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鈴

木
　

喬

竹
取
翁
歌
の
構
造
と
用
字

︱
︱ 「
裳
」
と
「
藻
」
の
変
え
字
を
め
ぐ
っ
て 

︱
︱

一
、
は
じ
め
に

　
『
万
葉
集
』
に
は
、
竹
を
採
る
こ
と
を
生
業
と
す
る
翁
が
、
思
い

も
か
け
ず
九
人
の
仙
女
に
出
会
い
、
そ
の
仙
女
た
ち
が
翁
の
歌
に

よ
っ
て
心
を
動
か
す
趣
の
歌
群
が
あ
る
。い
わ
ゆ
る
竹
取
翁
歌
群（
巻

⑯
三
七
九
一
～
三
八
〇
二
）
で
あ
る
。
当
該
歌
群
、
と
く
に
竹
取
翁

の
長
歌
は
、
契
沖
が
『
万
葉
集
代
匠
記
』
に
お
い
て
「
爛
脱
せ
る
に

や
と
見
ゆ
る
處
も
お
ほ
く
極
め
て
意
得
が
た
け
」と
述
べ
る
よ
う
に
、

特
異
な
歌
句
が
多
く
、
古
く
か
ら
難
解
な
歌
と
知
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
訓
読
不
明
句
を
多
く
持
ち
、
原
文
に
脱
落
が
起
き
て
い
る
の
で
は

な
い
か
な
ど
、
訓
み
自
体
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
難

解
さ
の
要
因
は
多
岐
に
わ
た
る
。

　
１
橋
本
四
郎
が
「
仮
名
字
母
の
選
択
に
か
な
り
際
だ
っ
た
意
図
が

働
い
て
い
る
ら
し
い
」
や
「
借
訓
仮
名
に
統
一
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

特
異
と
い
う
印
象
が
強
い
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
書
記
に
お
い
て

他
の
万
葉
歌
と
は
異
な
る
も
の
が
看
取
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
書
記
の

あ
り
方
を
、
２
山
上
憶
良
や
３
高
橋
虫
麻
呂
な
ど
特
定
の
歌
人
と
結

び
つ
け
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
４
稲
岡
耕
二
は
、
使
用
さ
れ
る
万

葉
仮
名
の
字
母
か
ら
具
体
的
な
書
記
年
代
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か

し
、
竹
取
翁
歌
に
お
い
て
、
作
歌
者
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
以

上
、
具
体
的
な
歌
人
を
引
き
つ
け
議
論
を
重
ね
る
こ
と
の
意
味
は
乏

し
い
。
夙
に
５
倉
野
憲
司
が

　
　

万
葉
学
者
の
中
に
は
「
人
麻
呂
の
用
字
」
と
か
「
憶
良
の
用
字
」

と
か
い
ふ
人
々
が
あ
る
。
し
か
し
さ
う
い
ふ
こ
と
が
果
た
し
て

言
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
多
少
と
も
万
葉
集
を
手
掛
け
た
人
な
ら

ば
、
現
に
見
る
万
葉
集
の
表
記
面
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
作
者

の
書
き
と
め
た
も
の
を
一
字
も
違
へ
ず
に
さ
な
が
ら
採
録
し
た

も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
い
ふ
こ
と
ぐ
ら
ゐ
は
、
す
ぐ
に
気
付
く



− 15 −

筈

　
　
（
略
）

　
　

万
葉
集
の
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
書
き
記
し
て
置
い
た
も
の

だ
な
ど
と
い
う
や
う
な
、
他
愛
も
な
い
こ
と
を
言
ふ
人
は
恐
ら

く
あ
る
ま
い
が
時
折
「
人
麻
呂
の
用
字
」
と
か
「
憶
良
の
用
字
」

と
か
を
耳
に
す
る
の
で
、
さ
う
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
殆
ど
不
可
能
な
こ
と
だ
と
い
ふ
こ
と
を
言
ひ
た
い

と
疑
義
を
提
示
す
る
よ
う
に
、
用
字
か
ら
作
者
を
特
定
す
る
こ
と
は

不
可
能
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
作
者
や
さ
ら
に
は
筆
録
者
の
議
論
を

論
じ
て
も
、
歌
の
解
釈
や
内
容
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
く
、
意

味
を
な
さ
な
い
。
む
し
ろ
徹
底
し
た
用
字
意
識
で
文
字
化
さ
れ
る
竹

取
翁
歌
に
お
い
て
、
そ
の
用
字
が
作
品
の
内
容
と
連
関
を
も
ち
、
ど

の
よ
う
に
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。

　

統
一
的
な
用
字
の
志
向
が
み
ら
れ
る
竹
取
翁
歌
に
お
い
て
、
統
一

性
が
ほ
こ
ろ
ぶ
箇
所
が
存
在
す
る
。「
モ
」
の
音
節
に
対
し
、「
裳
」

と
「
藻
」
の
二
つ
の
訓
仮
名
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

そ
の
二
つ
の
「
モ
」
の
万
葉
仮
名
に
つ
い
て
考
察
し
、
表
現
内
容
を

意
識
し
た
使
い
分
け
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
竹
取
翁
の
序
文

　

竹
取
翁
歌
群
は
、
漢
文
に
よ
る
序
と
、
竹
取
翁
の
長
歌
と
反
歌
二

首
、
さ
ら
に
娘
子
九
首
か
ら
な
る
。
序
で
は
、
物
語
の
設
定
が
述
べ

ら
れ
る
。
序
な
く
し
て
、
次
の
長
歌
は
成
り
立
た
な
い
構
造
に
な
っ

て
お
り
、
序
を
含
め
た
一
作
品
と
し
て
『
万
葉
集
』
に
収
載
さ
れ
て

い
る
。

　

以
下
、
竹
取
翁
歌
の
序
を
掲
げ
る
（
序
お
よ
び
次
の
長
歌
の
訓
読

は
『
新
編
全
集
』
を
掲
げ
た
。
ま
た
序
文
に
お
い
て
は
原
文
を
省
略

し
、
長
歌
等
の
原
文
は
後
節
に
お
い
て
掲
げ
た
）。
次
の
と
お
り
物

語
の
場
面
設
定
が
語
ら
れ
る
。

　
　

昔
、
老お
き
な翁
有
り
、
号な

を
竹
取
の
翁
と
い
ふ
。
こ
の
翁
、
季
春
の

月
に
、
丘
に
登
り
遠
く
望
む
。
忽
ち
に
あ
つ
も
の

羮
を
煮
る
九こ
こ
の
た
り箇

の
女を
み
な
ご子

に
逢
ひ
ぬ
。
百
嬌
は
儔な
ら
び

無
く
、
花
の
容か
た
ち

は
匹た
ぐ
ひ

無
し
。
こ
こ
に
娘

子
等
、
老
翁
を
呼
び
嗤
ひ
て
曰
く
、
叔
父
来
れ
、
こ
の
燭し
ょ
く

の
火

を
吹
け
、
と
い
ふ
。
こ
こ
に
翁
唯を

を々

と
い
ひ
て
、
漸や
く
や

く
趨お
も
ぶ

きお
も
ふ
る徐

に
行
き
、
座
の
上ほ
と
り

に
着つ接
き
ぬ
。
良や
や

久ひ
さ

に
し
て
、
娘
子
等
皆
共

に
咲ゑ

み
を
含ふ
ふ

み
、
相
推せ譲
め
て
曰
く
、
阿た

誰れ

か
こ
の
翁
を
呼
び

つ
る
と
い
ふ
。
す
な
は
ち
竹
取
の
翁
謝
ま
り
て
曰
く
、
非お
も

慮は
ざ

る

外
に
、
た
ま
さ
か
偶
に
神
仙
に
逢
ひ
ぬ
。
迷ま

惑と

ふ
心
、
敢あ

へ
て
禁さ

む
る
所

無
し
。
近
づ
き
狎な

れ
ぬ
る
罪
は
、
希ね
が

は
く
は
贖あ
か

ふ
に
歌
を
以も
ち

て

せ
む
と
。
即
ち
作
る
歌
一
首　
　

并
せ
て
短
歌

　

春
三
月
、
一
人
の
老
翁
と
、
九
人
の
娘
子
が
出
会
い
、
老
醜
を
揶

揄
さ
れ
、
翁
が
歌
を
贈
る
場
面
で
あ
る
。「
近
づ
き
狎
れ
ぬ
る
罪
」

と
は
、
身
分
の
低
い
者
が
高
貴
な
も
の
に
馴
れ
馴
れ
し
く
近
づ
い
た

こ
と
を
さ
す
。
九
人
の
娘
子
た
ち
は
、
老
翁
を
火
焚
き
役
に
し
て
い

る
。
火
焚
き
役
な
ど
の
労
役
は
、身
分
が
低
い
者
が
行
う
こ
と
か
ら
、
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若
い
娘
子
た
ち
が
老
翁
に
対
し
、
貴
賤
・
上
下
の
関
係
を
構
築
し
て

い
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
九
人
の
娘
子
が
仙
女
で
あ
る
こ
と
は
、
翁
の
言
葉
で

し
か
看
取
で
き
な
い
。
無
論
、「
百
嬌
は
儔
無
く
、
花
の
容
は
匹
無

し
」
が
異
形
の
存
在
を
形
容
し
て
い
る
と
い
え
る
。
同
じ
く
『
万
葉

集
』
に
お
い
て
「
遊
松
浦
河
序
」（
八
五
三
～
八
六
三
）
に
も
神
仙

な
る
女
性
達
と
の
邂
逅
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、吉
田
宜
は「
松

浦
玉
潭
仙
媛
贈
答
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
序
に
『
遊
仙
窟
』
の
影

響
や
、
６
天
女
と
の
邂
逅
を
語
る
『
竹
取
物
語
』、『
丹
後
国
風
土
記
』

逸
文
「
奈
具
社
」
の
条
な
ど
と
の
関
係
か
ら
仙
女
で
あ
る
可
能
性
は

高
い
。
さ
ら
に
は
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
「
力
を
も
入
れ
ず
し

て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
」
と

あ
る
よ
う
に
、
歌
に
よ
っ
て
仙
女
の
心
を
動
か
す
と
い
う
面
白
み
が

あ
る
。

　

一
方
で
、
必
ず
し
も
遊
仙
窟
を
知
ら
ず
と
も
鑑
賞
で
き
、
享
受
者

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
老

い
る
こ
と
な
ど
念
頭
に
な
く
、
老
翁
を
愚
弄
す
る
若
者
へ
の
皮
肉
と

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
７
土
橋
寛
が
「
歌
垣
や
野
遊
び
、
そ
の
他
類

似
の
行
事
で
老
人
を
か
ら
か
う
風
が
あ
る
こ
と
は
、
万
葉
集
巻
十
六

の
竹
取
翁
に
も
反
映
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
、ま
た
８
伊
藤
博
が
「
国

見
の
折
、
当
時
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
、
老
人
が
お
の
が
盛
時
を

振
り
返
る
こ
と
で
老
い
を
嘆
じ
、
暗
に
若
者
た
ち
を
戒
め
る
風
習
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
言
及
す
る
よ
う
に
、
竹
取
翁
歌
の
具
体
的

な
作
歌
状
況
に
関
わ
る
指
摘
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
歌
の
場
が
あ
っ

た
の
か
は
、
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
が
、
若
者
の
「
揶
揄
」
と
老

翁
の
「
諭
し
」
の
応
酬
に
お
け
る
形
が
、
一
つ
の
作
品
を
成
立
さ
せ

て
い
る
。

三
、
竹
取
翁
長
歌

　

次
に
、
竹
取
翁
の
長
歌
部
を
掲
げ
る
。
便
宜
上
、
長
歌
部
の
歌
内

容
の
切
れ
目
に
丸
数
字
を
入
れ
、ま
た
難
読
箇
所
は
そ
の
ま
ま
と
し
、

現
代
語
訳
は
拙
訳
を
提
示
し
た
。

　
　

①
み
ど
り
子
の　

若わ
く

子ご

髪
に
は　

た
ら
ち
し　

母
に
懐む
だ

か
え　

褨ひ
む

襁つ
き

の　

平は
ふ
こ生

髪
に
は　

木ゆ

綿ふ

肩か
た

衣ぎ
ぬ　

純ひ
つ
ら裏

に
縫
ひ
着き　

頸う
な

付

の　

童わ
ら
は
が
み髪
に
は　

結ゆ

ふ
幡
の　

袖
付
け
衣　

着き

し
我
を　

に
ほ

ひ
よ
る　

児
ら
が
同よ

ち
年
児
に
は　

蜷み
な

の
腸わ
た　

か
黒
し
髪
を　

ま

櫛
も
ち　

こ
こ
に
掻
き
垂
れ　

取
り
束つ
か

ね　

上
げ
て
も
巻
き
み

　

解と

き
乱
り　

童
に
な
し
み　

②
さ
丹に

つ
か
ふ　

色
な
つ
か
し

き　

紫
の　

大お
ほ

綾あ
や

の
衣き
ぬ　

住す
み
の
え吉
の　

遠と
ほ
さ
と里
小
野
の　

ま
榛は
り

も
ち

　

に
ほ
ほ
す
衣き
ぬ

に　

高こ

麗ま

錦に
し
き　

紐
に
縫
ひ
付
け　

刺
部
重
部

（
伊
藤
博
の
釋
注
は
「
さ
し
へ
か
さ
ね
へ
」）　

な
み
重
ね
着
て

　

打う
ち
そ麻
や
し　

麻を

績み

の
子
ら　

あ
り
衣き
ぬ

の　

宝
の
子
ら
が　

う

つ
た
へ
は　

経へ

て
織
る
布　

日
曝さ
ら

し
の　

麻
手
作
り
を　

信
巾

裳
成
者
之
寸
丹
取
為
支
屋
所
経
（
釋
注
で
は
「
信
巾
裳
な
す　

は
ば
き
に
取
ら
し　

若
や
ぶ
る
」）　

稲い
な
き
を
と
め

寸
娘
子
が　

妻
問
ふ
と
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我
に
お
こ
せ
し　

彼を
ち

方か
た

の　

二ふ
た
あ
や
し
た
ぐ
つ

綾
裏
沓　

飛
ぶ
鳥
の　

明
日

香
壮を
と
こ士
が　

長な
が
め雨
忌
み　

縫
ひ
し
黒
沓　

刺
し
履
き
て　

庭
に

た
た
ず
め　

罷ま
か

り
な
立
ち
と　

禁い
さ

め
娘を
と
め子

が　

ほ
の
聞
き
て　

我
に
お
こ
せ
し　

水み
は
な
だ縹

の　

絹
の
帯
を　

引
き
帯
な
す　

韓
帯

に
取
ら
せ　

海わ
た
つ
み神
の　

殿
の
甍い
ら
か

に　

飛
び
翔か
け

る　

す
が
る
の
ご

と
き　

腰
細
に　

取
り
飾
ら
ひ　

ま
そ
鏡　

取
り
並な

め
掛
け
て

　

己お
の

が
顔　

反か
へ

ら
ひ
見
つ
つ　

③
春
さ
り
て　

野
辺
を
巡
れ
ば

　

お
も
し
ろ
み　

我
を
思
へ
か　

さ
野
つ
鳥　

来
鳴
き
翔か
け

ら
ふ

　

秋
さ
り
て　

山
辺
を
行
け
ば　

な
つ
か
し
と　

我
を
思
へ
か

　

天
雲
も　

行ゆ

き
た
な
び
く　

反か
へ

り
立
ち　

道
を
来く

れ
ば　

う

ち
ひ
さ
す　

宮み
や
を
み
な女　

さ
す
だ
け
の　

舎と
ね
り人

壮を
と
こ士

も　

忍
ぶ
ら
ひ

　

反か
へ

ら
ひ
見
つ
つ　

誰た

が
子
そ
と
や　

思
は
れ
て
あ
る　

④
如

是
所
為
故
為
（
釋
注
は
「
か
く
の
ご
と　

せ
ら
ゆ
る
故
し
」）　

古い
に
し
へ

　

さ
さ
き
し
我
や　

は
し
き
や
し　

今け
ふ日

や
も
児こ

ら
に　

い

さ
に
と
や　

思
は
え
て
あ
る　

如
是
所
為
故
為
（
釋
注
は
「
か

く
の
ご
と　

せ
ら
ゆ
る
故
し
」）　

古
の　

賢さ
か

し
き
人
も　

後の
ち

の

世
の　

鑑か
が
み

に
せ
む
と　

老お
い
ひ
と人

を　

送
り
し
車　

持
ち
帰
り
け
り

　
【
持
ち
帰
り
け
り
】

　
　

①
赤
ん
坊
の　

赤
子
髪
の
頃
に
は
（
た
ら
ち
し
）
母
に
抱
か
れ
て　

紐
付

き
お
べ
べ
を
纏
う　

幼
児
髪
の
頃
は
木
綿
の
肩
衣
を　

表
裏
一
つ
に
縫
っ

て
着
た　

詰
め
襟
の
も
の
を　

少
年
の
髪
の
頃
は　

絞
り
染
め
の　

袖
付

け
衣
を　

着
て
い
た
が　

輝
く
ば
か
り
に
お
美
し
い　

皆
様
が
た
と
同
じ

歳
の
頃
に
は　
（
蜷
の
腸
）
真
っ
黒
な
髪
を　

櫛
で
解
い
て　

こ
こ
ら
あ

た
り
ま
で
垂
ら
し
た
り　

ま
と
め
て
束
ね　

上
で
髷
を
結
っ
て
み
た
り　

ま
た
解
き
乱
し
て　

童
髪
に
し
て
み
た
り
し　

②
赤
っ
ぽ
い　

粋
な　

色

目
の　

紫
の　

大
柄
な
模
様
の　

住
吉
の　

遠
里
小
野
の　

榛
の
実
で　

渋
く
染
め
上
げ
た
衣
に　

高
麗
錦
の　

紐
を
縫
い
付
け　

刺
部
重
部　

合

わ
せ
重
ね
着
て　
（
打
麻
や
し
）
麻
績
の
者
た
ち
や　
（
あ
り
衣
の
）
財
の

者
た
ち
が　

打
つ
栲
と
い
う
も
の
は　

縦
糸
を　

揃
え
て
織
る
布
な
の
で

す
が　

日
に
曝
し
た　

手
織
り
麻
布
を　

信
巾
裳
成
者
之
寸
丹
取
為
支
屋

所
経　

稲
置
娘
子
が　

結
納
の
気
で　

わ
た
し
に
く
れ
た　

彼
方
の　

段

だ
ら
縞
の
靴
下
と　
（
飛
ぶ
鳥
の
）
明
日
香
壮
士
が　

長
雨
を
避
け
て　

縫
っ
た
黒
沓
を　

そ
れ
ら
を
履
い
て　

庭
に
た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
ら　

行
か
な
い
で
と　

引
き
留
め
る
乙
女
が　

小
耳
に
聞
い
て　

わ
た
し
に
く

れ
た
淡
藍
色
の　

絹
の
帯
を　

小
帯
み
た
い
に　

韓
帯
に
取
り
付
け
て
く

れ　

海
神
の　

宮
殿
の
屋
根
を　

飛
び
か
け
る　

す
が
る
蜂
の
よ
う
な　

細
い
腰
に　

付
け
て
飾
り　

鏡
を　

並
べ
て
掛
け
て
は　

自
分
の
顔
を　

惚
れ
惚
れ
眺
め　

③
春
に
な
っ
て　

野
辺
を
さ
ま
よ
え
ば　

風
流
だ
と　

わ
た
し
を
思
っ
て
か　

雉
ま
で
も
が　

来
鳴
き
飛
び
回
り　

秋
に
な
っ
て

　

山
辺
を
行
け
ば　

あ
あ
イ
イ
男
と　

思
っ
て
か　

雲
ま
で
も
が　

ゆ
っ

た
り
と
遊
ん
で
行
き
ま
す　

引
き
返
し　

都
に
戻
っ
て
来
る
と　
（
う
ち

ひ
さ
す
）
女
官
が
た
や
（
さ
す
だ
け
の
）
舎
人
男
た
ち
も
、
流
し
目
で　

ち
ら
ち
ら
わ
た
し
を
見
て　

ど
ち
ら
の
御
曹
司
か
し
ら
と　

思
わ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
な　

④
如
是
所
為
故
為　

そ
の
昔　

こ
う
も
華
や
か

に
、
も
て
て
い
た
私
が　

そ
れ
が
な
ん
と
い
う
こ
と
だ　

今
日
は
皆
さ
ん

に　

本
当
か
し
ら
と　

思
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な　

如
是
所
為
故

為　

昔
の　

賢
人
も　

後
世
の
お
手
本
に
も
し
よ
う
と　

老
人
を　

棄
て

に
行
っ
た
車
を　

ま
た
持
ち
帰
っ
た
と
さ　

持
ち
帰
っ
た
の
だ

　

長
歌
の
内
容
は
、大
き
く
わ
け
て
二
つ
に
別
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
翁
の
若
か
り
し
頃
の
様
子
を
語
る
」
部
分
（
９
①
～
③
）
と
、「
翁

が
娘
子
た
ち
に
敬
老
を
諭
す
」
部
分
（
④
）
で
あ
る
。
④
の
「
古
の
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賢
し
き
人
」
以
下
の
部
分
が
、『
孝
子
伝
』
原
穀
説
話
を
踏
ま
え
て

い
る
こ
と
は
、
夙
に
『
代
匠
記
』
に
言
及
が
あ
り
、
ま
た
10
西
野
貞

治
に
よ
っ
て
具
体
的
に
立
証
さ
れ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
原
穀
説
話

は
、
老
い
た
祖
父
を
「
山
中
に
棄
て
よ
」
と
父
親
か
ら
命
じ
ら
れ
た

原
穀
が
、
祖
父
を
運
ん
だ
手
車
を
、
今
度
は
父
を
運
ぶ
た
め
だ
と
、

持
ち
帰
り
、
父
親
を
後
悔
さ
せ
た
話
で
あ
り
、
棄
老
説
話
の
内
容
を

も
つ
。
④
部
分
が
な
け
れ
ば
、
11
廣
岡
義
隆
が
指
摘
す
る
「
ナ
ル
シ

シ
ズ
ム
に
酔
い
痴
れ
た
青
年
時
代
」
と
い
う
よ
う
な
、
過
ぎ
去
り
し

栄
華
を
鼻
に
つ
く
ま
で
に
強
調
し
た
表
現
と
い
え
る
。『
孝
子
伝
』

原
穀
説
話
を
ふ
ま
え
る
④
を
付
す
こ
と
で
、
歌
の
内
容
を
大
き
く
転

換
さ
せ
、
さ
ら
に
は
娘
子
た
ち
の
心
を
動
か
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の

④
の
部
分
が
物
語
性
と
し
て
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　

①
か
ら
③
は
、
翁
の
若
か
り
し
頃
の
栄
華
を
誇
張
的
に
表
現
す
る

が
、そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
内
容
は
少
し
異
な
る
。①
は
、髪
型
を
通
じ
て
、

今
は
老
醜
を
持
つ
一
人
の
男
の
、
誕
生
か
ら
の
成
長
を
追
う
。
単
に

成
長
を
語
る
の
で
は
な
く
、
身
に
つ
け
て
い
た
衣
服
を
並
べ
、
親
か

ら
の
愛
情
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
表
現
す
る
。「
木
綿
の
肩
衣
」
は
、

暖
か
い
総
裏
で
あ
り
、
袖
ま
で
着
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
竹
取
翁
歌

は
、「
純
裏
」
と
、
衣
服
の
表
と
裏
を
同
じ
色
で
仕
立
て
る
も
の
を

使
用
し
、
②
で
は
、
綾
、
高
麗
錦
、
麻
手
作
り
、
絹
と
布
地
も
贅
を

つ
く
し
、
ま
た
多
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
色
使
い
も
、
紫
、
模
様
、
榛

染
め
、
白
、
水
縹
と
多
彩
な
色
を
使
う
。

　

一
方
で
、
一
般
庶
民
の
普
段
着
は
、
次
の
よ
う
な
歌
に
み
ら
れ
る

　

・
紅
は　

う
つ
ろ
ふ
も
の
そ　

橡
つ
る
は
み

の　

な
れ
に
し
衣
に　

な
ほ
及し

か
め
や
も　

⑱
四
一
〇
九

　
紅
染
め
の
も
の
は　

す
ぐ
色
褪
せ
る
も
の　

橡
染
め
の
着
慣
れ
た
衣
に
は
や

は
り
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

　

・
橡
つ
る
は
み

の　

一
重
の
衣　

う
ら
も
な
く　

あ
る
ら
む
児
故　

恋
ひ
渡

る
か
も　

⑫
二
九
六
八

　
橡
の　

一
重
の
衣
に
裏
が
な
い
よ
う
に　

俺
に
そ
の
気
（
心
）
が
な
い
ら
し

い
娘
だ
か
ら　

恋
続
け
る
の
だ
な

　

黒
系
統
の
色
の
、
12
ど
ん
ぐ
り
染
め
の
「
橡
の
衣
」
で
あ
っ
た
。

二
首
と
も
に
、
女
性
を
想
う
男
性
の
歌
で
あ
る
。
一
首
目
は
、
新
妻

よ
り
も
、
慣
れ
た
古
妻
が
良
い
と
す
る
。「
橡(

つ
る
は
み)

」
衣
が

着
慣
れ
た
も
の
と
し
て
看
取
で
き
る
。
二
首
目
は
「
恋
心
」
を
持
た

な
い
女
性
を
、「
う
ら
【
心
】」
が
な
い
「
橡
の
一
重
の
衣
」
が
序
と

し
て
表
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、衣
服
を
序
詞
と
し
て
表
現
す
る
。

　

翁
の
若
か
り
し
頃
を
表
出
す
る
衣
装
が
、
こ
れ
ら
と
か
け
離
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
翁
の
装
束
は
、『
養
老
令
』「
衣
服
令
」
に
お

け
る
諸
臣
の
礼
服
と
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
13
尾
崎
富
義
が
「
渡
来

の
最
高
職
人
が
作
っ
た
上
級
品
で
あ
り
、
官
人
に
と
っ
て
憧
れ
の

品
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
一
流
の
品
々
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ば
物
づ
く
し
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、

鮮
や
か
で
、
艶
や
か
な
翁
の
若
か
り
し
頃
の
装
い
が
詠
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
竹
取
を
生
業
と
す
る
一
般
庶
民
の
普
段
着
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と
は
、か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
難
読
句
で
あ
る「
刺

部
重
部
」
は
、「
紫
の
大
綾
の
衣
」
に
対
し
て
二
つ
以
上
の
身
に
着

け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

翁
は
「
竹
取
」
を
生
業
と
し
て
い
る
の
で
、
庶
民
の
服
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
は
竹
取
の
作
業
に
と
も
な
う
汚
れ
が
つ
い
た
作
業
服
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
艶
や
か
な
「
古
」
と
生
業
に

い
そ
し
む
「
今
」
の
翁
と
の
落
差
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
②
で
は
、
男
性
を
拒
む
二
人
の
女
性
か
ら
贈
り
物
を
も
ら

い
、
そ
の
帯
や
沓
に
よ
っ
て
頭
か
ら
、
足
ま
で
、
伊
達
男
と
し
て
着

飾
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
「
髪
」
や
「
櫛
」、
衣
服
の
色
彩
ば

か
り
で
な
く
「
腰
細
」
と
い
う
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
『
万
葉
集
』

に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
女
性
の
描
写
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句

で
翁
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
男
性
の
容
姿
を
女
性

的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
老
醜
を
持
つ
一
人
の

男
の
「
今
」
と
「
若
か
り
し
頃
」
と
の
落
差
を
詠
出
し
て
い
る
。

　

③
は
、
鳥
や
雲
ま
で
も
が
自
分
に
見
惚
れ
て
い
た
と
、
翁
の
若
か

り
し
頃
が
い
か
に
美
麗
で
あ
っ
た
か
を
語
り
、
聞
く
側
が
恥
ず
か
し

く
な
る
ま
で
に
、
自
分
自
身
に
酔
い
し
れ
て
い
た
若
き
日
を
語
る
。

こ
こ
で
は
、
娘
子
た
ち
に
老
醜
と
し
て
蔑
ま
れ
た
「
今
」
と
の
落
差

が
描
か
れ
る
。

　

こ
の
竹
取
翁
が
ど
の
よ
う
な
素
性
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な

い
。
し
か
し
、
後
半
部
④
の
孝
子
伝
を
踏
ま
え
て
い
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
漢
籍
の
知
識
を
有
す
る
高
貴
な
人
物
で
あ
っ
た
と
万
葉
び
と

は
享
受
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
竹
取
を
生
業
と
す
る
老
翁
と
、
そ

の
若
き
日
の
身
な
り
と
の
落
差
が
あ
り
、
さ
ら
に
若
き
日
を
滑
稽
に

語
る
こ
と
、
つ
い
で
娘
子
た
ち
へ
の
諭
し
へ
と
展
開
、
そ
し
て
老
醜

を
持
つ
翁
を
揶
揄
し
て
い
た
娘
子
た
ち
が
、
翁
の
歌
に
よ
っ
て
恋
心

を
抱
く
な
ど
、
展
開
と
そ
の
落
差
か
ら
物
語
と
し
て
の
面
白
み
が
あ

る
と
い
え
よ
う
。

四
、
竹
取
翁
歌
群
の
原
文

　

さ
て
、
竹
取
翁
歌
の
長
歌
と
反
歌
二
首
、
お
よ
び
娘
子
の
和
歌
七

首
の
原
文
を
掲
げ
る
。
な
お
原
文
は
塙
書
房
本
に
よ
っ
た
。（　

）

で
示
し
た
漢
数
字
は
歌
番
号
で
あ
る
。

①
緑
子
之　

若
子
蚊
見
庭　

垂
乳
為　

母
所
懐　

褨
襁　

平
生
蚊
見

庭　

結
経
方
衣　

氷
津
裏
丹
縫
服　

頸
著
之　

童
子
蚊
見
庭　

結
幡

之　

袂
著
衣　

服
我
矣　

丹
因　

子
等
何
四
千
庭　

三
名
之
綿　

蚊

黒
為
髪
尾　

信
櫛
持　

於
是
蚊
寸
垂　

取
束　

擧
而
裳
纒
見　

解
乱

　

童
兒
丹
成
見　

②
羅
丹
津
蚊
経　

色
丹
名
著
来　

紫
之　

大
綾
之

衣　

墨
江
之　

遠
里
小
野
之　

真
榛
持　

丹
穂
々
為
衣
丹　

狛
錦　

紐
丹
縫
著　

刺
部
重
部　

波
累
服　

打
十
八
為　

麻
續
兒
等　

蟻
衣

之　

寳
之
子
等
蚊　

打
栲
者　

経
而
織
布　

日
暴
之　

朝
手
作
尾　

信
巾
裳
成
者
之
寸
丹
取
為
支
屋
所
経　

稲
寸
丁
女
蚊　

妻
問
迹　

我

丹
所
来
為　

彼
方
之　

二
綾
裏
沓　

飛
鳥　

飛
鳥
壮
蚊　

霖
禁　

縫
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為
黒
沓　

刺
佩
而　

庭
立
住　

退
莫
立　

禁
尾
迹
女
蚊　

髣
髴
聞
而

　

我
丹
所
来
為　

水
縹　

絹
帶
尾　

引
帶
成　

韓
帶
丹
取
為　

海
神

之　

殿
盖
丹　

飛
翔　

為
軽
如
来　

腰
細
丹　

取
餝
氷　

真
十
鏡　

取
雙
懸
而　

己
蚊
杲　

還
氷
見
乍　

③
春
避
而　

野
邊
尾
廻
者　

面

白
見　

我
矣
思
経
蚊　

狭
野
津
鳥　

来
鳴
翔
経　

秋
僻
而　

山
邊
尾

徃
者　

名
津
蚊
為
迹　

我
矣
思
経
蚊　

天
雲
裳　

行
田
菜
引　

還
立

　

路
尾
所
来
者　

打
氷
刺　

宮
尾
見
名　

刺
竹
之　

舎
人
壮
裳　

忍

経
等
氷　

還
等
氷
見
乍　

誰
子
其
迹
哉　

所
思
而
在　

④
如
是
所
為

故
為　

古
部　

狭
々
寸
為
我
哉　

端
寸
八
為　

今
日
八
方
子
等
丹　

五
十
狭
迩
迹
哉　

所
思
而
在　

如
是
所
為
故
為　

古
部
之　

賢
人
藻

　

後
之
世
之　

堅
監
将
為
迹　

老
人
矣　

送
為
車　

持
還
来　

持
還

来　
（
三
七
九
一
）

14
反
歌
二
首

死
者
木
苑　

相
不
見
在
目　

生
而
在
者　

白
髪
子
等
丹　

不
生
在
目

八
方　
（
三
七
九
二
）

白
髪
為　

子
等
母
生
名
者　

如
是　

将
若
異
子
等
丹　

所
詈
金
目
八

　
（
三
七
九
三
）

15
娘
子
等
和
歌
九
首

端
寸
八
為　

老
夫
之
歌
丹　

大
欲
寸　

九
兒
等
哉　

蚊
間
毛
而
将
居

【
一
】　
（
三
七
九
四
）

辱
尾
忍　

辱
尾
黙　

無
事　

物
不
言
先
丹　

我
者
将
依
【
二
】　

（
三
七
九
五
）

否
藻
諾
藻　

随
欲　

可
赦　

㒵
所
見
哉　

我
藻
将
依
【
三
】　

（
三
七
九
六
）

死
藻
生
藻　

同
心
迹　

結
而
為　

友
八
違　

我
藻
将
依
【
四
】　

（
三
七
九
七
）

何
為
迹　

違
将
居　

否
藻
諾
藻　

友
之
波
　々

我
裳
将
依
【
五
】　

（
三
七
九
八
）

豈
藻
不
在　

自
身
之
柄　

人
子
之　

事
藻
不
盡　

我
藻
将
依
【
六
】

　
（
三
七
九
九
）

者
田
為
々
寸　

穂
庭
莫
出　

思
而
有　

情
者
所
知　

我
藻
将
依【
七
】

　
（
三
八
〇
〇
）

墨
之
江
之　

岸
野
之
榛
丹　

丹
穂
所
経
迹　

丹
穂
葉
寐
我
八　

丹
穂

氷
而
将
居
【
八
】　
（
三
八
〇
一
）

春
之
野
乃　

下
草
靡　

我
藻
依　

丹
穂
氷
因
将　

友
之
随
意
【
九
】

　
（
三
八
〇
二
）

　

長
歌
だ
け
で
な
く
翁
の
反
歌
、
娘
子
の
和
歌
に
お
い
て
も
、
訓
仮

名
に
よ
っ
て
統
一
的
に
表
示
す
る
と
い
う
方
針
が
見
ら
れ
る
。
そ
の

方
針
は
「
髪
」
に
対
す
る
「
蚊
見
」、「
に
ほ
（
ふ
）」
に
対
す
る
「
丹

穂
」
な
ど
、
語
形
に
対
す
る
表
記
の
固
定
化
を
実
現
さ
せ
る
。
ま
た

訓
仮
名
も
、
お
お
よ
そ
一
音
節
に
一
字
と
い
う
対
応
が
み
ら
れ
、「
は

た
す
す
き
」
の
語
頭
の
「
ハ
」
の
音
節
に
「
者
」
字
を
あ
て
る
な
ど
、

他
の
万
葉
歌
に
な
い
訓
仮
名
の
用
法
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
で
、「
モ
」の
音
節
に
は
、「
裳
」と「
藻
」の
複
数
の
訓
仮
名
が
、

さ
ら
に
は
例
外
的
で
あ
る
音
仮
名
「
母
」
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
使
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用
に
は
、
単
に
「
変
字
法
」
で
は
説
明
で
き
な
い
用
法
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
「
変
字
法
」
は
16
高
木
市
之
助
に
よ
る
と
「
同
一
句
又
は
類
似
句

の
反
復
に
於
て
、
多
数
の
反
復
字
中
に
、
少
数
の
文
字
だ
け
を
こ
と

さ
ら
に
変
へ
て
用
ふ
る
一
種
の
用
字
法
」
で
あ
り
、
規
則
性
な
く
文

字
を
変
え
る
こ
と
を
さ
す
。
竹
取
翁
歌
の
場
合
「
裳
」
は
長
歌
の
①

～
③
の
「
翁
の
若
か
り
し
頃
の
様
子
を
語
る
」
部
分
に
お
い
て
用
い

ら
れ
、「
藻
」
は
、
三
七
九
八
番
歌
に
例
外
的
に
「
裳
」
が
一
例
み

ら
れ
る
も
の
の
④
「
翁
が
娘
子
た
ち
に
敬
老
を
諭
す
」
部
分
か
ら
、

翁
の
反
歌
二
首
、
娘
子
の
和
歌
二
首
に
集
中
す
る
。
つ
ま
り
、
大
き

く
二
つ
に
使
用
箇
所
が
変
わ
る
の
で
あ
る
。

五
、
文
脈
に
あ
わ
せ
た
表
意
兼
帯
仮
名

　

訓
仮
名
の
「
裳
」
は
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
竹
取
翁
歌
以
外
に

も
多
く
用
い
ら
れ
、「
モ
」
の
借
訓
仮
名
と
し
て
は
一
般
的
で
あ
る
。

　

・
三
輪
山
を　

然
も
（
毛
）
隠
す
か　

雲
だ
に
も
（
裳
）
心
あ
ら

な
も
（
畝
）
隠
さ
ふ
べ
し
や　

①
一
八

　

・
あ
り
つ
つ
も
（
裳
）　

君
を
ば
待
た
む　

う
ち
な
び
く　

我
が

黒
髪
に　

霜
の
置
く
ま
で
に　

②
八
七

　

右
の
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
助
詞
の
「
も
」
に
用
い

ら
れ
、
そ
の
傾
向
は
、
竹
取
翁
歌
と
も
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
文
字

の
用
法
と
し
て
は
無
標
と
い
え
る
。
し
か
し
、
巻
十
六
で
は
、
竹
取

翁
歌
群
以
外
で
は
訓
仮
名
「
裳
」
の
使
用
は
な
い
。

　

長
歌
の
難
訓
で
あ
る
「
信
巾
裳
」
の
「
裳
」
は
、
助
詞
「
も
」
を

あ
ら
わ
さ
な
い
。
全
注
釈
は
「
ヒ
ラ
モ
」、
旧
大
系
が
「
ヒ
レ
モ
」、

17
橋
本
四
郎
は
「
ヒ
ラ
ミ
」
な
い
し
は
「
ヒ
ラ
ビ
」
と
訓
み
、
礼
服

の
上
に
着
る
裳
で
あ
る
「
褶
」
と
す
る
。

　
　
「
謂
、
褶
者
所
以
加
袴
上
、
故
俗
云
袴
褶
」　
『
令
義
解
』
衣
服

令

　
　
「
古
記
云
、
褶
謂
、
似
婦
人
裳　

褶
訓
枚
帯
」　
『
令
義
解
』
衣

服
令

　

右
は
、
衣
服
令
の
皇
太
子
・
親
王
や
諸
臣
、
内
命
婦
の
礼
服
中
に

見
え
る
記
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
信
巾
裳
」
も
ま
た
普
段
着
で
は

な
く
、
諸
臣
の
礼
服
を
あ
ら
わ
す
。
さ
ら
に
「
信
巾
裳
」
の
「
裳
」

は
18
橋
本
四
郎
が
「
下
半
身
の
衣
類
で
あ
る
、
と
い
う
属
性
の
表
示

を
受
け
も
つ
も
の
」
と
し
、
19
森
重
敏
は
「
ほ
と
ん
ど
戯
書
と
い
っ

て
も
よ
い
文
字
遣
ひ
に
よ
っ
た
も
の
」
と
し
、
字
義
を
意
識
し
た
も

の
と
い
え
る
。
翁
の
歌
に
限
れ
ば
、
青
年
期
の
華
や
か
さ
を
髪
型
や

衣
服
に
よ
っ
て
そ
の
外
見
を
歌
う
部
分
に
「
裳
」
が
使
用
さ
れ
る
。

漢
字
の
表
音
的
な
機
能
と
と
も
に
、「
裳
」
字
が
も
つ
、
視
覚
的
な

表
現
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

万
葉
仮
名
は
漢
字
の
意
味
を
捨
象
し
、
日
本
語
の
音
節
を
表
示
す

る
こ
と
に
用
い
る
。
竹
取
翁
の
長
歌
部
は
、
漢
字
の
字
義
を
用
い
た

訓
字
の
「
裳
」
と
、
助
詞
「
も
」
を
表
示
す
る
訓
仮
名
と
が
混
在
し

た
状
況
と
い
え
る
。
助
詞
「
も
」
に
用
い
ら
れ
る
「
裳
」
も
、
縁
字
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の
よ
う
に
字
義
が
意
識
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
音
仮
名
を
使
わ
な
い
当
該
歌
群
に
お
い
て
、
例
外
的
に
音

仮
名
「
母
」
を
使
う
箇
所
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
三
七
九
三
番
歌
に
お
い
て「
児
ら
も
生
ひ
な
ば
」の
句
を「
子

等
母
生
名
者
」
と
訓
字
「
子
」
と
連
接
す
る
位
置
に
「
母
」
字
が
用

い
ら
れ
、「
母
子
」
を
想
起
さ
せ
た
縁
字
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に

同
三
七
九
三
番
歌
の
「
将
若
異
（
わ
か
け
む
）」
の
「
異
」
も
同
様

の
背
景
を
も
つ
と
い
え
る
。
こ
の
「
異
」
に
つ
い
て
、『
古
義
』
は
「
集

中
一
つ
の
書
様
と
見
え
た
り
。
ケ
の
言
を
知
さ
む
た
め
に
、
異
字
を

添
え
た
る
な
り
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
異
」
字
が
な
く
と
も
よ
い
。

文
脈
か
ら
い
っ
て
「
異
」
字
も
「
若
く
異
な
る
」
と
い
っ
た
視
覚
的

に
詠
出
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
「
裳
」
が
翁
長
歌
の
①
か
ら
③
に
見
ら
れ
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
老

翁
の
若
か
り
し
頃
を
女
性
の
よ
う
に
華
や
か
に
表
現
し
て
い
る
こ
と

と
が
、
ま
さ
に
文
脈
に
即
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏

付
け
ら
れ
る
。

　

一
方
「
藻
」
の
字
も
、訓
仮
名
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、

「
裳
」
と
同
様
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
助
詞
の
「
も
」
に
用
い
る
。

　

・
玉
藻
刈
る 

沖
辺
は
漕
が
じ 

し
き
た
へ
の 

枕
の
あ
た
り 

忘
れ

か
ね
つ
も
（
忘
可
祢
津
藻
）

　

・
山
の
は
の 

さ
さ
ら
え
を
と
こ 

天
の
原 

門
渡
る
光 

見
ら
く
し

良
し
も
（
見
良
久
之
好
藻
）

ま
た
「
藻
」
は
、竹
取
翁
歌
群
に
お
け
る
娘
子
の
歌
で
「
よ
る
」「
な

び
く
」
な
ど
と
共
起
す
る
こ
と
か
ら
、
縁
字
的
性
格
を
有
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
訓
字
の
「
藻
」
は
、『
万
葉
集
』
で
は
、

　

・
水
底
生 

玉
藻 

打
靡 

心
依 

戀
比
日　

⑪
二
四
八
二

　
　
　
　

水
底
に　

生
ふ
る
玉
藻
の　

う
ち
な
び
く　

心
は
寄
り
て

恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ

　

・
明
日
香
河　

瀬
湍
之
珠
藻
之　

打
靡　

情
者
妹
尓　

因
来
鴨　

⑬
三
二
六
七

　
　
　
　

明
日
香
川　

瀬
々
の
玉
藻
の　

う
ち
な
び
く　

心
は
妹
に

寄
り
に
け
る
か
も

等
の
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
藻
」
が
、
水
流
で
「
な
び
く
」

こ
と
か
ら
、
心
が
寄
る
こ
と
を
表
現
す
る
。
竹
取
翁
歌
の
場
合
も
、

九
人
の
娘
子
が
老
翁
の
歌
に
よ
っ
て
心
を
靡
か
せ
る
。
歌
の
内
容
を

意
識
し
た
こ
と
に
よ
る
用
字
の
選
択
と
し
て
、「
裳
」
で
は
な
く
「
藻
」

を
用
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

六
、
ま
と
め

　

以
上
、竹
取
翁
歌
の
内
容
や
構
造
を
概
括
し
、用
字
「
裳
」
と
「
藻
」

に
つ
い
て
言
及
し
た
。

　

書
か
れ
た
結
果
を
観
察
す
る
し
か
な
い
状
況
に
お
い
て
、
用
字
か

ら
書
き
手
の
意
識
（
意
図
的
に
字
を
変
え
た
か
否
か
）
を
言
及
す
る

こ
と
は
20
難
し
い
。
し
か
し
、
竹
取
翁
歌
群
が
明
確
に
訓
仮
名
の
使

用
（
音
仮
名
使
用
を
排
除
）
を
志
向
し
て
い
る
傾
向
を
持
ち
、
音
節
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「
モ
」
に
お
け
る
変
字
法
が
、
歌
の
文
脈
や
表
現
内
容
と
関
連
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
裳
」
と
「
藻
」
は
、
意
識
的
に
万
葉
仮
名

を
変
え
た
も
の
と
い
え
る
。

　

竹
取
翁
歌
は
、
平
安
時
代
以
降
の
歌
物
語
と
関
連
付
け
ら
れ
る
。

散
文
部
分
で
あ
る
序
と
韻
文
で
あ
る
長
歌
が
有
機
的
に
作
用
し
、
歌

の
表
現
世
界
を
構
築
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
書
記
の
指

向
性
が
顕
著
な
当
該
歌
に
お
い
て
、
歌
の
内
容
に
あ
わ
せ
、
万
葉
仮

名
を
使
い
分
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
視
覚
的
に
読
ま
れ
る
こ

と
を
前
提
に
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
音
声
だ
け
で
な
く
書
く
こ
と
に

よ
っ
て
表
現
す
る
文
学
と
し
て
の
性
格
の
一
端
を
み
せ
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

注１　

橋
本
四
郎
「
竹
取
翁
歌
の
構
成
と
そ
の
性
格
」『
橋
本
四
郎
論
文
集　

万

葉
集
編
』
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
（
初
出
『
女
子
大
国
文
』
十
五
号
、

一
九
六
三
年
）

２　

松
岡
静
雄
『
有
由
縁
歌
と
防
人
歌
』
瑞
穂
書
院
、一
九
三
五
年
、中
西
進
『
万

葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
講
談
社
、
一
九
九
五
年

３　

神
田
秀
夫
『
万
葉
集
の
技
法
』
Ⅳ
（
神
田
秀
夫
論
稿
集
３
）
明
治
書
院
、

一
九
八
三
年

４　

稲
岡
耕
二
「
竹
取
翁
歌
の
用
字
の
年
代
︱
借
訓
仮
名
を
中
心
に
︱
」『
美
夫

君
志
』
七
号
、
一
九
六
四
年

５　

倉
野
憲
司
「
万
葉
集
の
歌
は
誰
が
書
い
た
か
」『
上
代
日
本
古
典
文
学
の
研

究
』
桜
楓
社
、
一
九
六
八
年

６　

三
木
雅
博
「「
竹
取
翁
歌
」
臆
解
︱
現
存
の
作
品
形
態
に
も
と
づ
く
主
題

の
考
察
」『
井
手
至
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

国
語
国
文
学
藻
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
九
年

７　

土
橋
寛
「
記
紀
歌
謡
の
諸
問
題
」『
古
事
記
大
成　

文
学
篇
』
平
凡
社
、

一
九
五
七
年

８
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
』
集
英
社
、
一
九
九
八
年

９
橋
本
四
郎
「
竹
取
翁
の
歌
」『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
七
集
、
有
斐
閣
、

一
九
七
八
年

10　

西
野
貞
治
「
竹
取
翁
歌
と
孝
子
伝
原
穀
説
話
」『
萬
葉
』
第
十
四
号
、

一
九
五
五
年

11　

廣
岡
義
隆
「
萬
葉
の
竹
取
翁
歌
に
つ
い
て
︱
そ
の
特
性
と
隼
人
的
側
面
︱
」

『
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
八
号
、
一
九
九
七
年

12　
『
日
本
書
紀
』
持
統
七
年
正
月
条
に
「
詔
し
て
、
天
下
の
百
姓
を
し
て
、
黄

色
の
衣
を
、
奴
は
皁
衣
を
服
し
む
。」
と
あ
る
。「
皁
」
は
、
ど
ん
ぐ
り
染
め

を
さ
す
。

13　

尾
崎
富
義
「
衣
と
装
飾
の
民
俗
」
桜
井
満
監
修
『
万
葉
集
の
民
俗
学
』
お

う
ふ
う
、
一
九
九
三
年

14　

三
七
九
二
・
三
七
九
三
の
訓
読
と
意
訳
は
次
の
と
お
り
。

　

・
死
な
ば
こ
そ　

相
見
ず
あ
ら
め　

生い

き
て
あ
ら
ば　

白し
ら
か
み髪
児
ら
に　

生お

ひ

ざ
ら
め
や
も

　

死
ん
だ
な
ら　

見
ず
に
済
も
う
が　

生
き
て
い
た
ら　

白
髪
が
皆
さ
ん
に
も

　

生
え
ず
に
い
ま
し
ょ
う
か

　

・
白
髪
し　

児
ら
も
生お

ひ
な
ば　

か
く
の
ご
と　

若
け
む
児
ら
に　

罵の

ら
え

か
ね
め
や

　

白
髪
が　

み
な
さ
ん
に
も　

生
え
た
ら　

こ
ん
な
ふ
う
に　

若
い
人
た
ち
に

　

馬
鹿
に
さ
れ
ず
に
す
み
ま
し
ょ
う
か

15　

娘
子
等
が
和
ふ
る
歌
九
首
（
三
七
九
四
～
三
八
〇
二
）

　

・
は
し
き
や
し　

翁
の
歌
に　

お
ほ
ほ
し
き　

九
の
児
ら
や　

感
け
て
居
ら
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む
【
一
】

　

ほ
ん
と
う
だ
わ　

お
じ
い
さ
ん
の
お
歌
に　

失
礼
な
こ
と
を
し
た
九
人
の
わ

た
し
ど
も
は
、
聞
き
入
っ
て
い
ま
す

　

・
恥
を
忍
び　

恥
を
黙
し
て　

事
も
な
く　

物
言
は
ぬ
さ
き
に　

我
は
寄
り

な
む
【
二
】

　

恥
を
忍
び　

恥
と
知
っ
て
い
て
、
女
が
男
に
求
婚
す
る
な
ん
て　

は
し
た
な

い　

こ
と
を
言
う
よ
り
前
に　

ま
ず
わ
た
し
は
な
び
き
寄
り
ま
し
ょ
う

　

・
否
も
諾
も　

欲
し
き
ま
に
ま
に　

許
す
べ
き　

か
た
ち
は
見
ゆ
や　

我
も

寄
り
な
む
【
三
】

　
「
い
い
え
」
も
「
は
い
」
も　

皆
さ
ん
に
お
ま
か
せ　

無
礼
を
許
し
て
く
れ
る

　

ご
様
子
で
し
ょ
う
か　

わ
た
し
も
な
び
き
寄
り
ま
し
ょ
う

　

・
死
に
も
生
き
も　

同
じ
心
と　

結
び
て
し　

友
や
違
は
む　

我
も
寄
り
な

む
【
四
】

　

死
ぬ
も
生
き
る
も　

み
な
さ
ん
と
一
緒
と
誓
っ
た
友
達
で
す
か
ら　

異
存
が

あ
り
ま
し
ょ
う
か　

わ
た
し
も
な
び
き
よ
り
ま
し
ょ
う

　

・
な
に
す
と　

違
ひ
は
居
ら
む　

否
も
諾
も　

友
の
な
み
な
み　

我
も
寄
り

な
む
【
五
】

　

ど
う
し
て　

反
対
な
ん
か
い
た
し
ま
し
ょ
う　
「
い
い
え
」
も
「
は
い
」
も
皆

さ
ん
と
同
じ
で
す　

な
び
き
よ
り
ま
し
ょ
う

　

・
豈
も
あ
ら
ぬ　

己
が
身
の
か
ら　

人
の
子
の　

言
も
尽
く
さ
じ　

我
も
寄

り
な
む
【
六
】

　

何
の
取
り
柄
も
な
い　

こ
の
わ
た
し
ゆ
え　

皆
さ
ん
の
よ
う
に　

う
ま
く
は

申
せ
ま
せ
ん　

わ
た
し
も
な
び
き
よ
り
ま
し
ょ
う

　

・
は
だ
す
す
き　

穂
に
は
な
出
で
そ
と　

思
ひ
た
る　

心
は
知
ら
ゆ　

我
も

寄
り
な
む
【
七
】

　
（
は
だ
す
す
き
）
表
に
だ
す
ま
い
と　

思
っ
て
い
た
こ
の
気
持
ち
は
、
あ
な
た

に
お
見
通
し
で
す　

私
も
な
び
き
よ
り
ま
し
ょ
う

　

・
住
吉
の　

岸
野
の
榛
に　

に
ほ
ふ
れ
ど　

に
ほ
は
ぬ
我
や　

に
ほ
ひ
て
居

ら
む
【
八
】

　

住
吉
の　

岸
野
の
榛
で　

染
め
よ
う
と
し
て
も　

な
か
な
か
染
ま
ら
な
い
私

が　

同
じ
よ
う
に
染
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う

　

・
春
の
野
の　

下
草
な
び
き　

我
も
寄
り　

に
ほ
ひ
寄
り
な
む　

友
の
ま
に

ま
に
【
九
】

　

春
の
野
の　

下
草
ま
で
靡
く
よ
う
に　

私
も
お
付
き
合
い
し
て　

ま
ね
し
て

従
い
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に

16　

高
木
市
之
助
「
変
字
法
に
就
て
」『
吉
野
の
鮎
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年

17　

橋
本
四
郎
「
は
ば
き
」『
萬
葉
』
五
十
号
、
一
九
六
四
年
（『
橋
本
四
郎
論

文
集　

万
葉
集
編
』、
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）

18　

橋
本
四
郎
「
は
ば
き
」
前
掲
論
文

19　

森
重
敏
『
万
葉
集
栞
抄
』
第
二
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
五
年

20　

今
野
慎
二
「
書
き
手
の
意
識
」『
国
語
文
字
史
の
研
究
』
八
、
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
五
年

（
す
ず
き　

た
か
し
）




