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古
典
和
歌
の
解
釈
に
お
け
る
文
法
的
な
誤
訳
に
つ
い
て小

　
田
　
　
　
勝

キ
ー
ワ
ー
ド

　
　
　
　

和
歌　

解
釈　

誤
訳　

古
典
文
解
釈
法　

古
典
文
法
指
導
法

〇　

本
稿
の
目
的

　

大
学
に
お
い
て
、
古
典
文
法
に
習
熟
し
、
古
典
文
を
正
確
に
読
解
す
る
力
を
養
成
す
る
こ
と
は
、
国
語
学
（
日
本
語
学
）
の
研
究
者
に
与
え
ら
れ
た
使
命
の
一

つ
で
あ
る
。
古
典
講
読
な
ど
の
授
業
で
学
生
に
古
典
文
の
現
代
語
訳
を
さ
せ
る
と
必
ず
誤
訳
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
点
は
（
稿
者
を
含
め
）
古
典
研
究
を
専
門
と

す
る
者
も
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
、
古
典
研
究
の
専
門
家
に
よ
る
誤
訳
の
実
例
を
整
理
し
て
示
し
、
も
っ
て
古
典
文
読
解
に
あ
た
っ
て
の
注
意
を

喚
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

和
歌
は
一
首
ず
つ
が
文
章
と
し
て
独
立
し
て
お
り
、
モ
デ
ル
と
し
て
示
し
や
す
い
の
で
、
本
稿
で
は
歌
集
の
注
釈
書
・
解
説
書
に
お
け
る
誤
訳
を
と
り
あ
げ
て
、

こ
れ
を
タ
イ
プ
別
に
掲
示
す
る（
１
）。
和
歌
の
本
文
は
、
原
則
と
し
て
取
り
上
げ
た
注
釈
書
・
解
説
書
掲
示
の
ま
ま
こ
れ
を
示
し（
２
）、
誤
訳
が
あ
る
箇
所
に
は
傍
線
を
付

し
た
。

一　

同
音
の
別
語
と
の
誤
認

①
助
動
詞
「
り
」
の
誤
認

　

・
浪
に
の
み
ひ
た
れ
る
松
の
ふ
か
緑
い
く
し
ほ
と
か
は
い
ふ
べ
か
る
ら
ん
（
深
養
父
集
）

一

古
典
和
歌
の
解
釈
に
お
け
る
文
法
的
な
誤
訳
に
つ
い
て



『
深
養
父
集
・
小
馬
命
婦
集
全
釈
』
に
「「
れ
」
は
受
け
身
の
助
動
詞
「
る
」
の
連
用
形
」
と
し
、「
専
ら
浪
に
ば
か
り
浸
さ
れ
て
い
る
」
と
訳
す
が
、こ
れ
は
「
ひ

た
る
＋
り
」
な
の
で
、
訳
は
「
浸
っ
て
い
る
」
で
あ
る
。

　

・
朝
日
さ
す
雪
げ
の
け
ぶ
り
立
ち
の
ぼ
り
吉
野
の
山
も
見
え
ず
か
す
め
り
（
大
弐
高
遠
集
）

『
大
弐
高
遠
集
注
釈
』
に
「
吉
野
の
山
は
、
見
え
ず
に
霞
ん
で
い
る
よ
う
だ
」
と
あ
る
が
、「
霞
む
＋
り
」
で
「
霞
ん
で
い
る
」
で
あ
る
。

　

・
春
な
が
ら
あ
ら
ま
し
も
の
を
か
ぎ
り
あ
れ
ば
夏
来
に
け
り
と
風
ぞ
ぬ
る
め
る
（
大
弐
高
遠
集
）

の
「
風
が
な
ま
暖
か
く
ぬ
る
ん
で
い
る
よ
う
だ
」
も
同
様
（「
ぬ
る
む
＋
り
」）
で
あ
る
。

②
助
動
詞
「
ず
」
と
「
ぬ
」
の
誤
認

　

・
そ
れ
な
ら
ぬ
事
も
あ
り
し
を
忘
れ
ね
と
い
ひ
し
ば
か
り
を
み
み
に
と
め
け
ん
（
本
院
侍
従
集
）

『
本
院
侍
従
集
全
釈
』
に
「
忘
れ
ね
」
の
「
ね
」
を
「
否
定
助
動
詞
「
ず
」
の
已
然
形
」
と
し
、「
私
が
い
つ
か
、「
貴
下
の
こ
と
、忘
れ
ら
れ
な
い
わ
！
」
と
い
っ

た
事
ば
っ
か
り
耳
に
と
め
て
い
た
ん
で
す
ね
え
」
と
訳
す
が
、こ
れ
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
命
令
形
で
あ
る
（
歌
末
の
「
け
む
」
も
無
視
さ
れ
て
い
る
。

→
五
③
）。
私
訳
「
ほ
か
の
こ
と
も
色
々
話
し
た
の
に
、「
も
う
逢
わ
な
い
で
」
と
言
っ
た
私
の
言
葉
だ
け
を
あ
な
た
は
耳
に
留
め
た
だ
ろ
う
」。

　

・
は
ら
の
池
に
つ
ら
ら
ゐ
に
け
り
う
ち
む
れ
て
わ
た
る
あ
ぎ
さ
の
け
さ
は
下お

り
ゐ
ぬ
（
殷
富
門
院
大
輔
集
）

『
殷
富
門
院
大
輔
集
全
釈
』
に
「
今
朝
は
水
面
に
下
り
て
い
た
」
と
す
る
が
、「
…
の
…
連
体
形
」
の
句
型
で
あ
る
か
ら
こ
の
「
ぬ
」
は
「
ず
」
の
連
体
形
で
、

「
あ
ぎ
さ
が
今
朝
は
水
面
に
下
り
な
い
コ
ト
ヨ
！
」
で
あ
る
。

　

・
行
く
年
の
越
え
て
は
過
ぎ
ぬ
吉
野
山
幾い
く

万よ
ろ
づ

代よ

の
泊
り
な
る
ら
む
（
信
明
集
）

『
信
明
集
注
釈
』
に
「
行
く
年
が
、
越
え
て
は
過
ぎ
る
吉
野
山
は
、
い
っ
た
い
何
万
回
、
年
と
い
う
旅
人
の
宿
泊
の
地
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。」
と
あ
る
。「
過

ぎ
ぬ
」
は
連
体
修
飾
語
と
し
て
は
勿
論
、
二
句
切
れ
と
解
し
て
も
「
…
の
…
ぬ
」
の
句
型
に
な
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
打
消
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
二
句
切
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
）。
第
五
句
の
訳
「
…
と、

な
る
こ
と
だ
ろ
う
」
も
「
で、

あ
る
こ
と
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。
難
解
な
歌
だ
が
、「
行
く
年
が
越

え
て
は
留
ま
る
吉
野
山
は
、
幾
万
年
の
（
行
き
着
く
）
果
て
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
で
も
あ
ろ
う
か
。
古
今
集
の
「
年
ご
と
に
も
み
ぢ
葉
流
す
竜
田
川
水み
な

門と

や
秋
の
泊
ま
り
な
る
ら
む
」
が
思
い
出
さ
れ
る
。
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③
終
助
詞
「
な
む
」
と
助
動
詞
の
複
合
「
な
む
（
ぬ
＋
む
）」
の
誤
認

　

・
う
き
島
に
み
な
と
を
い
か
で
は
な
れ
な
む
の
り
か
よ
ひ
け
る
舟
の
た
よ
り
に
（
相
模
集
）

『
相
模
集
全
釈
』
に
「
は
な
れ
な
む　

離
れ
た
い
も
の
で
す
。「
な
む
」
は
終
助
詞
で
希
望
の
意
を
表
す
」
と
あ
る
が
、
終
助
詞
の
「
な
む
」
は
「
…
し
て
ほ

し
い
」
の
意
で
あ
っ
て
、「
離
れ
た
い
」
は
「
は
な
れ
ば
や
」
な
ど
の
訳
で
あ
る
（
→
四
）。
こ
の
「
な
む
」
は
希
望
の
意
で
は
な
く
、助
動
詞
「
ぬ
＋
む
」
で
、

「
こ
の
み
な
と
か
ら
ど
う
に
か
し
て
離
れ
て
し
ま
お
う
」
の
意
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　

・
思
ひ
つ
つ
今
年
は
暮
れ
ぬ
今
宵
こ
そ
人
の
心
の
果
て
も
知
り
な
め
（
元
輔
集
）

『
元
輔
集
注
釈
（
第
二
版
）』
に
「
大
つ
ご
も
り
の
今
宵
こ
そ
あ
な
た
の
心
の
最
終
的
な
決
断
を
知
り
た
い
も
の
だ
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
に
、「
…
あ

な
た
の
心
の
最
終
的
な
決
断
を
き
っ
と
知
っ
て
し
ま
う
（
こ
と
に
な
る
の
）
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。

・
代
り
ゐ
る
塵
ば
か
り
だ
に
偲
ば
な
ん
荒
れ
た
る
床
の
枕
な
り
と
も
（
和
泉
式
部
続
集
）
〈
詞
書
「
怪
し
き
事
あ
り
て
俄
か
に
外
へ
行
き
た
る
と
て
、
常
に
せ

し
枕
に
書
き
つ
く
」
〉

『
和
泉
式
部
私
抄
』
に
、「
男
が
去
つ
た
の
ち
、
男
の
つ
ね
に
し
て
ゐ
た
枕
に
し
る
し
た
も
の
で
、
代
り
に
積
る
だ
け
で
も
男
の
こ
と
を
偲
ば
う
、
今
は
荒
れ

た
床
の
枕
と
な
つ
た
が
、
と
の
心
持
で
あ
る
。」
と
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
「
ぬ
＋
む
」
で
は
な
く
終
助
詞
の
「
な
む
」
で
あ
っ
て
、「
私
の
こ
と
を
偲
ん
で
ほ

し
い
」
で
あ
る
。

④
終
助
詞
「
ば
や
」
と
助
詞
の
複
合
「
ば
＋
や
」
の
誤
認

　

・
盃
を
天
の
河
に
も
流
せ
ば
や
空
さ
へ
今
日
は
花
に
醉ゑ

ふ
ら
む
（
和
歌
題
林
抄
）

『
古
典
和
歌
の
文
学
空
間
』
に
、「
曲
水
宴
で
上
流
か
ら
流
れ
て
く
る
盃
を
、
天
の
川
で
も
流
せ
た
ら
い
い
の
に
な
あ
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
「
流
さ、

ば
や
」

の
訳
で
あ
っ
て
、「
盃
を
天
の
河
に
も
流
し
た
の
で
、
空
ま
で
も
今
日
は
花
に
醉
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る（
３
）。

⑤
終
助
詞
「
て
し
か
」
と
助
動
詞
の
複
合
「
て
し
か
（
つ
＋
き
）」
の
誤
認

　

・
い
に
し
へ
も
こ
え
み
て
し
か
ば
逢
坂
は
ふ
み
た
が
ふ
べ
き
山
の
道
か
は
（
経
衡
集
）

『
経
衡
集
全
釈
』
に
「
昔
も
（
今
も
）
越
え
て
み
た
い
の
で
」
と
す
る
が
、「
昔
も
越
え
て
み
た
の
で
」
で
あ
る
。

　

な
お
、
大
学
入
試
問
題
で
語
の
識
別
と
し
て
頻
出
で
あ
る
も
の
に
、「
に
」
の
識
別
が
あ
る
が
、「
に
」
の
識
別
に
起
因
す
る
誤
訳
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
み
え

三

古
典
和
歌
の
解
釈
に
お
け
る
文
法
的
な
誤
訳
に
つ
い
て



る
。
と
す
れ
ば
、「
に
」
の
識
別
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
“
文
法
の
た
め
の
文
法
”
で
あ
っ
て
、
読
解
に
は
あ
ま
り
活
き
て
こ
な
い
事
項
で
あ
る
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

二　

動
詞
の
誤
認

①
活
用
型
の
誤
認

　

・
色
に
あ
け
る
と
し
し
な
け
れ
ば
桜
花
今
日
ひ
ぐ
ら
し
に
を
り
て
こ
そ
み
れ
（
兼
盛
集
）

『
兼
盛
集
注
釈
』
に
「
美
し
い
色
彩
を
持
っ
た
花
が
咲
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
け
る
年
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
の
で
」
と
す
る
が
、
意
味
不
明
な
上
、
そ
れ
な
ら
本

文
は
「
あ
く
る
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
飽
け
る
（
飽
く
＋
り
）」
で
、「
桜
の
花
の
美
し
さ
を
堪
能
し
き
っ
た
年
な
ど
な
い
の
で
」
の
意
で
あ
る（
４
）。

②
動
詞
の
自
他
の
誤
認

　

・
夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
け
に
燃
ゆ
れ
ど
も
光
見
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な
き
（
古
今
集
）

ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
「
光
が
見
え
な
い
の
で
、あ
の
人
は
平
然
と
し
て
い
る
の
か
」
と
あ
る
が
、「（
あ
の
人
は
私
の
恋
の
炎
を
）
見
な
い
の
で
」
で
あ
る
。「
見

え
な
い
」
と
「
見
な
い
」
と
の
差
は
案
外
大
き
い
。

三　
「
未
然
形
＋
ば
」「
已
然
形
＋
ば
」
の
誤
認

①
「
未
然
形
＋
ば
」
を
確
定
条
件
と
誤
認

　

・
み
ち
た
ゆ
る
こ
と
や
う
か
ら
ん
降
雪
を
あ
は
れ
と
み
て
も
ひ
と
の
ま
た
れ
ば
（
風
葉
和
歌
集
）

『
風
葉
和
歌
集
新
注
』
に
「
や
は
り
共
に
解
し
て
く
れ
る
人
が
訪
ね
て
く
れ
る
こ
と
が
待
た
れ
る
の
で
」
と
す
る
が
（
岩
波
文
庫
『
王
朝
物
語
秀
歌
選
』
も
「
人

が
待
た
れ
る
の
で
」
と
解
す
る
）、
こ
れ
は
「
未
然
形
＋
ば
」
で
、
仮
定
条
件
で
あ
る
か
ら
、「
降
る
雪
は
趣
深
い
（
と
見
る
）
け
れ
ど
、
訪
う
人
が
自
然
待

た
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
道
が
雪
で
埋
も
れ
る
こ
と
は
つ
ら
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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②
「
已
然
形
＋
ば
」
を
仮
定
条
件
と
誤
認

　

・
い
ま
は
う
へ
に
ひ
か
り
も
あ
ら
じ
も
ち
月
と
か
ぎ
る
に
な
れ
ば
ひ
と
き
は
の
そ
ら
（
新
勅
撰
集
）〈
詞
書
「
金
剛
界
の
五
部
を
よ
み
侍
り
け
る
、
仏
部
」〉

『
新
勅
撰
和
歌
集
全
釈
』
に
「
も
う
こ
の
上
に
光
も
あ
る
ま
い
。
望
月
と
き
わ
ま
れ
ば
一
際
の
空
で
あ
る
こ
と
よ
」
と
す
る
が
、こ
れ
は
「
已
然
形
＋
ば
」
で
、

確
定
条
件
で
あ
る
か
ら
、
和
歌
文
学
大
系
に
「
今
以
上
に
す
ば
ら
し
い
光
も
あ
る
ま
い
。
満
月
と
い
う
極
限
に
な
る
の、

で、

一
際
明
る
い
こ
の
空
は
」（
傍
点

引
用
者
）
と
す
る
通
り
で
あ
る
。

四　
「
…
た
い
」
と
「
…
て
ほ
し
い
」
の
混
同

①
「
な
む
」（「
…
て
ほ
し
い
」）
を
、「
…
た
い
」
と
誤
訳

　

・
す
ぎ
す
ぎ
て
い
く
ら
ば
か
り
か
す
ぎ
て
ゆ
く
あ
ま
ね
き
か
ど
の
し
る
し
き
か
な
ん
（
赤
染
衛
門
集
）

『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』
に
「
聞
き
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
す
る
が
、「
隅
々
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
し
る
し
の
（
＝
霊
験
を
約
束
す
る
）
杉
よ
、（
私

の
願
い
を
）
聞、

、

、

、

、

、

い
て
ほ
し
い
」
で
あ
る
。

　

・
秋
の
野
は
花
の
錦
を
も
ろ
と
も
に
立
ち
と
ま
り
つ
つ
見
て
を
ゆ
か
な
む
（
元
輔
集
）

『
元
輔
集
注
釈
（
第
二
版
）』
に
、「
秋
の
野
原
は
花
の
錦
で
一
杯
で
、
そ
の
錦
を
裁
つ
よ
う
に
私
ど
も
も
花
見
逍
遙
の
人
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
立
ち
止
ま
り

な
が
ら
見
て
行
き
ま
し
ょ
う
よ
（
先
を
急
ぐ
旅
で
は
あ
る
け
れ
ど
）。」
と
あ
る
が
、「
私
た
ち
が、

花
見
逍
遙
の
人
た
ち
と、

、

、
共
に
見
て
行
く
」
の
で
は
な
く
、「
花

見
逍
遙
の
人
た
ち
が、

私
た
ち
と、

、

、
共
に
見
て
行
っ
て、

、

、

、

ほ
し
い
」
で
あ
る
。

　

・
あ
げ
ま
き
に
長
き
契
り
を
む
す
び
こ
め
お
な
じ
所
に
よ
り
も
あ
は
な
む
（
源
氏
物
語
・
総
角
）

歌
集
で
は
な
い
が
、
あ
げ
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
、「
あ
な
た
と
私
と
は
い
つ
ま
で
も
い
っ
し
ょ
に
い
た
い
も
の
で
す
」
と
す
る
が
、「
こ
の

総あ
げ
ま
き角

に
私
と
の
長
い
契
り
を
結
び
こ
め
て
、（
こ
の
総
角
の
糸
の
よ
う
に
）
あ
な
た
は、

私
と
同
じ
所
で
逢、

っ、

て、

ほ、

し、

い、

」
で
あ
る
。

②
「
し
か
（
／
に
し
か
（
な
）
／
て
し
か
（
な
））」（「
…
た
い
」）
を
、「
…
て
ほ
し
い
」
と
誤
訳

　

・
都
に
て
さ
い
は
ひ
く
れ
ば
朝
日
山
西
ざ
ま
に
と
く
の
ぼ
り
に
し
か
な
（
相
模
集
）

五
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『
相
模
集
全
釈
』
に
「
都
に
幸
福
が
行
く
の
で
、
幸
福
と
共
に
来
る
朝
日
は
、
朝
日
山
の
あ
る
西
の
地
に
、
早
く
昇
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
」
と
す
る
が
、「
都

に
幸
福
が
行
く
の
で
、
朝
日
が
山
に
昇
る
よ
う
に
、
私
も
朝
日
山
の
あ
る
西
の
方
の
都
の
地
に
、
早、

、

、

、

、

、

く
上
り
た
い
」
で
あ
る
。

　

・
こ
と
さ
ら
に
恨
む
と
も
な
し
こ
の
ご
ろ
の
寝
覚
ば
か
り
は
知
ら
せ
て
し
か
な
（
小
大
君
集
）

『
小
大
君
集
注
釈
』
に
「
格
別
に
あ
な
た
を
恨
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、夜
半
目
を
覚
ま
し
悶
々
と
し
て
い
る
と
だ
け
は
知
ら
せ
て
ほ
し
い
」

と
す
る
が
、「
知
ら
せ
た
い
」
で
あ
る
。

五　

推
量
の
助
動
詞
の
誤
訳

①
現
在
推
量
の
無
視

　

・
三
笠
山
雪
や
つ
む
ら
ん
と
思
ふ
ま
に
心
の
そ
ら
に
通
ひ
ぬ
る
か
な
（
御
堂
関
白
集
）

『
御
堂
関
白
集
全
釈
』
に
「
雪
が
降
り
積
む
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
が
、「
今
ご
ろ
雪
が
降
り
積
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る（
５
）。

②
現
在
推
量
の
「
ら
む
」
を
過
去
推
量
に
誤
訳

　

・
年
を
経
て
垂
水
の
水
の
う
れ
し
く
や
同
じ
流
れ
の
影
を
見
る
ら
む
（
四
条
宮
下
野
集
）

『
四
条
宮
下
野
集
全
釈
』
に
「
同
じ
一
族
の
姿
を
見
て
さ
ぞ
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。」
と
す
る
が
、「
嬉
し
く
同
じ
血
筋
の
姿
を
見
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
。

　

・
ふ
り
か
ゝ
る
し
づ
く
に
は
な
や
た
ぐ
ふ
ら
ん
う
し
ろ
め
た
な
き
よ
は
の
あ
め
か
な
（
堀
河
院
百
首
）

『
堀
河
院
百
首
全
釈
』
に
「
降
り
か
ゝ
る
雨
の
滴
と
花
は
一
緒
に
散
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
て
も
気
が
か
り
な
夜
半
の
雨
の
こ
と
よ
」
と
す
る
が
、「
散
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
。

③
過
去
推
量
の
無
視

　

・
あ
ま
人
の
の
り
わ
た
し
け
む
し
る
し
に
や
岩
屋
に
あ
と
を
と
ど
め
置
き
け
む
（
公
任
集
）

『
公
任
集
全
釈
』
に
「
海
人
た
ち
が
舟
に
乗
っ
て
仏
の
教
え
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
し
る
し
で
あ
ろ
う
か
、
岩
屋
に
は
仏
の
姿
が
明
ら
か
に
と
ど
め
ら
れ
て
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い
る
こ
と
で
す
」
と
す
る
が
、「
海
人
た
ち
が
舟
に
乗
っ
て
仏
の
教
え
を
こ
の
地
に
も
た
ら
し
た
と
い
う
そ
の
し
る
し
と
し
て
、
岩
屋
に
仏
像
を
と
ど
め
置

い
た、

、

、

、

、

の
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
。

・
あ
は
ぢ
し
ま
あ
は
れ
と
見
て
や
そ
の
神
に
あ
ま
く
だ
り
ま
し
あ
と
も
た
れ
け
む
（
橘
為
仲
朝
臣
集
）

『
橘
為
仲
朝
臣
集
全
釈
』
に
「
ず
っ
と
此
地
に
鎮
座
ま
し
ま
し
て
、
お
守
り
下
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
す
る
が
、「
淡
路
島
を
あ
わ
れ

と
見
て
、
そ
の
神
が
降
臨
な
さ
り
、（
こ
の
淡
路
島
に
）
跡
を
示
し
た、

、

、

、

、

の
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
。

　

・
有
漏
の
身
は
草
葉
に
か
ゝ
る
つ
ゆ
な
る
を
や
が
て
は
ち
す
に
や
ど
ら
ざ
り
け
む
（
新
勅
撰
集
）

『
新
勅
撰
和
歌
集
全
釈
』
に
「
有
漏
の
身
は
草
葉
に
か
か
る
露
で
あ
る
の
に
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
に
蓮
に
宿
ら
な
か
っ
た
こ
と
よ
」
と
す
る
が
、「（
煩
悩

を
解
脱
で
き
な
い
）
有
漏
の
（
我
が
）
身
は
草
葉
に
か
か
る
露
（
の
よ
う
に
は
か
な
い
も
の
）
な
の
に
、（
ま
だ
俗
世
に
生
き
永
ら
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
露
は
）
直
ち
に
蓮
の
上
に
宿、

、

、

、

、

、

ら
な
か
っ
た
（
極
楽
往
生
し
な
か
っ
た
）
の、

、

、

、

だ
ろ
う
」
で
あ
る
。

④
推
定
伝
聞
の
「
な
り
」
を
断
定
と
誤
認

　

・
さ
か
木
ば
や
時
は
の
え
だ
に
ゆ
ふ
し
で
ゝ
こ
ゝ
ろ
と
け
て
も
あ
そ
ぶ
な
る
か
な
（
堀
河
百
首
）

『
堀
河
院
百
首
全
釈（
下
）』に「
心
を
う
ち
解
け
て
神
楽
を
舞
う
こ
と
だ
な
あ
」と
す
る
が（
和
歌
文
学
大
系
も
同
様
）、助
動
詞
の
下
接
し
な
い
連
体
形
の「
な

り
」
は
推
定
・
伝
聞
と
考
え
ら
れ
る
か
ら（
６
）、「

…
神
楽
を
舞
う
よ
う
だ
な
あ
」
で
あ
る
。

六　

時
の
助
動
詞
の
誤
訳

①
「
き
」

　

・
し
づ
え
に
て
声
を
惜
し
み
し
う
ぐ
ひ
す
は
花
の
さ
か
り
を
待
つ
に
ぞ
あ
り
け
る
（
公
任
集
）

『
公
任
集
全
釈
』
に
「
梅
の
下
枝
で
声
を
惜
し
み
な
が
ら
鳴
い
て
い
る
鴬
は
」
と
す
る
が
、「
下
枝
で
声
を
惜
し
ん
で
鳴、

、

、

、

、

、

か
な
か
っ
た
鴬
は
」
で
あ
る
。

中
古
の
「
き
」
が
「
発
話
当
日
中
の
過
去
を
表
さ
な
い（
７
）」
と
い
う
こ
と
の
無
理
解
か
ら
起
こ
る
誤
訳
も
多
い
。
例
え
ば
、

　

・
春
の
野
に
若
菜
摘
ま
む
と
来
し
も
の
を
散
り
か
ふ
花
に
道
は
ま
ど
ひ
ぬ
（
古
今
集
）

七
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る
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に
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角
川
文
庫
（
新
版
）
に
「
春
の
野
に
若
菜
を
摘
も
う
と
や
っ
て
き
た
の
に
、
散
り
ま
が
う
花
に
道
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、「（
以
前
、

初
春
の
頃
）春
の
野
に
若
菜
を
摘
も
う
と
思
っ
て
来
た
こ
と
が
あ
る
が
、（
満
開
の
桜
が
散
る
季
節
に
な
っ
た
今
は
）散
り
乱
れ
る
花
に
心
も
乱
れ
て
道
に
迷
っ

て
し
ま
っ
た
」
で
あ
る
。
同
様
に
、

　

・
背
子
が
来
て
臥
し
し
か
た
は
ら
寒
き
夜
は
我
が
手た

枕ま
く
らを
我
ぞ
し
て
寝
る
（
和
泉
式
部
集
）

岩
波
文
庫
脚
注
に
「
臥
し
た
男
の
側
の
意
」、「
独
り
寝
同
様
の
肌
寒
さ
」
と
い
う
が
、
以
前
男
が
来
て
臥
し
て
い
た
そ
の
傍
ら
に
、
今
は
独
り
寝
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

②
確
述

　

・
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
え
け
る
こ
ろ
、
す
こ
し
へ
だ
ゝ
り
ぬ
べ
き
人
に
」（
風
葉
和
歌
集
・
詞
書
）

『
風
葉
和
歌
集
新
注
』
に
「
少
し
心
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
人
に
」
と
あ
る
が
、「
き、

、

、
っ
と
心
が
少
し
離
れ
て、

、

、

、

、

、

、

し
ま
い
そ
う
な
人
に
」
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

七　

疑
問
文
の
無
視

　

・
山
寒
み
雪
ま
づ
積
も
る
宿
の
う
へ
を
白
雲
そ
ふ
る
す
み
か
と
や
見
る
（
公
任
集
）

『
公
任
集
全
釈
』
に
「
山
が
寒
い
の
で
雪
が
降
り
積
も
る
宿
の
あ
た
り
を
私
は
ふ
も
と
か
ら
眺
め
な
が
ら
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に
白
雲
が
か
か
っ
て
い
る
住
ま

い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、「（
あ
な
た
は
）
住
ま
い
と
見
る
の
か
」
で
あ
る
。

　

・
高
砂
の
峰
の
松
と
や
世
の
中
を
ま
も
る
人
と
や
我
は
な
り
な
ん
（
貫
之
集
）

『
貫
之
集
全
釈
』
に
「
世
間
を
見
守
り
続
け
る
人
と
私
は
な
っ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
」
と
あ
る
が
、「
…
人
と
私
は
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
。

　

・
た
が
里
に
い
か
に
忍
ぶ
ぞ
ほ
と
と
ぎ
す
お
の
が
垣
根
は
花
や
散
り
に
し
（
実
方
集
）

『
実
方
集
注
釈
』
に
「
私
の
所
の
垣
根
は
、
お
前
が
来
る
前
に
卯
の
花
が
散
っ
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
あ
る
が
、「
自
分
（
＝
ほ
と
と
ぎ
す
）
の
垣
根
は
卯
の
花

が
散
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
で
あ
る
。
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・
み
ち
た
ゆ
る
こ
と
や
う
か
ら
ん
降
雪
を
あ
は
れ
と
み
て
も
ひ
と
の
ま
た
れ
ば
（
風
葉
和
歌
集
）

『
風
葉
和
歌
集
新
注
』
に
「
道
が
絶
え
る
こ
と
は
つ
ら
い
こ
と
で
あ
る
よ
」
と
す
る
。
こ
の
歌
の
正
解
は
三
①
に
既
に
示
し
た
。

　

推
量
形
に
訳
す
だ
け
で
、
問
い
を
訳
出
し
な
い
誤
り
も
多
く
み
ら
れ
る
。

　

・
今
年
は
や
明
日
に
あ
け
な
む
あ
し
ひ
き
の
山
に
霞
は
立
て
り
と
や
見
む
（
元
輔
集
）

『
元
輔
集
注
釈
（
第
二
版
）』
に
「
山
に
も
霞
が
立
っ
た
と
見
え
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、「
…
山
に
霞
が
立
っ
て
い
る
と
見
る
だ
ろ
う
か・

」
と
あ
り
た
い
。

　

・
あ
さ
ま
だ
き
ゆ
き
ふ
り
し
け
る
ひ
ろ
ま
へ
に
あ
と
ふ
み
つ
け
ば
神
や
い
さ
め
ん （
広
田
社
歌
合
）

「
神
が
多
分
お
止
め
に
な
る
で
あ
ろ
う
」（『
広
田
社
歌
合
全
釈
』）
も
同
様
に
、「
神
が
禁
止
す
る
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
。

八　

係
り
結
び
構
文
の
誤
認

①
「
ぞ
」
の
結
び
の
連
体
形
を
連
体
修
飾
語
と
誤
認

　

・
あ
は
雪
の
跡
に
ぞ
し
る
き
小
松
ば
ら
た
が
ね
の
ひ
を
か
け
さ
い
そ
ぐ
ら
む
（
沙
弥
蓮
瑜
集
）

『
沙
弥
蓮
瑜
集
全
釈
』
に
「
春
の
淡
雪
の
降
り
積
ん
だ
跡
に
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
緑
の
小
松
原
で
は
、
…
」
と
す
る
が
、
こ
の
歌
は
二
句
切
れ
で
あ
る
。

　

以
下
の
例
、
同
様
に
「
ぞ
…
連
体
形
」
で
切
れ
る
。

　

・
水
の
お
も
に
か
げ
ぞ
う
つ
れ
る
菊
の
花
色
の
深
さ
を
み
す
る
な
る
べ
し
（
大
弐
高
遠
集
）

「
水
面
に
そ
の
花
影
が
映
じ
て
い
る
菊
の
花
は
」（『
大
弐
高
遠
集
注
釈
』）

　

・
す
ま
の
う
ら
に
し
ほ
や
く
あ
ま
の
け
ぶ
り
か
と
み
ぞ
ま
が
へ
つ
る
を
の
ゝ
す
み
が
ま
（
堀
河
百
首
）

「
見
違
え
て
し
ま
う
小
野
の
炭
竈
の
煙
で
あ
る
こ
と
だ
」（『
堀
河
院
百
首
全
釈
』）

　

・
里
な
れ
て
今
ぞ
な
く
な
る
ほ
と
と
ぎ
す
五
月
を
人
は
待
つ
べ
か
り
け
り
（
続
後
撰
集
）

「
里
に
な
れ
て
、
も
う
今
は
、
盛
ん
に
鳴
い
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
よ
」（『
続
後
撰
和
歌
集
全
注
釈
』）

②
「
や
」
の
結
び
の
連
体
形
を
連
体
修
飾
語
と
誤
認
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・
逢
坂
の
ゆ
ふ
つ
け
鳥
も
わ
が
ご
と
く
人
や
恋
し
き
音ね

の
み
な
く
ら
む
（
古
今
集
）

角
川
文
庫
新
版
（
高
田
祐
彦
訳
注
）
に
「
逢
坂
に
い
る
木
綿
つ
け
鳥
も
私
と
同
じ
よ
う
に
人
が
恋
し
く
て
声
を
あ
げ
て
鳴
い
て
ば
か
り
い
る
の
だ
ろ
う
か
」

と
す
る
が
、
こ
の
歌
は
四
句
切
れ
で
あ
る
。「
人
や
恋
し
き
音
」
と
い
う
よ
う
な
名
詞
句
は
構
成
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

③
「
こ
そ
」
の
結
び
の
已
然
形
を
命
令
形
と
誤
認

　

・
み
づ
も
こ
ぬ
よ
し
の
の
山
の
な
か
な
れ
ど
た
え
ぬ
い
も
せ
は
た
き
を
こ
そ
し
れ
（
匡
衡
集
）

『
匡
衡
集
全
釈
』
に
「
吉
野
川
の
滝
の
よ
う
に
烈
し
い
も
の
だ
と
、
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
す
る
が
、
こ
の
「
し
れ
」
は
已
然
形
で
あ
っ
て
、「
…
知
っ
て
い
る
」

で
あ
る
。

　

・
住
む
人
の
匂
ひ
そ
ふ
ら
ん
菊
の
花
ま
た
う
つ
ろ
は
ん
事
を
こ
そ
思
へ
（
公
任
集
）

「
再
び
色
が
美
し
く
変
わ
る
こ
と
を
想
像
し
て
ほ
し
い
。」（『
公
任
集
注
釈
』）
も
同
様
で
あ
る
。

④
「
こ
そ
…
め
」
を
反
語
と
誤
認

　

・
秋
に
あ
へ
ず
さ
こ
そ
は
く
ず
の
色
づ
か
め
あ
な
う
ら
め
し
の
風
の
け
し
き
や
（
基
俊
集
）

『
基
俊
集
全
釈
』
に
「
秋
の
季
節
に
は
か
な
わ
な
い
で
、い
く
ら
神
域
だ
か
ら
と
い
っ
て
、葛
の
葉
が
色
を
変
え
な
い
こ
と
が
有
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
が
、

「
秋
に
堪
え
き
れ
ず
そ
の
よ
う
に
葛
の
葉
が
色
づ
く
の
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。

⑤
係
助
詞
の
終
助
詞
用
法
を
、
係
り
と
誤
認

　

・
春
は
ま
づ
東あ
づ
ま

路ぢ

よ
り
ぞ
若
草
の
言
の
葉
伝
て
よ
武
蔵
野
の
風
（
古
今
和
歌
六
帖
）

『
続
・
古
典
和
歌
の
時
空
間
』
に
「
春
が
到
来
し
た
な
ら
ば
、
真
っ
先
に
東
路
か
ら
、
若
草
の
便
り
を
、
武
蔵
野
を
吹
く
風
に
乗
せ
て
、
こ
こ
都
ま
で
送
っ

て
お
く
れ
」
と
す
る
が
、
こ
の
歌
は
二
句
切
れ
で
あ
る
。

九　

引
用
句
の
範
囲
の
誤
認

　

・
秋
の
野
に
妻
な
き
鹿
の
年
を
経
て
な
ぞ
わ
が
恋
の
か
ひ
よ
と
ぞ
鳴
く
（
古
今
集
）
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『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
片
桐
洋
一
）に「
ど
う
し
て「
我
が
恋
の
効
よ
」と
言
っ
て
鳴
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」と
す
る
が
、そ
う
す
る
と
、「
鳴
く
」に「
な

ぞ
」
と
「
か
ひ
よ
と
ぞ
」
と
の
二
つ
が
係
る
こ
と
に
な
る
。
二
つ
の
係
り
の
「
ぞ
」
が
一
つ
の
述
語
に
同
時
に
係
る
こ
と
は
極
め
て
違
例
だ
か
ら（
８
）、

出
来
れ

ば
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
が
「「
ど
う
し
た
こ
と
か
、
私
の
恋
の
か
い
は
こ
ん
な
も
の
か
」
と
鳴
い
て
い
る
」

と
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

十　

古
典
語
特
有
語
法
に
つ
い
て
の
配
慮
不
足

①
「
遅
く
…
」

・「
菊
の
花
を
か
し
き
と
こ
ろ
あ
り
」
と
て
い
ぬ
る
人
の
、
お
そ
う
か
へ
る
に
い
ひ
や
る　

き
く
に
だ
に
心
は
う
つ
る
花
の
色
を
見
に
ゆ
く
人
は
か
へ
り
し
も

せ
じ
（
赤
染
衛
門
集
）

『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』
に
「
遅
く
帰
っ
て
き
た
の
で
」
と
あ
る
が
、「
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で
」
で
あ
る
。「
遅
く
…
」
は
「（
そ
の
時
間
に
な
っ
て
も
）
…

し
な
い
」
の
意
で（
９
）、
歌
で
も
「
か
へ
り
し
も
せ
じ
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。

②
補
助
動
詞
「
あ
り
」
の
解
釈

　

・
百
千
鳥
鳴
く
時
は
あ
れ
ど
君
を
の
み
恋
ふ
る
心
は
い
つ
と
さ
だ
め
ず
（
貫
之
集
）

『
貫
之
集
全
釈
』
に
「
時
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
」
と
あ
る
が
、「
時
は
決
ま
っ
て
い
る
が
」
で
あ
る
（
こ
の
句
型
は
、「
百
千
鳥
鳴
く
時
は
［
イ
ツ
ト
サ
ダ
メ
テ
］

あ
れ
ど
、
君
を
の
み
恋
ふ
る
心
は
い、

つ、

と、

さ、

だ、

め、

ず、

」
と
い
う
構
造
で
あ
る
）。

③
ミ
語
法
の
解
釈

　

・
春
ふ
か
み
深み

山
が
く
れ
の
花
な
し
と
い
ふ
に
付
け
て
も
わ
き
ぞ
か
ね
つ
る
（
公
任
集
）〈
詞
書
「
梨
の
花
に
時
過
ぎ
た
る
実
の
つ
き
た
る
に
」〉

『
公
任
集
注
釈
』
に
「
春
が
深
ま
っ
て
き
た
の
に
」
と
訳
す
が
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
安
私
家
集
』、和
歌
文
学
大
系
『
中
古
歌
仙
集
（
一
）』
も
同
様
）、

ミ
語
法
を
逆
接
に
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ
こ
は
通
常
に
「
春
が
深
い
の
で
」
と
解
し
、「
春
ふ
か
み
」
は
「
わ
き
ぞ
か
ね
つ
る
」
に
係
る
と
考
え
た
い
が
、

い
か
が
だ
ろ
う
。

一
一

古
典
和
歌
の
解
釈
に
お
け
る
文
法
的
な
誤
訳
に
つ
い
て



十
一　

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
な
専
門
家
に
よ
る
誤
訳
は
、
我
々
が
古
典
文
を
読
解
す
る
と
き
に
ど
の
よ
う
な
箇
所
に
誤
訳
が
生
じ
る
か
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
と
な
っ
て
い

る
。
特
に
注
意
さ
れ
る
点
を
整
理
し
て
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

①
助
動
詞
「
り
」
の
誤
認
、
②
「
ぬ
」
の
完
了
／
打
消
の
誤
認
、
③
下
二
段
活
用
動
詞
の
誤
認
、
④
動
詞
の
自
他
の
誤
認
、
⑤
「
ば
」
の
確
定
／
仮
定
の
誤
認
、

⑥
「
な
む
／
ば
や
」
の
混
同
、
⑦
推
量
の
助
動
詞
、
時
の
助
動
詞
、
疑
問
文
の
無
視
、
⑧
係
り
結
び
構
文
の
誤
認

　

す
な
わ
ち
、
右
の
よ
う
な
諸
点
が
古
典
文
解
釈
上
の
要
注
意
箇
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
学
生
に
古
典
文
解
釈
の
力
を
付
け
る
た
め
に
は
、
特
に
こ

の
よ
う
な
点
を
集
中
的
に
特
訓
し
て
ゆ
く
と
効
果
的
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

な
お
、
以
上
に
示
し
た
よ
う
な
明
ら
か
な
誤
訳
の
ほ
か
に
、
和
歌
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
本
的
な
姿
勢
と
し
て
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
、
最
後
に
一
言
付
言
す
る
。

①
原
文
の
表
現
の
改
変

　

例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

・
う
さ
増
る
わ
が
身
も
知
ら
で
よ
そ
に
の
み
聞
き
し
昔
に
返
し
て
し
か
な
（
信
明
集
）

『
信
明
集
注
釈
』
に
「
日
に
日
に
我
が
身
を
嫌
悪
す
る
こ
の
よ
う
な
事
態
を
全
く
知
ら
ず
、（
あ
な
た
の
噂
も
自
分
に
）
無
関
係
な
人
と
聞
い
て
い
た
昔
に
、

戻
れ
る
も
の
な
ら
戻
り
た
い
。」
と
あ
る
。
歌
意
は
こ
れ
で
正
し
い
の
だ
が
、
原
文
は
「
昔
に
（
時
を
）
戻
し
た
い
」
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
、
原
文
の
表

現
を
ど
う
し
て
変
更
し
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

②
饒
舌
な
解
釈

　

例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

・
た
づ
ね
見
る
つ
ら
き
心
の
奥
の
海
よ
し
ほ
ひ
の
潟
の
言
ふ
か
ひ
も
な
し
（
新
古
今
集
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
「
そ
れ
で
も
も
し
や
と
思
っ
て
探
っ
て
み
る
あ
の
人
の
つ
れ
な
い
心
の
奥
よ
」
と
あ
っ
て
、
原
文
に
な
い
波
線
部
を
書
き
足
し
て

い
る
の
だ
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
。
波
線
部
は
な
い
方
が
か
え
っ
て
深
み
の
あ
る
歌
意
が
担
保
さ
れ
る
と
思
う
の
だ
が
。
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一
体
、
古
典
和
歌
の
解
釈
に
は
、
①
②
の
よ
う
な
解
釈
の
し
か
た
が
大
変
多
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、「
何
の
た
め
に
」「
誰
の
た
め
に
」
な
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
湧
か
ざ
る
を
得
な
い
。
対
象
と
す
る
古
典
和
歌
が
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
、
忠
実
に
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
解

釈
の
基
本
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

（（
（

。

注（
１
）
本
稿
は
、
筆
者
が
構
想
し
て
い
る
「
短
文
誤
訳
訂
正
に
よ
る
古
文
解
釈
の
指
導
法
」
の
開
発
の
た
め
の
基
礎
資
料
た
る
べ
く
、
前
稿
（
拙
稿
「「
私
家
集
全
釈
叢
書
」
を
読
む
―
古
典
文

法
研
究
の
立
場
か
ら
―
」『
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学
』
三
四
号
、
二
〇
一
五
年
）
に
指
摘
し
た
誤
訳
例
に
、
新
た
に
誤
訳
例
を
六
割
ほ
ど
増
補
し
て
、
こ
れ
を
タ
イ
プ
別
に
整

理
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
あ
げ
る
誤
訳
例
に
は
、
前
稿
に
指
摘
し
た
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
な
お
本
稿
で
は
自
立
語
の
意
味
に

関
す
る
誤
訳
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
（
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、「
朝
夕
に
伝
ふ
板
田
の
橋
な
れ
ば
け
た
さ
へ
朽く

ち

て
た
ぢ
ろ
ぎ
に
け
り
」（
堀
河
院
百
首
）
を
和
歌
文
学
大
系
に
「
橋
桁
さ
え

朽
ち
て
渡
る
の
を
た
じ
ろ
い
で
し
ま
っ
た
」
と
す
る
な
ど
（『
堀
河
院
百
首
全
釈
』
も
同
様
の
訳
）。『
日
本
国
語
大
辞
典
［
第
二
版
］』
を
み
れ
ば
容
易
に
わ
か
る
よ
う
に
、
現
代
語
と

同
意
の
「
た
じ
ろ
ぐ
」
は
室
町
末
期
・
近
世
初
頭
以
降
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
た
ぢ
ろ
ぐ
」
は
「
衰
え
て
傾
く
」
の
意
で
あ
る
。
容
易
に
わ
か
る
の
だ
か
ら
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

く
ら
い
は
参
照
し
て
ほ
し
い
と
思
う
）。
ご
く
一
部
で
あ
る
が
、
詞
書
の
誤
訳
例
も
あ
げ
た
。

（
２
）
ご
く
少
数
、
誤
写
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
な
箇
所
を
訂
し
て
示
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
３
）「
右
の
ａ
の
型
（
引
用
者
注
、「
―
ヤ
―
ム
（
ラ
ム
・
ケ
ム
）」
の
型
）
に
つ
い
て
は
、
ヤ
を
単
に
「
…
か
」
と
訳
す
場
合
（
確
信
度
の
低
い
場
合
）
と
、「
…
な
い
か
」
と
訳
す
場
合
（
確

信
度
の
高
い
場
合
）
と
の
二
通
り
の
場
合
が
あ
る
、
と
考
へ
て
み
る
必
要
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。」（
岡
崎
正
継
『
国
語
助
詞
論
攷
』
一
九
九
六
年
、
お
う
ふ
う
）
に
従
い
、「
…
や

…
む
・
ら
む
・
け
む
」
を
「
…
な
い
か
」
の
形
で
訳
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
４
）
古
典
文
に
お
い
て
「
―
ｅ
・
―
ｅ
る
」
と
活
用
す
る
動
詞
が
（「
蹴
る
」
を
除
い
て
）
存
在
し
な
い
、
と
い
う
認
識
は
た
い
へ
ん
重
要
で
あ
る
。
稿
者
は
、
古
典
文
法
教
育
の
最
初
期
に

あ
っ
て
、
特
に
「
下
二
段
活
用
」
に
習
熟
さ
せ
る
こ
と
が
た
い
へ
ん
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
下
二
段
活
用
は
、
現
代
語
に
な
い
活
用
形
式
で
あ
り
、
所
属
語
が
多
く
、「
得
」「
経
」

の
よ
う
な
語
幹
が
一
音
節
の
重
要
語
が
あ
り
、
助
動
詞
「
る
・
ら
る
・
す
・
さ
す
・
し
む
・
つ
」
の
活
用
型
で
あ
り
、
四
段
―
こ
ち
ら
は
現
代
語
に
あ
る
か
ら
理
解
は
容
易
で
あ
る
―

と
自
他
の
対
に
な
る
こ
と
が
あ
る
）。

（
５
）
た
だ
し
、
和
歌
に
お
い
て
は
「
ら
む
」
が
「
む
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
糸
井
通
浩
「
助
動
詞
の
複
合
「
な
ら
む
」「
な
る
ら
む
」
―
散
文
体
と
韻
文
体
と
―
」（『
国
語
語

一
三

古
典
和
歌
の
解
釈
に
お
け
る
文
法
的
な
誤
訳
に
つ
い
て



彙
史
の
研
究
』
一
一
、一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
６
）
北
原
保
雄
「「
な
り
」
の
構
造
的
意
味
」『
国
語
学
』
六
八
、一
九
六
七
年
、
な
ど
。

（
７
）
拙
著
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』（
二
〇
一
五
年
、
和
泉
書
院
）
一
二
六
～
一
二
七
頁
参
照
。

（
８
）
拙
稿
「
二
重
の
係
り
」『
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
紀
要
』
三
八
、一
九
九
九
年

（
９
）
岡
崎
正
継
「「「
御
導
師
遅
く
参
り
け
れ
ば
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」『
今
泉
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
叢
』
一
九
七
三
年

（
10
）
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
が
大
学
入
試
等
の
文
法
問
題
で
頻
出
の
事
項
で
あ
る
の
も
、
故
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

（
11
）
散
文
の
場
合
、
原
文
に
は
な
い
句
読
点
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
強
制
的
に
文
の
構
造
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
和
歌
は
句
読
点
を
打
つ
習
慣
が
な
い
の
で
、
文
構
造
を

理
解
す
る
こ
と
に
目
が
行
き
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
実
際
に
句
読
点
を
打
た
な
く
て
も
、

・
君
が
た
め
春
の
野
に
出
で
て
若
菜
摘
む
我
が
衣
手
に
、
雪
は
降
り
つ
つ
。

・
君
が
た
め
春
の
野
に
出
で
て
、
若
菜
摘
む
我
が
衣
手
に
、
雪
は
降
り
つ
つ
。

・
君
が
た
め
春
の
野
に
出
で
て
若
菜
摘
む
。
我
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つ
つ
。

の
よ
う
に
、
一
度
句
読
点
を
打
っ
て
み
て
、
解
釈
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
大
切
な
姿
勢
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
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