
「
東
歌」
の
総
題
の
も
と、
万
葉
集
巻
十
四
に
古
代
東
国
地
方
の
歌
々
が

緊
め
ら
れ
た、
そ
の
根
源
の
理
由
と
は
何
か。
束
歌
研
究
に
お
け
る
最
大
の

謎
と
も
い
う
べ
き
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
考
え
る
と
き、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の

は
巻
頭
五
首
（
三
三
四
八
i
五
二）
で
あ
ろ
う。

こ
れ
ら
五
首
が
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は、
単
に
巻
の
冒
頭
と
い
う
そ
の
位

世
か
ら
だ
け
で
は
な
い。
「
東
歌」
を
標
榜
し
て
巻
頭
に
位
骰
す
る
歌
で
あ

り
な
が
ら、
い
っ
こ
う
に
東
歌
ら
し
か
ら
ぬ
と
い
う
不
自
然
な
性
格
に
も
あ

る。
主
に
「
雑
歌」
表
記
の
有
無
に
関
し、
巻
十
四
目
録
の
様
相
を
め
ぐ
っ

て、
五
首
に
つ
い
て
は

祈｛
歌
五
首
論ク
（
江
田
空
槌
f

万
菜
集
評
釈
j

‘

菊
地
威
雄「
万

娯
集
束
歌
の
成
立」
国
文
学
研
究
三
三・
三
四
染）
と
も
い
う
ぺ
き
諾
説
さ
え
存
在

す
る
ほ
ど
で
あ
る。
万
業
集
に、
あ
る
巻
が
存
在
す
る
意
義
に
つ
い
て
考
え

ょ
う
と
す
る
と
き、
冒
頭
部
に
目
が
い
く
の
は
自
然
で
あ
ろ
う。

以
上
の
巻
頭
歌
群
を
巡
る
諸
詮
と
は
別
に、
巻
末
の
歌
に
視
線
を
注
い
だ

論
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
は、
本
稿
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
不
思
毀
で

序

東
歌
の
挽
歌

（
れ
1)

あ
る。
冒
頭
歌
と
同
様、
巻
末
の
歌
に
つ
い
て
も
絹
者
の
何
ら
か
の
意
図
有

り
と
し
て、
殊
更
に
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る。

束
歌
の
構
造
は
大
き
く
勘
国
歌
と
未
勘
国
歌
に
二
分
さ
れ、
前
者
に
は「
雑

歌」
（
た
だ
し、
部
立
名
は
伝
来
本
に
は
脱
裕。）
「
相
間」
「
醤
除
歌」、
後
者
に
は
「
雑

歌」
「
相
闘」
「
醤
喩
歌」
「
防
人
歌」
「
挽
歌」
の
部
立
が
そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ

て
い
る。
そ
し
て、
計
ニ――1
0
首
の
歌
々
か
ら
な
る
巻
十
四
束
歌
の
悼
尾
は、

「
挽
歌」
の
部
立
の
も
と
に
た
っ
た一
首
の
み
匝
か
れ
た、
次
の
歌
に
よ
っ

て
結
ば
れ
て
い
る。

か
な愛
し
妹
を
い
づ
ち
行
か
め
と
山
菅
の
そ
が
ひ
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も

(
14
三
五
七
七〉

愛
し
い
要
が
ど
こ
へ
も
行
く
は
ず
が
な
い
と
思
っ
て、
あ
の一
夜、
山
背

の
よ
う
に
背
中
合
わ
せ
に
寝
た
こ
と
が、
今
と
な
っ
て
は
悔
や
ま
れ
て
な
ら

な
い、
の
意。
要
の
死
後、
か
つ
て
の
共
寝
を
思
い
出
し
て
の
嘆
き
で
あ
る。

そ
の
夜、
夫
婦
に
は
些
細
な
辟
い
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。
明
日
が
あ
る

と
思
え
ば
こ
そ
の
行
為
で
あ
っ
た。
し
か
し
今、
そ
の
要
は
逝
っ
て
し
ま
っ

た。
こ
れ
か
ら
未
来
に
か
け
て
氷
劫
に
続
く
孤
独
と
寂
彦
惑、
そ
し
て
後
悔゚

間

江

立

恵
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残
さ
れ
た
者
の
嘆
き
に
溢
れ
た
ま
さ
し
く
挽
歌
と
い
う
べ
き
一

首
で
あ
る。

巻
末
の
一

首
に
込
め
ら
れ
た
編
築
者
の
意
図`

と
い
う
観
点
か
ら
当
該
歌

に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き、

別
に
も
う
一
点
考
え
て
お
く
ぺ
き
こ
と
が
あ
る。

そ
れ
は、

東
歌
の
担
い
手
た
ち
と
同
郷
の
人
々
、

つ
ま
り
古
代
東
国
地
方
か

ら
徴
集
さ
れ
た
防
人
た
ち
の
一
ー
六
首
に
も
及
ぶ
関
係
歌
群
（
家
持
歌
及
び
関

係
歌
を
含
ん
で
四―-
＝
ニ
ー
四
四ーー＿
六）、

所
謂
ぷ
防
人
歌
巻ク
（
伊
藤
博

『古
代
和
歌

史
研
究
8」)

を
中
心
と
す
る
歌
群
の
最
悴
尾
一

首
の
在
り
方
で
あ
る。

昔
年
相
替
防
人
歌
ー
首

間
の
夜
の
行
く
先
知
ら
ず
行
く
我
れ
を
い
つ
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
子
ら

は
も

(
20
四
四
三
六）

闇
の
夜、

そ
れ
で
は
な
い
が、

行
く
先
も
分
か
ら
ず
行
こ
う
と
す
る
私
に、

今
度
は
何
時
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
と
埠
ね
た
愛
し
い
要
よ、

の
意。

上
三
句
で

は、

ど
こ
へ
と
も
知
ら
ず
連
行
さ
れ
る
「
我
れ」

の
運
命
が
「
闇
の
夜」

の

表
現
を
以
っ
て
沈
痛
に
語
ら
れ、

下
二
句
は
「
子
ら
は
も」

の
詠
嘆
と
と
も

に
要
へ
の
深
々
と
し
た
思
い
を
う
た
う。

家
族
と
別
れ、

は
る
か
な
地
へ
旅

立
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
時
の
防
人
た
ち
の
心
情
を
代
表
し
て
う
た
っ
た

'

l

首
と
い
え
る。

片
や
東
歌、

片
や
防
人
歌
巻
の、

と
も
に
最
終
歌
で
あ
る
二
首
は`

そ
れ

ぞ
れ
が
「
結
び」

に
位
囮
す
る
と
い
う
点
で
本
質
的
に
共
通
す
る。

加
え
て、

二
首
に
は
指
摘
し
て
お
く
べ
き
共
通
点
が
も
う
二
つ
ほ
ど
あ
る。

そ
の
一
っ

は、

先
述
し
た
よ
う
に、

歌
巻
の
結
び
に
一

首
の
み
孤
立
し
て
置
か
れ
て
い

る
と
い
う
そ
の
在
り
方
で
あ
る。

三
五
七
七
番
歌
は
挽
歌
の
部
立
の
も
と
に

も は
も

”
11
大
海
の
奥
か
も
知
ら
ず
行
く
我
れ
を
い
つ
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
子
ら
は

(
17
三
八
九
七）

類
歌
と
は、

歌
の
癸
想、

ま
た
そ
の
構
造
や
表
現
が
似
通
っ
た
歌
を
い
う。

I
II
の
類
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
i“
11
と
し
て
右
に
あ
げ
た。

当
該
歌
ー
の
類
歌
i

は、

奈
良
朝
の
作
者
不
明
歌
一
三
首
を
あ
つ
め
た
券
七
の
「
挽
歌」

に
位
骰

し、

京
人
の
作
と
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る。
一

方、

防
人
と
し
て
大
宰
府

に
向
か
う
旅
の
中
で
よ
ま
れ
た
II
の
類
歌�
11
は
巻
十
七
に
存
在
す
る。

姐
飼

か
ら
天
平
二
年
に
任
果
て
た
大
伴
旅
人
が
大
宰
府
か
ら
焔
京
す
る
際
に、

そ

の
保
従
ら
が
船
旅
に
お
い
て
よ
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る。

以
上、

I
II
の一
一
首
に
み
ら
れ
る
共
通
点
を
二、
一
二
指
摘
し
た。

こ
う
し

た
類
似
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か。

そ
こ
で、

ま
ず
は
当

該
歌
ー
に
つ
い
て、

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
疑
間
点
を
整
理
し
て
み
よ

II
lHJ
の
夜
の
行
く
先
知
ら
ず
行
く
我
れ
を
い
つ
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
子
ら

も

(
20
四
四
三
六）

一

首
の
み、

四
四
三
六
番
歌
は
宴
歌
三
首
（
四
四
l―
-

l

ニ
ー
五）

の
後
に
「
昔
年

柑
替
防
人
歌」

と
題
さ
れ
て
一

首
の
み
で
あ
る。

二
つ
に
は、

二
首
が
い
ず
れ
も
他
の
巻
に、

所
開
「
類
歌」

と
呼
ぱ
れ
る

歌
を
も
っ
て
い
る
点
で
あ
る。

分
か
り
易
<-
示
し
て
み
よ
う。

I
愛
し
妹
を
い
づ
ち
行
か
め
と
山
菅
の
そ
が
ひ
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も

(
14
三
五
七
七）

•
1
我
が
背
子
を
い
づ
ち
行
か
め
と
さ
き
竹
の
そ
が
ひ
に
寝
し
く
今
し
悔
し

（
7-
四ー
ニ）
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第一
に、
万
葉
集
三
大
部
立
の―
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
挽
歌」
の
部
立
の

も
と、
ぽ
つ
ん
と
翫
か
れ
た一
首
の
様
相
に
つ
い
て
で
あ
る。
何
故
た
っ
た

一
首
の
た
め
に
「
挽
歌」
と
い
う
部
立
を
用
意
し、
ま
る
で
追
補
の
よ
う
な

形
で一
首
を
戟
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
古
く

賀
茂
其
淵
「
痰
葉
考」
（
以
下
一
芝
とい
う）
に
発
言
が
あ
り、

こ
A

に
挽
う
た
を一
首
の
み
得
て
戟
ん
こ
と
お
ほ
つ
か
な
し、
此
巻
も

乱
れ
し
所
々
有
事
右
に
い
へ
る
ご
と
く
な
れ
ば、
数
々
有
し
か
落
失
し

か、
又
此
埒
束
埒
と
も
冊へ
ざ
る
は
他
よ
り
加
わ
り
し
か、

と
あ
る。
ま
た
「
考」
は
「
此
寄
束
窃
と
も
聞
へ
ざ
る」
と
も
述
べ
て
お
り、

こ
の
点
が
当
該
歌
に
関
す
る
第
二
の
疑
問
点
に
な
る。
束
歌
ら
し
く
な
い
と

い
う一
首
に
つ
い
て
の
評
価
は、
『
考」
以
後、
鴻
巣
盛
広
r
菰
葉
集
全
釈」

（
以
下
零
全
釈」
とい
う）
や
水
島
義
治
「
万
菜
集
全
注
j

に
も
み
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た。
ち
な
み
に、
「
全
釈
j

の
解
釈
を
次
に
あ
げ
て
お
こ
う。

巻
七
の
吾
背
子
乎
何
庭
行
目
跡
辟
竹
之
背
向
休
宿
之
久
今
恩
悔
裳
を
山

菅
に
取
換
へ
た
だ
け
と
言
っ
て
よ
い。
同
歌
の
異
側
で
あ
る。
束
歌
ら

し
く
な
い
作
だ。

「
全
釈
j

は、
「
東
歌
ら
し
く
な
い
j

I

の
歌
が
巻
十
四
に
存
在
す
る
理
由

と
し
て、
I
が
巻
七
の．l
の
歌
の
第
三
旬
を
単
に
「
取
換
へ
た」
歌、
す
な

わ
ち
「
同
歌
の
異
他」
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る。
こ
の
よ
う
に、
巻
七
に
存

在
す
る
類
歌
と
当
該
歌
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か、
と
い
う
こ
と
も

大
事
な
論
点
と
し
て
浮
上
し
て
く
る。
た
と
え
ば、
巻
七
の
歌
が
も
と
の
歌

゜

、
つ

で
束
歌
は
う
た
い
換
え
た
作
だ
と
す
る
説、
逆
に
束
歌
を
う
た
い
換
え
た
も

の
が
巻
七
の
歌
で
あ
る
と
す
る
説、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
型
の
歌
が
流
布

し
て
お
り、
双
方
そ
れ
を
う
た
い
換
え
た
も
の
と
す
る
説
な
ど、
諸
説
あ
っ

て、
未
だ
定
説
を
見
な
い。

以
上、
ー
に
関
す
る
問
悶
点
を
あ
げ
て
き
た。
巻
の
結
ぴ
に
「
挽
歌」
と

し
て
た
だ一
首
槌
か
れ
て
い
る
点、
束
歌
に
あ
り
な
が
ら
「
東
歌
ら
じ
く
な

い」
と
評
さ
れ
る
点、
そ
し
て
最
大
の
問
題
と
し
て、
・1
と
の
関
係
が
あ
る。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
中
心
に、
ま
ず
は
当
該
歌
ー
と
そ
の
類
歌
i
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
と
思
う。

初
句
「
愛
し
妹
を」

ー・1
の
二
首
は、
発
想
は
も
と
よ
り
歌
の
表
現
や
構
造
が
似
通
っ
て
い
る

が、

傍線
を
付
し
た
初
句
と
第
三
句
に
違
い
が
み
え
る。
I
の
初
句
「
愛
し

妹」
が
類
歌・1
で
は
「
我
が
背
子」
と
な
っ
て
お
り、
束
歌
で
は
男
歌
で
あ

っ
た
ー
の
歌
が、
類
歌
i
で
は
女
歌
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
た、

第
三
句
は
ど
ち
ら
も
同
じ
「
そ
が
ひ」
と
い
う
語
を
導
く
た
め
の
枕
詞
で
あ

る
が、「
山
背」
と「
さ
き
竹」
に
迩
い
が
あ
る。
I
は「
山
に
生
え
て
い
る
菅」、

．ー
は
「
割っ
た
竹」
で、
植
物
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
は
等
し
い。

ま
ず
は
初
句
の
違
い
に
注
目
し
て
み
よ
う。
I
の
初
句
「
愛
し
妹
を」
と

い
う
表
現
は、
集
中
二
首
二
例
し
か
存
在
し
な
い。
当
該
歌
の
他
に
は、
同

じ
巻
十
四
に
次
の一
首
が
あ
る
の
み
で
あ
る。

愛
し
妹
を
弓
束
並
べ
巻
き
も
こ
ろ
男
の
こ
と
と
し
言
は
ば
い
や
片
増
し
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に

(
14
三
四
八
六）

一

方、

i
の
「
我
が
背
子
を」

と
い
う
初
句
は
集
中
に
―

二
首
―

二
例
存

在
し
て
い
る。

ま
た、
「
我
が
背
子
」

と
い
う
器
だ
け
で
数
え
れ
ば
一

四
九

．

例
に
も
の
ぽ
り、

万
菜
集
に
お
い
て
ご
く
一

般
的
な
表
現
と
い
う
し
か
な
い
。

こ
れ
は
、

I
の
「
愛
し
妹」

の
用
例
数
が
先
の
二
首
を
合
わ
せ
て
も
計
四
首

し
か
存
在
し
な
い
の
に
対
し、

実
に
対
照
的
な
結
果
で
あ
る
。

加
え
て、
「
愛
し
妹」

と
「
我
が
背
子」

の
そ
れ
ぞ
れ
が
集
中
ど
の
巻
に

多
く
よ
ま
れ
て
い
る
の
か、

と
い
う
点
に
注
目
す
る
と、

さ
ら
に
興
味
深
い

結
果
が
得
ら
れ
る
。
「
我
が
背
子
」

は
そ
の
数
の
多
さ
か
ら
も
想
像
で
き
る

よ
う
に、

巻
ー

か
ら
二
十
ま
で
万
業
集
の
全
体
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い

る。

ま
さ
に、

古
代
に
お
け
る
飛
も
一

般
的
な
女
性
か
ら
男
性
に
対
す
る
呼

称
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う。

そ
れ
に
対
し
て、
「
愛
し
妹」

は
そ
の
数
も
集

巾
四
例
と
少
な
い
の
だ
が、

何
よ
り
よ
ま
れ
た
巻
が
万
業
集
巻
十
四
と
巻
二

十
の
防
人
歌
巻
に
限
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
ぺ
き
で
あ
る。
「
愛
し
妹」

と
い
う
呼
称
の
こ
の
偏
り
は、

古
代
東
国
地
方
に
限
定
さ
れ
た
男
性
か
ら
女

性
に
対
す
る
呼
ぴ
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

L
大
君
の
命
畏
み
愛
し
妹
が
手
枕
離
れ
夜
立
ち
来
ぬ
か
も
(
14
三
四
八
0)

2
愛
し
妹
を
弓
束
な
べ
巻
き
も
こ
ろ
男
の
こ
と
と
し
聞
か
ば
い
や
片
増
し

(
14
三
四
八
六）

-

l

 

‘·
a
.

 

●
3
愛
し
妹
を
い
づ
ち
行
か
め
と
山
菅
の
そ
が
ひ
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も

(
14
三
五
七
七）

4
煎
へ
な
へ
ぬ
命
に
あ
れ
ば
愛
し
妹
が
手
枕
離
れ
あ
や
に
か
な
し
も

(
20
四
四
三
二、

防
人
歌）

右
の
四
例
に
加
え、

古
代
束
国
地
方
で
は
京
圏
と
異
な
り、

そ
の
地
方
に

限
定
的
な
呼
ぴ
方
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
資
科
が
他
に

も
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
「
愛
し
妹」

と
い
う
言
葉
を
「
妹」

に
限
定
せ
ず、

「
愛
し
i
（
人
物）
」

と
い
う
形
で、

呼
ば
れ
る
対
象
を
人
物
全
般
に
広
げ

て
謁
ぺ
て
み
た
楊
合
で
あ
る。
「
愛
し
子
ろ
」

や
「
愛
し
背
ろ
」、

あ
る
い
は

単
純
に
「
愛
し
き」

な
ど、

人
物
を
「
愛
し
」

と
い
う
形
容
詞
を
付
し
た
形

で
表
現
す
る
例
に
つ
い
て
み
て
み
る
と、

右
の
推
涌
を
さ
ら
に
補
涼
す
る
結

果
が
得
ら
れ
る
。

m
佐
伯
山
卯
の
花
持
ち
し
愛
し
き
が
手
を
し
取
り
て
ば
花
は
散
る
と
も

(
7
ー
ニ
五
九）

臨
時

切
筑
波
磁
に
酋
か
も
降
ら
る
い
な
を
か
も
愛
し
き
子
ろ
が
布
乾
さ
る
か
も

（

14-―-
三
五
一
）

束
歌

③
上
つ
毛
野
久
路
保
の
悧
ろ
の
葛
菜
が
た
愛
し
け
子
ら
に
い
や
離
り
来
も

(
U
三
四
ー
ニ）

束
歌

ぃ
左
奈
都
良
の
岡
に
粟
蒔
き
愛
し
き
が
駒
は
食
ぐ
と
も
我
は
そ
と
も
追
じ

(
14
三
四
五
一．）

東
歌

固
大
君
の
命
畏
み
愛
し
妹
が
手
枕
離
れ
夜
立
ち
来
ぬ
か
も

(
14
三
四
八
0)

東
歌

⑥
愛
し
妹
を
弓
束
並
べ
巻
き
も
こ
ろ
男
の
こ
と
と
し
言
は
ば
い
や
片
増
し

．

に

(
M
三
四
八
六）

東
歌

り
嗚
る
瀬
ろ
に
こ
つ
の
寄
す
な
す
い
と
の
き
て
愛
し
け
背
ろ
に
人
さ
へ
寄
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(
20
四
四
0
八）

大
伴
家
持

⑯
障
へ
な
へ
ぬ
命
に
あ
れ
ば
愛
し
妹
が
手
枕
離
れ
あ
や
に
か
な
し
も

(
20
四
四
三
二）

防
人
歌

巻
十
四
束
歌
と
巻
二
十
防
人
歌
巻
へ
の
き
わ
や
か
な
集
中
が
み
ら
れ
る。

右
の
一

四
例
中、

束
国
出
身
者
の
作
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
歌
は
m
と
⑬
の

二
首
の
み
で
あ
っ
た。

た
だ
し、

⑬
の
家
持
歌
は
防
人
歌
巻
に
設
か
れ
た
一

首
で、

題
詞
に
は
「
防
人
が
非
別
の
梢
を
陳
ぶ
る
一

首」

と
あ
る。

す
な
わ

ち
家
持
は
防
人
に
な
り
き
っ
て
こ
の
一

首
を
よ
ん
だ
の
で
あ
っ
て、

皿
ゃ
⑲

の
防
人
歌
と
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
を
果
た
し
て
い
る。

残
る
は
m
の
一

首
だ

が、

こ
の
歌
も
本
稲
の
見
方
を
衷
切
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る。

な
ぜ

⑬
…•••
朝
戸
出
の
愛
し
き
我
が
子

す
も

(
14
三
五
四
八）

束
歌

⑧
多
由
比
潟
潮
満
ち
わ
た
る
い
づ
ゆ
か
も
愛
し
き
背
ろ
が
我
が
り
通
は
む

(
14
三
五
四
九）

東
歌

⑨
阿
遅
可
麻
の
潟
に
さ
く
波
平
せ
に
も
紐
解
く
も
の
か
愛
し
け
を
骰
き
て

(
14
三
五
五一
）

束
歌

⑩
古
須
気
ろ
の
浦
吹
く
風
の
あ
ど
す
す
か
愛
し
け
子
ろ
を
思
ひ
過
ご
さ
む

（

14-―-
五
六
四）

東
歌

●
⑪
愛
し
妹
を
い
づ
ち
行
か
め
と
山
菅
の
そ
が
ひ
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も

(
14
三
五
七
七）

束
歌

⑬
筑
波
嶺
の
さ
百
合
の
花
の
夜
床
に
も
愛
し
け
妹
ぞ
昼
も
愛
し
け

(
20
四
三
六
九）

防
人
歌

あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
…
…

な
ら、

m
は
第
三
四
句
に
関
し
て
訓
み
に
不
徘
の
残
る
一

首
だ
か
ら
で
あ
る。

一

首
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る。

佐
伯
山

子
花
以
之

哀
我

子
鶯
取
而
者

花
散
柄
(
7
ー
ニ
五
九）

傍
線
を
付
し
た
第一
二
四
句
に
注
目
し
た
い
。

寃
永
版
本
に
よ
る
と、

第
三

句
は
「
ア
ハ
レ
ワ
カ
」、

第
四
句
は
「
コ
ヲ
シ
ト
リ
テ
ハ
」

と
訓
ま
れ
て
お

り、
「
佐
伯
山
卯
の
花
持
ち
し
哀
れ
我
が
子
を
し
取
り
て
ば
花
は
散
る
と
も」

と
訓
み
下
す
こ
と
が
で
き
る。

す
な
わ
ち、

m
に
あ
げ
た
訳
文
の
第
三
四
句

「
愛
し
き
が
手
を
し
取
り
て
ば
」

と
い
う
訓
み
は、
「
代
匠
記」

初
稿
本
の

子
は
手
の
字
の
誤
れ
る
な
る
へ
し。

哀
の
字
此
集
に
か
な
し
と
よ
み
て

あ
は
れ
と
よ
め
る
所
な
し。

し
か
れ
は、

う
の
花
も
ち
し
か
な
し
き
が

手
を
し
と
り
て
は
と
よ
み
て
意
得
へ
し

と
い
う
解
釈
に
拠
っ
た
も
の
で、

後
の
注
釈
書
に
よ
る
誤
字
説
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る。

す
な
わ
ち、
一

首
を
原
文
に
忠
実
に
訳
せ
ば
「
佐
伯
山
で
卯
の

花
を
持
っ
た
可
愛
い
あ
の
子
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら、

い
っ
そ
花
は
散

っ
て
し
ま
う
と
も
構
わ
な
い
」

と
な
る
の
で
あ
る。

し
か
し、

確
か
に
契
沖
の
述
ぺ
る
と
お
り、
「
哀」

の
字
を
以
っ
て
カ
ナ

シ
と
訓
む
例
は
集
中
に
存
在
し
な
い
。

何
よ
り、

本
文
に
忠
実
に
「
子
ヲ
取

ル
」

と
訓
め
ば、

歌
の
意
味
が
取
り
難
い
。

そ
の
点、
「
代
匠
記』

の
訓
み

に
従
っ
た
湯
合、
「
愛
し
い
あ
の
子
の
手
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら、

い

っ
そ
花
は
散
っ
て
し
ま
う
と
も
構
わ
な
い
」

と
な
り、

歌
意
も
明
瞭
で
あ
る。

た
だ
し、

万
菜
の
時
代、
「
子
ヲ
取
ル
J

と
「
手
ヲ
取
ル
」

で
は
ど
ち
ら

の
表
現
が
よ
り
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
か
知
る
の
で
な
け
れ
ば、
一

首
の
本
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意
は
み
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う。
そ
こ
で、「
子
ヲ
取
ル」
と
「
手
ヲ
取
ル」

と
い
う
表
現
が
集
中
に
ど
の
程
度
存
在
す
る
の
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る。
ま
ず、「
子」
と
い
う
語
は
集
中
に
九
0
例
み
ら
れ
る
が、

「
子
ヲ
取
ル」
と
い
う
表
現
と
な
る
と、
次
に
あ
げ
る
田
邊
福
麻
呂
の
長
歌

の
他
に
存
在
し
な
い。

娘
子
を
思
ひ
て
作
る
歌一
首
井
せ
て
短
歌

白
玉
の
人
の
そ
の
名
を

な
か
な
か
に
言
を
下
延
へ

逢
は
ぬ
日
の
数

．
多
く
過
ぐ
れ
ば

恋
ふ
る
日
の
孤
な
り
ゆ
け
ば

思
ひ
迎
る
た
ど
き
を

知
ら
に

肝
向
か
ふ
心
砕
け
て

玉
た
す
き
懸
け
ぬ
時
な
く

口
や
ま

ず
我
が
恋
ふ
る
干
必

玉
鐸
手
に
取
ぶ
持
ち
て

ま
そ
鋭
直
目
に
見
ね

ば

し
た
ひ
山
下
行
く
水
の

上
に
出
で
ず
我
が
思
ふ
心

安
き
そ
ら

か
も

（
9-
七
九l-•
田
邊
沿
麻
呂
歌
集）

た
だ、

傍
線
部
を
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に、
「
子
ヲ
取
ル」
と
い
う
直
接

的
な
表
現
で
は
な
く、
間
に
枕
詞
「
至
釧
」

を
挟
み、
比
唸
を
用
い
て
表
わ

し
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら、
「
子
」

と
「
取
る
」

と
の
結
ぴ
つ
き

は
強
い
と
は
言
い
難
い。

一
方、
「
手
」

は
集
中
に
七
四
例
み
ら
れ、
そ
の
中
で
「
手
ヲ
取
ル
」

と

い
う
表
現
に
は、
次
に
あ
げ
る
五
例
が
存
在
す
る。

�

①
霰
降
り
吉
志
美
が
岳
を
さ
が
し
み
と
草
取
り
は
な
ち
妹
が
手
を
取
る

(
3
三
八
五）

②
さ
柏
隈
柏
隈
川
の
瀬
を
早
み
君
が
手
取
ら
ば
言
寄
せ
む
か
も

(
7―
1
0
九）

（
七

は
し
た
て
の
倉
埼
山
は
瞼
し
け
ど
妹
と
登
れ
ば
瞼
し
く
も
あ
ら
ず

（
記・
歌
団
七
0)

母
が
手
を
瞑
り
て
引
き
襟
ぢ
ふ
さ
手
折
り
我
が
か
ざ
す
べ
く
花
咲
け
る

か
も

(
9一
六
八ー―-）

④
妹
が
手
主
取
石
の
池
の
波
の
間
ゆ
鳥
が
音
異
に
嗚
く
秋
過
ぎ
ぬ
ら
し

(
10
ニー
六
六）

⑤
稲
掛
け
ば
か
か
る
我
が
手
を
今
夜
も
か
殿
の
若
子
が
取
り
て
哄
か
む

(
14
三
四
五
九）

＊
は
し
た
て
の
倉
埼
山
を
絵
し
み
と
岩
懸
き
か
ね
て
わ
が
手
取
ら
す
も

右
に
あ
げ
た
五
例
の
中
に、
「
玉
釧
手
に
取
り
持
ち
て」
と
い
う
よ
う
な

比
喩
を
用
い
た
表
現
は
な
い。
す
ぺ
て
「
手
ヲ
取
ル」
と
直
接
的
な
表
現
に

な
っ
て
い
る。
加
え
て、

③④
の
よ
う
に
初
句
「
妹
が
手
を」
が
枕
詞
と
し

て
「
取
る」
を
導
く
と
い
っ
た
表
現
さ
え
み
ら
れ
る
の
で
あ
る。
こ
う
し
た

例
は
「
手」
と
「
取
る」
と
が
強
い
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う。
ま
た、
補
足
と
し
て
五
例
の
後
に
＊
を
付
し
て
「古

事
記」
の
歌
謡
を
あ
げ
て
い
る。
こ
れ
を
み
れ
ば、
万
葉
集
以
外
の
記
紀
歌

謡
に
も
「
手
ヲ
取
ル」
と
い、

2衣
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う。

な
お、
「
古
事
記
j

に
は
歌
謡
以
外
に
も
「
手
ヲ
取
ル
」

と
い
う
表
現
が一

0
例
み
ら
れ
る
が、
「
子
ヲ
取
ル
」

と
い
う
表
現
は
一
例
も
な
い。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら、
「
代
匠
記
j

が
「
子
は
チ
の
字
の
誤
れ
る
な
る
へ
し」
と

し
た
誤
字
説
は、
あ
る
程
度
信
穎
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
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の
で
あ
る。

そ
し
て、

今
ま
で
み
て
き
た
結
果
か
ら
あ
え
て
次
の
よ
う
に
考

え
て
み
た。

先
述
し
た
よ
う
に、
「
愛
し
1」
と
い
う
表
現
は
古
代
東
国
地
方
に
限
定

的
な
呼
称
と
考
え
ら
れ
る。

そ
う
し
た
東
国
地
方
の
歌
に
特
徴
的
な
表
現
が

m
の
歌
の
第一ー一
句
に
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は、

束
歌
・
防
人
歌
の
表
現
が

巻
七
の
京
歌
に
影
靱
を
与
え
て
い
る、

と
い
う
推
測
が
成
り
立
ち
は
し
な

．
い
だ
ろ
う
か。

す
な
わ
ち、

巻
十
四
の
歌
か
ら
巻
七
の
歌
へ
の
影
響
で
あ
る。

そ
し
て、

さ
ら
に
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は、

当
該
歌
ー
の
類
歌
と
し
て
あ
げ

た
i
の
歌
も
ま
た、

巻
七
の
「
挽
歌」
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

も

ち
ろ
ん、

I.
1
の
二
首
に
つ
い
て、

ど
ち
ら
が
先
に
よ
ま
れ
た
か、

そ
の
影

響
関
係
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
ろ
う。
た
だ、

こ
こ
で
は

―
つ
の
推
論
と
し
て
I
か
ら
i
へ
の
影
響
関
係
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う。

第
三
句
「
山
菅
の」

続
い
て、

第
三
句
の
違
い
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
よ
う。

初
句
と
同
様、

第
三
句
の
「
山
菅」
と
「
さ
き
竹」

も
集
中
に
よ
ま
れ
た
例
を
参
考
に
考
察

し
た
と
こ
ろ、
非
常
に
対
照
的
な
結
果
を
み
せ
る。
I
の
第
三
句「
山
菅
の」

と
い
う
表
現
を
持
つ
歌
は
集
中
に
七
首
七
例、
「
山
菅」
と
い
う
素
材
で
は

一
三
例
存
在
し
て
い
る。
一

方、

i
の
第
三
句
に
よ
ま
れ
た
「
さ
き
竹」
と

い
う
素
材
は
こ
の
歌
に
し
か
存
在
し
な
い。

当
然
「
さ
き
竹
の」

が
枕
詞
と

し
て
「
そ
が
ひ」

を
祁
く
の
も
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る。

集
中
に一
例
し
か
存
在
し
な
い
素
材
が
類
歌
に
よ
み
込
ま
れ
て
い
る
理
由

と
は
何
か。

先
に
述
べ
た
推
論
も
考
え
合
わ
せ
た
上、

本
稿
は
そ
の
理
由
と

し
て、

I
か
ら・
1
へ
の
よ
み
換
え
を
想
起
し
て
み
た
い。

す
な
わ
ち、

束
歌

で
あ
る
I
が
ま
ず
先
に
あ
っ
て、

そ
れ
を
参
考
に
京
の
人
々
が
よ
み
換
え
た

の
が
1
の
一
首
で
は
な
か
っ
た
か。

右
の
よ
う
な
推
論
を
持
ち
出
す
理
由
は、

束
歌
の
第一
二
句
「
山
菅
の」
と

い
う
枕
詞
の
用
法
が、

現
在
の
我
々
に
は
非
常
に
分
か
り
難
い
と
い
う
こ
と

に
あ
る。

歌
の
と
お
り
に
意
を
と
れ
ば、「
山
菅
の
そ
が
ひ
に
寝
し
く」
は「
山

菅
の
よ
う
に
背
中
合
わ
せ
に
寝
た
こ
と」
と
な
る。

し
か
し、
な
ぜ
「
山
菅」

が
「
背
中
合
わ
せ」
の
意
を
祁
き
得
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は、

簡
単

に
は
想
像
さ
れ
に
く
い。
た
と
え
ば
小
学
館
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
染」

に
は
「
そ
の
細
長
い
菜
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
方
向
に
伸
ぴ
て
い
る
の
で
ソ
ガ
ヒ

に
か
け
た」
と
あ
り、

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
現
在一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い

る
こ
の
句
の
解
釈
で
あ
ろ
う。

た
だ
し
古
く
「
仙
沈
抄
j

に
は、

ヤ
マ
ス
ケ
ハ
ネ
ノ
ナ
カ
ク
シ
テ、

モ
ト
ノ
ク
サ
ム
ラ
ヨ
リ
ハ
ル
カ
ニ
ト

ホ
ク
ノ
キ
テ、
コ
ロ
コ
ロ
ニ
オ
ヒ
シ
ケ
ル
ク
サ
ナ
レ
ハ、

セ
ナ
カ
ア
ハ

セ
ニ、

ト
ホ
サ
カ
リ
ュ
ク
心
ニ
テ、

今
ノ
歌
ノ
挽
歌
ナ
レ
ハ、

ソ
カ
ヒ

ニ
ネ
シ
ク
イ
マ
シ
ク
ヤ
シ
モ
ト、

ヨ
ソ
ヘ
ヨ
メ
ル
也。

と
い
っ
た
解
釈
も
み
ら
れ、

こ
の
場
合、

山
菅
の
葉
で
は
な
く
根
に
注
目
し

て
解
し
て
い
る。

確
か
に、

菅
は
そ
の
根
が
長
い
こ
と
で
有
名
な
植
物
で
あ

っ
た。

集
中
「
菅」

を
う
た
っ
た
六
四
首
の
う
ち、
「
菅
の
根」
を
う
た
っ

た
歌
が
二
八
首
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も、
「
菅」
と
「
根」
の
結
び
つ

き
の
強
さ
は
容
易
に
想
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る。

そ
し
て、

そ
の
根
を
彼
方
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此
方
に
延
ば
す
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
れ
ぞ
れ
が
遠
い
と
こ
ろ
に
生
育
す
る
と

い
う
山
菅
の
生
態
を
踏
ま
え、
仙
覚
は
「
セ
ナ
カ
ア
ハ
セ
ニ、
ト
ホ
サ
カ
リ

ユ
ク
心
ニ
テ」
と一
首
の
歌
意
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た。
ま
た、
同
じ
よ
う

に
山
菅
の
生
態
に
着
目
し
て
も、

山
す
け
ノ
そ
か
ひ
卜
云
ル
ハ、
山
の
そ
か
ひ
に、
菅
の
生
る
心
也。
山

の
背
と
む
か
ふ
こ
と
く
に、
夫
婦
せ
中
合
せ
て
ね
た
る
こ
と
也。

と
全
く
異
な
る
解
釈
を
施
し
た
注
釈
書
（
下
河
邊
長
流
『
痰
莱
集
管
見」）

も
存
在
す
る。
そ
し
て、
山
菅
の
業
に
注
目
し
た
現
在
の一
般
的
理
解
は、

長
流
の
弟
子
契
沖
が
「
代
匠
記」
初
稲
本
に
お
い
て、

山
す
け
の
そ
が
ひ
と
つ
、
け
た
る
は、
葉
の
こ
な
た
か
な
た
に
わ
か
れ

て、
な
ひ
く
も
の
な
れ
は、
夫
婦
そ
む
き
て
ね
た
る
事
も
あ
り
し
を、

悔
る
な
り

と
し
た
の
が
始
め
で
あ
り、
そ
の
後、
多
く
の
注
釈
書
が
こ
の
説
に
従っ
て

い
る。
た
だ
し、
そ
の
後
も
「
音
の
類
似
で
ソ
ガ
に
つ
づ
く。
ま
菅
よ
し
曾

我
の
例
の
如
く
で
あ
る」
と
ス
ゲ
と
ソ
ガ
の
音
に
類
似
性
を
見
出
す
土
屋
文

明
「
痰
菜
集
私
注」
の
よ
う
な
解
釈
が
み
ら
れ
る。
ま
た、
そ
の
他
の
注
釈

杏
に
お
い
て
も、
解
釈
の
上
で
細
か
い
揺
れ
は
存
在
す
る
よ
う
だ。
何
よ
り

右
を
み
れ
ば、
契
沖
の
解
釈
に
至
る
ま
で、
古
い
時
代
の
注
釈
者
た
ち
が
I

の
歌
の
第
三
句
を
巡
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
思
案
し
た
跡
が
確
か
に
確
認
さ
れ
る

の
で
あ
る。
す
な
わ
ち、
東
歌
の
第
三
句
「
山
菅
の」
の
解
釈
は、
現
代
の

我
々
よ
り
遥
か
に
万
葉
ぴ
と
に
近
か
っ
た
で
あ
ろ
う
江
戸
時
代
の
注
釈
者
た

ち
に
と
っ
て
も、
や
は
り
簡
単
に
は
解
し
難
い
用
法
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か。

一
方、
・1
の
第
三
句
「
さ
き
竹
の」
の
用
法
も
簡
単
に
は
解
し
難
い。
契

沖
「
代
匠
記」
が
「
さ
き
竹
と
は、
竹
を
わ
れ
は、
せ
な
か
合
に
な
る
を
い

ふ
な
り」
と
述
べ
て
か
ら、
そ
の
解
釈
に
揺
れ
は
な
い
も
の
の、
「
竹
を
わ

れ
は、
せ
な
か
合
に
な
る」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が、
後
の
注
釈
掛
に
お
い

て
次
の

eぶ）
に
二
分
さ
れ
る
の
で
あ
る。

®
サ
キ
タ
ケ
は、
割
っ
た
竹
で、
こ
れ
を
同
じ
向
き
に
狐
ね
る
と
腹
と
背

と
が
接
す
る
の
で、
背
向
に
冠
す
る
の
で
あ
ろ
う。

（
武
田
祐
吉
「
拭
葉
集
全
註
樗」）

⑥
り
竹
は、
今
ま
で
腹
を
付
け
合っ
て
い
た
状
態
か
ら、
捌
っ
た
と
た

ん
に
背
中
を
向
け
て
し
ま
う
か
ら、
か
か
る
か。

（
水
島
義
治
F

万
菜
集
全
注
j

)

確
か
に、
何
故
「
竹
を
わ
れ
は、
せ
な
か
合
に
な
る」
の
か、
現
代
の
我
々

に
は
理
解
し
難
い。
し
か
し、
契
沖
以
前
の
注
釈
書
を
み
れ
ば、
や
は
り
契

沖
と
同
じ
く
「
竹
を
わ
れ
は、
せ
な
か
合
に
な
る」
と
い
う
節
潔
な
解
釈
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る。
こ
の
こ
と
か
ら、
江
戸
時
代
の
注
釈
者
た

ち
に
と
っ
て、
「
山
菅」
と
「
そ
が
ひ」
の
結
び
つ
き
よ
り、
「
さ
き
竹」
と

「
そ
が
ひ」
の
結
ぴ
つ
き
の
方
が、
は
る
か
に
理
解
し
や
す
い
も
の
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る。

そ
し
て、
そ
れ
は
古
代
京
圏
の
人
々
に
と
っ
て
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か。
京
圏
の
人
々
に
と
っ
て、
「
山
菅」
か
ら
「
そ
が
ひ」
へ
の

辿
想
が
難
し
い
も
の
だ
っ
た、
と
推
測
さ
せ
る
資
料
に
は、
次
の
よ
う
な
も
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の
も
あ
る。

山
菅
の
実
な
ら
ぬ
こ
と
を
我
れ
に
寄
せ
言
は
れ
し
君
は
誰
れ
と
か
寝
ら

.
1
,
 

a

 

�

�

 

,
．
9
9
9
9
●
 

⑯
山
習
の
乱
れ
恋
の
み
せ
し
め
つ
つ
逢
は
ぬ
妹
か
も
年
は
経
に
つ
つ

(
4
五
六
四、
坂
上
郎
女〉

(
JI
ニ
四
七
四〉

回
山
川
の
水
蔭
に
生
ふ
る
山
菅
の
や
ま
ず
も
妹
は
思
ほ
ゆ
る
か
も

(
12
ニ
八
六
二〉

伺
山
菅
の
や
ま
ず
て
君
を
思
へ
か
も
我
が
心
ど
の
こ
の
こ
ろ
は
な
き

(
12-―1
0
五
五〉

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
 

団
妹
待
っ
と
御
笠
の
山
の
山
菅
の
や
ま
ず
や
恋
ひ
む
命
死
な
ず
は

(
12-―t
o
六
六）

S
玉
葛
幸
く
い
ま
さ
ね
山
菅
の
思
ひ
乱
れ
て
恋
ひ
つ
つ
待
た
む

(
121
1\11
0
四）

右
は
京
圏
の
も
の
と
覚
し
き
歌
々
に
よ
ま
れ
た
「
山
菅
の」

と
い
う
枕
詞

の
用
例
で
あ
る。

作
者
の
は
っ
き
り
し
た
歌
は
国
の
坂
上
郎
女
の
一

首
だ
が、

そ
の
他
の
歌
も
す
ぺ
て
巻
十
一

か
十
二
に
よ
ま
れ
た
も
の
で、

京
圏
の
歌
で

あ
る
こ
と
は
明
瞭
と
い
え
る。

こ
れ
ら
の
例
を
み
る
と、

京
に
お
い
て
枕
詞

「
山
背
の
」

が
導
く
の
は、

⑯
や
い
の
よ
う
に
「
乱
れ」

と
い
う
語
か、

団

団
団
の
よ
う
に
「
や
（
止）

ま
ず」

と
い
う
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る。

あ

る
い
は
国
の
よ
う
に、

山
菅
が
実
を
つ
け
な
い
こ
と
か
ら
「
実
な
ら
ぬ
」

を

禅
く
変
わ
っ
た
例
も
あ
る
が、

大
き
く
は
山
菅
の
根
が
長
く
て
互
い
に
絡
ま

り
合
い
乱
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
乱
れ」

を
導
く
場
合
と、

山
菅
の
ヤ
マ

と
い
う
音
を
用
い
て
「
止
ま
ず」

を
導
く
場
合
と
に
二
分
さ
れ
る。

す
な
わ

ち
中
央
に
お
い
て
は、
「
山
菅
の
」

と
来
れ
ぱ
「
乱
れ」

か
「
止
ま
ず」

が

続
い
て
う
た
わ
れ
る、

と
い
う
認
識
が
人
々
に
か
な
り
没
透
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る。

そ
の
点
か
ら
も、

東
歌
の
よ
う
な
「
山
背」

と
「
そ
が

ひ
」

の
辿
想
は、

京
人
に
と
っ
て
や
は
り
難
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か。

だ
か
ら
と
い
っ
て、

本
秘
は
必
ず
し
も
ー
の
束
歌
が
先
に
よ
ま
れ、

そ
れ

を
京
の
人
々
が
i
の
歌
に
よ
み
換
え
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

先
に
も
述
べ

た
よ
う
に、

右
の
推
論
は
単
な
る
一

考
察
と
し
て
提
起
し
た
も
の
で、

二
首

の
歌
の
ど
ち
ら
が
先
に
よ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か、

現
段
階
で
特
定
す
る
こ

と
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る。

し
か
し、

は
っ
き
り
言
え
る
こ
と
と
し
て、

I

の
束
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
枕
詞
「
山
菅
の」

が
「
そ
が
ひ」

を
導
く
と
い

う
表
現
技
法
は、

同
じ
「
山
菅
の
J

と
い
う
枕
詞
を
も
つ
京
の
歌
に
お
い
て

は、
一

例
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ。

そ
う
い
う
意
味
で
は
初
句

と
同
様、

こ
の
第
三
句
も
非
常
に
束
歌
ら
し
い
表
現
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か。

以
上、

当
該
歌
に
つ
い
て
そ
の
類
歌
と
の
相
述
点
か
ら、

初
句
「
愛
し
妹

を
」

と
第
三
句
「
山
菅
の」

に
着
目
し
考
察
を
進
め
て
き
た。

そ
の
結
果、

初
句
と
第
三
句
は
と
も
に
他
の
巷
に
は
み
ら
れ
な
い
束
歌
に
特
徴
的
な
表
現

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る。

す
な
わ
ち、

巻
十
四
東
歌
は
ま
さ
に
某

歌
ら
し
い
挽
歌
ー

首
に
よ
っ
て、

そ
の
一

巻
を
結
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に、
「
全
釈」

に
は
一

首
に
つ
い
て
「
束
歌
ら
し
く

な
い
作
だ」

と
い
う
評
が
存
在
し
た。

ま
た、

本
稿
が
推
論
し
た
東
歌
I
か
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当
該
歌
が
か
つ
て
「
束
歌
ら
し
く
な
い
」

と
評
さ
れ
た
の
は、
一

首
が
も

っ
た
た
ず
ま
い
と
も
い
う
ぺ
き
雰
囲
気
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か。

確
か
に
束

歌
の
挽
歌
一

首
は、
一

見
す
っ
き
り
し
て
い
て
京
風
で
あ
る
。

巻
十
四
に

戟

せ
ら
れ
て
い
る
多
く
の
東
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
束
国
の
他
雪
を
ま
っ
た
＜

含
ま
な
い
上
に、

第
三
句
「
山
菅
の」

を
除
き、

歌
の
意
味
も
比
較
的
と
り

易
い
。

全
体
に
歌
意
の
通
ら
な
い
歌
を
多
く
含
む
巻
十
四
の
特
徴
を
考
え
た

と
き、

当
然
気
付
く
べ
き
一

首
の
性
質
で
あ
っ
た。

四

結

ら
京
歌
i
へ
の
推
移
も、

ほ
と
ん
ど
の
注
釈
由
が・
1
か
ら
I
へ
と
い
う
全
く

逆
の
経
路
を
想
定
し
て
い
る。

た
だ
し、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
東
歌
ら

し
く
な
い
」

と
い
う
そ
の
一

点
で
片
付
け
て
し
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
り、

そ

れ
以
外
の
理
由
と
し
て
は、

た
だ
ー
つ
「
私
注」

が
次
の
よ
う
に
述
ぺ
た
も

の
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る。

巻
七、
（
一

四
ー

ニ
）

に
「
吾
が
背
子
を
何
成
行
か
め
と
さ
き
竹
の
そ

が
ひ
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も」

と
あ
っ
た
の
と、

男
女
立
場
を
嬰
へ
て

．

居
る。
「
背
向
に
寝
し
く」

は
女
の
立
場
と
し
て
始
め
て
感
動
的
で
あ

ら
う。

歌
ひ
か
へ
と
し
て
は
拙
い
も
の
と
な
っ
た。

な
る
ほ
ど
確
か
に
説
得
力
が
あ
る。

し
か
し
何
れ
に
し
て
も、

I
i
の
ど

ち
ら
が
先
に
よ
ま
れ
た
か
現
段
階
で
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

た
だ
今
は、

「
全
釈」

が
「
東
歌
ら
し
く
な
い
」

と
し
た
評
に、
一

首
の
初
句
と
第
三
句

の
有
り
様
と
そ
の
真
意
を
以
っ
て
疑
間
を
呈
す
る
に
と
ど
め
よ
う
と
思
う。

し
か
し、

そ
の
初
句
と
第
三
句
に
つ
い
て、

表
現
の
特
徴
と
い
う
面
か
ら

一

首
を
細
か
く
考
察
し
た
と
き、

そ
れ
は
や
は
り
某
歌
ら
し
い
歌
と
し
て
位

岡
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う。

そ
う
し
た
意
味
で
は、

い
く
ら
歌
の
構

成
が
似
て
い
る
と
は
い
え、

当
該
歌
は
類
歌
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ

る。
ひ
る
が
え
っ
て、
一

首
の
こ
う
し
た
性
質
は
n

の
歌
に
お
い
て
も
ま
た
同

様
に
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た。

す
な
わ
ち、．

東
歌
と
防
人
歌
巻
の
結
び
に
位

固
す
る
I
n
の
二
首
を
そ
れ
ぞ
れ
の
類
歌
i"
11
と
比
較
し
た
と
き、

そ
の
類

歌
関
係
か
ら
浮
か
ぴ
上
が
っ
て
く
る
二
首
の
不
思
議
な
類
似
で
あ
る

。

n"
11
の
二
首
も
非
常
に
似
通
っ
た
歌
で
は
あ
る
が、

傍
線
を
付
し
た
上
二

句
の
「
闇
の
夜
の
行
く
先
知
ら
ず」

と
「
大
海
の
奥
か
も
知
ら
ず」

と
い
う

表
現
を
以
っ
て
そ
の
違
い
が
明
白
で
あ
る。

と
い
う
の
は、

同
じ
旅
歌
で
あ

っ
て
も、

二
首
は
旅
の
往
路
で
よ
ま
れ
た
の
か、

あ
る
い
は
復
路
で
よ
ま
れ

た
の
か、

と
い
う
点
に
迩
い
が
あ
る
た
め、

上
二
句
の
表
現
が
大
い
に
異
な

る
の
で
あ
る
。

大
宰
府
に
向
か
う
防
人
の
歌
n

は
往
路、
"
11
は
逆
に
帰
京

す
る
際
の
歌
な
の
で
復
路、

古
代
の
旅
は
言
う
ま
で
も
な
く
往
路
の
方
が
梢

神
的
に
過
酷
で
あ
っ
た。

ま
さ
に
「
闇
の
夜
の
行
く
先
知
ら
ず」

行
く
旅
だ

か
ら
で
あ
る。

そ
の
点、

類
歌
に
よ
ま
れ
た
船
旅
が
い
か
に
危
う
く
「
大
海

の
奥
か
も
知
ら
ず」

行
く
旅
で
あ
っ
た
と
し
て
も、

そ
の
目
的
地
が
我
家
で

あ
る
こ
と
を
思
え
ば、

防
人
の
往
路
の
旅
の
苦
し
み
に
は
及
ぶ
ぺ
く
も
な
い
。

つ
ま
り、

n

は
そ
の
類
歌�
11
と
比
べ
、

ま
さ
に
防
人
の
旅
の
過
酷
さ
を
表
わ

す、

防
人
歌
巻
を
結
ぶ
に
相
応
し
い
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

- 10 -



そ
し
て、
巻
十
四
東
歌
の
結
ぴ
に
僅
か
れ
た
ー
の
歌
も、
・1
の
類
歌
と
比

較
す
れ
ば
そ
の
束
歌
ら
し
さ
は
際
立
っ
て
い
る。
「
愛
し
妹」
と
う
た
い
起

こ
し、
そ
し
て
「
山
菅」
と
い
う
素
材
を
用
い
て
「
そ
が
ひ」
を
瀦
く
と
い

う
発
想
の
特
異
性
も、
東
国
に
お
い
て
こ
そ
理
解
さ
れ
る
表
現
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か。
他
の
巻
に
非
常
に
似
通
っ
た
歌
を
持
ち
な
が
ら
も、
二
首
は

．
そ
れ
ぞ
れ
に
防
人
歌
巻
や
束
歌
の
結
ぴ
と
し
て、
見
事
に
そ
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る。
こ
う
し
た
結
び
の
二
首
I
E
が
持
つ
鵞
く
ば
か
り
の
類
似
性
に

は、
や
は
り
椙
纂
者
の
強
い
意
図
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る。

注
(
1)
管
見
の
限
り
で
は
わ
ず
か
に、
桜
井
満
「
万
菜
集
巻
十
四
と
挽
歌」
上
代

文
学
第一
六
号、
中
金
悩
「
東
歌
の
挽
歌一
首」
解
釈
三
八
七
集
が一
首

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る。

(
2)
こ
の
点
も
含
め、
II
の一
首
に
関
し
て
別
途、
詳
し
い
論
を
構
え
た
い。

（
ま
え

り
つ
え

岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
ー

〈
単
行
本・
報
告
書〉

古
畢
記
の
真
実

空
の
巻
（
二
宮
陸
雄
著

愛
育
社
刊）

古
典
和
歌
に
お
け
る
錨
の
研
究
ー
日
中
比
較
文
化
的
考

察—
（
劉
小
悛
著

風
間
査
房
刊）

-
f
2)

で
あ
る。

（
平
成
十
八
年一
月
i
十
二
月）

国
文
学
研
究
資
料
館
（
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構）

国
文
学
研
究
資
料
館
の
研
究
活
動
（
国
文
学
研
究
資
科
館）

堺
学
か
ら
堺・
南
大
阪
地
域
学
ヘ

ー南

大阪
地
域
の
文
化
基
盤
ー
（
大
阪
府

立
大
学）

誼
山
文
郎
雑
誌
目
録
（
新
村
出
記
念
財
団〉

多
言
語
社
会
に
貢
献
す
る
言
語
教
育
学
研
究
者
妾
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
集
1

（
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
地
域
文
化
研
究
科
哲
語
教
育
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
推

進
室）

地
域
文
化
研
究
叢
昏
ー

究
科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻）

日
本
語
と
日
本
人
（
広
烏
女
学
院
大
学）

バ
リ
束
洋
語
図
書
館
蔵
日
本
歯
藉
目
録

資
料
館）

明
治
の
宵
春
（
金
沢
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
上
田
研
究
室）

〈
雑

誌〉

愛
知
大
學
因
文
挫
（
愛
知
大
學
國
文
泉
合）
四
五

愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会）
二
九

甜
山
語
文
（
宵
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
三
六

阪
（
山
椅
勝
昭）
十
三、
十
四

岩
手
郷
土
文
学
の
研
究
（
岩
手
郷
土
文
学
研
究
会）
六

字
大
国
語
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会）
十
七

ーー

一
九
ご一
年
以
前
（
国
文
学
研
究

兵
廊
名
所
記
（
武
庫
川
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研




