
、
共
同

体
内
に
お
け
る
主
だ
っ
た
人
と
か
代
表
者
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
強
く
出
る
も
の

で
も
あ
る
が
、
オ
ト
ナ
と
は
、
当
然
古
今
を
通
じ
社
会
の
中
心
を
成
す
人
々
の
こ

と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
文
献
上
に
用
例
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
右
の
伊
勢
物
語

で
突
然
出
現
し
た
な
ど
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
語
で
あ
る
。

　

オ
ト
ナ
の
存
在
に
注
目
す
る
と
、
問
題
の
語
群
が
、「
老
若
の
制
度
」
を
踏
ま

え
る
と
い
う
よ
り
も
、
い
わ
ば
「
老
・
壮
（
オ
ト
ナ
）・
青
」
と
い
う
年
齢
的
社

会
構
成
を
言
い
分
け
る
呼
称
と
し
て
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
残

る
「
幼
」
の
呼
称
も
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
「
幼
」
と
は
、
そ
の
字
の
通
り
ヲ
サ
ナ�

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
語
は
、

　　

○
い
と
ヲ
サ
ナ

�

�

�

ケ
レ
ば
、
籠
に
入
れ
て
養
ふ
。 

（
竹
取
）

と
い
う
よ
う
に
、
一
般
に
「
ヲ
サ
ナ
シ
」
と
い
う
形
容
詞
で
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
、

オ
サ
ナ
イ
あ
る
い
は
オ
サ
ナ
と
い
う
形
で
幼
児
を
い
う
例
が
中
世
以
降
の
文
献
に

見
ら
れ
る
こ
と
、「
ヲ
サ
ナ
―
ゲ
・
ヲ
サ
ナ
―
ブ
・
ヲ
サ
ナ
子
・
ヲ
サ
ナ
心
」
と

い
っ
た
熟
語
に
対
応
す
る
形
で
ヲ
サ
ナ
に
替
わ
る
語
が
、「
オ
ト
ナ
―
ゲ
（
ナ
シ
）・

オ
ト
ナ
―
ブ
・
ヲ
ミ
ナ
子
・
女
心
」
と
い
う
よ
う
に
名
詞
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら

見
て
も
、
あ
る
い
は
、
本
来
ヲ
サ
ナ
で
ヲ
サ
ナ
ゴ
の
意
と
し
て
あ
っ
た
可
能
性
も

あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
オ
ト
ナ
も
、「
お
と
な
し
き
人
」（
蜻
蛉
上
・
大

鏡
一
）
等
と
形
容
詞
化
し
て
用
い
ら
れ
、
現
代
語
の
「
お
と
な
し
い
」
は
、
オ
ト

ナ
（
大
人
）
と
は
別
に
物
静
か
な
意
の
形
容
詞
に
落
ち
着
い
て
い
る
。

　

ま
た
、「
ナ
」
に
は
、
万
葉
集
の
東
歌
・
防
人
歌
な
ど
に
、「
せ
（
兄
・
背
）
―

せ
ナ
」「
妹
―
妹
ナ
ろ
」「
子
―
子
ナ
」「
手
児
―
手
児
ナ
」
と
い
う
よ
う
に
、
親

愛
の
意
を
添
え
る
と
も
見
ら
れ
て
い
る
独
立
的
な
接
尾
用
法
が
あ
る
。
人
の
呼
称

に
接
尾
す
る
点
、
意
味
成
立
の
最
小
単
位
は
、
本
来
一
音
節
か
二
音
節
で
あ
る
点

な
ど
か
ら
、
同
根
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
よ
く
分
か

ら
な
い
。

　

さ
て
、
と
り
あ
え
ず
以
上
の
「
―
―
ナ
」
群
の
呼
称
を
あ
ら
た
め
て
整
理
す
る
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と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
 　

老　
　
　
　
　
　
 
　

壮　
　
　
 

青　
　
　
　
　
　
　
 
　

幼

　

女　

お
み
な
（
お
う
な
）　
　
 　
　
　

を
み
な
（
お
ん
な
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
お
と
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
さ
な

　

男　

お
き
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
ぐ
な

　

壮
・
幼
で
男
女
の
別
が
な
い
の
は
、
ヒ
ト
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
当
言
語
圏
の

そ
れ
な
り
の
認
識
が
窺
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
整
然
と
し
た

呼
称
の
完
備
状
態
か
ら
は
、
こ
の
呼
称
の
行
わ
れ
て
い
た
社
会
集
団
の
一
定
の
安

定
度
も
窺
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
な
お
、
オ
ミ
ナ
・
ヲ
ミ
ナ
は
、
平
安
期
以
降

オ
ム
ナ
・
ヲ
ム
ナ
あ
る
い
は
オ
ウ
ナ
・
ヲ
ウ
ナ
（
↓
オ
ン
ナ
）
と
、
語
中
音
が
音

便
化
し
て
、
ム
・
ウ
・
ン
で
書
き
取
ら
れ
、
そ
の
形
が
、
改
め
て
文
字
で
読
ま
れ

た
発
音
で
一
般
化
し
て
い
る
。
同
様
な
音
便
表
記
に
は
「
カ
ミ
ナ
ギ
（
巫
）」
の

「
カ
ム�

ナ
ギ
・
カ
ウ�

ナ
ギ
・
カ
ン�

ナ
ギ
」
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ミ
の
音
を
口
の

動
き
を
節
約
し
て
曖
昧
音
に
し
た
音
便
化
の
、
正
書
法
の
な
い
時
代
の
書
き
取
り

方
の
違
い
で
、
ム
・
ウ
・
ン
を
後
世
文
字
で
見
て
発
音
す
る
よ
う
な
、
音
の
区
別

あ
る
い
は
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
右
の
一
覧
中
、
傍
線
を
付
け
た
オ
ト
ナ
・
オ
ン
ナ
は
、
現
代
日
常
語
に

も
残
っ
た
語
で
あ
る
。
ヲ
サ
ナ
も
オ
サ
ナ
イ
と
い
う
形
容
詞
で
用
い
る
。
オ
キ

ナ
・
オ
ウ
ナ
は
文
語
な
い
し
雅
語
的
な
語
感
が
あ
る
が
、
希
に
用
い
ら
れ
る
。
し

か
し
ヲ
グ
ナ
だ
け
は
、
書
紀
の
「 
日
本 
ヲ
グ
ナ
」
以
降
、
実
用
例
は
目
に
入
ら
な

や
ま
と

い
。

　

先
に
挙
げ
た
伊
勢
物
語
の
頃
、
な
い
し
そ
れ
以
前
か
ら
、
ヲ
グ
ナ
に
替
わ
り
そ

の
位
置
に
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ヲ
ト
コ
（
↓
オ
ト
コ
）
で
あ
る
。
万
葉

集
で
も
、
ヲ
ト
メ
・
ヲ
ト
コ
と
仮
名
の
対
で
出
る
も
の
以
外
に
、「
男
・
男
士
・

壮
士
・
士
・
丁
子
」
な
ど
が
一
般
に
ヲ
ト
コ
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら

に
は
、
ヲ
ノ
コ
の
訓
も
あ
る
。
た
だ
し
、
万
葉
集
の
各
種
訓
読
で
の
ヲ
ト
コ
・
ヲ

ノ
コ
訓
み
分
け
は
い
さ
さ
か
場
当
り
的
で
、
確
か
な
基
準
を
踏
ま
え
て
い
る
と
は

見
ら
れ
な
い
。
ヲ
ノ
コ
に
関
し
て
は
、
後
に
ま
た
触
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ

で
は
、
文
献
以
前
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
「
―
―
ナ
」
の
語
彙
体
系
中
に
別
系
統

の
ヲ
ト
コ
が
（
ヲ
ト
メ
を
伴
い
）
入
り
込
ん
だ
と
も
見
え
る
、
古
代
文
献
言
語

（
い
わ
ゆ
る
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
）
の
混
成
状
態
の
一
面
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
男
・
女
を
対
で
言
う
古
代
語
に
は
、
ま
た
、
メ
（
女
）
と
ヲ
（
男
）

の
一
音
語
に
よ
る
場
合
が
あ
る
。

　　

○
八
千
矛
の　

神
の
命
や　

あ
が
大
国
主　
 
汝 
こ
そ
は
、
ヲ
に
い
ま
せ
ば　

…

な

…
… 
吾 
は
も
よ　

メ
に
し
あ
れ
ば　

汝
を 
置 
き
て　

ヲ
は
な
し　

汝
を
置
き

あ 

き

て　
 
夫 
は
な
し 

（
神
代
記
）

つ
ま

　

○
寺
々
の 
女 
餓
鬼
申
さ
く　

大
神
の 
男 
餓
鬼 
給 
ば
り
て
そ
の
子
産
ま
は
む

メ 

ヲ 

た

 

（
万
葉　

三
八
四
〇
）

　　

こ
の
メ
・
ヲ
は
、
右
の
万
葉
の
例
、
あ
る
い
は
「
メ
神
・
ヲ
神
」「
メ
（
牝
）
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鹿
・
ヲ
（
牡
）
鹿
」「
メ
鳥
、
ヲ
牛
」
と
い
っ
た
個
体
の
男
・
女
、
雌
・
雄
の
別

を
単
純
に
接
頭
し
て
言
い
分
け
る
形
、
ま
た
、「
葦
原
し
こ
ヲ
・ 
黄  
泉 
つ
し
こ
メ
、

よ 

も

す
さ
の
ヲ
、
天
の
う
づ
メ
」
等
々
の
具
体
的
な
神
名
に
は
じ
ま
っ
て
、「 
手
力 
ヲ
・

た
ぢ
か
ら

 
手
弱 
メ
」「
ま
す
ら
ヲ
（
丈
夫
）・
さ
つ
ヲ
（
猟
夫
）」「
う
ね
メ
（
采
女
）・
な
き

た
わ
や

メ
（
哭
女
）・
あ
や
メ
（
漢
女
）」
と
い
っ
た
、
種
々
の
職
能
や
性
格
を
限
定
す
る

語
に
下
接
す
る
形
、
あ
る
い
は
「
河
内
メ
・
山
代
メ
・
初
瀬
メ
」
と
所
々
の
女
を

い
う
場
合
、「
ヲ
た
け
び
（
雄
叫
）・
ヲ
よ
そ
ひ
（
男
装
）・
ヲ
ざ
か
り
（
壮
子
時
）」

等
、
接
頭
さ
せ
て
の
性
の
強
調
な
ど
、
い
わ
ば
ど
ん
な
語
に
で
も
付
い
て
、
単
純

明
快
に
男
女
、
雌
雄
を
言
い
分
け
る
機
能
を
果
た
す
語
で
あ
る
。

　

○ 
荒  
雄 
ら
は 
妻  
子 
の
な
り
を
ば
思
は
ず
ろ　

年
の 
八  
歳 
を
待
て
ど
来
ま
さ
ず

あ
ら 
ヲ 

メ 

コ 

や 
と
せ

 

（
万
葉
巻
十
六　

三
八
六
五
）

と
い
っ
た
、「
メ
・
コ
（
妻
子
）」
と
い
う
結
合
（
ち
な
み
に
ヲ
・
コ
と
は
言
わ
ず
、

ヲ
ミ
ナ
と
子
ど
も
の
意
の
コ
の
連
結
も
な
い
）
に
ヲ
が
対
応
も
す
る
と
す
れ
ば
、

メ
・
ヲ
お
よ
び
コ
（
子
）
が
一
連
の
語
彙
（
動
物
な
ら
ば
た
と
え
ば
牡
牛
・
牝

牛
・
子
牛
）
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
社
会
（
家
族
）
関
係
に
は
、
少
な

く
と
も
語
音
の
相
関
に
お
い
て
は
展
開
し
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
点
で
も
、
も
っ

と
も
素
朴
か
つ
原
初
的
な
語
群
と
見
な
し
う
る
も
の
だ
ろ
う
。
現
代
語
に
も
、
接

頭
・
接
尾
の
用
法
が
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
こ
の
列
島
で
数
千
年
の
命
脈

を
保
っ
て
来
た
可
能
性
さ
え
見
え
る
、
も
っ
と
も
古
層
の
語
群
で
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
・
小
を
言
う
語
に
は
、
オ
ト
ナ
系
の
語
群
に
お
け
る
オ
と
ヲ
と

が
あ
り
、「
オ
ホ
前
・
ヲ
前
」「 
大
碓 
・ 
小  
碓 
」「
大
野
・
小
野
」
等
々
の
対
応
語

お
ほ
う
す 

を 

う
す

も
あ
っ
て
、
現
在
も
地
名
や
人
名
に
よ
く
残
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
古
代
語
に

は
、
別
に
、
現
代
語
同
様
の
オ
と
コ
に
よ
る
大
小
の
別
も
並
存
し
て
お
り
、「
小

舟
」
は
、
ヲ
ブ
ネ
・
コ
ブ
ネ
ど
ち
ら
の
言
い
方
も
あ
る
。
メ
（
女
）・
ヲ
（
男
）

言
語
圏
に
お
い
て
、
同
じ
ヲ
音
で
別
語
の
「
男
」
と
「
小
」
を
並
立
さ
せ
る
可
能

性
は
少
な
い
か
ら
、
オ
（
大
）・
コ�

（
小
）
は
、
こ
ち
ら
の
言
語
圏
の
も
の
か
と

思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
コ
は
、
お
そ
ら
く
メ
・
ヲ
古
層
言
語
圏
で
の
子
で
も
小
で
も
あ
っ
て
、

当
然
小
さ
く
可
憐
な
者
達
を
指
す
語
と
し
て
、
親
愛
の
称
と
も
な
り
易
い
。「
メ

の
コ
・
ヲ
の
コ
」「
ヲ
ミ
ナ
ゴ
・
ヲ
サ
ナ
ゴ
」「
ヲ
ト
メ
ゴ
」「
イ
モ
（
妹
）
コ
・

セ
（
兄
・
背
）
コ
」「
チ
ゴ
（
小
児
）」
と
、
コ
を
下
接
す
る
形
は
、
さ
き
の
ナ
を

下
接
す
る
形
よ
り
も
、
万
葉
集
等
に
お
い
て
、
も
は
や
語
の
出
自
と
関
わ
り
な
く
、

よ
り
一
般
化
し
て
い
る
。
た
だ
し
中
で
ヲ
ノ
コ
に
つ
い
て
は
、
万
葉
集
当
時
、
愛

称
と
い
う
よ
り
も
、
漢
語
の
「
男
子
」
さ
ら
に
「
丈
夫
・
壮
士
」
の
意
を
思
い
入

れ
た
用
法
に
な
っ
た
風
で
も
あ
る
。
和
名
抄
で
は
、
男
女
類
の
「
男
子
・
男
」
が

ヲ
ノ
コ
、
夫
妻
類
の
「
夫
」
が
ヲ
ト
コ
と
さ
れ
て
い
る
。
ヲ
ノ
コ
の
そ
の
よ
う
な

用
法
は
、
お
そ
ら
く
政
権
中
枢
部
の
男
た
ち
の
漢
語
感
覚
の
思
い
入
れ
で
用
い
ら

れ
た
、
一
時
的
な
用
法
で
あ
っ
た
。

　

古
代
の
女
・
男
の
呼
称
に
は
、
さ
ら
に
右
に
も
触
れ
た
イ
モ
（
妹
）・
セ
（
背
）

も
あ
り
、
海
人
系
の
母
系
イ
ロ
集
団
出
自
の
語
群
と
し
て
、
か
つ
て
詳
し
い
考
察

を
し
た
（「
神
話
記
号
と
し
て
の
母
声
の
伝
承
」
奈
良
大
学
大
学
院
研
究
年
年
報

４
、『
古
層
日
本
語
の
融
合
構
造
』
平
凡
社
所
収
）。
そ
の
構
造
等
に
つ
い
て
は
こ
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こ
で
は
省
略
す
る
が
、
本
来
は
、
天
照
大
神
と
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
命
、
佐
保
ヒ
メ
と
佐

保
ヒ
コ
、
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
と
い
っ
た
、
同
母
姉
弟
ま
た
は
同
母
兄
妹
の
（
結

婚
は
タ
ブ
ー
の
）
濃
密
な
関
係
に
発
す
る
語
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は
、
大
伯
皇
女

が
、
同
母
弟
大
津
皇
子
を
思
い
や
っ
て
、

　　

○
吾
が
セ
コ
を
倭
へ
遣
る
と　

小
夜
更
け
て  
暁  
露
に
吾
が
立
ち
濡
れ
し

あ
か
と
き

　
 

（
巻
二　

一
〇
五
）

　

○
う
つ
そ
み
の
人
な
る
吾
や　

明
日
よ
り
は 
二  
上  
山 
を 
弟 
セ
と
吾
が
見
む

ふ
た 
か
み 
や
ま 

い
ろ

 

（
同　

一
六
五
）

と
歌
っ
た
の
が
本
来
の
語
感
を
曳
く
い
わ
ば
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
万
葉
集
の
多

く
の
イ
モ
・
セ
の
用
例
は
、
本
来
の
意
味
は
薄
れ
、
す
で
に
一
般
の
男
女
関
係
で

の
愛
し
い
人
の
意
で
、「
ワ
ギ
モ
コ
（
吾
妹
子
）・
吾
が
セ
の
君
」
等
々
と
用
い
る

が
、
日
常
語
と
し
て
の
活
発
な
使
用
は
、
そ
の
頃
に
ほ
ぼ
終
焉
を
迎
え
て
い
た
。

　

以
上
、
古
代
初
期
文
献
上
に
混
成
す
る
女
・
男
呼
称
の
お
お
よ
そ
の
整
理
を
試

み
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
文
献
を
残
し
た
ヤ
マ
ト
政
権
系
の
人
々
の
本
来
の
語
彙

（
狭
義
の
ヤ
マ
ト
言
葉
）
は
、
ヲ
ト
メ
・
ヲ
ト
コ
系
統
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
、

記
紀
歌
謡
や
万
葉
集
の
歌
語
に
お
け
る
右
に
見
て
き
た
あ
り
よ
う
か
ら
あ
る
程
度

推
察
さ
れ
る
。
景
行
紀
の
表
記
「
日
本
童
男
」
か
ら
見
る
と
、
い
か
に
も
ヤ
マ
ト

言
葉
ら
し
い
ヤ
マ
ト
ヲ
グ
ナ
と
は
、
地
名
を
被
せ
る
「
山
城
メ
・
難
波
ヲ
ト
コ
・

橿
原
ヲ
ト
メ
・
三
重
の
コ
」
等
々
か
ら
類
推
し
て
も
、
ど
こ
ど
こ
の
地
の
男
・
女

と
い
っ
た
部
外
か
ら
の
呼
称
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
場
合
の
ヤ
マ
ト
と
は
、

日
本
国
家
以
前
の
奈
良
盆
地
南
東
部
の
山
沿
い
地
域
の
ヤ
マ
ト
の
こ
と
で
、
ヤ
マ

ト
ヲ
グ
ナ
と
は
、
当
の
小
碓
尊
の
母
方
の
在
所
で
あ
る
吉
備
・
播
磨
あ
た
り
の
人
々

か
ら
の
、
た
と
え
ば
「
豪
家
の
若
様
」
と
い
っ
た
風
な
呼
称
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
折
口
信
夫
の
思
い
入
れ
に
水
を
差
す
よ
う
な
解
釈
だ
が
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
な
ぜ
ヲ
グ
ナ
が
ヲ
ト
コ
に
排
除
さ
れ
た
語
彙
シ
ス
テ
ム
が
出
来
た

か
の
辻
褄
が
合
わ
な
い
だ
ろ
う
。

　

平
安
期
の
か
な
文
で
は
、
先
の
伊
勢
物
語
や
、
古
今
和
歌
集
の
仮
名
序
・
詞
書

な
ど
で
も
、
ヲ
ト
コ
に
対
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
ヲ
ム
（
ウ
）
ナ
と
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
断
言
し
に
く
い
の
は
、「
女
」
の
字
画
が
簡
単
な
た
め
、

各
種
写
本
に
お
い
て
、
男
は
「
を
と
こ
」
と
か
な
書
き
さ
れ
て
も
、
女
は
そ
の
ま

ま
漢
字
で
書
か
れ
、
実
際
は
、
そ
れ
を
「
ヲ
ム
ナ
・
ヲ
ウ
ナ
・
ヲ
ン
ナ
」
ば
か
り

で
な
く
「
メ
（
妻
）」「
ム
ス
メ
（
娘
）」
な
ど
を
適
当
に
宛
て
て
読
ん
で
い
る
。
た

だ
し
、
ヲ
ト
メ
と
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ヲ
ト
メ
は
当
時
も
す
で

に
日
常
語
で
は
な
く
、

　

○
天
つ
風
雲
の
か
よ
ひ
ぢ
吹
き
と
ぢ
よ　

ヲ
ト
メ
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
む

 

（
古
今
集　

八
七
二　

五
節
の
舞
姫
を
見
て
詠
め
る　

良
岑
宗
貞
）

と
い
っ
た
、
い
わ
ば
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
思
い
入
れ
の
語
感
を
持
つ
語
に
な
っ
て
い

た
と
見
ら
れ
る
。
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二　

大
数
の
整
序

　　

茫
漠
と
し
た
古
代
日
本
語
に
つ
い
て
、
文
献
以
前
の
長
い
声
の
時
代
の
混
成
・

融
合
の
実
態
を
、
こ
の
章
で
は
、
大
数
の
用
語
か
ら
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

　

現
代
日
本
語
で
は
、
数
の
位
取
り
は
、「
一
・
十
・
百
・
千
・
万
」
を
音
読
で

言
う
。
あ
え
て
訓
読
す
れ
ば
、「
ひ
・
と
う
・
も
も
・
ち
・
よ
ろ
ず
」
で
あ
ろ
う
。

記
紀
万
葉
成
立
の
時
代
、
す
で
に
租
税
徴
収
や
土
地
の
測
量
等
に
関
し
て
、
百
位
・

千
位
の
大
数
も
厳
密
な
数
値
で
用
い
て
い
た
と
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
関
わ
っ
た
官

人
達
の
日
常
用
い
て
い
た
音
が
、
漢
字
音
か
和
語
音
か
は
不
明
に
し
て
も
、
万
あ

た
り
ま
で
の
位
取
り
は
む
ろ
ん
明
確
に
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
万
葉
集
の
歌
の
世
界
で
の
大
数
は
、
た
と
え
ば
、

　

○
葦
原
の　

水
穂
の
国
に　

手
向
け
す
と　
 
天  
降 
り 
坐 
し
け
む　
 
五  
百
万 

あ 

も 

ま 

い 
ほ
よ
ろ
づ

　
　
 
千
万 
の
神
の　

神
代
よ
り　

言
ひ
続
ぎ
来
た
る 

（
巻
十
三　

三
二
二
七
）

ち
よ
ろ
づ

　

○ 
百
千
遍 
恋
ふ
と
言
ふ
と
も　
 
諸
弟 
ら
が
練
り
の
言
葉
は
吾
れ
は 
信 
ま
じ

も
も
ち
た
び 

も
ろ
と 

た
の

 

（
巻
四　

七
七
四
）

　

○
こ
の
道
の　
 
八  
十  
隈 
ご
と
に　
 
万 
た
び　

顧
み
す
れ
ど 
（
巻
二　

一
三
一
）

や 

そ 
く
ま 

よ
ろ
づ

な
ど
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
「
五
百
万
・
千
万
・
百
千
・
八
十
・
万
」
と
い
っ
た
数

が
、
そ
の
ま
ま
の
実
数
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、
ど
れ
も
多
数
で
あ
る
こ
と
の
強
調

表
現
で
あ
ろ
う
。
高
天
原
の
神
々
は
、
一
般
に
「 
八  
百   
万 
の
神
々
」
と
し
て
知
ら

や 

ほ 
よ
ろ
づ

れ
る
が
、
そ
の
言
い
方
と
も
同
列
の
、
漠
然
と
し
た
大
数
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、

実
数
の
前
提
の
な
い
、
そ
ん
な
過
剰
な
多
数
表
現
が
、
い
わ
ば
神
な
が
ら
の
大
昔

か
ら
、
な
ぜ
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
百
に
相
当
す
る
語
に
は
「
モ
モ
」

と
と
も
に
「
ホ
」
と
い
う
音
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
実
数
名
が
ホ
で
な
く
モ
モ
に

な
っ
た
わ
け
が
、
何
か
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
般
に
、
文
献
上
の
古
代
語
で
、
も
っ
と
も
古
そ
う
な
大
数
あ
る
い
は
多
数
表

現
は
、「
や
（
八
）」
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　

○
ヤ�

雲
た
つ　

出
雲
ヤ� 
重  
垣 　

妻
ご
み
に　

ヤ
重
垣
造
る　

そ
の
ヤ
重
垣
を

へ 
が
き

と
い
う
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
命
が
、
出
雲
に 
宮  
居 
し
た
際
の
歌
だ
と
古
事
記
に
記
さ
れ

み
や 
い

る
歌
語
を
は
じ
め
と
し
て
、
ヤ
は
、「 
八  
尋  
殿 
・ 
大  
八  
嶋 
・ 
八
尺 
の
鏡
・ 
八  
重 

や 
ひ
ろ 
と
の 

お
ほ 
や 
し
ま 

や
さ
か 

や 

へ 
事
代
主 

こ
と
し
ろ
ぬ
し

神
」
等
々
と
神
話
中
の
特
別
の
語
に
冠
せ
ら
れ
る
の
で
、（
神
）
聖
数
な
ど
と
言

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
ヤ
（
八
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
多
数

表
現
が
、
本
来
ど
の
よ
う
な
数
あ
る
い
は
量
と
し
て
表
現
さ
れ
、
い
か
に
実
数
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
を
知
る
に
は
、
古
来
の
口
承
を
生
か
し
て
書
き
と
っ
た

と
序
文
で
言
う
古
事
記
上
巻
の
神
代
の
物
語
を
、
ま
ず
は
、
手
掛
り
に
す
る
し
か

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
神
代
記
か
ら
、
大
数
表
現
と
見
ら
れ
る
語
を
す

べ
て
拾
い
出
し
表
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　

表
は
、
と
り
あ
え
ず
語
り
を
大
雑
把
な
段
落
に
分
け
、
見
や
す
さ
の
便
か
ら

﹇
百
未
満
﹈
の
数
と
﹇
百
以
上
﹈
の
数
を
二
段
に
し
て
提
示
し
た
。
生
成
し
た

神
々
の
数
を
総
括
注
記
す
る
場
合
等
、
明
ら
か
に
実
数
的
な
も
の
は
除
外
し
た
。
十
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以
下
の
数
の
場
合
、「 
八  
尋  
殿 
・ 
十
拳 
の
剣
・
八
尺
の
鏡
・
八
尋
ワ
ニ
」
等
は
、

や 
ひ
ろ 
と
の 

と
つ
か

単
位
的
な
承
接
語
の
意
味
と
実
態
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
あ
る
い
は
実
数
的
か

と
も
思
わ
れ
る
が
、
一
応
拾
い
出
し
た
。
神
名
中
に
含
ま
れ
る
場
合
は
、
概
し
て

特
別
の
思
い
入
れ
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
た
め
、
す
べ
て
拾
っ
た
。
出
雲
の
八
俣
ノ

ヲ
ロ
チ
に
対
応
し
て
出
る
多
く
の
八
の
つ
く
語
は
一
括
略
記
し
た
。
同
一
対
象
が

同
一
段
で
反
復
さ
れ
る
場
合
は
、
一
例
の
み
挙
げ
た
が
、
同
じ
用
語
（
同
一
対
象

と
は
限
ら
な
い
）
が
別
の
段
中
に
出
る
場
合
は
、
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
再
度
挙
げ
た
。　

　

さ
て
一
見
、「 
八 
」
を
中
心
に
、
ど
の
段
に
も
様
々
な
大
数
が
混
在
し
て
い
る

や

風
で
も
あ
る
が
、
整
理
番
号
の
５
・
６
・
８
お
よ
び
９
の
一
部
の
い
わ
ゆ
る
出
雲

神
話
の
段
と
、
そ
の
他
の
段
（
と
り
あ
え
ず
高
天
原
神
話
と
す
る
）
に
分
け
て
み

る
と
、
明
ら
か
な
出
方
の
違
い
が
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
出
雲
の

段
の
大
数
用
語
は
、
神
名
に
も
頻
用
さ
れ
て
聖
数
と
も
見
な
し
う
る
「
八
」
を
中

心
に
、
そ
れ
を
さ
ら
に
大
数
化
し
た
風
の
「 
八  
十 
」、
お
よ
び
８
段
に
「
八
十
」

や 

そ

と
共
に
出
る
「 
百  
八  
十 
・ 
百 
足
ら
ず
八
十
」
の
「 
百 
」
と
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い

も
も 
や 

そ 

も
も 

も
も

る
。
そ
れ
に
対
し
て
高
天
原
の
段
で
は
、「 
千 
」
と
そ
の
半
分
の
「 
五  
百 
」
と
の

ち 

い 

ほ

対
応
、
両
者
を
合
わ
せ
て
さ
ら
に
大
数
化
し
た
「 
千  
五  
百 
」
が
、
用
語
の
中
心
で

ち 

い 

は

あ
る
。「 
万 
」
も
ま
た
こ
ち
ら
の
語
だ
が
、
用
例
の
出
方
に
見
る
限
り
「
千
―
―

よ
ろ
づ

五
百
」
に
比
べ
主
要
語
と
は
言
え
な
い
。

語
り
の
段
落

イ
ザ
ナ
ギ 

１

イ
ザ
ナ
ミ

　

国
土
・
神
々
生
成

 

２

黄
泉
国
往
還

天
照
大
神 

３

ス
サ
ノ
ヲ
ノ
命

　
　

競
い
合
い

 

４

天
照
の
石
戸
隠
り

ス
サ
ノ
ヲ
追
放

 

５

　
出
雲

　

ヲ
ロ
チ
退
治

 

６

　

大
国
主
命
物
語

葦
原
中
国
平
定 

７

 

８

出
雲
の
国
譲
り

百　
　

未　
　

満

八
尋
殿

大
八
嶋
国

十
拳
剣

（
十
拳
剣
）

八
十
禍
津
日
神

八
拳
須

 

八
尺
の
勾
�
―

 

（
八
尺
の
勾
�
―

八
尺
鏡

八
稚
女
・
八
俣
ヲ
ロ
チ

八
〈
頭
・
尾
・
谷
〉

八
〈
塩
折
・
門
・
サ
ズ
キ
）

八
雲
・
八
重
垣

八
耳
神
・
八
島
ジ
ヌ
ミ
神

八
十
神
・
八
上
ヒ
メ

（
八
耳
神
）・
八
島
ム
ヂ
神

八
田
間
大
室
・
八
河
江
姫

十
掬
剣

八
重
事
代
主
神

櫛
八
玉
神

天
の
八
十
ビ
ラ
カ

百　
　

以　
　

上

千
五
百
の
黄
泉
軍
・
千
引
石

千
頭
・
千
五
百
産
屋　

千
人
―
千
五
百
人

万
物
の
妖

五
百
津
の
美
須
麻
流
の
珠

千
入
の
靱
・
五
百
入
の
靱

万
神
の
声
・
万
妖

五
百
津
の
美
須
麻
流
の
珠
）

五
百
津
真
賢
木

八
百
万
神
・ 
千
位
置
戸

八
千
矛
神

五
百
引
石

豊
葦
原
の
千
秋
長
五
百
秋
―

（
八
百
万
神
）  
の
水
穂
国

百
足
ら
ず
八
十
く
ま
手

百
八
十
神
・（
千
引
石
）

栲
縄
の
千
尋
縄

天
孫
降
臨 

９

海
幸
山
幸 

　
10

天
の
八
衢

八
重
タ
ナ
雲
・（
八
尋
殿
）

（
十
拳
剣
）・
畳
八
重

八
尋
ワ
ニ
・
五
瀬
命

万
幡
豊
秋
津
師
ヒ
メ

 
高
千
穂
・
百
取
机
代
の
物

五
百
鉤
―
一
千
鉤

（
百
取
机
代
物
）
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ヨ
ロ
ヅ
は
、
現
代
語
で
も
「
よ
ろ
ず
相
談
」
と
い
っ
た
、「
何
で
も
皆
・
す
べ

て
・
も
ろ
も
ろ
」
な
ど
の
意
の
副
詞
的
な
用
法
を
残
し
て
い
る
。
古
代
語
の
例
で

も
同
様
の
副
詞
用
法
と
共
に
、
先
に
挙
げ
た
万
葉
集
の
「
五
百
ヨ
ロ
ヅ
・
千
ヨ
ロ

ヅ
」、
そ
し
て
「
八
百
ヨ
ロ
ヅ
（
神
）」、
さ
ら
に
「 
八  
十   
万 
神
」（
神
代
紀
下
、
記

や 

そ 
ヨ
ロ
ヅ

の
「
八
百
万
神
」
に
対
応
す
る
書
紀
の
用
語
）「 
百   
万 
」（
神
武
即
位
前
記
）「
ヤ

も
も 
ヨ
ロ
ヅ

ヨ
ロ
ヅ
（
八
万
）」（
仏
足
石
歌
）
な
ど
と
、
い
わ
ば
よ
ろ
ず
の
大
数
に
下
接
し
て

用
い
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、 
万 
と
い
う
大
数
と
い
う
よ
り
も
、「
あ
り
と

ま
ん

あ
ら
ゆ
る
す
べ
て
」
と
い
っ
た
総
括
の
意
を
強
調
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

３
・
４
段
の
「
万
物
の
妖
・
万
妖
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
（
も
ろ
も
ろ
の
）
わ
ざ
わ

い
、「
八
百
万
神
・
八
十
万
神
」
と
は
、
も
ろ
も
ろ
の
ヤ
ホ
神
あ
る
い
は
ヤ
ソ
神

た
ち
す
べ
て
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
書
紀
の
相
当
箇
所
の
地
の
漢
文
で
は
、「
八

十
万
神
」
は
も
っ
ぱ
ら
「
諸�

神
」
と
い
う
語
で
繰
り
返
さ
れ
て
も
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
百
千�

た
び
」（
万　

七
七
四
）「
八
千�

矛
神
」
の
「
千
」
の
あ
り

よ
う
を
み
る
と
、
あ
る
い
は
チ
に
も
類
似
の
用
法
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

○
を
と
め
の　

い
隠
る
岡
を　

金
�
も　

五
   

百
い   

チ�

も
が
も 

（
雄
略
記
歌
謡
）

ほ

と
い
う
古
文
献
上
単
独
例
の
イ
ホ
チ
の
「
チ
」
は
、
一
般
に
「
箇
」
の
意
と
さ
れ

て
い
る
が
、「
五
百
千
」
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
大
数
の
音
は
、
願

わ
し
い
呪
言
的
な
音
で
も
あ
っ
て
、
相
互
に
結
合
さ
せ
れ
ば
そ
の
呪
言
（
言
霊
発

現
）
効
果
が
い
や
増
す
感
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
チ
は
、「
チ
ヂ
に

砕
け
・
チ
ヂ
に
乱
る
」「
千
鳥
・
千
草
」
等
の
語
の
展
開
か
ら
も
、
小
さ
な
同
類

の
も
の
沢
山
を
い
う
感
触
の
あ
る
語
で
も
あ
り
、
表
中
の
古
事
記
の
例
で
も
、
チ

と
い
わ
れ
る
の
は
、 
民  
草 
や
矢
や
鉤
（
つ
り
ば
り
）
な
ど
で
あ
る
。
と
く
に
、
最

た
み 
く
さ

後
の
例
で
は
、「 
十
拳
剣 
」
を
破
砕
し
て
「 
五  
百  
鉤 
」
さ
ら
に
「 
一
千
鉤 
」
を
作
っ

と
つ
か
の
つ
る
ぎ 

い 

ほ 

ち 

ち　

ち

た
と
、
も
し
か
し
て
実
際
あ
り
そ
う
な
リ
ア
ル
な
表
現
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
８
段
に
出
る
「 
千  
尋  
縄 
」
は
、
火
を 
鑽 
る
儀
礼
で
の
長
い 
祷
言 
の
中
で
、

ち 
ひ
ろ 
な
は 

き 

ほ
き
こ
と

　

○
…
… 
栲  
縄 
の　

千
尋
縄
打
ち 
延 
へ　

釣
為
る 
海  
人 
の
…
…

た
く 
な
は 

は 

あ 

ま

と
あ
る
も
の
だ
が
、
万
葉
集
で
も
そ
の
ま
ま
「
栲
縄
の
千
尋
」（
巻
五　

九
〇
二
）

と
用
い
ら
れ
、「
千
尋
の
底
」
と
い
う
と
海
底
の
こ
と
で
も
あ
り
、
ヒ
ロ
と
い
う

単
位
（
両
手
を
体
の
横
い
っ
ぱ
い
に
広
げ
た
幅
）
と
も
ど
も
、
も
と
は
海
人
族
か

ら
出
た
語
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
９
段
の
「 
八  
尋 
ワ
ニ
」
も
、
直
前
に
「
己
が

や 
ひ
ろ

身
の 
尋  
長 
」
に
よ
っ
て
泳
ぐ
速
度
を
申
し
立
て
る
「 
一  
尋 
ワ
ニ
」
の
語
り
も
あ
る

ひ
ろ 
た
け 

ひ
と 
ひ
ろ

と
こ
ろ
か
ら
は
、
漠
然
と
し
た
大
数
と
い
う
よ
り
も
、
実
在
も
す
る
ジ
ン
ベ
エ
ザ

メ
の
よ
う
な
大
ワ
ニ
の
実
測
的
実
数
の
よ
う
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
想
像
を
逞
し

く
す
れ
ば
、
千
と
五
百
と
の
対
応
に
は
、
大
量
と
そ
の
半
量
（
片
手
指
の
ホ
ド
）

と
い
っ
た
、
大
漁
の
魚
の
山
分
け
の
目
安
な
ど
が
反
映
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

な
お
、「 
万  
幡  
豊  
秋  
津  
師 
ヒ
メ
」
は
、
書
紀
本
文
で
は
、「 
栲  
幡  
千  
 々 
姫 
」
と
も

よ
ろ
づ 
は
た 
と
よ 
あ
き 
つ 

し 

た
く 
は
た 
ち 

ぢ 
ひ
め

呼
称
さ
れ
、「 
万 
」
と
「 
千  
 々
」
と
は
い
わ
ば
同
義
風
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
ろ
づ 

ち 

ぢ

よ
、
数
の
実
感
か
ら
は
遠
い
呪
言
的
な
誇
大
表
現
だ
っ
た
。

　

他
方
、
神
代
記
以
外
に
相
当
の
用
例
も
あ
る
「 
五  
百 
」
は
、
右
表
の
「
イ
ホ
ツ

い 

ほ

の
み
す
ま
る
の
珠
・
イ
ホ
ツ 
真
賢
木 

ま

さ

か

き

」
や
、
人
名
の
「 
五  
百 
城
入
彦
皇
子
・
五
百

イ 

ホ
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野
皇
女
（
景
行
紀
）」
な
ど
か
ら
す
る
と
、
も
と
も
と
数
で
な
く
「
イ
垣
・
イ
串
」

な
ど
の
イ
（
斎
）
と
、
秀
で
て
目
立
つ
意
（
後
に
詳
述
）
の
ホ
（
秀
）
と
が
結
合

し
た
イ
ホ
に
、
海
人
系
の
大
数
の
イ
ホ
が
習
合
し
た
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
右
の

「
イ
串
」
は
、「 
五
十 
串
」（
万
三
二
二
九
）
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
逆
に
五
百
や

い

五
十
に
そ
う
し
た
意
味
が
感
じ
ら
れ
る
故
の
宛
字
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ヤ
マ
ト
族
の
祖
先
と
さ
れ
る
高
天
原
文
化
と
、
海
人
文
化
と
の
融
合
は
、
出
雲

文
化
と
の
出
会
い
に
比
べ
、
お
そ
ら
く
よ
り
古
層
を
な
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、

万
幡
豊
秋
津
師
ヒ
メ
と
い
う
神
名
に
含
ま
れ
る
ヨ
ロ
ヅ
、
お
よ
び
出
雲
に
「
国
譲

り
」
を
迫
り
、「 
十
掬
剣 
を
抜
き
て
、 
逆 
に
浪
の
穂
に
刺
し
立
て
」
と
あ
る
、
い

と
つ
か
の
つ
る
ぎ 

さ
か
し
ま

わ
ば
高
天
原
の
権
威
と
力
の
象
徴
「
十
掬
剣
」
の
ト
と
は
、
高
天
原
系
と
み
な
し

て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
、「
十
」
の
音
に
つ
い
て
は
、
ト
と
「 
八  
十 
」
の
ソ
と
が
あ
り
、
実
数
と

ヤ 

ソ

し
て
数
え
る
場
合
、
三
十
以
上
の
十
は
ソ
（
甲
）
で
言
う
。
し
か
し
、
ソ
は
、
こ

れ
も
「
八
十
神
・
八
十
島
・
八
十
氏
」
と
い
っ
た
慣
用
語
に
見
る
限
り
、 
十 
と

じ
ゅ
う

い
っ
た
数
を
い
う
も
の
で
は
な
く
、
要
す
る
に
誇
大
表
現
だ
ろ
う
。
信
濃
国
「
木

曽�

」
の
ソ
（
乙
）
は
、
木
が
「
ソ
だ
る
（
充
足
）」（
仏
足
石
歌
）
意
で
の
通
音
と

思
わ
れ
る
。
垂
仁
記
に
、「
出
雲
の 
石 
�

い
は
く
ま

   

の 
曽 
宮
に
坐
す
葦
原
色
許
男
大
神
（
大

そ

国
主
神
）」
と
い
う
意
味
不
明
な
「 
曽 
の
宮
」
と
い
う
も
の
が
出
る
が
、
関
連
す

そ

る
音
（
語
）
か
も
知
れ
な
い
。

　

さ
て
、
残
る
百
の
問
題
、
特
に
「
八
百
」
に
つ
い
て
。

　

○ 
纏  
向 
の　
 
日  
代 
の
宮
は　

朝
日
の　

日
照
る
宮　

夕
日
の　

日
影
る
宮　

竹

ま
き 
む
く 

ひ 
し
ろ

の
根
の　
 
根  
足 
る
宮　

木
の
根
の　
 
根  
延 
ふ
宮　

ヤ
ホ

�

�

に
よ
し　

い 
杵  
築 
の

ね 
だ
る 

ね 

ば 

き 
づ
き

宮
…
…
… 

（
雄
略
記
歌
謡
）

と
い
う
宮
褒
め
の
歌
の
「
や
ほ
に
よ
し
」
は
、
一
般
に
「
八
百
土
よ
し
」
と
書
き

取
り
、「
八
百
土
」
と
は
「
多
く
の
土
」
だ
と
い
う
の
が
、
諸
注
釈
や
辞
書
類
の

一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
「 
八  
百  
丹  
杵   
築
宮 
」
と
い
う
表
記

や 

ほ 

に 

き 
づ
き
の
み
や

も
見
え
る
か
ら
、
そ
の
宛
字
は
、
要
す
る
に
土
を
何
層
に
も
杵
で
搗
き
固
め
た
、

土
台
の
堅
固
な
宮
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
歌
の
続
き
は
、

　

○
真
木
さ
く　

檜
の
御
門　
 
新
嘗
屋 
に　

生
ひ
立
て
る　

モ
モ

�

�

だ
る　

槻
が
枝

に
ひ
な
へ
や

は　
 
上
枝 
は　
 
天 
を
覆
へ
り　
 
中  
枝 
は　
 
東 
を
覆
へ
り　
 
下
枝 
は　
 
鄙 
を
覆

ほ
つ
え 

あ
め 

な
か 
つ
え 

あ
づ
ま 

し
つ
え 

ひ
な

へ
り
…
…
… 

（
同
）

と
あ
っ
て
、
こ
の
「
も
も
だ
る
」
も
一
般
に
「
百
足
る
」
と
書
き
取
ら
れ
る
。
と

な
る
と
、
一
首
の
歌
の
中
に
、
ホ
と
い
う
百
と
、
モ
モ
と
い
う
百
が
共
存
す
る
と

い
う
、
妙
な
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
「
百
足
る
」
は
、
お
そ
ら
く
８
段
に
も
出
る
「
百
足
ら
ず
八
十
」
と
も
関
わ
る

も
の
で
、
同
様
な
例
の
、

　　

○
…
…
…
川
隈
に　

立
ち
栄
ゆ
る　

モ
モ
足
ら
ず　
 
八  
十  
葉 
の
木
は　

大
君
ろ

や 

そ 

ば

か
も 

（
仁
徳
紀
歌
謡
）
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と
も
見
合
わ
せ
る
と
、
モ
モ
と
は
、
大
数
と
い
う
以
前
に
、
充
足
し
て
欠
け
る
と

こ
ろ
が
な
い
、
ヤ
ソ
を
も
超
え
る
完
璧
な
「
栄
え
」
状
態
を
言
う
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
れ
も
ま
た
ヨ
ロ
ヅ
（
万
）
と
近
似
す
る
呪
言
的

な
大
数
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
ヤ
ホ
は
、
ホ
だ
け
に
つ
い
て
言
え
ば
、
右
の
「
ホ
ツ

（
上
）
枝
」
の
ホ
や
稲
の
ホ
（
穂
）
な
ど
に
も
通
い
、「
ほ�

つ
ま
国
（
神
武
紀
三

十
年
）・
国
の
ま
ほ�

ろ
ば
（
景
行
記
歌
謡
）」
な
ど
の
ホ
で
も
あ
る
よ
う
な
、
い
わ

ば
秀
で
て
ポ
と
目
立
つ
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。

　

チ
葉
の　
 
葛
野 
を
見
れ
ば　

モ
モ
チ 
足 
る　

ヤ 
庭 
も
見
ゆ　

国
の
ホ�

も
見
ゆ

か
づ
の 

だ 

に
は

 

（
応
神
記
・
紀
歌
謡
）

と
い
う
単
独
の
ホ
の
用
法
が
、
よ
く
そ
の
感
じ
が
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌

に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
多
く
の
語
が
出
る
の
で
、
後
に
ま
た
検
討
し
た
い
。

　

古
事
記
で
「
八
百
万
神
」
の
出
る
４
段
を
よ
く
見
れ
ば
、
知
略
第
一
の 
思
金
神 

お
も
ひ
か
ね
の
か
み

に
始
ま
り
、
各
種
の
個
別
能
力
に
秀
で
た
神
々
が
、
よ
り
つ

�

�

�

ど
い
（
あ
る
い
は
ヨ

ロ
・
ヅ
の
本
義
は
こ
の
あ
た
り
か
）、
力
を
合
わ
せ
て
、
天
照
の
石
戸
隠
り
と
い

う
一
大
災
厄
を
打
開
し
た
と
語
ら
れ
る
。「
ヤ
・
ホ
・
ヨ
ロ
・
ヅ
神
」
と
は
、
い

わ
ば
「
秀
で
た
神
々
（
ヤ
ホ
）
の
集
合
体
（
ヨ
ロ
ヅ
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
の
他
有
象
無
象
の
夥
し
い
神
々
が
い
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
つ
ぎ
に
「
八
百
万
神
」
の
出
る
７
「
葦
原
平
定
」
の
段
で
も
同
様
で
あ
る
。

ホ
の
音
が
実
数
の
百
に
な
ら
か
っ
た
の
は
、
ホ
が
、
本
来
大
数
を
い
う
わ
け
で
は

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
、
様
々
な
大
数
に
つ
い
て
、
出
自
を
中
心
に
お
お
よ
そ
の
検
討
を
加
え
て

き
た
。
多
数
表
現
の
古
代
語
に
は
、
別
に
副
詞
的
な
「
さ
は
（
多
）・
し
じ
（
繁
）・

あ
ま
た
（
数
多
）・
も
ろ
（
諸
）・
ふ
つ
く
（
悉
）」
な
ど
が
あ
っ
て
、
場
合
に
よ
っ

て
は
「
ヨ
ロ
ヅ 
度 
・
モ
モ
チ
度
―
―
あ
ま
た
度
」「
ヤ
ソ
神
―
―
も
ろ
神
」「
チ
ヂ

た
び

に
―
―
さ
は
に
」
と
い
っ
た
風
に
、
大
数
用
語
と
も
交
替
可
能
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
百
・
千
・
万
等
の
数
の
訓
に
な
っ
た
語
の
そ
れ
ら
と
異
な
る
点

は
、「
ヤ
（
八
）」
だ
け
で
な
く
す
べ
て
、
何
ら
か
の
願
わ
し
い
呪
言
的
な
意
味
を

持
つ
音
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
上
に
挙
げ
た
、「
チ
葉
の
葛
野
を
見
れ

ば　

モ
モ
チ
足
る
ヤ
に
は
も
見
ゆ
国
の
ホ
も
見
ゆ
」
と
い
う
歌
は
、
天
皇
（
応
神
）

が
宇
治
野
に
立
っ
て
近
江
国
を
は
る
か
に
望
ん
で
歌
っ
た
と
、
古
事
記
で
も
書
紀

で
も
同
様
に
出
る
（
そ
れ
以
上
の
物
語
は
な
い
）
も
の
だ
が
、
カ
タ
カ
ナ
で
示
し

た
よ
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
大
数
的
呪
音
を
詠
み
尽
く
し
た 
言
祝 
き
・
国
褒
め
の
歌

こ
と
ほ

で
あ
ろ
う
。「
ヤ
ニ
ハ
」
は
文
献
上
の
単
独
例
で
、
一
般
に
「
家
庭
」
と
解
さ
れ

て
い
る
が
、「
ヤ
ホ
ニ
」
の
ホ
を
後
に
別
立
て
に
し
て
抜
い
た
形
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
た
だ
し
ニ
ハ�

と
な
る
と
、 
土 
を
広
く 
平 
し
た
労
働
や
祭
の
場
の
こ
と
だ
か

ニ 

な
ら

ら
、
広
大
な
葛
（
次
章
で
見
る
古
代
の
重
要
植
物
）
野
の
中
に
展
開
す
る
多
く
の

そ
う
し
た
ニ
ハ
で
人
々
が
働
く
様
を
見
て
、
そ
れ
こ
そ
が
国
の
ホ
（
栄
え
）
だ
と

称
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
音
に
文
字
言
語
が
た
ま
た
ま
宛
て
た
字
に
基
づ
き
、

ど
れ
も
こ
れ
も
単
に
多
数
を
言
う
と
い
っ
た
解
釈
は
、
古
代
語
の
理
解
と
し
て
あ

ま
り
適
切
と
は
思
え
な
い
。

　

さ
て
、
最
後
の
問
題
は
、
文
字
と
結
合
し
た
モ
モ
・
チ
・
ヨ
ロ
ヅ
の
位
取
の
こ
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と
で
あ
る
。
本
義
の
検
討
か
ら
は
、
一
定
ど
の
語
も
ど
の
位
に
も
な
り
得
た
可
能

性
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、 
百 
・ 
千 
・ 
万 
と
位
が
定
ま
っ
た
の
は
、

も
も 

ち 

よ
ろ
づ

お
そ
ら
く
つ
ぎ
の
寿
歌
な
ど
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

○
や
す
み
し
し　

わ
が
大
君
の　
 
隠 
り
ま
す　
 
天 
の 
八  
十  
蔭 　

出
で
立
た
す　

か
く 

あ
ま 

や 

そ 
か
げ

み
空
を
見
れ
ば　

ヨ
ロ
ヅ 
代 
に　

か
く
し
も
が
も　

チ 
代 
に
も　

か
く
し
も

よ 

よ

が
も　
 
畏 
み
て　

仕
へ
ま
つ
ら
む　
 
拝 
み
て　

仕
へ
ま
つ
ら
む　

歌
づ
き
ま

か
し
こ 

を
ろ
が

つ
る 

（
推
古
紀
歌
謡
）

　

こ
れ
は
、
推
古
天
皇
二
十
年
春
正
月
の
天
皇
主
催
の
酒
宴
で
、
大
臣
（
蘇
我
馬

子
）
が
謝
意
を
表
し
て
、
杯
を
上
げ
歌
っ
た 
寿 
の
歌
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
う

こ
と
ほ
き

し
た
場
で
の
寿
歌
の
古
来
の
型
に
則
っ
た
歌
で
、
歌
句
の
す
べ
て
を
大
臣
が
臨
機

に
創
作
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

○
新
た
し
き
年
の
始
め
に　

か
く
し
こ
そ
仕
へ
ま
つ
ら
め　

ヨ
ロ
ヅ
代
ま
で
に

 

（
続
紀
聖
武
紀
歌
謡
・
催
馬
楽
）

と
い
っ
た
、
ほ
ぼ
二
百
年
後
の
歌
句
へ
の
継
承
性
も
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ

を
、
さ
ら
に
神
楽
歌
の
中
の
「 
千
歳
法 
」
と
並
べ
て
見
よ
う
。

せ
ん
ざ
い
の
は
ふ

　

○ 
千
歳 　

千
歳　

千
歳
や　

千
歳
や　

チ
ト
セ
の　

千
歳
や　
　
〈
本
〉

せ
ん
ざ
い

　
　
 
万
歳 　

万
歳　

万
歳
や　

万
歳
や　

ヨ
ロ
ヅ
ヨ
の　

万
歳
や　
〈
末
〉 

ま
ん
ざ
い

　

漢
語
の
「
千
歳
・
万
歳
」
や
「
千
秋
万
歳
」
の
千
と
万
に
、
ま
さ
し
く
チ
と
ヨ

ロ
ヅ
と
が
対
応
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
端
的
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
残
る
百
は
、「
モ
モ
足
ら
ず
ヤ
ソ
・
モ
モ
取
り
の
机
代
・
モ
モ
枝
槻
の
木
・

 
蝦
夷 
を 
一
人 
モ
モ
な
人
（
神
武
前
紀
歌
謡
）」
な
ど
に
よ
る
モ
モ
の
語
感
か
ら
も
、

え
み
し 

ひ
た
り

あ
る
程
度
数
え
ら
れ
る
大
数
で
も
あ
る
百
あ
た
り
に
、
よ
く
落
ち
着
く
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

推
古
時
代
と
は
、
お
そ
ら
く
漢
語
と
和
語
と
の
対
応
、
翻
訳
語
の
基
本
が
出
来

つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
右
の
よ
う
な
千
・
万
が
す
べ
て
の
チ

と
ヨ
ロ
ヅ
に
適
用
さ
れ
た
結
果
、「
八
百
万
・
百
千
・
千
万
」
等
、
妙
な
古
代
大

数
語
彙
が
成
立
し
て
し
ま
い
、
文
字
の
字
義
に
こ
だ
わ
る
後
世
の
理
解
を
、
と
ま

ど
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

三　
「
葛
」
の
多
訓
と
消
え
た
コ
ヨ
ミ

　

多
く
の
草
木
の
此
の
地
で
の
呼
称
に
漢
語
の
文
字
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
、
も

ろ
も
ろ
の
人
為
的
事
象
に
比
べ
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
同
一

種
の
も
の
が
彼
の
地
と
此
の
地
と
で
共
に
実
見
さ
れ
れ
ば
、
こ
と
は
む
ろ
ん
単
純

で
あ
る
。
し
か
し
、
文
献
上
の
漢
名
の
実
物
が
容
易
に
実
見
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、

一
方
に
し
か
生
え
て
い
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
風
土
や
文
化
の
相
違
か
ら
、
同
一

種
で
も
別
物
に
見
え
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
方
言
（
異
称
）
の
問
題
も
加

わ
る
。
平
安
初
期
の
本
草
和
名
や
和
名
抄
に
出
る
夥
し
い
草
木
の
漢
名
と
和
名
の

対
照
は
、
長
年
に
わ
た
っ
た
多
く
の
人
々
の
並
々
で
な
い
関
心
と
労
苦
の
た
ま
も
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の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
草
木
の
中
で
も
、「
葛
」
ほ
ど
古
代
文
献
上
で
多
訓
（
名
）

を
持
つ
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
葛
と
は
、
現
代
の
感
覚
か
ら
は
、
野
原
に
は
び
こ

る
雑
草
か
、
せ
い
ぜ
い
根
か
ら
葛
粉
が
採
れ
る
と
い
っ
た
あ
た
り
の
認
識
で
あ
ろ

う
。「
葛
布
」
の
こ
と
を
思
う
人
も
あ
る
い
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、

れ
ら
の
音
（
よ
み
）
は
、
ま
ず
は
ク
ズ
で
あ
る
。
ま
た
、「 
葛
城 
・ 
葛
飾 
」
と
い
っ

か
つ
ら
ぎ 

か
つ
し
か

た
地
名
で
は
、
カ
ツ
ラ
・
カ
ツ
と
い
う
音
に
な
っ
て
い
る
。
万
葉
集
で
も
、

　

○
夏
葛�

の
絶
え
ぬ
使
ひ
の
よ
ど
め
れ
ば 

（
巻
四　

六
四
九
）

　

○ 
剣 
の 
後  
鞘 
に
入
野
に
葛�

引
く 
吾
妹  

（
巻
七　

一
二
七
二
）

た
ち 

し
り 
さ
や 

わ
ぎ
も

　

○
萩
の
花
尾
花
葛�

花
な
で
し
こ
の
花　

を
み
な
へ
し
…
… （
巻
八　

一
五
三
八
）

な
ど
と
、
ま
ず
は
ク
ズ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。 
女 
が
引
く
と
い
う
「 
田  
葛 
」（
一
九

を
と
め 

く 

ず

四
二
）
は
、
そ
の
繊
維
で
布
を
織
る
た
め
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

　

○
葛�

木
の
山
の
木
の
葉
は
今
し
散
る
ら
し 

（
巻
十　

二
二
一
〇
）

　

○ 
狭  
根 
葛�　

後
も
逢
は
む
と 

（
巻
二　

二
〇
七
）

さ 

ね

　

○
玉
葛�　

絶
ゆ
る
事
な
く　

万
代
に　

か
く
し
も
が
も
と 
（
巻
六　

九
二
〇
）

な
ど
は
、
同
語
で
仮
名
の
例
の
あ
る
も
の
も
あ
り
、
音
数
か
ら
も
明
ら
か
に
カ
ヅ

ラ
で
あ
る
。
な
お
地
名
の
「
葛
木
（
城
）」
は
、
今
は
カ
ツ
ラ
と
ツ
が
清
音
で
発

音
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
古
代
の
カ
ツ
ラ
は
、
楓
・
桂
な
ど
別
の
木
の
こ
と
で

あ
る
。　

と
こ
ろ
で
、
巻
六
の
作
者
に
は
、
葛
井
連
大
成
（
一
〇
〇
三
）・
葛
井
連

広
成
（
一
〇
一
一
）
と
い
う
名
が
出
る
が
、
こ
の
「
葛
井
」
は
フ
ヂ
ヰ
と
訓
ま
れ

る
。
後
で
見
る
和
名
抄
で
は
、
フ
ヂ
（
藤
）
は
葛
類
中
の
一
項
で
あ
る
。
応
神
記

の
挿
話
に
、
秋
山
之
下
氷
壮
夫
と
春
山
之
霞
壮
夫
と
い
う
兄
弟
の
妻
争
い
の
物
語

が
あ
り
、
そ
の
母
が
弟
の
た
め
に
、

　

○ 
布  
遅 
葛�

を
取
り
て
、 
一
宿 
の
間
に
衣
・ 
褌 
及
び 
襪  
沓 
を
織
り
縫
ひ
、

ふ 

ぢ 

ひ
と
よ 

は
か
ま 

し
た 
ぐ
つ

と
い
う
記
述
が
あ
る
。「
布
遅
葛
」
は
、
フ
ヂ
カ
ヅ
ラ
あ
る
い
は
フ
ヂ
ヅ
ラ
と
訓

ま
れ
て
い
る
。
フ
ヂ
ヅ
ラ

�

�

は
、
お
そ
ら
く
「
ト
コ
ロ
ヅ
ラ
（
冬
薯
蕷
葛
）」（
万
葉

　

一
一
三
三
）
や
「
ア
マ
ヅ
ラ
（
甘
葛
）」（
和
名
抄
）
な
ど
か
ら
類
推
し
た
訓
み

だ
ろ
う
。
二
音
節
語
に
直
接
下
接
す
る
カ
ヅ
ラ
は
、「
さ
ね
カ
ヅ
ラ
・
た
ま
カ
ヅ

ラ
・
山
カ
ヅ
ラ
」（
万
葉
集
）「
え
び
カ
ヅ
ラ
・
あ
を
カ
ヅ
ラ
・
す
ひ
カ
ヅ
ラ
」（
和

名
抄
）
等
、
カ
ヅ
ラ
と
い
う
方
が
多
い
。
ま
た
、
二
章
で
見
た
「
カ
ヅ
野
」
や

「
カ
ヅ
し
か
（
飾
）」
な
ど
の
地
名
で
は
、「
甘
ヅ
ラ
」
等
と
は
逆
に
、
末
尾
の
ラ

が
落
ち
て
い
る
。

　

カ
ヅ
ラ
は
、
神
楽
歌
「
採
物
」
の
最
後
に
「
葛　

但
今
世
不
用
」
と
し
て
、　

　

○ 
我
妹
子 
が　
 
穴  
師 
の
山
の　

山
人
と　

人
も
知
る
べ
く　

山
か
づ
ら

�

�

�

せ
よ　

わ
ぎ
も
こ 

あ
な 
し

山
か
づ
ら
せ
よ
〈
本
〉

　

○ 
深
山 
に
は　

霰
降
る
ら
し　
 
外
山 
な
る　

ま
さ
き
の
か
づ
ら

�

�

�　

色
づ
き
に
け

み
や
ま 

と
や
ま

り　

色
づ
き
に
け
り
〈
末
〉 
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と
い
う
歌
が
挙
が
る
。「
採
物
」
と
は
、
神
な
が
ら
の
神
具
と
し
て
巫
者
が
手
に

採
る
物
で
あ
る
。
神
の
憑
り
代
で
も
あ
る
。「
但
シ
今
ノ
世
ニ
用
ヰ
ズ
」
と
い
う

但
し
書
き
は
、
神
楽
歌
が
宮
廷
の
神
祭
次
第
と
し
て
整
え
ら
れ
文
字
に
書
き
取
ら

れ
た
平
安
期
、
す
で
に
「
葛
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
「
榊
・
幣
・
杖
・
篠
・
弓
・

剣
・
鉾
・
�
」
と
い
っ
た
採
物
に
比
べ
て
、
神
性
が
失
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
深
山
に
は
」
の
歌
は
、「 
庭
燎 
」
と
し
て
神
楽
次
第
の
最

に
は
び

初
に
歌
わ
れ
る
歌
の
繰
り
返
し
で
も
あ
る
。
神
祭
の
時
の
到
来
を
色
づ
い
て
知
ら

せ
る
「
ま
さ
き
の
か
づ
ら
」、
由
緒
正
し
い
ヤ
マ
ビ
ト
の
神
な
が
ら
の 
標 
と
し
て

し
る
し

頭
に
か
ざ
す
「
山
か
づ
ら
」、
神
楽
歌
に
伝
承
さ
れ
た
カ
ヅ
ラ
の
神
性
と
は
、
そ

の
あ
た
り
か
と
思
わ
れ
る
。

　

頭
に
か
ざ
し
た
り
、
あ
る
い
は
タ
ス
キ
に
懸
け
た
り
し
た
カ
ヅ
ラ
は
、
神
代
記

紀
で
の
天
照
の
「
石
戸
隠
り
」
の
時
、
神
懸
り
し
て
舞
う 
天
宇
受
売
命 
の
出
で
立

あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

ち
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　　

○
天
宇
受
売
命
、 
天 
の 
香
山 
の
天
の 
日  
影 
を 
手
次 
に 
繋 
け
て
、
天
の 
真
拆 
を　

あ
め 

か
ぐ
や
ま 

ひ 
か
げ 

た
す
き 

か 

ま
さ
き

  
縵 
と
し
て
、
天
の
香
山
の 
小  
竹  
葉 
を 
手
草 
に
結
ひ
て
、
天
の 
石  
屋  
戸 
に
ウ
ケ

か
づ
ら 

さ 

さ 

は 

た
ぐ
さ 

い
は 
や 

と

伏
せ
て
、
踏
み
ト
ド
ロ
コ
シ
、 
神  
懸 
り
し
て
、 
胸  
乳 
を
掛
き
出
で
、 
裳 
の
緒

か
む 
か
か 

む
な 
ち 

も

を
ホ
ト
に 
忍 
し
垂
れ
つ
。 

（
神
代
記
）

お

　
「
天
の
日
影
」「
天
の
真
拆
」
と
は
、「
ひ
か
げ
の
カ
ヅ
ラ
」「
ま
さ
き
の
カ
ヅ
ラ
」

の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ヅ
ラ
は
、
頭
に
か
ざ
す
も
の
と
し
て
は
、
記
・
紀
・
万
葉
い

ず
れ
も
「
縵
・
鬘
」
な
ど
の
字
が
宛
て
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
本
来
の
素
材
は

「
葛
」
で
あ
ろ
う
。
神
が
降
り
る
も
の
と
し
て
の 
標 
が
カ
ヅ
ラ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
る
し

ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
追
わ
れ
、
黄
泉
か
ら
逃
げ
帰
る
イ
ザ
ナ
ミ
は
、

　

○
黒 
御   
縵 
を
取
り
て
投
げ 
棄 
つ
れ
ば
、
乃
ち  
蒲　

子  
生
り
ぬ
。
是
を
（
シ
コ

み 
か
づ
ら 

う 

え
び
か
づ
ら
の
み

メ
が
）
蹠
ひ
食
む
間
に
、
逃
げ
行
く
。 

（
神
代
記
）

と
、
頭
の
黒
鬘
（
書
紀
）
を
投
げ
棄
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逃
亡
の
時
間
を
稼
ぐ

こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
播
磨
国
風
土
記
賀
古
郡
の
条
で
の
景
行
天
皇
は
、「
行

路
の
儲
け
と
為
せ
る 
弟  
鬘 
」
を
舟
賃
と
し
て 
度
子 
に
与
え
、
無
事
に
河
を
渡
る
こ

お
と 
か
づ
ら 

わ
た
り
も
り

と
が
で
き
た
と
語
ら
れ
て
も
い
る
。
カ
ヅ
ラ
は
、
往
古
実
益
を
持
っ
た
お
守
り
と

し
て
、
男
女
と
も
に
カ
ヅ
（
被
）
き
帯
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
に
用
例
も
引
い
て
き
た
和
名
抄
か
ら
は
、
神
話
等
と
は
ま
た
異

な
る
古
代
の
「
葛
」
へ
の
強
い
関
心
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
巻
本
で
は
巻

十
、
二
十
巻
本
で
は
巻
二
十
が
ほ
ぼ
同
内
容
で
「
草
木
部
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

葛
は
「
葛
類
」
と
し
て
、「
草
類
・
苔
類
・
蓮
類
・
竹
類
・
木
類
」
に
並
ぶ
類
目

で
あ
る
。
類
中
の
標
目
と
中
に
出
る
和
名
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

葛
（
ク
ズ
カ
ヅ
ラ
）・
藤
（
フ
ヂ
）・
皀
莢
（
カ
ハ
ラ
フ
ヂ
）・
馬
鞭
草
（
ク

マ
ツ
ヅ
ラ
）・
弓
窮
（
オ
ム
ナ
カ
ヅ
ラ
）・
五
味
（
サ
ネ
カ
ヅ
ラ
）・
紫
葛
（
エ

ビ
カ
ヅ
ラ
）・
防
己
（
ア
ヲ
カ
ヅ
ラ
）・
忍
冬
（
ス
ヒ
カ
ヅ
ラ
）・
千
歳
累
（
ア

マ
ヅ
ラ
）・
絡
石
（
ツ
タ
）・
百
部
（
ホ
ト
ヅ
ラ
）・
細
子
草
（
ク
ソ
カ
ヅ
ラ
）・

通
草
（
ア
ケ
ビ
カ
ヅ
ラ
）

　

こ
の
記
事
か
ら
は
、
カ
ヅ
ラ
は
、
広
く
蔓
性
植
物
の
総
称
、 
真  
葛 
と
も
言
わ
れ

ま 
く
ず
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る
ク
ズ
は
そ
の
中
の
一
種
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
類
立

て
を
見
て
、
葛
は
草
で
も
木
で
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
の
素
朴
な
疑
問
が
わ
く
。

鎌
倉
中
期
に
成
っ
た
『
塵
袋
』
に
、「
藤
ハ
木
カ
草
カ
。
草
ヲ
篇
ニ
シ
タ
ガ
ヘ
タ

リ
。
カ
ヅ
ラ
ノ
類
ナ
レ
バ
草
ナ
ル
ベ
シ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

。
…
…
…
藤
ヲ
バ
ハ
キ
（
藤
木
）
ト
モ
云

フ
ニ
コ
ソ
。
…
…
…
仁
和
寺
ニ
モ
フ
ヂ
ノ
木
ト
云
フ
所
ア
リ
。」（
巻
三
「
藤
木
」）

な
ど
と
あ
る
が
、
現
代
的
な
戸
惑
い
に
も
近
い
。
し
か
し
、
古
代
の
葛
と
は
、
と

も
か
く
草
木
と
は
別
類
に
立
て
る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
ク
ズ
・
カ
ヅ
ラ
・
フ
ヂ
」
と
挙
げ
て
き
た
「
葛
」
の
多
訓
の
問
題
か

ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
和
名
抄
で
一
項
だ
け
「
馬
鞭
草
」
に
付
け
ら
れ
た
ク
マ
ツ�

ヅ�

ラ�

と
い
う
名
で
あ
る
。
こ
の
「
ツ
ヅ
ラ
」
は
、

　

○
八
つ
目
さ
す　

出
雲

�

�

た
け
る
が　

佩
け
る
太
刀　

ツ
ヅ
ラ

�

�

� 
多 
巻
き　

さ
身　

さ
は

な
し
に　

あ
は
れ 

（
景
行
記
歌
謡
）

　

○
出
雲

�

�

の
国
は
、 
狭  
布 
の 
稚  
国 
な
る
か
も
。
…
…
… 
霜  
黒
葛 
く
る
や
く
る
や
に
、

さ 

の 

わ
か 
く
に 

し
も 
つ
づ
ら

河
船
の
も
そ
ろ
も
そ
ろ
に
、 
国  
来  
国  
来 
と
引
き
来
縫
へ
る
国
は
、

く
に 
こ 
く
に 
こ

 

（
出
雲
国
風
土
記　

意
宇
郡
）

　

○
御
方
の
里
。 
御  
形 
と 
号 
く
る
所
以
は
、 
葦  
原 

み 
か
た 

な
づ 

あ
し 
は
ら 
志
許
乎
命 

し
こ
を
の
み
こ
と

、 
天
日
槍
命 
と
、
黒

あ
ま
の
ひ
ほ
こ
の
み
こ
と

土
の 
志  
爾  
嵩 
に
到
り
ま
し
、 

各   
黒
葛 
三
条
を
以
て
、
足
に
着
け
て
投
げ
ま

し 

に 
だ
け 

お
の
も
お
の
も 
つ
づ
ら

し
き
。 

（
播
磨
国
風
土
記　

宍
禾
郡
）

等
と
出
て
、
と
り
わ
け
出
雲
と
の
関
わ
り
が
深
そ
う
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は
、
東

歌
の
中
に
「
ハ
マ
ツ
ヅ
ラ
」（
三
三
五
九
）「
ア
ソ
ヤ
マ
ツ
ヅ
ラ
」（
三
四
三
四
）

と
い
う
仮
名
の
二
例
が
見
ら
れ
る
が
、「
葛
」
の
正
訓
と
な
る
よ
う
な
場
合
は
見

出
せ
な
い
。
ツ
ヅ
ラ
の
漢
字
は
、
平
安
期
の
辞
書
で
あ
る
名
義
抄
が
「
黒
葛
・
累

葛
」
を
挙
げ
、
色
葉
字
類
抄
は
「
黒
葛
」
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
霊
異
記

（
中
巻
―
第
四
）
に
「
熊
葛

�

�

の
練
鞭�

」
と
い
う
物
が
見
え
、
和
名
抄
の
「
ク
マ
ツ

ヅ
ラ
（
馬
鞭�

草
）」
と
も
見
合
わ
せ
て
ク
マ
・
ツ
ヅ
ラ
と
訓
ま
れ
て
い
る
。

　

霊
異
記
（
下
巻
―
第
十
三
）
に
は
、「
葛
」
に
つ
い
て
興
味
深
い
記
述
が
見
え

る
。
奈
良
の
孝
謙
天
皇
の
時
代
、「
官
の
鉄
を
取
る
山
」
で
崩
落
が
起
こ
り
、
穴

の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
ら
れ
た
「
役
夫
」
が
、
法
華
経
と
観
音
の
利
益
に
よ
っ
て

助
か
る
話
だ
が
、
実
際
に
助
け
た
の
は
、
た
ま
た
ま
「
葛
を
取
ら
む
と
し
て
山
に

入
」
っ
て
来
た
三
十
余
人
で
、
そ
の
救
助
法
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

○
葛
を
取
り
て
石
に
繋
ぎ
、
底
に
下
し
て
試
み
る
。
底
の
人
取
り
て
引
く
。
明

ら
か
に
人
な
り
と
知
る
。
葛
を
結
ひ
て
縄
と
し

�

�

�

�

�

�

�

�

、
葛
を
編
み
て
籠
と
し

�

�

�

�

�

�

�

�

、
四

つ
の
葛
縄

�

�

を
以
ち
て 
籠 
の 
四  
角 
に 
繋 
け
、 
機 
を
穴
の
門
に
立
て
て
漸
く
穴
の

こ 

よ 
す
み 

か 

わ
か
つ
り

底
に
下
す
。
底
の
人
籠
に
乗
れ
ば
、
機
を
以
ち
て 
索 
き
上
げ
、
持
ち
て
親
の

ひ

家
に
送
る
。

　

こ
の
「
葛
」
は
、
カ
ヅ
ラ
と
訓
む
べ
き
か
ツ
ヅ
ラ
と
訓
む
べ
き
か
、
正
確
に
は

不
明
だ
が
、
葛
の
実
用
性
が
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
貴
重
な
記
述
で
あ
る
。
神
武
即

位
前
紀
等
に
は
、
先
住
者
ツ
チ
グ
モ
を
皇
軍
が
「 
葛 
の
網
」
で
捕
え
て
殺
し
た
な

か
づ
ら

ど
と
も
あ
り
、
要
す
る
に
「
葛
」
と
は
、
縄
な
い
し
綱
、
そ
れ
を
編
ん
だ
網
や
籠

と
い
っ
た
日
常
生
活
に
不
可
欠
の
多
用
途
の
素
材
で
あ
り
、
奈
良
時
代
も
、
民
間
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で
は
、
そ
の
採
取
・
製
造
に
三
十
余
人
も
の
集
団
で
取
り
組
む
価
値
の
あ
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
葛
の
さ
ら
な
る
訓
「
ツ
ナ
」
は
、
そ
う
し
た
用
途
に
関
わ
る

も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　

○
引
き 
結 
へ
る 
葛
目 
の
緩
び
、
取
り 
葺 
け
る 
草 
の 
噪 
き
、 
御  
床 
つ
ひ
の
さ
や
き
、

ゆ 

つ
な
め 

ふ 

か
や 

そ
そ 

み 
ゆ
か

夜
目
の
い
す
す
き
、
い
づ
つ
し
き
事
な
く
、 

（
祝
詞　

大
殿
祭
）

　

○ 
久  
久  
紀  
若  
室  
葛  
根
神 
（
ス
サ
ノ
ヲ
の
子
の
大
年
神
の
子
） 

（
神
代
記
）

く 

く 

き 
わ
か 
む
ろ 
つ
な 
ね
の
か
み

　

○
（
天
皇
） 
室  
寿 
し
て 
曰 
は
く
、「 
築 
き
立
つ
る　
 
稚  
室  
葛  
根 　

築
き
立
つ
る

む
ろ 
ほ
き 

の
た
ま 

つ 

わ
か 
む
ろ 
つ
な 
ね

柱
は
、
此
の 
家  
長 
の　
 
御  
心 
の  
鎮  
な
り
。 

（
顕
宗
即
位
前
紀
）

い
へ 
き
み 

み 
こ
こ
ろ 

し
づ
ま
り

　

大
殿
祭
祝
詞
で
は
、
右
の
直
前
に
出
る
「 
下  
津  
綱  
根 
」
に
、「
古
語
に 
番  
縄 
の

し
も 
つ 
つ
な 
ね 

つ
が
ひ 
な
は

類
、 
之 
を 
綱  
根 
と 
謂 
ふ
」
と
割
注
が
あ
り
、
ツ
ナ
ネ
と
は
、
家
の
柱
と
横
木
を
組

こ
れ 

つ
な 
ね 

い

ん
で
ツ
ナ
で
結
ん
だ
結
び
目
を
い
う
、
お
そ
ら
く
出
雲
系
の
古
語
で
あ
ろ
う
。
ま

た
ナ
ハ
と
ツ
ナ
も
、
同
じ
物
を
指
す
が
、
出
自
の
異
な
る
別
語
だ
っ
た
こ
と
も
明

言
さ
れ
て
い
る
。
と
ま
れ
、
古
代
、
そ
の
盛
ん
な
生
命
力
を
頭
に
カ
ヅ
ラ
く
呪
法

と
は
別
に
、
柔
軟
で
強
靱
な
「
葛
」
の
蔓
の
、
い
わ
ゆ
る
縄
・
綱
と
し
て
の
多
様

な
有
用
性
が
「
葛
根
神
」
と
い
う
神
名
に
残
さ
れ
た
の
で
も
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
隋
書
倭
國
傳
に
は
、
倭
国
は
百
済
か
ら
仏
経
を
求
得
す
る
ま
で

「
無
文
字
、
唯
刻
木
結
縄

�

�

」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
結
縄
」
は
、
右

に
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も
葛
の
縄
を
結
ぶ
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

　
「
結
縄
」
が
、
広
く
世
界
各
地
の
無
文
字
社
会
に
お
い
て
一
定
文
字
的
な
機
能

を
果
た
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
る
。
言
語
学
大
辞
典
別

巻
（
三
省
堂
）
に
よ
れ
ば
、
漢
籍
等
の
古
文
献
か
ら
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
比
較
的
近
来
に
伝
わ
っ
た
台
湾
の
そ
れ
や
沖
縄
の
「
藁
算
」
等
に
よ
れ

ば
、
数
や
そ
の
記
憶
に
関
わ
る
用
が
主
だ
っ
た
か
と
見
ら
れ
て
い
る
。
隋
書
に
言

わ
れ
る
よ
う
に
無
文
字
時
代
の
日
本
に
「
結
縄
」
文
化
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ

の
実
態
や
機
能
に
つ
い
て
、
文
字
資
料
上
に
触
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
一
切
な
い
。
た

だ
、
わ
ず
か
に
手
掛
り
に
な
る
の
は
、
歌
に
伝
わ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
慣
用
表
現
と
、

動
詞
「
繰
る
」
に
よ
る
半
ば
無
意
識
の
口
承
で
あ
る
。

　

○ 
延 
ふ 
葛 
の　

い
や
遠
長
く

�

�

�　
 
万   
世 
に　

絶
え
む
と
思
ひ
て （
万
葉　

四
二
三
）

は 

く
ず 

よ
ろ
づ 
よ

　

○ 
玉  
葛 　

い
や
遠
長
く

�

�

�　
 
祖 
の
名
も　

継
ぎ
行
く
も
の
と 

（
同　

四
四
三
）

た
ま 
か
づ
ら 

お
や

　

○
荒
玉
の　

年
の
緒
長
く

�

�

�

�

�　

照
る
月
の　

厭
か
ざ
る
君
や　

明
日
別
れ
な
む

 

（
同　

三
二
〇
七
）

　

○
い
づ
れ
ぞ
も 
泊 
ま
り　

か
の
崎
こ
え
て　

み
山
の 
小 
つ
づ
ら

と
ど 

こ

　
　

く
れ
く
れ

�

�

�

�　

小
つ
づ
ら

�

�

�

� 

（
神
楽
歌　

早
歌
）

　

右
の
万
葉
歌
で
は
、「
延
ふ
（
延
ば
し
た
）
葛
」
や
「
玉
（
の
つ
い
た
）
葛
」

そ
し
て
「
年
の
緒
」
が
、
過
去
や
将
来
の
遠
長
い
時
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
て

歌
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
楽
歌
の
ツ
ヅ
ラ
を
早
く
「
繰
る
」
と
は
、
お
そ
ら
く

先
へ
先
へ
と
神
楽
次
第
を
早
く
送
っ
て
、「
い
づ
れ
ぞ
も
泊
ま
り
」
と
い
う
待
ち

遠
し
い
「
時
」
に
た
ど
り
着
け
る
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
「
く
る
」
と
は
「 
霜
黒
葛 
く
る
や
く
る
や
に
」
の
国
引
き
神
話
の
昔
か
ら
、
も

し
も
つ
づ
ら

と
も
と
長
い
葛
（
縄
）・
緒
・
糸
等
を 
手  
繰 
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、（
日
を
）

た 

ぐ
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「
繰
り
延
べ
る
」・（
日
程
を
）「
繰
り
上
げ
、
繰
り
下
ろ
す
」・（
翌
日
に
）「
繰
り

越
す
」「
繰
り
出
す
」・（
事
を
）「
繰
り
返
す
」・（
想
い
を
）「
手
繰
り
寄
せ
る
」

と
い
っ
た
熟
語
表
現
が
な
ぜ
現
代
語
に
も
残
っ
て
い
る
か
は
、「
繰
る
」
と
い
う

行
為
が
日
を
送
る
こ
と
に
深
く
絡
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

葛
に
結
び
目
や
荒
玉
を
付
け
て
、
そ
れ
を
「
く
り
く
り
」
送
り
延
べ
、
一
定
の
長

さ
で
「
く
り
返
し
」
て
コ
ヨ
ミ
（
日
読
み
）
と
し
て
い
た
、
は
る
か
な
日
々
の
名

残
り
の
言
葉
遣
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

無
文
字
時
代
の
コ
ヨ
ミ
に
は
、「
刻
木
結
縄
」
の
「
刻
木
」
も
そ
れ
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
り
（
岡
山
市
国
体
町
南
方
遺
跡
出
土
、
小
著
『
古
層
日
本
語
の
融
合

構
造
』
参
照
）、
ま
た
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
と
共
に
天
照
大
神
の
今
一
人
の
弟
と
さ
れ

る
「
月
読
命
」
の
名
に
遺
さ
れ
た
月
齢
を
「
ヨ
ム
（
数
え
る
）」
こ
と
も
、
当
然

行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
陸
の
文
字
で
組
ま
れ
た
精
緻
な
暦
法
の

こ
と
を
知
っ
て
、
欽
明
紀
の
仏
教
伝
来
の
記
事
と
同
じ
頃
に
は
、「
暦
本
」
を
百

済
に
求
め
た
由
の
記
事
も
現
れ
る
。
そ
し
て
、
正
史
に
「
始
め
て
元
嘉
暦
と
儀
鳳

暦
と
を
行
ふ
」
と
記
さ
れ
る
の
は
、
持
統
紀
四
年
十
一
月
で
あ
る
か
ら
、
記
紀
万

葉
編
纂
の
時
代
、
往
古
の
稚
拙
な
コ
ヨ
ミ
の
こ
と
な
ど
、
も
は
や
触
れ
た
く
も
な

く
触
れ
る
必
要
も
な
い
と
い
う
わ
け
で
、
時
の
彼
方
に
む
な
し
く
消
え
去
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
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