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平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
和
ス
」
　
の
意
味
用
法

－
　
「
ワ
ス
」
と
「
ク
ワ
ス
」
を
比
較
し
て
　
ー

目
　
次

は
じ
め
に

古
辞
書
の
記
述
か
ら

国
語
文
に
お
け
る
「
和
ス
」
　
の
意
味
用
法

漢
文
　
（
訓
点
資
料
）
　
に
お
け
る
「
和
ス
」
　
の
意
味
用
法

久
遠
寺
蔵
『
本
朝
文
粋
』
　
に
お
け
る
「
和
」
字
の
訓
読

お
わ
り
に

柚
　
　
木
　
　
靖
　
　
史

一
は
じ
め
に

漢
語
の
中
に
は
、
一
語
に
複
数
の
読
み
方
が
併
存
し
、
読
み
の
違
い
に
よ
っ
て
意
味
も
異
な
る
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上

げ
る
一
字
漢
語
サ
変
動
詞
「
和
ス
」
も
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
「
和
ス
」
に
は
「
ク
ワ
ス
」
と
読
ま
れ
る
場
合
と
「
ワ
ス
」
と
読
ま
れ

る
場
合
と
が
あ
り
、
前
者
は
漠
音
読
、
後
者
は
呉
音
読
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
一
つ
の
漢
語
に
複
数
の
読
み
が
存
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既



（1）

に
、
こ
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
御
論
考
も
存
す
る
が
、
尚
、
個
々
の
語
に
つ
い
て
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、

「
和
ス
」
と
い
う
漢
語
サ
変
動
詞
に
焦
点
を
当
て
、
「
ク
ワ
ス
」
と
「
ワ
ス
」
に
意
味
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
国

語
文
と
漢
文
（
訓
点
資
料
）
と
の
両
面
か
ら
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
語
文
を
対
象
と
し
た
場
合
に
は
、
我
が
国
古
来
の
文

章
表
現
に
お
い
て
　
「
ク
ワ
ス
」
　
と
　
「
ワ
ス
」
が
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
漢
文

特
に
訓
点
資
料
を
対
象
と
し
た
場
合
に
は
、
「
和
」
を
「
ク
ワ
ス
」
「
ワ
ス
」
　
の
い
ず
れ
に
読
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
こ
に
読
み

分
け
の
基
準
が
存
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
和
」
　
に
は
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
　
（
四
段
・
下
二
段
）
　
と

い
う
和
語
動
詞
で
読
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
場
合
に
サ
変
動
詞
「
和
ス
」
　
と
読
ま
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
問

題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

尚
、
こ
の
論
文
で
は
、
「
和
」
　
の
読
み
方
を
問
題
に
す
る
場
合
に
つ
き
　
「
ク
ワ
ス
」
　
「
ワ
ス
」
と
片
仮
名
表
記
す
る
こ
と
と
し
、
両
者
を
含

め
て
論
じ
る
と
き
は
「
和
ス
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
古
辞
書
の
記
述
か
ら

ま
ず
、
古
辞
書
を
資
料
と
し
て
、
「
和
ス
」
と
い
う
漢
語
サ
変
動
詞
が
我
が
国
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
説
明
さ
れ
て
き
た
か

と
い
う
こ
と
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

［
H
ヮ
ス

弄
・
声
相
応
也

猥
声
相

弄
．
応

猥
声
相

ィ
不
応
也

暗
　
声
相
応
ス
ル
也
詩
ノ

京
1
　
之
和
！
等
也

（
前
田
本
色
葉
芋
類
抄
　
上
巻
　
辞
字
8
8
丁
裏
6
行
目
）

（
印
度
本
節
用
集
　
弘
治
二
年
本
　
7
2
・
3
）

（
同
右
　
　
　
　
　
両
足
院
本
　
7
8
・
6
）

（
恵
空
編
節
用
集
大
全
　
態
芸
門
　
2
2
3
・
5
）

こ
れ
ら
の
用
例
を
み
て
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
、
サ
変
動
詞
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
「
ワ
ス
」
　
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
節
用
集

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
和
ス
」
　
の
意
味
用
法

六
〇
七
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な
ど
に
「
ク
ワ
ス
」
が
な
ぜ
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
ワ
ス
」
の
意
味
は
、

「
声
相
応
也
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
古
辞
書
の
記
述
か
ら
伺
え
よ
う
か
と
思
う
。
「
声
相
応
也
」
と
は
、
「
相
手
の
和
歌

な
ど
に
相
応
じ
て
返
歌
を
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
ワ
ス
」
の
意
味
と
し
て
は
、
「
穏
や
か
に
な
る
」
「
混
じ

（2）

り
合
う
」
等
、
こ
の
他
に
も
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
、
多
義
語
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
な
ぜ
「
声
相
応
也
」
と
い
う
意
味

だ
け
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
辞
書
に
も
、
節
用
集
等
と
同
じ
よ
う
な
意
味
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

わ
す
　
和
す
　
万
葉
二
和
シ
ケ
ル
時
其
歌
ノ
返
歌
ヲ
ヨ
ム
也
。
袋
草
子
、
万
葉
の
歌
を
本
歌
と
し
て
詠
返
歌
也
。
拾
遺
恋
二
、
万
葉
集
和

し
侍
り
け
る
に
順
歌
云
々
。
散
木
上
、
鹿
の
声
を
き
1
て
俊
重
が
よ
め
る
歌
云
々
。
こ
れ
を
和
し
け
る
歌
云
々
。
同
中
、
か
わ
ら
け
と
り

て
よ
め
る
歌
云
々
。
修
理
大
夫
行
宗
和
せ
ら
れ
た
り
し
か
ど
も
わ
す
れ
に
け
り
。
（
『
増
補
語
林
　
倭
訓
莱
』
）

わ
す
　
和
す
　
万
葉
に
和
し
け
る
時
、
弐
」
到
瑚
到
封
慧
叫
判
明
l
劃
相
対
u
叫
刹
時
期
馴
刊
叫
矧
望
慧
J
U
封
め
l
鞍
l
甜
薗
司
捌
刻
u
司

同
じ
心
を
よ
め
る
と
は
異
な
り
、
詩
に
も
し
か
い
へ
り
。

（
袋
草
子
）
云
、
万
葉
の
歌
を
本
歌
と
し
て
詠
返
歌
な
り
。
［
拾
、
恋
二
］
万

葉
集
和
し
侍
り
け
る
に
順
歌
云
々
。
［
散
木
、
上
、
五
十
二
鹿
の
声
を
き
ゝ
て
俊
重
が
よ
め
る
歌
云
々
。
こ
れ
を
和
し
侍
り
け
る
歌
云
々
。

［
同
、
中
、
六
］
か
は
ら
け
と
り
て
よ
め
る
歌
云
々
。
修
理
大
夫
行
宗
和
せ
ら
れ
た
り
し
か
ど
も
わ
す
れ
に
け
り
。
（
『
増
補
　
雅
言
集
覧
』
）

こ
れ
ら
、
『
倭
訓
某
』
『
雅
言
集
覧
』
は
、
「
ワ
ス
」
の
意
味
を
、
「
返
歌
を
詠
む
こ
と
（
詩
の
場
合
も
含
む
）
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
先
に
掲
げ
た
、
色
葉
芋
類
抄
や
節
用
集
の
記
述
と
相
通
じ
て
い
る
。

三
　
国
語
文
に
お
け
る
「
和
ス
」
　
の
意
味
用
法

前
節
で
は
、
古
辞
書
に
お
い
て
「
和
ス
」
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
国
語
文
の
う
ち
古
典
の
文
学

作
品
に
お
い
て
、
「
和
ス
」
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
ま
ず
、
「
和
ス
」
の
使
用
数
を



作
品
ジ
ャ
ン
ル
別
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
尚
、
次
に
示
す
表
は
、
「
和
ス
」
の
用
例
が
認
め
ら
れ
た
作
品
の
み
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
内
の
数
字
は
、
当
該
文
献
中
に
認
め
ら
れ
る
「
和
ス
」
の
用
例
数
を
示
し
た
も
の
で
、
そ
の
う
ち
丸
括
弧
に
入
れ
て
示
し
た
数
字
は
、
例

え
ば
活
用
部
分
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
サ
変
動
詞
な
の
か
和
語
動
詞
な
の
か
判
断
で
き
な
い
も
の
な
ど
の
用
例
数
を
表
し
て
い
る
。

以
上
、
国
語
文
に
お
け
る
「
和
ス
」
の
用
例
を
作
品
ジ
ャ
ン
ル
別
に
示
し
た
が
、
全
体
を
通
し
て
も
そ
の
使
用
数
は
極
め
て
少
な
い
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
の
物
語
に
お
い
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
一
例
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
一
例
に
し
て
も
、
次
に

（3）

示
す
よ
う
に
、
光
源
氏
が
口
ず
さ
む
漢
詩
の
な
か
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
者
の
創
作
し
た
文
章
中
の
使
用
例
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

平
安
時
代
の
物
語
に
お
い
て
は
、
そ
の
使
用
例
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

説 物
話 語

抽 古 十 A 源
氏 作

秒
石 今 訓 ヱ

昔
江
好

集 著 抄 物 撰 物 品
聞
集

語
集

語 名

1 2 1 3 2
（1
）

1 用
例
数

お
伽

草
子

羅
生

若
み

秋
夜 作

日」P ど
n
ノ

長
物
語

品
名

1 2 1 用
例
数

講
式

歴
史
物
語

随
心
院
蔵
仮
名
書
き
往
生
講
式

今
鏡

作
品
名

1 2 用
例
数

．

あ
め
の
う
ち
ふ
り
た
る
な
ご
り
の
い
と
も
の
し
め
や
か
な
る
ゆ
ふ
つ
か
た
御
ま
へ
の
わ
か
ゝ
え
で
か
し
わ
き
な
ど
の
あ
を
や
か
に
し
げ

り
あ
ひ
た
る
が
な
に
と
な
く
心
ち
よ
げ
な
る
そ
ら
を
み
い
だ
し
給
ひ
て
叫
u
て
ま
た
き
よ
し
と
う
ち
ず
し
給
う
て
（
源
氏
物
語
大
成

7
9
5
・
8
　
胡
蝶
）

こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
物
語
に
は
、
「
和
ス
」
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
和
文
を

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
和
ス
」
の
意
味
用
法

六
〇
九
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書
き
記
す
う
え
で
の
用
語
と
し
て
は
、
「
和
ス
」
と
い
う
漢
語
サ
変
動
詞
は
未
だ
馴
染
ん
で
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
和
ス
」
の
用

例
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
、
院
政
期
頃
成
立
の
『
今
昔
物
語
集
』
あ
た
り
か
ら
で
、
作
品
ジ
ャ
ン
ル

と
し
て
は
説
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
説
話
の
文
体
は
、
漢
文
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、

恐
ら
く
は
、
こ
の
こ
と
が
「
和
ス
」
の
使
用
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
次
に
、
国
語
文
に
お
け
る
「
和
ス
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
以
下
、
私
に
意
味
別
に
分
類
し
て
用
例
を
示
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
。
（
紙
面
の
都
合
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
つ
き
、
代
表
的
な
用
例
の
み
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
）

（
1
）
　
「
混
じ
り
合
う
・
混
ぜ
合
わ
せ
る
」
　
計
3
例

①
昔
、
迦
葉
悌
ノ
時
二
一
ノ
老
女
有
キ
、
諸
ノ
香
ヲ
以
テ
油
二
剤
叫
テ
、
行
テ
塔
二
塗
キ
。
（
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
、
第
三
十
話
、
大
系

1
8
0
頁
9
行
目
）

②
此
レ
、
則
、
国
ノ
大
夫
人
、
葦
捏
希
、
窮
二
艶
ヲ
蘇
蜜
二
刑
叫
テ
其
御
身
二
塗
り
、
理
堵
ノ
中
二
渠
ヲ
盛
テ
蜜
二
奉
り
給
フ
。
（
『
今
昔

物
語
集
』
等
第
三
、
第
二
十
七
話
、
大
系
捕
頁
1
6
行
目
）

（
2
）
　
「
調
和
す
る
」
　
計
6
例

③
四
気
刺
せ
ル
ヲ
之
ヲ
玉
燭
ト
謂
フ
（
金
剛
寺
蔵
『
注
好
撰
』
二
丁
裏
5
行
目
）

④
四
気
剰
叫
ル
ヲ
通
（
シ
テ
）
之
ヲ
景
（
平
声
）
風
（
去
声
）
ト
謂
フ
。
（
金
剛
寺
蔵
『
注
好
撰
』
二
丁
裏
6
行
目
）

（
3
）
　
「
な
ご
む
」
　
計
1
例

⑤
舞
曲
ノ
宴
ア
ツ
テ
、
新
羅
大
明
神
誠
二
興
二
剰
叫
テ
歓
喜
ノ
笑
ヲ
含
（
ミ
）
給
フ
。
（
『
秋
夜
長
物
語
』
　
大
系
4
8
2
貢
1
2
行
目
）

（
4
）
　
「
（
和
歌
・
漢
詩
な
ど
に
）
相
応
じ
る
」
　
計
5
例

⑥
こ
の
を
と
ゞ
う
せ
さ
せ
給
ほ
ど
ち
か
く
な
り
て
、
法
性
寺
殿
、
か
つ
ら
ど
の
な
ど
、
ご
ら
む
じ
め
ぐ
ら
せ
給
て
、
処
く
の
あ
り
さ

ま
を
、
さ
ま
・
′
＼
の
ふ
み
ど
も
つ
く
ら
せ
給
て
、
も
り
み
つ
、
こ
れ
と
し
な
ど
い
ふ
学
生
ど
も
に
た
ま
ひ
て
、
叫
u
て
た
て
ま
つ
り
、



判
ぜ
さ
せ
な
ど
せ
さ
せ
給
へ
り
。
（
『
今
鏡
』
き
く
の
つ
ゆ
　
掴
頁
1
4
行
目
）

⑦
二
　
邑
上
帝
カ
ク
レ
サ
セ
給
テ
後
、
枇
杷
大
納
言
延
光
卿
朝
夕
、
恋
忍
ヒ
奉
テ
、
御
カ
タ
ミ
ノ
色
ヲ
一
生
ヌ
キ
給
ハ
サ
リ
ケ
リ
。

或
夜
ノ
夢
こ
、
御
製
給
バ
ラ
セ
ケ
ル
。

月
輪
日
本
錐
相
l
別
　
温
l
意
清
」
翌
日
至
－
誠

兜
率
最
」
菌
シ
テ
帰
ル
二
内
院
ペ
如
1
今
於
レ
彼
。
語
″
二
卿
ノ
名
ヲ
パ

大
納
言
夢
覚
テ
驚
テ
、
是
ヲ
剰
叫
奉
ル
。

再
l
拝
聖
l
願
「
寝
ノ
程
　
思
－
言
芳
l
虞
奏
二
中
博
一

夢
中
如
レ
覚
夢
中
ノ
事
　
錐
レ
尽
二
一
生
ヲ
豆
。
早
，
驚
セ
シ
ャ
（
『
十
訓
抄
』
等
五
　
捕
・
2
）

⑧
大
納
言
夢
さ
め
て
お
ど
ろ
き
て
こ
れ
に
刑
∪
た
て
ま
つ
る
。
（
『
古
今
著
聞
集
』
巻
四
、
7
7
貢
1
5
行
目
）

以
上
示
し
た
よ
う
に
、
国
語
文
で
使
用
さ
れ
る
「
和
ス
」
に
は
、
「
混
じ
り
合
う
・
混
ぜ
合
わ
せ
る
」
「
調
和
す
る
」
「
な
ご
む
」
「
（
和
歌
・

漢
詩
な
ど
に
）
相
応
じ
る
」
と
い
っ
た
意
味
が
存
し
、
一
義
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
呈
す
る
の
は
、
「
和
」
と
い

（4）

う
漢
字
の
意
味
に
本
来
多
く
の
意
味
が
存
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
れ
ら
四
つ
の
意
味
の
「
和
ス
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
文
献
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
み
る
と
、
「
混
じ
り
合

う
・
混
ぜ
合
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
の
「
和
ス
」
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
う
ち
、
い
ず
れ
も
天
竺
部
や
震
旦
部
に
属
す
る
部
分
、
つ
ま
り
仏

教
に
関
す
る
説
話
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
み
る
と
、
「
混
じ
り
合
う
・
混
ぜ
合
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
の
「
和
ス
」
の
使
い
方
は

仏
典
の
影
響
下
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

次
に
、
「
（
和
歌
や
漢
詩
な
ど
に
）
相
応
じ
る
」
意
の
「
和
ス
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
用
例
は
『
今
鏡
』
と
い
っ
た
歴
史
物
語
や
『
十

訓
抄
』
『
古
今
著
聞
集
』
と
い
っ
た
説
話
な
ど
に
広
く
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
本
邦
の
国
語
文
に
お
け
る
中
心
的
な
用
法
で
あ
る
と
も

い
え
よ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
本
邦
の
各
古
辞
書
に
お
い
て
、
「
和
ス
」
の
意
味
と
し
て
、
「
声
相
応
也
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も

平
安
。
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
和
ス
」
の
意
味
用
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

関
連
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
国
語
文
を
対
象
に
し
て
、
「
和
ス
」
の
読
み
と
意
味
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
尤
も
、
先
に
掲
げ
た
用
例
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
国
語
文
に
お
い
て
「
和
ス
」
　
の
読
み
が
分
か
る
例
は
極
め
て
少
な
い
の
で
、
以
下
、
そ
の
わ
ず
か
な
用
例
を
手
が
か
り
と

し
て
、
読
み
と
意
味
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

「
ワ
ス
」
の
例
と
し
て
は
、
随
心
院
蔵
『
仮
名
書
き
往
生
講
式
』
に
一
例
、
『
今
鏡
』
に
二
例
、
「
ク
ワ
ス
」
の
例
と
し
て
は
、
『
平
家
物
語
』

に
一
例
、
仁
和
寺
蔵
『
後
鳥
羽
天
皇
御
作
無
常
講
式
』
に
一
例
存
す
る
。
意
味
は
、
「
ワ
ス
」
が
、
『
仮
名
書
き
往
生
講
式
』
の
一
例
、
『
今
鏡
』

の
二
例
い
ず
れ
も
、
「
（
和
歌
や
漢
詩
な
ど
に
）
相
応
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
一
方
、
「
ク
ワ
ス
」
は
、
い
ず
れ
も
「
調
和
す
る
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
「
（
和
歌
や
漢
詩
な
ど
に
）
相
応
じ
る
」
　
の
意
で
は
「
ワ
ス
」
、
「
調
和
す
る
」
の
意
で
は
「
ク
ワ
ス
」
と
な

る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
辞
書
で
、
「
ワ
ス
」
　
の
方
の
み
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
に
「
声
相
応
也
」
と
い
っ
た
意
味
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、

国
語
文
で
「
ワ
ス
」
が
全
て
「
（
和
歌
や
漢
詩
な
ど
に
）
相
応
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
と
、
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
「
ク
ワ
ス
」
の
方
は
、
『
平
家
物
語
』
の
例
が
願
文
と
い
う
仏
教
的
色
彩
の
強
い
文
章
の
中
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
仁
和
寺

蔵
『
後
鳥
羽
天
皇
御
作
無
常
講
式
』
　
の
例
に
つ
い
て
も
、
白
楽
天
の
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
漢
詩
や

仏
典
な
ど
と
い
っ
た
外
来
の
文
章
を
踏
ま
え
た
文
脈
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
と
思
う
。

四
　
漢
文
　
（
訓
点
資
料
）
　
に
お
け
る
「
和
ス
」
　
の
意
味
用
法

こ
こ
で
は
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
和
ス
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
和
ス
」
の
用
例
数
を
資
料
ご
と
に
表

に
ま
と
め
て
示
す
。



東
大
国
語
研
究

西
教
寺
本
秘
蔵
宝

東
京
大
学
史
料
編

仁
和
寺
蔵
本
蘇

大
東
急
記
念
文
庫
本
大

高
野
山
西
南
院

南
海
寄
帰
内
法

天
理
図
書
館
蔵

聖
語
蔵
舛
中
連
論

高
山
寺
蔵
十
二

龍
蔵
寺
蔵
蘇
悉

大
唐
三
蔵
玄
笑

東
大
寺
図
書
館
蔵

東
大
寺
図
書
館

山
田
嘉
造
氏
蔵

聖
語
蔵
御
本
唐
写
大
乗
阿

西
大
寺
本
金
光

文

室 ′暮
‘磨 蔵 伝 妙 天 地 法 蔵 妙 明

蔵
不

鎗 所
本

呼
止

蘇 （平
安

法
蓮

天
暦

法
平

掲
羅

師
表

成 本
金

法
蓮

最

（院 旦 じ空 大 子 日 地 華 点 安 供 啓 論 光 華 王
謂

政
期
～

乗 請 経 掲 時
代
後

経 中 養 （天
安

天 明 経 毘 経
献索 理

趣
間 義 羅 巻 期 法 長 最 方 達 （平

神
呪
心
経
承
徳
三
年
点

鎌
倉
初

六
波
羅
蜜
経
古
点
（永
保
三
年
）

経
承
暦
＿

釈

巻

経
巻
上
平
安
後
期
加
点

期
）

四
（藤
原
時
代
）

点 角
筆
点

か
ら
元

点
等
十
＿

勝
王
経
註
釈
（平
安
初
期
）

便
品
平
山

磨
雑
集
論

（平
安
初
期
）

安
初
期

名

期
）

二
年
点

十
三
延
久
頃
点

（平
安
中
期
）

慶
）

丁

零
二
十

＿

女
初
期
点

）

2
（4
）

1
（1
）

0 5 0 01 4 0 0 0 （2
）

0 0 0 0 0 1
用
例
数

興 随 高 届 高 西 東 龍 法 随 東 地 畢 小 石 唐 東

文

献

石 、い 山 山 山 大 大 光 、レ 大 口 山 招 大
寺 院 寺 寺 寺 寺 寺 院 経 院 寺 十 寺 本 寺 提 国
蔵 蔵

、、

本
＿

蔵 蔵
首

蔵 図
垂

蔵
d

玄
賛

蔵
鎚

国
東

輪
経

本
大

願
経

蔵
悌

寺
本

語
研大

慈
源
信

二
教

大
毘

心果
本
護 胃館

妙
法 （天

笛
竺

日館
讐
元

唐
迂
四 説 金

W
究

恩
寺
＿

撰
述
普
賢

指
帰
巻
中

慮
遮
那
成

和
尚
之
碑

摩
賓
記
長
＿

蔵
法
華
文

蓮
華
経
（平

暦
四
年
）

ニ
蔵
禅
要

蔵
無
上
依

慶
七
年
）

．

西
域
記
巻

分
律

太
子
須
陀

光
明
最
勝

室
蔵
首ニ

蔵
古
点

弘

心果
法 講 院 仏 文 冗 句

安
平 経 十

＿
睾 王 ‖∪不

両日 作 政 経 古 1＼ノ 巻 後 安 古
一

経 経 上
伝
（承
徳
三
年
）

法
院
政
期
加
点

初
期
点

疏 点
（

年 第
＿

期
）

中
期
角
筆
点

点
（

承 仁 （平 （平 之
名（永

保
延
久

・
承
暦
）

点
‾

平
安
後
期
点

平
安

和
十
二

i
天
長
点

安
初
期
）

安
初
期
）

碑
文
古
点
（平
安
初
期
）

二
年
）

中
期
）

年
点

（1
）

0 1 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 ＜U
（1
）

0 0
用
例
数

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
和
ス
」
の
意
味
用
法

六
一
三



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
四

百 猿 建 文 仁 仁 東 仁 西 大 東 申’スl舌 投 治 永 nHイ木1
治 大 口末

っ
南 唐 大 田

往 申．↓T 本 本 寺 本 寺 寺 院 西 寺 本
来 社

蔵
正

古
文
孝

論
語
集

蔵
後
島

古
文
孝

図 宝
蔵
＝

蔵
和
泉

域
記
（

図 白
氏
文

（室
書
館

書
館

町
時
代
）

安 経

建

解 相羽 経

仁

本 ‾教 ス往 長
寛
元
年
）

蔵 集
本 巻 天 釈 指 来

文
治
＿

極 （天
永
四
年

文 第 皇 摩 帰 楽
選 治

三
1＼Jノ 御

作
治
二

詞
術
論

承
元
二
年
点

古
点

有
意

年
点

無
常
講
式
建
長
元
年
点

年
点

（鎌
倉
初
期
点
）

‾年
点

（保
延
元
年
）

）

0 0 0 1 0 0 0 0 0 （2
）

1 4

大 仁 弘 猿 真 仁 高 東 猿 高 東 高
英 和 安 投 福 和 山 京 投 山 大 山
図 寺 本 申⊥′一T 寺 寺 寺 大 本 寺 寺 寺
書 蔵 古 社 蔵 蔵 蔵 学 古 蔵 図 蔵
館 秦 文 蔵 1＼ナノ 後 史 史 文 文 書 本
所 中 孝 文 名 鳥 記 料 孝 鏡 館 大
蔵 吟 経 選 普 羽 編 経

建
女

秘 蔵 毘
毛 延 序 蜜 天 纂 府 新 慮
詩
鄭

慶
二

文
永

陀
羅

皇
無

所
蔵

論 修
浄

遮
那

箋
巻

年
書

三
年

尼
経

常
講

南
天

六
年

土
往

経
疏

第 写
加
古

頃 鎌
倉

式 阿
弥
ゎ

点 生
伝
（

巻
か一 点 （建
第
：

室
町
時
代
未
加
点

州本
中
期
点

長
元
年
）

陀
作
善
集
（鎌
倉
初
期
）

保
元
三
年
）

‾
康
和
五
年
点

0 0 0 0 ハU 1 1 0 0 2 1 0

（
注
）
丸
括
弧
で
示
し
た
用
例
数
は
、
語
尾
の
「
ス
」
が
付
訓
さ
れ
て
い
な
い
等
の
理
由
で
、
読
み
方
が
判
断
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
・
こ
こ
で
、
訓
点
資
料
中
の
「
和
ス
」
を
、
意
味
に
よ
り
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
尚
、
「
和
」
の
字
義
は
、
先
に
も
示
し
た

よ
う
に
多
義
で
あ
り
、
一
つ
一
つ
の
意
味
に
共
通
す
る
部
分
も
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
分
類
す
る
こ
と
は
難
し
い
点
も

あ
る
が
、
以
下
は
、
敢
え
て
そ
れ
を
私
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
「
お
だ
や
か
に
な
る
」
　
計
三
例

（
パ
フ
ク
ヰ
ヨ
タ
）
　
「
ケ
」
（
角
）
（
イ
）

①
法
曲
々
　
々
、
　
寛
　
　
（
平
声
濁
）

（
シ
ャ
ウ
）
　
　
　
　
　
（
マ
）
　
　
（
マ
ツ
リ
コ
ト
）
　
　
　
　
　
　
　
l
仔
L
m
に
l
　
（
ヨ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
（
サ
マ
）

【
ィ
、
「
ケ
イ
」
】
　
裳
　
（
平
声
）
を
舞
フ
、
政
　
（
訓
、
角
）
（
訓
）
和
シ
、
世
（
訓
、
角
）
（
訓
）
、
　
理



（

コ

ヱ

）

　

　

（

ヤ

ウ

ヤ

ウ

）

て
　
音
　
（
訓
）
洋
（
平
声
）
々
た
り
。
（
神
田
本
白
氏
文
集
巻
第
三
、
6
8
行
目
）

ト

モ

（

障

胱

階

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

タ

ノ

②
撃
云
、
妃
－
妾
、
礼
義
を
以
（
て
）
相
l
輿
に
和
す
。
又
、
能
（
く
）
礼
－
楽
を
以
（
て
）
其
（
の
）
甲
子
を
楽
シ
ム
。
（
大
英
図
書
館

蔵
毛
詩
鄭
箋
巻
第
一
1
0
4
行
目
）

（
2
）
　
「
調
和
す
る
」
　
計
六
例

（

ツ

、

ミ

）

　

　

　

　

　

　

　

　

ゥ

　

　

（

フ

エ

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

サ

ウ

）

　

　

（

フ

）

③
鼓
　
（
訓
、
角
）
（
訓
）
を
撃
チ
、
笛
　
（
訓
、
角
）
＼
（
訓
）
を
【
右
、
笠
を
】
吹

1

（

サ

フ

キ

）

　

　

　

（

ク

ワ

）

（
キ
）
て
雑
】
戯
（
去
声
）
に
瑚
1
男
。
（
神
田
本
自
民
文
集

巻
第
三
、
1
0

6
行
目
）

④
蓋
タ
シ
均
シ
（
キ
）
と
き
は
貧
（
ス
ル
）
こ
と
無
シ
。
刑
l
惑
封
）
l
l
す

列
引
と
き
は
寡
（
キ
）
こ
と
無
（
シ
）
。
（
文
永
本
論
語
集
解
第
八
1
2

8

行
目
）

（
3
）
「
混
ぜ
る
」
「
混
じ
る
」
計
三
十
四
例

⑤
前
の
香
株
を
用
（
ゐ
）
て
［
以
］
湯
に
醐
u
て
亦
復
［
於
］
壇
の
内
に
安
在
セ
ヨ
。
（
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
奄
第
七
大
弁

ノ
ノ
ヰ
ノ
ノ
ン
ユ
T

⑥
若
（
し
）
備
に
献
せ
む
に
は
・
当
に
雑
　
（
の
）
l
好
ナ
キ
欝
金
と
或
（
い
）
は
黒
．
沈
．
．
（
墨
平
声
）
香
と
を
用
て
和
す
る
に
龍
脳
を
以
（
て

せ
）
よ
。
（
高
山
寺
蔵
大
毘
慮
連
邦
成
仏
経
疏
雀
第
七
　
7
9
8
行
目
）

（
4
）
　
「
唱
和
す
る
」
　
計
二
例

ツ

⑦
道
場
ノ
時
キ
毎
に
、
康
（
人
名
）
自
（
ラ
）
座
に
登
（
リ
）
刊
男
女
を
令
可
康
（
人
名
）
に
面
フ
廿
声
ラ
寮
イ
テ
【
ィ
、
且
高
ク
阿
弥
陀

財
天
女
品
第
十
五
　
1
3
1
頁
1
5
行
目
）ク

サ
ブ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
チ
仏
」

仏
を
唱
（
へ
）
シ
ム
。
巳
（
リ
）
テ
又
声
を
賽
（
キ
）
刊
之
ヲ
和
利
。
（
東
大
寺
図
書
館
蔵
新
修
浄
土
往
生
伝
十
八
丁
裏
　
8
行
目
）

［
於
］
蔦
に
＝
釈
の
経
は
妙
吋
J
可
［
而
］
入
（
。
）
（
反
）
難
「
ク
」
李
（
去
声
）
か
篇
（
平
声
軽
）
は
玄
（
平
声
）
q
u
可
［
而
］
剤

（
こ
こ
）

至
l
q
l
l
司
点
喜
義
シ
。
（
高
山
寺
蔵
文
鏡
秘
府
論
二
丁
表
口
行
目
）

以
上
、

「
和
ス
」
を
意
味
に
よ
り
四
つ
に
分
類
し
た
が
、
そ
の
う
ち
最
も
用
例
数
が
多
い
の
は
「
混
ぜ
る
」
「
混
じ
る
」
の
意
味
で
使
用
さ

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
和
ス
」
の
意
味
用
法
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一
六

れ
た
「
和
ス
」
　
（
三
十
四
例
）
で
あ
る
。
全
て
の
文
献
に
つ
い
て
検
索
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
も
と
よ
り
残
存
す
る
文
献
に
よ
る

検
索
な
の
で
、
用
例
数
の
多
寡
に
さ
ほ
ど
の
意
味
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
「
混
ぜ
る
」
「
混
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
使
用

さ
れ
た
「
和
ス
」
が
、
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
や
『
大
毘
虚
連
邦
成
仏
経
疏
』
　
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
　
と
い
っ
た
仏
典
お
よ
び
仏
教
色

の
強
い
訓
点
資
料
に
偏
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
考
え
て
み
た
い
の
は
、
『
名
語

記
』
　
に
書
か
れ
た
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

問
　
ク
ス
リ
ナ
ト
合
薬
ス
ル
ヲ
功
利
ト
イ
ヘ
リ
如
何
。
答
　
功
利
ハ
利
剣
也
　
和
ハ
ヤ
バ
ラ
ク
ナ
レ
ハ
ヤ
バ
ラ
ケ
ア
ハ
ス
ル
ヲ
イ
ヘ
ル
也

（
巻
第
四
　
8
丁
表
）

こ
れ
は
、
合
薬
す
る
こ
と
を
「
ワ
ス
」
と
い
い
、
そ
れ
が
「
和
ス
」
　
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

「
和
ス
」
は
、
「
混
ぜ
る
」
と
い
う
意
味
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
国
語
文
に
お
い
て
「
和
ス
」
が
「
混
ぜ
る
」
と
い
う
意
味
で
使
用

さ
れ
た
例
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
認
め
ら
れ
る
。
因
み
に
、
そ
こ
で
は
、
「
諸
々
の
香
を
油
に
」
「
艶
を
蘇
蜜
に
」
「
水
を
泥
に
」
そ
れ
ぞ
れ

混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
を
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
あ
る
薬
を
あ
る
薬
に
」
混
ぜ
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
「
合
薬
す
る
」
と
い
う
意
味

が
生
じ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
「
混
ぜ
る
」
と
い
う
意
味
の
「
和
ス
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
金
光
明
景
勝
王
経
』
や
『
大
毘
慮
遮
那
成

仏
経
疏
』
　
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
と
い
っ
た
仏
典
お
よ
び
仏
教
関
係
資
料
に
偏
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
和
ス
」
　
の
こ
の
よ
う
な
意
味

は
仏
典
の
類
を
出
自
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
「
和
ス
」
を
「
ワ
ス
」
と
呉
音
読
み
に
し
た
か
「
ク
ワ
ス
」
と
漢
音
読
み
に
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ

の
こ
と
は
、
意
味
の
差
異
に
よ
っ
て
読
み
の
選
択
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
関
わ
っ
て
く
る
重
要
な
問
題
な
の
で
は
あ
る
が
、

た
だ
、
残
念
な
が
ら
現
段
階
で
検
索
し
得
て
い
る
用
例
か
ら
は
俄
に
は
判
じ
が
た
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
読
み
を
付
し
て
い
る
用
例
が

ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ
る
。
「
和
ス
」
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
は
、
恐
ら
く
は
当
該
資
料
が
漠
音
読
を
基
調
に
し
て
い
る
か
、

呉
音
読
を
基
調
に
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
き
て
、
一
概
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
漠
音
読
と
呉



音
読
と
が
併
用
さ
れ
て
い
る
文
献
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
資
料
も
多
く
を
検
索
し
得
て
い
な
い
現
状
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
に
合
う
、
数
少
な
い
資
料
の
中
か
ら
、
久
遠
寺
蔵
『
本
朝
文
粋
』
を
取
り
上
げ
て
、
次
節
に
お
い
て
考
察
し
た
い
と

思
う
。

五
　
久
遠
寺
蔵
『
本
朝
文
粋
』
に
お
け
る
「
和
」
字
の
訓
読

久
遠
寺
蔵
『
本
朝
文
粋
』
は
、
建
治
二
年
（
三
七
六
）
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
資
料
に
は
、
「
和
」
字
が
動
詞
と
し
て
使
わ
れ

た
も
の
が
二
十
二
例
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
「
和
」
字
が
ど
の
よ
う
に
訓
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
内
訳
を
示
せ
ば
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

l
　
「
ク
ワ
ス
」
と
読
ま
れ
た
も
の
　
2
例
　
2
　
「
ワ
ス
」
と
読
ま
れ
た
も
の
　
1
1
例

3
　
漢
語
サ
変
動
詞
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
が
「
ク
ワ
ス
」
「
ワ
ス
」
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
が
不
明
の
も
の

ア
　
音
読
符
の
付
さ
れ
た
も
の
　
2
例
　
イ
　
声
点
が
付
さ
れ
た
も
の
　
2
例

4
　
和
語
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
に
読
ま
れ
た
も
の
　
5
例

こ
こ
で
、
自
動
詞
「
和
ス
」
と
自
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
の
主
体
、
他
動
詞
「
和
ス
」
と
他
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
の
対
象
を
そ
れ
ぞ
れ
表
に

ま
と
め
、
比
較
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
自
動
詞
の
場
合
は
主
体
、
す
な
わ
ち
何
が
「
和
ス
」
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
の
か
、
他
動
詞
の
場
合
は
対
象
、

何
を
「
和
ス
」
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
和
ス
」
の
意
味
を
考
え
る
上
で
最
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
、
こ
の
よ

う
な
分
析
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
本
来
な
ら
ば
、
個
々
の
例
に
つ
い
て
用
例
を
掲
げ
、
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合

に
よ
り
そ
の
部
分
を
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
）

次
の
表
は
、
上
段
に
漢
語
サ
変
動
詞
「
和
ス
」
に
つ
い
て
示
し
、
下
段
に
和
語
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
和

ス
」
は
自
動
詞
と
他
動
詞
に
分
け
て
示
し
、
自
動
詞
は
主
体
を
他
動
詞
は
対
象
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
和
語
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
も
自
動

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
和
ス
」
の
意
味
用
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
七
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一
八

詞
（
四
段
活
用
）
と
他
動
詞
（
下
二
段
活
用
）
に
分
け
て
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
主
体
と
対
象
を
示
し
て
い
る
。
上
段
と
下
段
と
は
、
同
種
の
主
体
、

対
象
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
上
下
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
従
っ
て
、
上
段
の
み
で
下
段
の
無
い
部
分
、
逆
に
下
段
の
み
で
上
段
の
無

い
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
種
の
主
体
、
対
象
が
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

左
の
表
を
も
と
に
、
「
和
」
字
に
対
し
て
、
漢
語
サ
変
動
詞
と
和
語
動
詞
と
に
読
み
分
け
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

夜 琴 声 詠 ワ 人 節 ク 「
和
ス
」

露 （
一

（
一

歌 ス 間 候 ワ
ス（

＿ 例
）

例
）

（
＿

（
＿

（
＿

例
）

例
）

例
）

例
）

’
自
動
詞
の
主
体

顔
色
（
一
例
）

陰
陽
（二
例
）

「ヤ
ハ
ラ
グ
」
・
自
動
詞
の
主
体

灯
篭
の
火
（
一
例
）

昧
（二
例
）

糞
（二
例
）

ワ
ス

「和
ス
」
・
他
動
詞
の
対
象

天
（
一
例
）

夫
婦
（
一
例
）

人
（
一
例
）

「ヤ

ハ
ラ
グ
」
・
他
動
詞
の
対
象

ま
ず
、
自
動
詞
「
和
ス
」
と
自
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
　
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
主
体
を
比
較
す
る
と
、
「
和
ス
」
は
、
六
例
中
四
例
が
、

「
詠
歌
」
「
声
」
「
琴
」
「
夜
霜
」
と
い
っ
た
よ
う
な
音
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
尚
、
「
夜
霜
」
そ
の
も
の
は
音
と
は
無
関
係
の
よ
う
で
あ
る

が
、
本
文
中
に
「
譲
与
同
シ
」
の
よ
う
に
夜
霜
と
鐘
の
音
の
響
き
合
い
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
音
に
関
す
る
も
の
と
し
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
例
が
、
「
ワ
ス
」
　
（
自
動
詞
）
と
読
ま
れ
た
全
用
例
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
残
り
の
二
例
は
「
節
候
」
と
い
う
季
節
に



関
す
る
も
の
、
「
人
間
」
と
い
う
人
倫
に
関
す
る
も
の
が
主
語
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
「
ク
ワ
ス
」
　
（
自
動
詞
）
　
と
読
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

「
ワ
ス
」
と
「
ク
ワ
ス
」
と
で
は
、
主
語
の
種
類
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
和
語
動
詞
の
自
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
は
、
「
陰
陽
」

と
い
う
季
節
に
関
す
る
も
の
、
「
顔
色
」
と
い
う
人
倫
に
関
す
る
も
の
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
「
ク
ワ
ス
」
と
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。

次
に
、
他
動
詞
「
和
ス
」
と
他
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
尚
、
他
動
詞
の
「
和
ス
」
は
全
て
「
ワ
ス
」
と
読
ま
れ
、
「
ク
ワ

ス
」
と
読
ま
れ
た
も
の
は
な
い
。
他
動
詞
「
ワ
ス
」
の
修
飾
語
は
、
「
糞
」
「
味
」
と
い
っ
た
食
に
関
す
る
も
の
が
五
例
中
四
例
、
「
灯
寵
の
火
」

と
い
っ
た
照
明
に
関
す
る
も
の
が
五
例
中
一
例
で
あ
る
。
一
方
、
他
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
　
の
主
体
は
、
「
人
」
「
夫
婦
」
と
い
っ
た
人
倫
に
関

す
る
も
の
が
三
例
中
二
例
、
「
天
」
　
と
い
っ
た
自
然
に
関
す
る
も
の
が
残
り
の
一
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
本
資
料
に
お
け
る
「
和
ス
」
と
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
と
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
結
論

か
ら
い
え
ば
、
「
和
」
を
サ
変
動
詞
に
読
む
か
和
語
動
詞
に
読
む
か
と
い
う
こ
と
に
は
、
緩
や
か
で
は
あ
る
が
基
準
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
基
準
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
い
う
と
、
音
に
関
す
る
も
の
が
主
体
と
な
る
場
合
に
は
「
ワ
ス
」
の
自
動
詞
に
、
食
に
関
す
る
も
の

が
対
象
と
な
る
場
合
に
は
「
ワ
ス
」
　
の
他
動
詞
に
読
む
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

本
邦
の
古
辞
書
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
和
」
は
「
ワ
ス
」
と
訓
み
、
意
味
は
「
声
相
応
也
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
邦
の
国
語
文
に
使

用
さ
れ
て
い
る
「
ワ
ス
」
を
み
て
も
、
殆
ど
が
こ
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
名
語
記
に
は
、
「
ワ
ス
」
の
説
明
と
し
て
「
ク
ス
リ

ナ
ト
合
薬
ス
ル
ヲ
ワ
ス
ト
イ
ヘ
リ
」
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
と
、
『
本
朝
文
粋
』
で
音
に
関
す
る
主
体
や
食
に
関
す
る
対
象
を
「
ワ
ス
」

と
読
ん
で
い
る
こ
と
と
は
通
底
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
和
ス
」
は
「
ワ
ス
」
と
し
て
国
語
文
に
導
入
さ
れ
、
「
声
が
相
応
す

る
」
　
（
音
に
関
す
る
こ
と
）
　
「
薬
を
混
ぜ
て
調
合
す
る
」
　
（
食
に
関
す
る
こ
と
）
と
い
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
、
本

資
料
で
は
音
や
食
に
関
す
る
も
の
が
主
体
や
対
象
と
な
る
場
合
に
は
「
ク
ワ
ス
」
　
で
は
な
く
「
ワ
ス
」
を
選
択
し
た
も
の
と
推
定
で
き
よ
う

か
と
思
う
。
た
だ
し
、
先
に
、
サ
変
動
詞
と
和
語
動
詞
の
読
み
分
け
は
緩
や
か
で
あ
る
と
述
べ
た
よ
う
に
、
人
倫
や
季
節
に
関
す
る
も
の
が

主
体
と
な
る
場
合
に
は
、
サ
変
動
詞
「
ク
ワ
ス
」
　
に
読
む
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
和
語
動
詞
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
と
の
読
み
分
け
は
行
わ
れ

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
和
ス
」
　
の
意
味
用
法
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二
〇

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
今
の
と
こ
ろ
明
確
な
答
え
を
兄
い
だ
せ
な
い
が
、
和
化
漢
文
で
あ
る
本
資

料
に
は
、
少
な
く
と
も
二
種
類
の
「
和
」
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
「
声
相
応
也
」
「
混
ぜ
合
わ
せ
る
」
の
意
の
、
い
わ
ば
和
化

し
た
「
和
」
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
中
国
の
用
法
の
影
響
下
で
使
用
さ
れ
た
「
和
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
は
「
ワ
ス
」
と
い
う
読
み
で

一
貫
し
て
お
り
、
後
者
は
「
ク
ワ
ス
」
「
ヤ
ハ
ラ
グ
」
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
　
お
わ
り
に

今
回
の
考
察
か
ら
、
複
数
存
す
る
「
和
ス
」
の
意
味
の
中
で
、
「
詩
や
和
歌
に
相
応
じ
る
」
と
「
薬
な
ど
を
混
ぜ
る
」
と
い
う
二
つ
の
意
味

が
我
が
国
に
お
い
て
古
く
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
「
和
ス
」
の
う
ち
、
「
ワ
ス
」
の
ほ
う
が
和
化
し

て
い
る
の
に
対
し
、
「
ク
ワ
ス
」
が
本
邦
の
作
品
に
用
い
ら
れ
る
と
き
は
漢
籍
を
踏
ま
え
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
限
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
ワ
ス
」
の
和
化
は
、
恐
ら
く
は
「
訓
点
資
料
」
に
お
け
る
訓
読
の
な
か
で
、
徐
々
に
深
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
推
測
さ
れ
る
。
特
に
、
経
典
な
ど
の
訓
読
が
、
「
ワ
ス
」
の
和
化
に
与
え
た
影
響
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
近
世
等
の
作
品
も

含
め
て
、
よ
り
多
く
の
用
例
の
採
取
に
努
め
、
「
和
ス
」
の
和
化
過
程
に
つ
い
て
深
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。

注（
1
）
　
「
方
字
の
合
音
用
法
」
　
（
『
漢
語
研
究
の
構
想
』
　
池
上
禎
造
著
　
岩
波
書
店
一
九
八
四
年
）

「
否
定
辞
『
無
』
を
冠
す
る
漢
語
の
音
と
意
味
1
－
－
コ
無
礼
』
の
音
の
変
遷
を
め
ぐ
っ
て
－
」
（
栗
田
隆
　
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
四
輯
　
昭
和
五
十
六

年
五
月
三
十
日
発
行
）

（
2
）
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
　
（
小
学
館
）
を
参
考
に
挙
げ
れ
ば
、
「
ワ
ス
」
「
ク
ワ
ス
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
意
味
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

○
見
出
し
語
が
　
「
ワ
ス
」
と
し
て



（
自
動
詞
）
①
天
候
な
ど
、
物
事
の
状
態
が
お
だ
や
か
に
な
る
。
②
仲
睦
ま
じ
く
す
る
。
③
二
つ
の
物
事
が
調
和
し
て
一
つ
に
な
る
。
④
あ
る
音
響

や
調
子
が
他
の
音
響
や
調
子
と
調
和
す
る
。
⑤
他
の
動
作
、
特
に
歌
な
ど
に
相
応
じ
る
。
答
え
る
。

（
他
動
詞
）
①
お
だ
や
か
に
さ
せ
る
。
や
わ
ら
げ
る
。
②
仲
よ
く
さ
せ
る
。
睦
ま
じ
く
さ
せ
る
。
③
二
つ
の
物
事
を
一
つ
に
調
和
さ
せ
る
。
④
他
の

漢
詩
の
題
に
合
わ
せ
て
、
漢
詩
を
作
る
。
⑤
外
国
語
の
表
現
を
日
本
語
に
改
め
る
。
和
訳
す
る
。
ま
た
、
訓
読
す
る
。
⑥
音
響
や
調
子

に
他
の
音
響
や
調
子
を
調
和
さ
せ
る
。

○
見
出
し
語
が
　
「
ク
ワ
ス
」
と
し
て

（
自
動
詞
）
①
心
が
和
ら
ぐ
。
②
ま
じ
り
合
う
。
一
緒
に
解
け
合
う
。
調
子
が
合
う
。
和
す
る
。

（
他
動
詞
）
①
心
を
和
ら
げ
る
。
互
い
の
気
持
ち
を
和
ま
せ
る
。
②
混
ぜ
合
わ
せ
る
。
一
緒
に
す
る
。

（
3
）
　
当
該
箇
所
の
漢
詩
は
『
自
民
文
集
』
第
十
九
　
「
贈
駕
籠
部
呉
郎
中
七
兄
」
の
冒
頭
部
分
を
口
ず
さ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
、
「
和
」
字
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
意
味
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
動
詞
に
関
わ
る
意
味
の
み
を
示
す
）

1
声
を
合
わ
せ
る
。
2
や
は
ら
ぐ
。
3
か
な
ふ
。
4
あ
ふ
。
5
た
ひ
ら
か
。
6
ひ
と
し
い
。
7
お
な
じ
。
8
し
た
が
ふ
。
9
お
だ
や
か
。
1
0
あ
っ

ま
る
。
1
1
や
は
ら
げ
る
。
1
2
ひ
た
す
。
1
3
伸
な
は
り
す
る
。
1
4
ゆ
る
す
。
1
5
と
り
か
へ
る
。
1
6
こ
ゑ
を
合
は
せ
る
。
1
7
こ
た
え
る
。
1
8
他
人
の
韻

を
用
ひ
て
詩
を
作
る
。
1
9
応
ず
る
。
と
と
の
ふ
。
2
0
ま
ぜ
あ
は
せ
る
。

［
検
索
文
献
に
つ
い
て
］

本
来
な
ら
ば
、
用
例
を
検
索
し
た
全
て
の
文
献
名
を
明
記
し
て
お
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
こ
れ
を
割
愛
す
る
。
国
語
文
の
検
索
は
、

索
引
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
を
活
用
し
、
索
引
の
な
い
も
の
は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
等
を
使
用
し
た
。
訓
点
資
料
の
検
索
に
は
、
主
に
「
訓

点
語
と
訓
点
資
料
」
「
鎌
倉
時
代
語
研
究
」
を
使
用
し
た
。
尚
、
拙
稿
「
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
『
念
ス
』
の
意
味
・
用
法
－
「
オ
モ
フ
」
と
比
較
し
て

ー
」
（
『
国
文
学
致
』
第
1
2
9
号
　
平
成
三
年
三
月
）
　
の
資
料
一
覧
を
合
わ
せ
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

［
付
記
］
　
本
稿
は
、
平
成
九
年
と
平
成
十
一
年
の
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
に
お
い
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、

小
林
芳
規
先
生
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
か
ら
貴
重
な
御
助
言
を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
和
ス
」
の
意
味
用
法




