
題
と
本
文
の
間

︱
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
諸
本
の
本
文
異
同
と
﹃
万
葉
集
﹄

︱

福

田

智

子

一

﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
諸
本
は
︑
い
ず
れ
も
藤
原
定
家
所
持
本
を
源
家
長
が
書

写
・
校
合
し
た
本
の
系
統
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
詳
し
く
み
て

み
る
と
︑
写
本
系
と
版
本
系
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
︑
夙
に
指
摘
さ
れ

て
い
る①
︒
確
か
に
︑
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
旧
蔵
本
︵
以
下
︑
桂
宮
本
と
略

す
︶
と
寛
文
九
年
版
本
︵
寛
文
版
本
と
略
す
︶
と
を
比
べ
て
み
る
と
︑
少
な
か

ら
ぬ
本
文
異
同
が
指
摘
さ
れ
る
︒
桂
宮
本
と
寛
文
版
本
に
共
通
す
る
歌
は
︑
四

四
六
〇
首
弱
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
約
三
割
の
一
二
七
〇
首
余
り
の
本
文
に
異
同

が
生
じ
て
い
る②
︒

こ
の
う
ち
︑
﹃
万
葉
集
﹄
を
出
典
と
す
る
と
思
わ
れ
る
歌
は
︑
約
五
六
〇
首

ほ
ど
あ
る
︒
試
み
に
︑﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
所
収
の
西
本
願
寺
本
﹃
万
葉
集
﹄

と
こ
れ
ら
の
歌
の
異
同
箇
所
を
比
較
す
る
と
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
寛
文
版
本

と
﹃
万
葉
集
﹄
と
で
一
致
す
る
例
が
︑
約
七
割
と
圧
倒
的
に
多
い
︒
一
方
︑
桂

宮
本
が
﹃
万
葉
集
﹄
と
一
致
す
る
の
は
二
割
弱
に
と
ど
ま
る
︒
桂
宮
本
よ
り
も
︑

寛
文
版
本
の
ほ
う
が
﹃
万
葉
集
﹄
に
一
致
す
る
歌
が
多
い
と
い
う
こ
の
現
象
は
︑

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
以
下
︑
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
写
本
系
本
文
と
版
本
系
本
文
の
異
同

を
︑﹃
万
葉
集
﹄
諸
本
を
視
野
に
入
れ
︑
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
︒

具
体
的
に
は
︑
写
本
系
本
文
と
し
て
︑
桂
宮
本
︵
本
文
を
引
用
す
る
場
合
︑
略

称
﹇
桂
宮
﹈
を
用
い
る
︶
の
他
︑
永
青
文
庫
蔵
北
岡
文
庫
本
︵
同
﹇
永
青
﹈︶
︑

内
閣
文
庫
蔵
和
学
講
談
所
旧
蔵
本
︵
同
﹇
和
学
﹈︶
︑
内
閣
文
庫
蔵
林
羅
山
旧
蔵

本
︵
同
﹇
羅
山
﹈︶
の
本
文
を
参
照
し
︑
桂
宮
本
が
固
有
に
も
つ
︑
誤
写
な
ど

の
本
文
の
損
傷
を
な
る
べ
く
排
除
し
︑
写
本
間
で
比
較
的
安
定
し
た
本
文
を
も

つ
歌
を
︑
寛
文
版
本
︵
同
﹇
寛
文
﹈︶
と
比
較
す
る
こ
と
に
す
る
︒
こ
れ
ら
の

伝
本
は
︑﹃
図
書
寮
叢
刊
﹄
に
載
る
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
諸
本
系
統
図
を
参
考

題
と
本
文
の
間

一
六



に
︑
な
る
べ
く
本
文
系
統
に
偏
り
の
な
い
よ
う
選
択
し
た
︒
そ
れ
ら
の
伝
本
を

対
象
に
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
写
本
系
本
文
と
︑
寛
文
版
本
の
本
文
と
の
間
で

異
同
が
あ
る
歌
を
︑
﹃
校
本
萬
葉
集
﹄
を
用
い
て
︑﹃
万
葉
集
﹄
諸
本
本
文
と
比

較
す
る
と
い
う
手
順
で
考
察
し
て
い
く
︒

二

ま
ず
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
寛
文
版
本
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
諸
本
で
は
異
同
の
な

い
︑
安
定
し
た
本
文
に
一
致
す
る
例
を
挙
げ
よ
う
︒
次
の
︵
�
︶
の
例
は
︑

﹃
万
葉
集
﹄
で
は
一
字
一
音
で
表
記
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
訓
は
︑
寛
文
版
本
の

本
文
に
完
全
に
一
致
す
る
︒

︵
�
︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
六
帖
︑
三
六
一
九

題
﹁
な
で
し
こ
﹂

わ
か
や
と
の

な
て
し
こ
の
花

ち
ら
め
や
は

い
や
は
つ
は
な
の

咲

ま
さ
る
と
も
﹇
桂
宮
﹈

我
背
子
か

宿
の
な
て
し
こ

ち
ら
め
や
も

い
や
初
花
に

咲
は
ま
す

と
も
﹇
寛
文
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
二
十
︑
四
四
五
〇
︵
四
四
七
四
︶

和ワ

我ガ

勢セ

故コ

我ガ

夜ヤ

度ド

能ノ

奈ナ

弖デ

之シ

故コ

知チ

良ラ

米メ

也ヤ

母モ

伊イ

夜ヤ

波ハ

都ツ

波ハ

奈ナ

尓ニ

佐サ

伎キ

波ハ

麻マ

須ス

等ト

母モ

ま
た
︑︵
�
︶
の
例
は
︑﹇
和
学
﹈﹇
羅
山
﹈
で
は
歌
が
欠
け
て
い
る
が
︑﹇
桂

宮
﹈
と
﹇
永
青
﹈
は
︑
共
通
し
た
本
文
を
も
っ
て
お
り
︑﹇
寛
文
﹈
と
対
立
し

て
い
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
本
文
と
一
致
す
る
の
は
﹇
寛
文
﹈
で
あ
る
︒

︵
�
︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
五
帖
︑
二
九
九
二

題
﹁
い
へ
と
じ
を
お
も
ふ
﹂

あ
ま
く
も
の

ゆ
き
か
へ
り
く
る

わ
れ
ゆ
へ
に

い
ゑ
に
あ
る
い
も
は

ゑ
ま
し
く
す
や
も
﹇
桂
宮
﹈

あ
ま
雲
の

ゆ
き
か
へ
り
な
ん

物
ゆ
へ
に

思
ひ
そ
我
す
る

別
れ
か

な
し
み
﹇
寛
文
﹈

�
歌
欠
﹇
和
学
﹈
﹇
羅
山
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
十
九
︑
四
二
四
二
︵
四
二
六
六
︶

大
納
言
藤
原
家
餞
㆓

之
入
唐
使
等
㆒

宴
日
歌
一
首
即
主
人
卿
作
之

天
雲
乃

ア
マ
ク
モ
ノ

去
還
奈
牟

ユ
キ
ガ
ヘ
リ
ナ
ム

毛モ

能ノ

由ユ

恵ヱ

尓ニ

念
曽
吾
為
流

オ
モ
ヒ
ゾ
ワ
ガ
ス
ル

別
悲
美

ワ
カ
レ
カ
ナ
シ
ミ

次
の
︵
*
︶﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
二
七
九
七
番
と
︵
+
︶
三
〇
二
三
番
は
︑

写
本
と
版
本
と
で
︑
結
句
に
異
同
が
生
じ
て
い
る
例
で
あ
る
︒

︵
*
︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
五
帖
︑
二
七
九
七

題
﹁
う
ち
き
て
あ
へ
る
﹂

や
か
も
ち

き
み
か
い
ゑ
の

か
と
た
を
み
ん
と

い
て
ゝ
こ
し

心
も
し
る
く

あ

へ
る
君
か
も
﹇
桂
宮
﹈

�
照
月
夜
か
も
﹇
寛
文
﹈

下
句
欠
﹇
和
学
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
八
︑
一
五
九
六
︵
一
六
〇
〇
︶

大
伴
宿
祢
家
持
到
㆓

娘
子
門
㆒

作
歌
一
首

題
と
本
文
の
間

一
七



妹
家
之

イ
モ
ガ
イ
ヘ
ノ

門
田
乎
見
跡

カ

ド

タ

ヲ

ミ

ム

ト

打
出
来
之

ウ

チ

イ

デ

コ

シ

情
毛
知
久

コ
コ
ロ
モ
シ
ル
ク

照
月
夜
鴨

テ
ル
ツ
キ
ヨ
カ
モ

︵
+
︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
五
帖
︑
三
〇
二
三

題
﹁
く
れ
と
あ
は
す
﹂

む
は
た
ま
の

よ
はむ

人へ

は
か
へ
る

こ
よ
ひ
さ
は

わ
れ
を
か
へ
す
な

う
ち
の
た
ま
姫
﹇
桂
宮
﹈

�
道
の
な
か
て
を
﹇
寛
文
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
四
︑
七
八
一
︵
七
八
四
︶

︵
大
伴
宿
祢
家
持
更
贈
㆓

紀
女
郎
㆒

歌
五
首
︶

野
干
玉
能

ヌ

バ

タ

マ

ノ

昨
夜
者
令
還

ヨ

フ

ベ

ハ

カ

ヘ

ル

今
夜
左
倍

コ

ヨ

ヒ

サ

ヘ

吾
乎
還
莫

ワ
レ
ヲ
カ
ヘ
ス
ナ

路
之
長
手
乎

ミ

チ

ノ

ナ

ガ

テ

ヲ

︵
*
︶
は
︑﹇
寛
文
﹈
で
は
︑
結
句
が
﹁
照
月
夜
か
も
﹂
に
な
っ
て
お
り
︑﹃
万

葉
集
﹄
も
同
様
で
あ
る
︒
ま
た
︑︵
+
︶
で
は
︑
写
本
系
本
文
が
結
句
を
﹁
う

ぢ
の
た
ま
姫
﹂
と
す
る
の
に
対
し
︑﹇
寛
文
﹈
で
は
﹁
道
の
な
が
て
を
﹂
と
な

っ
て
お
り
︑﹃
万
葉
集
﹄
本
文
は
﹇
寛
文
﹈
と
一
致
す
る
︒

以
上
の
よ
う
な
例
か
ら
は
︑
一
見
す
る
と
︑
版
本
の
ほ
う
が
写
本
系
本
文
よ

り
も
整
っ
た
本
文
で
あ
り
︑
ひ
い
て
は
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
来
の
姿
を
と

ど
め
て
い
る
と
︑
一
見
判
断
さ
れ
そ
う
で
あ
る
︒
だ
が
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄

本
文
の
あ
り
方
は
︑
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
︒

三

﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
写
本
系
本
文
と
版
本
と
の
間
の
異
同
が
︑﹃
万
葉
集
﹄

諸
本
間
の
異
同
に
対
応
し
て
い
る
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
︒

︵
8
︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
二
帖
︑
一
三
四
二

題
﹁
井
﹂

お
ち
た
き
つ

は
し
り
井
の
水

清
け
れ
は

す
て
ゝ
は
わ
れ
は

さ
か

り
か
ね
て
ん
﹇
桂
宮
﹈

�
わ
た
ら
て
﹇
寛
文
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
七
︑
一
一
二
七
︵
一
一
三
一
︶

隕
田
寸
津

オ

チ

タ

ギ

ツ

走
井
水
之

ハ
シ
リ
ヰ
ミ
ヅ
ノ

清
有
者

キ
ヨ
ケ
レ
バ

度
者
吾
者

ワ
タ
ラ
バ
ワ
レ
ハ

去
不
勝
可
聞

ユ

キ

カ

テ

ヌ

カ

モ

︹
校
本
萬
葉
集
︺
寛
永
版
本
﹁
ワ
タ
ラ
ハ
﹂

元
暦
校
本
・
類
聚
古
集
・
古
葉
略
類
聚
鈔
﹁
癈
﹂

元
暦
校
本
﹁
す
て
ら
る
﹂
の
右
に
赭
﹁
ス
テ
ヽ
ハ
﹂

古
葉
略
類
聚
鈔
﹁
ス
テ
ヽ
ハ
﹂

︵
8
︶
は
︑﹇
寛
文
﹈
で
は
︑
第
四
句
が
﹁
わ
た
ら
で
わ
れ
は
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒

写
本
系
は
動
詞
﹁
捨
つ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
寛
文
版
本
で
は
︑

﹁
渡
る
﹂
と
い
う
動
詞
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
は
︑﹃
校
本
萬
葉
集
﹄
で
は
︑
底
本

の
寛
永
二
十
年
版
本
で
も
︑﹁
度
﹂
の
字
に
拠
っ
て
﹁
ワ
タ
ラ
バ
﹂
と
い
う
訓

が
付
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
元
暦
校
本
・
類
聚
古
集
・
古
葉
略
類
聚
鈔
と
い
っ

た
古
写
本
で
は
﹁
癈
﹂
の
字
を
用
い
︑
そ
の
う
ち
元
暦
校
本
・
古
葉
略
類
聚
鈔

に
は
︑﹁
す
て
ら
る
﹂﹁
ス
テ
ヽ
ハ
﹂
と
い
う
訓
が
見
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
古

今
和
歌
六
帖
﹄
の
写
本
系
本
文
に
あ
る
﹁
す
て
ゝ
は
﹂
と
い
う
本
文
は
︑﹃
万

葉
集
﹄
の
こ
れ
ら
の
古
写
本
と
類
似
︑
あ
る
い
は
一
致
す
る
と
見
ら
れ
る
の
で

題
と
本
文
の
間

一
八



あ
る
︒

︵
=
︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
五
帖
︑
三
〇
九
五

題
﹁
わ
ぎ
も
こ
﹂

し
き
た
へ
の

し
ら
は
ま
な
み
の

よ
り
か
へ
に

あ
ら
ふ
る
い
も
に

こ
り
つ
ゝ
そ
を
る
﹇
桂
宮
﹈

た
く
ひ
れ
の

し
ら
は
ま
波
の

よ
り
も
あ
へ
す

あ
ら
ふ
る
妹
に

恋

つ
ゝ
そ
を
る
﹇
寛
文
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
十
一
︑
二
八
二
二
︵
二
八
三
三
︶

栲
領
巾
乃

タ

ク

ヒ

レ

ノ

白
浜
浪
乃

シ
ラ
ハ
マ
ナ
ミ
ノ

不
肯
縁

ヨ
リ
モ
ア
ヘ
ズ
（
ヨ
ル
ガ
ヘ
ニ
）

荒
振
妹
尓

ア
ラ
ブ
ル
イ
モ
ニ

恋
乍
曽
居

コ
ヒ
ツ
ツ
ゾ
ヲ
ル

一
云
︑
恋
流
己
呂
可
母

コ

フ

ル

コ

ロ

カ

モ

︹
校
本
萬
葉
集
︺
寛
永
版
﹁
ヨ
リ
モ
ア
ヘ
ス
﹂︒

金
沢
文
庫
本
・
西
本
願
寺
本
︑
漢
字
の
左
に
﹁
ヨ
ル
カ
ヘ
ニ
﹂︒

ま
た
︑︵
=
︶
で
は
︑
第
四
句
は
﹁
よ
り
が
へ
に
﹂
と
い
う
本
文
だ
が
︑﹇
寛

文
﹈
で
は
﹁
よ
り
も
あ
へ
ず
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
箇
所
は
︑﹃
校
本
萬
葉

集
﹄
に
お
い
て
は
︑
底
本
の
寛
永
二
十
年
版
本
を
は
じ
め
と
し
て
﹁
ヨ
リ
モ
ア

ヘ
ズ
﹂
で
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄﹇
寛
文
﹈
と
一
致
す
る
が
︑
写
本
系
本
文
﹁
よ

り
が
へ
に
﹂
に
一
文
字
違
い
の
訓
﹁
ヨ
ル
ガ
ヘ
ニ
﹂
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
金
沢

文
庫
本
・
西
本
願
寺
本
に
見
出
せ
る
︒
こ
の
歌
の
場
合
も
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄

の
写
本
系
本
文
が
︑
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
︑
乱
れ
た
本
文
を
と
っ
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
古
写
本
の
書
き
入
れ
に
き
わ
め
て
近
い
本

文
で
あ
る
と
い
う
点
は
︑
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

︵
B
︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
五
帖
︑
三
一
六
五

題
﹁
か
み
﹂

あ
り
つ
ゝ
も

君
を
は
ま
た
ん

う
ち
な
ひ
き

わ
か
く
ろ
か
み
に

し

も
は
を
き
ま
よ
ひ
﹇
桂
宮
﹈

�
霜
の
置
ま
て
に
﹇
寛
文
﹈

霜
は
を
き
ま
と
ひ
﹇
和
学
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
二
︑
八
七
︵
八
七
︶

︵
磐
姫
皇
后
思
㆓

天
皇
㆒

御
作
歌
四
首
︶

在
管
裳

ア
リ
ツ
ツ
モ

君
乎
者
将
待

キ

ミ

ヲ

バ

マ

タ

ム

打
靡

ウ
チ
ナ
ビ
キ

吾
黒
髪
尓

ワ
ガ
ク
ロ
カ
ミ
ニ

霜
乃
置
万
代
日

シ

モ

ノ

オ

ク

マ

デ

ニ
（
オ
キ
マ
ヨ
ヒ
）

︹
校
本
萬
葉
集
︺
寛
永
版
﹁
シ
モ
ノ
オ
ク
マ
テ
ニ
﹂︒

金
沢
文
庫
本
﹁
し
も
お
き
ま
よ
ひ
﹂︒
神
田
本
﹁
シ
モ
ノ
オ
キ
マ
ヨ

ヒ
﹂︒
西
本
願
寺
本
︑﹁
置
萬
代
日
﹂
の
左
に
貼
紙
別
筆
﹁
ヲ
キ
マ
ヨ

ヒ
﹂︒

次
の
︵
B
︶
で
は
︑
結
句
の
﹁
し
も
は
を
き
ま
よ
ひ
﹂
に
つ
い
て
︑﹇
寛
文
﹈

は
︑﹁
霜
の
置
ま
て
に
﹂
と
い
う
本
文
を
と
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹇
寛
文
﹈
の
本

文
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
寛
永
二
十
年
版
本
と
一
致
す
る
が
︑
一
方
︑
﹃
古
今
和
歌

六
帖
﹄
の
写
本
系
本
文
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
金
沢
文
庫
本
・
神
田
本
や
︑
西
本

願
寺
本
の
貼
紙
別
筆
書
き
入
れ
と
︑
助
詞
一
字
の
違
い
の
み
で
酷
似
す
る
︒

こ
れ
ら
の
例
は
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
写
本
系
本
文
が
乱
れ
た
も
の
で
あ

る
と
は
︑
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
古
来
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
文
は
乱
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
︑

桂
宮
本
の
第
一
帖
の
奥
書
に
も
︑
そ
の
旨
記
さ
れ
て
い
る③
が
︑
そ
の
乱
れ
た
写

題
と
本
文
の
間

一
九



本
系
本
文
の
中
に
も
︑﹃
万
葉
集
﹄
古
写
本
に
見
ら
れ
る
本
文
が
保
存
さ
れ
て

い
る
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
う
す
る
と
︑
そ
の
﹃
万
葉
集
﹄
の
比
較
的
古
い
本
文
と
は
異
な
る
本
文
を

も
っ
て
い
る
︑
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
寛
文
版
本
は
︑
後
に
校
訂
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
作
業
は
︑
寛
文
版
本
刊
行
に
当
た
り
︑

﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
文
を
整
え
る
必
要
が
生
じ
た
際
の
こ
と
で
あ
っ
た
可

能
性
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
寛
永
二
十
年
に
刊
行
さ
れ
た

﹃
万
葉
集
﹄
の
江
戸
期
の
流
布
本
と
の
校
合
を
ま
ず
想
定
し
て
み
る
こ
と
も
︑

あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
﹃
万
葉
集
﹄
寛
永
版
本

の
刊
行
は
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
寛
文
版
本
︵
寛
文
九
年
刊
︶
か
ら
四
半
世
紀

ほ
ど
遡
る
時
期
で
あ
っ
た
︒

四

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
写
本
系
本
文
が
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
来
の

姿
を
と
ど
め
︑
寛
文
版
本
が
後
の
校
訂
を
経
て
い
る
可
能
性
は
︑
次
の
用
例
に

も
見
出
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
写
本
系
本
文
が
︑﹃
万
葉

集
﹄
歌
二
首
の
歌
句
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
の
に
対
し
︑
寛
文
版
本
本
文
は

﹃
万
葉
集
﹄
歌
一
首
と
一
致
す
る
例
で
あ
る
︒

︵
D
︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
三
帖
︑
一
八
四
四

題
﹁
な
の
り
そ
﹂

あ
つ
さ
ゆ
み

ひ
き
つ
の
へ
な
る

な
の
り
そ
の

い
つ
れ
の
う
ら
の

あ
ま
か
か
る
ら
ん
﹇
桂
宮
﹈

�
花
さ
く
ま
て
に

あ
は
ぬ
君
か
も
﹇
寛
文
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
十
︑
一
九
三
〇
︵
一
九
三
四
︶

梓
弓

ア
ヅ
サ
ユ
ミ

引
津
辺
有

ヒ
キ
ツ
ノ
ヘ
ナ
ル

莫
告
藻
之

ナ

ノ

リ

ソ

ガ

花
咲
及
二

ハ
ナ
サ
ク
マ
デ
ニ

不
会
君
毳

ア
ハ
ヌ
キ
ミ
カ
モ

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
七
︑
一
一
六
七
︵
一
一
七
一
︶

朝
入
為
等

ア

サ

リ

ス

ト

礒
尓
吾
見
之

イ

ソ

ニ

ワ

ガ

ミ

シ

莫
告
藻
乎

ナ

ノ

リ

ソ

ヲ

誰
嶋
之

イ
ヅ
レ
ノ
シ
マ
ノ

白
水
郎
可
将
苅

ア

マ

カ

カ

ル

ラ

ム

︵
D
︶
で
は
︑﹁
な
の
り
そ
﹂
を
詠
ん
だ
﹃
万
葉
集
﹄
一
九
三
〇
番
の
上
句
と
︑

﹃
同
﹄
一
一
六
七
番
の
下
句
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
か
た
ち
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対

し
︑
寛
文
版
本
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
一
九
三
〇
番
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
歌
句
に
な
っ

て
い
る
︒

ま
た
︵
F
︶
は
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
写
本
系
本
文
で
は
︑﹁
し
め
﹂
を
詠
ん

だ
﹃
万
葉
集
﹄
四
〇
〇
番
の
上
句
と
︑﹃
同
﹄
一
五
一
〇
番
の
下
句
と
の
組
み

合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
一
方
︑
寛
文
版
本
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
四
〇
〇
番
の
歌
と

一
致
す
る
本
文
で
あ
る
︒

︵
F
︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
五
帖
︑
二
六
〇
一

題
﹁
し
め
﹂

す
る
か
丸

梅
の
は
な

さ
き
て
ち
り
ぬ
と

人
は
い
へ
と

わ
か
し
め
し
の
ゝ

花

な
ら
め
や
も
﹇
桂
宮
﹈

�
我
し
め
ゆ
ひ
し

枝
な
ら
め
や
も
﹇
寛
文
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
三
︑
四
〇
〇
︵
四
〇
三
︶

題
と
本
文
の
間

二
〇



大
伴
宿
祢
駿
河
麿
梅
歌
一
首

梅
花

ウ
メ
ノ
ハ
ナ

開
而
落
去
登

サ

キ

テ

チ

リ

ヌ

ト

人
者
雖
云

ヒ

ト

ハ

イ

ヘ

ド

吾
標
結
之

ワ
ガ
シ
メ
ユ
ヒ
シ

枝
将
有
八
方

エ
ダ
ニ
ア
ラ
メ
ヤ
モ

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
八
︑
一
五
一
〇
︵
一
五
一
四
︶

大
伴
家
持
贈
㆓

紀
女
郎
㆒

歌
一
首

瞿
麦
者

ナ
デ
シ
コ
ハ

咲
而
落
去
常

サ

キ

テ

チ

リ

ヌ

ト

人
者
雖
言

ヒ

ト

ハ

イ

ヘ

ド

吾
標
之
野
乃

ワ

ガ

シ

メ

シ

ノ

ノ

花
尓
有
目
八
方

ハ

ナ

ニ

ア

ラ

メ

ヤ

モ

こ
の
よ
う
な
例
は
︑
﹃
万
葉
集
﹄
の
あ
る
特
定
の
一
首
を
載
せ
る
寛
文
版
本
の

本
文
か
ら
︑﹃
万
葉
集
﹄
歌
二
首
の
歌
の
組
み
合
わ
せ
本
文
で
あ
る
写
本
系
本

文
が
生
ま
れ
た
と
想
定
す
る
よ
り
は
︑
む
し
ろ
︑﹃
万
葉
集
﹄
歌
二
首
の
歌
の

組
み
合
わ
せ
本
文
で
あ
る
写
本
系
本
文
が
︑
の
ち
に
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
特
定
の

一
首
の
歌
の
本
文
︑
す
な
わ
ち
︑
寛
文
版
本
の
本
文
に
校
訂
さ
れ
た
と
見
る
方

が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

次
の
︵

︶
に
挙
げ
た
例
か
ら
も
︑
前
節
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
︒

10

︵

︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
六
帖
︑
四
四
二
三

題
﹁
ほ
と
と
き
す
﹂

10

も
の
ゝ
ふ
の

い
は
せ
の
も
り
の

ほ
と
ゝ
き
す

い
た
く
な
ゝ
き
そ

我
こ
ひ
ま
さ
る
﹇
桂
宮
﹈

神
な
ひ
の

い
は
せ
の
杜
の

時
鳥

な
ら
し
の
岡
に

い
つ
か
き
な
か

ん
﹇
寛
文
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
八
︑
一
四
七
〇
︵
一
四
七
四
︶

刀
理
宣
令
歌
一
首

物
部
乃

モ
ノ
ノ
フ
ノ

石
瀬
之
社
乃

イ

ハ

セ

ノ

モ

リ

ノ

霍
公
鳥

ホ
ト
ト
ギ
ス

今
毛
鳴
奴
香

イ

マ

モ

ナ

カ

ヌ

カ

山
之
常
影
尓

ヤ

マ

ノ

ト

カ

ゲ

ニ

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
八
︑
一
四
一
九
︵
一
四
二
三
︶

鏡
王
女
歌
一
首

神
奈
備
乃

カ

ミ

ナ

ビ

ノ

伊
波
瀬
乃
社
之

イ

ハ

セ

ノ

モ

リ

ノ

喚
子
鳥

ヨ
ブ
コ
ド
リ

痛
莫
鳴

イ
タ
ク
ナ
ナ
キ
ソ

吾
恋
益

ワ
ガ
コ
ヒ
マ
サ
ル

▽
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
八
︑
一
四
六
六
︵
一
四
七
〇
︶

志
貴
皇
子
御
歌
一
首

神
名
火
乃

カ

ミ

ナ

ビ

ノ

磐
瀬
乃
杜
之

イ

ハ

セ

ノ

モ

リ

ノ

霍
公
鳥

ホ
ト
ト
ギ
ス

毛
無
乃
岳
尓

ナ

ラ

シ

ノ

ヲ

カ

ニ

何
時
来
将
鳴

イ

ツ

カ

キ

ナ

カ

ム

︵

︶
で
は
︑
上
句
は
﹃
万
葉
集
﹄
一
四
七
〇
番
に
一
致
し
︑
ま
た
下
句
は
︑

10
﹃
同
﹄
一
四
一
九
番
に
一
致
す
る
︒
こ
れ
ら
の
万
葉
歌
二
首
の
歌
句
の
組
み
合

わ
せ
が
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
写
本
系
本
文
で
あ
る
が
︑
一
方
の
寛
文
版
本

で
は
︑
こ
れ
ら
﹃
万
葉
集
﹄
歌
二
首
と
は
別
の
︑﹃
万
葉
集
﹄
一
四
七
〇
番
の

本
文
で
あ
る
︒

こ
の
場
合
︑
写
本
系
本
文
の
上
句
の
出
典
で
あ
る
﹃
万
葉
集
﹄
一
四
七
〇
番

は
時
鳥
の
歌
で
あ
る
が
︑
下
句
の
出
典
で
あ
る
﹃
万
葉
集
﹄
一
四
一
九
番
は
︑

呼
子
鳥
の
歌
で
あ
る
︒﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
で
は
︑
こ
こ
は
時
鳥
題
で
あ
る
か

ら
︑
呼
子
鳥
の
歌
に
校
訂
し
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
︒
で
は
︑

﹃
万
葉
集
﹄
一
四
七
〇
番
の
時
鳥
の
歌
は
と
い
う
と
︑
す
で
に
︑﹁
時
鳥
﹂
題
の

歌
の
中
に
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
︑
先
の
呼
子
鳥
の

歌
に
初
句
と
第
二
句
が
一
致
す
る
歌
句
を
も
つ
︑
別
の
時
鳥
の
歌
︑﹃
万
葉
集
﹄

一
四
六
六
番
を
探
し
て
差
し
替
え
た
と
考
え
る
の
が
︑
自
然
な
の
で
は
な
い
か
︒

﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
は
︑
別
々
の
二
首
の
歌
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
歌
は
︑

題
と
本
文
の
間

二
一



他
に
も
見
出
せ
る④
︒
写
本
系
本
文
の
み
な
ら
ず
︑
版
本
本
文
に
も
︑
こ
の
か
た

ち
を
保
存
し
て
い
る
例
は
少
な
く
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
歌
の
一
部
が
︑
寛
文
版

本
で
は
︑
出
典
本
文
と
の
間
で
校
訂
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

な
お
︑
一
首
の
和
歌
が
︑
写
本
系
本
文
と
版
本
系
本
文
と
の
間
で
︑
異
な
る

歌
題
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

︵

︶
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
五
帖
︑
三
二
五
一

題
﹇
桂
宮
﹈﹁
た
ま
く

11

ら
﹂・﹇
寛
文
﹈﹁
ま
く
ら
﹂

ゆ
ひ
し
ひ
も

と
く
日
を
と
ほ
み

し
き
た
へ
の

わ
か
た
枕
に

こ
け

を
ひ
に
け
り
﹇
桂
宮
﹈

ゆ
ひ
し
ひ
も

と
く
日
を
と
を
み

し
き
た
へ
の

我
こ
枕
に

こ
け
お

ひ
に
け
り
﹇
寛
文
﹈

○
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
十
一
︑
二
六
三
〇
︵
二
六
三
八
︶

結
紐

ム
ス
ブ
ヒ
モ

解
日
遠

ト
カ
ム
ヒ
ト
ホ
ミ

敷
細

シ
キ
タ
ヘ
ノ

吾
木
枕

ワ
ガ
コ
マ
ク
ラ
ニ

蘿
生
来

コ
ケ
ム
シ
ニ
（
オ
ヒ
ニ
）
ケ
リ

︵

︶
の
場
合
︑
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
桂
宮
本
で
は
︑﹁
た
ま
く
ら
﹂
題
の
歌
︑

11全
八
首
中
の
七
番
目
に
配
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
寛
文
版
本
で
は
︑﹁
た
ま
く

ら
﹂
題
の
直
前
に
あ
る
﹁
ま
く
ら
﹂
題
︑
全
十
六
首
の
末
尾
に
位
置
し
て
い
る

の
で
あ
る⑤
︒
管
見
に
拠
れ
ば
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
お
い
て
︑
一
首
の
歌
が
︑

写
本
系
と
版
本
系
と
で
別
の
部
立
に
配
さ
れ
て
い
る
例
は
︑
今
の
と
こ
ろ
他
に

は
見
当
た
ら
な
い
︒

こ
の
歌
が
﹁
た
ま
く
ら
﹂
題
に
配
さ
れ
て
い
る
写
本
系
本
文
の
存
在
は
︑
第

四
句
を
﹁
我
が
手
枕
に
﹂
と
認
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒
平
安
和
歌
に
﹁
木

枕
﹂
と
い
う
語
は
ま
ず
見
ら
れ
な
い
と
い
う
時
代
性
を
背
景
に
す
る
と
︑
﹁
木

枕
﹂
と
﹁
手
枕
﹂
と
の
異
同
は
︑
万
葉
歌
が
漢
字
表
記
か
ら
離
れ
︑
仮
名
で
表

記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
︑﹁
こ
︵
己
︶﹂
と
﹁
た
︵
多
︶﹂
と
の
仮
名
字
形

が
類
似
し
た
こ
と
に
起
因
し
た
可
能
性
が
︑
ま
ず
想
定
さ
れ
よ
う
︒
そ
れ
が
後

に
︑
出
典
で
あ
る
﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
我
が
木
枕
に
﹂
と
い
う
本
文
に
拠
っ
て
校

訂
さ
れ
た
結
果
︑
﹁
た
ま
く
ら
﹂
題
に
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
︑
直
前

の
﹁
ま
く
ら
﹂
題
の
末
尾
に
追
加
さ
れ
た
と
い
う
手
順
は
︑
い
か
に
も
想
定
し

得
る
で
あ
ろ
う
︒五

こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
寛
文
版
本
の
本
文
が
︑

出
典
で
あ
る
﹃
万
葉
集
﹄
と
一
致
す
る
の
は
︑
必
ず
し
も
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄

の
本
来
の
姿
を
保
存
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
後
の
校
訂
の
結
果
で
あ
る
可
能
性

が
大
き
く
な
っ
て
く
る
︒
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
︑
今
か
ら
半
世
紀
も
前
に
︑

富
永
洋
子
氏
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒

⁝
⁝
寛
文
版
本
は
︑
そ
れ
以
前
の
過
程
に
於
て
︑
誰
か
の
手
に
よ
つ
て
︑

意
識
的
な
校
訂
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
昔
か
ら
僻
事
の
多
い

の
で
有
名
な
古
今
六
帖
を
︑
少
し
で
も
元
の
形
に
戻
す
為
︑
原
典
の
わ
か

つ
て
い
る
も
の
は
︑
六
帖
の
作
者
表
記
や
歌
の
本
文
に
関
し
て
︑
明
ら
か

題
と
本
文
の
間

二
二



に
間
違
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
︑
原
典
の
方
へ
改
め
る
と
い
う
作

業
が
行
わ
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
︒
今
後
︑
寛
文

版
本
自
体
の
性
格
や
系
統
を
考
察
し
て
い
く
場
合
︑
こ
の
こ
と
は
︑
一
つ

の
問
題
点
と
し
て
︑
も
つ
と
検
討
を
加
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か⑥
︒

従
っ
て
︑
本
稿
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
考
察
は
︑
実
は
︑
き
わ
め
て
平
凡
な
結

論
に
帰
着
し
た
に
過
ぎ
な
い
︒
近
年
︑
版
本
本
文
に
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の

﹁
古
態
﹂
を
見
出
す
論
も
見
え
る
よ
う
で
あ
る⑦
が
︑
個
々
の
用
例
の
個
別
の
事

情
を
勘
案
し
な
が
ら
も
︑
や
は
り
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
寛
文
版
本
の
性
格

を
基
盤
と
し
て
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
写
本
系
本
文
に
は
︑
明
ら
か
な
誤
写
が
少
な
か
ら
ず

見
え
︑
ま
た
︑
二
首
の
歌
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
で
き
た
歌
の
中
に
も
︑
意
味
の

通
ら
な
い
本
文
も
あ
る⑧
︒
こ
の
た
め
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
伝
来
の
過
程
に

お
い
て
︑
出
典
の
歌
集
本
文
と
校
合
す
る
こ
と
に
よ
り
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄

本
文
を
復
元
し
よ
う
と
い
う
意
思
も
︑
お
の
ず
と
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
現
在
に
お
い
て
も
︑
出
典
と
思
し
き
歌
集
の
︑
現
存
す
る
本
文
と
の
比

較
検
討
に
よ
っ
て
︑
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
文
の
性
格
を
考
察
し
よ
う
と
す

る
︒
だ
が
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
復
元
さ
れ
た
本
文
が
︑
そ
の
ま
ま
﹃
古
今
和
歌

六
帖
﹄
の
本
来
的
な
本
文
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
か
と
い
え
ば
︑
そ
う
判
断

す
る
に
は
さ
ら
に
一
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
︒

た
と
え
ば
︑︵
�
︶﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
二
九
九
二
番
は
︑
そ
も
そ
も
︑
出
典

の
歌
本
文
が
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
題
に
合
っ
て
い
な
い
例
で
あ
っ
た
︒
す
な

わ
ち
︑﹁
い
へ
と
じ
を
お
も
ふ
﹂
と
い
う
題
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
︑
﹃
万
葉

集
﹄
で
は
︑
遣
唐
使
の
餞
別
の
宴
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
り
︑﹃
万
葉
集
﹄

本
文
の
ま
ま
で
は
︑
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
題
に
適
わ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
写
本
系
本
文
で
は
︑
下
句
に
﹁
い
ゑ

に
あ
る
い
も
﹂
を
詠
み
込
む
こ
と
で
︑
題
に
よ
り
即
し
た
歌
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

な
お
︑︵
�
︶
と
同
様
の
こ
と
が
︑︵
*
︶﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
二
七
九
七
番

に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
う
ち
き
て
あ
へ
る
﹂
と
い
う
﹃
古

今
和
歌
六
帖
﹄
の
題
を
考
慮
す
れ
ば
︑﹁
照
る
月
夜
か
も
﹂
と
い
う
結
句
に
拠

っ
て
︑
恋
人
に
逢
え
そ
う
だ
と
い
う
予
感
を
表
す
よ
り
も
︑﹁
あ
へ
る
君
か
も
﹂

と
し
た
方
が
︑
よ
り
歌
題
に
添
う
こ
と
に
な
る⑨
︒
こ
の
視
点
に
立
て
ば
︑
﹃
万

葉
集
﹄
本
文
に
一
致
す
る
寛
文
版
本
は
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
独
自
の
本
文
を
︑

逆
に
損
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
類
題
和
歌
集
と
し
て
の
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
性
格
を
考
え
る
時
︑

出
典
の
歌
集
に
記
さ
れ
る
詠
歌
状
況
は
必
ず
し
も
重
要
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑

詠
歌
状
況
か
ら
歌
を
切
り
離
し
︑
詠
歌
の
場
に
よ
ら
な
い
︑
独
立
し
た
表
現
内

容
を
も
つ
和
歌
を
収
集
す
る
こ
と
が
︑
類
題
歌
集
の
編
纂
作
業
を
お
こ
な
う
上

で
︑
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
︒︵
+
︶﹃
古
今
和

題
と
本
文
の
間

二
三



歌
六
帖
﹄
三
〇
二
三
番
は
︑
写
本
系
本
文
で
は
結
句
が
﹁
う
ぢ
の
た
ま
姫
﹂
に

な
っ
て
い
る
︒
出
典
の
﹃
万
葉
集
﹄
で
は
︑
大
伴
家
持
が
紀
郎
女
に
贈
っ
た
歌

だ
が
︑
こ
こ
は
︑
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
写
本
系
本
文
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
詠
歌
状

況
か
ら
離
れ
︑
あ
ら
た
に
﹁
う
ぢ
の
た
ま
姫
﹂
の
歌
の
世
界⑩
を
構
築
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑
一
条
兼
良
﹃
歌
林
良
材
﹄
巻
下
︑
六
〇
八
番
で
は
︑
こ

の
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
歌
を
︑
写
本
系
本
文
﹁
う
ぢ
の
た
ま
姫
﹂
の
か
た
ち

で
︑
家
持
歌
と
し
て
載
せ
て
い
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
諸
本
に
こ
の
本
文
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
推
す
と
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
十
五
世
紀
の
享

受
の
あ
り
方
を
示
す
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
が
︑
出
典
と
の
本
文
異

同
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
ま
ず
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
本
文
そ
の
も
の
を

読
み
解
い
て
み
る
べ
き
だ
と
い
う
至
極
当
然
の
こ
と
を
︑
こ
こ
で
も
再
度
確
認

す
る
こ
と
に
な
る
︒
︵
=
︶﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
三
〇
九
五
番
の
下
句
は
︑﹃
万

葉
集
﹄
で
は
︑
﹁
ア
ラ
ブ
ル
イ
モ
ニ

コ
ヒ
ツ
ツ
ゾ
ヲ
ル
﹂
で
︑﹃
古
今
和
歌
六

帖
﹄
寛
文
版
本
も
同
じ
本
文
だ
が
︑
写
本
系
本
文
は
一
様
に
﹁
あ
ら
ぶ
る
い
も

に

こ
り
つ
つ
ぞ
を
る
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
こ
ひ
つ
つ
﹂
と
﹁
こ
り
つ
つ
﹂

で
一
文
字
違
い
の
わ
ず
か
な
本
文
異
同
で
は
あ
る
が
︑
写
本
系
本
文
は
﹁
こ
り

つ
つ
﹂
で
異
同
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
出
典
の
﹃
万
葉
集
﹄
と
は
異
な
る
本
文
で
︑

意
味
も
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
が
︑﹁
恋
ふ
﹂
の
で
は
な
く
︑﹁
懲
る
﹂
と

い
う
写
本
系
本
文
を
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
文
と
し
て
は
︑
尊
重
す
る
べ

き
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑︵
D
︶
～
︵

︶
の
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
歌
は
︑
写
本
系
本
文
が

10

﹃
万
葉
集
﹄
歌
二
首
の
歌
句
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
︑
寛
文

版
本
で
は
︑
特
定
の
一
首
の
歌
に
な
っ
て
い
る
例
で
あ
っ
た
︒︵
D
︶︵
F
︶
の

歌
の
場
合
︑
写
本
系
本
文
の
も
と
で
あ
る
二
首
の
歌
は
︑
両
方
と
も
﹃
古
今
和

歌
六
帖
﹄
の
題
に
適
う
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
あ
る
い
は
︑
も
と
も
と
﹃
古
今
和

歌
六
帖
﹄
に
は
︑
こ
の
二
首
が
並
ん
で
載
っ
て
い
る
段
階
が
あ
り
︑
書
写
段
階

で
誤
っ
て
︑
二
首
の
歌
の
歌
句
が
混
じ
り
合
い
︑
一
首
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
︑︵

︶
の
場
合
は
︑
写
本
系
本
文
の
も
と
に
な
っ
た
二
首

10

の
う
ち
の
一
首
は
﹁
呼
子
鳥
﹂
の
歌
で
あ
り
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
題
﹁
ほ

と
と
ぎ
す
﹂
に
配
置
さ
れ
て
い
た
段
階
が
あ
っ
た
と
は
︑
き
わ
め
て
想
定
し
に

く
い
︒﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
の
歌
と
﹁
呼
子
鳥
﹂
の
歌
と
が
︑﹁
い
は
せ
の
も
り
﹂

と
い
う
地
名
を
媒
介
と
し
て
組
み
合
わ
さ
れ
た
写
本
系
本
文
は
︑
き
わ
め
て
類

型
的
な
和
歌
表
現
の
世
界
を
背
景
に
生
成
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
︑︵
D
︶︵
F
︶
の
写
本
系
本
文
に
つ
い

て
も
︑
単
に
乱
れ
た
本
文
と
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
︑
表
現
の
類
型
が
生
み
出

し
た
新
た
な
表
現
と
し
て
︑
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
こ
に
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
来
的
本
文
の
特
色
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

題
と
本
文
の
間

二
四



六

類
題
和
歌
集
に
お
い
て
︑
和
歌
の
表
現
や
内
容
が
題
に
適
合
し
て
い
る
か
否

か
と
い
う
点
は
︑
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
し
か
る
べ
き

題
に
配
さ
れ
る
た
め
の
表
現
や
内
容
が
︑
そ
の
和
歌
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
︒
そ
の
要
素
が
︑
現
存
す
る
出
典
と
思
し
き
和
歌
本
文
に
は
確
認
で
き
な
い

場
合
も
︑
出
典
と
の
異
同
箇
所
に
つ
い
て
は
や
は
り
︑
題
に
適
合
し
た
本
文
の

方
を
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
本
文
と
し
て
は
︑
ま
ず
真
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

久
保
木
哲
夫
氏
は
︑
類
題
和
歌
集
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
大

分
類
を
示
さ
れ
た⑪
︒

①
ま
ず
題
が
提
示
さ
れ
て
︑
そ
の
示
さ
れ
た
題
に
よ
っ
て
歌
を
詠
む
﹁
詠

歌
題
﹂
︒

②
ま
ず
歌
が
あ
り
︑
そ
の
歌
を
分
類
す
る
に
あ
た
っ
て
施
さ
れ
た
﹁
分
類

題
﹂︒

確
か
に
︑
題
を
中
心
に
し
て
︑
そ
れ
に
編
者
や
歌
人
が
ど
う
関
わ
る
か
を
捉
え

よ
う
と
す
れ
ば
︑
こ
の
二
分
類
は
き
わ
め
て
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑
編

者
や
歌
人
の
側
か
ら
︑
歌
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
く
か
を
考
え
た
時
︑
①
の
場

合
は
と
も
か
く
︑
②
の
場
合
に
は
︑
さ
ら
に
複
雑
な
事
情
を
考
慮
す
る
余
地
が

あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
︒

い
っ
た
ん
詠
ま
れ
た
和
歌
は
︑
人
々
の
手
に
よ
っ
て
︑
時
に
は
表
現
や
内
容

を
わ
ず
か
に
変
え
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
い
く
︒
こ
の
歌
句
の
変
化
は
︑
異
伝
と

し
て
︑
あ
る
種
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
向
き
も
あ
る

け
れ
ど
も
︑
こ
の
変
化
こ
そ
が
︑
一
首
の
和
歌
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
︑
新
た
に

享
受
さ
れ
て
い
く
力
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
る⑫
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
を
念
頭
に

置
く
時
︑
類
題
和
歌
集
の
編
者
が
︑
表
現
変
化
に
荷
担
し
な
い
と
は
︑
一
概
に

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

も
ち
ろ
ん
そ
の
一
方
で
︑
新
沢
典
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
︑

﹁
古
今
六
帖
収
載
の
万
葉
歌
に
は
︑
巻
十
二
の
歌
に
限
っ
て
︑
⁝
⁝
異
伝
注
記

の
あ
る
歌
が
古
今
六
帖
に
含
ま
れ
る
場
合
︑
す
べ
て
本
文
歌
で
は
な
く
異
伝
歌

が
採
ら
れ
て
い
る⑬
﹂
と
い
う
事
実
が
あ
る
︒
現
在
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る

﹃
万
葉
集
﹄
諸
本
で
は
異
伝
と
さ
れ
て
い
る
本
文
が
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
採
歌

対
象
と
さ
れ
る
場
合
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
こ
に
﹁
散
逸
歌
集
の
本
文
﹂

︵
同
︶
を
想
定
し
得
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
出
典
と
の
間
で
異
文
が

生
じ
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
の
歌
が
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
収
め
ら
れ
た
当

時
︑
一
般
に
流
布
し
て
い
た
可
能
性
は
︑
当
然
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒

﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
本
文
を
考
え
る
時
︑
編
者
が
︑
出
典
本
文
に
対
し
て
ど

の
程
度
手
を
加
え
た
の
か
︑
あ
る
い
は
加
え
な
か
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
︒

だ
が
そ
れ
で
も
︑
編
者
も
和
歌
伝
承
者
の
一
員
で
あ
り
︑
か
つ
︑
お
そ
ら
く
歌

人
で
も
あ
っ
て
︑
時
と
し
て
意
識
無
意
識
に
関
わ
ら
ず
︑
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
を
生
み
出
す
可
能
性
を
も
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で

題
と
本
文
の
間

二
五



き
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
︑
和
歌
そ
の
も
の
が
︑

表
現
の
揺
れ
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
さ
ら
な
る
表
現
の
世
界
を
構
築
す
る
力

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
も
そ
も
︑
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
よ
う
な
類
題
和
歌
集
は
︑
歌
作
り
の
手

引
き
書
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒
歌
を
配
列
す
る
段
階
で
も
︑
あ
る
歌
語

が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
︑
ど
の
よ
う
に
歌
に
詠
ま
れ
得
る
か
と
い
う

可
能
性
を
模
索
す
る
余
地
は
︑
多
少
な
り
と
も
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
︒
一
方
︑
現
存
す
る
歌
集
の
範
囲
内
で
︑
出
典
と
の
間
に
︑
詠
歌
状
況
や

和
歌
表
現
の
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
一
概
に
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
本
文
の

杜
撰
さ
を
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
︑
和
歌
自
体
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
表
現
の

流
動
性
を
ま
ず
重
視
し
た
い
︒
ま
た
︑
原
則
と
し
て
詠
歌
状
況
を
記
さ
な
い
と

い
う
場
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
︑
歌
の
み
で
表
現
世
界
を
完
結

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
条
件
下
で
は
︑
新
た
な
表
現
も

生
ま
れ
て
こ
よ
う
︒
類
題
と
い
う
場
が
︑
隣
り
合
わ
せ
に
配
列
さ
れ
た
歌
本
文

の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
乱
れ
﹂
を
引
き
起
こ
し
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
︑
容
易

に
想
像
で
き
る
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
現
象
を
︑
古
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な

﹁
乱
れ
﹂
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
︑
既
存
の
歌
や
歌
語
を
用
い
た
︑
新

た
な
和
歌
表
現
誕
生
の
場
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
も
︑
あ
る
い
は
必
要
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

契
沖
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
期
の
国
学
者
た
ち
は
︑
広
範
な
知
識
を
駆
使
し
︑

版
本
系
本
文
を
用
い
て
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
歌
の
出
典
考
証
を
お
こ
な
い
︑
本

文
異
同
を
細
か
く
指
摘
し
た
︒
現
代
の
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
研
究
は
︑
そ
こ
か

ら
大
き
な
恩
恵
を
得
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
出
典
と
の
本

文
の
一
致
を
︑
す
べ
て
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
文
の
正
統
性
に
結
び
付
け
る

の
で
は
な
く
︑
類
題
和
歌
集
と
し
て
の
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
特
有
の
本
文
の
あ

り
方
を
︑
明
確
に
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

注①

﹃
図
書
寮
叢
刊

古
今
和
歌
六
帖
﹄
下
巻
︑
解
題
︵
昭
和
四
十
四
年
三
月
︑
養
徳

社
︶︒

②

本
行
の
本
文
異
同
の
み
を
対
象
と
し
た
︑
意
味
に
関
わ
る
語
句
の
異
な
り
を
も
つ

歌
の
数
を
調
査
し
た
︒
な
お
︑
明
ら
か
な
脱
字
・
衍
字
に
よ
る
異
同
は
除
外
し
た
︒

③

す
へ
て
こ
の
六
帖
い
か
に
や
ら
ん
い
つ
れ
も
〳
〵
み
な
か
く
の
み
し
と
け
な
き
も

の
に
て
侍
れ
は
本
の
ま
ゝ
に
し
る
し
を
く
︒
の
ち
に
見
ん
人
心
え
さ
せ
給
へ
し
︒

④

近
年
で
は
︑
藤
井
翔
太
氏
﹁﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
文
に
関
す
る
一
考
察

︱

出
典
歌
集
の
配
列
と
の
関
わ
り
か
ら

︱
﹂︵﹁
文
化
情
報
学
﹂
第
六
巻
第
一
号
︑
二

〇
一
一
年
三
月
︶
と
い
っ
た
論
考
が
あ
る
︒

⑤

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
︑
中
西
進
氏
﹃
古
今
六
帖
の
万
葉
歌
﹄
︵
昭
和
三

十
九
年
六
月
︑
武
蔵
野
書
院
︶
一
〇
七
頁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

⑥

﹁
古
今
和
歌
六
帖
の
研
究

︱
細
川
家
永
青
文
庫
本
及
び
松
平
文
庫
本
を
中
心
と

し
て

︱
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
四
十
二
巻
一
号
︑
昭
和
四
十
年
一
月
︶
︒

⑦

古
瀬
雅
義
氏
﹁
清
少
納
言
の
見
た
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄

︱
黒
川
本
・
寛
文
九
年

版
本
は
古
態
を
伝
え
る
も
の
か

︱
﹂︵
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
︑
二
〇
〇
九
年
一

〇
月
︶︒
同
氏
は
︑﹁﹃
枕
草
子
﹄
本
文
か
ら
見
る
先
行
文
学
享
受
の
有
り
様

︱
清

題
と
本
文
の
間
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六



少
納
言
が
見
た
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
﹂
︵
﹃
古
典
籍
研
究
ガ
イ
ダ
ン
ス

王
朝
文
学
を

よ
む
た
め
に
﹄
︑
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
編
︑
平
成
二
十
四
年
六

月
︶
に
お
い
て
も
︑
﹁
寛
文
九
年
版
本
の
祖
本
こ
そ
︑
清
少
納
言
が
枕
草
子
を
執
筆

し
て
い
た
平
安
時
代
の
中
ご
ろ
に
見
た
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
で
あ
っ
た
﹂
と
述
べ
て

い
る
︒

⑧

前
掲
注
④
参
照
︒

⑨

青
木
太
朗
氏
﹁
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
お
け
る
万
葉
集
歌
に
つ
い
て
の
一
考
察

︱
題
と
の
比
較
を
通
し
て

︱
﹂
︵
笠
間
叢
書
*
B
�
﹃
古
筆
と
和
歌
﹄︑
平
成
二

十
年
一
月
︶
で
は
︑
こ
の
歌
は
︑
題
に
あ
わ
せ
た
和
歌
本
文
の
改
変
の
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
︒

⑩

﹃
古
今
集
﹄
巻
第
十
四
恋
歌
四
︑
六
八
九
番
歌
︑
﹁
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
こ
よ

ひ
も
や
我
を
ま
つ
ら
む
う
ぢ
の
は
し
ひ
め
﹂
の
左
注
に
﹁
又
は
︑
う
ぢ
の
た
ま
ひ

め
﹂
と
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
の
影
響
が
想
定
し
得
る
︒

⑪

﹁
古
今
和
歌
六
帖
に
お
け
る
重
出
の
問
題
﹂
︵
﹃
中
古
文
学
﹄
第
九
十
号
︑
平
成
二

十
四
年
十
一
月
︶
︒

⑫

拙
稿
﹁
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
﹃
山
﹄
と
﹃
里
﹄

︱
﹃
大
原
の
山
﹄
か
ら
﹃
大

原
の
里
﹄
へ

︱
﹂
︵
﹃
平
安
中
期
私
家
集
論

︱
歌
人
・
伝
本
・
表
現

︱
﹄︵
二

〇
〇
七
年
二
月
︑
勉
誠
出
版
︶
所
収
︒
初
出
は
︑
﹁
語
文
研
究
﹂
第
七
十
七
号
︑
平

成
六
年
六
月
︶
に
お
い
て
も
︑
そ
の
一
例
に
言
及
し
て
い
る
︒

⑬

﹁
古
今
和
歌
六
帖
と
万
葉
集
の
異
伝
﹂
︵
﹁
日
本
文
学
﹂
第
五
十
七
巻
第
一
号
︑
二

〇
〇
八
年
一
月
︶
︒

附
記本

稿
は
︑
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
﹁
文
字
列
デ
ー
タ
解
析
シ
ス
テ
ム

の
構
築
と
平
安
朝
文
学
の
伝
本
と
表
現
に
関
す
る
総
合
的
研
究
﹂︵
課
題
番
号

2
2
5
0
0
2
3
6︑
平
成
二
十
二
～
二
十
四
年
度
︶
に
お
け
る
研
究
の
一
部
で
あ
り
︑
二
〇
一

〇
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
の
骨
子
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
︒
席
上
お
よ
び
発
表
後
に
︑
多
く
の
方
々
か
ら
御
教
示
い
た
だ
い
た
︒
こ
こ

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
︒

題
と
本
文
の
間

二
七


