
特集・書物

ｌ
特
集
・
書
物
ｌ
行
為
と
身
体
Ｉ

「
万
葉
集
』
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
が
そ
の
姿
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
（
以
下
「
人
麻
呂
歌
集
」
と
称
す

（１）
る
）
」
に
は
、
お
よ
そ
訓
字
に
よ
る
書
記
を
基
本
と
し
て
歌
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
歌
が
詠
唱
さ
れ
た
場
を
離
れ
て
書
記
言
語
の
位
相
で
流
通
す
る

「
書
物
」
と
い
う
形
態
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
初
発
に
は
訓
字
の
文
字
列
に

よ
っ
て
歌
の
姿
は
造
形
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
松
田
浩
・
二
○
一
二
）
。

「
人
麻
呂
歌
集
」
収
載
歌
を
承
け
て
も
の
さ
れ
た
歌
々
の
中
に
は
、
「
人
麻

呂
歌
集
」
の
上
に
文
字
列
と
し
て
定
位
す
る
歌
を
訓
む
こ
と
を
通
し
て
歌

の
表
現
を
学
び
つ
つ
、
文
字
に
よ
っ
て
新
た
な
歌
を
作
る
と
い
う
歌
づ
く

り
の
行
為
の
痕
跡
を
見
せ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
（
後
述
）
。
訓
字
の
文

字
列
に
よ
っ
て
歌
を
実
現
さ
せ
、
そ
の
文
字
列
を
訓
み
つ
つ
新
た
な
歌
を

文
字
に
よ
っ
て
綴
り
、
作
り
出
す
。
こ
う
し
た
「
歌
集
」
と
い
う
書
物
を

巡
る
行
為
は
古
代
に
お
け
る
書
記
言
語
の
状
況
の
中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
端
緒
を
探
っ
て
み
た
い
。

漢
字
で
薑
か
れ
た
歌
集

二
「
人
麻
呂
歌
集
」
の
訓
読
と
歌
学
び

｜
は
じ
め
に

ｌ
「
人
麻
呂
歌
集
」
の
書
記
と
「
訓
み
」
と
Ｉ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
川
翻
訳
と
異
言
語
ｌ
異
言
語
が
創
造
す
る
書
物
Ｉ

「
人
麻
呂
歌
集
」
と
い
う
書
物
に
収
載
さ
れ
た
歌
が
、
文
字
に
よ
っ
て

受
容
さ
れ
、
訓
読
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
徴
は
『
万
葉
集
」
の
中
に
少
な

（２）

か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
こ
こ
に
備
述
す
る
紙
幅

は
な
い
が
、
幾
つ
か
の
具
体
例
を
挙
げ
て
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

（ａ）←ァ｜餓灘ｌ鮮灘裁蛎達←ィ）郷珊鄙ｌ靴雛剣

（
ｎ
．
二
四
四
一
・
「
人
麻
呂
歌
集
」
詩
体
歌
）

「
人
麻
呂
歌
集
（
詩
体
歌
）
」
に
載
る
（
ａ
）
歌
に
は
、

面）←ゥ｜繊測列訓琲吋郁枇那献離欠Ｍか珊伽轆緋

め

や

も

米

也

母

（

岨

．

三

○

二

一

）

（聖（ェ感制排ｌ測靴哩鋤鎌飢榔か雛榊雌Ｍむ

し
る
べ
く

可

知

（

旭

・

三

○

二

三

）

な
ど
の
「
隠
り
沼
の
下
ゆ
恋
（
ふ
）
（
ウ
・
エ
ご
と
い
う
恋
心
の
比
嶮
表

（３）

現
を
（
ａ
ア
）
と
共
有
す
る
天
平
期
の
歌
々
を
見
る
。
こ
う
し
た
歌
々
に

よ
っ
て
「
人
麻
呂
歌
集
」
収
載
の
歌
が
天
平
期
の
官
人
層
の
作
歌
時
の
手

本
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
が
、
中
で
も
「
歌
集
」
の
訓
読
と

い
う
点
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

（開）（ォ）職測跡-４眺肺献都雌府暦（ヵ）雌仲釧帥帥ｌ耶黙

ｆ物

乎

（

ｎ

．

二

七

一

九

）

松

田

浩
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漢字で書かれた歌集

（理（キ）蝋靴叫ｌ蝋鋤帥跡帥卿僻染紳寿（ク）蔀計苛軋制帥

手
寸
応
忌
鬼
尾
（
ｕ
・
二
九
四
七
）

の
二
首
で
あ
る
。
（
開
）
（
側
）
歌
は
（
ａ
）
歌
と
下
旬
に
お
い
て
類
句
を

（４）
な
す
。
三
首
の
下
句
を
比
較
す
れ
ば
、
（
ａ
イ
）
が
恋
し
さ
に
耐
え
か
ね

て
犯
し
て
し
ま
っ
た
禁
忌
を
「
妹
が
名
告
り
つ
」
と
具
体
的
に
述
べ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
（
脇
力
）
「
人
に
語
り
つ
」
。
（
似
ク
）
「
吾
は
言
ひ
て
き
」

で
は
、
何
を
人
に
語
っ
た
の
か
、
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
が
明
示
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
（
ａ
）
歌
に
学
び
つ
つ
新
た
な
歌
を
作
っ
た
た
め
に
、

愛
す
る
人
の
名
を
口
に
出
す
と
い
う
禁
忌
の
具
体
性
を
（
ａ
）
歌
に
預
け

た
結
果
で
あ
ろ
う
。

（
船
）
（
似
）
歌
は
明
ら
か
に
（
ａ
）
歌
の
表
現
を
摂
取
し
た
も
の
と
言

い
得
る
が
、
（
ａ
イ
）
「
ゆ
ゆ
し
き
も
の
を
」
が
（
冊
・
例
）
歌
で
は
共
に

「
い
む
べ
き
も
の
を
（
船
力
・
“
ク
）
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け

て
み
よ
う
。
諸
注
釈
書
の
中
に
は
（
ａ
イ
）
「
忌
物
実
」
に
助
動
詞
「
べ

し
」
を
訓
み
添
え
て
こ
れ
を
「
い
む
べ
き
も
の
を
」
と
付
訓
す
る
も
の
も

（５）
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
訓
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
首
の
結
句
は
全
て
「
い
む

べ
き
も
の
を
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
「
人
麻

呂
歌
集
」
に
は
助
動
詞
ベ
シ
を
文
字
化
し
な
い
歌
は
他
に
存
在
し
な
い
。

よ
っ
て
、
こ
れ
は
本
来
「
ゆ
ゆ
し
き
も
の
を
」
を
書
記
し
た
も
の
で
あ
る

（
稲
岡
耕
一
二
萬
葉
集
全
注
』
巻
十
一
）
。
す
な
わ
ち
、
「
い
む
べ
き
も
の
を
」

の
訓
は
「
忌
物
実
」
の
「
忌
」
を
「
ゆ
ゆ
し
」
で
は
な
く
「
い
む
」
と
訓

ん
だ
た
め
に
、
七
音
句
に
あ
わ
せ
て
助
動
詞
ベ
シ
を
補
う
と
い
う
「
訓
み
」

の
行
為
の
中
で
生
じ
た
「
誤
読
」
と
も
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
重
要
な
の
は
そ
の
「
誤
読
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
い
む
べ
き
も
の
を
」

の
句
が
（
側
）
（
“
）
歌
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
見
え
る
の
は
、
天
平
期
に
「
人
麻
呂
歌
集
」
を
「
訓
む
」
と
い

う
行
為
の
中
で
「
忌
物
美
」
の
文
字
列
に
助
動
詞
「
べ
し
」
を
見
出
し
た
「
誤

読
」
が
共
有
さ
れ
、
類
型
句
を
持
つ
ほ
ど
に
支
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

坐や》フ（》Ｏこ
の
よ
う
に
「
人
麻
呂
歌
集
」
を
「
訓
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
歌

が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
は
少
な
く
な
い
。
以
下
も
ま
た
そ
の

一
例
で
あ
る
。

（ｂ）黙諾？）祁梛升雌ぃ鐘ゞ
一コ）感服鍵《サー鐵榔

…潤
（
Ⅱ
．
二
四
二
九
・
「
人
麻
呂
歌
集
」
詩
体
歌
）

（匹愛八師｛ン）祁鮒眺郡雌健舛《ス）雌川撫伽

は
し
き
や
し

（
七
）
呼
誹
制
腓
跳
（
Ⅱ
・
二
七
○
五
）

（
ｂ
）
歌
の
「
是
川
（
．
）
」
は
漢
字
と
し
て
の
「
是
」
と
「
氏
」
と
が
音

通
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
「
是
川
Ⅱ
氏
川
（
Ⅱ
う
ぢ
が
は
Ⅱ
宇
治
川
ご

を
表
記
し
て
い
る
。
通
常
は
「
こ
の
」
と
い
う
和
語
の
表
語
文
字
と
し
て

働
く
「
是
」
字
を
用
い
て
「
う
じ
が
は
」
を
「
是
川
」
の
文
字
で
表
現
す

る
の
は
、
こ
の
歌
が
た
だ
単
に
宇
治
川
の
瀬
で
衣
の
裾
を
濡
ら
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
詠
歌
主
体
が
あ
た
か
も
「
こ
の
か

は
」
で
あ
る
宇
治
川
に
足
を
踏
み
入
れ
つ
つ
歌
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
詠

謂
の
場
を
文
字
に
よ
っ
て
創
り
出
す
「
臨
場
表
現
」
の
た
め
で
あ
る
（
稲

岡耕三・一九九一）。

天
平
期
の
作
品
と
目
さ
れ
る
（
開
）
の
作
者
未
詳
歌
は
（
ｂ
）
を
改
変

し
た
も
の
で
あ
る
。
（
ｂ
）
の
「
子
」
を
「
君
」
に
Ｉ
（
ｂ
ヶ
・
鮪
シ
）
、
ま

（６）

た
男
性
官
人
の
礼
装
の
「
裳
欄
」
を
女
性
の
「
玉
裳
」
に
置
換
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
Ｉ
（
ｂ
サ
・
妬
セ
）
、
詠
歌
主
体
を
男
性
か
ら
女
性
へ
と
改
変
す
る
。

詠
歌
主
体
の
性
を
逆
転
さ
せ
て
そ
れ
に
見
合
う
語
句
へ
と
置
換
す
る
改
変
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特集・書物

は
口
承
の
歌
の
場
合
で
も
充
分
に
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
訓
む
」

こ
と
に
関
わ
っ
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
口
承
で
は
説
明
し
難
い
「
う

ぢ
が
は
（
ｂ
コ
ヒ
か
ら
「
こ
の
か
は
（
冊
ス
）
」
へ
の
変
化
で
あ
る
。
口

承
の
歌
の
場
合
に
は
、
一
首
に
詠
み
込
ま
れ
る
地
名
は
そ
の
歌
の
披
露
さ

れる場に応じて入れ替えられることは性々
にしてある腕、この

場
合
は
特
定
の
地
名
を
離
れ
た
「
こ
の
か
は
」
へ
の
改
変
で
あ
る
。
こ
こ

、

、

、

、

、

、

は
「
是
川
瀬
（
ｂ
．
）
」
の
文
字
列
を
「
こ
の
か
は
の
せ
に
」
と
訓
む
こ

、

、

と
に
よ
っ
て
、
「
此
川
瀬
永
（
船
ス
と
の
句
が
作
ら
れ
た
と
解
釈
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
変
が
「
う
ぢ
が
は
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ

こ
の
か
は

た
た
め
な
の
か
、
あ
る
い
は
両
様
に
訓
み
う
る
「
是
川
」
を
「
此
川
」
に

限
定
し
た
た
め
な
の
か
は
俄
に
は
判
断
し
難
い
が
、
後
者
で
あ
れ
ば
、
地

名
を
限
定
す
る
こ
と
よ
り
も
川
を
目
の
前
に
し
て
思
い
悩
む
詠
歌
主
体
の

姿
を
髻
髭
と
さ
せ
る
こ
と
に
作
品
と
し
て
の
価
値
を
認
め
た
た
め
と
も
考

え
ら
れ
る
。

右
の
諸
例
は
、
誤
読
・
改
変
も
含
め
て
「
人
麻
呂
歌
集
」
収
載
歌
か
ら

の
変
容
が
「
訓
み
」
の
痕
跡
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
万
葉
歌
の
中
に

は
「
人
麻
呂
歌
集
」
を
正
確
に
訓
み
つ
つ
、
一
部
に
そ
の
文
字
遣
い
を
遣

す
例
も
見
ら
れ
る
。
前
掲
（
“
）
歌
左
注
に
は
、

（唾「柿本朝臣人麻呂歌集」云、「（ソ）仲僻誹か１割瀞解紳助

栽砕（夕）川醜那獄」重・二九四七・左注）

と
い
う
「
人
麻
呂
歌
集
」
収
載
歌
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
人
麻

呂歌集」、（ｃ）”鍼〃鱗に都“←チ）琲郷部--繩蹄繩｛シ）雌惑燃

（
Ⅱ
．
二
四
九
二
・
「
人
麻
呂
歌
集
」
詩
体
歌
）

の
第
三
句
以
下
（
チ
・
ッ
）
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
（
Ｃ
シ
）

ひ
と

（
船
タ
）
に
共
通
す
る
文
字
列
「
人
見
鴨
」
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
「
人

み
ケ
ム
か
も

見
鴨
」
の
文
字
列
に
は
助
動
詞
「
け
む
」
が
無
表
記
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
「
け
む
」
は
（
船
タ
）
を
除
き
集
中
に
一
二
○

例
（
内
、
訓
字
主
体
表
記
の
歌
に
九
六
例
）
を
見
る
が
、
そ
の
無
表
記
（
訓

み
添
え
）
は
四
例
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
四
例
全
て
が
「
人
麻
呂
歌
集

（８）

（
詩
体
歌
）
」
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
「
詩
体
歌
」
に
「
け
む
」

を
文
字
化
し
た
も
の
は
な
い
。
す
な
わ
ち
（
船
タ
）
「
人
見
鴨
」
は
、
「
人

麻
呂
歌
集
（
詩
体
歌
）
」
（
Ｃ
）
引
用
の
際
に
そ
の
文
字
遣
い
を
そ
の
ま
ま

継
承
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
船
）
の
（
あ
る
い
は
そ

の
原
資
料
の
）
害
記
者
は
、
「
人
麻
呂
歌
集
」
の
文
字
列
を
原
文
の
ま
ま

に
目
に
し
つ
つ
「
訓
み
」
、
引
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

に
ほ
ど
り
の
な
づ
さ
ひ
こ
し

右
の
よ
う
に
押
さ
え
る
な
ら
ば
、
（
船
ソ
）
「
永
保
鳥
之
奈
津
柴
比
来

を乎
」
は
「
人
麻
呂
歌
集
（
詩
体
歌
）
」
の
（
Ｃ
チ
）
「
丹
穂
烏
足
沽
来
」

を
訓
読
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
和
語
の
歌
句
を
一
宇
一
音
の
表
記
を
交
え

て
記
し
た
も
の
と
了
解
で
き
よ
う
。
（
Ｃ
チ
）
に
お
け
る
「
足
沽
」
の
文

字
列
が
喚
起
す
る
「
足
が
沽
れ
る
」
と
い
う
意
味
は
、
本
来
「
躍
る
よ
う

（９）

な
動
き
を
い
う
語
」
で
あ
っ
た
和
語
「
な
づ
さ
ふ
」
と
は
直
接
的
に
関
わ

ら
な
い
文
字
遣
い
で
あ
り
、
所
謂
「
非
対
応
訓
」
と
呼
ば
れ
る
「
人
麻
呂

歌
集
」
特
有
の
、
文
字
に
お
け
る
イ
デ
ィ
オ
ム
（
特
有
言
語
）
と
も
言
い

う
る
文
字
表
現
で
あ
る
。
当
時
の
律
令
官
人
た
ち
は
、
こ
う
し
た
「
人
麻

呂
歌
集
」
に
お
け
る
特
殊
な
文
字
遣
い
を
「
訓
み
」
つ
つ
、
そ
こ
に
三
一

（旧）

音
の
歌
の
音
韻
連
鎖
を
見
出
し
、
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
訓
み
と
人
麻
呂
の
文
字
遣
い
の
継
承
は
、
若
き
日
の
家
持

の
歌
学
び
の
歌
と
さ
れ
る
「
初
月
歌
」
に
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。

大
伴
宿
祢
家
持
初
月
歌
一
首
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漢字で書かれた歌集

（虹（テ）鐡棚肺（卜）蔀郎慰都一郎砂之畑か職飛

お
も
ほ
ゆ
る
か
も

所
念
可
聞
（
６
．
九
九
四
・
大
伴
家
持
）

（ｄ）謹嚇《ナー域岬遥罐。愚廉嘩雪泳概飛

（Ⅱ．二四六○）

（ｅ）←二）蔀鵬ゞ
儲洞彫割感《感そ縦ゞ
や参尹脇彫

（Ⅱ．二四六四）

（
Ｗ
）
歌
の
「
振
仰
（
テ
と
．
「
若
月
（
ト
ヒ
の
文
字
遣
い
は
（
ｄ
ナ
）
「
振

仰
」
。
（
ｅ
二
）
「
若
月
」
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
「
人
麻

呂
歌
集
」
に
特
有
の
文
字
遣
い
を
訓
み
、
こ
れ
を
自
身
の
歌
に
用
い
た
も

のである。

如
上
の
事
例
は
、
「
人
麻
呂
歌
集
」
と
い
う
歌
集
の
上
に
文
字
列
と
し

て
定
位
す
る
書
記
言
語
と
し
て
の
歌
に
訓
を
施
し
な
が
ら
、
八
世
紀
の
律

令
官
人
層
の
歌
学
び
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
よ
う
な
歌

学
び
の
実
践
を
可
能
に
す
る
、
和
訓
で
文
字
列
を
「
訓
む
」
と
い
う
技
術

は
、
ど
の
よ
う
な
中
で
培
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
う
し

た
漢
字
の
文
字
列
を
「
訓
む
」
と
い
う
営
み
が
、
当
時
の
「
読
み
書
き
」

と
い
う
行
為
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
確
認
し
て
み

たい。古
代
の
律
令
国
家
の
文
書
行
政
を
支
え
た
の
は
漢
文
で
あ
っ
た
。
律
令

官
人
た
ち
は
漢
文
を
読
み
（
訓
み
）
、
そ
し
て
記
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

漢
文
は
い
わ
ゆ
る
中
国
語
（
口
頭
言
語
と
し
て
の
中
国
語
）
に
還
元
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、
書
記
専
用
の
言
語
で
あ
り
、
そ
の
漢
文
の
理
解
を
支

え
て
い
た
の
が
訓
読
で
あ
っ
た
（
品
田
悦
一
・
二
○
○
七
）
。

三
漢
文
を
「
訓
む
／
書
く
」
と
い
う
行
為

漢
文
を
訓
読
す
る
こ
と
が
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
、
大

津
宮
の
時
代
と
推
定
さ
れ
る
北
大
津
遺
跡
出
土
の
「
音
義
木
簡
」
（
木
研

銘）にも見える。この木簡には、「披く開範といった文字の字

義
を
別
の
字
で
示
し
た
注
記
、
ま
た
「
賛
〈
田
須
久
〉
」
、
「
慕
〈
尼
我
布
〉
」

な
ど
、
漢
字
の
和
訓
を
示
し
た
も
の
が
見
え
る
が
、
中
で
も
「
証
〈
阿
佐

ム
加
ム
移
母
〉
」
は
、
「
証
（
あ
ざ
む
く
）
」
の
終
止
形
で
は
な
く
、
助
動
詞
．

、

、

、

助
詞
を
伴
っ
て
「
ア
ザ
ム
カ
ム
ヤ
モ
」
と
反
語
で
和
訓
が
示
さ
れ
て
お
り
、

当
時
の
「
訓
読
」
を
考
え
る
上
で
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
は
「
証
」
が
反

語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
特
定
の
文
脈
の
中
の
「
証
」
を
、
そ
の
文

脈
に
沿
っ
て
訓
読
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
証
」
を
含
む
こ
の
「
音
義
木
簡
」
に
記
さ
れ
た
文
字
群
が
い
か
な
る

漢
文
の
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
中
に
あ
っ
た
の
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、

渡
瀬
昌
忠
（
一
九
八
五
）
は
「
音
義
木
簡
」
の
文
字
群
を
比
較
的
多
く
含

ん
だ
一
文
と
し
て
、
皇
甫
読
「
三
都
賦
序
」
（
文
選
、
巻
四
五
）
を
挙
げ
、

そ
の
文
末
の
句
「
豈
証
也
哉
」
が
「
「
あ
に
あ
ざ
む
か
む
や
（
も
）
」
ま
た

は
「
あ
に
あ
ざ
む
か
め
や
も
」
と
訓
読
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る

こ
と
も
明
ら
か
」
だ
と
述
べ
る
。
実
際
に
「
音
義
木
簡
」
に
記
さ
れ
た
「
証
」

字
が
「
豈
～
哉
」
の
構
文
の
中
に
あ
っ
た
も
の
を
訓
ん
だ
の
か
否
か
を
判

断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
渡
瀬
論
文
の
推
定
す
る
よ
う
に
、
お
そ
ら

く
は
「
哉
」
（
反
語
の
語
気
詞
）
な
ど
が
下
接
し
た
「
証
」
字
を
訓
ん
だ

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
「
音
義
木
簡
」
は
、
「
訓
む
」
こ
と
に
よ
っ

て
文
字
を
学
ぶ
こ
と
が
、
あ
る
文
脈
の
中
に
あ
る
一
つ
一
つ
の
文
字
を
、

そ
の
文
脈
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て

いる。こ
の
よ
う
な
漢
文
を
「
訓
む
」
行
為
の
痕
跡
は
、
漢
文
を
「
書
く
」
と
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い
う
行
為
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
金
文
京
（
二
○
一
○
）
は
、

光
明
皇
后
が
書
写
し
た
陪
末
か
ら
初
唐
に
か
け
て
の
書
簡
模
範
文
例
集
で

あ
る
『
杜
家
立
成
雑
書
要
略
」
を
習
書
し
た
木
簡
（
市
川
橋
遺
跡
・
木
研

別
）
に
、
訓
読
と
い
う
行
為
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
肥
）
雪
寒
（
ヌ
）
喫
知
故
飲
書
ｌ
雇
家
立
成
』

（
的
）
雪
寒
（
ネ
）
昭
知
故
酒
飲
書
Ｉ
習
書
木
簡

右
の
事
例
で
は
（
肥
）
の
文
字
列
が
（
的
）
の
文
字
列
へ
と
書
写
さ
れ
る

過
程
に
お
い
て
、
（
肥
ヌ
）
「
喚
（
Ⅱ
招
喚
す
る
意
）
」
が
「
よ
ぶ
」
と
い

う
和
語
で
訓
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
「
よ
ぶ
」
と
訓
読
さ
れ
る

、

、

（
的
ネ
）
「
呼
（
Ⅱ
声
を
か
け
る
意
）
」
へ
と
誤
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
誤
写
は
、

文
字
を
書
写
す
る
行
為
の
中
に
和
訓
に
よ
っ
て
訓
む
と
い
う
行
為
が
包
含

さ
れ
て
い
た
、
訓
み
つ
つ
書
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い

ブ（》Ｏこ
う
し
た
書
写
の
行
為
に
介
在
す
る
訓
読
は
、
単
語
の
レ
ベ
ル
に
は
限

ら
れ
な
い
。
七
世
紀
第
Ⅱ
四
半
世
紀
に
比
定
さ
れ
る
「
論
語
学
而
篇
習
書

木
簡
」
に
は
、
そ
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。

面）子日《ノ）判而割剛不脈口乎《ハ）口司刷劉劇荊剰亦時楽乎

人
不
知
亦
不
協
（
左
側
面
）
（
観
音
寺
遺
跡
・
木
研
別
）

右
は
、
「
論
語
』
「
学
而
篇
」
の
冒
頭
部
分
、

（
Ⅱ
）
子
日
（
と
）
剴
聞
割
。
割
不
亦
説
乎
（
フ
）
割
別
副
園
刺
剰
不
亦
楽

乎
人
不
知
而
不
協
不
亦
君
子
乎

を
書
写
し
た
習
書
木
簡
で
あ
る
が
、
本
来
の
文
字
列
「
時
習
（
Ⅱ
こ
こ

が
習
害
木
簡
で
は
「
習
時
（
皿
ノ
）
」
と
逆
転
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
誤
写
が
起
き
た
原
因
に
つ
い
て
、
瀬
間
正
之
（
一
九
九
九
）
は
「
時
習
」

、

が
「
時
に
習
ふ
」
と
訓
め
る
こ
と
に
着
目
し
、
「
当
時
既
に
「
ヲ
ニ
ト
ア

ヘ
バ
カ
ヘ
ル
」
式
の
訓
読
法
が
存
し
、
記
憶
し
て
い
た
冒
頭
文
を
記
し
た

、

結
果
「
時
に
習
う
」
の
「
二
」
に
牽
か
れ
て
倒
置
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い

う
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
誤
写
は
、
漢
文
を
日
本
語
の
語
序
で

「
訓
む
」
と
い
う
技
術
を
学
び
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
た
「
訓
む
主
体
」
が

同
時
に
「
書
く
主
体
」
で
も
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。

（
岨
）
の
習
書
木
簡
に
見
ら
れ
る
「
訓
み
」
の
技
術
の
痕
跡
は
、
更
に

以
下
の
点
で
も
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
学
而
習
時
（
皿
ノ
ヒ

、

に
は
原
文
「
学
時
習
之
（
Ⅱ
こ
こ
の
「
之
」
字
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

、

、

、

、

現
代
の
訓
読
で
あ
れ
ば
「
学
ぴ
て
時
に
之
を
習
ふ
」
の
よ
う
に
、
「
之
」

を
音
声
化
す
る
が
、
平
安
朝
の
博
士
家
の
訓
読
法
で
は
「
子
の
曰
く
、
学

、

、

ん
で
時
に
習
ふ
」
の
よ
う
に
「
之
」
は
不
読
と
な
る
。
こ
れ
に
鑑
み
れ
ば

と

き

な

ら

「
時
に
習
ふ
」
と
い
っ
た
音
声
に
よ
る
「
訓
み
」
が
「
之
」
字
を
脱
落
さ

せ
た
可
能
性
が
あ
る
。（有
）

、

ｌ

ヨ叩〃

、

、

、

また、（岨ハ）「口自朋遠方来」では「自」の位置が誤っているが、

腱陥腹除膨謄ｈヨリきたるあり

こ
れ
は
原
文
（
Ⅱ
フ
）
「
有
朋
自
遠
方
来
」
を
「
朋
遠
方
自
来
有
」
な
ど

ヨ
リ

と
訓
ん
だ
た
め
に
、
前
置
詞
「
自
」
字
を
「
朋
遠
方
」
三
字
に
ま
と
め
て

冠
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
、
単
に
右
の
文
字
列
を

左
に
写
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
訓
読
文
を
頭
の
中
に
想
起
し
つ
つ
書
写

す
る
行
為
の
中
で
、
「
自
」
字
が
返
読
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識

が
働
い
た
結
果
と
見
え
る
。

漢
文
を
書
写
す
る
行
為
の
中
で
は
、
そ
の
文
字
列
は
ひ
と
た
び
訓
に

よ
っ
て
こ
と
ば
を
生
起
し
、
そ
の
訓
に
応
じ
た
文
字
が
新
た
な
テ
キ
ス
ト

の
上
に
定
位
す
る
。
如
上
の
事
例
は
た
と
え
中
国
古
典
文
に
よ
る
漢
文
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
書
写
す
る
と
い
う
行
為
に
和
訓
に
よ
っ
て
訓

む
と
い
う
行
為
が
介
在
し
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
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で
重
要
な
の
は
、
訓
み
・
書
き
の
行
為
の
中
で
書
記
者
の
頭
の
中
に
生
起

し
て
い
る
和
語
・
和
文
は
、
自
土
の
言
語
で
あ
り
な
が
ら
も
、
口
頭
言
語

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
文
字
列
に
対
す
る
「
訓
み
」
が
つ
く

り
出
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
文
字
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
音

声
言
語
と
言
っ
て
も
よ
い
。

四
書
記
言
語
と
し
て
の
「
人
麻
呂
歌
集
」
歌

稲
岡
耕
二
（
二
○
一
二
は
、
「
人
麻
呂
歌
集
」
の
書
記
方
法
が
、
漢

文
を
訓
読
文
と
し
て
訓
む
と
い
う
方
法
を
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
人
麻
呂
歌
集
（
詩
体
歌
と
の
害

記
法
は
、
「
不
」
や
「
雛
」
「
従
」
な
ど
の
よ
う
に
漢
文
訓
読
に
お
い
て
習

慣
化
さ
れ
て
強
度
に
返
読
の
型
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
も
の
は
そ
の
返
読

の
方
法
を
用
い
て
文
字
を
連
ね
、
そ
れ
以
外
は
文
字
列
の
順
に
従
っ
て
訓

ん
で
ゆ
く
こ
と
で
、
歌
と
し
て
の
音
声
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
記
す
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
書
記
法
に
よ
っ
て
「
歌
集
」
と
い
う
書
物
の
上

に
現
れ
る
文
字
列
は
、
「
訓
み
」
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
そ
こ
に
書
記
言
語

と
し
て
の
「
歌
」
の
姿
が
刻
み
込
ま
れ
た
も
の
と
な
る
。
「
人
麻
呂
歌
集
」

の
書
記
法
は
、
訓
読
を
支
え
と
す
る
こ
と
を
等
し
く
す
る
書
記
言
語
と
し

て
の
「
歌
」
と
漢
籍
と
の
交
流
を
、
内
典
・
外
典
を
問
わ
ず
飛
躍
的
に
増

大
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
人
麻
呂
歌
集
」
の
歌
に
は
仏

典
の
言
葉
が
新
た
な
歌
言
葉
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
例
を
見
る
。

（ｆ）《へ）焔欺部Ｉ梛郵蠅畷側戚恥律鰄＆謎あり制

（
Ⅱ
．
二
四
四
二
・
「
人
麻
呂
歌
集
」
詩
体
歌
）

（
ｆ
）
歌
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
早
く
契
沖
が
「
代
匠
記
』
に
お
い
て
義

淨
訳
「
金
光
明
最
勝
王
経
」
（
七
○
三
年
成
立
）
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

そ
の
成
立
は
「
人
麻
呂
歌
集
」
に
遅
れ
る
。
西
澤
一
光
（
二
○
一
○
）
が

指
摘
す
る
よ
う
に
曇
無
識
訳
「
金
光
明
経
』
か
、
あ
る
い
は
宝
貴
ら
の
合

繰
し
た
「
合
部
金
光
明
経
』
が
典
拠
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
両
書
に
は
、

（岨）（ホ）斗訓利刃地１可矧鬮朔、無有能算、釈尊寿命。

の
句
が
見
ら
れ
る
。
（
ｆ
）
歌
は
、
．
切
大
地
」
を
「
大
土
」
と
承
け
る

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
和
訓
「
お
ほ
つ
ち
」
を
媒
介
と
し
て
「
大

地
Ⅱ
お
ほ
つ
ち
Ⅱ
大
土
」
の
関
係
で
歌
言
葉
が
成
り
立
っ
て
い
る
。

「
人
麻
呂
歌
集
」
と
い
う
「
書
物
」
の
出
現
に
よ
っ
て
「
う
た
」
は
訓

読
の
技
術
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
書
物
」
と
の
交
流
を
可
能

に
す
る
書
記
言
語
の
位
相
に
置
か
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
「
書
物
」
と
し
て
の
「
人
麻
呂
歌
集
」
を
訓
む
こ
と
も
ま

た
、
漢
文
を
訓
む
・
書
く
と
い
う
技
術
を
支
え
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

（ｆ）《マ）雌輔ｒ散叩姉惟嚇へ戯判我芯瀞獄疎割

（
ｕ
・
二
三
八
三
・
「
人
麻
呂
歌
集
」
詩
体
歌
）

か
く
の
み

の
「
如
（
ｆ
マ
こ
は
、
「
如
」
一
字
で
「
か
く
」
と
訓
ま
せ
る
珍
し
い

文
字
遣
い
で
は
あ
る
が
、
「
金
光
明
最
勝
王
経
』
に
は
「
如
」
の
み
で
「
か
く
」

と
訓
ま
せ
る
例
が
あ
り
、
そ
う
し
た
仏
典
訓
読
に
見
ら
れ
る
訓
読
法
に
支

え
ら
れ
て
そ
の
書
記
が
成
り
立
っ
て
い
る
が
含
全
註
程
（
増
訂
版
こ
）
、

こ
れ
を
訓
む
技
術
が
当
時
の
享
受
者
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

と
な
あ
が
こ
ひ
ゆ
か
む

登
奈
安
我
孤
悲
由
加
牟
（
賜
・
三
六
九
○
・
造
新
羅
使
人
）

の
よ
う
に
、
（
ｆ
マ
）
と
歌
句
を
ほ
ぼ
等
し
く
し
つ
つ
、
（
ｆ
）
歌
の
恋
歌

に
お
け
る
「
世
の
中
」
の
不
如
意
を
、
挽
歌
に
お
け
る
「
世
間
」
の
そ
れ

（Ⅲ）（ム）

へ

13
， 〆

で
ミ
ー

し
の
び
か
れ
つ
も

不
忍
都
毛

山
濁
之
常
肛
此
日

か
つ
し
れ
ど
い
た
き
こ
こ
ろ
は

可
都
知
跡
痛
情
署

郁
知
跡
痛
情
者

（３．四七二・家持）

わ
か
れ
ぬ
る
き
み
に
や
も

和
可
礼
奴
流
君
永
也
毛

-１３-



特集・書物

に
応
用
し
た
家
持
や
遣
新
羅
使
人
の
歌
の
表
現
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も

伺えるＩ（旧ミ・皿ム）。

な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
人
麻
呂

歌
集
」
を
繕
く
た
め
の
訓
読
の
技
術
が
、
字
義
に
即
し
た
和
語
を
対
応
さ

せ
る
と
い
っ
た
一
般
的
な
訓
読
の
技
術
か
ら
外
れ
る
も
の
を
も
含
む
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
所
謂
「
非
対
応
訓
」
の
文
字
列
「
無
乏
（
ａ
）
」
が
「
す

べ
な
し
（
似
）
」
と
訓
ま
れ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
通
常
で
は
訓

む
こ
と
が
難
し
い
も
の
も
、
的
確
に
訓
ま
れ
て
歌
作
り
の
参
考
と
さ
れ
て

い
る
例
を
見
る
。

「
歌
集
」
と
い
う
書
物
に
記
さ
れ
た
書
記
言
語
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ

に
は
お
そ
ら
く
、
然
る
べ
き
「
書
物
」
の
「
訓
み
」
の
教
授
・
伝
受
の
場

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
品
田
悦
一
・
二
○
○
七
）
と
い
う
可
能
性
も

考
え
て
み
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

そ
し
て
ま
た
、
（
佃
力
・
例
ク
）
「
忌
む
べ
き
も
の
を
」
の
例
で
見
た
よ

う
に
「
人
麻
呂
歌
集
」
本
来
の
訓
か
ら
見
れ
ば
誤
読
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
訓
み
が
、
類
型
を
持
つ
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
「
人
麻
呂
歌
集
」
と
い

う
「
書
物
」
の
訓
み
、
伝
受
に
も
複
数
の
流
儀
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ

ろうか。
右
の
推
定
の
当
否
は
俄
に
は
論
じ
得
な
い
が
、
当
時
の
律
令
官
人
た
ち

の
歌
学
び
・
歌
作
り
の
場
に
お
い
て
機
能
す
る
「
書
物
」
と
し
て
の
「
人

麻
呂
歌
集
」
の
問
題
は
今
後
更
に
考
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

注
（
１
）
我
々
は
「
人
麻
呂
歌
集
」
を
『
万
葉
集
』
に
収
載
さ
れ
た
も
の
と

し
て
し
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
『
万
葉
集
」
に
収
載

さ
れ
る
「
人
麻
呂
歌
集
」
の
書
記
法
や
配
列
が
顕
著
な
特
徴
を
有
し

て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
か
つ
て
あ
り
得
た
「
人
麻
呂
歌
集
」
を
想
定

す
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ

と
が
「
万
葉
集
』
を
一
つ
の
書
物
と
し
て
纏
め
上
げ
る
「
集
蔵
体
の

理
論
」
（
西
澤
一
光
・
二
○
二
）
に
も
適
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
２
）
人
麻
呂
歌
集
が
「
書
物
」
と
し
て
流
通
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
関

し
て
は
、
「
万
葉
集
巻
十
一
・
十
二
に
お
け
る
〈
古
今
〉
の
意
識
ｌ
万

葉
史
と
編
纂
の
視
点
か
ら
ｌ
」
（
美
夫
君
志
会
万
葉
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
・

二
○
○
八
年
九
月
・
口
頭
発
表
）
と
題
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

本
稿
第
二
節
で
述
べ
る
こ
と
も
こ
れ
に
重
な
る
。

（
３
）
『
万
葉
集
」
巻
十
一
・
十
二
の
作
者
未
詳
歌
群
の
表
現
性
が
天
平
期

の
作
者
判
明
歌
と
共
通
す
る
こ
と
は
森
脇
一
夫
（
一
九
六
五
）
に
詳

-しい○

（
４
）
な
お
（
側
オ
）
は
（
ａ
）
歌
と
、
（
帆
キ
）
は
（
Ｃ
）
歌
と
類
句

を
な
し
て
お
り
、
共
に
「
人
麻
呂
歌
集
（
詩
体
歌
）
」
の
摂
取
が
顕

著
な
歌
で
あ
る
。

（
５
）
近
年
の
注
釈
書
で
は
、
『
全
解
』
『
集
成
』
『
鐸
注
」
な
ど
が
「
い

む
べ
き
も
の
を
」
と
訓
む
。

こ
ろ
Ｊ
ｂ

（
６
）
「
裳
欄
」
は
『
萬
葉
集
全
注
』
巻
十
一
の
訓
に
よ
る
。
従
来
「
裳
」

は
女
性
の
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
会
わ
ぬ
子
故
に
」

と
歌
う
詠
歌
主
体
の
性
別
と
の
不
整
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た

が
、
漢
語
と
し
て
の
「
裳
」
は
魏
・
文
帝
（
曹
王
）
「
雑
詩
二
首
」
（
文

選
巻
二
十
九
）
に
「
白
露
沽
我
裳
」
に
見
え
る
よ
う
に
男
性
の
腰
か

ら
下
を
被
う
衣
服
（
表
袴
の
上
に
着
け
る
令
制
の
男
子
の
服
装
）
の

意
に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
稲
岡
耕
二
・
二
○
○
六
）
。
訓
に

つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
は
あ
る
が
、
こ
こ
は
男
性
の
衣
服
と
見

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
７
）
例
え
ば
遣
新
羅
使
人
歌
の
「
当
所
謂
詠
古
歌
」
で
は
人
麻
呂
作
歌
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漢字で書かれた歌集

［参考文献］

稲
岡
耕
二
（
一
九
九
二
「
漢
字
で
歌
う
工
夫
」
『
人
麻
呂
の
表
現
世
界

１
１
古
体
歌
か
ら
新
体
歌
へ
ｌ
」
岩
波
書
店

稲
岡
耕
二
（
二
○
○
六
）
「
人
麻
呂
歌
集
「
寄
物
陳
思
」
考
（
二
）
ｌ
「
寄

、

、

、

、

、

の
「
飼
飯
の
海
の
庭
よ
く
あ
ら
し
（
３
．
二
五
六
）
」
の
地
名
が
「
武

、

、

、

庫
の
海
（
巧
・
三
六
○
九
）
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
詠
調
し
た

場
に
即
し
た
地
名
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
他

に
も
「
吾
が
船
は
比
良
の
湊
に
傍
ぎ
泊
て
む
奥
へ
な
離
り
さ
夜
ふ
け

に
け
り
（
３
．
二
七
四
・
高
市
黒
人
）
」
の
地
名
「
比
良
の
湊
」
が

「
古
歌
集
」
収
載
歌
で
は
「
明
石
の
水
門
（
７
．
一
二
二
九
）
」
と
な
っ

て
い
る
例
な
ど
が
あ
り
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

（
８
）
「
人
麻
呂
歌
集
（
詩
体
歌
）
」
に
用
い
ら
れ
る
助
動
詞
ケ
ム
は

い
の
ち
つ
ぎ
ケ
ム

お
も
ひ
そ
め
ケ
ム

以
下
の
四
例
。
「
命
継
（
ｎ
．
二
三
七
七
）
」
、
「
念
始

ひ
と
み
ケ
ム
か
も
あ
ひ
い
ひ
そ
め
ケ
ム

（
ｎ
．
二
四
八
八
）
」
、
「
人
見
鴨
（
Ｃ
）
」
、
「
相
云
始
（
ｕ
・

三一三○と。

（
９
）
内
田
賢
徳
（
一
九
九
八
）
に
よ
る
。
「
な
づ
さ
ふ
」
が
「
踊
る
よ

み
て
ぐ
ら

う
な
動
き
」
を
示
す
こ
と
は
、
例
え
ば
「
幣
に
な
ら
ま
し
も
の

が

み

み

て

と

な

づ

ざ

は

ま

し

を

な

づ

さ

を
す
べ
神
の
御
手
に
取
ら
れ
て
奈
津
佐
波
万
志
遠
奈
津
佐

は

ま

し

を

波
万
之
遠
（
神
楽
歌
・
幣
）
」
な
ど
に
も
明
確
に
見
え
る
。

（
皿
）
な
お
、
（
Ｃ
チ
）
に
お
け
る
「
丹
穂
鳥
」
も
ま
た
「
人
麻
呂
歌
集
」

に
特
有
な
文
字
遣
い
で
あ
り
、
「
丹
穂
」
は
恋
心
が
色
に
現
れ
る
こ

と
を
暗
示
す
る
。
（
船
ソ
）
で
は
こ
れ
を
万
葉
集
中
に
一
般
に
見
ら

れ
る
仮
名
で
「
永
保
烏
」
へ
と
書
き
換
え
て
い
る
。
「
人
麻
呂
歌
集
」

が
ど
の
よ
う
に
訓
ま
れ
、
享
受
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ

た
っ
て
重
要
な
材
料
で
は
あ
る
が
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

（
Ⅱ
）
〈
〉
は
小
文
字
割
り
注
形
式
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

川
」
歌
群
の
場
合
ｌ
」
『
論
集
上
代
文
学
』
第
朋
冊
・
笠
間
書
院
（
．
寄

川
」
歌
群
１
人
麻
呂
歌
集
「
寄
物
陳
思
」
考
（
二
）
ｌ
」
と
し
て
『
人

麻
呂
の
工
一
量
（
塙
書
房
・
二
○
二
）
に
収
載
）

稲
岡
耕
二
（
二
○
二
）
「
漢
文
訓
読
と
人
麻
呂
歌
集
」
「
人
麻
呂
の
工
一
量

塙
書
房

内
田
賢
徳
（
一
九
九
八
）
「
古
辞
書
の
訓
詰
と
万
葉
歌
」
「
国
語
と
国
文
学
』

第
乃
巻
５
号

金
文
京
（
二
○
一
○
）
「
草
創
期
の
訓
読
ｌ
奈
良
末
期
か
ら
平
安
中
期

ま
で
」
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ァ
ー
訓
読
の
文
化
圏
』
岩
波
新
書

品
田
悦
一
（
二
○
○
七
）
「
漢
字
と
『
万
葉
集
」
ｌ
古
代
列
島
社
会
の

言
語
状
況
ｌ
」
東
京
大
学
教
養
学
部
国
文
・
漢
文
学
部
会
編
『
古

典
日
本
語
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会

瀬
間
正
之
（
一
九
九
九
）
「
漢
字
で
書
か
れ
た
こ
と
ば
ｌ
訓
読
的
思
惟
を

め
ぐ
っ
て
ｌ
」
『
国
語
と
国
文
学
』
第
乃
巻
５
号

西
澤
一
光
（
二
○
一
○
）
二
万
葉
集
」
と
「
無
常
」
」
一
生
の
万
葉
集
」
高

岡
市
万
葉
歴
史
館
論
集
Ｂ

西
澤
一
光
（
二
○
一
二
「
人
麻
呂
歌
集
に
お
け
る
「
辞
」
の
文
字
化
を

め
ぐ
っ
て
」
『
論
集
上
代
文
学
」
第
詔
冊
・
笠
間
書
院

松
田
浩
（
二
○
一
二
）
「
歌
の
書
か
れ
た
木
簡
と
「
万
葉
集
」
の
書
記
」

『
ア
ナ
ホ
リ
ッ
シ
ュ
國
文
學
』
第
１
号

森
脇
一
夫
（
一
九
六
五
）
「
万
葉
集
巻
十
一
・
十
二
作
歌
年
代
考
ｌ
天
平

歌
人
の
作
と
そ
の
類
歌
と
に
関
連
し
て
ｌ
」
『
語
文
」
第
別
輯

渡
瀬
昌
忠
（
一
九
八
五
）
「
漢
語
の
和
訓
と
和
訓
書
き
の
歌
１
人
麻
呂

歌
集
略
体
歌
の
表
記
ｌ
」
『
國
學
院
雑
誌
」
第
朋
巻
ｕ
号
（
「
漢
語

の
和
訓
書
き
の
歌
」
と
し
て
『
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
論
』
（
渡
瀬
昌

忠
著
作
集
１
・
お
う
ふ
う
）
に
収
載
）
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