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『万
葉
集
』に
於
け
る
「変
字
法
」の
一
考
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対
句
表
現
を
中
心
と
し
て
─ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
藤 

康
子   

 

要
約 

万
葉
集
の
変か

え

字
法

じ

ほ

う

か
ら
、
対
句
を
中
心
と
し
て
、
筆
録
者
の
言
語
意
識
に
基
づ
く
、
用
字

意
識
、
表
記
意
識
を
考
察
す
る
。
万
葉
集
の
表
記
法
は
、
実
に
変
化
に
富
み
、
単
に
音
声
を

形
に
写
し
て
表
わ
す
だ
け
で
な
く
、
変
字
法
に
よ
る
文
字
の
可
視
的
な
領
域
で
の
意
味
の
拡

充
が
、
多
種
多
様
に
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
万
葉
集
の
こ
の
極
め
て
特
異
な
用
字

法
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。 

キ
ー
ワ
ー
ド 

万
葉
集
、
万
葉
仮
名
、
対
句
、
変
字
法
、
同
字
法
、
言
語
の
文
字
化
、
う
た
の
文
字
化 

  
 
 
 

 

一  

オ
ー
ラ
ル
で
語
り
継
ぎ
、
歌
い
継
い
で
き
た
上
代
文
芸
を
辿
る
時
、
漢
字
を

い
か
に
摂
取
し
、
駆
使
し
て
言
語
を
表
現
し
得
た
か
を
知
る
事
が
出
来
る
。
そ

の
中
で
も
特
に
万
葉
集
の
表
記
法
は
、
言
語
の
文
字
化
に
あ
た
り
、
豊
か
な
文

芸
性
を
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。 

こ
の
万
葉
集
の
表
記
法
は
、
単
に
音
声
を
形
に
表
わ
す
に
止
ま
ら
ず
、「
変
字

法
」
に
よ
る
文
字
の
可
視
的
な
領
域
で
の
、
意
味
の
拡
充
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、

言
語
の
文
字
化
に
於
け
る
水
準
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
一
文
字
一
文
字
の
背

景
に
は
、
古
代
人
の
思
想
や
、
当
時
の
実
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
感
動
や
感
性
、

そ
し
て
、
生
活
に
根
差
し
た
素
朴
な
命
の
営
み
の
実
態
か
ら
連
想
さ
れ
る
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
な
世
界
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
単
に
言
語
を
写
す
だ
け

で
な
く
、
文
字
を
視
覚
に
訴
え
て
鑑
賞
す
る
と
い
う
高
次
元
の
域
に
ま
で
達
し

て
い
る
事
実
を
「
変
字
法
」
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
く
。 

 

 

古
事
記
・

日
本
書
紀
（
注
１
）

を
は
じ
め
と
し
て
、
当
時
一
般
の
上
代
文
献
や
上

代
歌
謡
は
、
同
音
節
反
復
を
表
記
す
る
場
合
、
「
阿
娯
羅
爾
陁
陁

た

た

伺
」(

紀
歌
謡

七
五
（
注
２
）)

、「
瀰
儺
蟻
羅
毘
都つ

都つ

」(

同
二
八)

、「
佐
袁
袁

を

を

爾
浪
」(

同
八
九)

、「
芳

我
都
都

つ

つ

彌
乎 

都
都

つ

つ

牟
止
母
」(

常
陸
風
土
記)

、「
伊
都
々

つ

つ

乃
毛
乃
々
」(

仏
足
石

歌
一
九)

、
「
知
々
波
々

は

は

賀
多
米
尓
」(

同
一)

「
袁
米
乃
佐
々

さ

さ

波
」(

播
磨
風
土
記)

な
ど
の
例
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
同
字
ま
た
は
畳
字
を
用
い
て
い
た
。 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
献
と
同
時
期
の
万
葉
集
に
限
っ
て
は
、
「
多
田

た

た

名
附
」

(

万
葉
集
・
巻
二
─
一
九
四
（
注
３
）)

「
伊
与
余

よ

よ

痲ま

須
万
須

す

ま

す

」(

五
─
七
九
三)

「
狭さ

藍
左
謂

ゐ

さ

ゐ

沈
」（
四
─
五
〇
三
）「
麻
萬

ま

ま

能
手
兒
奈
我
」（
一
四
─
三
三
八
五
）「
美
太
礼
志
米め

梅め

楊
」（
一
四
─
三
三
六
〇
）「
浪
太
須す

酒す

吉
」（
一
七
―
三
九
五
七
）「
孤
悲

こ

ひ

都
追

つ

つ

曽
乎
流
」（
一
七
―
三
九
六
九
）「
賣
之
安
伎
良
米め

晩め

」（
二
〇
―
四
四
八
五
）
の

如
く
、
変
字
の
用
法
が
極
め
て
多
く
、「
多
田
」「
藍
」「
麻
」「
米
」「
梅
」「
追
」

「
晩
」･･

･

と
そ
の
一
字
一
字
が
、
歌
の
意
味
と
広
が
り
を
持
た
せ
る
役
目
を
す

る
と
と
も
に
、
歌
意
と
は
別
の
領
域
に
も
及
ん
で
、
文
字
単
独
の
世
界
を
も
展

開
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。 

 

こ
れ
は
、
同
音
節
反
覆
の
場
合
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
句
の
繰
り
返
し
、

長
歌
と
反
歌
、
問
答
歌
な
ど
に
於
い
て
も
看
取
さ
れ
、
又
、
一
首
中
に
同
一
音

節
が
二
個
以
上
の
あ
ら
わ
れ
る
語
の
場
合
の
文
字
用
法
に
も
、
意
図
的
配
慮
が

見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
変
字
法
は
巻
々
に
よ
り
、
ま
た
表
記
者
に
よ
り
、
あ
る

い
は
、
原
資
料
に
よ
り
偏
在
し
て
お
り
特
徴
が
あ
る
。 

 
そ
こ
で
、
こ
の
特
異
な
用
字
法
で
あ
る
万
葉
集
の
変
字
法
か
ら
、
対
句
を
中

心
と
し
て
、
筆
録
者
の
言
語
意
識
に
基
づ
く
、
用
字
意
識
、
表
記
意
識
な
ど
を

探
り
つ
つ
、
万
葉
集
の
用
字
法
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
、
万
葉
集
の
成
立

過
程
や
編
纂
意
図
等
へ
の
考
察
に
も
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。 

  
 
 
 

二 
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口
承
文
芸
と
い
う
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
歌
謡
に
お
け
る
対
句
が
句
の
繰
り
返

し
等
と
と
も
に
、
上
代
歌
謡
の
重
要
な
特
色
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
当

然
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
そ
の
口
承
文
芸
を
表
記
し
た
、
万
葉
集
に
於
い
て
は
、
記
・
紀
歌

謡
と
と
も
に
、
対
句
表
現
が
多
く
、
そ
の
用
字
用
法
は
極
め
て
多
彩
で
あ
り
、

表
記
・
表
現
の
枠
を
極
め
、
文
芸
性
に
富
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、 

 （
注
４
） 春

は
る
の

日ひ

者は 
 

山や
ま

四し

見み

容が
ほ

之し 
 

旦
雲
二

あ
さ
く
も
に 

多
頭
羽

た

づ

は

乱
み
だ
る 

 
 

秋
あ
き
の

夜よ
は

者 
 

河か
は

四し

清
さ
や
け

之し 
 

 

夕
霧

ゆ
う
ぎ
り

丹に 

河
津
者

か

わ

づ

は

騷
さ
わ
く

（
三
―
三
二
四
） 

 
 

奥お
く

床と
こ

仁に 
 

母
者
睡ね

有た
り 

 
 

外と

床ど
こ

丹に 
 

父
者
寝ね

有た
り 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
一
三
―
三
三
一
二
） 

な
ど
の
よ
う
に
、「
春 

↔
 

秋
」「
日 

↔
 

夜
」「
山 

↔
 

河
」「
旦 

↔
 

夕
」「
雲 

↔
 

霧
」「
奥 

↔
 

外
」「
母 

↔
 

父
」
と
相
対
す
る
語
を
対
語
と
し
て
並
べ
変

化
を
持
た
せ
、「
羽 

↔
 

者
」「
仁 

↔
 

丹
」「
睡 

↔
 

寝
」
と
変
字
を
用
い
た
り
、 

 
 

不な
か

レ

喧ず

有
之

あ

り

し 
 
 

鳥と
り

毛
来

も

き

鳴な
き

奴ぬ 

 
 

不さ
か

レ

開ず

有
之

あ

り

し 
 
 

花は
な

毛も

佐
家

さ

け

礼れ

杼ど 
 
 

（
一
―
一
六
） 

 
 

弥
遠
尓

い

や

と

ほ

に 
 
 
 
 

里さ
と

者は

放さ
か

奴り
ぬ 

 
 

益
髙
尓

い

や

た

か

に 
 
 
 
 

山や
ま

毛も

越こ
え

来き

奴ぬ 
 
 
 

（
二
―
一
三
一
） 

の
よ
う
に
、
「
喧 

↔
 

開
」
「
遠 
↔
 

髙
」
と
動
き
や
も
の
の
程
度
を
示
す
対
語

を
持
っ
て
き
た
り
、
同
一
歌
に
お
け
る
花
が
咲
く
意
の
「
さ
く
」
の
表
記
を
、「
不

開
」(

さ
か
ず)

の
「
開
」
や
「
佐
家
礼
」(

さ
け
れ)

と
変
字
を
敢
え
て
用
い
、 

  
 

青あ
を

浪
尓

な

み

に 

望
者

の
ぞ
み
は

多
要

た

え

奴ぬ 

 
 

白
雲
尓

し

ら

く

も

に 

渧な
み

者た
は

盡つ
き

奴ぬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

八
―
一
五
二
〇) 

 
 

赤あ
か

駒
ご
ま
を 

厩
う
ま
や
に

立 

 
 

黒
駒

く
ろ
こ
ま
を 

厩
う
ま
や
に

立
而 

 
 
 
 
 
 
 
 

(

一
三
―
三
二
七
八) 

の
よ
う
に
、
「
青 

↔
 

白
」
「
赤 

↔
 

黒
」
と
意
図
的
に
色
彩
を
対
比
さ
せ
て
い

る
。 ま

た
、 

 
 

平
氣

た
ひ
ら
け

久く 

安
久
母

や

す

く

も

阿
良
牟

あ

ら

む

遠を 

 
 

事
母

こ

と

も

無な
く 

裳
無
母

も

な

く

も

阿
良
牟
遠 

 
 
 
 
 
(

五
―
八
九
七) 

の
よ
う
に
「
平
氣
久 

↔
 

事
母
無
」「
安
久 

↔
 

裳
無
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を

表
す
別
語
に
よ
っ
て
、
作
者
の
感
情
を
畳
み
か
け
る
よ
う
に
歌
う
も
の
や
、 

  
 
 
 

鶯
乃 

来き

鳴な
く

春は
る

部へ

者は 

巖
者

い
わ
お
に
は 

山
下
燿

や
ま
し
た
ひ
か
り 

錦
に
し
き

成な
す 

 
   

花は
な

咲さ
き

乎を

呼を

里り 

 
 
 

左さ

壮を

鹿し
か

乃の 

妻つ
ま

呼よ
ぶ

秋あ
き

者は 

天
霧
合

あ

ま

ぎ

ら

ふ 

之
具
礼
乎
疾

し

ぐ

れ

を 

狭
丹
頬
歴

さ

に

つ

ら

ふ 
 

黄
葉
散
乍

も
み
ち
ち
り
つ
つ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
六
―
一
〇
五
三
） 

 
 

 

歌
人
跡

う

た

ひ

と

と 

和
乎
召
良
米
夜

わ

を

め

す

ら

め

や 

 
 
 

笛
吹

ふ
え
ふ
き

跡と 

和
乎
召

わ

を

め

す

良ら

米め

夜や 

 
 
 

琴
引

こ
と
ひ
き

跡と 

和
乎
召

わ

を

め

す

良ら

米め

夜や 
 
 
 
 

（
一
六
―
三
八
八
六
） 

 

の
よ
う
に
、
そ
の
場
の
情
景
を
叙
述
的
に
対
句
形
式
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
も

の
な
ど
が
あ
る
。 

対
句
は
言
葉
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
生
か
し
、
古
代
歌
謡
の
特
色
で
あ
る
オ
ー
ラ

ル
の
特
色
を
、
よ
り
効
果
的
に
表
現
し
よ
う
と
志
向
し
た
た
め
、
対
句
と
い
う

一
つ
の
特
色
あ
る
洗
練
さ
れ
た
形
式
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。 

 

更
に
、
こ
の
対
句
の
部
分
を
、
表
記
者
の
用
字
意
識
の
点
か
ら
見
て
み
る
と
、

（
ア
）
の
「
二 ↔

 

丹
、
羽 

↔
 

者
」(

イ)

の
「
仁 

↔
 

丹
、
睡 

↔
 

寝
」（
ウ
）

の
「
喧 

↔
 

鳴
」
、「
開 

↔
 

佐
家
礼
」（
エ
）
の
「
弥 

↔
 

益
」（
カ
）
の
「
立 

↔
 

立
而
」
と
表
記
上
異
な
っ
た
文
字
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
が
特
徴
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
歌
意
に
、
文
字
の
視
覚
性
が
プ
ラ
ス
さ
れ
て
お
り
、
文

字
そ
の
も
の
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ
り
巾
広
い
意
味
の
拡
充
が
意
図
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。 

と
こ
ろ
が
、
万
葉
集
を
多
少
遡
っ
て
編
纂
さ
れ
た
、
記
紀
歌
謡
の
対
句
を
み

る
と
、 

 
 
 

伊
枳
羅
牟

い

と

ら

む

苔と 

虛
虛
呂
破
望
閇
耐

こ

こ

ろ

は

も

へ

ど 

 
  

伊
斗
羅
牟

い

と

ら

む

苔と 
虛
虛
呂
破
望
閇
耐

こ

こ

ろ

は

も

へ

ど

（
紀
歌
謡
四
三
） 

 

(ウ) (エ) (オ) (カ) 

(キ) (ク) (ケ) 

(ア) (イ) 
┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ 

┌───┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌───┐ 

 
  

美
都
美
都
斯

み

つ

み

つ

し 

久
米

く

め

能の

古
賀

こ

が 

久
夫
都
都
伊

く

ぶ

つ

つ

い 

 
  

伊
斯
都
都
伊
母

い

し

つ

つ

い

も

知ち 

宇
知
弖
斯
夜
麻
牟

う

ち

て

し

や

ま

む

 

美
都
美
都
斯

み

つ

み

つ

し 

久
米
能
古
良
賀

く

め

の

こ

ら

が 

久
夫
都
都
伊

く

ぶ

つ

つ

い 

 
  

伊
斯
都
都
伊
母

い

し

つ

つ

い

も

知ち 

伊
麻
宇
多
婆
余
良
斯

い

ま

う

た

ば

よ

ら

し 
 
 

（
記
歌
謡
一
〇
） 

こ
れ
ら
は
対
句
の
原
始
的
な
形
で
あ
る
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
が
同
語
の
繰
り

返
し
で
あ
る
。
表
記
上
も
同
字
が
多
い
の
で
、
た
だ
単
に
音
声
言
語
を
忠
実
に

写
す
こ
と
だ
け
に
専
念
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
よ
り
も
、
も
う
少
し
洗
練

さ
れ
た
対
句
形
式
の
例
を
、
記
紀
歌
謡
か
ら
取
り
出
し
て
み
て
も
、
や
は
り
結

果
は
同
様
で
あ
り
、 

 
  

牟
斯

む

し

夫
須

ふ

す

麻ま 

爾
古
夜
賀
斯

に

こ

や

が

し

多
爾

た

に 

 
  

多
久

た

く

夫
須

ふ

す

麻ま 

佐
夜
具
賀
斯

さ

や

ぐ

が

し

多
爾

た

に 
 
 

（
記
歌
謡
五
） 

 
  

母
登

も

と

爾
波

に

は 

伊
久
美
陀
氣
淤
斐

い

く

み

だ

け

お

ひ 

 
  

須
恵
弊

す

ゑ

へ

爾
波

に

は 

多
斯
美
陀
氣
淤
斐

た

し

み

だ

け

お

ひ 
 
 

（
同
九
一
） 

 
  

阿
波
旎
辭
摩

あ

は

じ

し

ま 

異
椰
敷
多
那
羅
弭

い

や

ふ

た

な

ら

び 

 
  

阿
豆
枳
辭
摩

あ

づ

き

し

ま 

異
椰
敷
多
那
羅
弭

い

や

ふ

た

な

ら

び 
 
 

（
記
歌
謡
四
〇
） 

 
  

豫
呂
豆
余
珥

よ

ろ

づ

よ

に 

訶
勾
志
茂
餓

か

く

し

も

が

茂も

 
  

知
余
珥

ち

よ

に

茂も 

訶
勾
志
茂
餓

か

く

し

も

が

茂も 
 
 
 

  

（
同
一
〇
二
） 

と
、
対
語
以
外
の
表
記
は
大
部
分
が
同
字
表
記
で
あ
り
、
万
葉
集
の
対
句
で
表

現
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
変
字
法
は
、
記
・
記
歌
謡
に
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
い
。
つ
ま
り
、
万
葉
集
は
、
当
時
の
時
代
に
即
し
て
考
え
て
も
特
殊
な
用

字
法
な
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
歌
に
よ
っ
て
は
、 

 
  

多
知
賀

た

ち

が

遠
母

を

も 

伊
麻
陀

い

ま

だ

登と

迦か

受
弖

ず

て 

 
  

淤
須
比

お

す

ひ

遠
母

を

も 

伊
麻
陀

い

ま

だ

登と

加か

泥ね

婆ば 
 
 

 (

記
歌
謡
二) 

 
  

志
哆

し

た

那な

企
貳

ぎ

に 

和
餓
儺
勾
菟
摩

わ

が

な

く

つ

ま 

 
  

箇
哆

か

た

儺な

企
貳

ぎ

に 

和
餓
儺
勾
菟
摩

わ

が

な

く

つ

ま 
 
 
 

 (

記
歌
謡
六
九) 

 
  

伊
幕
我
提
嗚

い

も

が

て

を 

倭
例
儞
魔
柯

わ

れ

に

ま

か

斯し

毎め 

 
  

倭
我
提
嗚

わ

が

て

を

麼ば 

伊
慕
儞
魔
柯

い

も

に

ま

か

絁し

毎め 
  

  (

同
九
六) 

の
如
く
「
迦か 

↔
 

加か

」
「
那な 

↔
 

儺な

」
「
斯し 

↔
 

絁し

」
と
一
字
あ
る
い
は
二
字
程

度
、
変
字
を
使
用
し
て
い
る
例
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
記
歌
謡
の

対
句
の
変
字
法
は
わ
ず
か
二
例
の
み
と
少
な
く
、
偶
然
性
も
考
慮
さ
れ
必
ず
し

も
意
図
的
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
紀
歌
謡
の
場
合
は
変
字
法
は
十
一
例

で
あ
り
、
日
本
書
紀
編
纂
の
意
図
か
ら
、
中
国
の
歴
史
書
に
対
し
て
の
意
識
が

働
い
て
い
る
せ
い
か
、
な
か
に
は
表
記
上
、
意
図
的
に
変
字
を
用
い
た
と
思
わ

れ
る
用
法
も
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
万
葉
集
の
対
句
の
変
字
法
に
比

し
て
、
変
字
の
用
い
方
や
使
用
頻
度
は
比
較
に
な
ら
ず
、
そ
の
数
に
は
格
段
の

差
が
み
ら
れ
、
当
時
、
同
字
を
用
い
る
こ
と
が
ご
く
一
般
的
な
用
法
で
あ
っ
た

こ
と
に
、
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
こ
で
万
葉
集
に
於
い
て
、
対
句
の
変
字
法
が
当
時
の
他
の
古
代
歌
謡
に
比

し
て
い
か
に
意
図
的
で
あ
り
、
表
記
者
が
こ
の
点
に
か
な
り
の
重
き
を
置
い
て

い
る
か
を
次
に
詳
し
く
考
察
す
る
。
左
の
用
例
は
先
述
し
て
引
用
し
た
箇
所
だ

が
、
更
に
、
対
語
と
用
字
法
を
詳
し
く
検
証
し
て
い
く
。 

 
 
 

不な
か

レ

喧ず

有
之

あ

り

し 
 
 

鳥と
り

毛
来

も

き

鳴な
き

奴ぬ 

 
 
 

不さ
か

レ

開ず

有
之

あ
り
し 

 
 

花は
な

毛も

佐
家

さ

け

礼れ

杼ど

 
 
 

山
乎

や

ま

を

茂し
み 

 

入
而

い

り

て

毛も

不と
ら

レ

取ず 

 
 
 

草
深

く
さ
ふ
か
み 

 

執
手
母

と

り

て

も

不み

レ

見ず 

 
 
 

黄
葉
乎
婆

も

み

つ

を

ば 

取
而
曽
思
努
布

と

り

て

ぞ

し

の

ぶ 

 
 
 

青
乎
者

あ

を

き

を

ば 

置
而
曽

お

き

て

ぞ

歎な
げ

久く 
 
 
 
 
 
(

万
一
―
一
六)   

 

こ
の
歌
の
対
語
は
「
喧 

↔
 

開
」
「
鳥 

↔
 

花
」
「
山 

↔
 

草
」
「
黄 

↔
 

青
」

な
ど
が
あ
る
が
、
用
字
の
面
で
は
、
「
入
而
毛 

↔
 

執
手
母
」
「
婆 

↔
 

者
」
と

変
字
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
歌
全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
更
に
「
喧 

↔
 

鳴
」

「
開 

↔
 

佐
家
礼
」「
執 

↔
 

取
」
と
い
う
具
合
に
変
字
を
使
用
し
て
い
る
。
し

か
も
、｢

執
手
母
不
レ

見｣

の｢

手｣

は
、
他
の
部
分
で
用
い
て
い
る｢

而｣

字
を
こ
こ

だ
け
避
け
て
、｢

手｣

字
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

手
で
執
る｣

と
い
う
こ
と
を

暗
に
示
し
、
遊
び
心
も
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
意
図
的
な
変
字
の
用
法
は
、
古

代
歌
謡
に
は
か
つ
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
用
法
な
の
で
あ
る
。 

  
 
 

春
日
者 

山
四

や

ま

し

見
容
之

み

が

ほ

し 

 
 
 

秋
夜
者 

河
四

か

は

し

清
之

さ
や
け
し 

 

┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ 
 

┌───┐ 
 

┌───┐ 
 

┌───┐┌───┐ ┌───┐

┌───┐ 

┌───┐ 
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美
都
美
都
斯

み

つ

み

つ

し 

久
米

く

め

能の

古
賀

こ

が 

久
夫
都
都
伊

く

ぶ

つ

つ

い 

 
  

伊
斯
都
都
伊
母

い

し

つ

つ

い

も

知ち 

宇
知
弖
斯
夜
麻
牟

う

ち

て

し

や

ま

む

 

美
都
美
都
斯

み

つ

み

つ

し 

久
米
能
古
良
賀

く

め

の

こ

ら

が 

久
夫
都
都
伊

く

ぶ

つ

つ

い 

 
  

伊
斯
都
都
伊
母

い

し

つ

つ

い

も

知ち 

伊
麻
宇
多
婆
余
良
斯

い

ま

う

た

ば

よ

ら

し 
 
 

（
記
歌
謡
一
〇
） 

こ
れ
ら
は
対
句
の
原
始
的
な
形
で
あ
る
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
が
同
語
の
繰
り

返
し
で
あ
る
。
表
記
上
も
同
字
が
多
い
の
で
、
た
だ
単
に
音
声
言
語
を
忠
実
に

写
す
こ
と
だ
け
に
専
念
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
よ
り
も
、
も
う
少
し
洗
練

さ
れ
た
対
句
形
式
の
例
を
、
記
紀
歌
謡
か
ら
取
り
出
し
て
み
て
も
、
や
は
り
結

果
は
同
様
で
あ
り
、 

 
  

牟
斯

む

し

夫
須

ふ

す

麻ま 

爾
古
夜
賀
斯

に

こ

や

が

し

多
爾

た

に 

 
  

多
久

た

く

夫
須

ふ

す

麻ま 

佐
夜
具
賀
斯

さ

や

ぐ

が

し

多
爾

た

に 
 
 

（
記
歌
謡
五
） 

 
  

母
登

も

と

爾
波

に

は 

伊
久
美
陀
氣
淤
斐

い

く

み

だ

け

お

ひ 

 
  

須
恵
弊

す

ゑ

へ

爾
波

に

は 

多
斯
美
陀
氣
淤
斐

た

し

み

だ

け

お

ひ 
 
 

（
同
九
一
） 

 
  

阿
波
旎
辭
摩

あ

は

じ

し

ま 

異
椰
敷
多
那
羅
弭

い

や

ふ

た

な

ら

び 

 
  

阿
豆
枳
辭
摩

あ

づ

き

し

ま 

異
椰
敷
多
那
羅
弭

い

や

ふ

た

な

ら

び 
 
 

（
記
歌
謡
四
〇
） 

 
  

豫
呂
豆
余
珥

よ

ろ

づ

よ

に 

訶
勾
志
茂
餓

か

く

し

も

が

茂も

 
  

知
余
珥

ち

よ

に

茂も 

訶
勾
志
茂
餓

か

く

し

も

が

茂も 
 
 
 

  

（
同
一
〇
二
） 

と
、
対
語
以
外
の
表
記
は
大
部
分
が
同
字
表
記
で
あ
り
、
万
葉
集
の
対
句
で
表

現
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
変
字
法
は
、
記
・
記
歌
謡
に
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
い
。
つ
ま
り
、
万
葉
集
は
、
当
時
の
時
代
に
即
し
て
考
え
て
も
特
殊
な
用

字
法
な
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
歌
に
よ
っ
て
は
、 

 
  

多
知
賀

た

ち

が

遠
母

を

も 

伊
麻
陀

い

ま

だ

登と

迦か

受
弖

ず

て 

 
  

淤
須
比

お

す

ひ

遠
母

を

も 

伊
麻
陀

い

ま

だ

登と

加か

泥ね

婆ば 
 
 

 (

記
歌
謡
二) 

 
  

志
哆

し

た

那な

企
貳

ぎ

に 

和
餓
儺
勾
菟
摩

わ

が

な

く

つ

ま 

 
  

箇
哆

か

た

儺な

企
貳

ぎ

に 

和
餓
儺
勾
菟
摩

わ

が

な

く

つ

ま 
 
 
 

 (

記
歌
謡
六
九) 

 
  

伊
幕
我
提
嗚

い

も

が

て

を 

倭
例
儞
魔
柯

わ

れ

に

ま

か

斯し

毎め 

 
  

倭
我
提
嗚

わ

が

て

を

麼ば 

伊
慕
儞
魔
柯

い

も

に

ま

か

絁し

毎め 
  

  (

同
九
六) 

の
如
く
「
迦か 

↔
 

加か

」
「
那な 

↔
 

儺な

」
「
斯し 

↔
 

絁し

」
と
一
字
あ
る
い
は
二
字
程

度
、
変
字
を
使
用
し
て
い
る
例
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
記
歌
謡
の

対
句
の
変
字
法
は
わ
ず
か
二
例
の
み
と
少
な
く
、
偶
然
性
も
考
慮
さ
れ
必
ず
し

も
意
図
的
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
紀
歌
謡
の
場
合
は
変
字
法
は
十
一
例

で
あ
り
、
日
本
書
紀
編
纂
の
意
図
か
ら
、
中
国
の
歴
史
書
に
対
し
て
の
意
識
が

働
い
て
い
る
せ
い
か
、
な
か
に
は
表
記
上
、
意
図
的
に
変
字
を
用
い
た
と
思
わ

れ
る
用
法
も
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
万
葉
集
の
対
句
の
変
字
法
に
比

し
て
、
変
字
の
用
い
方
や
使
用
頻
度
は
比
較
に
な
ら
ず
、
そ
の
数
に
は
格
段
の

差
が
み
ら
れ
、
当
時
、
同
字
を
用
い
る
こ
と
が
ご
く
一
般
的
な
用
法
で
あ
っ
た

こ
と
に
、
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
こ
で
万
葉
集
に
於
い
て
、
対
句
の
変
字
法
が
当
時
の
他
の
古
代
歌
謡
に
比

し
て
い
か
に
意
図
的
で
あ
り
、
表
記
者
が
こ
の
点
に
か
な
り
の
重
き
を
置
い
て

い
る
か
を
次
に
詳
し
く
考
察
す
る
。
左
の
用
例
は
先
述
し
て
引
用
し
た
箇
所
だ

が
、
更
に
、
対
語
と
用
字
法
を
詳
し
く
検
証
し
て
い
く
。 

 
 
 

不な
か

レ

喧ず

有
之

あ

り

し 
 
 

鳥と
り

毛
来

も

き

鳴な
き

奴ぬ 

 
 
 

不さ
か

レ

開ず

有
之

あ
り
し 

 
 

花は
な

毛も

佐
家

さ

け

礼れ

杼ど

 
 
 

山
乎

や

ま

を

茂し
み 

 

入
而

い

り

て

毛も

不と
ら

レ

取ず 

 
 
 

草
深

く
さ
ふ
か
み 

 

執
手
母

と

り

て

も

不み

レ

見ず 

 
 
 

黄
葉
乎
婆

も

み

つ

を

ば 

取
而
曽
思
努
布

と

り

て

ぞ

し

の

ぶ 

 
 
 

青
乎
者

あ

を

き

を

ば 

置
而
曽

お

き

て

ぞ

歎な
げ

久く 
 
 
 
 
 
(

万
一
―
一
六)   

 

こ
の
歌
の
対
語
は
「
喧 

↔
 

開
」
「
鳥 

↔
 

花
」
「
山 

↔
 

草
」
「
黄 

↔
 

青
」

な
ど
が
あ
る
が
、
用
字
の
面
で
は
、
「
入
而
毛 

↔
 

執
手
母
」
「
婆 

↔
 

者
」
と

変
字
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
歌
全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
更
に
「
喧 

↔
 

鳴
」

「
開 

↔
 

佐
家
礼
」「
執 

↔
 

取
」
と
い
う
具
合
に
変
字
を
使
用
し
て
い
る
。
し

か
も
、｢

執
手
母
不
レ

見｣

の｢

手｣

は
、
他
の
部
分
で
用
い
て
い
る｢

而｣

字
を
こ
こ

だ
け
避
け
て
、｢

手｣

字
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

手
で
執
る｣

と
い
う
こ
と
を

暗
に
示
し
、
遊
び
心
も
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
意
図
的
な
変
字
の
用
法
は
、
古

代
歌
謡
に
は
か
つ
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
用
法
な
の
で
あ
る
。 

  
 
 

春
日
者 
山
四

や

ま

し

見
容
之

み

が

ほ

し 

 
 
 

秋
夜
者 

河
四

か

は

し

清
之

さ
や
け
し 

 

┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ 
 

┌───┐ 
 

┌───┐ 
 

┌───┐┌───┐ ┌───┐

┌───┐ 

┌───┐ 
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旦
雲
二

あ

さ

く

も

に 

多
頭
羽

た

づ

は

乱
み
だ
る 

 
 
 

夕
霧

ゆ
う
ぎ
り

丹に 

河
津

か

わ

づ

者
驟

は
さ
わ
く 

 
 
 
 
 

(

三
―
三
二
四) 

 

こ
の
歌
も
「
春
日 

↔
 

秋
夜
」
「
山 

↔
 

河
」
「
旦
雲 

↔
 

夕
霧
」
の
対
語
表

現
に
加
え
て
、
表
記
上
は
、「
二 

↔
 

丹
」「
羽 

↔
 

者
」
に
於
い
て
変
字
法
が

使
用
さ
れ
て
い
る
。｢

羽｣

は
、
格
助
詞｢

は｣

の
役
目
に
加
え
て
、｢

多
頭｣

、
つ

ま
り
頭
数
が
多
い
、
た
く
さ
ん
の
鶴
の
羽
音
が
連
想
さ
れ
、｢

羽｣

字
が
持
つ
意

味
が
さ
わ
や
か
な
朝
の
中
で
群
れ
て
お
り
、
美
し
い
羽
が
ぱ
た
ぱ
た
と
乱
れ
て

と
、
鶴
の
動
き
を
生
き
生
き
と
描
き
出
す
。
こ
れ
ら
の
文
字
を
目
で
鑑
賞
す
る

者
に
、
文
字
の
持
つ
意
味
合
い
を
伝
え
、
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
膨
ら
ん
で
い
く
。

ま
た
、｢

山
四｣

｢

河
四｣
で
は
同
じ｢

四｣

字
を
使
う
な
ど
、
意
図
的
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら｢

見
容
之｣

や｢
清
之｣

な
ど
の｢

之｣

字
と
の
関
連
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ

変
字
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。 

 

対
句
の
使
用
に
よ
っ
て
、
簡
潔
な
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
、
洗
練
さ
れ
た
形
式
を

整
え
て
い
る
上
に
、
用
字
に
至
っ
て
は
、
再
出
さ
れ
る
同
音
節
の
文
字
を
意
図

的
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
文
学
的
に
磨
き
あ
げ
ら
れ
、
趣
向
の

深
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
万
葉
集
に
限
っ
て
多
く
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、 

 
 

 

明
来
者

あ

け

く

れ

ば 

柘
之
左
枝
尓

つ

み

の

さ

え

だ

に 

 
 

 

暮
去
者

ゆ

う

さ

れ

ば 

小
松
之
若
末
尓

こ

ま

つ

が

う

れ

に 

 
 

 

里
人
之

さ

と

び

と

の 

聞き
き

戀
こ
ふ
る

麻ま

田で 

 
 
 

山
彦
乃

や

ま

が

こ

の 

答
あ
ひ
と

響よ
む

萬ま

田で 
 
 

（
一
〇
―
一
九
三
七
） 

  

「
明
来 

↔
 

暮
去
」
「
里
人 

↔
 

山
彦
」「
聞 

↔
 

答
」
と
対
語
に
よ
る
変
化

が
み
ら
れ
る
上
に
、
表
記
上
は
「
之 

↔
 

乃
」
「
麻
田 

↔
 

萬
田 

」
が
変
字
法

で
あ
る
。｢

麻｣

字
や｢

萬｣

字
の
背
景
に
は
、
麻
の
畑
や
広
広
と
ど
こ
ま
で
も
続

く
畑
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
。｢

ま
で｣

の｢

で｣

に｢

田｣

字
の
文
字
を
両
方

に
使
用
し
て
い
る
の
も
、「
田
」
時
の
持
つ
畑
の
意
味
を
強
調
さ
せ
る
対
句
な
ら

で
は
の
用
字
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

｢

ま
で｣

の
表
記
は
他
に
、｢

末
弖
、
麻
氏
、
麻
低｣

な
ど
が
あ
り
、
音
声
を
単

に
写
す
だ
け
な
ら
、
こ
れ
ら
の
表
記
法
で
事
足
り
る
は
ず
だ
が
、
あ
え
て
二
語

と
も｢

田｣

字
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
表
記
者
の
用
字
意
識
の
意
欲
的
な
表

わ
れ
だ
と
言
え
よ
う
。
他
に
集
中
、｢

ま
で｣

の
意
図
的
表
記
と
思
わ
れ
る
も
の

が
、｢

麻ま

泥で｣

、「
麻
埿

ま

で

」
、「
麻
提

ま

で

」、「
及ま

で

」
、「
至ま

で

」
、「
二
手

ま

で

」
、「
左ま

右
手

で

」
、「
右
手
末
低

ま

で

｣

の
よ
う
に
豊
富
に
採
取
で
き
る
。
同
様
に
、 

  
 
 

朝
名
寸
二

あ

さ

な

ぎ

に 

水
手
之
音

か

こ

の

ね

喚 

 
 

暮
名
寸
二

ゆ

ふ

な

ぎ

に 

梶
之
聲

か

じ

の

ね

為
乍

浪
上
乎 

五
十
行

い

ゆ

き

左
具
久
美

 
 

磐
間
乎 

射
往

い

ゆ

き

廻 
 
 
 
 
 
 

(

四
―
五
〇
九) 

 

 

「
朝 

↔
 

暮
」「 

水
手
之
音 

↔
 

梶
之
聲
」「
浪
上

↔
 

磐
間
」
の
対
語
に
加

え
て
、
表
記
の
面
で
は
、
「
五
十

↔
 

射
」
「
行

↔
 

往
」
に
於
い
て
変
字
が

使
用
さ
れ
て
い
る
。「
い
ゆ
き
」
の
接
頭
語
「
い
」
の
表
記
に
は
「
五
十
」
と
い

う
具
体
的
な
数
字
を
当
て
、
一
方
で
は
獲
物
を
「
射
る
」
と
い
う
す
ば
や
い
動

作
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
同
じ
「
ゆ
き
」
で
も
「
行
」
字
と
「
往
」
字
と
で
は
、

文
字
で
視
覚
的
に
味
わ
う
者
に
と
っ
て
、
決
し
て
同
一
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
受
け

取
り
は
し
な
い
。
獲
物
を
追
っ
て
往
来
す
る
人
々
の
生
活
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

 

 

「
朝
名
寸
二 

↔
 

暮
名
寸
二
」
の
対
句
の
部
分
は
「
名
寸
二
」
と
変
字
法
で

は
な
い
が
、
た
と
え
同
字
法
の
表
記
の
部
分
で
あ
っ
て
も
、
万
葉
集
は
対
句
の

変
化
に
富
み
、
語
彙
も
豊
富
で
あ
る
。
他
の
上
代
歌
謡
の
よ
う
に
、
単
に
同
句

の
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
そ
の
段
階
か
ら
発
展
し
て
き
た
広
義
の
変
字
法
と
も

考
え
ら
れ
、
万
葉
集
の
対
句
の
あ
り
方
に
十
分
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

  
 
 

上
瀬
尓

か

み

つ

せ

に 

鵜
矣

う

お

八や

頭つ
か

漬づ
け

 
 
 

下
瀬
尓

し

も

つ

せ

に 

鵜
矣
八
頭
漬

 
 
 

上
瀬
之 

年
魚
矣

あ

ゆ

を

令く
は

レ

咋し
め  

下
瀬
之 

鮎
矣
令
咋

あ
ゆ
を
く
は
し
め  

麗
妹
尓

く
は
し
い
も
に 

鮎
遠
惜

あ
ゆ
を
を
し
み  

麗
妹
尓 

鮎
矣
惜

あ
ゆ
を
を
し
み 

思
お
も
ふ

空そ
ら 

不や
す

レ

安け

國
な
く
に 

嘆
な
げ
く

空そ
ら 

不
レ

安
國 

 

┌───┐

┌───┐ （サ） （シ） （ス） 

┌───┐┌───┐

┌───┐ 
┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ 

（コ） 

衣
社

き

ぬ

こ

薄そ
ば 

其
破
者

そ
の
や
れ
ぬ
れ
ば 

縫
乍
物

つ

ぎ

つ

つ

も 

又ま
た

母
相

も

あ

ふ

登と

言い
え 

  

玉
社
者

た

ま

こ

そ

ば 

緒
之
絶

お

の

た

え

薄
ぬ
れ
ば 

八
十
一

く

く

里
喚

り

つ

鶏つ 

又
物
逢

ま

た

も

あ

ふ

登
曰

と

い

へ 

 
(

一
三
―
三
三
三
〇) 

 

こ
の
歌
は
、
同
語
の
繰
り
返
し
の
部
分
、
つ
ま
り
（
コ
）
の
「
鵜
矣

う

を

八
頭

や

つ

か

漬づ
け

」

（
シ
）
の
「
麗
妹
尓

く
は
し
い
も
に

」（
ス
）
の
「
不
レ

や

す

け

安
國

な

く

に

」
は
、
全
部
同
字
で
表
記
さ
れ
て

い
る
。
一
方
（
サ
）
の
「
年
魚
矣

あ

ゆ

を

令く
は

レ

咋し
め

」
、
（
シ
）
「
鮎
遠
惜

あ
ゆ
を
を
し
み

」
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
「
年
魚 ↔

 

鮎
」
「
遠 ↔

 

矣
」
が
変
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
（
コ
）
か
ら

（
ス
）
で
、
古
代
歌
謡
の
特
色
で
あ
る
繰
り
返
し
や
畳
か
け
と
い
っ
た
オ
ー
ラ

ル
な
形
を
、
こ
の
歌
の
調
子
の
中
に
残
し
な
が
ら
、
表
記
上
は
、
同
字
の
多
い

中
に
、
変
字
を
一
字
、
二
字
鏤
め
る
、
わ
ず
か
そ
れ
だ
け
の
変
化
で
も
、
目
で

見
た
場
合
の
同
語
の
繰
り
返
し
の
単
調
さ
を
破
り
、
そ
の
視
覚
的
効
果
が
み
ご

と
に
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

特
に
、
こ
の
（
シ
）
の
「
く
は
し
い
も
に 

あ
ゆ
を
を
し
み
」
は
対
句
の
形

態
を
取
っ
て
は
い
る
が
、
最
初
か
ら
、
こ
の
部
分
は
繰
り
返
し
が
整
っ
て
い
た

の
で
は
な
く
、
だ
ん
だ
ん
と
オ
ー
ラ
ル
で
歌
う
う
ち
に
、
調
子
を
整
え
て
き
て
、

（
コ
）
（
サ
）
（
ス
）
と
同
様
の
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
文
字
と
し
て
記
録
す
る
時
点
で
は
、
単
に
同
字
で
二
回
重
複
す
る
こ
と

を
せ
ず
、「
あ
ゆ
を
」
の
「
を
」
を
「
遠 ↔

 

矣
」
と
変
字
法
に
よ
り
変
化
を
持

た
せ
、
つ
ま
り
鮎
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
時
に
、
さ
あ
っ
と
「
遠
く
」
へ
逃

げ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
古
代
人
の
生
活
の
実
感
を
織
り
込
ん
で
い
る
様
が
見
え

る
。
単
に
言
葉
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
（
シ
）
が
変
字
法
に
よ
っ
て
、（
コ
）（
サ
）

（
ス
）（
セ
）
に
匹
敵
す
る
形
態
を
し
だ
い
に
整
え
、
視
覚
的
芸
術
の
完
成
度
を

高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

更
に
細
か
く
見
る
と
、
こ
の
歌
の
最
後
の
部
分
（
セ
）
の
対
句
で
は
、
変
字

法
を
豊
富
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
薄は ↔

 

者は

」「
乍つ

つ ↔
 

喚つ

鶏つ

」「
母も ↔

 

物も

」

「
相あ

ふ ↔
 

逢あ
ふ

」「
言い

へ ↔
 

曰い
へ

」
と
（
コ
）
～
（
ス
）
と
比
較
し
て
よ
り
一
層
周
到

に
変
字
を
配
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
衣・
―
薄・
い
―
破・
れ
る
―
継・
ぐ
」
と
い
う

ふ
う
に
、
文
字
そ
の
も
の
か
ら
次
々
に
想
起
さ
れ
る
言
葉
を
、
対
句
の
中
に
う

ま
く
織
り
込
ん
で
お
り
、
一
つ
の
文
字
、
一
つ
の
言
葉
か
ら
生
ま
れ
る
連
想
の

ユ
ニ
ー
ク
さ
が
わ
か
る
。 

同
様
に
し
て
、「
喚つ

鶏つ

」
に
は
、
に
わ
と
り
の
せ
わ
し
く
動
き
回
る
姿
が
あ
り
、

「
八
十
一
」
は
、「
九
九
」
に
よ
る
戯
書
で
、「
く
く
」
と
訓
ま
せ
、
い
ず
れ
も
、

歌
意
に 

文
字
独
特
の
意
味
と
遊
び
の
要
素
を
加
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

万
葉
集
の
筆
録
者
達
は
、
文
字
の
一
つ
一
つ
を
い
か
に
重
点
的
に
駆
使
し
て
い

た
か
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
言
語
の
単
な
る
文
字

化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
表
記
法
そ
の
も
の
の
質
の
高
さ
を
証
明
し
て
い
る
。 

 
 

 
 
 

琴こ
と

酒
者

さ

け

ば 

國く
に

丹に

放さ
け

甞な
む

別こ
と

避さ
け

者ば 

宅い
へ

仁に

離さ
け

南な
む

…
…
…
羈
之
氣

た

び

の

け

尓に 

妻
應

つ
ま
さ
く

離べ
し

哉や 
 
 

(

一
三
―
三
三
四
六) 

の
歌
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
一
首
中
に
於
い
て
は
、
助
詞
「
に
」
を
「
丹
、
仁
、

尓
」
と
そ
れ
ぞ
れ
書
き
分
け
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
対
句
の
表
記
の
方

が
、
他
の
部
分
よ
り
特
異
な
変
字
が
際
立
っ
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え

ば
、
こ
の
他
に
も
対
句
の
変
字
に
注
目
す
る
と
、
「
こ
と
さ
け
ば
」
（
妻
を
ど
う

せ
引
き
離
す
な
ら
）
の
部
分
を
「
琴
酒
者 

↔
 

別
避
者
」
と
変
字
を
用
い
て
い

る
。
こ
れ
は
、「
琴
」
や
「
酒
」
な
ど
か
ら
餞
別
か
何
か
の
酒
宴
の
席
が
想
定
さ

れ
、「
甞
」
は
「
酒
を
甞な

め
る
」
と
い
う
「
酒
」
か
ら
き
た
連
想
的
用
字
だ
と
考

え
ら
れ
る
し
、「
離
南
」
の
「
南
」
は
方
角
を
示
し
、
離
れ 

去
っ
て
い
く
者
の

動
き
を
表
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、「
放
―
別
―
避
―
離
」
も
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
一
連
の
用
字
で

あ
り
、
し
か
も
同
じ
「
さ
く
」
で
も
「
放
」
「
避
」
「
離
」
と
別
れ
を
悲
し
む
者

の
、
心
が
引
き
裂
か
れ
る
様
な
気
持
ち
を
、
変
字
法
に
よ
っ
て
読
者
の
目
に
焼

き
付
け
、
読
者
の
心
に
ぐ
っ
と
迫
っ
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
文
字
が
違
え
ば
目

か
ら
受
け
取
る
語
感
は
異
な
り
、
文
字
の
持
つ
個
性
も
違
う
。
一
つ
の
「
さ
く
」

と
い
う
主
題
か
ら
こ
の
よ
う
に
三
種
類
の
文
字
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三

方
向
の
意
味
の
広
が
り
を
可
能
に
す
る
。
し
か
も
、
古
代
歌
謡
に
比
べ
て
、
一

句
中
の
変
字
の
密
度
が
か
な
り
高
い
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
ら
の
こ
と
を
、
以
上
の
用
例
が
よ
く
示
し
て
い
る
。 

 

変
字
法
に
よ
っ
て
、
歌
意
の
奥
に
萬
葉
人
の
生
活
の
情
景
が
、
そ
し
て
確
実

な
実
感
が
力
強
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
万
葉
集
の
変
字
法
は
単
に

技
巧
的
で
装
飾
的
な
意
味
合
い
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
然
と
湧
き
出
て

く
る
実
感
が
伴
っ
た
、
知
的
で
高
度
な
芸
術
的
な
手
法
な
の
で
あ
る
。
変
字
の

一
字
一
字
に
於
い
て
、
歌
の
内
容
に
関
連
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
歌
意
と
は
全

（セ）

┌───┐ 

┌───┐ 
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衣
社

き

ぬ

こ

薄そ
ば 

其
破
者

そ
の
や
れ
ぬ
れ
ば 

縫
乍
物

つ

ぎ

つ

つ

も 

又ま
た

母
相

も

あ

ふ

登と

言い
え 

  

玉
社
者

た

ま

こ

そ

ば 

緒
之
絶

お

の

た

え

薄
ぬ
れ
ば 

八
十
一

く

く

里
喚

り

つ

鶏つ 

又
物
逢

ま

た

も

あ

ふ

登
曰

と

い

へ 

 
(

一
三
―
三
三
三
〇) 

 
こ
の
歌
は
、
同
語
の
繰
り
返
し
の
部
分
、
つ
ま
り
（
コ
）
の
「
鵜
矣

う

を

八
頭

や

つ

か

漬づ
け

」

（
シ
）
の
「
麗
妹
尓

く
は
し
い
も
に

」（
ス
）
の
「
不
レ

や

す

け

安
國

な

く

に

」
は
、
全
部
同
字
で
表
記
さ
れ
て

い
る
。
一
方
（
サ
）
の
「
年
魚
矣

あ

ゆ

を

令く
は

レ

咋し
め

」
、
（
シ
）
「
鮎
遠
惜

あ
ゆ
を
を
し
み

」
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
「
年
魚 ↔

 
鮎
」
「
遠 ↔

 

矣
」
が
変
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
（
コ
）
か
ら

（
ス
）
で
、
古
代
歌
謡
の
特
色
で
あ
る
繰
り
返
し
や
畳
か
け
と
い
っ
た
オ
ー
ラ

ル
な
形
を
、
こ
の
歌
の
調
子
の
中
に
残
し
な
が
ら
、
表
記
上
は
、
同
字
の
多
い

中
に
、
変
字
を
一
字
、
二
字
鏤
め
る
、
わ
ず
か
そ
れ
だ
け
の
変
化
で
も
、
目
で

見
た
場
合
の
同
語
の
繰
り
返
し
の
単
調
さ
を
破
り
、
そ
の
視
覚
的
効
果
が
み
ご

と
に
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

特
に
、
こ
の
（
シ
）
の
「
く
は
し
い
も
に 

あ
ゆ
を
を
し
み
」
は
対
句
の
形

態
を
取
っ
て
は
い
る
が
、
最
初
か
ら
、
こ
の
部
分
は
繰
り
返
し
が
整
っ
て
い
た

の
で
は
な
く
、
だ
ん
だ
ん
と
オ
ー
ラ
ル
で
歌
う
う
ち
に
、
調
子
を
整
え
て
き
て
、

（
コ
）
（
サ
）
（
ス
）
と
同
様
の
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
文
字
と
し
て
記
録
す
る
時
点
で
は
、
単
に
同
字
で
二
回
重
複
す
る
こ
と

を
せ
ず
、「
あ
ゆ
を
」
の
「
を
」
を
「
遠 ↔
 

矣
」
と
変
字
法
に
よ
り
変
化
を
持

た
せ
、
つ
ま
り
鮎
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
時
に
、
さ
あ
っ
と
「
遠
く
」
へ
逃

げ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
古
代
人
の
生
活
の
実
感
を
織
り
込
ん
で
い
る
様
が
見
え

る
。
単
に
言
葉
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
（
シ
）
が
変
字
法
に
よ
っ
て
、（
コ
）（
サ
）

（
ス
）（
セ
）
に
匹
敵
す
る
形
態
を
し
だ
い
に
整
え
、
視
覚
的
芸
術
の
完
成
度
を

高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

更
に
細
か
く
見
る
と
、
こ
の
歌
の
最
後
の
部
分
（
セ
）
の
対
句
で
は
、
変
字

法
を
豊
富
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
薄は ↔

 

者は

」「
乍つ

つ ↔
 

喚つ

鶏つ

」「
母も ↔

 

物も

」

「
相あ

ふ ↔
 

逢あ
ふ

」「
言い

へ ↔
 

曰い
へ

」
と
（
コ
）
～
（
ス
）
と
比
較
し
て
よ
り
一
層
周
到

に
変
字
を
配
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
衣・
―
薄・
い
―
破・
れ
る
―
継・
ぐ
」
と
い
う

ふ
う
に
、
文
字
そ
の
も
の
か
ら
次
々
に
想
起
さ
れ
る
言
葉
を
、
対
句
の
中
に
う

ま
く
織
り
込
ん
で
お
り
、
一
つ
の
文
字
、
一
つ
の
言
葉
か
ら
生
ま
れ
る
連
想
の

ユ
ニ
ー
ク
さ
が
わ
か
る
。 

同
様
に
し
て
、「
喚つ

鶏つ

」
に
は
、
に
わ
と
り
の
せ
わ
し
く
動
き
回
る
姿
が
あ
り
、

「
八
十
一
」
は
、「
九
九
」
に
よ
る
戯
書
で
、「
く
く
」
と
訓
ま
せ
、
い
ず
れ
も
、

歌
意
に 

文
字
独
特
の
意
味
と
遊
び
の
要
素
を
加
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

万
葉
集
の
筆
録
者
達
は
、
文
字
の
一
つ
一
つ
を
い
か
に
重
点
的
に
駆
使
し
て
い

た
か
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
言
語
の
単
な
る
文
字

化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
表
記
法
そ
の
も
の
の
質
の
高
さ
を
証
明
し
て
い
る
。 

 
 

 
 
 

琴こ
と

酒
者

さ

け

ば 

國く
に

丹に

放さ
け

甞な
む

別こ
と

避さ
け

者ば 

宅い
へ

仁に

離さ
け

南な
む

…
…
…
羈
之
氣

た

び

の

け

尓に 

妻
應

つ
ま
さ
く

離べ
し

哉や 
 
 

(

一
三
―
三
三
四
六) 

の
歌
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
一
首
中
に
於
い
て
は
、
助
詞
「
に
」
を
「
丹
、
仁
、

尓
」
と
そ
れ
ぞ
れ
書
き
分
け
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
対
句
の
表
記
の
方

が
、
他
の
部
分
よ
り
特
異
な
変
字
が
際
立
っ
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え

ば
、
こ
の
他
に
も
対
句
の
変
字
に
注
目
す
る
と
、
「
こ
と
さ
け
ば
」
（
妻
を
ど
う

せ
引
き
離
す
な
ら
）
の
部
分
を
「
琴
酒
者 

↔
 

別
避
者
」
と
変
字
を
用
い
て
い

る
。
こ
れ
は
、「
琴
」
や
「
酒
」
な
ど
か
ら
餞
別
か
何
か
の
酒
宴
の
席
が
想
定
さ

れ
、「
甞
」
は
「
酒
を
甞な

め
る
」
と
い
う
「
酒
」
か
ら
き
た
連
想
的
用
字
だ
と
考

え
ら
れ
る
し
、「
離
南
」
の
「
南
」
は
方
角
を
示
し
、
離
れ 

去
っ
て
い
く
者
の

動
き
を
表
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、「
放
―
別
―
避
―
離
」
も
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
一
連
の
用
字
で

あ
り
、
し
か
も
同
じ
「
さ
く
」
で
も
「
放
」
「
避
」
「
離
」
と
別
れ
を
悲
し
む
者

の
、
心
が
引
き
裂
か
れ
る
様
な
気
持
ち
を
、
変
字
法
に
よ
っ
て
読
者
の
目
に
焼

き
付
け
、
読
者
の
心
に
ぐ
っ
と
迫
っ
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
文
字
が
違
え
ば
目

か
ら
受
け
取
る
語
感
は
異
な
り
、
文
字
の
持
つ
個
性
も
違
う
。
一
つ
の
「
さ
く
」

と
い
う
主
題
か
ら
こ
の
よ
う
に
三
種
類
の
文
字
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三

方
向
の
意
味
の
広
が
り
を
可
能
に
す
る
。
し
か
も
、
古
代
歌
謡
に
比
べ
て
、
一

句
中
の
変
字
の
密
度
が
か
な
り
高
い
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
ら
の
こ
と
を
、
以
上
の
用
例
が
よ
く
示
し
て
い
る
。 

 

変
字
法
に
よ
っ
て
、
歌
意
の
奥
に
萬
葉
人
の
生
活
の
情
景
が
、
そ
し
て
確
実

な
実
感
が
力
強
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
万
葉
集
の
変
字
法
は
単
に

技
巧
的
で
装
飾
的
な
意
味
合
い
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
然
と
湧
き
出
て

く
る
実
感
が
伴
っ
た
、
知
的
で
高
度
な
芸
術
的
な
手
法
な
の
で
あ
る
。
変
字
の

一
字
一
字
に
於
い
て
、
歌
の
内
容
に
関
連
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
歌
意
と
は
全

（セ）

┌───┐ 

┌───┐ 
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然
異
な
っ
た
領
域
で
意
味
を
持
た
せ
な
が
ら
立
体
的
な
構
想
が
打
ち
立
て
ら
れ

て
い
る
の
は
古
代
歌
謡
に
、
か
っ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
異
な
用
法
で
あ
る
。 

  
 
 
 

 

三  

 
次
に
対
句
表
現
の
音
韻
に
つ
い
て
考
え
る
。
対
句
表
現
の
用
字
に
は
、
ほ
と

ん
ど
使
用
さ
れ
な
い
音
韻
の
文
字
を
も
、
意
味
の
拡
充
を
優
先
す
る
が
た
め
に
、

そ
の
表
記
に
当
て
て
い
る
こ
と
が
も
う
一
つ
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、 

 
  

籠
毛
與

こ

も

よ 
美み

籠こ

母
父

も

ち 

布
久
思
毛
與

ふ

く

し

も

よ 
美
夫
君
志

み

ぶ

く

し

持も
ち 

 
 
 

(

一
─
一) 

は
、「
母
乳 ↔

 

持
」
と
変
字
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
母も

」
は
音
仮

名
、「
乳ち

」
は
訓
仮
名
で
、
普
通
は
音
仮
名
は
音
仮
名
、
訓
仮
名
は
訓
仮
名
同
志

で
使
用
す
る
が
、
こ
こ
で
は
音
訓
交
用
と
い
う
例
外
的
な
表
記
を
施
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
は
「
持
ち
」
と
い
う
音
声
的
な
言
葉
の
外
に
「
母
の
乳
」
と
い
う
意
味

を
暗
示
し
て
、
意
図
的
に
慣
用
例
を
破
っ
た
表
記
で
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
、

極
め
て
稀
と
い
う
べ
き
か
、
ほ
と
ん
ど
有
り
得
な
い
用
法
と
い
う
事
を
考
え
合

わ
せ
れ
ば
、
万
葉
集
は
、
特
殊
な
意
図
的
用
字
法
が
如
何
に
多
用
さ
れ
て
い
る

か
が
肯
首
で
き
る
だ
ろ
う
。
万
葉
集
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
的
な
音
訓
交
用

表
記
の
例
を
豊
富
に
採
取
出
来
る
。 

 
 

朝
獦
尓

あ

さ

が

り

に 

今い
ま

立た
た

須す

良ら

思し 

 
 

暮
獦
尓

ゆ

ふ

が

り

に 

今い
ま

他
田

た

た

渚す

良ら

之し 
 
 
 
 
 

(

一
─
三) 

は
、「
立
須
」
を
受
け
て
「
他
田
渚
」
と
変
字
法
を
用
い
て
い
る
の
だ
が
、「
他
」

の
「
た
」
は
音
仮
名
、「
田
」
の
「
た
」
は
訓
仮
名
で
、
歌
意
の
「
今
お
立
ち
に

な
る
ら
し
い
」
と
い
う
裏
に
「
他
人
の
田
」
を
暗
に
示
す
た
め
に
音
訓
両
用
が

な
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
朝
‥
‥
、
暮
‥
‥
」
と
い
う
対
句
の
形
式
は
、
古
代
歌
謡
に
よ
く
出
て
く

る
形
で
あ
り
、
こ
の
点
に
於
い
て
は
、
古
代
歌
謡
も
万
葉
集
も
共
通
点
が
多
い

の
で
あ
る
が
、
変
字
法
を
取
り
出
し
て
見
る
と
歴
然
と
そ
の
差
が
表
れ
て
く
る
。 

 
 

山
際

や
ま
の
ま
に 

伊
隠

い
か
く
る

萬
代

ま

で 

 
 

道
み
ち
の

隈く
ま 

伊
積
流
萬
代
尓

い

つ

も

る

ま

で

に 

 
 

委
曲
毛

つ

ば

ら

に

も 

見
管
行
武
雄

み

つ

つ

い

か

む

を 

 
 

数
々
毛

し

ば

し

ば

も 

見み

放さ
け

武む

八や

萬ま

雄を 
 
 
 
 
 

(

一
─
一
七) 

前
半
の
対
句
の
「
山
」
を
受
け
て
、
後
半
「
八
萬
」
と
変
字
法
が
用
い
て
あ
る

が
、
「
八
」
の
「
や
」
は
訓
仮
名
、
「
萬
」
の
「
ま
」
は
音
仮
名
で
、
敢
え
て
音

訓
を
両
用
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
七
重
、
八
重
と
幾
重
に
も
重
な
り
合
う
山
々

を
表
現
し
た
連
想
的
用
法
だ
か
ら
で
あ
る
。 

三
輪
山
が
奈
良
山
の
端
に
隠
れ
る
ま
で
、
道
の
曲
り
角
が
、
幾
重
な
る
ま
で
、

そ
し
て
、
心
ゆ
く
ま
で
振
り
返
り
振
り
返
り
見
て
行
き
た
い
山
だ
の
に
、
と
て

も
名
残
惜
し
く
て
、
何
度
も
眺
め
て
い
た
い
山
で
あ
る
の
に
、
と
い
う
歌
意
に
、

こ
の
「
八
萬
」
の
表
記
は
よ
く
合
致
し
、
作
者
が
都
を
去
り
難
い
気
持
ち
を
表

わ
し
、
加
え
て
、「
ま
で
」
の
表
記
を
「
萬
代
」
と
、
同
字
法
に
よ
り
繰
り
返
し

使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
ず
っ
と
」
と
い
う
意
図
を
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
。 

  
 

朝
獦
尓

あ

さ

か

り

に 

十
六
履

し

し

ふ

み

起
之

お

こ

し 

 
 

夕
狩
尓

ゆ

ふ

か

り

に 

十
里
蹋

と

り

ふ

み

立た
て 

 
 
 

(

六
─
九
二
六) 

 

で
は
「
獦 ↔

 

狩
」
「
履 ↔

 

蹋
」
の
変
字
法
や
「
十
六
」
の
戯
書
に
加
え
て
、

「
十
里
」
で
は
、
歌
意
は
「
鳥
」
を
表
わ
し
て
い
る
が
、「
十
」
の
「
と
」
訓
仮

名
、「
里
」
の
「
り
」
は
音
仮
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
狩
を
す
る
の
に
、
何
里

も
何
里
も
朝
か
ら
晩
ま
で
歩
き
ま
わ
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
呟
き
が
聞
こ
え
て
く

る
。
歌
の
背
後
に
あ
る
情
景
を
こ
れ
ら
の
文
字
表
記
に
よ
り
読
者
に
設
定
し
て

い
る
。 

 
 

朝あ
さ

名
藝
尓

な

ぎ

に 

玉
藻
苅

た

ま

も

か

り

管つ
つ 

 
 

暮ゆ
ふ

菜
寸
二

な

ぎ

に 

藻
塩
焼

も

し

お

や

き

乍つ
つ 

 
 

(

一
六
─
九
三
五) 

こ
の
対
句
に
於
い
て
も
「
名
藝
尓 ↔

 

菜
寸
二
」「
管 ↔

 

乍
」
に
変
字
が
使
用

し
て
あ
る
が
、「
名
藝
」
の
「
名
」
の
「
な
」
は
訓
仮
名
、
「
藝
」
の
「
ぎ
」
は

音
仮
名
で
、「
朝
凪
、
夕
凪
」
と
い
う
音
声
的
言
語
の
外
に
、
海
人
の
海
藻
や
魚

な
ど
の
海
産
物
を
う
ま
く
採
る
、
そ
う
い
う
名
人
芸
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
音
仮
名
は
音
仮
名
同
士
、
訓
仮
名
は
訓
仮
名
同
志
で
用
い

る
通
例
の
一
般
的
用
法
が
敢
え
て
破
ら
れ
、
変
字
表
記
に
よ
る
意
味
の
拡
充
が

先
行
し
て
い
る
。 

 

朝
凪
の
時
に
は
、
お
い
し
い
海
藻
を
刈
り
採
り
、
夕
凪
に
は
、
そ
の
藻
塩
を

焼
き
つ
つ
、
菜
を
刻
み
、
そ
れ
ら
が
夕
食
を
飾
る
。
万
葉
人
の
普
段
の
生
活
を

こ
れ
ら
の
文
字
か
ら
十
分
に
汲
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
、 

 
  

立
良
久
乃 
田
付
毛
不
知 

 
  

居
久
乃 

於お

久く

鴨か
も

不
知 

    
 (

一
三
─
三
二
七
二) 

┌───┐ ┌───┐ 

┌───┐┌───┐ ┌───┐ 

┌───┐┌───┐ 
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で
は
、「
於
久
」
の
「
お
く
」
は
音
仮
名
、「
鴨
」
の
「
か
も
」
は
訓
仮
名
で
、「
田

付
」
の
「
田
」
字
か
ら
の
連
想
で
、「
鴨
」
字
が
生
き
て
お
り
、
田
の
中
で
餌
を

つ
い
ば
み
、
あ
る
い
は
「
立
」
字
で
立
っ
た
り
、「
居
」
字
で
す
わ
っ
た
り
し
て

遊
ん
で
い
る
鴨
の
動
き
が
見
え
る
。
ま
た
、 

  
  

押
奈

お

し

な

戸
手

へ

て 

吾
許
曽

わ

れ

こ

そ

居を
れ 

 
  

師し

吉
名

き

な

倍
手

へ

て 

吾
己
曽
座 

 
 
 

（
一
―
一
） 

の
「
奈な

戸へ

」
は
「
な
」
音
仮
名
と
「
へ
」
訓
仮
名
、「
名な

戸へ

」
は
「
な
」
訓
仮
名

と
「
へ
」
音
仮
名
の
構
成
で
あ
り
、 

 
  

都
追
慈
花 

尓
太
遥
越
賣 

 
  

作
楽
花 

佐
可
遥
越
賣 

 
 
 
 

（
一
三
―
三
三
〇
九
） 

の
「
尓に

太ほ

遥へ

」
は
そ
れ
ぞ
れ 
「
に
」
音
仮
名
、「
ほ
」
訓
仮
名
、
「
へ
」
音
仮

名
の
交
用
表
記
で
、
「
作
楽
花
」(
さ
く
ら
ば
な)

の
香
り
が
遥
か
に
漂
う
姿
が
見

え
る
様
だ
。
同
音
節
反
覆
の
「
都
追

つ

つ

」
に
も
変
字
法
が
み
え
る
。
ま
た
、 

 
  

旦
名
伎

あ

さ

な

ぎ

尓 

水
手
之
音
為
乍

か

こ

の

ね

し

つ

つ 

 
 

夕
名
寸

ゆ

ふ

な

ぎ

尓 

梶
音
為
乍 

 
 
 
 
 

(
一
三
─
三
三
三
三) 

の
対
句
に
お
け
る
「
名
伎
」(

な
ぎ)

は
、
「
な
」
は
訓
仮
名
、
「
ぎ
」
は
音
仮
名
、 

  
 

母
尓
奉
都
也 

目
豆
兒
乃
刀
自 

父
尓
献
都
也 

身
女
兒
乃
刀
自 

 
 

（
一
六
―
三
八
八
〇
） 

の
対
句
に
お
け
る
「
目
豆
兒
」(

め
づ
こ)

は
、
「
め
」
訓
仮
名
、
「
づ
」
音
仮
名
、

「
こ
」
訓
仮
名
の
構
成
で
あ
る
。 

 

右
の
如
き
例
は
、
対
句
に
於
け
る
場
合
で
あ
る
が
、
集
中
、
対
句
以
外
の
場

合
で
も
特
殊
な
例
が
採
取
で
き
、
や
は
り
例
外
で
は
な
い
。 

「
射
等
籠
荷
四
間

し

ま

乃
」(

一
─
二
三)

の
「
四
間
」(

し
ま)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
音
仮

名
と
訓
仮
名
の
表
記
で
あ
り
、
音
声
に
「
島
」
を
表
わ
す
以
外
に
、
長
さ
や
広

さ
の
感
覚
を
言
外
に
も
た
ら
し
て
い
る
、 

 

「
多
日

た

び

夜
取
世
須
」(

一
─
四
五)

の
「
多
日
」(

た
び)

に
於
い
て
も
、
音
、
訓

の
構
成
で
有
り
、
旅
に
多
く
の
日
数
を
費
や
す
具
体
的
な
意
味
を
物
語
、
ま
た
、

同
じ
「
多
日
」
の
用
字
で
も
、
「
大
船
之
泊
流
登
麻
里
能 

絶た
ゆ

多
日
二

た

ひ

に

」(

二
─

一
二
二)

で
は
、
船
の
揺
れ
動
く
の
を
、「
絶
多
日
尓
」(

た
ゆ
た
ひ
に)

と
音
声
的

に
言
い
な
が
ら
、
言
外
に
は
、
停
泊
の
地
で
風
待
ち
で
何
日
も
待
た
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
、
幾
日
も
幾
日
も
揺
ら
れ
て
乗
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う

い
う
船
旅
の
様
子
を
「
多
日
」
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
推

定
で
き
る
。 

 

ま
た
、「
神
名
備

か

む

な

び

山
尓
」(

一
〇
─
一
九
三
七)

の
、「
神
」 (

か
む)

「
名
」(

な)

「
備
」(

び)

も
、
訓
、
訓
、
音
の
交
用
表
記
で
、
文
字
ど
う
り
、
神
と
い
う
名
を

備
え
持
つ
と
い
う
、
縁
起
の
良
い
意
味
を
持
た
せ
ん
が
た
め
の
意
図
で
あ
る
。 

 

集
中
、
他
に
も
、「
陰
尓
蚊
蛾
欲
布
」(

一
一
─
二
六
四
二)

の
「
蚊
蛾
欲
布
」(

か

が
よ
ふ)

は
「
蚊
」(

か)

は
訓
、「
蛾
」(

が)

は
音
、「
欲
」(

よ)

は
訓
、「
布
」(

ふ)

は
音
の
構
成
。「
紐
呂
寸
立
而
」(

二
─
二
六
五
七)

の
「
紐
呂
寸
」(

ひ
も
ろ
ぎ)

は
、「
紐
」(

ひ
も)

訓
、「
呂
」(

ろ)

音
、「
寸
」(

ぎ)

訓
の
構
成
。「
恋
乃

こ

い

の

余
杼
女
留

よ

ど

め

る

」

(

二
─
二
七
二
一)

の
「
よ
ど
め
る
」
も
、
音
、
音
、
訓
、
音
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
れ
こ
そ
は
、「
蚊
」
や
「
蛾
」
、「
紐
」
や
「
女
」
な
ど
の
文
字
自
体
が
持
つ

意
味
を
打
ち
出
し
、
視
覚
的
に
漢
字
の
持
つ
意
味
の
拡
充
を
も
た
ら
し
め
ん
が

た
め
に
、
敢
え
て
音
訓
両
用
に
交
用
さ
せ
る
と
い
う
特
殊
な
用
字
法
を
、
意
識

的
に
選
択
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。 

ま
た
、
対
句
表
現
の
考
察
は
、
万
葉
集
の
問
題
点
を
解
く
鍵
の
一
つ
で
も
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

 
    

 

押
奈な

戸へ

手 

吾
許こ

曾そ

居を
れ 

 
 
 

 

師
吉
名な

倍へ

手 

吾
己こ

曽
座

そ

を

れ 
 
 
 
 
 

(

一
─
一) 

     
 
 

纘き
り

髪か
み

乃の 

吾よ

同
子

ち

こ

口
（
注
５
）

過 
 

 
    

橘

た
ち
ば
な
の 

未
枝
乎
過
而 

 
 
 
 
 
 

(

一
三
─
三
三
〇
七) 

 
 

  
  

 
 

斬
髪 

 

与
知
子

よ

ち

こ

乎
過 

 
     

橘
た
ち
ば
な

之の 
 

未
枝
乎
須す

具ぐ

理り 
 
 
 
 

(

一
三
─
三
三
〇
九) 

(
ソ)
に
は
、
「
奈 ↔

 

名
」
「
戸 ↔

 

倍
」
「
許 ↔

 

己
」
と
変
字
法
が
用
い
て

あ
り
、
対
句
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、「
居 ↔

 

座
」
も
変
字
法
で
あ

る
と
推
察
で
き
、
ど
ち
ら
も
「
を
れ
」
と
い
う
訓
を
得
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同

様
に
し
て
、
問
答
歌
で
あ
る(

タ)

と(

チ)

に
対
に
し
て
見
て
行
く
と
、
ま
ず
変
字

法
の
明
ら
か
な
部
分
は
、「
吾よ

同
子

ち

こ 
↔
 

与よ

知
子

ち

こ

」
、
ま
た(

タ)

で
「
纘
髪
乃
」
は

「
き
り
か
み
の
」
と
訓
ん
で
い
る
の
で
、
そ
れ
か
ら
推
察
す
る
と
、
当
然
な
が

┌───┐ ┌───┐┌───┐ ┌───┐

┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ 
(ソ) (タ) (チ) 
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ら(

チ)

「
斬
髪
」
も
、「
き
り
か
み
の
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
り
、「
乃
」
字
を
使
わ

ず
に
助
詞
を
省
い
た
一
種
の
変
字
法
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、(

タ)

の
「
橘 ↔

 

橘
之
」
も
変
字
法
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
過
」
の
訓
み
も
、
問
答

歌
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、「
過
而
」(

す
ぎ
て)

よ
り
、「
過
」
も
「
す

ぎ
て
」
と
い
う
訓
を
得
る
。「
過 ↔

 

須
具
理
」
も
「
須
具
理
」(

す
ぐ
り)

か
ら
、

今
度
は
「
過
」
は
「
す
ぐ
り
」
と
い
う
訓
を
得
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
万
葉
集
は
、
対
句
か
ら
発
し
て
、
問
答
歌
、
長
歌
反
歌
な
ど

の
変
字
法
に
及
び
、
一
首
中
に
於
け
る
同
一
音
節
の
変
字
法
に
際
立
っ
た
特
色

が
見
ら
れ
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。 

  
 
 

 

四  

以
上
に
よ
り
、
対
句
表
現
に
於
け
る
変
字
法
を
巻
ご
と
に
分
け
て
そ
の
特
徴

を
調
べ
て
み
る
と
、
表
①
の
よ
う
な
結
果
を
得
る
。
但
し
、
こ
こ
で
言
う
同
字

句
と
は
、
同
語
で
し
か
も
す
べ
て
同
字
と
い
う(

純
粋
同
字
句)

形
の
も
の
だ
け
を

抽
出
す
る
。
対
語
な
ど
で
一
字
で
も
文
字
を
変
え
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
除

外
し
た
。 

猶
、
表
①
は
、
仮
名
書
と
、
仮
名
書
以
外
の
巻
き
と
に
分
け
て
表
に
し
た
。 

数
字
は
句
数
を
示
し
て
い
る
。 

 

巻
一
、
二
、
三
、
六
、
十
三
は
圧
倒
的
に
変
字
句
が
多
く
、
特
に
巻
十
三
の

変
字
句
五
十
三
と
い
う
の
は
、
巻
十
三
が
ほ
と
ん
ど
長
歌
で
あ
り
、
加
え
て
巻

十
三
全
体
、
表
記
上
凝
っ
た
表
記
が
豊
富
に
看
取
で
き
特
異
な
巻
で
あ
る
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
変
字
句
が
全
く
看
取
で
き
な
い
巻
は
、
七
、

十
一
、
十
二
、
十
四
、
十
五
の
わ
ず
か
五
つ
の
巻
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
、
巻
十
五
の
対
句
一
つ
を
除
い
て
、
他
の
四
つ
巻
は
対
句
を
全
く
含
ま
な
い

巻
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
対
句
の
変
字
句
、
同
字
句
と
も
に
み
ら
れ
な
い
。 

  

つ
ま
り
巻
十
五
を
除
く
万
葉
集
の
す
べ
て
の
巻
に
於
い
て
、
対
句
を
持
つ
巻

に
は
、
必
ず
変
字
句
が
看
取
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
他
の
上
代
歌
謡
に
比
し
て
、
万
葉
集
の
対
句
の
変
字
法
が
い
か
に
際
立

っ
て
豊
富
に
あ
る
か
を
知
る
。
ま
し
て
や
万
葉
集
の
変
字
法
は
、
対
句
の
み
な

ら
ず
、
問
答
歌
、
句
の
繰
り
返
し
、
長
歌
、
反
歌
な
ど
、
ど
れ
を
取
り
出
し
て

も
、
文
字
用
法
の
粋
を
極
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
対
句
の
変
字
法
の
一
つ

を
こ
の
よ
う
に
取
り
出
し
て
み
て
も
、
そ
の
一
端
が
、
し
の
ば
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
を
、
記
紀
歌
謡
の
場
合
の
対
句
表
記
の
区
数
と
比
べ
る
と
更
に
よ
く
わ

か
る
。
猶
、
数
字
は
句
数
を
示
し
て
い
る
。 

  

こ
の
表
②
（
注
６
）

よ
り
、
古
事
記
の
歌
謡
の
対
句
は
、
同
字
句
十
五
、
変
字
句

二
で
明
ら
か
に
同
字
句
の
方
が
多
い
。
前
述
の
様
に
、
同
時
法
で
表
記
す
る
こ

と
が
当
時
と
し
て
よ
り
一
般
的
な
用
法
で
あ
る
事
か
ら
も
頷
け
る
。
ま
た
、
日

本
書
紀
歌
謡
の
対
句
は
、
同
字
句
数
十
一
、
変
字
句
数
十
一
と
同
数
に
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
純
粋
な
同
字
句
の
背
後
に
は
、
対
語
を
除
く
と
全
て
が
同
字
表

記
の
句
が
殆
ど
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
配
慮
す
れ
ば
変
字
句
数
は
、
万
葉
集
の

そ
れ
と
比
し
て
い
か
に
頻
度
が
低
い
か
を
物
語
る
。 

 

上
代
人
は
、
歌
は
節
を
つ
け
て
実
際
に
う
た
っ
た
。
オ
ー
ラ
ル
で
何
度
も
口

ず
さ
み
、
声
高
ら
か
に
朗
々
と
謡
い
あ
げ
て
味
わ
っ
た
。
歌
は
い
つ
も
身
近
に

あ
り
、
話
す
言
葉
が
歌
と
な
っ
た
。
そ
の
生
々
し
い
音
声
が
表
記
さ
れ
る
時
、

表① 

同
字
句 

変
字
句 

巻 

仮
名
書
以
外
の
巻 

 

同
字
句 

変
字
句 

巻 

仮
名
書
の
巻 

1 13 1 1 8 5 

3 19 2 0 0 14 

1 18 3 0 0 15 

0 7 4 0 7 17 

2 18 6 0 1 18 

0 0 7 0 9 19 

2 1 8 0 4 20 

1 6 9 

0 2 10 

0 0 11 

0 0 12 

8 53 13 

3 5 16 

表② 

対句   

2 
変
字
句 古

事
記
歌
謡 

15 
同
字
句 

（１）

11 
変
字
句 日

本
書
紀
歌
謡 

11 
同
字
句 

（１）

口
承
に
お
い
て
は
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
、
む
し
ろ
耳
で
聞
い
て
印
象
づ
け
る

に
効
果
的
な
「
語
の
繰
り
返
し
」
は
洗
練
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
対
句
の
形
に
発
展

し
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
歌
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
く
。 

さ
ら
に
、
万
葉
集
の
筆
録
者
達
は
、
歌
を
筆
録
す
る
に
あ
た
り
、
そ
こ
に
変

字
法
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
う
た
の
文
字
化
」
に
磨
き
を
か
け
、
限
ら
れ
た

文
字
で
よ
り
効
果
的
な
意
味
の
拡
充
を
可
能
に
し
た
。
筆
録
者
は
一
つ
一
つ
の

文
字
が
持
つ
個
性
を
発
揮
さ
せ
、
本
来
の
機
能
に
加
え
、
遊
び
の
要
素
も
知
的

に
組
み
込
み
、
次
元
の
高
い
戯
れ
心
も
加
味
し
つ
つ
、
日
本
独
自
の
変
字
法
を

次
々
に
編
み
出
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。 

万
葉
集
の
変
字
法
は
、
対
句
の
他
、「
一
首
中
に
於
け
る
句
の
繰
り
返
し
」
、「
長

歌
と
反
歌
に
於
け
る
句
の
繰
り
返
し
」
、
「
問
答
歌
に
於
け
る
句
の
繰
り
返
し
」
、

と
更
に
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
が
紙
幅
の
都
合
上
、
別
の
機
会
に
述
べ
る
こ
と

と
す
る
。 

        参
考
文
献 

鶴
久
氏｢

万
葉
集
に
お
け
る
之
字
を
め
ぐ
っ
て(

上
代
人
の
表
記
意
識
と
用
字
法)｣

『
文
芸
と
思
想
』
巻

二
十
号 

(

１
９
６
６
年
８
月)

、
鶴
久
氏
「
万
葉
集
の
義
訓
を
め
ぐ
っ
て(

倉
野
憲
司
教
授
還
暦
記
念
特

集)

」
『
香
椎
潟
』
巻
８(

１
９
６
２
年
１
２
月) 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

注 （
注
１
）

以
下
「
古
事
記
」
は
「
記
」
、「
日
本
書
紀
」
は
「
紀
」
と
略
す
る
。
本
文
引
用
及
び
歌
番
号
は
『
古

代
歌
謡
集
』(

岩
波
古
典
大
系)

に
よ
る
。 

（
注
２
）（
注
１
）

参
照

。 

（
注
３
）

以
下
「
万
葉
集
」
は
省
略
す
る
。
数
字
は
「
巻
」
─
「
歌
番
号
」
を
示
す
。
巻
と
歌
番
号
は
、
鶴

久
・
森
山
隆
編
『
萬
葉
集
』(

桜
楓
社)

に
よ
る
。 

（
注
４
）

以
下
こ
の
鍵
括
弧
形
式
は
、
対
句
を
示
す
。 

（
注
５
）「

□
」
は
、
リ
＋
口
の
合
字
。
訓
み
は
、「
を
」。 

（
注
６
）

表
②
に
関
し
て
は
「
久
米
能
古
賀
」「
米
能
古
良
賀
」（
記
歌
謡
一
〇
）「
居
氣 

被
惠
禰
」「
居
氣 

被
惠
禰
」
（
紀
歌
謡
七
）
を
純
粋
な
同
字
句
と
は
み
な
さ
ず
、
括
弧
の
中
に
入
れ
て
保
留
し
た
。 
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口
承
に
お
い
て
は
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
、
む
し
ろ
耳
で
聞
い
て
印
象
づ
け
る

に
効
果
的
な
「
語
の
繰
り
返
し
」
は
洗
練
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
対
句
の
形
に
発
展

し
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
歌
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
く
。 

さ
ら
に
、
万
葉
集
の
筆
録
者
達
は
、
歌
を
筆
録
す
る
に
あ
た
り
、
そ
こ
に
変

字
法
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
う
た
の
文
字
化
」
に
磨
き
を
か
け
、
限
ら
れ
た

文
字
で
よ
り
効
果
的
な
意
味
の
拡
充
を
可
能
に
し
た
。
筆
録
者
は
一
つ
一
つ
の

文
字
が
持
つ
個
性
を
発
揮
さ
せ
、
本
来
の
機
能
に
加
え
、
遊
び
の
要
素
も
知
的

に
組
み
込
み
、
次
元
の
高
い
戯
れ
心
も
加
味
し
つ
つ
、
日
本
独
自
の
変
字
法
を

次
々
に
編
み
出
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。 

万
葉
集
の
変
字
法
は
、
対
句
の
他
、「
一
首
中
に
於
け
る
句
の
繰
り
返
し
」
、「
長

歌
と
反
歌
に
於
け
る
句
の
繰
り
返
し
」
、
「
問
答
歌
に
於
け
る
句
の
繰
り
返
し
」
、

と
更
に
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
が
紙
幅
の
都
合
上
、
別
の
機
会
に
述
べ
る
こ
と

と
す
る
。 

        参
考
文
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鶴
久
氏｢

万
葉
集
に
お
け
る
之
字
を
め
ぐ
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て(
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代
人
の
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記
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識
と
用
字
法)｣
『
文
芸
と
思
想
』
巻

二
十
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(

１
９
６
６
年
８
月)
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鶴
久
氏
「
万
葉
集
の
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訓
を
め
ぐ
っ
て(

倉
野
憲
司
教
授
還
暦
記
念
特

集)

」
『
香
椎
潟
』
巻
８(

１
９
６
２
年
１
２
月) 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

注 （
注
１
）

以
下
「
古
事
記
」
は
「
記
」
、「
日
本
書
紀
」
は
「
紀
」
と
略
す
る
。
本
文
引
用
及
び
歌
番
号
は
『
古

代
歌
謡
集
』(

岩
波
古
典
大
系)

に
よ
る
。 

（
注
２
）（
注
１
）

参
照

。 

（
注
３
）

以
下
「
万
葉
集
」
は
省
略
す
る
。
数
字
は
「
巻
」
─
「
歌
番
号
」
を
示
す
。
巻
と
歌
番
号
は
、
鶴

久
・
森
山
隆
編
『
萬
葉
集
』(

桜
楓
社)

に
よ
る
。 

（
注
４
）

以
下
こ
の
鍵
括
弧
形
式
は
、
対
句
を
示
す
。 

（
注
５
）「

□
」
は
、
リ
＋
口
の
合
字
。
訓
み
は
、「
を
」。 

（
注
６
）

表
②
に
関
し
て
は
「
久
米
能
古
賀
」「
米
能
古
良
賀
」（
記
歌
謡
一
〇
）「
居
氣 

被
惠
禰
」「
居
氣 

被
惠
禰
」
（
紀
歌
謡
七
）
を
純
粋
な
同
字
句
と
は
み
な
さ
ず
、
括
弧
の
中
に
入
れ
て
保
留
し
た
。 

 


