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「燕」

門

4ae---

〕
ツ
バ
メ
の
こ
と
を
嘗
て
ツ
バ
ク
ラ
メ
と
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
受
験

の
吉
文
に
関
係
な
く
と
も
、
比
較
的
知
ら
れ
た
事
実
か
も
し
れ
な
い
。
叫
竹
取

物
語
』
に
か
ぐ
や
姫
が
課
す
難
題
の

っ
と
し
て
「
つ
ば
く
ら
め
の
子
安

良
」
と
い
う
の
が
あ
る
か
ら

中
純
一
一
一
一
口
い
そ
の
か
み
ま
ろ
た
り
、
〈
中
賂
)
「
つ
ば
く
ら
め
の
も
ち
た
る

」
や
す
が
い
を
と
ら
む
」
と
の
給
け
れ
ば

し
か
し
竹
敢
物
語
に
は
善
本
と
い
え
る
も
の
が
無
い
の
で
、
こ
の
一
時
間
の
一
平
安

時
代
に
お
け
る
存
在
に
つ
い
て
は
却
の
方
向
か
ら
も
補
っ
て
お
き
た
い
。
そ

こ
で
古
静
書
類
を
見
る
と
、
和
名
抄

和
名

一
息
波
久
良
米
」
、
本
草
和

名
「
都
波
久
良
女
」
と
万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
た
例
が
あ
り
、
九

O
O
年
填
は

ツ
バ
ク
ラ
メ
で
大
丈
夫
か
な
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

〔

2
〕
で
は
、

ツ
バ
ク
ラ
メ
の
前
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。
叫
万
葉
集
』
に
は
、

勝

巻
十
七
の
漢
詩
に
「
来
燕
:
・
」
と
あ
る

国

持
庁

悲
鳴
暗

起

一
九
七
五
の
次
)
以
外
、
「
燕
」
は

燕
来

鰐
之
鳴
者

回
し
か
出
て
こ
な
い
。
巻
十
九
の
臨
一
四
四
番
、

本
郷
思
都
追

一官官隠暗一

時
都
成
奴
等

「
燕
来
る

時
に
成
り
ぬ
と

雁
が
音
は

と
一
般
に
読
ま
れ
る
も
の
で
、
閉
山
口
オ
モ
ヒ
/
シ
ノ
ヒ
、
揺
日
カ
ク
リ
/
カ

本
郷
田
山
ひ
っ
つ

措
武
器
り
喧
く
」

全
て
の
註
釈
書
で

ク
レ
、
な
ど
諸
説
あ
る
が
、
問
題
の
「
燕
来
」
の
と
こ
ろ
は
、
確
認
で
き
た

ツ
バ
メ
ク
ル
」
と
訓
ん
で
い
る
。
が
、
本
当
に
そ
れ
で

し
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
な
の
で
あ
る

い
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
万
葉
の
時
代
に
ツ
バ
メ
と
い
う
語
形
が
存
在

〔

3
〕

一
般
に
ツ
バ
メ
の
初
出
と
し
て
引
か
れ
る
万
葉
集
問

四
闘
の
倒
的
は
、

万
葉
佼
名
表
記
部
分
で
は
な
い
の
で
、
確
例
と
は
一
甘
口
え
な
い
。
そ
こ
で
仮
名

書
き
の
例
を
探
す
に
、
ど
う
も
平
安
末
期
の

q

俊
頼
髄
脳
h



が
早
い
ら
し
い

か
ぞ
い
ろ
法
あ
は
れ
と
み
ら
む
オ
司
叫
す
ら
ふ
た
り
は
人
に
契
ら

ぬ
も
の
を
(
①
)

む
す
め
の
、
親
に
申
し
け
る
は
、
「
さ
ら
誌
、
こ
の
家
に
巣
く
ひ
て
、
こ

つ
ば

生
み
た
る
つ
ば
く
ら
め
の
、
男
つ
ば
く
ら
め
を
敢
り
て
殺
し
て
、

く
ら
め
に
、
し
る
し
を
し
て
、
は
な
ち
給
へ
〈
中
略
ご
と
い
ひ
け
れ
ば

中
路

つ
同
町
く
る
時
に
な
り
ぬ
と
躍
が
ね
は
ふ
る
さ
と
恋
ひ
て
一
磐
田
隠
れ

鳴
く
(
②
)

こ
れ
ら
も
、
さ
ゃ
う
の
、
心
な
め
り
。
万
葉
集
の
歌
な
り
。
お
ほ
か
た

つ
ば
く
ら
め
は
、
ふ
た
り
と
は
、
た
が
ひ
に
、
女
男
を
、
設
け
ぬ
物
に

で
あ
る
と
、
文
に
申
し
た
る
と
か
や

@
は
万
葉
集
(
昭
一
四
四
)
を
漢
字
か
な
混
じ
り
で
記
し
た
も
の
で
、
①
②

と
も
歌
に
は
ツ
バ
メ
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
解
説
に
あ
た
る
部
分
で
は
ツ
パ

f燕J語形ノート

ク
ラ
メ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
、
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
①
に
つ

い
て
は
、
娘
の
言
葉
の
中
(
会
話
文
)
で
ツ
バ
ク
ラ
メ
が
選
択
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
護
合
諸
に
な
っ
て
語
形
が
長
く
な
っ
て
も
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ

て
い
る
(
「
男
ツ
バ
ク
ラ
メ
」
)
。
ツ
バ
ク
ラ
メ
が
日
常
の
標
準
的
な
語
形
で

あ
っ
た
と
一
ま
ず
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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〔

4
〕
『
和
歌
童
蒙
抄
』
第
八
「
鳥
部
」
(
一
一

は
俊

頼
髄
脳
に
載
る
歌
(
①
A
)
と
万
葉
集
(
②
A
)
の
他
に
、
も
う

つ
「
古
歌
」

と
し
て
掲
載
す
る
(
③
)
。

つ
ば
め
く
る
と
き
に
な
り
ぬ
と
か
り
が
ね
は

ふ
る
さ
と
こ
ひ
て
く
も
が
く
れ
ゆ
く

高
葉
十
九
に
あ
り
つ
ば
め
と
は
つ
ば
く
ら
め
と
云
ブ
な
り
春
の
な
か
ば

に
雁
も
販
へ
り
っ
ぱ
く
ら
め
も
来
た
る
な
り

か
そ
い
ろ
は
あ
は
れ
み
つ
ら
む
つ
は
め
す
ら

ふ
た
り
は
ひ
と
に
ち
き
ら
ぬ
も
の
を
(
①
A
)

昔
人
む
す
め
に
お
と
こ
を
あ
は
せ
た
り
け
る
日
お
と
こ
う
せ
に
け
れ
ば

又
こ
と
人
を
む
こ
と
ら
ん
と
し
け
れ
ば
む
す
め
の
よ
め
る
虫
南
史
臼
巻

七
十
部を

と
づ
れ
ぬ
な
か
だ
ち
ご
〉
ろ
い
か
な
れ
や

l
i
-
-
i
i

ぬ
な
り
イ

コ
凶
副
さ
へ
や
っ
る
と
き
は
き
た
る
を
(
③
)

八
月
を

時
と
す
る
中
に
も

月
の
燕
く
る
ほ
ど
を
よ
し
と
す
る
な
る
べ
し
穫
記

ニ
日
仲
春
之
丹
玄
鳥
歪
々
之
日
・
:

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

つ
ば

の
説
明
と
し
て

め
と
は
つ
ぱ
く
ら
め
と
一
国
フ
な
り
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
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こ
の
よ
う
な
注
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
時
代
に
お
い

て
ツ
バ
メ
が

殻
称
で
は
な
く
、
定
説
得
度
は

ツ
バ
ク
ラ
メ
〉
ツ
バ
メ

だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

内

5
〕
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
十
に
も
、
鐙
頼
髄
脳
を
出
典
と
す
る
と
忠
わ
れ
る
、

再
婚
を
強
要
さ
れ
る
未
亡
人
の
話
が
あ
り
、
歌
は
副
助
詞
ス
ラ
が
ソ
ラ
に

な
っ
た
だ
け
で
関
じ
で
あ
る
(
①
B
)
。

「
此
ノ
家
ニ
巣
ヲ
咋
テ
、
子
ヲ
産
メ
ル
鷲
有
リ
、
雄
鷲
ヲ
桔
呉
セ
リ
。
其

ノ
撞
鷲
ヲ
取
テ
紫
、
ン
テ
、
難
鷲
ニ
詮
シ
ヲ
付
一
ア
放
チ
給
へ
。
然
一
ア
明
ケ

ム
年
其
ノ
離
護
、
他
ノ
雄
鷲
ヲ
具
、
ン
チ
来
タ
一
フ
ム
時
ニ
、
其
レ
ヲ
見
一
ア

我
レ
ニ
夫
ヲ
パ
合
セ
給
へ
。
畜
生
一
ソ
一
フ
夫
ヲ
失
ヒ
ツ
レ
パ
、
他
ノ
夫
ヲ

儲
ク
ル
一
手
元
シ
。
況
ヤ
人
ハ
畜
生
ヨ
リ
モ
心
可
存
シ
」
ト
。
〈
中
略
〉
娘

比
ナ
ム
一
疋
ケ
ル

カ
ゾ
イ
口
ハ
ア
ハ
レ
ト
ミ
ラ
ム

ツ
バ
メ
ソ
ラ

フ
タ
リ
ハ
人

チ
ギ
ラ
ヌ
モ
ノ
ヲ
(
①
B
)

〈
中
略
〉

子
ハ
不
産
ネ
ド
モ
、
家
ニ
来
リ

ケ
ム
コ
ソ
哀
ナ
レ
ト
ナ
ム
語
リ
侍
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

(
一
ニ
十
巻
十
一
一
一
話
「
夫
死
女
人
、
後
不
嫁
他
夫
語
」
)

自
立
語
は
基
本
的
に
漢
字
盛
岡
き
で
振
り
佼
名
は
無
い
の
で
、
本
文
に

は
出
て
く
る
け
れ
ど
も
読
み
は
確
定
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
か
ら
、
髄
脳

や
議
蒙
抄
の
よ
う
に
ツ
バ
メ
と
ツ
バ
ク
ラ
メ
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
材
料

を
拾
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
十
一
一
一
話
の
最
後
の
倒
、
が

と
い
う

捨
て
飯
名
付
き
の
も
の
な
の
で
、
「
メ
」
で
終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
た
だ
し
縮
か
い
こ
と
を
設
え
ば
、
巻
一
二
十
に
は
鈴
蕗
本
の
よ
う
な
吉
本

系
の
伝
本
が
無
い
の
で
、
表
記
の
問
題
は
扱
い
に
く
い
。
髄
脳
と
童
蒙
抄
が

あ
れ
ば
、
十

世
紀
前
半
の
併
と
し
て
は
十
分
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
民
政
期

成
立
の
古
辞
書
「
色
葉
字
額
抄
」
辻
、
頼
み
の
前
田
本
が
ツ
部
欠
な
の
で

一
巻
本
な
ら
黒
川
本
(
江
戸
時
代
写
)
を
見
る
し
か
な
い
。
黒
川
本
に
は

ツ
ハ
ク
ロ
メ
(
漢
字
左
傍
に
ツ
ハ
メ
ご
と
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
資
料
と
辻

ち
ょ
っ
と
考
え
が
た
い
。
「
ツ
バ
ク
ロ

の
確
例
は
江
戸
時
代
ま
で
下
る
し
、

字
類
抄
の
ニ
巻
本
や
類
緊
名
義
抄
に
辻
「
ツ
バ
ク
ラ
メ
」
し
か
無
い
の
で
あ
る
。

門

8
〕
万
葉
集
の
訓
を
出
発
点
に
し
て
「
ツ
バ
メ
い
の
確
例
に
つ
い
て
先
に
確

認
し
た
が
、
本
来
は
和
名
抄
で
ツ
バ
ク
ラ
メ
の
和
訴
が
付
さ
れ
た

t至宝，
ゴニ滑

か
ら
『
新
撰
字
鏡
』
に
溜
る
の
が
ス
ジ
だ
ろ
う
。

民
・
議

一
旦
波
比
良
古
(
天
治
本
・
鳥
部
)

と
あ
る
の
で
、
吉
辞
書
で
確
認
で
き
る
最
古
の
語
形
は
「
ツ
バ
ヒ
一
フ
コ
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
新
撰
宇
鏡
に
は
「
カ
ハ
ヒ
ラ
コ
」
と
い
う
〈
蝶
〉

を
指
す
と
思
わ
れ
る
語
が
見
え
る
の
で
、
「
;
T

ヒ
一
フ
コ
」
と
い
う
形
態
素
は
取

り
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
(
広
戸

九
八
一
一
一
、
今
野

。
、、回〆。



門

7
〕
上
代
文
献
と
い
え
ば
万
葉
集
の
的
に
古
事
記
と
自
本
書
紀
。
こ
れ
ら
に

残
っ
て

「
燕
」
「
託
」
な
ど
の
宇
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
万
葉
仮
名
表
記
の
訓
注
が

っ
た
ろ
う
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
円
日
本
書
紀
』

に
は
鳥
名
と
し
て
の

六
年
六
月
、
も
う

回
出
て
く
る
。

つ
は
天
智
紀
(
巻
二
十
七
)

つ
は
持
続
紀
(
春
三
十
)
一
一
一
年
八
月
の
記
事
。
い
ず
れ

や
図
書
察
本
の
そ
れ
の
よ
う
な
扱
い
に
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
古
訓
と
い
っ
て
も
岩
崎
本

内

g
〕
国
文
学
研
究
資
料
館

の
電
子
図
書
館
(
ウ
エ
ブ

サ
イ
ト
)
で
は

つ
の
日

本
書
紀
刊
本
が
閲
覧
で
き

る
。
寛
文
九
年
刊
本
が
二

種
類
(
ヤ
2
1
8
、
ヤ
2

「燕j 語影ノート

!
2
4
)
、
無
刊
認
が

(ヤ
2
i
8
4
)
で
あ

る
。
寛
文
九
年
刊
本
は
新

訂
増
補
国
史
大
系

の
底
本
に
採
用
さ
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れ
て
い
る
も
の
。
持
続
紀 謹

日
本

の
当
該
箆
所
は
寛
文
九
年
刊
本
、
無
利
け
記
本
と
も

と
い
う
熟
語
全

体
に
対
し
て

ツ
ハ
ク
ラ
メ
」
と
い
う
訴
が
付
さ
れ
て
い
る
。

方
、
天
智

紀
の

自
)
鶏
」
の
接
部
は
「
ツ
ハ
ヒ
ラ
ク
」
と

般
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る

が
、
寛
文
九
年
刊
本
(
図
1
)
は
不
鮮
明
で
な
ん
と
も
一
吉
え
な
い
。
そ
し
て

無
刊
記
本
(
関
2
)
は
本
文
も
訓
も
明
ら
か
に
寛
文
本
と
は
別
筆
で
、
は
つ

き
り
と
「
ツ
ハ
ヒ
ヲ
ク
」
と
読
み
取
れ
る
。
新
撰
字
鏡
(
ツ
バ
ヒ
ラ
コ
)
と

の
つ
な
が
り
を
考
え
れ
ば
、
ヲ
は
う
の
誤
読
と
み
て

ツ
パ
ヒ
ラ
ク
」
と
い

う
母
音
交
替
形
と
考
え
る
の
が
岳
然
だ
が
、
実
際
は
、
こ
の
よ
う
に
な
か
な

か
確
た
る
例
に
出
会
え
な
い
の
で
あ
る

臨 1

門

G-M
〕
そ
こ
で
、
別
の
角
度
か
ら
日
本
書
紀
の
訓
み
方
を
見
て
み
よ
う
。
『
釈

日
本
紀
h

(

尊
経
韻
文
躍
議
本
)
は

0
0
年
頃
の
写
本
で
、
次
の
よ
う
に

あ
る
。

自
鶏
(
布
制
一
シ
ロ
キ

ツ
ハ
ヒ
ラ
ク
)
私
記
説

巻

十
・
秘
訓
五
・
天
智
、

2
7
才
)

た
だ
し
こ
れ
も
判
然
と
せ
ず
、

「
ツ
ハ
ヒ
ヒ
ク
」
と
読
め
な
い
こ
と

図2

も
な
い
。
丘
駅
訂
増
捕
顕
史
大
系
』
第
八
巻

七
二
一
員
で
は
「
ツ
ハ
ヒ
ラ
ク
」

と
翻
刻
し
て
い
る
。
釈
関
本
紀
は
十
一
一
一
世
紀
の
末
に
成
立
し
、
前
自
尊
経
関

文
庫
本
は
縞
者
ト
部
兼
方
の
草
稿
本
を
写
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

の

明
治
一
一
一
十
年
(

八
九
七
)
の
(
旧
)
国
史
大
系
第
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七
巻
は
流
布
刊
本
に
校
訂
を
加
え
た
も
の
だ
が
、
そ
の
流
布
刊
本
自
体
は
前

田
本
を
底
本
と
し
て
お
り
、
か
つ
誤
字
脱
字
の
多
い
も
の
だ
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
出
国
史
大
系
の
問
所
に
は
「
自
鶏
(
シ
ロ
キ
ツ
ハ
七
)
」
と
あ
る
。
「
七
」

は
「
サ
」
の
変
体
仮
名
な
の
で
、

字
を
「
ツ
パ
サ
」
と
制
訓
じ
た
例
を
一
不

し
て
い
る
。
前
田
本
の
影
印
を
見
る
限
り
最
低
で
も
五
文
字
あ
り
、
最
後
は

「
ク
」
で
終
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
前
田
本
を
底
本
と
す
る
な
ら
誤

写
の
類
と
な
ろ
う
が
、
近
現
代
方
一
一
一
一
口
に
お
い
て
鳥
や
燕
を
「
ツ
パ
サ
」
と
呼

ぶ
地
域
も
あ
る
(
日
本
調
語
大
辞
典
「
つ
ば
さ
」
項
目
に
よ
る
)
以
上
、
単

な
る
誤
写
と
し
て
切
り
捨
て
て
い
い
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
い

ず
れ
に
せ
よ
、

ツ
パ
サ
に
関
し
て
は
、
日
本
書
紀
古
都
と
し
て
の
錨
値
は
考

え
な
く
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

円
一
山
〕
さ
て
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
万
葉
集
の
時
代
に
「
燕
」
字
を
ツ
パ

メ
と
訓
じ
た
と
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
。
ツ
パ
ヒ
ラ
コ
、
あ
る
い
は
ツ

パ
ク
ラ
メ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ど
ち
ら
の
単
語
も
五
拾
な
の
で
、
和
歌

の
初
旬
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は

ア
)

万
葉
集
伝
本
の
漢
字
表
記
、
が
「
燕
来
」
と
な
っ
て
い
る
点

(
イ
)

二
匂
闘
の
頭
、
が
「
時
に
」
と
な
っ
て
お
り
、
形
と
意
味
が
つ
な
が
る

か
ど
う
か
と
い
う
点

の
二
点
、
だ
。
(
ア
)
に
つ
い
て
は
、
「
来
」
と
い
う
漢
字
を
ツ
バ
ヒ
ラ
コ
/
ツ

パ
ヒ
ラ
ク
の
五
拍
自
に
宛
て
た
と
い
う
可
能
性
を
ま
ず
辻
考
え
て
み
た
い
。

視
覚
的
に
、
文
字
面
と
し
て
は
「
燕
来
」
と
い
う
漢
文
、
あ
る
い
は
現
象
を

想
換
さ
せ
な
が
ら
、
音
読
す
れ
ば
ツ
パ
ヒ
ラ
・
コ
(
命
令
形
)
ま
た
は
ツ
パ

ヒ
ラ
・
ク
(
終
止
形
)
と
な
る
。
い
ず
れ
も
切
れ
る
形
な
の
で
、
解
釈
泣
(
こ

じ
つ
け
れ
ば
)
い
か
よ
う
に
も
で
き
る
が
、
文
法
的
に
、
文
が
切
れ
た
直
後

に
「
時
に
」
と
い
う
接
続
詞
的
な
も
の
が
来
る
か
ど
う
か
と
い
う
(
イ
)
の

観
点
か
ら
は
、
さ
ら
に
調
査
の
必
要
が
あ
る
。
吋
門
口
閤
』
は
鎌
倉
時
代
の
例
を

載
せ
る
の
み
で
あ
る
。

門
口
〕
(
ア
)
に
関
し
て
も
う
一
案
、
ツ
バ
ク
ラ
メ
と
部
ん
で
は
ど
う
か
。

{
6
〕

で
「
ツ
バ
・
ヒ
ラ
コ
」
と
分
析
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

ツ
パ
と
い
う
形
で
〈
燕
〉
が
想
起
さ
れ
る
な
ら
、
ツ
バ
ク
ラ
メ
と
い
う
音
の

中
に
現
在
推
量
一
の
助
動
詞
を
向
居
さ
せ
て
、

燕
(
ツ
パ
)
十
来
(
く
)
+
ら
め

と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
文
法
史
的
に
は
、
「
来
!
?
ら
む
」

と
い
う
単
語
の
つ
な
が
り
は
上
代
に
用
例
が
あ
る
。
万
葉
集
の
確
例
は
次
の

つ
大
和
に
は

鳴
き
て
か
対
叫
叫
(
来
良
武
)
呼
子
鳥

手

象
の
中
山

び
そ
越
ゆ
な
る
(
七

O
)



宗
門
ザ
ネ
の

妻
が
手
ま
く
と

潜
ぎ
対
引
は
叫

大
船
の

思
ひ
頼
み
て

(
来
等
中
ハ
)
(
二

O
八
九
)

そ
し
て
上
代
に
は
、
記
然
形
の
単
独
の
接
続
用
法
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り

ノ
¥来

ら
め
、

で

ツ
バ
メ
が
今
頃
飛
ん
で
来
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
」
と
い
う

意
味
に
な
り
、
「
時
に
な
り
ぬ
」
は
雁
に
と
っ
て
故
郷
に
帰
る
べ
き
と
き
に

な
っ
た
、
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
も
、
相
変
わ
ら
ず
〈
イ
)
の

問
題
は
残
っ
て
い
る

門
口
〕
最
後
に
、
再
び
漢
字
表
記
に
つ
い
て
、
カ
リ
ガ
ネ
と
対
で
あ
る
こ
と
を

積
掻
的
に
考
え
合
わ
せ
て
み
よ
う
c

カ
リ
ガ
ネ
は

と
い
う
こ
と
で
、

躍
の
鳴
き
声
と
い
う
意
味
の
用
例
も
あ
る
し
、
転
じ
て
膝
そ
の
も
の
を
意
味

す
る
鰐
も
万
葉
集
に
あ
る
。
こ
の
四

四
四
番
の
歌
で
の
用
法
は
後
者
、
す

な
わ
ち
鳥
の
名
称
と
い
う
こ
と
で
い
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
語
源
の
こ

と
は
ひ
と
ま
ず
考
え
ず
、
カ
リ
ガ
ネ
と
い
う
鳥
の
名
称
の
漢
字
表
記
が
{
カ

f燕J語形ノート

リ
!
?
カ
リ
の
運
動
〈
鳴
く
〉
〕
と
い
う
形
で
議
掛
か
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、

ツ
バ
ク
ラ
メ
(
ツ
バ
ヒ
ラ
コ
)
と
い
う
名

称
の
漢
字
表
記
の
中
に
も
、

ツ
バ
メ
の
主
要
な
運
動
〈
飛
ん
で
来
る
〉
を
視
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覚
的
に
盛
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

報
対
〈
つ
ば
く
ら
め
)
持
部
成
奴
等

(
か
り
が
ね
)
者

本
郷
忠
都
追

雲
路
陪
一

注

(
1
)
成
立
時
期
は
小
学
揺
三
口
本
古
典
文
学
全
集
歌
論
集
b

「
後
頼
髄
脳
い
解

題
の
犠
本
不
美
男
説
に
よ
る
。

(
2
)
著
者
の
藤
原
範
策
は
一
一
六
五
年
没
。
成
立
時
期
は
滝
津
貞
夫
説
会
日
本

語
学
研
究
事
典
h

「
和
歌
童
蒙
抄
」
)
に
よ
る
。

(
3
)
吋
専
経
韻
文
藤
本
日
本
書
紀
本
文
・
訓
点
総
索
引
』
(
活
環
晴
通
解
説
、

八
木
書
脂
、
一
一

O
O七
)
に
よ
る
。

(
4
)
『
尊
経
関
善
本
影
印
集
成
お
釈
日
本
紀
一
一
正
(
八
木
喜
路
、

図
3
参
照
。
ラ
と
ク
の
間
の
太
糠
を
ど
う
解
す
る
か
。

一O
O四)。

図3

(
5
)
吋
日
本
語
学
研
究
事
典
』
「
釈
日
本
紀
」
前
白
書
棋
執
筆
。

(
6
)
『
新
訂
増
捕
国
史
大
系
第
八
巻
b

「
釈
日
本
紀
」
凡
例
。

(
7
)

コ
ヒ
(
恋
)
を
「
彊
悲
」
と
書
く
類
。
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