
枕詞の変成

「
枕
詞
」
と
い
う
語
は
上
代
の
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
見
ら

（１）

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
中
世
の
頃
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
、

万
葉
集
の
時
代
に
は
枕
詞
と
い
う
概
念
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
枕
詞
と
呼
ば
れ
て
い
る
現
象
が
、
万
葉
歌

に
普
遍
的
に
存
在
し
、
万
葉
歌
の
表
現
を
特
徴
付
け
て
い
る
こ
と
も
ま
た

確
か
で
あ
る
。
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
解
ら
な
い
不
可
解
性
を
抱
え
な
が

ら
、
不
思
議
な
力
を
持
つ
枕
詞
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
枕
詞
の
力
を
探

る
と
と
も
に
、
多
様
に
見
え
る
万
葉
集
の
枕
詞
の
あ
り
方
を
、
今
回
の
セ

（２）

ミ
ナ
ー
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
変
成
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

り
考
え
て
ゆ
く
試
み
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
報
告
は
、
前
稿
「
枕

（３）

詞
の
古
代
性
を
ど
う
見
る
か
」
を
展
開
さ
せ
る
形
で
行
っ
た
た
め
、
前
稿

と
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

ｌ特集・変成する言葉ｌ謀罎の書物
Ｉ

二
、
枕
詞
の
力

（４）

西
郷
信
綱
「
枕
詞
の
詩
学
」
は
、
枕
詞
に
つ
い
て
考
え
る
に
際
し
て
は
、

そ
れ
が
口
調
の
歌
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
据
え
る
必
要
が
あ
る
こ

枕
詞
の
変
成

｜
、
は
じ
め
に

と
を
説
く
。
そ
し
て
西
郷
論
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
語
義
も
か
か
り
方
も
不

明
な
ま
ま
に
強
い
喚
起
力
を
も
っ
て
あ
る
語
を
引
き
出
す
枕
詞
の
あ
り
方

を
、
「
詩
学
」
と
し
て
追
究
し
て
み
る
こ
と
の
重
要
性
を
提
起
す
る
。
ま
た
、

（５）

品
田
悦
一
「
枕
詞
世
界
の
謎
を
体
感
す
る
」
も
、
「
実
質
的
な
意
味
」
は
な

い
代
わ
り
に
「
あ
る
種
の
力
」
が
備
わ
っ
て
い
る
枕
詞
の
不
思
議
な
性
質

に
言
及
し
、
そ
の
力
の
源
を
、
「
人
間
が
体
内
か
ら
発
す
る
声
」
に
求
め

て
い
る
。
品
田
論
は
、
必
ず
し
も
文
字
以
前
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
記

載
の
歌
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
枕
詞
が
肉
声
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
時
に

持
つ
力
を
論
じ
て
い
る
も
の
と
見
え
、
西
郷
氏
の
所
論
と
の
間
に
は
や
や

相
異
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
枕
詞
の
力
を
指
摘

す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
鹿
持
雅
澄
『
枕
詞
解
』
（
「
古
義
』
）
の
、

言
霊
の
あ
や
し
く
妙
な
る
こ
と
わ
り
は
、
お
く
か
し
ら
れ
ず
、
そ
こ

ひ
は
か
り
が
た
き
中
に
も
、
此
枕
詞
と
い
ふ
も
の
は
、
た
と
ふ
く
き

す
ぢ
な
く
、
い
ふ
べ
き
物
も
な
く
、
あ
や
し
く
貴
き
も
の
・
限
に
な

む
あ
り
け
る
。

と
い
う
枕
詞
観
は
、
枕
詞
を
極
端
に
神
秘
化
し
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
「
言
霊
」
の
力
へ
の
言
及
と
し
て
見
る
と
、
右
の
西
郷
．

品
田
両
氏
の
論
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
枕
詞
の
不
思
議
な
力
を
、
ど
こ
か

大
浦
誠
士

夏
期
セ
ミ
ナ
ー
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で
感
じ
取
っ
て
い
る
発
言
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

枕
詞
と
い
う
も
の
が
、
個
々
の
意
味
と
は
別
次
元
で
何
ら
か
の
力
を

持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

ブ（句○出
雲
国
風
土
記
・
意
宇
郡
に
見
ら
れ
る
所
謂
国
引
き
神
話
に
お
い
て

は
、
八
束
水
臣
津
野
命
が
次
々
と
「
国
の
余
り
」
を
見
い
だ
し
て
は
そ
れ

を
引
く
詞
章
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
繰
り
返
し
の
核
心
部

分
１
国
引
き
を
行
う
部
分
ｌ
に
至
る
と
、
枕
詞
な
い
し
枕
詞
的
な
表

（６）現
が
頻
出
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

…
剴
珂
刎
脚
鋤
取
ら
し
て
、
対
創
伽
剖
矧
衝
き
別
け
て
、
は
た
す
す

き
穂
振
り
別
け
て
、
三
身
の
綱
う
ち
掛
け
て
、
霜
黒
葛
く
る
や
く
る

や
に
、
河
燗
剛
も
そ
る
も
そ
る
に
、
国
来
々
々
と
引
き
来
縫
へ
る
国

は、：．

ほ
ぼ
一
句
ご
と
に
枕
詞
が
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
五
七
の
リ
ズ
ム
が
形

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
き
く
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
叙
述
の
高
揚
と

枕
詞
の
多
用
に
は
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

右
の
国
引
き
の
詞
章
な
ど
は
、
口
調
に
お
け
る
叙
述
の
高
揚
と
の
関
わ

り
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
現
象
は
、
記
載
の
歌
に
お
い

て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
柿
本
人
麻
呂
「
泣
血
哀
働
歌
」

に
お
い
て
、
妻
の
死
を
使
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
知
る
場
面
で
は
、

．
：
沖
っ
藻
の
扉
き
し
妹
は
黄
葉
の
過
ぎ
て
去
に
き
と
玉
梓

の
使
の
言
へ
ば
梓
弓
音
に
聞
き
て
言
は
む
す
べ
為
む
す

べ
知
ら
に
…
（
②
二
○
七
）

と
、
一
句
ご
と
に
枕
詞
が
用
い
ら
れ
る
。
仮
に
右
の
叙
述
か
ら
枕
詞
を
抜

き去ると、

前
掲
西
郷
論
文
は
枕
詞
が
語
義
や
か
か
り
方
不
明
な
ま
ま
に
強
い
喚
起

力
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
不
明
性
・
不
可
解
性
は
、
語
形
の

レ
ベ
ル
に
ま
で
及
ん
で
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（７）

多
田
一
臣
ヨ
八
雲
立
三
歌
謡
を
考
え
る
」
は
、
地
名
イ
ヅ
モ
に
冠

さ
れ
る
二
つ
の
枕
詞
ヤ
ク
モ
タ
ッ
・
ヤ
ッ
メ
サ
ス
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ

れ
が
伝
承
と
の
結
び
つ
き
を
断
た
れ
、
固
定
化
し
た
枕
詞
と
し
て
音
声
に

よ
る
継
受
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
は
、
ヤ
ク

モ
タ
ッ
・
ヤ
ッ
メ
サ
ス
い
ず
れ
と
も
つ
か
ぬ
表
現
で
あ
っ
た
も
の
が
、
文

と
い
う
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
整
然
と
し
た
ｌ
し
か
し
決
し
て
歌
と
は

呼
べ
な
い
１
１
１
内
容
と
な
る
。
そ
れ
を
あ
た
か
も
う
ち
く
ら
ま
す
か
の
よ

う
に
枕
詞
が
一
句
ご
と
に
挿
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
枕
詞
の
持
つ

表
現
性
に
着
目
す
る
な
ら
、
「
沖
つ
藻
の
」
「
黄
葉
の
」
「
玉
梓
の
」
と
い
つ

イ
メ
ー
ジ

た
枕
詞
が
、
藻
の
し
な
や
か
な
扉
き
、
散
り
ゆ
く
黄
葉
な
ど
の
像
を
そ

の
都
度
ふ
く
ら
ま
せ
つ
つ
叙
述
が
進
行
し
て
行
く
の
だ
と
、
一
応
の
説
明

は
な
し
う
る
だ
ろ
う
が
、
さ
き
の
国
引
き
の
詞
章
を
も
参
看
す
る
と
き
、

そ
も
そ
も
枕
詞
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
問
う
て
み
る
こ
と
が
必
要

だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
右
の
場
面
が
妻
の
死
の
知
ら
せ
を
受
け
る
と

い
う
「
泣
血
哀
働
歌
」
第
一
長
歌
の
最
初
の
高
潮
部
で
あ
る
こ
と
と
関
係

す
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
枕
詞
が
ど
の
よ
う
に
不
可
解
性
を
抱
え
込
み
つ
つ
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
し
て
力
を
持
つ
の
か
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

扉
き
し
妹
は
過
ぎ
て
去
に
き
と
使
の
言
へ
ば
音
に
聞
き
て

三
、
枕
詞
の
変
成
１
１
１
文
字
と
語
形
Ｉ
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字
の
介
在
に
よ
っ
て
イ
ヅ
モ
が
「
出
雲
」
「
出
藻
」
と
い
う
理
解
を
固
定

さ
せ
る
に
伴
っ
て
、
「
八
雲
立
つ
」
「
八
つ
芽
さ
す
」
と
い
う
枕
詞
が
成
立

し
た
、
と
い
う
道
筋
を
提
起
し
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
枕
詞
が
口
調
に

由
来
す
る
表
現
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
現
在
我
々
が
目
に
し
て
い
る
枕

詞
ま
で
の
問
に
は
、
必
ず
音
声
の
文
字
化
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
り
、
多
田
氏
の
言
う
よ
う
な
文
字
の
介
在
に
よ
る
枕
詞
の
固
定
化

の
問
題
は
当
然
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

人
麻
呂
歌
集
所
出
の
い
わ
ゆ
る
略
体
歌
の
中
に
、
「
母
」
に
か
か
る
枕

詞
を
「
足
常
」
と
記
し
た
例
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
稿
で
も
触
れ
た
。

刷
潮
母
が
養
ふ
蚕
の
繭
隠
り
隠
れ
る
妹
を
見
む
よ
し
も
が
も

（⑪二四九五）

諸
注
釈
の
扱
い
は
、
「
足
常
」
を
タ
ラ
チ
ネ
ノ
と
訓
む
も
の
と
、
タ
ラ
ッ

ネ
ノ
と
訓
ん
で
タ
ラ
チ
ネ
ノ
の
音
転
と
し
て
処
理
す
る
も
の
と
に
分
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
訓
読
法
に
お
い
て
は
、
「
足
常
」
を
タ
ラ
チ

ネ
ノ
と
訓
む
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
初
期
万
葉
に
タ
ラ
チ
（
シ
）
ネ
ノ
と

い
う
枕
詞
が
見
ら
れ
ず
、
右
の
「
足
常
」
が
「
母
」
に
か
か
る
枕
詞
の
初

（８）

出
例
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
タ
ラ
ッ
ネ
ノ
を
タ
ラ
チ
ネ
ノ
の

音
転
と
し
て
処
理
し
て
し
ま
う
こ
と
も
跨
踏
わ
れ
る
。
人
麻
呂
歌
集
歌
に

は
、
非
略
体
の
歌
に
、

調
罰
劉
咽
劃
母
が
手
放
れ
か
く
ば
か
り
術
な
き
こ
と
は
い
ま
だ
せ
な

く
に
（
⑪
二
三
六
八
）

と
、
明
ら
か
に
タ
ラ
チ
ネ
ノ
を
表
記
し
た
例
も
見
ら
れ
、
前
掲
多
田
氏
の

論
を
援
用
し
て
捉
え
る
と
、
タ
ラ
ッ
ネ
ノ
あ
る
い
は
タ
ラ
チ
ネ
ノ
の
い
ず

れ
と
も
つ
か
ぬ
ｌ
い
ず
れ
に
も
固
定
化
し
う
る
ｌ
語
で
あ
っ
た
も
の

が
、
文
字
に
よ
っ
て
掬
い
取
ら
れ
る
際
に
、
「
足
常
（
タ
ラ
ッ
ネ
ノ
）
」
「
垂

乳
根
之
（
タ
ラ
チ
ネ
ノ
）
」
の
両
様
に
固
定
化
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
で
上
代
文
献
の
歌
を
見
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
紀
歌

謡
の
枕
詞
の
例
が
注
目
さ
れ
る
。

●

Ⅷ
制
州
引
洲
別
（
伊
須
能
箇
禰
）
布
留
を
過
ぎ
て
：
．
（
紀
別
）

武
烈
紀
に
載
る
影
姫
の
歌
で
あ
る
が
、
「
須
」
と
い
う
表
記
か
ら
見
て
、

イ
ス
ノ
カ
ミ
と
い
う
形
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
、
「
布

（９）

留
」
に
か
か
る
「
石
上
」
の
例
が
十
一
例
見
ら
れ
る
ほ
か
、

石
上
降
る
と
も
雨
に
つ
つ
ま
め
や
妹
に
逢
は
む
と
言
ひ
て
し
も
の

を
（
④
六
六
四
）

と
「
降
る
」
に
か
か
る
枕
詞
と
な
っ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ

も
「
石
上
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
イ
ソ
ノ
カ
ミ
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
が

正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
継
体
紀
の
歌
謡
に
は
、

…
つ
ぬ
さ
は
ふ
（
都
奴
娑
播
符
）
磐
余
の
池
の
…
（
紀
切
）

と
、
磐
余
に
か
か
る
枕
詞
が
ツ
ヌ
サ
ハ
フ
の
形
で
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見

る
。
ま
た
仁
徳
紀
歌
謡
に
も
、
●

つ
ぬ
さ
は
ふ
（
菟
怒
瑳
破
赴
）
磐
之
媛
が
…
（
紀
開
）

と
い
う
形
が
見
ら
れ
る
が
、
「
怒
」
字
は
紀
歌
謡
に
お
い
て
、

…
さ
寝
床
も
與
は
劇
（
怒
）
か
も
よ
…
（
紀
４
）

…
戦
へ
ば
我
は
や
飢
劇
（
怒
）
…
（
紀
岨
）

の
よ
う
に
ヌ
の
表
記
に
当
て
ら
れ
る
一
方
、

千
葉
の
葛
郵
（
伽
豆
怒
）
を
見
れ
ば
。
：
（
紀
糾
）

い
ざ
吾
君
到
（
怒
）
に
蒜
摘
み
に
蒜
摘
み
に
我
が
行
く
道

に：．（紀弱）

- ５ ７ -
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と
「
野
」
に
あ
た
る
語
の
表
記
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ツ
ヌ
サ
ハ
フ
・

（旧）

ツ
ノ
サ
ハ
フ
い
ず
れ
の
可
能
性
も
残
す
。
た
だ
、
前
者
が
「
ず
」
「
ぬ
」

と
い
う
二
種
の
助
動
詞
の
表
記
で
あ
り
、
後
者
が
い
ず
れ
も
「
野
」
と
い

う
名
詞
の
表
記
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
後
者
は
「
野
」
の
意
で
ヌ
が

用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
紀
茄
も
ツ
ヌ
サ
ハ
フ
の
例
で

あ
る
可
能
性
の
方
が
高
い
と
判
断
で
き
よ
う
。
一
方
万
葉
集
で
は
、
五
例

（Ⅲ）

見
ら
れ
る
ツ
ノ
サ
ハ
フ
は
い
ず
れ
も
「
角
障
経
」
と
表
記
さ
れ
、
万
葉
集

で
は
ツ
ノ
サ
ハ
フ
の
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、
枕
詞
の
語
形
の
異
な
り
を
、
音
転
と
し
て

軽
微
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
口
調
の
歌
世
界
に
お
い
て
、
あ
る
幅
を

持
っ
て
揺
れ
な
が
ら
存
在
し
て
い
た
枕
詞
が
、
文
字
に
よ
っ
て
掬
い
取
ら

れ
る
際
に
起
き
て
い
る
現
象
と
し
て
捉
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

文
字
と
の
接
触
に
よ
る
語
形
レ
ベ
ル
で
の
枕
詞
の
変
成
で
あ
る
。

枕
詞
の
文
字
に
よ
る
変
成
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
澤
鴻
久
孝
「
枕

（旧）

詞
を
通
し
て
見
た
る
人
麿
の
独
創
性
」
が
指
摘
す
る
現
象
で
あ
る
。
た
と

え
ば
ア
サ
シ
モ
ノ
・
ツ
マ
ゴ
モ
ル
に
つ
い
て
、

あ

さ

し

も

の

阿
佐
志
毛
能
ｌ
み
け
の
さ
を
橋
（
景
行
紀
）

マ
マ

朝
霜
之
ｌ
消
な
ば
消
言
ふ
に
（
巻
二
、
一
九
九
）
人
麻
呂

あ
さ
し
も
の

朝
霜
ｌ
消
な
ば
消
ぬ
く
く
（
巻
十
一
、
二
四
八
五
）

人
麻
呂
集

つ

ま

ご

も

る

逗
摩
御
慕
屡
ｌ
を
佐
保
を
過
ぎ
（
武
烈
紀
）

つ
ま
ご
も
る

蠕
隠
有
ｌ
屋
上
の
山
（
巻
二
、
一
三
五
）
人
麻
呂

つ
ま
ご
も
る

妻
隠
Ｉ
矢
野
の
神
山
（
巻
十
、
二
一
七
八
）
人
麻
呂
集

四
、
枕
詞
の
変
成
２
１
語
義
の
再
解
釈
Ｉ

の
よ
う
な
用
例
を
参
照
し
つ
つ
、
記
・
紀
に
お
い
て
は
難
解
で
あ
っ
た
も

の
が
、
人
麻
呂
に
お
い
て
極
め
て
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
変
容
し
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
紀
歌
謡
に
お
い
て
は
、
ア
サ
シ
モ
ノ
・
ツ
マ
ゴ
モ

ル
が
ど
の
よ
う
に
「
み
け
の
さ
を
橋
」
「
を
佐
保
」
に
か
か
っ
て
い
る
の

か
が
不
明
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ア
サ
シ
モ
ノ
・
ツ
マ
ゴ
モ
ル
の
語
義
そ

の
も
の
も
不
明
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
麻
呂
関
係
の
用
例
で
は
、
訓
字

に
よ
る
表
記
に
よ
っ
て
、
「
朝
に
降
り
る
霜
」
、
「
妻
が
隠
る
」
と
い
う
語

義
が
明
確
に
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
消
」
「
屋
（
ヤ
）
」
に
か
か
る
と
い
う

か
か
り
方
が
非
常
に
明
確
に
読
み
取
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
前
項
で

見
た
の
は
、
文
字
の
介
在
に
よ
っ
て
語
形
が
二
様
に
固
定
化
さ
れ
た
例
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
枕
詞
が
訓
字
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
を
契
機

と
し
て
、
枕
詞
の
語
義
や
か
か
り
方
の
再
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
例
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

万
葉
集
で
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
ア
シ
ヒ
キ
ノ
に
つ
い
て
も
、
見
逃
し

て
し
ま
い
そ
う
だ
が
重
要
な
変
化
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

あ

し

ひ

き

の

阿
志
比
紀
能
ｌ
山
田
を
作
り
（
允
恭
記
）

あ

し

ひ

き

の

阿
資
臂
紀
能
ｌ
山
田
を
作
り
（
允
恭
紀
）

足
日
木
乃
ｌ
山
の
し
づ
く
に
（
巻
二
、
一
○
七
）
大
津
皇
子

足
曳
之
ｌ
山
か
も
高
き
（
巻
十
、
二
三
一
三
）
人
麻
呂
集

足
引
ｌ
山
道
も
知
ら
ず
（
巻
十
、
二
三
一
五
）
人
麻
呂
集

記
・
紀
の
ア
シ
ヒ
キ
ノ
に
お
い
て
は
乙
類
の
キ
が
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し

て
、
万
葉
集
で
は
甲
類
・
乙
類
両
様
の
キ
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
指
摘
で
あ

る
が
、
こ
れ
も
澤
潟
論
が
示
す
甲
類
・
乙
類
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
シ
ヒ
キ
ノ
の

表
記
を
見
る
と
、
元
来
は
乙
類
の
キ
で
あ
り
、
乙
類
の
キ
で
は
意
味
が
不

明
で
あ
る
ア
シ
ヒ
キ
ノ
が
、
人
麻
呂
を
境
と
し
て
訓
字
で
記
さ
れ
る
こ
と
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に
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

と
言
う
。
こ
れ
ま
で
枕
詞
の
総
体
を
包
括
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
が

た
め
に
、
見
逃
し
て
き
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
今
年
の
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
変
成
」
に
絡
め
て
言
う
な
ら
、

右
に
見
た
よ
う
な
枕
詞
に
関
す
る
現
象
は
、
枕
詞
が
文
字
と
接
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
語
義
レ
ベ
ル
に
お
い
て
変
成
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
澤
潟
氏
の
指
摘
に
従
う
と
、
そ
れ
は
語
義
．
か
か
り
方
と
も
に
、
意

味
が
明
確
に
な
る
と
い
う
方
向
性
で
の
変
成
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
を
導
入
し
て
み
る
と
き
、
廣
岡
義
隆
『
上
代
言
語
動

（旧）

態
論
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
多
寡
順
配
列
の
枕
詞
用
例
数
は
非
常
に
興
味

深
い
一
覧
で
あ
る
。
一
覧
に
よ
れ
ば
、
「
あ
し
ひ
き
の
一
○
八
」
「
ぬ
ば

た
ま
の
八
○
」
の
よ
う
な
用
例
数
の
多
い
枕
詞
か
ら
、
次
第
に
用
例
数

が
減
っ
て
ゆ
き
、
万
葉
集
中
に
二
例
の
み
の
も
の
六
五
種
類
、
孤
例
の
も

の
一
九
六
種
類
ま
で
、
断
層
な
く
並
ん
で
い
る
。
廣
岡
論
は
言
語
遊
戯
的

な
様
相
を
見
せ
る
稀
少
例
の
枕
詞
の
種
類
が
多
い
こ
と
か
ら
、
枕
詞
の
本

質
を
言
語
遊
戯
と
捉
え
る
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
あ
し
ひ
き
の
」
「
ぬ

に
よ
っ
て
甲
類
の
キ
に
変
容
す
る
ｌ
こ
れ
も
枕
詞
の
語
形
そ
の
も
の
が

文
字
に
よ
っ
て
変
容
を
受
け
て
い
る
例
と
言
え
よ
う
ｌ
と
と
も
に
、
そ

（旧）

こ
に
語
義
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
記
・
紀
や
初
期
万
葉
で
は
ウ
チ
（
内
）
に
か
か
る
の
を
基
本
と

す
る
タ
マ
キ
ハ
ル
が
、
や
は
り
人
麻
呂
を
境
に
イ
ノ
チ
（
命
）
に
か
か
る

（脚）

枕
詞
へ
と
変
容
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
箇
所
で
は
、

「
う
ち
」
と
つ
ず
く
の
は
所
謂
記
紀
時
代
の
枕
で
あ
り
、
「
い
の
ち
」

と
つ
ず
く
の
は
萬
葉
時
代
の
枕
で
あ
る
。

し
よ
う
と
す
れ
ば
こ
そ
む
つ
か
し
い
事
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
別
々

そ
れ
を
一
つ
に
し
て
解
稗

ぱ
た
ま
の
」
の
よ
う
な
語
義
不
明
の
ま
ま
繰
り
返
さ
れ
る
定
型
的
枕
詞
か

ら
、
一
回
的
、
言
語
遊
戯
的
な
枕
詞
ま
で
が
、
断
層
な
く
連
続
的
に
存
在

し
て
い
る
と
い
う
事
実
こ
そ
が
重
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
回
的
と

見
え
る
枕
詞
に
は
、
「
葦
鶴
の
奥
の
み
し
泣
か
ゆ
」
（
③
四
五
六
）
「
鯏
引

科
刎
今
木
」
（
⑨
一
七
九
五
）
の
よ
う
に
語
義
．
か
か
り
方
と
も
に
明
確

な
も
の
が
大
多
数
を
占
め
て
お
り
、
口
調
由
来
の
枕
詞
が
文
字
に
よ
る
変

成
を
受
け
た
先
に
生
じ
て
く
る
も
の
と
見
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
ら
の
二
様
の
枕
詞
が
連
続
性
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
一

回
的
な
枕
詞
群
も
、
定
型
的
な
枕
詞
群
の
持
つ
本
質
を
内
在
さ
せ
て
い
る

も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

た
と
え
ば
人
麻
呂
作
品
の
枕
詞
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
文
字
に
よ
る

（旧）

枕
詞
の
再
解
釈
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
新
た
な
枕
詞
の
創
造
に
つ
い
て
も
論

じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
枕
詞
や
枕
詞
解
釈
が
な
ぜ
力
を

持
ち
得
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。五

、
「
さ
だ
ま
り
て
つ
プ
け
て
よ
む
こ
と
」

（Ｗ）

吉
本
隆
明
「
初
期
歌
謡
論
』
の
「
枕
詞
論
」
は
、
枕
詞
の
考
究
に
あ
た
っ

て
、
藤
原
清
輔
「
和
歌
初
学
抄
』
の
言
説
を
徹
底
的
に
参
観
し
て
い
る
。

折
口
信
夫
の
論
を
援
用
し
つ
つ
枕
詞
と
被
枕
を
同
一
語
の
繰
り
返
し
と
す

る
吉
本
論
の
結
論
に
は
賛
同
し
か
ね
る
も
の
の
、
枕
詞
を
和
歌
に
お
け
る

定
型
的
・
類
型
的
な
言
い
回
し
全
体
の
中
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
『
初
学

抄
』
の
言
説
に
着
目
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
実
作
者
で
も
あ
る
吉
本
の
眼
力

の
鋭
さ
を
感
じ
る
。

『
初
学
抄
』
は
「
次
詞
」
と
い
う
標
目
の
も
と
に
、
「
又
さ
だ
ま
り
て
つ
識
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け
て
よ
む
こ
と
あ
り
」
と
し
て
、
「
あ
か
ね
さ
す
ひ
」
「
あ
ま
ざ
か
る
ひ
な
」

「
い
そ
の
神
ふ
る
」
「
神
か
ぜ
の
い
せ
」
な
ど
、
現
在
の
我
々
が
枕
詞
と
呼

ん
で
い
る
表
現
を
列
挙
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
瞼
来
物
」
に
お
い
て
は
、
「
又

む
か
し
よ
り
い
ひ
な
ら
は
し
た
る
こ
と
あ
り
」
と
し
て
、
序
詞
表
現
や
比

瞼
的
な
表
現
も
交
え
な
が
ら
、

ひ
さ
し
き
事
に
は
ミ
ヅ
ガ
キ
松
ノ
ハ
ッ
ル
ノ
ヶ
ゴ
ロ
モ

イ
ハ
ホ
カ
メ
タ
ケ
ス
ミ
ョ
シ

な
に
事
か
お
は
し
ま
す
ら
む
剃
制
剰
倒
司
刎
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
み
た
て

ま
つ
ら
でな

が
き
事
に
は
ス
ガ
ノ
ネ
山
ド
リ
ノ
ヲ
タ
マ
ヵ
ヅ
ラ
ァ
キ
ノ
ョ

春
ノ
ヒ
タ
ク
ナ
ハ
ク
ロ
カ
ミ

ち
り
ぬ
く
き
は
な
み
る
と
き
は
訓
洞
刎
刺
刎
な
が
き
春
日
も
み
じ
か

か
り
け
り

み
じ
か
き
事
に
は
タ
マ
ノ
ヲ
夏
ノ
ョ
春
ノ
ョ

た
ま
の
を
の
た
え
て
み
じ
か
き
夏
夜
の
よ
は
に
な
る
ま
で
ま
つ
人
の

こぬ

の
よ
う
に
、
枕
詞
の
例
を
多
く
掲
げ
て
い
る
。
歌
に
お
け
る
定
型
的
常
套

表
現
全
体
の
中
で
、
お
そ
ら
く
そ
の
最
も
凝
縮
さ
れ
た
表
現
と
し
て
枕
詞

を
捉
え
る
の
で
あ
る
が
、
「
さ
だ
ま
り
て
つ
ず
け
て
よ
む
こ
と
」
と
は
つ

ま
り
、
共
同
性
を
凝
縮
的
に
内
在
さ
せ
た
言
葉
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で

（旧）

き
る
。
折
口
信
夫
は
そ
の
共
同
性
を
神
に
ま
つ
わ
る
伝
承
や
詞
章
の
圧
搾

と
し
て
捉
え
る
の
だ
が
、
い
か
な
る
も
の
を
背
負
っ
て
い
る
の
か
、
或
い

は
い
な
い
の
か
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
不
明
と
言
う
他
な
い
。
歌
世
界
の
継

続
と
そ
の
中
で
の
蓄
積
が
形
成
す
る
共
同
性
を
捉
え
て
お
く
こ
と
こ
そ
が

重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
『
初
学
抄
』
が
枕
詞
を
「
む
か
し
よ
り
い
ひ
な
ら
は
し
た
る
こ

と
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
点
は
、
「
歌
経
標
式
」
が
枕
詞
を
「
古
事
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
も
通
じ
て
い
る
。
前
稿
に
も
触
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
「
歌
式
」

「
雅
体
」
中
の
「
頭
古
腰
新
」
「
頭
新
要
古
」
「
頭
古
要
古
」
等
に
お
い
て

は
、
序
詞
的
な
表
現
や
類
型
的
な
表
現
に
ま
じ
っ
て
、
「
あ
づ
さ
ゆ
み

ひ
き
っ
」
「
あ
を
に
よ
し
な
ら
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
枕
詞
が
「
古
事
」

と
称
さ
れ
て
い
る
。

梓
弓
は
是
れ
古
事
の
瞼
に
し
て
、
引
津
は
職
の
名
な
り
。

以
て
引
き
の
瞼
を
陳
べ
ま
く
欲
り
す
る
が
故
に
、
梓
弓
を
発
句
に
陳

べ
て
古
事
と
し
、
弓
を
以
て
引
き
の
名
を
顕
す
。

と
い
う
記
述
を
見
る
と
、
発
句
に
「
梓
弓
」
と
い
う
「
古
事
」
を
置
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
弓
↓
引
き
↓
引
津
」
と
い
う
「
職
」
が
生
じ
、
そ
の
「
職
」

の
力
に
よ
っ
て
「
引
津
」
と
い
う
「
瞼
の
名
」
が
引
き
出
さ
れ
る
と
い
う

構
造
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
に
言
う
「
古
」
と
は
、

私
た
ち
が
言
う
所
の
「
古
さ
」
と
は
異
な
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
歌
の
歴
史
を
傭
撤
的
に
ｌ
限
ら
れ
た
資
料
の
中
で
で
は
あ
る
が

ｌ
見
る
こ
と
の
で
き
る
私
た
ち
と
は
異
な
り
、
作
歌
の
現
場
で
は
「
古
」

と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く

そ
れ
は
、
昔
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
、
決
ま
っ
て
そ
の
よ
う
に
詠
む
と
い、

う
型
に
支
え
ら
れ
た
幻
想
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
様
式
性
の
中
で
今

、

、

、

（旧）

こ
こ
に
幻
想
さ
れ
る
「
古
」
で
あ
る
。

（釦）

前
稿
で
は
、
主
想
の
文
脈
と
は
異
次
元
の
文
脈
と
す
る
井
手
至
論
と
、

（劃）

枕
詞
の
特
質
に
社
会
性
を
指
摘
す
る
土
橋
寛
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
枕
詞

の
置
か
れ
て
い
る
文
脈
を
「
社
会
的
古
文
脈
」
と
呼
ん
だ
。
個
の
表
現
に

閉
じ
る
こ
と
な
く
、
共
同
性
・
社
会
性
に
向
か
っ
て
開
か
れ
、
そ
こ
に
繋
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こ
の
『
燭
明
抄
』
の
枕
詞
観
を
逆
か
ら
読
む
と
、
「
枕
詞
を
置
く
こ
と
に
よ
っ

て
歌
は
古
き
丈
高
き
歌
に
聞
こ
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
回
の
考

察
は
、
そ
の
こ
と
を
求
め
て
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も

知れない。

下
河
辺
長
流
の
「
枕
詞
燭
明
抄
』
は
、
歌
に
枕
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

を
、
人
に
氏
姓
が
あ
る
こ
と
に
準
え
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

歌
に
枕
詞
あ
る
は
人
に
氏
姓
あ
る
に
同
じ
。
氏
を
置
き
て
呼
ぶ
名
の

が
っ
て
行
こ
う
と
す
る
様
式
的
力
が
枕
詞
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
主
文

脈
と
は
異
な
る
「
社
会
的
古
文
脈
」
に
置
か
れ
る
五
音
句
と
い
う
様
式
の

（霞）

持
つ
力
に
よ
っ
て
、
詠
作
さ
れ
た
歌
は
歌
世
界
の
「
網
の
目
」
に
繋
ぎ
止

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
回
的
に
見
え
る
枕
詞
に
お
い
て
も
、
主

文
脈
と
は
異
な
る
文
脈
に
置
か
れ
た
五
音
句
が
あ
る
語
を
不
思
議
な
力

ｌ
家
式
』
は
そ
れ
を
「
職
」
と
呼
ぶ
ｌ
で
呼
び
起
こ
し
て
く
る
と

い
う
型
自
体
は
共
通
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
型
に
よ
っ
て
こ
そ
、

一
回
的
な
枕
詞
も
力
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
近
藤
信
義
『
枕
詞
論
ｌ
古
層
と
伝
承
ｌ
」
（
桜
楓
社
、
一
九
九
○
）

に
よ
れ
ば
、
「
枕
詞
」
と
い
う
用
語
は
北
畠
親
房
『
古
今
集
序
註
」

あ
た
り
に
想
定
で
き
る
と
い
う
。

（
２
）
本
稿
で
は
、
あ
る
も
の
が
何
か
と
の
接
触
を
契
機
と
し
て
、
も
と

の
特
質
を
残
存
さ
せ
つ
つ
変
化
を
被
る
と
い
う
意
味
で
「
変
成
」
と

長
き
が
如
く
、

は
序
よ
り
続
け
た
訓
勧
翻
醜
割
刎
。

六
、
お
わ
り
に古き歌のたけ寓例劃削酬剣凶椥訓劃画割１割り

い
う
語
を
用
い
る
。

（
３
）
拙
論
「
枕
詞
の
古
代
性
を
ど
う
見
る
か
」
会
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
」
ぎ
よ
う
せ
い
、
二
○
二
・
五
）
。

（
４
）
西
郷
信
綱
「
枕
詞
の
詩
学
」
（
『
古
代
の
声
」
朝
日
新
聞
社
、
一
九

八五）。

（
５
）
品
田
悦
一
「
枕
詞
世
界
の
謎
を
体
感
す
る
」
（
三
う
た
｝
を
よ
む

’
三
十
一
字
の
詩
学
」
（
三
省
堂
、
一
九
九
七
）
。

（
６
）
「
童
女
の
胸
鋤
取
ら
し
て
」
「
大
魚
の
き
だ
衝
き
別
け
て
」
の
箇
所

は
、
語
法
的
な
説
明
と
し
て
は
「
童
女
の
胸
」
「
大
魚
の
き
だ
」
が
「
鋤
」

「
衝
き
別
け
」
を
導
く
序
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
き
わ

め
て
枕
詞
に
近
似
す
る
用
法
と
言
え
よ
う
。

（
７
）
多
田
一
臣
二
八
雲
立
つ
」
歌
謡
を
考
え
る
」
含
万
葉
歌
の
表
現
」

明
治
書
院
、
一
九
九
二
。

（
８
）
人
麻
呂
歌
集
歌
の
時
代
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
稲
岡
耕
一
二
萬

葉
表
記
論
」
（
塙
書
房
、
一
九
七
六
）
に
よ
る
。
人
麻
呂
歌
集
の
略
体
．

非
略
体
表
記
の
文
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
木
簡
等
の
歌
の
表
記

と
の
関
わ
り
で
、
現
在
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
が
、
人

麻
呂
歌
集
歌
の
時
代
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
稲
岡
論
に
従
う
べ

き
も
の
と
考
え
る
。

（
９
）
小
地
名
「
布
留
」
に
大
地
名
「
石
上
」
を
冠
し
た
も
の
と
も
見
ら

れ
る
が
、
九
例
と
も
に
同
じ
形
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
類
型
性
・
固

定
性
か
ら
見
て
枕
詞
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。

（
皿
）
い
わ
ゆ
る
日
本
書
紀
の
α
群
．
β
群
に
よ
る
異
な
り
が
な
い
か
と

も
考
え
て
見
た
が
、
明
確
な
異
な
り
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

（
ｕ
）
「
石
見
」
に
か
か
る
も
の
一
例
（
石
見
相
聞
歌
）
、
「
磐
余
」
に
か

か
る
も
の
四
例
。
文
字
に
よ
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
井
手
至
「
ツ
ノ

サ
ハ
フ
・
シ
ナ
テ
ル
・
シ
ナ
タ
ッ
ー
枕
詞
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
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特集・変成する言葉

へ へ へ

2 2 2 1 2 0
… … …

二
前 土 ○ 井
掲 橋 ○ 手注寛迦至
へ 一 ○ 一

夫
全
集
』
第
七
率

（
岨
）
拙
論
「
万
葉

二○一二・三）。

（
Ⅲ
）
山
上
憶
良
の
歌
に
の
み
「
た
ま
き
は
る
内
の
限
り
は
」
（
⑤

八
九
七
）
の
例
が
あ
り
、
澤
濾
氏
は
「
古
語
を
弄
ぶ
事
を
好
ん
だ
憶

良
に
よ
っ
て
た
ま
／
、
一
度
模
倣
的
に
用
ゐ
ら
れ
た
」
と
言
う
。

（
咽
）
廣
岡
義
隆
『
上
代
言
語
動
態
論
』
（
塙
書
房
、
二
○
○
五
）
。

（
焔
）
た
と
え
ば
「
吉
野
讃
歌
」
の
二
つ
の
長
歌
冒
頭
で
は
、
ヤ
ス
ミ
シ

シ
と
い
う
枕
詞
が
「
八
隅
知
之
」
「
安
見
知
之
」
と
二
様
に
書
き
分

け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
歌
に
歌
わ
れ
る
内
容
に
即
し
て
、
文
字
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
吉
本
隆
明
『
初
期
歌
謡
論
』
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
七
）
。

（
肥
）
折
口
信
夫
「
文
学
様
式
の
発
生
」
「
律
文
学
の
根
抵
」
（
『
折
口
信

ｌ
」
（
『
萬
葉
』
三
九
号
）
に
よ
っ
て
「
草
の
芽
を
さ
え
ぎ
る
岩
」

の
意
と
す
る
注
釈
書
含
釈
注
』
な
ど
）
と
、
「
人
の
近
づ
き
難
い
ご

つ
ご
つ
と
し
た
岩
場
」
と
す
る
注
釈
書
含
全
解
」
）
と
が
見
ら
れ
る
。

（
胆
）
澤
潟
久
孝
「
枕
詞
を
通
し
て
見
た
る
人
麿
の
独
創
性
」
（
「
萬
葉
の

作
品
と
時
代
」
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
）
。

（
Ｂ
）
「
足
引
」
「
足
曳
」
系
統
の
表
記
が
多
い
中
で
、
「
足
疾
」
「
足
病
」

と
い
っ
た
表
記
も
見
ら
れ
、
山
が
裾
野
を
長
く
引
く
、
足
を
引
き
ず

り
な
が
ら
山
を
行
く
等
々
、
多
様
な
再
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
論
」
（
三
一
書
房
、
一
九
六
○
）
。

前
掲
注
（
岨
）
拙
論
。

「
万
葉
歌
に
お
け
る

第七巻）
「
枕
詞
と
序
詞
」
二
遊
文
録
萬
葉
篇
二
」
和
泉
書
院
、

な
ど
。

〈
模
倣
〉
」
含
古
代
文
学
」
五
一
号
、
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