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Ｉ
特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ー
古
代
文
学
の
普
遍
と
固
有
Ｉ

『
万
葉
集
」
巻
七
の
冒
頭
、
「
詠
天
」
の
題
の
も
と
に
は
、

あ
め
の
う
み
に
く
も
の
な
み
た
ち
つ
き
の
ふ
れ
ほ
し
の
は
や
し
に
こ
ぎ
か
く
る
み
ゆ

天
海
丹
雲
之
波
立
月
船
星
之
林
丹
傍
隠
所
見

（７．一○六八）

と
い
う
人
麻
呂
歌
集
歌
（
非
略
体
）
が
収
載
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
本
稿

で
は
こ
れ
を
「
月
船
歌
」
と
称
す
る
）
。
一
首
は
、
天
に
雲
が
立
ち
、
月

が
星
々
の
中
へ
と
移
り
ゆ
く
実
像
（
実
意
と
し
て
の
景
）
を
、
海
に
波
が

立
ち
、
船
が
林
の
中
へ
と
傍
ぎ
隠
れ
る
幻
像
（
見
立
て
の
文
脈
）
の
上
に

（１）

重
ね
る
。
実
意
と
し
て
の
景
（
月
の
移
動
）
が
見
立
て
の
文
脈
（
船
の
移

動
）
に
重
な
り
、
両
者
が
一
如
の
も
の
と
な
る
こ
と
で
、
月
が
渡
り
行
く

と
い
う
日
常
的
な
天
空
の
景
色
は
、
現
実
の
視
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、

詩
的
想
像
に
支
え
ら
れ
た
幻
想
的
光
景
と
し
て
顕
現
す
る
。

本
稿
で
は
、
右
の
「
月
船
歌
」
に
見
え
る
実
景
と
見
立
て
の
景
と
の
重

層
化
の
表
現
、
お
よ
び
そ
れ
を
歌
と
し
て
訓
む
際
の
訓
の
あ
り
か
た
を
表

現
の
型
と
捉
え
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
詩
文
に
見

ら
れ
る
漢
語
的
な
造
語
法
が
、
い
か
に
し
て
文
字
の
歌
と
い
う
位
相
に
お

い
て
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
の
一
端
が
見
え
て
く
る
で

人
麻
呂
歌
集
「
月
船
」
歌
の
表
現

｜
は
じ
め
に

ｌ
漢
語
の
見
立
て
表
現
と
訓
読
Ｉ

あ
ろ
う
と
の
目
論
見
を
も
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

二
漢
語
的
表
現
に
よ
る
見
立
て
ｌ
「
天
海
・
月
船
」
ｌ

「
月
船
歌
」
に
お
い
て
、
実
像
と
幻
像
と
を
重
ね
る
の
は
、
「
天
海
」
「
雲

之
波
」
「
月
船
」
「
星
之
林
」
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
語
彙
を
構
成

す
る
漢
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
天
ｌ
雲
１
月
ｌ
星
」
（
天
空
の
景
）
、
「
海
ｌ

波
ｌ
船
ｌ
林
」
（
海
辺
の
景
）
の
縁
語
関
係
を
結
び
、
文
脈
を
形
成
し
て

い
る
。
実
像
と
し
て
の
景
を
構
成
す
る
語
群
の
文
脈
と
幻
像
の
そ
れ
と
を

示せば、○
●

○

●

。

○

●

○

●

●

◎

天
海
丹
雲
之
波
立
月
船
星
之
林
丹
梼
隠
所
見

○
…
実
像
を
構
成
す
る
語
棄
●
…
幻
像
の
景
を
構
成
す
る
語
彙

。…二つの文脈に参与する語（以下同）

と
な
る
。
題
詞
に
「
詠
天
」
と
あ
る
こ
と
が
、
二
つ
の
景
の
う
ち
、
天
空

の
景
が
実
像
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
が
、
「
月
船
」
の
述
語
「
傍
隠
」

の
「
傍
」
が
海
辺
の
景
（
幻
像
）
の
文
脈
上
に
あ
っ
て
天
空
の
景
（
実
像
）

の
文
脈
に
は
直
接
的
に
は
参
与
し
な
い
と
い
う
あ
り
方
か
ら
は
、
海
に
波

が
立
ち
船
が
林
に
傍
ぎ
隠
れ
る
と
い
う
海
辺
の
景
の
文
脈
が
基
盤
と
な
っ

て
、
そ
こ
に
天
空
の
景
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
重
ね

松

田

浩
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人麻呂歌集「月船」歌の表現

ら
れ
た
二
つ
の
文
脈
は
、
漢
文
表
現
の
特
徴
的
技
法
で
あ
る
互
文
の
関
係

で
互
い
の
文
脈
（
景
）
を
構
成
し
つ
つ
、
照
ら
し
あ
う
関
係
と
な
っ
て
い
る
。

「
天
海
」
の
語
は
、
齊
・
孔
稚
珪
「
楮
先
生
伯
玉
碑
」
に
、

○
●

子
晉
笙
歌
駁
二
鳳
於
天
海
一
、
王
喬
雲
畢
控
二
鶴
於
玄
都
一
・

な
ど
の
例
を
見
る
よ
う
に
、
天
の
青
く
広
い
性
質
を
海
の
そ
れ
と
重
な
る

も
の
と
し
て
捉
え
、
天
空
を
海
に
瞼
え
た
漢
語
で
あ
る
。
「
月
船
歌
」
で
は
、

こ
の
漢
語
「
天
海
」
の
文
字
列
を
漢
語
表
記
そ
の
ま
ま
の
姿
で
歌
の
文
字

列
に
組
み
込
み
、
「
天
」
す
な
わ
ち
「
海
」
と
い
う
見
立
て
の
関
係
を
表

現
す
る
。
一
方
、
「
月
船
」
の
用
例
は
、
諸
注
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
懐
風
藻
」
お
よ
び
『
万
葉
集
』
に
、

馴
刑
移
二
霧
渚
一
、
楓
撒
涯
二
霞
濱
一
・

（「懐風藻』妬・文武天皇「詠月」）

蕊
畷
服
職
瀞
攪
椴
聯
而
溌
脈
砂
腿
Ｍ
捗
證

（岨．二二二三・「詠月」）

（２）

と
い
う
用
例
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
漢
籍
に
用
例
を
見
出
す
こ
と
は
難
し

い
。
そ
れ
故
に
、
「
月
船
歌
」
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
小
島
憲
之
の
「
月

を
も
の
に
見
立
て
る
方
法
は
、
六
朝
唐
代
に
例
が
多
く
、
こ
の
や
う
な
方（３）

法
を
學
ん
だ
結
果
、
「
月
の
船
」
が
生
ま
れ
た
も
の
か
と
も
思
は
れ
る
」

と
の
指
摘
が
あ
る
。
さ
ら
に
丸
山
隆
司
は
、
小
島
の
こ
の
指
摘
を
展
開
さ

せ
て
、
「
月
船
歌
」
の
表
現
を
文
字
（
漢
字
）
で
つ
く
る
歌
に
お
け
る
詩

（４）

語
の
創
出
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
既
に
丸
山
論
文
に
詳
述
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
「
天
海
」
や
「
月
船
」
の
よ
う
に
、
実
像
と
幻
像
と
を
漢
字

二
字
構
成
の
熟
語
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
漢
詩
文
に
お
い
て
見
ら
れ

る
技
法
で
あ
り
、
「
月
船
歌
」
の
表
現
は
こ
の
技
法
を
歌
に
取
り
入
れ
た

も
の
で
あ
る
・
こ
こ
に
『
懐
風
藻
』
か
ら
例
を
示
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

○

●

○

●

雲
衣
雨
観
夕
、
月
鏡
一
逢
秋
。

（
懐
風
藻
・
詔
・
藤
原
不
比
等
「
七
夕
」
）

右
の
藤
原
不
比
等
の
七
夕
詩
に
は
「
雲
衣
」
「
月
鏡
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。

実
像
と
し
て
は
、
七
夕
の
夜
に
た
な
び
く
雲
と
、
皓
々
と
照
る
月
と
が
空

に
浮
か
ん
で
い
る
景
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
同
時
に
織
女
の
衣
と
鏡
と
い

う
幻
像
が
重
層
す
る
。
織
女
の
持
ち
物
と
し
て
の
鏡
は
、
梁
・
沈
約
「
織

女
贈
二
牽
牛
一
詩
」
に
「
紅
粧
與
二
明
鏡
一
、
二
物
本
相
親
」
な
ど
の
例
が
見

ら
れ
、
ま
た
、
織
女
の
衣
を
「
雲
衣
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
唐
・
杜

審
言
「
奉
レ
和
三
七
夕
侍
ゴ
宴
雨
儀
殿
一
應
レ
制
」
に
「
敵
し
涙
開
二
星
醤
一
、

微
歩
動
二
詞
調
一
」
な
ど
の
例
を
見
る
。
七
夕
の
夜
の
雲
と
月
と
は
、
織

女
の
調
度
品
と
し
て
の
「
明
鏡
」
（
屡
々
月
の
比
嶮
と
し
て
用
い
ら
れ
る
）

と
そ
の
衣
裳
た
る
「
雲
衣
」
と
い
う
漢
籍
由
来
の
知
識
を
背
景
と
し
て
背

負
い
、
天
空
の
景
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
夜
空
に
住
ま
う
織
女
の
着
て

い
る
雲
の
如
く
に
薄
ら
か
な
衣
、
彼
女
の
持
つ
、
月
の
如
く
に
澄
み
わ
た
っ

た
明
鏡
と
い
う
幻
像
を
結
ぶ
。
こ
こ
で
は
「
雲
・
月
」
と
い
う
実
像
に
対

し
て
、
見
立
て
る
も
の
と
し
て
の
「
衣
・
鏡
」
が
下
接
し
て
二
字
の
熟
語

を
構
成
す
る
。
こ
れ
ら
見
立
て
の
幻
像
と
実
像
と
の
二
字
熟
語
と
し
て
用

い
ら
れ
る
「
雲
衣
」
「
月
鏡
」
の
語
は
、

○

●

○

●

月
鏡
如
レ
開
し
匡
、
雲
櫻
似
レ
綴
し
冠
。
（
唐
・
李
崎
「
八
月
奉
教
作
」
）

●

○

○

●

歴
歴
珠
星
疑
レ
施
し
侃
、
再
再
雲
衣
似
レ
曳
レ
羅
。

（唐・何仲宣「七夕賦詠成篇」）

な
ど
、
中
国
の
漢
詩
文
に
お
い
て
も
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
嶋

「
八
月
奉
教
作
」
に
お
い
て
は
天
空
に
現
れ
た
満
月
を
厘
を
開
い
て
姿
を

現
し
た
鏡
に
、
空
に
細
く
漂
う
雲
を
冠
を
結
ぶ
紐
に
見
立
て
て
お
り
、
ま

た
、
何
仲
宣
「
七
夕
賦
詠
成
篇
」
に
お
い
て
は
、
夜
空
に
く
っ
き
り
と
浮

-７９-
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か
ぶ
星
々
を
珠
玉
に
、
し
な
や
か
で
柔
ら
か
な
様
子
の
雲
を
織
女
の
衣
に

見
立
て
る
。
不
比
等
の
七
夕
詩
に
見
ら
れ
る
「
月
鏡
」
「
雲
衣
」
の
直
接

の
典
拠
を
示
す
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
こ
と
だ
が
、
海
彼
に
お
け
る
漢
詩

文
の
語
彙
を
こ
こ
に
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
「
雲

衣
」
は
更
に
、
小
島
憲
之
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
万
葉
集
」
の
、

あ
ま
の
が
は
き
り
た
ち
の
ぼ
る
た
な
ぱ
た
の
ｋ
朏
臨
膣
脂
吟
仙
の
か
へ
る
そ
で
か
も

天
漢
霧
立
上
棚
幡
乃
雲
衣
能
瓢
袖
鴨

（
岨
．
二
○
六
三
・
七
夕
）

の
歌
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
詩
語
「
雲
衣
」
の
文
字
列

が
そ
の
ま
ま
の
姿
で
訓
字
主
体
表
記
の
歌
の
文
字
列
に
組
み
込
ま
れ
て

、

「
く
も
の
こ
ろ
も
」
と
い
う
新
た
な
歌
語
ｌ
詩
語
の
翻
訳
語
と
し
て
の
歌

語
ｌ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
右
の
歌
で
は
漢
語
「
雲
衣
」
を
背
景
に
、
雲

が
す
な
わ
ち
織
女
の
衣
で
あ
る
こ
と
を
発
想
の
起
点
と
し
て
、
霧
が
立
ち

上
る
さ
ま
を
、
そ
の
衣
の
袖
が
翻
っ
た
も
の
と
し
て
疑
っ
て
み
せ
る
こ
と

に
主
眼
が
あ
る
が
、
漢
語
「
雲
衣
」
の
熟
合
の
あ
り
方
が
、
雲
と
衣
と
を

同
一
の
も
の
と
見
る
前
提
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
月
船
歌
」
に
お
け
る
「
月
船
」
も
、
右
に
見
る
よ
う
な
漢
字
の
持
つ

実
像
・
幻
像
の
熟
合
の
語
構
成
を
用
い
た
技
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
天
を
海
と
し
て
見
る
漢
語
「
天
海
」
に
よ
っ
て
、
天
に
浮
か
ぶ
月

が
船
で
あ
る
と
い
う
幻
像
が
喚
起
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
天
海
」
と
語

構
成
を
同
じ
く
す
る
「
月
船
」
の
語
を
創
り
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

幻
像
が
つ
く
り
出
す
文
脈
に
実
像
が
絡
め
取
ら
れ
て
、
景
色
は
一
転
し
て

幻
視
の
対
象
と
し
て
生
成
す
る
。

こ
の
よ
う
に
漢
詩
文
の
語
構
成
を
そ
の
ま
ま
に
歌
の
文
字
列
に
持
ち
込

む
こ
と
で
、
歌
は
そ
の
表
現
技
法
を
漢
詩
文
と
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
こ
う
し
た
表
現
法
が
方
法
化
さ
れ
る
の
は
、
漢
詩
文
隆
盛
の
天
智

朝
を
経
た
天
武
朝
の
、
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
（
詩
体
歌
）
以
降
に
お
い
て

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
稲
岡
耕
二
に
よ
れ
ば
、
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
（
詩

体
歌
）
の
書
記
方
法
ｌ
総
訓
字
表
記
を
志
向
す
る
歌
の
書
記
方
法
ｌ
は
、

書
記
言
語
と
し
て
の
文
字
の
歌
を
創
る
と
い
う
営
為
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
営
為
は
、
漢
語
の
語
彙
を
そ
の
ま
ま
の
姿
で
歌
の
文
字

（５）

列
に
取
り
込
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
渡
瀬
昌
忠
の

示
す
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
と
漢
語
訓
読
と
の
関
係
を
以
下
に
確
認
し
て
お

（６）

き
た
い
。
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
、

い
脳
膜
膨
旧
Ｋ
あ
は
ぬ
い
も
ゆ
ゑ
ひ
さ
か
た
の
あ
ま
つ
ゆ
し
も
に
ぬ
れ
に
け
る
か
も

行
行
不
し
相
妹
故
久
方
天
露
霜
沽
在
哉（Ⅱ．二三九五）

の
初
句
に
見
ら
れ
る
「
行
行
」
は
漢
詩
文
に
見
ら
れ
る
漢
語
の
訓
読
に
よ
っ

て
創
り
出
さ
れ
た
新
た
な
文
字
の
歌
の
た
め
の
歌
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
漢

語
「
行
行
」
は
、
『
文
選
』
巻
二
九
「
古
詩
十
九
首
」
の
第
一
に
、

伺
伺
重
行
行
、
與
レ
君
生
別
離
。

相
去
萬
餘
里
、
各
在
二
天
一
涯
一
・

道
路
阻
且
長
、
會
面
安
可
レ
知
。

と
見
え
る
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
漢
詩
文
に
お
い
て
は
、
愛
す
る
人
．

親
し
き
人
と
遠
く
離
れ
行
く
生
別
離
の
、
悲
痛
な
る
行
路
の
さ
ま
を
表

わ
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
表
現
の
蓄
積
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
。

二
三
九
五
番
歌
は
そ
の
詩
語
を
そ
の
ま
ま
歌
の
文
字
列
に
組
み
込
む
こ
と

で
、
詩
語
と
し
て
の
「
行
行
」
の
持
つ
分
厚
い
蓄
積
を
引
き
受
け
つ
つ
、

一
首
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
歌
は
漢
字
に
よ
る
表
記
（
訓
字
表
記
）
を
志

向
す
る
こ
と
で
、
訓
読
と
い
う
回
路
に
よ
っ
て
和
漢
の
枠
組
み
を
越
境
す

（７）る
。
歌
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
漢
籍
の
持
つ
豊
富
な
語
彙
と
、
そ
の
語
彙

が
詩
語
と
し
て
蓄
積
し
て
き
た
表
現
の
歴
史
を
自
ら
の
も
の
と
し
、
漢
語
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人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
で
あ
る
「
月
船
歌
」
に
お
け
る
「
天
海
」
「
月
船
」

の
語
も
ま
た
、
右
に
見
る
よ
う
な
訓
字
主
体
表
記
を
志
向
す
る
文
字
の
歌

と
し
て
、
漢
詩
文
に
見
ら
れ
る
語
彙
「
天
海
」
を
、
そ
し
て
ま
た
、
漢
語

の
語
構
成
に
よ
る
造
語
法
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
（
と
思
し
い
）
「
月
船
」

を
、
漢
語
的
表
記
に
よ
っ
て
歌
の
文
字
列
の
中
に
埋
め
込
ん
だ
も
の
で
あ

る
と
言
え
る
。

、

だ
が
、
同
じ
く
「
実
像
十
幻
像
」
の
語
構
成
を
持
つ
「
雲
之
波
」
「
星

、

（８）

之
林
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
漢
語
と
し
て
の
「
之
」
は
見
立
て
の
関
係

を
表
わ
す
語
で
は
な
い
。
「
之
」
が
二
つ
の
名
詞
を
繋
ぐ
の
で
あ
れ
ば
、

ま
ず
は
上
の
語
が
下
の
語
を
修
飾
す
る
関
係
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
よ
う
が
、
「
月
船
歌
」
に
お
け
る
実
像
・
幻
像
の
二
つ
の
文
脈
の
上

で
は
「
雲
之
波
」
「
星
之
林
」
は
明
か
に
見
立
て
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
。
「
之
」
字
は
漢
語
と
は
別
の
位
相
で
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
歌
集
歌
非
略
体
に
お
い
て
、
「
之
」
字
に
は
、

わ
た
の
そ
こ
お
き
っ
た
ま
も
．
い
ｒ
な
の
り
そ
の
は
な

海
底
奥
玉
藻
之
名
乗
曽
花
．
：
（
７
．
一
二
九
○
）

ひ
さ
か
た
の
あ
ま
の
か
は
ら
に
ぬ
え
ど
り
’
院
ｒ
う
ら
な
け
ま
し
つ
と
も
し
き
ま
で
に

久
方
之
天
漢
原
丹
奴
延
烏
之
裏
歎
座
都
乏
諸
手
丹

（蛆．一九九七）

、

、

、

な
ど
の
用
法
を
み
る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
沖
の
美
し
い
海
藻
で
あ
る
な
の
り
そ

、

、

、

、

の
花
」
「
ぬ
え
烏
の
（
哀
し
い
声
で
鳴
く
）
よ
う
に
忍
び
泣
い
て
」
と
解

釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
同
格
の
格
助
詞
「
の
」
、
後
者
は
比

嚥
の
格
助
詞
「
の
」
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
歌
の
文
字
列
の
中
の
「
之
」

世
界
と
地
続
き
の
、
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
の
一
端
で
あ
る
日
本
に
お
け

る
詩
文
と
い
う
位
置
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
文
字
の
歌
と
訓
読
と
ｌ
「
雲
之
波
・
星
之
林
」
Ｉ

字
が
漢
語
と
し
て
の
「
之
」
の
原
義
を
越
え
て
、
和
語
に
お
け
る
格
助
詞

「
の
」
の
表
語
文
字
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ

、

は
漢
語
と
し
て
の
「
Ａ
之
Ｂ
」
が
持
つ
修
飾
関
係
を
示
す
用
法
が
和
語
の

格
助
詞
「
の
」
と
し
て
訓
ぜ
ら
れ
、
更
に
そ
の
「
之
」
が
和
語
「
の
」
の

表
語
文
字
と
し
て
、
「
之
」
本
来
の
字
義
に
は
な
か
っ
た
和
語
「
の
」
の

語
義
の
広
が
り
を
も
担
う
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
月
船
歌
」
に
お

、

、

け
る
「
雲
之
波
」
「
星
之
林
」
と
い
う
文
字
列
は
、
明
ら
か
に
和
語
（
訓

、

、

読
語
）
と
し
て
の
「
く
も
の
な
み
」
「
ほ
し
の
は
や
し
」
を
志
向
し
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
の
訓
読
を
志
向
す
る
表
記
と
、
漢
語
と
し
て
の
姿
を
顕
わ
に
す

る
「
天
海
」
「
月
船
」
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。

、

歌
の
音
数
律
か
ら
言
え
ば
「
天
海
」
の
訓
は
「
あ
め
の
う
み
」
、
「
月
船
」

、

の
そ
れ
は
「
つ
き
の
ふ
れ
」
と
実
像
・
幻
像
を
示
す
二
つ
の
名
詞
が
格
助

詞
「
の
」
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
見

立
て
の
構
成
を
以
て
文
脈
上
に
配
さ
れ
る
「
雲
之
波
」
「
星
之
林
」
が
、

和
語
に
お
け
る
格
助
詞
「
の
」
の
表
語
文
字
で
あ
る
「
之
」
字
を
以
て
「
雲

ｌ
波
」
・
「
星
ｌ
林
」
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
「
天
海
」
を
「
あ
め
の
う
み
」
、
「
月
船
」
を
「
つ
き
の
ふ
れ
」

と
訓
む
く
き
こ
と
は
、
歌
の
音
数
律
の
問
題
よ
り
も
寧
ろ
、
「
雲
之
波
」
「
星

之
林
」
の
文
字
列
に
お
い
て
「
之
（
の
）
」
字
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
根
拠
と
す
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
で
あ
れ
ば
、
「
天
海
」
「
月
船
」

の
文
字
列
は
、
歌
の
文
字
列
自
身
が
示
す
訓
み
１
１
実
像
・
幻
像
の
関
係

性
を
示
す
語
彙
を
「
の
（
之
と
が
繋
ぐ
と
い
う
あ
り
か
た
ｌ
を
根
拠

、

、

と
し
て
、
「
天
之
海
」
「
月
之
船
」
と
も
表
記
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
と
同
時
に
そ
れ
は
、
「
雲
之
波
」
「
星
之
林
」
が
そ
れ
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ぞ
れ
「
雲
波
」
「
星
林
」
と
も
表
記
可
能
な
語
彙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

も
意
味
す
る
。

文
字
列
に
お
け
る
「
之
」
の
刻
印
が
逆
に
「
雲
之
波
」
を
「
雲
波
」
と

し
て
、
「
星
之
林
」
を
「
星
林
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
漢
語
の
持
つ
二
字
構
成
の
見
立
て
が

持
つ
性
質
と
幻
像
・
実
像
の
二
字
を
繋
ぐ
「
の
」
の
性
質
と
の
連
関
を
考

え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

漢
字
二
字
の
熟
合
に
よ
る
見
立
て
の
構
造
が
漢
語
特
有
の
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
前
節
で
も
触
れ
た
が
、
そ
の
上
下
二
字
が
作
り
出
す
関

係
性
を
見
る
た
め
に
、
更
に
『
懐
風
藻
」
の
以
下
の
例
も
確
認
し
て
お
き

たい。
○

●

○

●

雲
羅
嚢
し
珠
起
。
雪
花
含
レ
彩
新
。

二
懐
風
藻
』
Ⅳ
．
文
武
天
皇
「
詠
雪
」
）

「
詠
雪
」
と
題
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
像
が
「
雲
」
「
雪
」
で
あ
る
こ
と

が
了
解
さ
れ
る
。
「
雲
羅
」
は
光
を
透
か
す
ご
と
く
雲
の
薄
々
と
し
た
さ

う
す
も
の

ま
を
羅
に
、
「
雪
花
」
は
雪
の
結
晶
が
六
つ
の
花
弁
を
持
ち
つ
つ
散
る

さ
ま
を
花
に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
漢
語
「
雪
花
」
は
、

○

●

○

●

雪
花
開
二
六
出
一
、
氷
珠
映
二
九
光
一
・

（北周・庚信「郊行値し雪」）

の
よ
う
に
雪
を
花
に
見
立
て
た
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

●
○

柳
翠
含
二
煙
葉
一
、
梅
芳
帯
二
雪
花
一
・（唐・高正臣「晦日置一酒林亭一」）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
雪
の
よ
う
に
白
い
花
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
見
立
て
る
も
の
と
見
立
て
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
は
固
定
的
で
は
な

く
、
文
脈
に
よ
っ
て
雪
が
花
に
、
花
が
雪
に
見
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
雲
羅
」
が

○
●

曠
哉
宇
宙
恵
、
雲
羅
更
四
陳
。
（
梁
・
江
滝
「
雑
体
詩
、
密
中
散
言
志
」
）

の
よ
う
に
、
雲
を
羅
（
こ
の
場
合
は
網
の
意
）
に
見
立
て
た
語
と
し
て
用

い
ら
れ
る
と
同
時
に
、
●

○

●

○

長桾動二星珊一、輕帳緯二雲羅一・

（階・王慎「七夕」）

の
よ
う
に
、
雲
の
如
く
に
柔
ら
か
な
羅
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
も

見
ら
れ
る
。
幻
像
・
実
像
を
組
み
合
わ
せ
る
二
字
構
成
の
漢
語
「
Ａ
Ｂ
」
は
、

そ
の
関
係
性
を
示
す
語
句
を
含
み
持
た
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
Ａ
・
Ｂ
の

何
れ
が
実
像
・
幻
像
で
あ
る
か
は
不
透
明
で
あ
る
。
前
後
の
文
脈
が
こ
れ

を
明
確
化
す
る
か
、
用
例
の
蓄
積
に
よ
る
強
固
な
関
係
性
が
構
築
さ
れ
な

い
限
り
は
、
見
立
て
表
現
「
Ａ
Ｂ
」
は
Ａ
と
Ｂ
と
の
何
れ
も
が
実
像
と
し

て
現
れ
る
可
能
性
を
保
ち
つ
つ
相
互
に
照
ら
し
合
う
関
係
を
結
ぶ
。

「
雪
花
」
と
い
う
語
そ
れ
自
体
は
、
花
弁
を
持
ち
つ
つ
風
に
舞
い
、
あ

る
い
は
枝
に
留
ま
る
と
い
う
雪
と
花
と
が
共
有
す
る
性
質
に
よ
っ
て
両
語

の
紐
帯
を
結
び
な
が
ら
、
な
お
「
雪
」
と
も
「
花
」
と
も
決
定
で
き
な
い

と
こ
ろ
で
互
い
を
照
ら
し
合
う
。
そ
こ
に
「
Ａ
如
Ｂ
」
で
も
「
Ｂ
の
よ
う

な
Ａ
」
で
も
な
い
、
漢
字
二
字
構
成
の
見
立
て
表
現
の
特
質
が
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
月
船
歌
」
の
文
字
列
は
、
こ
う
し
た
二
字
構
成

、

の
見
立
て
の
語
彙
を
「
Ａ
の
Ｂ
」
と
い
う
か
た
ち
で
訓
読
す
べ
き
こ
と
を

指
示
し
て
い
る
。
熟
語
「
Ａ
Ｂ
」
が
Ａ
Ｂ
何
れ
も
が
実
像
と
な
り
う
る
と

こ
ろ
で
見
立
て
表
現
を
つ
く
り
出
す
と
き
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
訓
読
語
と

し
て
の
「
の
」
は
、
ま
ず
は
「
全
注
」
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
同
格
（
「
同

（９）

一
判
断
を
背
景
に
成
立
す
る
同
格
の
結
合
」
）
を
表
わ
す
格
助
詞
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。
同
格
の
「
Ａ
の
Ｂ
」
は
Ａ
で
あ
る
と
同
時
に
Ｂ
で
あ
る
、

Ａ
す
な
わ
ち
Ｂ
、
と
い
う
関
係
を
つ
く
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
一
方
で
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漢
語
「
Ａ
Ｂ
」
が
見
立
て
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
Ａ
・
Ｂ
に
共
通

す
る
性
質
ｌ
見
立
て
を
可
能
に
す
る
性
質
ｌ
が
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
丸
山
論
文
は
こ
こ
に
、
同
格
の
意
味
に
加
え
て
、
「
の
」
が
持
つ
比

瞼
を
つ
く
る
機
能
を
も
付
加
さ
れ
た
特
殊
な
用
法
と
し
て
「
Ａ
の
Ｂ
」
を

、

見
出
し
、
「
月
船
歌
」
の
「
天
の
海
」
の
「
の
」
の
含
み
持
つ
意
味
に
つ

いて、「
天
の
海
」
に
お
い
て
、
天
の
広
い
こ
と
．
青
い
こ
と
、
そ
れ
は
海

の
広
い
こ
と
．
青
い
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
天
す
な
わ
ち

海
と
い
う
含
み
を
も
っ
て
い
る
と
解
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
述
べ
、
そ
の
訓
み
に
は
「
天
の
海
」
が
「
海
」
に
瞼
え
ら
れ
た
「
天
」

そ
の
も
の
だ
け
を
指
す
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
見
立
て
」
の
関
係
が

見
い
だ
せ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
漢
語
「
Ａ
Ｂ
」
の
持
つ
比
職
関
係
の

相
互
交
通
性
を
鑿
み
れ
ば
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
「
Ａ
Ｂ
」
を
繋

ぐ
「
の
」
が
一
般
的
な
和
語
の
「
の
」
と
は
微
妙
な
ず
れ
を
生
じ
て
、
文

法
的
な
分
類
に
よ
っ
て
は
比
瞼
に
も
同
格
に
も
一
元
化
で
き
な
い
と
こ
ろ

で
機
能
す
る
の
は
、
こ
れ
が
見
立
て
の
漢
語
「
Ａ
Ｂ
」
を
訓
読
語
と
し
て

訓
む
（
理
解
す
る
）
と
い
う
営
為
の
中
で
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
月
船
歌
」
に
は
、
こ
う
し
た
、
訓
読
を
通
し
て
、

訓
読
の
た
め
に
見
出
さ
れ
た
「
の
」
が
「
之
」
字
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
月
船
歌
」
の
文
字
列
が
漢
語
世
界
と
の
繋
が
り
を
持
ち
つ
つ
、
そ
こ

、

、

に
訓
読
を
志
向
す
る
こ
と
は
「
天
海
丹
」
「
星
之
林
丹
」
と
助
詞
「
に
」

が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
明
か
で
あ
る
。
「
雲
之
波
」
の
文
字
列
に

四
訓
読
と
い
う
回
路
と
書
記
言
語
と
し
て
の
歌
と

よ
っ
て
「
天
海
」
を
「
あ
め
の
う
み
」
と
訓
む
こ
と
を
指
示
す
る
あ
り
よ

う
か
ら
は
、
「
月
船
歌
」
は
漢
語
的
表
現
を
訓
読
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に

歌
を
立
ち
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
う
し
た

中
で
「
之
」
を
表
記
す
る
こ
と
は
、
漢
語
的
な
見
立
て
の
方
法
を
書
記
言

語
と
し
て
の
歌
の
文
字
列
の
上
に
つ
く
り
出
す
営
為
で
あ
っ
た
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
営
為
の
基
層
に
は
、
近
江
朝
以
来
の
漢
文
訓
読
の
方

法
の
蓄
積
が
存
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
天
智
朝
の
大
津
宮
時
代
の
も
の
と

推
定
さ
れ
る
北
大
津
音
義
木
簡
に
は
、
「
賛
」
字
に
「
田
須
久
」
、
「
詮
」

字
（
「
証
」
の
異
体
字
）
に
「
阿
佐
ム
加
ム
移
母
」
な
ど
の
訓
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
ム
ヤ
モ
と
い
う
付
属
語
の
訓
み
添
え
が
あ
る
こ
と
か
ら

は
、
こ
れ
が
あ
る
特
定
の
文
脈
の
中
で
読
み
解
か
れ
、
訓
を
施
さ
れ
た
も

（Ⅷ）

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
西
澤
一
光
が
詳
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
書
記

言
語
と
し
て
の
日
本
語
は
、
漢
語
に
よ
っ
て
書
く
ｌ
漢
語
に
翻
訳
し
つ
つ

書
く
Ｉ
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
文
字
言
語
と
し
て
の
漢
語
（
中
国
語
）

の
一
領
域
に
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
文
字
に
お
け

る
「
漢
語
」
と
書
記
言
語
と
し
て
の
「
日
本
語
」
と
が
訓
読
と
い
う
回
路

（Ⅲ）

に
よ
っ
て
繋
が
れ
て
い
た
。
北
大
津
音
義
木
簡
の
存
在
か
ら
は
、
漢
詩
文

と
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
歌
と
い
う
も
の
が
、
天
武
朝
に
お
い

て
訓
読
と
い
う
回
路
を
通
し
て
書
記
言
語
と
し
て
新
た
に
誕
生
す
る
た
め

の
素
地
を
、
既
に
天
智
朝
に
お
い
て
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
見
和
語
と
の
関
係
が
薄
い
と
思
わ
れ
る
「
懐
風
藻
』
の
漢
詩

に
お
い
て
も
そ
の
表
現
が
和
訓
を
下
敷
き
に
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ

（吃）

い
て
は
、
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
訓
読
と
い
う
方
法
が
、
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漢
詩
文
と
歌
と
を
書
記
言
語
と
し
て
相
互
交
通
可
能
な
も
の
と
す
る
の
で

あ
り
、
「
月
船
歌
」
は
そ
う
し
た
中
で
漢
語
世
界
の
表
現
を
訓
読
語
と
し

て
文
字
列
の
上
に
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
本
稿
で
は
「
見
立
て
ら
れ
る
も
の
／
見
立
て
る
も
の
」
に
対
し
て

「
実
像
（
実
景
）
／
幻
像
」
の
語
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
「
実
像
（
実

景
と
は
実
際
的
な
実
景
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

（
２
）
な
お
、
「
月
船
歌
」
が
人
麻
呂
歌
集
所
出
（
非
略
体
歌
）
で
あ
る

こ
と
を
慮
れ
ば
、
そ
の
下
限
を
持
統
朝
初
期
と
見
、
『
懐
風
藻
』
の
「
月

舟
」
（
文
武
天
皇
作
）
お
よ
び
『
万
葉
集
」
巻
一
○
の
「
月
船
」
（
奈

良
朝
）
の
用
例
に
先
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
小
島
憲
之
「
前
期
萬
葉
集
の
歌
」
（
「
上
代
文
学
と
中
国
文
学
（
中
）
」

第
五
章
（
塙
書
房
・
一
九
六
四
）
所
収
）

（
４
）
丸
山
隆
司
「
詩
語
構
成
論
１
巻
七
・
一
○
六
八
番
歌
を
め
ぐ
っ

て
ｌ
」
（
吾
代
日
本
文
学
と
文
字
妄
お
う
ふ
う
・
二
○
○
四
）

所収）

（
５
）
稲
岡
耕
二
『
山
上
憶
良
」
（
吉
川
弘
文
館
・
二
○
一
○
）
は
、
総

訓
字
表
記
に
よ
っ
て
漢
詩
文
の
語
彙
を
そ
の
ま
ま
の
姿
で
う
た
の

中
に
取
り
込
む
人
麻
呂
歌
集
歌
詩
体
歌
（
略
体
歌
）
が
、
書
記
言

語
と
し
て
の
文
字
の
歌
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る

（
一
○
四
頁
～
二
二
頁
）
。
な
お
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
稲
岡
耕
一
二
漢
文
訓
読
と
人
麻
呂
歌
集
」
二
人
麻
呂
の
工
房
」

（
塙
書
房
・
二
○
二
・
五
刊
行
予
定
）
所
収
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
６
）
渡
瀬
昌
忠
「
人
麻
呂
歌
集
の
略
体
歌
と
訓
読
漢
字
ｌ
「
行
行
」

の
歌
と
文
選
・
爾
雅
ｌ
」
（
雷
葉
」
三
九
号
．
一
九
八
八
）

（
７
）
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
猪
股
と
き
わ
「
万
葉
歌
の
漢
字
遊
戯
」

亀
武
蔵
野
文
学
」
五
○
号
．
二
○
○
三
に
詳
し
い
。

（
８
）
「
雲
之
波
」
は
、
「
雲
」
と
い
う
実
像
に
「
波
」
の
幻
像
を
重
ね
あ

わ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
「
星
之
林
」
は
単
純
な
景

の
二
重
化
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
代
匠
記
が
「
雲
ノ
波
、
月
ノ
船
、

星
ノ
林
モ
、
皆
物
〃
二
譽
ヘ
タ
ル
中
二
、
星
ハ
、
ン
ゲ
キ
ヲ
林
卜
云
ヘ

リ
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
星
」
は
そ
の
多
い
さ
ま
が
「
林
」
（
「
あ

つ
ま
る
」
の
意
が
あ
る
）
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
多
く
集
ま
っ
て

い
る
姿
に
お
い
て
「
林
」
と
い
う
幻
像
と
姿
を
重
ね
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
渡
瀬
昌
忠
『
萬
葉
集
全
注
巻
第
七
」

（
有
斐
閣
・
一
九
八
五
）
の
当
該
歌
注
に
「
星
が
多
く
集
ま
っ
て
い

る
さ
ま
を
林
に
見
立
て
る
。
漢
語
と
し
て
の
「
林
」
に
も
多
く
集
ま

る
（
「
聚
ナ
リ
」
広
雅
）
の
意
が
あ
る
。
」
と
記
す
通
り
で
あ
る
。

（
９
）
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
（
澤
潟
久
孝
等
篇
・
一
二
省
堂
・

一
九
八
三
）
「
の
」
の
項
目
に
お
け
る
【
考
】
。

（
岨
）
東
野
治
之
『
書
の
古
代
史
」
（
岩
波
書
店
・
一
九
九
四
）

（
Ⅱ
）
西
澤
一
光
「
上
代
書
記
体
系
の
多
元
性
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
萬
葉

集
研
究
』
第
二
五
集
・
塙
書
房
・
二
○
○
一
）
。
な
お
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
拙
稿
「
上
代
文
学
に
お
け
る
文
字
と
歌
」
（
『
日
本
文
学
』

二
○
三
・
二
月
号
）
も
井
せ
て
参
照
を
請
う
。

（
吃
）
拙
稿
「
懐
風
藻
「
月
舟
」
詩
に
お
け
る
「
楓
撒
」
」
（
吹
原
豊
編
『
日

本
語
・
日
本
文
化
の
発
信
・
受
容
・
変
容
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

Ⅲ
三
一
○
一
○
）
、
お
よ
び
「
霞
風
藻
」
地
名
表
記
の
文
字
列
ｌ

表
意
と
表
音
の
あ
わ
い
ｌ
」
（
妄
室
第
九
巻
一
号
・
岩
波
書
店
．

二○○八）
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