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                     １ 

 
 
 
 
 

柿
本
人
麻
呂
「
近
江
荒
都
歌
」
に
お
け
る
道
行 

 

  
 
 

 
  近

江
の
荒
れ
た
る
都
に
過
る
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌 

 
 

玉
だ
す
き 

畝
傍
の
山
の 
橿
原
の 

聖
の
御
代
ゆ
（
或
は
云
ふ
、
「
宮
ゆ
」
） 

生
れ
ま
し
し 

神
の
こ
と
ご
と 

つ
が
の
木
の 
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
し
を
（
或
は
云

ふ
、
「
め
し
け
る
」
） 

天
に
み
つ 
大
和
を
置
き
て 

あ
を
に
よ
し 

奈
良
山
を
越
え
（
或
は

云
ふ
、
「
そ
ら
み
つ 

大
和
を
置
き 

あ
を
に
よ
し 

奈
良
山
越
え
て
」
） 

い
か
さ
ま
に 

思

ほ
し
め
せ
か
（
或
は
云
ふ
、
「
思
ほ
し
け
め
か
」
） 
天
離
る 

鄙
に
は
あ
れ
ど 

石
走
る 

近

江
の
国
の 

楽
浪
の 

大
津
の
宮
に 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
け
む 

天
皇
の 

神
の
尊
の 

大
宮
は 

こ
こ
と
聞
け
ど
も 

大
殿
は 

こ
こ
と
言
へ
ど
も 
春
草
の 

繁
く
生
ひ
た
る 

霞

立
ち 

春
日
の
霧
れ
る
（
或
は
云
ふ
、「
霞
立
ち 

春
日
か
霧
る 
夏
草
か 

繁
く
な
り
ぬ
る
」
） 

も
も
し
き
の 

大
宮
所 

見
れ
ば
悲
し
も
（
或
は
云
ふ
、
「
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
」
） 

（
１
・
二

九
） 

 
 
 
 

反
歌 

 
 

楽
浪
の 

志
賀
の
唐
崎 

幸
く
あ
れ
ど 

大
宮
人
の 

船
待
ち
か
ね
つ 

（
１
・
三
〇
） 

 
 

楽
浪
の 

志
賀
の
（
一
に
云
ふ
、
「
比
良
の
」
）
大
わ
だ 

淀
む
と
も 

昔
の
人
に 

ま
た
も
逢

は
め
や
も
（
一
に
云
ふ
、
「
逢
は
む
と
思
へ
や
」
） 

（
１
・
三
一
） 

  
 
 
 
 

は
じ
め
に 

 

『
日
本
文
学
大
辞
典

（
１
）

』
に
よ
る
と
、
道
行
の
名
義
と
は
、 

 
 

「
萬
葉
集
」
に
、「
わ
か
け
れ
ば
道
行
し
ら
じ
」
（
５
・
九
〇
五 

山
上
憶
良 

筆
者
注
）
の
歌 

 

― 

研 

究 

ノ 

ー 

ト 

と 

し 

て 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曾 

田 

友 

紀 

子 
 

 
 

が
あ
り
、
「
道
行
」
を
冠
し
た
熟
語
も
「
萬
葉
集
」
以
下
の
歌
文
に
も
見
え
て
来
る
。
名
称
と
し 
 
 

て
は
伎
楽
の
「
道
行
」
に
出
発
し
て
演
出
上
に
用
ひ
ら
れ
、
延
い
て
国
文
学
に
於
け
る
特
殊
な 

展
開
を
遂
げ
た
表
現
形
式
を
然
か
呼
ぶ
に
至
っ
た
。
表
現
の
内
容
を
主
と
し
て
考
へ
る
場
合
は 

「
道
行
」
、
表
現
の
形
式
を
主
と
し
て
呼
ぶ
場
合
は
「
道
行
文
」
と
云
ふ
。 

で
あ
る
と
さ
れ
、
沿
革
の
項
目
に
〔
前
期
〕
と
し
て
、 

 
 

「
古
事
記
」「
日
本
書
紀
」
の
歌
謡
よ
り
「
萬
葉
集
」
に
至
る
も
の
、
主
人
公
或
は
自
己
の
経
過 

す
る
土
地
を
謡
ひ
続
け
て
道
の
進
行
を
表
は
し
、
そ
れ
が
一
つ
の
漸
層
的
な
効
果
を
生
じ
、
強 

調
し
て
終
る
表
現
の
中
心
を
そ
れ
だ
け
強
く
印
象
づ
け
る
歌
詞
で
、
土
地
の
名
に
は
枕
詞
の
外
、 

或
る
形
容
語
句
が
添
へ
ら
れ
た
り
す
る
。 

と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
意
味
で
道
行
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
い
。 

た
だ
し
、
続
く
同
書
の
〔
本
期
〕
と
し
て
、 

 
 

道
行
の
源
流
は
、
今
様
歌
謡
に
求
む
べ
き
で
あ
る
が
、
心
理
的
に
は
、
平
安
時
代
中
期
以
降
、 

急
速
に
交
通
が
発
展
し
た
結
果
と
し
て
地
理
的
な
興
味
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
原
因
す
る
と
考 

へ
ら
れ
る
。 

と
い
う
の
が
一
般
的
な
「
道
行
」
と
す
る
と
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
記
紀
歌
謡
、
万
葉
歌
の
場
合
は 

微
妙
に
食
い
違
う
。 

 

形
式
面
で
は
、
長
歌
の
な
か
で
、 

 
 

枕
詞
＋
地
名
＋
を
過
ぎ
（
を
越
え
） 

の
よ
う
に
、
場
所
の
提
示
や
移
動
が
二
回
以
上
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
場
合
を
、
原
則
的
に
道
行
ま
た 

は
道
行
形
式
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 
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本
稿
で
は
、
柿
本
人
麻
呂
「
近
江
荒
都
歌
」
の
道
行
形
式
が
、
長
歌
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に 

機
能
し
て
い
る
の
か
考
察
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
従
来
、
長
歌
冒
頭
の
皇
統
譜
に
続
く
道
行
部 

分
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
さ
れ
て
き
た
。
果
た
し
て
近
江
荒
都
歌
の
道
行
部
分
は
、
大
き 

な
意
味
を
も
つ
こ
と
の
な
い
修
辞
的
要
素
の
強
い
導
入
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
神
話
を
髣
髴
さ
せ
る
壮 

大
な
規
模
で
王
権
を
語
り
、
皇
統
譜
に
よ
り
荘
厳
な
重
み
を
も
た
せ
る
表
現
な
の
か
。
あ
る
い
は
人 

麻
呂
が
実
際
に
た
ど
っ
た
行
程
に
即
し
、
放
浪
す
る
天
智
の
姿
を
暗
黙
の
う
ち
に
伝
え
る
こ
と
を
企 

図
し
て
選
ば
れ
た
形
式

（
２
）

だ
っ
た
の
か
。
道
行
形
式
を
考
察
す
る
た
め
に
、
そ
の
発
生
か
ら
展
開
ま
で 

を
記
紀
歌
謡
と
万
葉
集
の
な
か
に
た
ど
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。 

 

一 

記
紀
歌
謡
に
お
け
る
道
行 

 
 

 

 

ま
ず
、
記
紀
歌
謡
の
道
行
を
み
て
い
こ
う
。
い
わ
ゆ
る
道
行
の
詞
章
を
含
む
歌
謡
は
、
山
路
平
四
郎

（
３
）

に
よ
れ
ば
次
の
四
例
で
あ
る
。
こ
の
四
首
を
手
が
か
り
に
、
道
行
の
詞
章
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し

て
い
る
の
か
考
え
た
い
。 

① 

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
御
火
焼
之
老
人
と
の
問
答
歌
（
記
二
六
、
二
七
）
（
紀
25
、
26
） 

② 

応
神
天
皇
の
御
歌
（
記
四
三
） 

③ 

石
之
日
賣
の
御
歌
（
記
五
九
） 

④ 

影
媛
の
歌
（
紀
94
） 

 
 《

資
料
１
》 

道
行
部
分
に
傍
線
を
付
し
て
示
す
。 

①
（
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
相
模
国
か
ら
甲
斐
に
出
、
酒
折
宮
で
御
火
焼
の
老
人
と
問
答
し
た
歌
） 

 
 

新
治 

筑
波
を
過
ぎ
て 

幾
夜
か
寝
つ
る
（
記
二
六
） 

 
 

か
が
な
べ
て 

夜
に
は
九
夜 

日
に
は
十
日
を
（
記
二
七
） 

②
（
応
神
天
皇
が
、
丸
邇
之
比
布
礼
能
意
富
美
の
女
宮
主
矢
河
枝
比
売
に
よ
み
か
け
た
歌
） 

 
 

こ
の
蟹
や 

何
処
の
蟹 

百
伝
ふ 

角
賀
の
蟹 

横
去
ら
ふ 

伊
知
遅
島 

美
島
に
着
き 

鳰

鳥
の 

潜
き
息
づ
き 

し
な
だ
ゆ
ふ 

佐
佐
那
美
路
を 

す
く
す
く
と 

我
が
行
ま
せ
ば
や 

木
幡
の 

路
に 

遇
は
し
し
嬢
女 

後
方
（
う
し
ろ
で
）
は 

小
楯
ろ
か
も 

歯
竝
は 

椎
菱

な
す 

櫟
井
の 

和
邇
坂
の
土
を 

初
土
は 

膚
赤
ら
け
み 

底
土
（
し
は
に
）
は 

に
黒
き

故 

三
つ
栗
の 

そ
の
中
つ
土
を 

か
ぶ
つ
く 

眞
火
に
は
富
て
ず 

眉
書
き 

こ
に
書
き
垂

れ 

遇
は
し
し
女 

か
も
が
と 

我
が
見
し
兒
に 

う
た
た
け
だ
に 

向
か
ひ
居
る
か
も 

い

添
ひ
居
る
か
も
（
記
四
二
） 

↓
万
葉
集
（
16
・
三
八
八
六
） 

③
（
石
之
日
賣
が
紀
伊
国
に
出
か
け
た
留
守
に
仁
徳
が
八
田
若
郎
女
を
寵
愛
し
た
こ
と
を
怒
り
、
故

郷
に
帰
る
と
き
の
歌
） 

 
 

つ
ぎ
ね
ふ
や 

山
代
川
を 

宮
上
り 

我
が
上
れ
ば 

あ
を
に
よ
し 

奈
良
を
過
ぎ 

小
楯 

倭
を
過
ぎ 

我
が
見
が
欲
し
国
は 

葛
城
高
宮 

我
家
の
あ
た
り
（
記
五
九
） 

④
（
武
烈
天
皇
に
恋
人
鮪
臣
を
殺
さ
れ
た
影
媛
が
そ
の
場
所
に
か
け
つ
け
て
う
た
っ
た
と
さ
れ
る
歌
） 

 
 

石
の
上 

布
留
を
過
ぎ
て 

薦
枕 

高
橋
過
ぎ 

物
多
に 

大
宅
過
ぎ 

春
日 

春
日
を
過
ぎ 

妻
隠
る 

小
佐
保
を
過
ぎ 

玉
笥
に
は 

飯
さ
へ
盛
り 

玉
盌
に
は 

水
さ
へ
盛
り 

泣
き
沾

ち 

行
く
も 

影
媛
あ
は
れ
（
紀
９
４
） 

  

①
の
「
新
治 

筑
波
を
過
ぎ
て
」
は
、
本
稿
の
定
義
で
は
道
行
に
該
当
し
な
い
が
、
山
路
『
評
釈
』

で
は
道
行
形
式
と
し
て
扱
い
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
問
歌
は
「
地
名
尽
く
し
の
道
行
形
式
歌
を
母
胎
と

す
る
机
上
の
発
想
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
④
の
影
媛
の
歌
を
道
行
形
式
の
母
胎
と
し
て
と
ら
え
、
続

け
て
③
は
「
こ
の
手
法
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
た
も
の
」
と
し
て
い
る
。
山
路
は
、
道
行
の
歌
謡
が

生
ま
れ
た
の
は
「
民
衆
の
間
に
地
理
的
な
関
心
が
高
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
起

源
は
、
放
浪
的
な
芸
能
に
随
伴
し
た
歌
謡
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
推
測
し
、
「
大
化
改
新
以
後
、
中
央
集

権
化
が
進
み
、
中
央
を
中
心
に
地
域
と
地
域
と
の
交
通
が
開
け
て
、
民
衆
の
間
に
も
未
知
の
地
に
対

す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
と
、
諸
国
を
遍
歴
す
る
芸
能
者
が
、
民
衆
の
興
味
に
答
え
て
上
演
す
る

そ
の
土
地
そ
の
土
地
に
応
じ
た
地
名
を
、
そ
の
本
来
の
芸
能
歌
謡
に
よ
み
込
ん
だ
も
の
が
、
伝
播
し
、

伝
誦
さ
れ
て
ゆ
く
う
ち
に
、
表
現
の
一
つ
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
。 
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一
方
、
野
田
浩
子
は
③
を
道
行
と
国
見
の
土
地
ぼ
め
と
が
結
び
つ
い
た
形
と
し
、「
こ
の
歌
を
一
首

統
一
主
題
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
た
め
に
は
道
行
が
、
そ
の
通
過
地
を
否
定
し
て
結
句
の
到
達
地
を

称
揚
す
る
と
い
う
讃
性
、
祝
福
性
に
連
な
る
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
し
、「
当

面
歌
に
お
い
て
、
道
行
が
土
地
ぼ
め
に
連
な
る
表
現
と
し
て
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
葬
送
の
道
筋
を
述

べ
る
と
い
う
道
行
の
捉
え
方
で
は
、
抱
括
で
き
な
い
祝
福
性
を
持
つ
」
と
述
べ
る

（
４
）

。
野
田
は
④
を
葬

送
の
歌
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
「
飯
を
盛
り
、
水
を
盛
り
」
の
部
分
で
あ
っ
て
、
「
道
行
詞
章
が
古
代

の
葬
送
の
道
筋
を
示
す
野
辺
送
り
の
歌
か
ら
生
じ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
言

う
。
た
だ
、
野
田
も
葬
送
の
道
筋
を
よ
む
と
い
う
「
漂
白
・
死
に
か
か
わ
る
も
の
」
と
の
関
連
を
否

定
は
せ
ず
、「
道
行
詞
章
が
祝
意
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
が
原
初
的
な
も
の
で
、
何
ら
か
の
価
値
の

転
換
の
中
で
漂
白
と
い
う
悲
愁
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
」
と

述
べ
て
い
る
。 

 

山
路
が
土
地
へ
の
関
心
と
い
う
人
々
の
要
求
に
応
え
て
経
過
地
を
う
た
う
芸
謡
を
出
発
点
と
し
、

そ
れ
を
圧
縮
し
て
様
式
化
し
た
①
へ
の
流
れ
を
想
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
野
田
は
、
国
ぼ
め
と
い

う
支
配
者
の
存
在
を
前
提
に
道
行
形
式
に
本
来
的
な
祝
福
性
を
認
め
、
④
は
何
ら
か
の
手
の
加
え
ら

れ
た
歌
謡
と
し
て
み
る
。
両
者
の
説
は
相
容
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
本
来
、
道
行
形
式
の
も
っ
て

い
た
祝
意
性
が
薄
れ
た
段
階
で
、
芸
謡
に
伴
う
歌
と
し
て
、
自
ら
の
来
歴
を
語
り
、
道
の
り
の
遠
さ

を
訴
え
、
到
達
し
た
地
に
お
け
る
慰
労
や
歓
迎
を
求
め
る
歌
表
現
に
変
容
し
て
い
っ
た
と
想
定
す
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
活
か
し
つ
つ
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
山
路
の

い
う
「
諸
国
を
遍
歴
す
る
芸
能
者
」
の
母
胎
に
つ
い
て
は
、
後
に
紹
介
す
る
土
橋
寛
の
説
を
援
用
し
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
山
路
、
野
田
、
土
橋
三
者
の
説
を
統
合
し
て
、
当
面
は
道
行
形
式
の
成
り
立
ち

を
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。 

少
な
く
と
も
、
祝
意
が
主
眼
と
な
る
道
行
形
式
は
、
支
配
者
の
立
場
か
ら
経
由
地
に
挨
拶
し
つ
つ

到
達
地
を
称
揚
す
る
意
味
合
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
あ
る
時
期
以
降
の
道
行
で
は
、
道
中
の

難
儀
を
訴
え
、
そ
の
労
苦
が
報
わ
れ
る
こ
と
を
乞
う
て
い
る
印
象
が
強
い
。 

③
の
磐
姫
の
歌
が
、
奈
良
で
も
な
く
大
和
で
も
な
く
、
葛
城
と
い
う
本
貫
地
を
称
え
て
い
る
の
に

対
し
、
②
の
初
め
の
一
〇
句
は
丸
邇
氏
の
部
民
で
あ
る
越
前
の
丸
邇
部
の
海
人
が
、
大
和
の
丸
邇
氏

の
祝
い
事
の
場
に
、
蟹
の
御
贄
を
携
え
て
は
る
ば
る
出
て
き
て
奏
し
た
ホ
カ
ヒ
歌
の
詞
章
で
あ
る
ら

し
い
と
土
橋
寛
は
い
う

（
５
）

。 

土
橋
は
ま
た
、
②
や
万
葉
集
の
乞
食
者
の
歌
に
道
行
形
式
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。 

 
 

地
名
を
列
挙
す
る
国
讃
め
歌
を
含
め
て
、
列
挙
的
手
法
は
寿
歌
の
特
長
で
あ
る
か
ら
、
ホ
カ
ヒ

歌
と
し
て
蟹
の
歌
の
道
行
き
も
そ
の
系
列
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
面
単
な
る
地

名
で
な
く
、
経
過
す
る
地
名
を
列
挙
す
る
道
行
き
の
手
法
は
独
自
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
辺
地
の
隷
属
民
た
る
海
人
が
中
央
の
豪
族
に
御
贄
と
寿
歌
を
奉
る
古
代
儀
礼

を
基
盤
と
し
、
寿
歌
の
列
挙
的
手
法
の
新
し
い
発
展
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
（
前
掲
論
文
） 

山
路
が
「
芸
謡
」
と
い
い
な
が
ら
そ
の
内
実
に
は
言
及
し
て
い
な
い
点
を
土
橋
論
で
補
い
、
隷
属 

す
る
人
々
の
豪
族
へ
の
儀
礼
の
一
環
と
し
て
芸
謡
の
出
自
を
想
定
し
て
よ
い
な
ら
、
如
上
の
三
者
の

論
を
合
体
融
合
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
道
行
形
式
の
成
り
立
ち
と
本
来
的
意
味
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 特

に
、
土
橋
説
を
重
視
す
る
と
、
③
、
④
の
二
首
は
物
語
歌
と
さ
れ
る
か
ら
、
独
立
歌
謡
と
さ
れ

る
②
や
万
葉
集
の
蟹
の
歌
と
は
事
情
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
寿
歌
の
列
挙
的
手
法
と
、
隷
属
す
る

立
場
の
人
々
の
物
品
献
上
に
伴
う
自
ら
の
道
程
報
告
を
兼
ね
た
歌
舞
の
奉
納
と
の
二
つ
の
要
素
が
重

な
っ
て
、
蟹
の
道
行
き
の
部
分
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
②
の
応
神
天
皇
の
求
婚
の

歌
は
本
来
和
邇
氏
の
部
民
が
奏
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
蟹
の
道
行
き
部
分
を
踏
ま
え
、
求
婚
者

へ
の
呼
び
か
け
を
行
う
支
配
者
を
歌
謡
の
主
体
と
す
る
こ
と
に
矛
盾
や
齟
齬
は
な
い
。 

 

③
や
④
を
物
語
歌
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
来
石
之
日
賣
や
影
媛
の
う
た
っ

た
と
す
る
歌
謡
で
は
な
く
と
も
、
③
は
葛
城
氏
に
よ
る
本
貫
地
賛
美
、
④
は
葬
送
の
列
に
連
な
る
遺

族
を
描
く
挽
歌
的
歌
謡
ま
た
は
葬
歌
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
歌
謡
が
記
紀
の
述

作
者
が
物
語
に
合
わ
せ
て
一
か
ら
作
り
上
げ
た
と
は
想
定
し
難
い
。
③
に
は
野
田
の
い
う
祝
意
性
が
、
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④
に
は
悲
愁
性
が
漂
い
、
そ
の
悲
愁
性
は
、
土
橋
の
い
う
「
辺
地
の
隷
属
民
た
る
海
人
が
中
央
の
豪

族
に
御
贄
と
寿
歌
を
奉
る
古
代
儀
礼
を
基
盤
と
」
す
る
蟹
の
歌
の
道
行
き
の
型
に
内
在
す
る
情
感
に

共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寿
歌
と
し
て
形
成
さ
れ
た
形
式
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
服
属
す
る
側

か
ら
奏
上
さ
れ
る
場
合
に
は
、
到
達
地
へ
の
賛
美
の
意
味
よ
り
、
列
挙
さ
れ
る
経
由
地
の
多
さ
か
ら

道
の
り
の
遠
さ
が
押
し
出
さ
れ
、
遠
隔
地
か
ら
の
旅
の
長
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
族
長
や
王
自
身
を
主

体
と
す
る
道
行
以
外
の
道
行
の
詞
章
が
、
や
が
て
悲
愁
性
を
漂
わ
せ
る
表
現
と
な
る
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
悲
愁
性
と
い
う
用
語
は
筆
者
に
は
馴
染
ま
な
い
の
で
、
枕
詞
を
冠
し
て
う
た
わ
れ
る
経
過
地

が
重
な
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
到
達
地
ま
で
の
距
離
の
は
る
け
さ
が
強
調
さ
れ
、
結
果
と
し
て
遠
け

れ
ば
遠
い
ほ
ど
道
中
の
疲
れ
の
重
さ
や
思
い
の
深
さ
が
し
の
ば
れ
る
様
式
と
し
て
道
行
形
式
を
理
解

す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

③
、
④
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
歌
謡
と
し
て
の
側
面
を
も
ち
な
が
ら
、
物
語
に
取
り
入
れ
ら
れ

る
に
あ
た
っ
て
、
編
纂
者
の
手
が
加
え
ら
れ
て
現
在
見
ら
れ
る
歌
謡
に
改
変
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
、

実
態
に
近
い
推
測
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
存
し
な
い
何
ら
か
の
物
語
や
儀
礼
の
な
か
に

生
き
て
い
た
歌
謡
を
多
少
の
手
を
入
れ
て
、
記
紀
歌
謡
に
組
み
込
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
道
行
形
式
の
も

つ
二
つ
の
特
徴
が
損
な
わ
れ
ず
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
前
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い

た
歌
謡
で
は
あ
っ
て
も
、
現
在
の
姿
に
改
変
さ
れ
て
物
語
の
一
部
と
し
て
置
か
れ
た
時
期
は
、
万
葉

集
の
歌
よ
り
新
し
い
可
能
性
が
あ
る
。
記
紀
編
纂
期
は
初
期
万
葉
、
人
麻
呂
の
活
躍
期
よ
り
後
の
奈

良
時
代
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

 

二 

万
葉
集
に
お
け
る
道
行 

 
 

こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
も
っ
て
、
次
に
万
葉
歌
の
道
行
を
み
て
い
こ
う
。 

 

一
般
的
に
万
葉
長
歌
の
中
で
道
行
形
式
を
も
つ
と
数
え
ら
れ
る
作
品
は
、
次
の
五
首
で
あ
る
。
結

論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
多
く
が
羈
旅
発
想
の
歌
で
あ
り
、
人
麻
呂
の
活
躍
期
以
前
に
作
ら
れ

た
確
実
な
例
は
な
く
、
人
麻
呂
以
降
の
歌
と
さ
れ
る
な
か
に
も
古
体
の
歌
謡
的
な
表
現
の
一
つ
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。 

ａ
１
・
ａ
２
（
13
・
三
二
三
〇
、
三
二
三
一
） 

 

奈
良
か
ら
吉
野
へ
と
巵
従
し
た
際
の
賀
歌
、
元
正
ま
た
は
聖
武
時
代
。 

 
 

ｂ
１
・
ｂ
２
（
13
・
三
二
三
六
、
三
二
三
七
）
） 

 

大
和
の
男
が
遠
く
近
江
に
住
む
女
の
所
に
通
う
際
の
歌
奈
良
朝
官
人
の
旅

の
夜
の
宴
席
な
ど
で
口
誦
さ
れ
た
歌
（
曽
倉
『
全
注

（
６
）

』
）
。 

公
用
で
行
き
来
す
る
道
筋
の
要
所
要
所
を
挙
げ
て
旅
の
安
全
を
願
う
歌 

（
伊
藤
『
釋
注

（
７
）

』
）
。 

 
 

ｃ
１
・
ｃ
２
（
13
・
三
二
四
〇
、
三
二
四
一
） 

 

穂
積
老
の
越
前
方
面
へ
の
配
流
行
を
う
た
っ
た
悲
歌
（
左
注 

或
本
）。 

笑
い
を
伴
っ
た
、
旅
の
夜
の
宴
の
楽
し
み
と
し
て
、
妻
か
ら
遠
く
離
れ
た 

男
の
心
情
を
誇
張
し
て
歌
っ
て
い
る
（
曽
倉
『
全
注
』
）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無
事
旅
を
終
え
て
の
慰
労
の
宴
で
披
露
さ
れ
た
長
反
歌
か
（
『
釋
注
』）
。 

 
 

ｄ
（
16
・
三
八
八
六
） 

ａ
１
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
天
皇
の
吉
野
行
幸
を
考
え
る
と
、
応
神
天
皇
、
雄
略
天
皇
の
場
合
は

伝
説
で
あ
ろ
う
し
、
斉
明
、
天
武
、
持
統
、
文
武
と
続
い
て
そ
の
後
断
絶
、
再
開
さ
れ
る
の
は
元
正

天
皇
の
養
老
七
年
（
七
二
三
）
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
に
神
亀
元
年
（
七
二
四
）、
同
二
年
（
七
二
五
）
、

天
平
八
年
（
七
三
六
）
の
行
幸
が
あ
る
。
曽
倉
『
全
注
』
も
「
奈
良
朝
の
吉
野
行
幸
の
時
の
歌
と
考

え
ら
れ
る
。
何
年
の
行
幸
で
あ
る
か
は
特
定
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。 

曽
倉
『
全
注
』
は
ｂ
１
に
つ
い
て
、
最
前
挙
げ
た
よ
う
に
「
奈
良
朝
官
人
の
旅
の
夜
の
宴
席
な
ど

に
お
い
て
口
誦
さ
れ
た
歌
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
一
方
、
長

歌
の
末
尾
が
五
七
七
七
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
古
さ
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
同
時
に
口
誦
性
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
「
成
立
時
期
の
新
古
、
表
現
や
発
想
の

新
古
と
は
別
に
、
古
い
由
来
を
持
つ
型
が
口
誦
の
歌
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
見
て
良
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
」
と
す
る
。
道
行
形
式
は
、
口
誦
文
学
の
長
歌
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
り
、
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ｂ
１
自
体
は
奈
良
時
代
の
成
立
で
も
、
そ
の
原
型
に
な
る
よ
う
な
道
行
形
式
の
口
誦
性
の
高
い
歌
謡

的
作
品
が
歌
い
継
が
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。 

ま
た
ｂ
２
に
つ
い
て
も
「
逢
坂
山
が
境
の
山
と
し
て
強
く
万
葉
歌
人
に
意
識
さ
れ
る
の
は
、
お
お

む
ね
奈
良
朝
に
な
っ
て
か
ら
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
」
と
曽
倉
は
い
う
。
ｃ
１
に
つ
い
て
は
人
麻
呂

作
品
の
語
句
が
幾
つ
か
借
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
麻
呂
以
後
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ｄ

は
道
行
部
分
が
前
掲
応
神
天
皇
の
歌
に
重
な
り
、
芸
謡
と
し
て
万
葉
集
に
採
録
さ
れ
た
時
期
は
新
し

く
と
も
、
古
く
か
ら
さ
れ
て
き
た
伝
誦
歌
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
ｂ
１
同
様
、
末
尾
が
五
七
七

七
で
終
わ
っ
て
い
る
。 

以
上
の
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
道
行
形
式
か
ら
は
、
一
首
一
首
の
作
品
の
表
現
の
も
つ
特
徴
が
示
す

時
代
性
と
成
立
年
代
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
が
看
取
で
き
、
ａ
、
ｂ
は
奈
良
朝
に
入
っ
て

か
ら
、
ｃ
も
人
麻
呂
以
後
の
成
立
と
推
測
で
き
る
。
ｄ
は
芸
謡
の
流
れ
を
汲
む
歌
謡
的
作
品
と
し
て
、

採
録
さ
れ
た
時
期
は
新
し
く
て
も
、
歌
柄
に
は
古
体
を
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
、
ｄ
の
み
が
「
乞
食

者
詠
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
の
宴
席
歌
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
土
橋
前
掲
書
の
い
う
「
寿
歌

の
列
挙
的
手
法
の
新
し
い
発
展
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
到
達
地
を
賛
美
す
る

道
行
形
式
の
残
照
を
と
ど
め
る
。 

 

万
葉
集
の
道
行
形
式
を
み
て
く
る
と
、
人
麻
呂
が
近
江
荒
都
歌
を
製
作
し
た
時
点
の
道
行
形
式
で

は
、
野
田
の
い
う
祝
福
性
、
祝
意
性
が
、
た
と
え
ば
ｄ
に
お
け
る
よ
う
に
、
人
々
の
意
識
の
根
底
に

い
ま
だ
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
、
ａ
か
ら
ｃ
の
長
歌
で
は
、
悲
愁
性
と
称
せ
る

か
ど
う
か
さ
て
お
き
、
長
旅
を
ふ
り
返
り
遠
路
や
っ
て
き
た
旅
路
に
思
い
を
馳
せ
る
感
慨
が
流
れ
て

い
る
。
古
い
由
来
を
も
つ
口
誦
的
詞
章
と
し
て
宴
席
歌
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
、
道
行
形

式
は
、
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
付
与
す
る
道
行
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、 

当

時
す
で
に
古
め
か
し
い
印
象
を
与
え
る
表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
共
通
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

す
る
と
、
当
時
す
で
に
古
体
の
修
辞
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
道
行
と
い
う
形
式
を
、
人
麻
呂
は

敢
え
て
近
江
荒
都
歌
に
採
用
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

 

万
葉
集
全
体
を
見
渡
し
て
も
、
ｄ
の
よ
う
な
伝
誦
歌
を
除
い
て
近
江
荒
都
歌
に
先
行
し
て
作
ら
れ

た
道
行
形
式
の
歌
は
な
い
こ
と
か
ら
、
古
体
の
歌
謡
の
手
法
を
復
活
さ
せ
た
人
麻
呂
の
歌
作
り
の
一

環
と
し
て
近
江
荒
都
歌
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。 

《
資
料
２
》 

道
行
部
分
に
傍
線
を
付
し
て
示
す
。 

ａ
１
弊
帛
（
み
て
く
ら
）
を 

奈
良
よ
り
出
で
て 

水
蓼
（
み
ず
た
で
） 

穂
積
に
至
り 

鳥
網
張

る 

坂
手
を
過
ぎ 

石
橋
の 

神
南
備
山
に 

朝
宮
に 

仕
へ
奉
り
て 

吉
野
へ
と 

入
り
ま

す
見
れ
ば 

古
思
ほ
ゆ
（
13
・
三
二
三
〇
） 

 
 

反
歌 

ａ
２
月
も
日
も 

変
は
ら
ひ
ぬ
と
も 

久
に
経
る 

三
諸
の
山
の 

離
宮
所
（
と
つ
み
や
と
こ
ろ
）

（
13
・
三
二
三
一
） 

 
 
 
 

右
の
二
首
、
た
だ
し
、
或
本
の
歌
に
曰
く
、
「
旧
き
都
の 

離
宮
所
」
と
い
ふ
。 

ｂ
１
そ
ら
み
つ 

大
和
の
国 

あ
を
に
よ
し 

奈
良
山
越
え
て 

山
背
の 

筒
木
の
原 

ち
は
や
ぶ

る
宇
治
の
渡
り 

岡
屋
の 

阿
後
尼
の
原
を 

千
年
に 

欠
く
る
こ
と
な
く 

万
代
に 

あ
り

通
は
む
と 

山
科
の 

石
田
の
社
の 

皇
神
（
す
め
が
み
）
に 

幣
取
り
向
け
て 

我
は
越
え

行
く 

逢
坂
山
を
（
13
・
三
二
三
六
） 

 
 
 
 

或
本
の
歌
に
曰
く 

ｂ
２
あ
を
に
よ
し 

奈
良
山
過
ぎ
て 

も
の
の
ふ
の 

宇
治
川
渡
り 

娘
子
ら
に 

逢
坂
山
に 

手

向
け
く
さ 

幣
取
り
置
き
て 

我
妹
子
に 

近
江
の
海
の 

沖
つ
波 

来
寄
る
浜
辺
を 

く
れ

く
れ
と 

ひ
と
り
そ
我
が
来
る 

妹
が
目
を
欲
り
（
13
・
三
二
三
七
） 

 
 
 
 

反
歌 

ｂ
３
逢
坂
を 

う
ち
出
で
て
見
れ
ば 

近
江
の
海 

白
木
綿
花
に 

波
立
ち
渡
る
（
13
・
三
二
三
八
） 

ｃ
１ 

大
君
の 

命
恐
み 

見
れ
ど
飽
か
ぬ 

奈
良
山
越
え 

真
木
積
む 

泉
の
川
の 

速
き
瀬
を 

棹
さ
し
渡
り 

ち
は
や
ぶ
る 

宇
治
の
渡
り
の 

激
つ
瀬
を 

見
つ
つ
渡
り
て 

近
江
道
の 

手
向
し
て 

我
が
越
え
行
け
ば 

楽
浪
の 

志
賀
の
唐
崎 

幸
く
あ
ら
ば 

ま
た
か
へ
り
見
む 

道
の
隈 
八
十
隈
ご
と
に 

嘆
き
つ
つ 

い
や
遠
に 

里
離
り
来
ぬ 

い
や
高
に 

山
も
越
え

来
ぬ 

剣
大
刀 
鞘
ゆ
抜
き
出
で
て 

伊
香
胡
山 

い
か
に
か
我
が
せ
む 

行
く
へ
知
ら
ず
て
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（
13
・
三
二
四
〇
） 

 
 
 
 

反
歌 

ｃ
２
天
地
を 
訴
へ
乞
ひ
祷
（
の
）
み 

幸
く
あ
ら
ば 

ま
た
か
へ
り
見
む 

志
賀
の
唐
崎
（
13
三

二
四
一
） 

ｄ
万
葉
集
（
16
・
三
八
八
六
） 

 
 

お
し
て
る
や 

難
波
の
小
江
に 

廬
作
り 

隠
（
な
ま
）
り
て
居
る 

葦
蟹
を 

大
君
召
す
と 

何
せ
む
に 

我
を
召
す
ら
め
や 
明
け
く 

我
が
知
る
こ
と
を 

歌
人
と 

我
を
召
す
ら
め
や 

笛
吹
き
と 

我
を
召
す
ら
め
や 
琴
弾
き
と 

我
を
召
す
ら
め
や 

か
も
か
く
も 

命
受
け
む

と 

今
日
今
日
と 

明
日
香
に
至
り 
立
つ
と
も 

置
勿
に
至
り 

つ
か
ね
ど
も 

都
久
怒
に

至
り 

東
の 

中
の
御
門
ゆ 

参
り
来
て 
命
受
く
れ
ば 

馬
に
こ
そ 

ふ
も
だ
し
か
く
も
の 

牛
に
こ
そ 

鼻
緒
著
（
は
）
く
れ 

あ
し
ひ
き
の 
こ
の
片
山
の 

も
む
に
れ
を 

五
百
枝
剥

ぎ
垂
れ 

天
照
る
や 

日
の
異
に
干
し 

さ
ひ
づ
る
や 
韓
臼
に
搗
き 

お
し
て
る
や 

難
波

の
小
江
の 

初
垂
を 

辛
く
垂
れ
来
て 

陶
人
の 

作
れ
る
瓶
を 

今
日
行
き
て 

明
日
取
り

持
ち
来 

我
が
目
ら
に 

塩
塗
り
た
ま
ひ 

腊
（
き
た
ひ
）
は
や
す
も 

腊
は
や
す
も 

 
 
 
 

右
の
歌
一
首
、
蟹
の
た
め
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
。 

 
 

 
 
 

三 

近
江
荒
都
歌
の
道
行 

  

煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
、
異
伝
を
省
略
し
て
近
江
荒
都
歌
の
道
行
部
分
の
前
後
を
抜
き
出
し
て
み 

よ
う
。 

 
 

玉
だ
す
き 

畝
傍
の
山
の 

橿
原
の 

聖
の
御
代
ゆ 

生
れ
ま
し
し 

神
の
こ
と
ご
と 

つ
が 

の
木
の 

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
し
を 

 
 

天
に
み
つ 

大
和
を
置
き
て 

 

 
 

あ
を
に
よ
し 

奈
良
山
を
越
え 

（
い
か
さ
ま
に 

思
ほ
し
め
せ
か 

天
離
る 

鄙
に
は
あ
れ
ど
） 

 

 
 

石
走
る 

近
江
の
国
の 

 

 
 

楽
浪
の 

大
津
の
宮
に 

 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
け
む 

天
皇
の 

神
の
尊
の 

大
宮
は 

こ
こ
と
聞
け
ど
も 

大
殿
は 

こ
こ
と
言
へ
ど
も 

 

さ
ら
に
、
地
名
の
移
動
の
み
を
記
す
と
、 

 
 

大
和 

↓ 

奈
良
山 

↓ 

（
い
か
さ
ま
に 

思
ほ
し
め
せ
か 

天
離
る 

鄙
に
は
あ
れ
ど
） 

近
江 

↓ 

大
津 

と
な
り
、
こ
の
部
分
で
は
、
原
則
的
に
畿
内
（
大
和
・
摂
津
・
河
内
・
山
背
）
に
設
置
さ
れ
て
い
た

は
ず
の
宮
都
を
、
畿
外
「
天
離
る 

鄙
」
の
地
で
あ
る
近
江
へ
移
さ
れ
た
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
地

名
や
そ
れ
に
冠
す
る
枕
詞
以
外
の
（ 

 
 

）
で
示
し
た
語
句
が
、
こ
の
形
式
の
中
に
挿
入
さ
れ
る

の
も
独
特
で
あ
る
。
「
い
か
さ
ま
に 

思
ほ
し
め
せ
か
」
は
言
わ
れ
る
よ
う
に
挽
歌
に
頻
出
す
る
慣
用

句
と
し
て
、
皇
子
の
崩
御
な
ど
関
し
て
発
せ
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
し
、「
天
離
る 

鄙
に
は
あ
れ
ど
」

と
、
天
智
の
宮
都
で
あ
っ
た
近
江
に
対
し
て
表
現
主
体
の
価
値
判
断
を
含
む
語
句
が
入
り
込
ん
で
い

る
。
そ
こ
に
見
え
隠
れ
す
る
疑
念
や
非
難
め
い
た
遷
都
へ
の
感
情
は
、「
石
走
る
」
と
い
う
枕
詞
で
払

拭
で
き
る
程
度
の
軽
さ
で
は
あ
る
ま
い
。 

 

長
歌
前
半
で
、
神
武
天
皇
以
来
脈
々
と
続
く
歴
代
の
天
皇
を
現
人
神
と
し
て
称
え
る
皇
統
譜
を
う

た
い
、
続
け
て
、
代
々
都
の
置
か
れ
て
い
た
大
和
の
地
が
天
智
天
皇
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
畿
外
に
移

さ
れ
た
と
道
行
形
式
で
描
く
。
連
綿
と
続
く
皇
統
譜
に
名
を
連
ね
な
が
ら
、
畿
内
大
和
に
宮
地
を
定

め
る
宮
都
の
連
続
性
を
断
絶
さ
せ
た
天
皇
と
し
て
、
天
智
の
不
連
続
な
あ
り
方
が
浮
か
び
あ
が
る
よ

う
な
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
空
穂
『
評
釈

（
８
）

』
が
、 

神
武
天
皇
以
来
、
都
は
す
べ
て
大
和
の
内
で
あ
つ
た
と
い
ふ
の
は
、
明
ら
か
に
強
ひ
た
こ
と
で

あ
る
。
都
は
難
波
に
も
河
内
に
も
近
江
な
ど
に
も
遷
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
明
ら
か
な
こ
と
で
、
知

識
人
で
あ
る
人
麿
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。 

と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
。
周
知
の
事
実
を
敢
え
て
ま
げ
て
ま
で
、
人
麻
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呂
は
こ
の
よ
う
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
智
に
よ
る
近
江
遷
都
を
地
理
的
移
動
と
し
て

で
な
く
、
大
和
の
地
、
宮
地
と
し
て
の
大
和
地
方
の
伝
統
を
無
視
し
、
畿
内
と
畿
外
と
の
境
界
と
意

識
さ
れ
る
奈
良
山
を
越
え
る
行
為
で
あ
っ
た
と
う
た
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 

 

《
資
料
２
》
で
示
し
た
巻
一
三
の
道
行
形
式
の
な
か
で
も
、
奈
良
山
越
え
は
大
和
か
ら
外
に
出
て

行
く
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
う
た
わ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
旅
路
の
安
寧
を
願
う
歌
と
い
う
解
釈

が
諸
注
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
境
界
を
越
え
て
、「
石
走
る 

近
江
の
国
の 

楽
浪
の 

大
津
の
宮
に
」

遷
都
し
た
「
神
の
尊
」
で
あ
る
天
智
が
、
「
大
宮
」
、
「
大
殿
」
を
造
営
し
た
と
う
た
わ
れ
、
「
春
草
の 

繁
く
生
ひ
た
る 

霞
立
ち 

春
日
の
霧
れ
る 

も
も
し
き
の 

大
宮
所
」
と
続
く
文
脈
は
春
の
陽
光

の
な
か
に
燦
然
と
輝
い
て
出
現
す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
だ
が
、
長
歌
末
尾
は
そ
れ
ら
が
灰
燼
に

帰
し
た
こ
と
を
朧
化
さ
せ
た
ま
ま
、「
見
れ
ば
悲
し
も
」
と
突
然
終
焉
を
迎
え
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
長
歌
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
ど
」
、
「
ど
も
」
な
ど
の
逆
接
の
接
続
助
詞
が
不
協
和
音

の
よ
う
に
大
団
円
に
向
け
て
の
不
吉
な
予
兆
と
し
て
、
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

長
歌
の
流
れ
を
こ
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
い
く
と
、
祝
意
性
を
も
つ
と
い
う
本
来
の
道
行
形
式
に
即

せ
ば
、
神
の
尊
で
あ
る
天
智
が
大
和
か
ら
出
発
し
て
到
達
し
た
近
江
の
都
は
、
選
ば
れ
た
祝
福
の
地

と
し
て
称
揚
さ
れ
る
べ
き
場
で
あ
っ
た
。 

前
掲
斉
藤
論
文

（
９
）

は
、
行
路
死
人
歌
に
お
い
て
死
者
と
の
問
答
に
よ
っ
て
死
の
来
歴
を
死
者
が
「
自

叙
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
江
荒
都
歌
に
お
い
て
「
「
荒
れ
た
る
都
」
の
由
来
を
問
う

こ
と
を
内
在
化
さ
せ
た
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

そ
こ
で
伝
え
聞
い
た
由
来
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
歌
の
前
半
部
、「
橿
原
の
日
知
の
御
代
」
か
ら
皇

統
を
継
ぐ
「
神
の
尊
」
た
る
天
智
天
皇
が
、
自
ら
の
「
大
宮
」
と
す
べ
き
地
を
求
め
て
道
行
し
、

そ
の
果
て
に
「
淡
海
の
国
」
に
至
っ
た
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。「
大
宮
」
は
「
天
の
下
知
ら
し

め
し
け
む
」
天
皇
の
坐
し
ま
す
場
所
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
の
由
来
は
、
天
皇
が
道
行
き
の
果

て
に
「
比
処
」
に
鎮
座
し
た
と
い
う
構
造
を
も
つ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
此
処
」
が
「
神
の
尊
」

と
し
て
の
天
智
天
皇
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
最
高
の
土
地
で
あ
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
土
地
讃

め
の
ス
タ
イ
ル
に
な
る
わ
け
だ
。 

 

荒
都
の
来
歴
を
横
死
者
の
来
歴
と
重
ね
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
点
は
じ
め
、
賛
同
で
き
な
い
部
分
が

多
い
が
、
近
江
が
天
智
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
最
高
の
地
で
あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
型
と
し
て
道
行
形

式
を
お
さ
え
て
い
る
点
、
早
い
時
期
の
指
摘
の
よ
う
な
の
で
紹
介
し
た
。 

「
天
智
天
皇
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
最
高
の
土
地
で
あ
る
」
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
か
つ

て
存
在
し
威
容
を
誇
っ
た
大
宮
、
大
殿
が
、
春
と
い
う
季
節
の
な
か
で
生
い
茂
る
草
や
漂
う
霧
の
中

に
無
残
な
姿
を
あ
ら
わ
す
と
、
近
江
荒
都
歌
は
う
た
う
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
「
選
ば
れ
た
最
高
の
地
」
が
「
見
れ
ば
悲
し
も
」
と
い
う
現
実
を
う
た
う
落
差
の
な
か
に
、

道
行
形
式
を
選
ん
だ
人
麻
呂
の
作
歌
姿
勢
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
る

ほ
ど
近
江
は
神
の
尊
で
あ
る
天
智
に
選
ば
れ
た
最
高
の
地
で
あ
っ
た
。
繁
栄
を
誇
る
べ
き
そ
の
宮
都

が
、
今
は
荒
都
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
伝
来
の
道
行
形
式
の
も
つ
祝
意
性
を
逆
手
に
と
り
、
無

残
な
近
江
の
都
の
現
風
景
を
生
々
し
く
伝
え
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
と
し
て
作
品
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
道
行
部
分
に
示

さ
れ
る
天
智
天
皇
の
宮
都
選
定
の
行
為
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。 

す
な
わ
ち
、
歴
代
天
皇
が
宮
都
を
置
き
続
け
た
大
和
か
ら
奈
良
山
を
越
え
て
畿
外
に
都
を
移
し
た

こ
と
、
祝
福
さ
れ
た
大
和
の
地
か
ら
離
れ
た
別
の
地
に
遷
都
し
た
こ
と
は
、
皇
統
譜
に
連
な
る
天
皇

に
許
さ
れ
る
行
為
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
時
の
栄
華
は
あ
っ
て
も
や
が
て
は
滅
び
、
廃

墟
と
な
る
運
命
を
た
ど
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
近
江
の
宮
都
の
も
つ
翳
り
を
、「
を
」「
ど
」「
ど
も
」

な
ど
の
接
続
助
詞
や
「
い
か
さ
ま
に
…
…
」
の
よ
う
な
い
ぶ
か
し
さ
を
含
む
語
句
に
よ
っ
て
表
現
す

る
。
過
去
、
現
在
、
未
来
へ
と
粛
々
と
続
く
は
ず
の
現
天
皇
か
ら
皇
位
継
承
者
へ
の
流
れ
は
、
淀
ん

で
し
ま
う
。
原
因
は
同
母
兄
弟
で
あ
る
天
智
天
皇
と
皇
太
子
大
海
人
皇
子
と
の
確
執
で
あ
り
、
そ
の

現
実
化
と
し
て
の
壬
申
の
乱
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
智
の
皇
子
大
友
と
、
叔
父
に
あ
た
る
皇
太
子
・

皇
太
子
に
嫁
し
た
天
智
の
娘
、
後
の
持
統
と
の
皇
位
を
め
ぐ
る
抗
争
は
、
す
で
に
決
着
を
み
て
お
り
、

皇
位
を
掌
中
に
し
た
の
は
天
武
側
で
あ
っ
た
。
乱
の
中
心
に
い
た
大
友
も
天
武
も
今
は
な
く
、
遺
さ

れ
た
持
統
の
治
世
が
や
っ
と
緒
に
つ
い
た
時
期
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
持
統
と
対
立
し
た
父
天
智
に

も
、
夫
で
あ
っ
た
天
武
に
も
、
壬
申
の
乱
に
加
わ
っ
た
誰
に
も
非
は
な
か
っ
た
と
い
う
非
現
実
的
な
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解
釈
が
、
近
江
荒
都
歌
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
同
時
に
、
壬
申
の
乱
を

闘
っ
た
者
す
べ
て
が
共
有
で
き
る
近
江
朝
滅
亡
へ
の
心
情
的
解
釈
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
要
望
に

応
え
て
人
麻
呂
が
作
成
し
た
の
が
、
天
智
の
近
江
遷
都
と
い
う
逸
脱
し
た
行
為
に
よ
る
近
江
の
宮
都

荒
廃
と
い
う
荒
都
歌
の
文
脈
で
あ
っ
た
。 

 

人
麻
呂
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
近
江
に
出
向
き
、
荒
れ
は
て
た
旧
都
を
よ
む
作
品
を
作
る
に
至
っ

た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
実
際
に
現
地
に
赴
い
た
こ
と
を
、
作
歌
の
前
提
に
想
定
す
る
必
要

も
な
い
。
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
な
ぜ
、
近
江
の
荒
れ
た
都
を
主
題
と
し
た
作
品
を
作
る

必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

そ
の
理
由
は
、
天
智
朝
の
滅
亡
と
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
て
哀
悼
の
意
を
あ
ら
わ
し
、
現
政
権

に
皇
位
が
移
っ
た
こ
と
が
当
然
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
、
天
智
朝
が
倒
さ
れ
、
天
武
が
皇
位
を
簒
奪
し
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事

実
で
は
あ
る
。
だ
が
、
近
江
荒
都
歌
で
は
、
神
武
以
来
歴
代
天
皇
の
宮
都
が
置
か
れ
た
大
和
を
離
れ

た
天
智
自
身
の
行
為
か
ら
、
自
滅
せ
ざ
る
を
得
な
い
運
命
を
た
ど
っ
た
か
の
よ
う
に
巧
み
に
構
成
さ

れ
て
い
る
。
長
歌
前
半
で
は
天
智
の
皇
位
継
承
の
正
当
性
を
保
証
し
、
道
行
形
式
に
よ
り
そ
の
天
皇

が
畿
内
を
離
れ
て
選
ん
だ
近
江
の
都
に
祝
意
を
あ
ら
わ
す
。
そ
し
て
、
大
宮
、
大
殿
は
確
か
に
出
現

し
た
。
し
か
し
、
今
現
在
は
と
い
う
順
序
で
、
遠
い
過
去
か
ら
近
い
過
去
で
あ
る
近
江
朝
、
最
後
に

持
統
朝
の
現
在
を
、 

皇
統
譜 

↓ 

神
の
尊
（
天
智
） 

↓ 

大
和
か
ら
近
江
へ
の
都
移
り 

↓ 

大
宮
・
大
殿 

↓ 

現
在
の
荒
都
の
姿 

こ
の
よ
う
な
時
間
軸
に
沿
っ
て
、
近
江
朝
の
荒
廃
は
宮
都
の
伝
統
か
ら
逸
脱
し
、
遷
都
し
た
天
智
に

は
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
帰
結
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
天
智
朝
を
批
判
す
る
こ
と
な
く
、
都
を

旧
に
復
し
て
安
定
を
回
復
し
た
と
い
う
言
外
の
意
を
漂
わ
せ
、
壬
申
の
乱
に
勝
利
し
て
王
権
を
簒
奪

し
た
現
天
武
朝
へ
の
非
難
を
も
か
わ
し
、
前
代
の
宮
都
を
悲
傷
す
る
か
た
ち
で
、
天
智
天
皇
へ
の
哀

悼
の
意
を
表
す
る
目
的
を
達
成
し
た
の
だ
と
考
え
た

い
（
１
０
）

」
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
宮
廷
歌
人
に
求
め

ら
れ
た
作
品
の
主
題
で
あ
り
、
歴
史
的
事
実
と
相
違
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
々
の
宮
都
は
大
和

に
置
か
れ
て
い
た
と
敢
え
て
長
歌
前
半
で
う
た
う
理
由
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
付
言
す
る
と
、
奈
良
か
ら
近
江
へ
の
道
行
の
主
体
が
「
天
皇
の 

神
の
尊
」
で
あ
り
、
第

一
節
で
み
て
き
た
よ
う
な
一
人
称
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
重
要
で
あ
る
。
近
江
荒
都
歌
に
お
い
て
、
第

三
者
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
道
行
形
式
の
登
場
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

  
 
 

四 

宮
廷
歌
人
と
し
て
の
表
現 

 
 

 柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
賛
歌
（
１
・
三
六
〜
三
九
）
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
一
つ

と
し
て
第
二
長
歌
に
あ
る
、
天
皇
の
「
国
見
」
に
関
す
る
表
現
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
長

歌
を
次
に
掲
げ
る
。 

 
 

や
す
み
し
し 

我
が
大
君 

神
な
が
ら 

神
さ
び
せ
す
と 

吉
野
川 

激
つ
河
内
に 

高
殿
を 

高
知
り
ま
し
て 

登
り
立
ち 

国
見
を
せ
せ
ば 

た
た
な
は
る 

青
垣
山 

や
ま
つ
み
の 

奉

る 

御
調
と 

春
へ
に
は 

花
か
ざ
し
持
ち 

秋
立
て
ば 

黄
葉
か
ざ
せ
り 

行
き
沿
ふ 

川

の
神
も 

大
御
食
に 

仕
え
奉
る
と 

上
つ
瀬
に 

鵜
川
を
立
ち 

下
つ
瀬
に 

小
網
刺
し
渡

す 

山
川
も 

依
り
て
仕
ふ
る 

神
の
御
代
か
も
（
１
・
三
八
） 

 

持
統
天
皇
が
、
生
涯
に
三
二
回
の
吉
野
行
幸
を
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴

っ
て
製
作
、
披
露
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
賛
歌
は
、
吉
野
の
山
川
を
素
材
に
長

反
歌
二
組
か
ら
な
る
。
伊
藤
『
釋

注
（
１
１
）

』
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 
 

舒
明
天
皇
の
国
見
歌
（
二
）
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
国
ぼ
め
は
、
従
来
、
天
皇
み
ず
か
ら
が
地

霊
と
向
か
い
あ
い
な
が
ら
行
な
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
、
三
六
〜
七
の
第
一
群
に

お
い
て
は
、
地
霊
と
対
等
に
向
か
い
あ
う
天
皇
の
姿
を
第
三
者
が
描
き
出
す
形
に
変
わ
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
三
八
〜
九
の
第
二
群
で
は
、
も
っ
と
徹
底
し
て
、
山
の
神
も
川
の
神
も
、
つ
ま

り
吉
野
の
地
霊
の
い
っ
さ
い
が
こ
ぞ
っ
て
現
人
神
で
あ
る
持
統
女
帝
に
仕
え
奉
っ
て
い
る
、
と

う
た
っ
て
い
る
。「
天
つ
神
」
と
「
国
つ
神
」
の
地
位
は
完
全
に
逆
転
し
、
天
皇
は
地
霊
（
自
然

神
）
を
支
配
す
る
絶
対
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
讃
美
を
言
葉
の
上
に
客
観
視
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し
た
、
言
い
か
え
れ
ば
、
讃
美
が
純
粋
に
歌
の
主
題
と
な
り
お
お
し
た
、
ま
っ
た
く
新
し
い
か

た
ち
の
讃
美
と
い
う
べ
き
で
、
宮
廷
歌
人
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ
る
人
麻
呂
の
面
目
が
躍
っ
て

い
る
。 

 

伊
藤
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
従
来
天
皇
の
一
人
称
で
発
せ
ら
れ
て
い
た
国
見
歌
の
主
体
が
、
天
皇

を
客
観
的
な
視
点
か
ら
描
く
三
人
称
へ
と
、
柿
本
人
麻
呂
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
過
程
が
吉
野
賛

歌
第
二
長
歌
に
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
は
す
で
に
『
全

注
（
１
２
）

』
で
、
第
三
者
か
ら
描
き
出
す

国
見
歌
の
表
現
性
に
つ
い
て
、 

 
 

こ
こ
で
は
天
皇
は
土
地
（
自
然
神
）
の
上
位
に
立
つ
絶
対
の
存
在
で
あ
る
。
讃
美
を
言
葉
の
上

に
客
観
視
し
た
、
言
い
か
え
れ
ば
、
讃
美
が
歌
の
主
題
と
な
り
お
お
し
た
ま
っ
た
く
新
し
い
か

た
ち
の
讃
歌
で
、
人
麻
呂
が
宮
廷
歌
人
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ
る
所
以
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
。

俗
に
言
え
ば
、
天
皇
み
ず
か
ら
は
黙
し
て
う
た
わ
ず
、
対
象
を
見
る
天
皇
の
権
威
が
描
き
出
さ

れ
て
い
る
の
で
、
天
皇
は
神
が
か
り
と
な
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
根
柢
に
「
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
」
の
思
考
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。 

と
述
べ
て
い
る
。 

 
 

 

《
資
料
３
》 

 
 
 

天
皇
、
香
具
山
に
登
り
て
望
国
し
た
ま
ふ
時
の
御
製
歌 

 
 

大
和
に
は 

群
山
あ
れ
ど 

と
り
よ
ろ
ふ 

天
の
香
具
山 

登
り
立
ち 

国
見
を
す
れ
ば 

国

原
は 

煙
立
ち
立
つ 

海
原
は 

か
ま
め
立
ち
立
つ 

う
ま
し
国
そ 

あ
き
づ
島 

大
和
の
国

は
（
１
・
二
） 

 
 

 

《
資
料
３
》
の
「
国
見
を
す
れ
ば
」
か
ら
吉
野
賛
歌
の
「
国
見
を
せ
せ
ば
」
へ
の
移
行
は
、
容
易

に
な
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

乱
暴
な
ま
と
め
方
を
す
る
と
、
御
言
持
ち
歌
人
と
い
わ
れ
る
額
田
王
が
天
皇
の
立
場
で
作
っ
た
代

作
の
時
期
を
経
て
、
宮
廷
人
を
代
表
し
て
現
人
神
と
し
て
の
天
皇
を
賛
美
す
る
宮
廷
歌
人
柿
本
人
麻

呂
が
出
現
し
、
国
見
と
い
う
天
皇
の
政
治
的
、
宗
教
的
行
事
も
天
皇
を
仰
ぐ
臣
下
の
立
場
か
ら
歌
で

表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
伊
藤
の
い
う
「
天
皇
の
姿
を
第
三
者
が
描
き
出
す
形
」
と
し

て
の
「
三
人
称
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。 

 

近
江
荒
都
歌
に
み
ら
れ
る
道
行
も
、
吉
野
賛
歌
の
国
見
に
み
ら
れ
る
も
の
と
相
似
形
を
な
す
表
現

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
該
歌
で
は
例
外
的
に
三
人
称
で
用
い
ら
れ
て
い
る
道
行
の

基
本
は
、
本
稿
第
一
節
、
第
二
節
で
み
た
よ
う
に
一
人
称
発
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
近
江
荒
都
歌
で

は
、
三
人
称
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。 

た
だ
し
、
そ
の
背
景
に
、
国
見
歌
に
お
い
て
伊
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
な
天
皇
の
権
威
が
あ
っ
た
と

単
純
に
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
確
か
め
て
お
き
た
い
の
は
、
道
行
を
三
人
称
の
か
た
ち
で
表
現
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
智
の
行
為
を
描
き
な
が
ら
、
天
智
自
身
が
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、
皇
統
譜
に
連

な
る
者
と
し
て
は
逸
脱
し
た
宮
都
の
選
択
を
行
っ
て
い
た
の
だ
と
う
た
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
な
ど
疑
義
と
も
解
釈
で
き
る
語
句
や
、
逆
接
の

助
詞
の
多
用
は
、
第
二
節
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
三
人
称
で
客
観
的
に
描
く
こ
と
を
通
し
て
、

作
品
を
享
受
す
る
側
は
、
相
対
化
さ
れ
た
天
皇
の
言
動
を
、
語
り
手
の
解
釈
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
加
味

さ
れ
た
文
脈
に
よ
っ
て
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。 

人
麻
呂
が
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
道
行
形
式
を
用
い
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
だ

が
、
吉
野
賛
歌
に
お
い
て
は
天
皇
賛
美
を
可
能
に
し
た
第
三
者
の
立
場
か
ら
客
観
的
に
描
く
手
法
は
、

同
時
に
天
皇
の
行
為
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
方
法
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

人
麻
呂
は
、
前
代
ま
で
の
伝
統
的
な
詩
句
や
表
現
を
継
承
し
つ
つ
、
常
に
新
た
な
意
匠
を
凝
ら
す

こ
と
を
忘
れ
な
い
。
三
人
称
に
よ
る
道
行
形
式
や
国
見
歌
の
表
現
も
、
人
麻
呂
の
そ
の
よ
う
な
作
歌

姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
斬
新
な
手
法
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
来
の
修
辞
や
詞
章
を
受
け
継
ぎ
な
が

ら
、
そ
こ
に
新
し
い
時
代
の
、
人
々
を
魅
了
す
る
歌
表
現
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
求
め
ら
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
要
請
、
天
皇
観
や
世
界
観
に
即
し
た
作
品
制
作
に
取
り
組
む
こ
と
こ
そ
、
宮
廷
歌
人
と
し
て

の
柿
本
人
麻
呂
の
職
務
で
あ
っ
た
。 
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お
わ
り
に 

  

近
江
荒
都
歌
の
成
立
は
、
持
統
天
皇
の
初
期
、
二
（
六
八
八
）
年
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
前
に
持
統
天
皇
御
製
歌
（
１
・
二
八
）
、
後
ろ
の
河
島
皇
子
の
歌
の
左
注
に
「
朱
鳥
四
年
」
と
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
持
統
三
（
六
八
九
）
年
一
月
か
ら
吉
野
行
幸
は
始
ま
っ
て
い
る
が
、
吉
野
賛

歌
は
こ
の
歌
の
前
に
持
統
四
年
九
月
の
紀
伊
行
幸
の
際
の
歌
が
あ
る
の
で
、
そ
の
前
後
の
持
統
三
年

一
月
、
四
年
二
月
あ
た
り
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

持
統
朝
初
期
、
人
心
を
ま
と
め
る
重
要
な
時
期
に
、
天
智
朝
に
哀
悼
の
意
を
表
す
一
方
、
吉
野
離

宮
で
の
天
皇
の
国
見
を
宮
廷
人
の
視
線
か
ら
描
く
。
吉
野
賛
歌
で
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
の
第

三
者
か
ら
の
視
点
は
、
す
で
に
近
江
荒
都
歌
の
道
行
形
式
に
お
い
て
人
麻
呂
が
獲
得
し
て
い
た
手
法

で
あ
っ
た
。 

  

注
１ 

藤
村
作 

編
集
（
一
九
五
一
年
八
月 

新
潮
社
）。 

注
２ 

斉
藤
秀
喜
（「<

〝
語
り
〞
の
視
点
か
ら>

 

荒
都
・
語
り
・
人
麻
呂
」
『
近
江
荒
都
歌
論
集
』

一
九
八
六
年
五
月 

古
代
土
曜
会 

所
収
）
。 

注
３ 

山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』（
一
九
七
三
年
九
月 

東
京
堂
出
版
）
。 

注
４ 

野
田
浩
子
「
国
見
と
道
行
―
様
式
と
し
て
の
自
然
」
（
『
シ
リ
ー
ズ
古
代
の
文
学
４ 

想
像
力

と
様
式
』
古
代
文
学
会
編 

武
蔵
野
書
院 

一
九
七
九
年
二
月
）。
後
に
「
道
行
詞
章
の
意
味
」

『
万
葉
集
の
叙
景
と
自
然
』（
一
九
九
五
年
七
月 

新
典
社
）
所
収
）
。
た
だ
し
、
野
田
の
調
査

で
は
、
道
行
形
式
の
認
識
に
つ
い
て
一
般
的
な
数
え
方
と
違
い
が
見
ら
れ
る
。 

万
葉
集
短
歌
中
に
、 

黒
人 
 

（
３
・
二
七
一
）（
３
・
二
七
二
）（
３
・
二
八
三
） 

春
日
蔵
人
（
３
・
二
八
二
） 

詠
み
人
知
ら
ず
（
７
・
一
一
七
八
） 

式
部
（
９
・
一
七
三
七
） 

の
六
首
、
ま
た
万
葉
集
長
歌
の
中
で
は
、 

丹
比
真
人
笠
麻
呂
の
筑
紫
の
国
に
下
り
し
時
に
作
れ
る
歌
（
４
・
五
〇
九
） 

敏
馬
の
浦
を
過
ぎ
し
時
、
山
部
宿
禰
赤
人
の
作
れ
る
歌
（
６
・
九
四
六
） 

草
香
山
の
歌
（
８
・
一
四
二
八
） 

（
13
・
三
三
三
三
） 

属
物
発
思
歌
（
15
・
三
六
二
七
）
遣
新
羅
使 

長
逝
せ
る
弟
を
哀
傷
め
る
歌
（
17
・
三
九
五
七
）
家
持 

布
勢
の
水
海
に
遊
覧
す
る
歌
（
17
・
三
九
九
一
）
家
持 

敬
み
て
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
す
る
賦
に
和
ふ
る
歌
（
17
・
三
九
九
三
）
池
主 

放
浪
せ
る
鷹
を
思
ひ
夢
に
見
て
感
悦
び
て
作
れ
る
歌
（
17
・
四
〇
一
一
）
家
持 

防
人
の
情
に
為
り
て
思
を
陳
べ
て
作
れ
る
歌
（
20
・
四
三
九
八
）
家
持 

以
上
の
一
〇
首
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

注
５ 

土
橋
寛
（
「
氏
族
伝
承
の
形
成
―
“
こ
の
蟹
や
何
処
の
蟹
”
を
め
ぐ
っ
て
」
（
澤
瀉
博
士
喜
寿

記
念
『
万
葉
学
論
叢
』
一
九
六
六
年
七
月 

所
収 

後
に
『
日
本
古
代
の
呪
禱
と
説
話
』
平
成

元 

一
〇
月 

塙
書
房
）
。 

注
６ 

曽
倉
岑
『
萬
葉
集
全
注 

巻
第
十
三
』（
二
〇
〇
五
年
一
一
月 

有
斐
閣
）。 

注
７ 

伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注 

七
』
（
一
九
九
七
年
九
月 

集
英
社
）。 

注
８ 

窪
田
空
穂
『
萬
葉
集
評
釈 

第
一
巻
』（
一
九
八
四
年
九
月 

東
京
堂
出
版
）
。 

注
９ 

斉
藤
英
喜
論
文 

注
２
と
同
じ
。 

注
10 
拙
稿
「
柿
本
人
麻
呂
歌
に
お
け
る
「
道
」
の
展
開
」
『
国
文
学
研
究
』
第
百
五
十
七
集 

二
〇

〇
九
年
三
月
）
。 

注
11 

伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注 

一
』（
一
九
九
五
年
一
一
月 

集
英
社
）。 

注
12 

伊
藤
博
『
萬
葉
集
全
注 

巻
第
一
』 

（
一
九
八
三
年
九
月 

有
斐
閣
）。 


