
教
材
研
究
『
大
和
語
』
「
安
積
山
」
に
つ
い
て

は
じ
め
に

『
大
和
物
語
』
一
五
五
段
「
安
山
」
は
、
内
舎
人
で
あ
っ
た
男
が
大
納
言
の
娘
を
盗
み
出
し
、
陸
奥
の
山
中
に
連
れ

去
り
共
に
ら
す
が
、
男
の
留
守
中
、
山
の
井
に
映
っ
た
自
分
の
衰
え
た
容
貌
を
見
た
女
は
そ
れ
を
恥
じ
、
男
へ
の
思
い

を
木
に
き
付
け
死
ん
で
し
ま
う
、
掃
っ
て
き
た
男
は
き
悲
し
み
、
遂
に
は
自
ら
も
死
を
選
ぶ
、
と
い
う
話
で
、
作
品

の
忠
と
な
る
和
歌
が
、
女
の
詠
ん
だ
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は
」
の
で
あ
る
。

『
万
黍
』
巻
一
六
に
は
、
こ
の
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
「
安
積
山
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に
」

の
歌
が
あ
る

ま
た
、
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
は
「
波
津
の
厭
は
、
み
か
ど
の
御
初
め
な
り
。
安
山
の
歌
は
采
女
の
た
わ
ぶ
れ
よ
り

よ
み
て
、
こ
の
二
歌
は
、
歌
の
父
母
の
や
う
に
て
ぞ
手
習
ふ
人
の
初
め
に
も
し
け
る
一
と
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
『
今
篇
語
集
』
や
『
十
訓
抄
』
『
古
今
若
聞
集
』
に
は
、
『
大
和
物
語
』
一
五
五
段
と
ほ
ぽ
同
じ
内
容
の
話
が

存
在
し
て
お
り
、
享
受
関
係
が
推
測
さ
れ
る
。

今
回
は
、
『
大
和
物
語
』
「
安
積
山
」
の
教
材
研
究
と
し
て
、
『
万
蜑
』
「
安
積
山
」
の
歌
と
の
関
係
、
歌
の
解
釈
、
娩

ぬ
す
み
譚
と
し
て
の
位
づ
け
、
後
世
の
作
品
へ
の
影
に
つ
い
て
、
先
行
の
論
文
を
参
考
に
し
つ
?
理
・
考
察

し
て
い
き
た
い
。

一
『
万
集
』
「
安
山
」
の
歌
と
の
関
係

ま
ず
、
『
大
和
物
語
』
一
五
玉
段
全
文
を
あ
げ
て
粘
く

昔
、
大
納
言
の
、
娘
い
と
美
し
う
て
持
ち
給
う
た
り
け
る
を
、
帝
に
奉
ら
む
と
て
か
し
づ
き
給
ひ
け
る
を
、
殿
に

近
う
仕
う
ま
つ
り
け
る
内
舎
人
に
て
あ
り
け
る
人
、
い
か
で
か
見
け
む
、
こ
の
娘
を
見
て
け
り
。
頗
か
た
ち
、
い
と

美
し
げ
な
る
を
見
て
、
よ
ろ
づ
の
ご
と
お
ぽ
え
ず
、
心
に
か
か
り
て
、
夜
昼
い
と
わ
び
し
く
、
病
に
な
り
て
お
ぽ
え

け
れ
ば
、
「
切
に
聞
こ
え
さ
す
べ
き
こ
と
な
む
あ
る
。
」
と
言
ひ
渡
り
け
れ
ば
「
あ
や
し
。
な
に
ご
と
ぞ
。
」
と
言
ひ
て

出
で
た
り
け
る
を
、
さ
る
、
心
ま
う
け
し
て
、
ゆ
く
り
も
な
く
か
き
抱
き
て
、
馬
に
乗
せ
て
、
陸
奥
国
へ
、
夜
と
も
い

は
ず
、
昼
と
も
い
は
ず
、
逃
げ
て
往
に
け
り
。
安
の
郡
、
安
積
山
と
い
ふ
所
に
庵
を
造
り
て
、
こ
の
女
を
据
ゑ
て
、

里
に
出
で
て
物
な
ど
は
求
め
て
来
つ
つ
食
は
せ
て
年
月
を
経
て
あ
り
へ
け
り
。
こ
の
男
往
ぬ
れ
ぱ
、
た
だ
一
人
物
も

食
は
で
山
中
に
ゐ
た
れ
ぱ
、
か
ぎ
り
な
く
わ
ぴ
し
か
り
け
り
。
か
か
る
ほ
ど
に
は
ら
み
に
け
り
。
こ
の
男
、
物
東
め

に
出
で
に
け
る
ま
ま
に
三
日
四
日
来
ざ
り
け
れ
ぱ
、
待
ち
わ
ぴ
て
、
立
ち
出
で
山
の
井
に
行
き
て
影
を
見
れ
ば
、
わ

が
あ
り
し
か
た
ち
に
も
あ
ら
ず
、
あ
や
し
き
や
う
に
な
り
に
け
り
。
鏡
も
な
け
れ
ば
、
顔
の
な
り
た
ら
む
や
う
も
知

敦
子

植

田



ら
で
あ
り
け
る
に
、
に
は
か
に
見
れ
ば
、
い
と
恐
ろ
し
げ
な
り
け
る
を
、
い
と
恥
づ
か
し
と
思
ひ
け
り
。
さ
て
詠
み

た
り
け
る
。

安
稜
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は

と
詠
み
て
、
木
に
書
き
つ
け
て
、
庵
に
来
て
死
に
け
り
。
男
、
物
な
ど
求
め
て
も
て
来
て
、
死
に
て
伏
せ
り
け
れ
ば
、

い
と
あ
さ
ま
し
と
思
ひ
け
り
。
山
の
井
な
り
け
る
歌
を
見
て
返
り
来
て
、
こ
れ
を
思
ひ
死
に
に
、
傍
ら
に
伏
せ
り
て

死
に
け
り
。
世
の
古
ご
と
に
な
む
あ
り
け
る
。
窺
'
〕

ま
た
、
『
万
葉
集
』
巻
一
六
の
歌
は
左
注
も
含
め
て
、
吹
の
よ
う
で
あ
る
。

安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に

吐
な
吐

右
の
歌
、
伝
え
て
工
は
く
、
葛
城
王
、
陸
国
に
遣
は
さ
れ
け
る
時
に
、
国
司
の
承
、
緩
怠
な
る
こ
と
異
甚
だ

し
。
こ
こ
に
王
の
意
喜
ぴ
ず
し
て
、
怒
り
の
色
面
に
顕
れ
ぬ
。
飲
優
を
設
け
た
れ
ど
、
肯
へ
て
宴
楽
せ
ず
。
こ
こ
に

前
の
采
女
あ
り
、
風
流
び
た
る
娘
子
な
り
。
左
手
に
觴
を
捧
げ
、
右
手
に
水
を
持
ち
、
王
の
膝
を
撃
ち
て
、
こ
の
歌

袰
3

を
詠
む
。
す
な
は
ち
王
の
意
解
け
悦
ぴ
て
、
楽
飲
す
る
こ
と
終
日
な
り
、
と
い
ふ
。

で
は
、
『
万
葉
集
』
「
安
積
山
』
の
歌
と
、
本
段
の
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
な
ぜ
『
万
葉
集
』
「
安
積
山
」
の
歌
と
ほ
ぽ
伺
じ
内
容
の
歌
が
『
大
和
物
語
』
に
存
在
す
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
、
歌
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

あ
る
伝
承
歌
が
、
『
万
葉
集
』
の
左
註
の
よ
う
な
言
い
伝
え
と
、
『
大
和
物
語
』
の
よ
う
な
純
愛
の
物
語
と
の
二
系
統
に

.

大
き
く
分
か
れ
て
い
0
た
。

・
『
万
葉
集
』
巻
六
「
安
山
」
の
歌
を
知
っ
て
い
た
『
大
和
物
語
』
の
作
者
、
も
し
く
は
他
の
誰
か
が
、
ほ
ぽ
同
じ
歌

を
使
っ
た
新
た
な
物
語
を
生
み
出
し
た
。

で
は
、
研
究
者
の
見
解
は
ど
ぅ
で
あ
ろ
う
か
。
安
藤
享
子
氏
は
詮
文
「
物
語
に
み
ら
れ
る
類
型
性
尖
和
物
語
一
五
玉

段
を
中
心
に
ー
、
征
↓
の
中
で
、
古
今
集
の
仮
名
序
で
「
安
積
山
、
の
歌
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上

少
な
く
と
も
古
今
集
時
点
で
は
、
あ
さ
か
山
、
と
始
ま
る
和
歌
は
「
浅
き
心
を
わ
が
思
は
な
く
に
」
と
結
ば

れ
る
よ
う
に
予
想
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
0
た
だ
ろ
う
。
(
中
略
)
大
和
物
語
の
成
立
を
天
暦
五
、
六
年
ご
ろ
か
ら
円

融
朝
あ
た
り
と
考
え
る
な
ら
、
古
今
集
成
立
よ
り
後
に
下
句
の
異
な
る
一
あ
さ
か
山
」
の
歌
が
出
て
き
た
と
す
る
の

が
穏
当
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う

と
、
『
大
和
物
語
』
「
安
山
」
の
歌
の
成
立
時
期
を
推
定
し
て
い
る
。

方
、
森
本
茂
氏
は
論
文
「
大
和
物
語
の
生
成
1
万
葉
歌
の
歌
枕
」
竈
3
の
中
で
、
万
葉
集
の
「
安
積
山
」
の
歌

に
関
し
て
、こ

の
厭
は
、
相
手
に
対
す
る
深
い
思
い
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
恋
歌
で
も
あ
り
、
人
を
迎
え
る
際
の
挨
拶
歌
で
も
あ

つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宴
席
で
歌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
中
央
か
ら
派
遼
さ
れ
る
客
に
は
と
く
に
口
ー

カ
ル
色
豊
か
な
民
謡
と
し
て
好
ま
れ
、
こ
れ
に
近
い
よ
う
な
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
脚
色
し
て
、
左
注
が
書
か
れ
た
の
だ
ろ

う
。
だ
か
ら
、
安
積
山
の
近
く
に
国
府
の
あ
う
た
時
代
の
こ
と
か
と
推
測
し
た
り
、
葛
城
王
は
橘
諸
兄
で
あ
る
と
決



め
て
か
か
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。

と
、
万
葉
集
三
八
0
七
の
左
注
を
史
実
と
し
て
扱
う
必
要
は
な
い
と
述
、
へ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
万
葉
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
に
関
し
て
氏
は
、
同
じ
く
『
古
今
集
』
で
歌
の
父
母
と
さ
れ
て
い
る
「
鯉
波
津
」

の
歌
が
法
隆
寺
の
天
井
格
縁
に
落
書
き
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
琵
三
か
ら
、
「
安
山
」
の
歌
も
七
世
紀
を
遡
る
こ
ろ

か
ら
の
古
い
伝
承
歌
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
。

柿
本
奨
氏
は
著
書
『
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
置
゛
〕
の
中
で
、
『
万
葉
集
』
【
安
積
山
」
の
歌
を
紹
介
し
た
あ
と
に
、

欧
の
よ
う
に
述
.
へ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
歌
は
本
段
の
歌
と
意
味
は
殆
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
歌
句
に
相
違
が
あ
り
、
そ
の
左
注
の
如
く
ば
作
歌
事
惰
に

つ
い
て
も
異
伝
で
あ
る
。
歌
が
作
者
不
明
の
伝
承
歌
で
あ
る
た
め
左
注
の
如
き
伝
え
が
付
い
た
の
で
あ
り
、
本
段
の

場
合
は
百
四
十
七
段
と
同
様
、
『
万
葉
集
』
と
直
接
関
係
が
な
く
、
こ
う
い
う
話
の
中
に
は
め
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

合
成
と
い
う
姦
で
虚
構
の
物
語
で
は
あ
る
が
、
末
尾
に
「
世
の
古
ご
と
」
と
あ
る
如
く
本
段
に
発
す
る
虚
で
は

な
く
、
既
成
の
虚
構
物
語
を
本
段
は
伝
承
す
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
研
究
者
の
見
解
に
ょ
る
と
、
あ
る
伝
承
歌
が
、
『
万
葉
集
』
の
左
註
の
よ
う
な
言
い
伝
え
と
、
『
大
和
物
語
』
の

よ
う
な
純
愛
の
物
語
と
の
二
系
統
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
見
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
歌
の
解

歌
に
こ
の
二
首
の
解
釈
で
あ
る
。
再
度
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
示
し
て
お
く
。

安
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は
(
『
大
和
物
語
』
一
五
五
段
)

安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
裂
が
思
は
な
く
に
(
『
万
葉
集
』
巻
一
六
・
三
八
0
七
)

二
首
の
歌
は
、
下
の
句
に
若
干
違
い
が
あ
る
。

ま
ず
、
共
通
部
分
で
あ
る
上
の
句
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
『
大
和
物
語
評
釈
』
食
急
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
注
釈

帯
で
は
「
安
山
の
姿
ま
で
が
映
う
て
い
る
、
こ
の
浅
い
山
の
井
の
よ
う
に
↑
と
な
っ
て
お
り
、
安
桜
山
の
姿
が
山
の
井

に
映
る
と
い
う
非
現
実
的
な
状
況
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
「
安
積
山
」
の
「
ア
サ
」
と
「
浅
く
」
の
「
ア

サ
」
と
の
同
音
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
陸
奥
の
名
山
で
あ
る
有
名
な
「
安
山
」
を
歌
に
盛
り
込
む
と

い
う
図
が
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「
影
』
を
何
の
影
と
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
前
出
の
『
大
和
物
語
評
釈
』
を
は
じ
め
と
す
る
一
般
的
な

解
釈
で
は
、
「
影
」
を
「
安
山
の
姿
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
大
和
物
語
』
の
場
合
は
話
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
女

は
自
分
の
醜
い
姿
が
山
の
井
に
映
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
安
山
」
は
呼
ぴ
か
け
程
度
の
も
の
で
、
「
影
」
は
「
女

の
姿
」
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
巴
私
は
考
え
る
。
一
方
、
『
万
葉
集
』
「
安
山
」
の
歌
の
解
釈
は
、

『
萬
葉
集
評
釈
』
需
6
〕
を
は
じ
め
、
多
く
の
注
釈
で
影
を
「
安
積
山
の
誓
と
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
現
段
階
で

は
こ
の
こ
と
に
対
す
る
鯛
べ
が
十
分
に
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
の
で
、
『
大
和
物
語
』
の
一
安
積
山
」
の
歌
で
は
「
影
」
を

「
女
の
姿
」
と
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
程
度
で
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
今
後
、
用
例
等
を
集
め
、

引
き
続
き
考
察
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。



歌
に
下
の
句
を
見
て
い
く
。

『
万
葉
集
』
の
歌
は
、
国
司
の
接
待
が
お
ざ
な
り
で
、
そ
れ
に
不
満
を
持
っ
た
王
の
機
嫌
を
直
す
た
め
采
女
が
詠
ん
だ

と
い
う
設
定
で
、
『
大
和
物
語
』
は
、
男
に
ょ
う
て
東
国
に
連
れ
去
ら
れ
た
女
が
、
う
て
来
な
い
男
の
こ
と
を
思
い
な
が

ら
詠
ん
だ
男
へ
の
恋
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
安
藤
享
子
氏
は
前
出
の
詮
文
「
物
語
に
み
ら
れ
る
類
型
性
尖
和
物

語
一
五
五
段
を
中
心
に
ー
、
の
中
で
、

下
の
句
の
相
違
は
、
歌
の
成
り
立
っ
て
い
る
場
の
違
い
で
あ
り
、
『
浅
き
、
心
を
わ
が
思
は
な
く
に
」
を
「
あ
さ
く
は

人
を
思
ふ
も
の
か
は
一
と
醜
み
替
え
た
こ
と
で
、
一
首
が
恋
の
要
素
を
色
く
持
つ
よ
う
な
読
み
ぷ
り
に
変
化
し
て

い
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
森
本
茂
氏
は
同
じ
く
前
出
の
詮
文
「
大
和
物
語
の
生
〒
万
葉
集
の
歌
枕
」
の
中
で
、

『
万
葉
集
』
の
「
浅
き
心
を
わ
が
思
は
な
く
に
」
と
い
う
表
現
は
、
漢
文
訓
読
風
の
生
硬
な
響
き
が
あ
り
、
古
体

を
感
じ
さ
せ
は
す
る
が
、
詠
唱
に
関
し
て
は
優
雅
さ
に
欠
け
る
。
そ
こ
で
『
大
和
物
語
』
の
よ
う
な
「
浅
く
は
人
を

思
ふ
も
の
か
は
」
と
い
う
滑
ら
か
な
調
子
の
も
の
も
現
れ
た
の
だ
ろ
う
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
古
来
か
ら
人
々
に
好
ま
れ
た
伝
承
歌
が
時
代
と
と
も
に
派
生
歌
を
生
み
、
享
受
さ
れ
て
い
く
様
子
が

、
つ
か
が
え
る
。

下
の
句
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
『
大
和
物
語
』
の
歌
は
禽
い
心
で
あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
ま
し
ょ
う
か
、
い
い
ぇ

あ
な
た
を
深
く
愛
し
て
し
ま
す
」
、
『
万
蜑
』
で
は
、
前
出
の
『
葉
集
評
釈
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
浅
い
こ
の

山
の
井
の
よ
う
な
浅
は
か
な
心
で
、
私
が
あ
な
た
を
お
い
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
琶
3
と
い
う
よ

う
に
、
女
か
ら
相
手
へ
の
「
浅
く
は
な
い
思
い
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
捉
え
る
解
釈
が
般
的
で
あ
る
。

こ
の
「
浅
き
心
」
に
0
い
て
今
井
源
衛
氏
は
、
近
世
の
諸
注
釈
書
等
で
『
大
和
物
語
』
の
歌
の
「
浅
き
心
」
が
男
の
心

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、

し
い
て
後
者
の
意
に
解
す
れ
ば
、
「
あ
な
た
の
愛
が
浅
い
と
は
私
は
思
い
ま
せ
ん
ー
あ
な
た
の
愛
情
を
信
じ
ま

す
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
奨
口
、
女
の
気
持
ち
の
中
に
、
自
分
の
容
姿
に
絶
望
す
る
と
共
に
、

男
に
捨
て
ら
れ
た
か
と
い
う
不
安
や
疑
惑
も
あ
る
の
で
採
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
中
略
)
現
代
の
通
説
の
よ
う
に
「
あ

な
た
を
浅
く
愛
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
、
い
や
、
心
底
深
く
愛
し
て
い
ま
す
」
の
意
に
す
べ
き
で
あ
る
。

と
、
「
浅
き
心
」
は
や
は
り
女
の
、
心
と
捉
え
る
、
へ
き
だ
と
し
て
い
る
。
食
忌

「
浅
き
心
」
を
男
の
心
と
す
る
解
釈
は
、
私
自
身
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
新
鮮
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
今
井
氏

と
同
様
、
『
浅
き
、
心
」
は
女
の
心
と
し
た
方
が
、
解
釈
上
自
然
で
あ
る
と
考
え
る
。

=
『
古
今
和
歌
』
「
仮
名
序
」
の
「
安
山
」

す
で
に
一
で
れ
た
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
「
仮
名
序
」
に
は
歌
の
よ
う
に
「
安
積
山
』
の
歌
が
登
揚
す
る
。

難
波
津
の
歌
は
帝
の
御
初
め
な
り
。
兆
ほ
さ
ゞ
き
の
帝
、
鮭
波
津
に
て
、
皇
子
と
き
こ
え
け
る
時
、
東
宮
を
た
が
ひ
に
護
り
て
、

位
に
つ
き
た
ま
は
で
三
と
せ
に
孝
り
に
け
れ
ば
、
王
仁
と
い
う
ふ
人
の
い
ぶ
か
り
思
ひ
て
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
る
歌
な
り
け
り
。
[
こ
の
花
」



捻
む
め
の
花
を
い
ふ
な
る
ぺ
し
安
積
山
の
言
葉
は
采
女
の
た
は
ぶ
れ
よ
り
よ
み
て
、
葛
披
王
を
陸
奥
へ
つ
か
は
し
け
る
に
、
国

の
司
事
お
ろ
モ
か
と
な
り
と
て
、
設
け
な
ど
し
た
り
け
れ
ど
、
す
さ
ま
じ
か
り
け
れ
ぱ
、
果
女
な
り
け
る
女
の
、
か
は
ら
け
と
り
て
ょ
め
る

こ
れ
に
ぞ
、
布
ほ
き
み
の
心
と
け
に
け
る
。
こ
の
二
歌
は
、
歌
の
父
母
の
や
う
に
て
ぞ
、
手
習
ふ
人
の
は
じ
め
に
も
し

な
り

け
る
。

や
や
小
さ
め
の
字
は
「
古
注
」
で
あ
り
、
『
古
今
和
歌
集
』
「
仮
名
序
」
に
は
本
来
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
。

前
出
の
森
本
氏
の
論
文
「
大
和
物
語
の
生
〒
万
葉
集
の
歌
枕
識
」
に
ょ
る
と
、
「
数
々
の
『
古
今
和
歌
讐
の
注
釈

窪
邑
か
ら
類
推
す
る
と
、
古
注
は
『
大
和
物
語
』
よ
り
後
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
こ
と
だ
。
古
注
を
除
い
た
部
分

の
み
示
す
と
、

難
波
津
の
歌
は
帝
の
御
初
な
り
。
安
積
山
の
言
は
采
女
の
た
は
ぶ
れ
よ
り
よ
み
て
、
こ
の
二
歌
は
、
歌
の
父
母
の

余
3
}

や
う
に
て
ぞ
、
手
習
ふ
人
の
は
し
め
に
も
し
け
る
。

と
な
る
。
う
ま
り
、
「
安
山
」
の
厭
は
、
「
難
波
津
」
の
歌
と
と
も
に
子
ど
も
の
手
習
い
に
使
用
さ
れ
た
歌
で
、
当
時
の

人
に
と
つ
て
も
身
近
な
歌
で
あ
っ
た
こ
と
が
え
る
。

実
際
、
『
源
氏
物
語
』
「
若
紫
」
の
巻
で
は
、
若
紫
に
好
意
を
寄
せ
る
光
源
氏
が
寄
こ
し
た
消
息
文
に
対
し
て
尼
君
が
、

ま
だ
、
難
波
津
を
だ
に
、
は
か
ば
か
し
う
続
け
ざ
め
れ
ば
、
か
ひ
な
く
な
む

と
、
「
ま
だ
難
波
津
の
歌
で
さ
え
続
け
き
が
で
き
な
い
若
紫
で
あ
る
か
ら
、
源
氏
に
対
す
る
返
事
は
で
き
な
い
」
と
答
え

た
の
に
対
し
、
光
源
氏
は
尼
君
に

あ
さ
か
山
浅
く
も
人
を
思
は
ぬ
に
な
ど
山
の
井
の
か
け
は
な
る
ら
む

と
返
し
て
お
り
、
『
古
今
集
』
「
仮
名
序
」
の
影
、
さ
ら
に
は
「
歌
の
父
母
」
で
あ
る
二
歌
の
浸
透
ぶ
り
が
窺
え
る
と
こ

ろ
で
あ
る

「
定
晉
笹
嘉
禄
二
年

こ
ネ

た
だ
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
現
在
伝
わ
る
古
注
を
含
ん
だ
『
古
今
和
歌
集
』
「
仮
名
序
」

「
こ
れ
に
ぞ
、
お
ほ
き
み

本
」
(
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
片
桐
洋
一
・
講
談
社
・
一
九
九
八
年
二
月
他
)
を
は
じ
め
、

の
心
と
け
に
け
る
」
の
あ
と
に
、
『
大
和
物
語
』
一
五
五
段
と
同
一
の
、

安
積
山
か
げ
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
あ
さ
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は

の
歌
が
記
さ
れ
て
お
り
、
『
万
葉
集
』
三
八
0
七
と
ほ
ぽ
同
様
の
注
釈
を
つ
け
な
が
ら
、
歌
は
『
大
和
物
語
』
と
同
一
の
歌

が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
実
か
ら
も
、
「
安
山
」
の
歌
に
は
「
浅
き
心
を
わ
が
思
は
な
く
に
」
と
「
浅
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は
」
の
二

系
統
が
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
「
姫
ぬ
す
み
譚
」
と
し
て
の
位
置
づ
け

『
大
和
物
語
』
一
五
玉
段
は
「
娘
を
盗
み
出
す
話
」
、
つ
ま
り
「
姫
ぬ
す
み
」
と
し
て
位
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
参
考

呈
岨
〕

ま
で
に
「
姫
ぬ
す
み
輝
」
と
し
て
位
 
d
け
ら
れ
て
い
る
主
な
作
品
を
あ
げ
て
お
く
。

『
伊
勢
物
語
』
六
段
(
芥
川
)
、
一
一
厩
(
盗
人
)

『
大
和
物
語
』
五
四
段
(
ゆ
ふ
つ
け
鳥
)
、
五
五
段

器



『
更
級
日
記
』
竹
芝
寺
伝
説

『
源
氏
物
語
』
夕
顔
の
巻

『
狭
衣
物
語
』
飛
鳥
井
の
姫
君
の
「
ぬ
す
み
す
急

中
で
も
、
本
段
は
、
男
も
女
も
相
手
を
強
く
愛
し
て
い
る
と
い
う
点
が
他
の
姫
ぬ
す
み
譚
に
は
見
ら
れ
な
い
と
数
々
の

研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
再
ぴ
前
出
の
安
藤
氏
の
詮
文
を
紹
介
す
る
。

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
一
五
玉
段
は
、
男
も
女
も
相
手
を
強
く
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
根
幹
と
し
て

あ
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
話
は
他
の
「
姫
ぬ
す
み
」
即
に
は
見
ら
れ
な
か
0
た
よ
う
だ
。
一
五
四
段
に
し
て
も
、
女

は
将
来
の
不
安
だ
け
を
歌
で
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
お
そ
ろ
し
」
「
わ
ぴ
し
」
と
思
う
だ
け
で
、
男
が
話
し
か
け
て

も
「
い
ら
へ
も
せ
で
泣
」
く
の
み
で
死
を
迎
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
女
を
盗
む
程
の
方
的
な
愛
の
み
が

語
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
劣
物
語
で
は
、
男
の
心
も
女
の
胃
も
描
か
れ
て
い
ず
、
そ

れ
ら
は
享
受
者
の
側
に
ま
か
せ
ら
れ
た
格
好
に
な
う
て
い
た
。
つ
ま
り
大
和
物
語
一
玉
玉
段
は
作
者
が
前
面
に
押
し

出
て
来
て
物
語
の
人
物
を
規
定
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
本
段
は
「
姫
ぬ
す
み
課
」
の
系
譜
に
あ
り
な
が
ら
、
男
と
盗
み
出
さ
れ
た
女
と
の
間
に
愛
が
育
ま
れ
て
い
く

と
い
う
、
男
の
思
い
に
応
え
る
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
点
に
物
語
と
し
て
の
発
展
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

五
後
世
の
作
品
へ
の
影

実
は
、
こ
の
話
と
ほ
ぽ
同
じ
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
0
 
「
大
納
言
の
娘
内
舎
人
に
取
ら
る
る
」
に
採
ら
れ
て
い

る
。
内
容
的
に
は
む
し
ろ
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
て
、
物
語
と
し
て
の
発
展
性
が
興
味
深
い
。

長
い
の
で
全
文
の
紹
介
は
し
な
い
が
、
特
に
姫
君
が
男
か
ら
の
「
極
め
た
る
大
事
に
て
、
殿
に
申
す
べ
き
事
の
候
ふ
を
、

姫
御
前
に
申
さ
む
と
思
ひ
給
ふ
る
」
と
い
う
申
し
出
に
、
「
何
事
に
か
有
ら
む
。
実
に
其
の
男
は
親
し
く
仕
は
る
る
も
の
な

れ
ば
、
は
ば
か
る
べ
き
に
も
非
十
。
自
ら
か
む
」
と
、
女
房
づ
て
に
答
え
て
お
り
、
連
れ
去
ら
れ
る
前
に
姫
君
と
男
に

接
が
あ
っ
た
と
い
う
点
が
『
大
和
物
語
』
一
王
五
段
と
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
結
果
男
に
「
こ
の
姫
君
を
取
り
て
本
意

を
遂
げ
て
後
に
、
身
を
も
投
げ
て
死
な
む
」
と
い
う
ほ
ど
の
激
し
い
思
い
を
抱
か
せ
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
伴
い
、
最
終
郁
分
は

此
の
事
は
従
者
の
語
り
伝
え
た
る
に
や
、
世
の
旧
事
に
な
む
云
ひ
ぬ
る
。
然
れ
ぱ
、
女
は
従
者
な
り
と
も
男
に
は

心
許
す
ま
じ
き
な
り
と
な
む
、
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。
案
旦

と
な
っ
て
お
り
、
『
大
和
物
語
』
が
男
女
の
純
愛
に
対
す
る
作
者
の
賛
美
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
当
時

の
女
性
た
ち
へ
の
教
副
を
示
す
話
に
変
化
し
て
い
る
。

一
で
は
、
『
大
和
物
語
』
に
あ
る
話
と
し
て
こ
の
話
が
伝
え
ら
れ

『
十
飢
抄
』
五
の
九
や
『
古
今
著
聞
集
』
巻
五

八

号

と
は
逆
に
、
か
な
り
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
『
古

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
『
今
昔
物
語
集
』

今
著
聞
集
』
の
本
文
を
せ
て
お
く
。

む
か
し
、
大
納
言
な
り
け
る
人
の
、
御
門
に
奉
ら
ん
と
て
か
し
づ
き
け
る
女
を
、
内
舎
人
な
る
も
の
ぬ
す
み
て
、

み
ち
の
国
に
い
に
け
り
。
安
積
の
郡
安
山
に
庵
結
ぴ
て
住
み
け
る
ほ
ど
に
、
男
ほ
か
へ
い
き
け
る
ま
ま
に
立
ち
い



で
て
山
の
井
に
か
た
ち
を
う
つ
し
て
見
る
に
、
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
な
り
に
け
る
影
を
恥
じ
て
、

安
積
山
か
げ
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は

と
木
に
き
付
け
て
、
み
づ
か
ら
は
か
な
く
な
り
に
け
り
と
、
「
や
ま
と
も
の
が
た
り
」
に
し
る
せ
り
。
靈
7

古
今
著
闘
集
』
で
は
、
特
に
こ
の
出
来
事
に
対
す
る
作
者
の
評
価
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

十
訳
抄
』
の
本
文
も
ほ
ぽ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

大
和
物
語
に
は
、
「
昔
大
納
言
な
り
け
る
人
の
み
か
ど
に
奉
ら
ん
と
て
か
し
づ
き
け
る
女
を
、
内
舎
人
な
る
も
の

の
と
り
て
、
み
ち
の
く
に
に
い
に
け
り
。
あ
さ
か
の
郡
の
あ
さ
か
山
に
、
い
ほ
り
を
結
ぴ
て
住
み
け
る
が
、
男
外
へ

行
き
た
り
け
る
ま
に
立
出
で
て
、
山
の
井
に
か
た
ち
を
う
つ
し
て
見
る
に
、
有
り
し
に
も
あ
ら
ず
成
り
に
け
る
影
を

は
ぢ
て
、浅

香
山
か
げ
さ
へ
み
ゅ
る
山
の
井
の
あ
さ
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は

棄
邑

と
木
に
か
き
付
け
て
、
み
づ
か
ら
は
か
な
く
な
り
に
け
り
」
と
し
る
せ
り
。

お
そ
ら
く
、
方
が
他
方
を
引
用
し
た
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
『
古
今
著
聞
集
』
と
同
様
に
本
文
の
み
か
ら
は
特
に

批
判
性
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
こ
の
話
が
『
十
罰
抄
』
で
は
女
の
身
を
つ
つ
し
む
べ
き
例
話
を
連
ね
て
い
る
流
れ
に
配
さ

れ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
女
の
振
る
舞
い
に
対
し
批
判
的
な
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
『
十
訓
抄

評
釈
』
で
も
「
女
は
振
る
ま
い
を
つ
つ
し
む
ぺ
き
だ
と
い
う
例
話
に
仕
立
て
直
し
た
の
が
本
話
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
受
け
取
り
方
が
変
化
し
て
い
っ
た
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
の
女
性
の
位
置
づ
け
に
も
関
わ

う
て
く
る
と
思
わ
れ
、
興
味
深
い
。
時
代
背
景
も
含
め
て
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
今
回
は
そ
の
考
察
ま
で
及
ぱ

な
か
つ
た
。

終
わ
り
に

以
上
、
『
大
和
物
語
』
一
玉
玉
段
の
教
材
研
究
と
し
て
、
考
え
ら
れ
る
主
な
問
胆
点
に
つ
い
て
先
行
の
論
文
を
中
心
に
餌

、
へ
、
整
理
・
考
察
し
て
み
た
。
ま
だ
追
究
が
足
り
な
い
点
も
多
い
が
、
今
回
の
調
、
へ
を
通
し
て
作
品
へ
の
理
解
が
深
ま
っ

た
の
で
、
今
後
の
授
業
で
生
か
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
今
回
の
内
容
は
、
四
年
ほ
ぞ
前
に
三
省
堂
『
高
等
学
校
古
典
古
文
編
』
の
『
大
和
物
語
』
「
安
積
山
」
の
指

導
資
料
を
執
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
時
に
ま
と
め
た
も
の
を
大
幅
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
四
年
の
間

に
、
柳
田
忠
則
氏
の
『
大
和
物
語
研
究
史
』
〔
柱
リ
が
出
版
さ
れ
、
本
話
に
関
連
し
た
文
の
存
在
を
新
た
に
知
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
0
た
。
ま
た
、
今
回
調
、
へ
て
み
て
、
思
0
た
以
上
に
『
大
和
物
語
』
一
五
五
段

を
核
に
し
た
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
ま
だ
研
究
さ
れ
尽
く
し
て
い
な
い
こ
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
垣
間

見
た
思
い
が
し
た
。
安
積
山
の
歌
の
釈
や
、
後
世
の
作
品
へ
の
影
な
ど
ま
だ
鯛
.
へ
た
い
点
が
残
っ
て
い
る
の
で
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い

注注
1
 
安
藤
享
子
氏
「
物
語
に
み
ら
れ
る
類
型
性
尖
和
物
語
一
五
五
段
を
中
心
に
』
(
『
和
洋
国
文
研
究
』
一
九
七
七

悼
一



年
十
二
月
号
)

注
2
 
森
本
茂
氏
「
大
和
物
語
の
生
〒
万
葉
集
の
歌
枕
意
識
」
(
『
大
和
物
語
の
考
証
的
研
究
』
和
泉
院
一
九
九
0

年
一
 
0
月
)

注
3
 
澤
潟
久
孝
氏
『
万
蜑
注
釈
』
中
央
公
詮
社
・
一
九
六
九
年
に
ょ
る
。

注
4
 
柿
本
奨
氏
『
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
武
蔵
野
院
一
九
八
一
年
二
月

注
5
 
今
井
源
衛
氏
『
大
和
物
語
評
釈
下
巻
』
笠
間
院
二
0
0
0
年
二
月

注
6
 
伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
釈
注
八
』
綴
博
・
集
英
社
一
九
九
八
年
一
月

注
7
 
注
6
 
『
葉
集
釈
注
八
』
よ
り
引
用
。

注
8
 
注
5
 
『
大
和
物
語
評
釈
下
巻
』
に
ょ
る
。

注
9
 
『
古
今
余
材
抄
』
(
契
沖
)
、
『
古
今
和
歌
集
打
聴
』
(
賀
茂
淵
)
、
『
古
今
童
蒙
抄
』
(
条
絞
良
)
、
『
古
今
和
歌
集

全
評
釈
』
(
竹
岡
正
夫
)
を
参
考
に
さ
れ
て
い
る
。

注
W
 
今
井
源
氏
『
大
和
物
語
評
釈
下
巻
』
、
重
川
恵
美
氏
「
安
山
の
伝
甲
一
五
五
段
よ
1
」
(
「
大
和
物
語

探
求
」
 
8
号
一
九
七
七
年
一
 
0
月
)
等
を
参
考
に
し
た
。

注
Ⅱ
古
橋
信
孝
氏
「
安
山
」
説
話
考
(
「
へ
い
あ
ん
ぶ
ん
が
く
」
 
1
号
一
九
六
七
年
七
月
)
等
を
参
考
に
し
た
。

注
W
 
柳
田
忠
則
氏
『
大
和
物
語
研
究
史
』
翰
林
書
房
二
0
0
六
年
二
月

<
右
記
以
外
の
参
考
文
献
・
参
考
論
文
>

「
大
和
物
語
の
歌
説
話
性
と
安
山
伝
説
娘
ぬ
す
み
譚
を
中
心
に
」
舟
田
明
子
(
『
蚕
舎
大
学
人
文
』
九
九

.

年
十
月
)

「
物
語
文
学
と
伝
説
」
林
田
孝
和
(
『
体
系
物
語
文
学
史
(
1
)
物
語
文
学
と
は
何
か
1
』
有
精
堂
一
九
八
二
年
九

.

旦
・
源
氏
物
語
に
郭
け
る
采
女
伝
〒
「
安
積
山
の
歌
語
り
」
を
め
ぐ
つ
て
1
 
久
木
原
玲
(
「
源
氏
研
究
」
 
9
号
二
0

四
年
四
月
)

・
女
性
竝
致
の
話
型
組
成
立
石
和
弘
(
「
國
文
學
』
五
0
巻
四
号
學
艦
耻
二
0
0
玉
年
四
月
)

中
N

<
引
用
本
文
の
出
典
>

※
1
 
『
竹
取
物
語
劣
物
語
大
和
物
語
平
中
物
語
』
貧
本
古
典
文
学
全
集
)
片
桐
洋
・
福
井
貞
助
・
高
橋
正

治
・
水
好
子
(
小
学
館
・
一
九
七
一
年
)

※
2
 
『
萬
葉
集
四
』
(
日
本
古
典
文
学
全
集
)
高
帋
之
助
・
五
味
智
英
・
大
野
晋
(
岩
波
書
店
・
九
六
二
年
)

之
・
新
井
栄
蔵
(
岩
波
店
・
九
八
九
年
)

※
3
 
『
古
今
和
歌
集
』
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
)

」

※
4
 
『
源
氏
物
語
一
』
(
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
)
阿
部
秋
生
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
・
秋
山
虔
(
小
学
館
一

九
九
四
年
三
月
)

※
5
 
『
金
葉
和
歌
集
・
飼
花
和
歌
集
』
(
日
本
古
典
文
学
全
集
)
川
村
晃
生
・
柏
木
由
夫
・
工
藤
重
矩
(
岩
波
書
店
一



九
八
九
・
九
月
)

※
6
 
『
今
昔
物
語
集
』
(
新
編
日
本
古
典
文
学
金
毎
馬
淵
和
夫
・
稲
垣
泰
一
・
国
東
文
鷹
(
小
学
館
二
0
0
二
年
玉

月
)

※
7

※
8

『
古
今
著
聞
集
』
西
尾
光
一

『
十
翻
抄
詳
解
』
石
橋
尚
宝

小
林
保
治

萌
治
帯
院

.

(
新
潮
社
一
九
八
三
年
六
月
)

一
九
二
七
年
)

器


