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小
柳
　
智
一

キ
ー
ワ
ー
ド
：
副
助
詞
、
相
互
承
接
、
意
味
の
余
剰
、
土
左
日
記
、

金
槐
和
歌
集

は
じ
め
に

　
『
土
左
日
記
』
二
月
五
日
の
条
に
、
次
の
和
歌
が
あ
る
。

　

（1）　

 

祈
り
来
る　

風
間
と
思も

ふ
を　

あ
や
な
く
も　

か
も
め
さ
へ

だ
に　

波
と
見
ゆ
ら
む 

〈
二
月
五
日
、
四
六
頁
〉

　

こ
の
歌
で
副
助
詞
「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
が
相
互
承
接
し
て
い
る

が
、
実
は
こ
の
相
互
承
接
は
他
に
用
例
の
な
い
孤
例
で
あ
る
。
こ
の

孤
例
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
か
を
考
察
す
る
の
が
本
稿

の
目
的
で
あ
る
。
事
は
副
助
詞
の
文
法
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文

学
作
品
の
表
現
の
問
題
に
及
ぶ
。

第
一
節
　
中
古
の
副
助
詞
の
体
系

　

最
初
に
、
中
古
語
の
副
助
詞
に
関
し
て
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
中

古
語
の
副
助
詞
は
次
の
よ
う
な
体
系
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
（
小
柳

（
一
九
九
七
）、
小
柳
（
二
〇
〇
三
）、
小
柳
（
二
〇
〇
八
））。
用
例

も
挙
げ
る
。

第
一
種

第
二
種

そ
の
他

存
在
性

成
立
性

単
数
的

ば
か
り

の
み

―

―

複
数
的

ま
で

さ
へ

だ
に　

す
ら

な
ど

か
も
め
さ
へ
だ
に
―
―
副
助
詞
の
相
互
承
接
の
孤
例
―
―
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（2）　

紐
ば
か
り
を
さ
し
な
ほ
し
た
ま
ふ
。

 

〈
源
氏
物
語
・
葵
、
②
五
五
頁
〉

　

（3）　

い
よ
い
よ
光
を
の
み
添
へ
た
ま
ふ
御
容
貌
な
ど
の
、

 

〈
源
氏
物
語
・
行
幸
、
③
二
九
七
頁
〉

　

（4）　

あ
や
し
の
法
師
ば
ら
ま
で
喜
び
あ
へ
り
。

 
〈
源
氏
物
語
・
賢
木
、
②
一
二
〇
頁
〉

　

（5）　

霧
も
深
く
露
け
き
に
、
簾
を
さ
へ
上
げ
た
ま
へ
れ
ば
、

 

〈
源
氏
物
語
・
夕
顔
、
①
一
五
九
頁
〉

　

（6）
ａ　

は
か
な
き
ほ
ど
の
下
衆
だ
に
心
地
よ
げ
に
う
ち
笑
ふ
。

 

〈
源
氏
物
語
・
澪
標
、
②
三
〇
二
頁
〉

　
　

ｂ　

 

そ
の
人
と
は
、
さ
ら
に
家
の
内
の
人
に
だ
に
知
ら
せ
ず 

 

〈
源
氏
物
語
・
夕
顔
、
①
一
四
三
頁
〉

　

（7）
ａ　

 

君
す
ら
も　

ま
こ
と
の
道
に　

入
り
ぬ
な
り　

ひ
と
り
や　

長
き　

闇
に
惑
は
む

 

〈
後
拾
遺
和
歌
集
・
巻
17
・
一
〇
二
六
番
〉

　
　

ｂ　

 

聖
な
ど
す
ら
、
前
の
世
の
こ
と
夢
に
見
る
は
い
と
難
か
な

る
を
、 

〈
更
級
日
記
、
三
二
七
頁
〉

　

（8）
ａ　

大
殿
な
ど
に
も
聞
き
た
ま
ひ
て
、

 

〈
源
氏
物
語
・
夕
霧
、
④
四
五
九
頁
〉

　
　
　

ｂ　

京
に
な
ど
迎
へ
た
ま
ひ
て
む
後
、

 

〈
源
氏
物
語
・
蜻
蛉
、
⑥
二
四
二
頁
〉

　

ま
ず
、
対
象
と
す
る
事
物
・
事
態
の
単
複
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
か

れ
る
。「
ば
か
り
」「
の
み
」
は
当
該
対
象
一
つ
に
限
定
す
る
の
で
、

単
数
的
で
あ
る
。「
ま
で
」「
さ
へ
」「
だ
に
」「
す
ら
」「
な
ど
」
は

当
該
対
象
と
同
種
・
同
領
域
の
も
の
が
他
に
も
あ
る
こ
と
を
示
す
の

で
、
複
数
的
で
あ
る
。

　

次
に
、
統
語
的
特
徴
に
よ
っ
て
、
名
詞
句
に
直
接
し
て
そ
れ
を
対

象
と
す
る
第
一
種
副
助
詞
と
、
連
用
成
分
に
後
接
し
て
述
語
句
ま
で

を
対
象
と
す
る
第
二
種
副
助
詞
に
分
か
れ
る
。「
ば
か
り
」「
ま
で
」

は
前
者
、「
の
み
」「
さ
へ
」「
だ
に
」「
す
ら
」
は
後
者
で
あ
る
。
例

え
ば
（2）
「
紐
ば
か
り
を
」
の
「
ば
か
り
」
は
格
成
分
内
で
「
紐
」
に

直
接
し
、《
紐
》
と
い
う
事
物
を
対
象
と
す
る
（
差
し
直
す
の
は
紐

だ
け
）。
一
方
、
（3）
「［
光
を
］
の
み
添
へ
た
ま
ふ
」
の
「
の
み
」
は

格
成
分
に
外
か
ら
後
接
し
、
述
語
ま
で
含
め
た
《
光
を
添
ふ
》
と
い

う
事
態
を
対
象
と
す
る
（
光
を
添
え
る
一
方
で
あ
る
）。「
な
ど
」
は

（8）
ａ
と
ｂ
の
よ
う
に
両
方
が
あ
り
、
両
種
に
ま
た
が
る
。

　

最
後
に
、
第
二
種
副
助
詞
は
、
対
象
と
す
る
事
態
の
様
相
に
よ
っ

て
、
存
在
性
の
「
の
み
」「
さ
へ
」
と
成
立
性
の
「
だ
に
」「
す
ら
」
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に
分
か
れ
る
。「
の
み
」「
さ
へ
」
が
対
象
と
す
る
当
該
事
態
は
存
在

し
て
お
り
、
例
え
ば
（3）
の
《
光
を
添
ふ
る
》
こ
と
も
、
（4）
の
《
簾
を

上
ぐ
る
》
こ
と
も
現
に
あ
る
。
二
つ
の
違
い
は
、「
の
み
」
が
当
該

事
態
が
一
つ
だ
け
あ
る
の
に
対
し
、「
さ
へ
」
は
別
事
態
に
加
え
て

当
該
事
態
が
あ
る
（
詳
細
は
後
述
）
と
こ
ろ
に
あ
り
、
右
に
述
べ
た

単
複
の
点
で
対
立
す
る
。

　
「
だ
に
」「
す
ら
」
が
対
象
と
す
る
事
態
は
、
成
立
の
蓋
然
性
が
問

題
に
な
る
。
（6）
ａ
と
（7）
ａ
の
《
下
衆
心
地
よ
げ
に
う
ち
笑
ふ
》
こ
と
、

《
君
ま
こ
と
の
道
に
入
る
》
こ
と
は
存
在
し
て
い
る
が
、「
だ
に
」「
す

ら
」
の
眼
目
は
そ
の
存
在
性
に
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
事
態
が
成
立
す

る
蓋
然
性
の
低
さ

0

0

（
起
こ
り
に
く
さ
）
に
あ
る
。
ま
た
、
（6）
ｂ
と
（7）

ｂ
の
《
そ
の
人
と
家
の
内
の
人
に
知
ら
す
る
》
こ
と
、《
聖
な
ど
前

の
世
の
こ
と
夢
に
見
る
》
こ
と
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
そ

の
非
存
在
性
で
は
な
く
、
こ
の
場
合
は
成
立
の
蓋
然
性
の
高
さ

0

0

（
起

こ
り
や
す
さ
）
に
眼
目
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
だ
に
」「
す
ら
」
の
文

は
、
当
該
事
態
が
成
立
の
蓋
然
性
低
に
反
し
て
成
立
す
る
こ
と
、
あ

る
い
は
蓋
然
性
高
に
反
し
て
成
立
し
な
い
こ
と
を
表
す
（
岡
崎

（
一
九
九
六
：
第
八
章
））。

　

前
掲
表
で
は
第
二
種
の
成
立
性
の
欄
に
だ
け
「
だ
に
」
と
「
す
ら
」

の
二
つ
が
入
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
は
文
体
的
な

使
い
分
け
が
あ
り
、
和
文
で
は
「
だ
に
」、
漢
文
訓
読
文
で
は
「
す
ら
」

が
主
に
使
わ
れ
る
（
築
島
（
一
九
六
三
））

―
一
部
の
男
性
歌
人

の
例
外
は
あ
る
が
、
和
歌
・
和
文
で
「
す
ら
」
が
使
わ
れ
る
の
は
稀

で
、
だ
か
ら
（7）
の
例
は
珍
し
い
。
と
も
に
内
容
が
仏
教
に
関
わ
る
の

で
、
こ
の
こ
と
が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い

―
。

　

上
代
の
『
万
葉
集
』
で
は
「
だ
に
」
も
「
す
ら
」
も
使
わ
れ
て
お

り
、「
だ
に
」
が
蓋
然
性
高
（
と
そ
の
不
成
立
）、「
す
ら
」
が
蓋
然

性
低
（
と
そ
の
成
立
）
を
表
し
、
意
味
の
上
で
相
補
的
に
使
い
分
け

ら
れ
て
い
た
（
岡
崎
（
前
掲
））。
そ
れ
が
中
古
に
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
意
味
が
拡
大
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
で
蓋
然
性
高
の
場
合
に
も

蓋
然
性
低
の
場
合
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
意
味
上
の
相
補
関

係
か
ら
文
体
上
の
対
立
関
係
へ
変
わ
っ
た
。

　

上
代
の
「
だ
に
」「
す
ら
」
の
文
を
形
式
化
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
な
り（

１
）、
中
古
で
も
（6）
ｂ
「
家
の
内
の
人
に
だ
に
知
ら
せ
ず
」
と
（7）

ａ
「
君
す
ら
も
ま
こ
と
の
道
に
入
り
ぬ
な
り
」が
こ
の
形
式
で
あ
る
。

も
と
も
と
の
意
味
と
形
式
を
保
っ
た
姿
と
言
え
る
。

　

（9）
ａ　

だ
に
（
蓋
然
性
高
）

―
否
定

　
　

ｂ　

す
ら
（
蓋
然
性
低
）

―
肯
定
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し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
蓋
然
性
髙
と
蓋
然
性
低
は
二
つ
の
形
式

で
表
し
分
け
な
く
て
も
、蓋
然
性
極
を
示
す
一
つ
の
形
式
が
あ
れ
ば
、

述
語
と
の
照
応
で
、
高
側
の
極
か
低
側
の
極
か
が
解
釈
で
き
る
。
要

す
る
に
、
次
の
よ
う
に
一
つ
の
形
式
Ｘ
が
あ
れ
ば
足
り
る
。

　

（10）
ａ　

Ｘ
（
蓋
然
性
極
）

―
否
定　

…
蓋
然
性
髙
に
解
釈

　
　

ｂ　

Ｘ
（
蓋
然
性
極
）

―
肯
定　

…
蓋
然
性
低
に
解
釈

　

中
古
に
な
っ
て
、
こ
の
Ｘ
を
和
文
で
は
「
だ
に
」
が
、
漢
文
訓
読

文
で
は
「
す
ら
」
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
代
の

「
だ
に
」
に
な
か
っ
た
（10）
ｂ
に
は
（6）
ａ
「
下
衆
だ
に
心
地
よ
げ
に
う

ち
笑
ふ
」
が
、
上
代
の
「
す
ら
」
に
な
か
っ
た
（10）
ａ
に
は
（7）
ｂ
「
聖

な
ど
す
ら
、前
の
世
の
こ
と
夢
に
見
る
は
い
と
難
か
な
る（

≒

見
ず
）」

が
当
た
り
、
述
語
と
照
応
し
て
支
障
な
く
解
釈
で
き
る
。
こ
う
し
て

中
古
の
「
だ
に
」
と
「
す
ら
」
は
ほ
ぼ
同
義
に
な
っ
た
の
で
、
前
掲

表
で
は
二
つ
を
同
じ
場
所
に
配
し
た）

2
（

。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
体
系
を
な
す
副
助
詞
同
士
が
相
互
承
接
す
る

場
合
を
見
る
と
、
全
体
的
に
例
は
多
く
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
第
一

種
の
「
ば
か
り
」
と
第
二
種
の
「
の
み
」「
だ
に
」
が
こ
の
順
で
承

接
し
た
例
が
複
数
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。

　

（11）　

賤
し
き
東
国
声
し
た
る
者
ど
も
ば
か
り
の
み
出
で
入
り
、

 

〈
源
氏
物
語
・
東
屋
、
⑥
八
三
頁
〉

　

（12）　

 

明
け
ば
ま
づ　

た
づ
ね
に
行
か
む　

山
桜　

こ
れ
ば
か
り
だ

に　

人
に
遅
れ
じ 

〈
後
拾
遺
和
歌
集
・
巻
1
・
八
三
番
〉

　

逆
の
「
第
二
種
＋
第
一
種
」
の
順
で
承
接
し
た
例
は
な
い
。
第
一

種
が
名
詞
句
の
表
す
事
物
を
対
象
と
し
、
第
二
種
が
述
語
句
ま
で
及

ぶ
事
態
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
第
一
種
＋
第
二
種
」

と
い
う
順
番
に
は
理
由
が
あ
る
。
例
え
ば
、
（12）
は
次
の
よ
う
な
構
造

な
の
で
、
こ
の
順
で
相
互
承
接
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

　

（13）　
［［
こ
れ
第
一
種
ば
か
り
］
第
二
種
だ
に
人
に
遅
れ
］
じ

　

こ
の
よ
う
に
、
相
互
承
接
は
意
味
と
関
わ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

こ
と
を
敷
衍
す
る
と
、
第
一
種
の
「
ば
か
り
」
と
「
ま
で
」
が
承
接

し
た
り
、
第
二
種
の
「
の
み
」
と
「
さ
へ
」「
だ
に
」「
す
ら
」
が
承

接
し
た
り
す
る
例
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
も
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ

う）
3
（

。
す
な
わ
ち
、
同
じ
事
物
や
事
態
に
対
し
て
単
数
的
か
つ
複
数
的

と
捉
え
る
の
は
、
意
味
が
衝
突
す
る
の
で
、
単
複
で
対
立
す
る
副
助

詞
同
士
は
相
互
承
接
し
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
複
数
的
な
第
二
種
の
「
さ
へ
」「
だ
に
」「
す
ら
」
相

互
間
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
本
稿
冒
頭
の

「
か
も
め
さ
へ
だ
に
」
の
例
で
あ
る
。
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第
二
節
　
か
も
め
さ
へ
だ
に

　
「
か
も
め
さ
へ
だ
に
」
を
考
察
す
る
前
に
、『
土
左
日
記
』
の
「
さ

へ
」
と
「
だ
に
」
の
用
法
を
確
認
し
て
お
く
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、

特
殊
な
点
は
な
く
、
一
般
的
な
用
法
と
変
わ
ら
な
い
。

　

ま
ず
、「
さ
へ
」
の
意
味
は
一
般
に
〈
添
加
〉
や
〈
累
加
〉
と
言

わ
れ
る
が
、
そ
の
内
実
を
詳
し
く
述
べ
る
と
、
時
間
的
・
価
値
的
に

自
存
す
る
主
要
な
事
態
に
、
そ
れ
と
同
領
域
の
、
付
随
的
に
存
在
す

る
副
次
的
な
当
該
事
態
を
付
け
加
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
小
柳

（
二
〇
二
三
））。
次
例
は
、
移
動
す
る
船
か
ら
見
る
と
、
遠
方
の
山

が
ま
る
で
移
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
で
、「
さ

へ
」
は
、
自
存
し
た
移
動
で
あ
る
《
船
漕
ぎ
て
行
く
》
こ
と
に
、
そ

れ
に
伴
っ
て
生
じ
た
錯
覚
の
移
動
で
あ
る
《
山
行
く
》
こ
と
を
付
け

加
え
て
い
る
。

　

（14）　

 

漕
ぎ
て
行
く　

船
に
て
見
れ
ば　

あ
し
ひ
き
の　

山
さ
へ
行

く
を　

松
は
知
ら
ず
や 

〈
一
月
二
十
二
日
、
三
七
頁
〉

　

次
に
、「
だ
に
」
の
意
味
は
前
節
で
詳
述
し
た
通
り
で
、『
土
左
日

記
』
に
も
（10）
ａ
・
ｂ
の
両
方
に
当
た
る
「
だ
に
」
の
例
が
あ
る
。
次

の
用
例
（15）
は
、
普
通
は
あ
り
そ
う
な
《
一
文
字
を
知
る
》
こ
と
が
な

い
こ
と
（
そ
れ
く
ら
い
無
学
で
あ
る
）
を
表
し
、
用
例

（16）
は
太
陽
と

都
は
ど
ち
ら
が
遠
い
か
、
太
陽
は
頭
上
に
見
え
る
が
都
は
見
え
な
い

の
で
都
の
方
が
遠
い
（「
日
を
望
め
ば
都
遠
し
」）
と
い
う
漢
詩
を
踏

ま
え
、
遠
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
《
日
を
天
雲
近
く
（
＝
頭
上
す
ぐ
そ

こ
に
）
見
る
》
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

（15）　

 

一
文
字
を
だ
に
知
ら
ぬ
者
、
し
が
足
は
十
文
字
に
踏
み
て
ぞ　

遊
ぶ
。 

〈
十
二
月
二
十
四
日
、
一
六
頁
〉

　

（16）　

 「
日
を
望
め
ば
都
遠
し
」
な
ど
い
ふ
な
る
言
の
さ
ま
を
聞
き

て
、
あ
る
女
の
よ
め
る
歌
、

　
　
　
　
　

 

日
を
だ
に
も　

天
雲
近
く　

見
る
も
の
を　

都
へ
と
思

ふ　

道
の
は
る
け
さ 

〈
一
月
二
十
七
日
、
三
九
頁
〉

　

こ
の
「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
が
承
接
し
た
の
が
「
か
も
め
さ
へ
だ

に
」だ
が
、は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
孤
例
で
あ
る
。「
さ
へ
」が「
だ

に
」
の
意
味
に
接
近
し
た
後
代
の
例
な
ら
と
も
か
く
、
使
い
分
け
の

あ
っ
た
時
代
の
例
な
の
で
、
無
視
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
孤
例
で

あ
っ
て
も
実
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
の
承
接

は
普
通
に
あ
っ
た
と
見
な
し
、
孤
例
で
あ
る
の
は
偶
然
で
、
資
料
上

た
ま
た
ま
そ
う
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
も
一
つ
の
判
断
で
あ

る
。
し
か
し
、
孤
例
の
取
り
扱
い
は
単
純
で
は
な
く
、
様
々
な
場
合
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を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
（
小
柳
（
二
〇
一
九
））、
以
下
に
述

べ
る
理
由
で
こ
の
判
断
は
妥
当
で
な
い
と
思
う
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
例
で
「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味

を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。「
か
も
め
さ
へ
だ
に
」
の
和
歌
を
、
状

況
を
説
明
す
る
地
の
文
と
合
わ
せ
て
再
掲
す
る
。

　

（17）　

 「
今
日
、
波
な
立
ち
そ
」
と
、
人
々
ひ
ね
も
す
祈
る
し
る
し

あ
り
て
、
風
波
立
た
ず
。
今
し
、
か
も
め
群
れ
ゐ
て
、
遊
ぶ

と
こ
ろ
あ
り
。
京
の
近
づ
く
喜
び
の
あ
ま
り
に
、
あ
る
童
の

よ
め
る
歌
、

　
　
　
　

 

祈
り
来
る　

風
間
と
思も

ふ
を　

あ
や
な
く
も　

か
も
め
さ

へ
だ
に　

波
と
見
ゆ
ら
む 

〈
二
月
五
日
、
四
六
頁
〉

　

こ
の
歌
は
、
風
が
止
ん
で
凪
い
だ
海
面
に
か
も
め
が
遊
ぶ
姿
を
白

波
に
見
立
て
て
詠
う
。
こ
の
歌
は
ま
た
「
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の

日
に
静
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」（
古
今
和
歌
集
・
巻
２
・
八
四
番
）

と
同
様
の
構
文
で
、《
風
間
と
思
ふ
（
＝
海
が
止
ん
で
い
る
）》
こ
と

と
《
か
も
め
波
と
見
ゆ
る
》
こ
と
の
併
存
を
訝
し
が
っ
て
い
る

―

海
が
静
か
に
凪
い
で
い
る
の
に
、
ど
う
い
う
わ
け
で
か
も
め
が
白
波

の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
か
。

　

普
通
は
「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
は
相
互
承
接
を
し
な
い
の
で
、
ど

ち
ら
か
一
方
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
例
か
ら
「
だ
に
」
が

適
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（18）
と

（19）
の
ａ
は

（17）
と
同
じ
構
文
の
歌
で
、

ｂ
は
そ
れ
に
準
ず
る
歌
で
あ
る
。

　

（18）
ａ　

 

嘆
き
つ
つ　

返
す
衣
の　

露
け
き
に　

い
と
ど
空
さ
へ　

し
ぐ
れ
添
ふ
ら
む 

〈
蜻
蛉
日
記
・
上
巻
、
九
六
頁
〉

　
　

ｂ　

 

み
ま
草
を　

燃
や
す
ば
か
り
の　

春
の
火
に　

夜
殿
さ
へ

な
ど　

残
ら
ざ
る
ら
む

 

〈
枕
草
子
・
二
九
四
段
、
四
四
九
頁
〉

　

（19）
ａ　

 

恋
し
け
く　

日
長
き
も
の
を　

逢
ふ
べ
か
る　

夕
だ
に　

〔
谷
〕
君
が　

来
ま
さ
ざ
る
ら
む

 

〈
万
葉
集
・
巻
10
・
二
〇
三
九
番
〉

　
　

ｂ　

 

宇
多
の
野
は　

耳
な
し
山
か　

呼
子
鳥　

呼
ぶ
声
に
だ
に　

答
へ
ざ
る
ら
む

 

〈
後
撰
和
歌
集
・
巻
14
・
一
〇
三
四
番
〉

　
「
さ
へ
」
の
現
れ
る
（18）
は
、
先
行
す
る
事
態
で
十
分
な
の
に
、
加

え
て
そ
れ
以
上
の
当
該
事
態
が
あ
る
こ
と
を
訝
し
む
歌
意
で
あ
る
。

「
さ
へ
」
が
対
象
と
す
る
当
該
事
態
は
、
先
行
事
態
と
同
領
域
で
、

か
つ
そ
の
程
度
を
上
回
る
。
（18）
ａ
で
は
《
返
す
衣
の
露
け
き
》
こ
と

に
、
そ
れ
以
上
の
《
空
し
ぐ
る
る
》
こ
と
が
付
け
加
わ
り
、
ｂ
で
は
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《
春
の
火
み
ま
草
を
燃
や
す
》
こ
と
に
《
夜
殿
残
ら
ぬ
（
＝
燃
や
し

尽
く
す
）》
こ
と
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。

　

一
方
、「
だ
に
」
の
現
れ
る

（19）
は
、
先
行
す
る
事
態
か
ら
予
想
さ

れ
る
事
態
の
反
対
、
起
こ
る
は
ず
の
な
い
当
該
事
態
が
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
を
訝
し
む
歌
意
で
あ
る
。

（19）
ａ
は
《
恋
し
け
く
日
長
き
》
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、《
逢
ふ
べ
か
る
夕
君
来
ま
す
》
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
の
に
《
逢
ふ
べ
か
る
夕
君
来
ま
さ
ぬ
》
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。

ｂ
は
《
宇
多
の
野
は
耳
な
し
山
な
ら
ぬ
（
＝
聞
こ
え
な
い
は
ず
が
な

い
）》
の
だ
か
ら
、
宇
多
の
野
に
い
る
あ
な
た
へ
送
っ
た
消
息
の
返

事
が
当
然
あ
る
は
ず
な
の
に
《
呼
ぶ
声
に
答
へ
ぬ
（
＝
私
の
声
に
答

え
な
い
）》
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　

問
題
の
「
か
も
め
さ
へ
だ
に
」
の
歌
は
《
風
間
と
思
ふ
》
状
況
で
、

波
が
立
つ
は
ず
が
な
い
の
に
《
か
も
め
波
と
見
ゆ
る
》
こ
と
を
訝
し

む
歌
意
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
（19）
と
同
じ
で
、
よ
っ
て
「
か
も
め
だ

に
」
と
あ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。《
風
間
と
思
ふ
》
と
《
か
も
め
波

と
見
ゆ
る
》
は
同
領
域
で
は
な
い
か
ら
、
（18）
と
異
な
っ
て
お
り
、「
さ

へ
」
は
適
当
で
は
な
い
。「
さ
へ
」
は
余
分
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
興
味
深
い
の
は
「
さ
へ
」
が
あ
っ
て
も
「
だ
に
」
の
意

味
と
衝
突
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
さ
へ
」
が
関
係
づ
け
る
主
要
な

先
行
事
態
と
副
次
的
な
当
該
事
態
で
は
、
自
存
す
る
前
者
に
後
者
が

付
随
す
る
の
で
、相
対
的
に
後
者
の
方
が
成
立
す
る
蓋
然
性
が
低
く
、

「
だ
に
」
の
意
味
と
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
さ
へ
」
の

本
来
の
意
味
は
活
か
さ
れ
ず
、
た
だ
余
剰
で
あ
る
。

　

前
節
で
、
同
じ
事
態
を
単
数
的
な
「
の
み
」
で
捉
え
、
同
時
に
複

数
的
な
「
さ
へ
」「
だ
に
」「
す
ら
」
で
捉
え
る
の
は
意
味
が
衝
突
す

る
の
で
、「
の
み
」
と
「
さ
へ
」「
だ
に
」「
す
ら
」
は
相
互
承
接
し

な
い
こ
と
を
述
べ
た
。「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
の
承
接
で
は
意
味
の

余
剰
は
生
じ
る
が
、
衝
突
は
生
じ
な
い
。
機
能
語
使
用
の
観
点
か
ら

考
え
て
意
味
の
衝
突
は
避
け
る
が
、
意
味
の
余
剰
は
あ
り
う
る
。
け

れ
ど
だ
が
し
か
し
不
経
済
で
、
時
に
事
々
し
く
さ
え
あ
る
の
で
、
そ

れ
を
頻
繁
に
行
う
の
は
や
は
り
通
常
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
の
相
互
承
接
は
非
通
常
的
で
あ
り
、「
か

も
め
さ
へ
だ
に
」
の
例
を
も
っ
て
「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
の
承
接
が

普
通
に
あ
っ
た
と
す
る
判
断
は
妥
当
で
な
い
。

　
「
さ
へ
だ
に
」
が
非
通
常
的
な
表
現
だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
そ
れ
を

わ
ざ
わ
ざ
行
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
か
も
め
さ
へ
だ
に
」
の

歌
が「
あ
る
童
の
よ
め
る
歌
」だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。長
沼（
二
〇
二
〇
）

は
『
土
左
日
記
』
の
童
の
詠
歌
六
首
（
一
月
七
日
、
十
一
日
、
十
五
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日
、
二
十
二
日
、
二
十
六
日
、
二
月
五
日
）
す
べ
て
に
「
未
熟
な
和

歌
表
現
が
あ
っ
た
り
、
無
知
に
起
因
す
る
和
歌
表
現
が
あ
っ
た
り
す

る
」（
三
九
頁
）
と
述
べ
、
こ
の
歌
の
「
さ
へ
だ
に
」
を
そ
う
し
た

表
現
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
て
い
る）

4
（

。

　

現
在
の
『
土
左
日
記
』
研
究
で
は
こ
の
作
品
を
実
録
で
は
な
く
、

文
学
的
な
虚

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

構
と
す
る
の
が
標
準
的
で
あ
り
、
こ
の
詠
歌
も
実
際
に

は
童
の
も
の
で
は
な
く
、
作
者
貫
之
の
作
で
あ
ろ
う
。「
か
も
め
さ

へ
だ
に
」
は
、
童
ら
し
さ
を
演
出
す
る
た
め
に
こ
の
歌
に
限
っ
て
試

み
ら
れ
た
表
現
で
、
だ
か
ら
必
然
的
に
孤
例
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る）
5
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
当
該
歌
に
は
童
ら
し
く
な
い
特
徴
も
あ
る
。
二
つ

の
事
態
の
併
存
を
訝
る
「
ら
む
」
の
構
文
が
そ
れ
で
、
和
歌
独
特
の

こ
の
構
文
は
、
勅
撰
和
歌
集
で
は
三
代
集
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
。

仁
科
（
二
〇
二
〇
）
は
、
そ
の
時
代
の
文
芸
で
流
行
し
た
特
別
な
構

文
と
考
察
し
て
お
り
、『
土
左
日
記
』
は
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
も
の

で
あ
る
。流
行
の
和
歌
の
構
文
に
通
じ
て
い
る
の
は
、童
で
は
な
く
、

そ
の
時
代
の
代
表
的
な
歌
人
で
あ
る
貫
之
だ
ろ
う
。
や
は
り
当
該
歌

は
貫
之
の
作
で
あ
り
、「
か
も
め
さ
へ
だ
に
」
は
文
学
的
な
技
巧
と

見
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
節
　『
土
左
日
記
』
の
童
の
詠
歌

　
『
土
左
日
記
』
に
は
文
法
の
観
点
か
ら
見
て
、
童
ら
し
さ
の
演
出

と
思
わ
れ
る
例
が
他
に
も
あ
る
。
一
月
十
一
日
の
条
で
あ
る
。

　

（20）　

 

今
し
、
羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
来
ぬ
。
若
き
童
、
こ
の
と
こ

ろ
の
名
を
聞
き
て
、「
羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
鳥
の
羽
の

や
う
に
や
あ
る
」と
言
ふ
。ま
だ
幼
き
童
の
言
な
れ
ば
、人
々

笑
ふ
と
き
に
、
あ
り
け
る
女

を
む
な

童わ
ら
はな

む
、
こ
の
歌
を
詠
め
る
。

　
　
　
　

 

ま
こ
と
に
て　

名
に
聞
く
と
こ
ろ　

羽
根
な
ら
ば　

飛
ぶ

が
ご
と
く
に　

都
へ
も
が
な

　
　
　

 

と
ぞ
言
へ
る
。
男
も
女
も
「
い
か
で
と
く
京
へ
も
が
な
」
と

思
ふ
心
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、「
げ
に
」

と
思
ひ
て
、
人
々
忘
れ
ず
。 

〈
一
月
十
一
日
、
二
八
頁
〉

　

こ
の
歌
は
通
説
で
は
「
あ
り
け
る
女
童
」
の
詠
歌
と
さ
れ
る
が
、

反
対
意
見
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
。
加
藤

（
一
九
九
八
：
第
六
章
）
は
次
の
三
点
を
挙
げ
て
疑
義
を
呈
し
た
。

　

① 
通
説
は
「
あ
り
け
る
」
を
「
あ
り
し
」
と
同
義
で
「
前
に
出
て

き
た
、
例
の
」
と
解
し
、「
あ
り
け
る
女
童
」
を
こ
れ
以
前
の

一
月
七
日
に
登
場
し
た
「
あ
る
人
の
童
」
と
同
一
と
す
る
が
、
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「
あ
り
け
る
」
に
そ
の
よ
う
な
意
味
は
な
い
。「
け
る
」
は
「
気

づ
き
」
で
「
気
が
つ
い
た
ら
（
そ
の
時
そ
の
場
に
）
居
合
わ
せ

た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

② 

通
説
は
「
を
む
な
わ
ら
は
」
を
「
め
の
わ
ら
は
」
の
同
義
語
と

す
る
が
、「
を
む
な
わ
ら
は
」
と
い
う
語
の
実
在
は
疑
わ
し
い
。

　

③ 

こ
の
詠
歌
の
評
言
に
「
こ
の
歌
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
」
と
あ

る
が
、
こ
れ
は
他
の
童
の
詠
歌
と
違
っ
て
厳
し
い
。

　

そ
し
て
、「
わ
ら
は
」
の
下
に
「
て
」
の
脱
を
想
定
し
て
「
あ
り

け
る
女を

む
な、
笑わ
ら

は
で
な
む
、
こ
の
歌
を
よ
め
る
」
と
修
正
し
、「（
気
が

つ
く
と
そ
こ
に
）
居
合
わ
せ
た
女
性
が
、
笑
わ
な
い
で
、
こ
の
和
歌

を
詠
ん
だ
の
だ
」（
一
五
四
頁
）
と
解
す
る
修
正
案
を
提
出
し
た
。

検
討
し
よ
う
。

　

①
に
つ
い
て
、「
あ
り
け
る
」
が
「
あ
り
し
」
と
同
義
で
な
い
の

は
そ
の
通
り
だ
と
思
う）

6
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
女
童
」
が
前
出
の
「
あ

る
人
の
童
」
と
同
一
か
否
か
と
い
う
問
題
に
は
関
わ
る
が
、「
ま
こ

と
に
て
」の
歌
が
童
の
詠
歌
か
否
か
と
い
う
問
題
に
は
関
わ
ら
な
い
。

「
女
童
」
が
「
あ
る
人
の
童
」
と
は
別
と
い
う
だ
け
で
、「
ま
こ
と
に

て
」
の
歌
は
そ
の
「
女
童
」
の
詠
歌
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
問
題
に
直
接
関
わ
る
の
は
②
で
あ
る
。

　

②
つ
い
て
、
確
か
に
「
を
む
な
わ
ら
は
」
と
い
う
語
は
他
に
用
例

を
見
な
い
。『
土
左
日
記
』
で
も
「
め
の
わ
ら
は
」（
一
月
十
五
日
、

二
十
六
日
）
で
あ
る
。
当
該
箇
所
の
「
を
む
な
わ
ら
は
」
が
誤
り
で

あ
る
な
ら
、
必
然
的
に
「
ま
こ
と
に
て
」
の
歌
は
童
の
詠
歌
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　

（21）　

 

正
月
な
れ
ば
、
京
の
子
の
日
の
こ
と
い
ひ
出
で
て
、「
小
松

も
が
な
」
と
い
へ
ど
、
海
中
な
れ
ば
、
か
た
し
か
し
。
あ
る

女
の
書
き
て
出
だ
せ
る
歌
、

　
　
　
　

 

お
ぼ
つ
か
な　

今
日
は
子
の
日
か　

海あ

ま女
な
ら
ば　

海う
み

松ま
つ

を
だ
に　

引
か
ま
し
も
の
を

 

〈
一
月
二
十
九
日
、
四
〇
頁
〉

　

こ
の
「
う
み
ま
つ
」
も
他
に
例
を
見
な
い
が
、
こ
れ
は
和
語
で
「
美

留
」（
天
治
本
新
撰
字
鏡
・
巻
第
十
二
）、「
和
名
美
流
」（
元
和
本
和

名
類
聚
抄
・
巻
十
七
）
と
言
わ
れ
る
海
藻
を
指
す
漢
語
「
海
松
」
を

訓
読
し
た
造
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
）。

こ
の
語
が
こ
こ
で
使
わ
れ
る
の
は
、
子
の
日
の
小
松
引
き
と
の
関
連

で
「
松ま

つ

」
と
い
う
語
を
持
ち
出
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

同
様
に
「
を
む
な
わ
ら
は
」
も
造
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（20）
は

こ
の
後
に
「
こ
の
、
羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
問
ふ
童
の
つ
い
で
に
ぞ
、
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ま
た
、
昔
へ
人
を
思
ひ
出
で
て
、
い
づ
れ
の
時
に
か
忘
る
る
、
今
日

は
ま
し
て
、
母
の
悲
し
が
ら
る
る
こ
と
は
。」（
二
八
頁
）
と
、
亡
児

を
追
懐
す
る
場
面
が
続
き
、
東
原
（
二
〇
一
五
：
一
二
六
頁
）
は
「
を

む
な
わ
ら
は
」
を
、『
土
左
日
記
』
で
亡
児
を
指
す
「
を
む
な
ご
（
女

子
）」
に
関
連
づ
け
て
い
る
。
確
か
に
『
土
左
日
記
』
の
亡
児
は
「
を

む
な
ご
」（
十
二
月
二
十
七
日
、二
月
四
日
、十
六
日
）で
あ
っ
て「
め

の
こ
」
で
は
な
い
。
対
照
的
に
、
他
の
女
児
は
当
該
箇
所
以
外
「
め

の
わ
ら
は
」
で
あ
る
。

亡
児

を
む
な
ご

他
の
女
児

め
の
わ
ら
は

　

こ
の
よ
う
な
一
種
の
相
補
関
係
の
中
で
、「
を
む
な
ご
」
を
連
想

さ
せ
る
た
め
に
「
を
む
な
」
を
含
む
「
を
む
な
わ
ら
は
」
を
造
語
し

た
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
語
の
存
在
意
義
が
理
解
で
き
る
。

　

③
に
つ
い
て
、
他
の
童
の
詠
歌
に
つ
い
て
の
評
言
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
一
月
二
十
六
日
と
二
月
五
日
の
歌
に
は
評
言
が
な
い
。

　

（22）
ａ　

 

か
く
は
言
ふ
も
の
か
。
う
つ
く
し
け
れ
ば
に
や
あ
ら
む
、

い
と
思
は
ず
な
り
。 

〈
一
月
七
日
、
二
四
頁
〉

　
　

ｂ　

い
ふ
か
ひ
な
き
者
の
言
へ
る
に
は
、
い
と
似
つ
か
は
し
。

 

〈
一
月
十
五
日
、
三
〇
頁
〉

　
　
ｃ　

幼
き
童
の
言
に
て
は
、
似
つ
か
は
し
。

 

〈
一
月
二
十
二
日
、
三
七
頁
〉

　

こ
れ
ら
は
手
放
し
の
高
評
価
で
は
な
く
、
童
の
詠
ん
だ
歌
と
し
て

は
よ
い
、
あ
る
い
は
童
の
詠
ん
だ
歌
だ
か
ら
よ
い
と
い
う
評
価
で
あ

る
。（
20
）
の
「
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、「
げ
に
」
と
思
ひ
て
、
人
々

忘
れ
ず
」
と
大
差
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

　

な
お
、
加
藤
の
修
正
案
「
あ
り
け
る
女
、
笑
は
で
な
む
、
こ
の
歌

を
よ
め
る
」
は
「
な
む
」
が
「
笑
は
で
」
の
後
に
あ
る
が
、
笑
う
人
々

の
中
で
笑
わ
な
い
「
あ
り
け
る
女
」
に
注
目
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、

次
例
の
よ
う
に
「
人
々
笑
ふ
と
き
に
、
あ
り
け
る
女
な
む
、
笑
は
で

こ
の
歌
を
よ
め
る
」
と
あ
る
方
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

（23）　

 

か
れ
こ
れ
、
知
る
知
ら
ぬ
、
送
り
す
。
年
ご
ろ
よ
く
く
ら
べ

つ
る
人
々
な
む
、
別
れ
が
た
く
思
ひ
て
、
日
し
き
り
に
と
か

く
し
つ
つ
、 

〈
十
二
月
二
十
一
日
、
一
五
頁
〉

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
ま
こ
と
に
て
」
の
歌
は
通
説
の
通
り
「
あ

り
け
る
女
童
」
の
詠
歌
と
見
て
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
歌
に
見
ら
れ
る
童
ら
し
さ
の
演
出
は
何
か
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と
言
う
と
、「
都
へ
も
が
な
」
で
あ
る
。
格
助
詞
「
へ
」
に
終
助
詞
「
も

が
」
が
後
接
し
た
例
は
、
こ
の
「
都
へ
も
が
な
」
と
直
後
の
「
京
へ

も
が
な
」
し
か
見
ら
れ
な
い
。「
も
が
」
は
〈（
事
物
・
事
態
の
）
存

在
の
希
求
〉
を
表
し
、
前
接
語
は
存
在
詞
「
有
り
」
の
前
に
来
る
も

の
で
あ
る）

7
（

（
仁
科
（
二
〇
一
八
）
小
柳
（
二
〇
二
一
））。
例
え
ば
、

（24）
ａ
は
名
詞
、
ｂ
は
形
容
詞
連
用
形
、
ｃ
は
コ
ピ
ュ
ラ
「
な
り
」
の

連
用
形
で
、
す
べ
て
「
有
り
」
の
前
に
来
る
も
の
で
あ
る
。

　

（24）
ａ　

 

雲
も
み
な　

波
と
ぞ
見
ゆ
る　

海
女
も
が
な　

い
づ
れ
か

海
と　

問
ひ
て
知
る
べ
く

 

〈
土
左
日
記
・
一
月
十
三
日
、
二
九
頁
〉

　
　

ｂ　

 

石
走
る　

滝
な
く
も
が
な　

桜
花　

手
折
り
て
も
来
む　

見
ぬ
人
の
た
め 

〈
古
今
和
歌
集
・
巻
１
・
五
四
番
〉

　
　
ｃ　

 

心
が
へ　

す
る
も
の
に
も
が　

片
恋
は　

苦
し
き
も
の
と

人
に
知
ら
せ
む 

〈
同
右
・
巻
11
・
五
四
〇
番
〉

　

と
こ
ろ
が
、「
都
へ
も
が
な
」
の
「
都
へ
」
は
移
動
の
方
向
を
表

す
の
で
、「
有
り
」
の
前
に
来
る
も
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
非
文

か
そ
れ
に
近
い
片
言
の
表
現
で
、
こ
こ
に
童
ら
し
さ
の
演
出
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
歌
を
受
け
て
「
男
も
女
も
「
い
か
で
と
く
京

へ
も
が
な
」
と
思
ふ
心
あ
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
童
の
片
言
を
面
白

が
る
大
人
の
様
子
を
描
く
も
の
だ
ろ
う
。

第
四
節
　
四
方
の
獣
す
ら
だ
に
も

　

時
代
は
下
る
が
、
有
名
な
和
歌
の
中
に
第
二
種
副
助
詞
「
す
ら
」

と
「
だ
に
」
の
相
互
承
接
例
が
あ
る
の
で
、
最
後
に
そ
れ
に
触
れ
た

い
。『
金
槐
和
歌
集
』
の
次
の
歌
で
あ
る
。

　

（25）　
　
　

慈
悲
の
心
を

　
　
　

 

も
の
言
は
ぬ　

四
方
の
獣　

す
ら
だ
に
も　

あ
は
れ
な
る
か

な
や　

親
の
子
を
思
ふ 

〈
六
〇
七
番
〉

　

こ
の
「
す
ら
だ
に
」
も
ま
た
孤
例
で
あ
る
。
第
二
節
で
述
べ
た
よ

う
に
「
す
ら
」
と
「
だ
に
」
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
な
の
で
、
ど
ち
ら
か

一
方
で
事
足
り
、「
二
語
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
調
し

よ
う
と
し
て
い
る
」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
・
頭
注
）
が
、
明
ら
か

に
意
味
の
余
剰
で
あ
る
。
こ
の
例
を
も
っ
て
「
す
ら
」
と
「
だ
に
」

を
重
ね
る
表
現
が
普
通
に
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や

は
り
文
学
的
な
技
巧
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
和
歌
で
は
一
般
に
「
だ
に
」
を
使
う
の
で
、「
す
ら
」

と
「
だ
に
」
の
相
互
承
接
は
起
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。『
金
槐
和

歌
集
』
で
も
「
だ
に
」
は
こ
の
「
す
ら
だ
に
」
を
含
め
て
一
六
例
あ
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る
が
、「
す
ら
」
は
こ
の
例
以
外
に
な
い
。
次
例
は
当
該
歌
と
発
想

の
似
た
歌
だ
が
、「
だ
に
」
だ
け
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

（26）　

 

も
の
思
は
ぬ　

野
辺
の
草
木
の　

葉
に
だ
に
も　

秋
の
夕
べ

は　

露
ぞ
置
き
け
る 

〈
四
〇
八
番
〉

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
四
方
の
獣
す
ら
だ
に
も
」
は
「
す
ら
」
と
「
だ

に
」
が
対
等
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
基
本
と
し
て
「
だ
に
」
を
使
う

と
こ
ろ
に
「
す
ら
」
が
入
り
込
ん
で
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
こ
か

ら
来
た
か
と
言
え
ば
、
次
の
『
万
葉
集
』
の
歌
で
あ
ろ
う
。
諸
注
釈

書
は
、
実
朝
が
よ
く
『
万
葉
集
』
を
研
究
し
、
次
の
歌
を
本
歌
と
し

て
当
該
歌
を
詠
ん
だ
と
解
説
し
て
い
る
。

　

（27）　

 

言
問
は
ぬ　

木
す
ら
〔
尚
〕
妹
と
兄
と　

あ
り
と
い
ふ
を　

た
だ
独
り
子
に　

あ
る
が
苦
し
さ

 

〈
万
葉
集
・
巻
６
・
一
〇
〇
七
番
〉

　
「
す
ら
」
は
こ
の
本
歌
か
ら
来
た
の
だ
と
思
う
が
、
合
わ
せ
て
考

え
た
い
こ
と
が
あ
る
。
当
該
歌
の
第
四
句
に
「
あ
は
れ
な
る
か
な
や
」

と
い
う
字
余
り
の
句
が
あ
り
、
こ
の
「
か
な
」
と
「
や
」
の
相
互
承

接
は
、漢
文
訓
読
文
で
多
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る（
築
島（
一
九
六
三
：

七
三
八
頁
））。
例
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
で
「
か
な
や
」
を
表
記
し

た
確
例
が
五
例
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
仏
法
部

の
巻
に
限
り
、
本
朝
世
俗
部
に
は
な
い
。

　

（28）
ａ　

 

地
獄
ニ
堕
テ
久
ク
苦
ヲ
受
ベ
シ
。
悲
カ
ナ
ヤ

 

〈
巻
３
・
二
〇
、一
・
二
三
七
頁
〉

　
　

ｂ　

 

一
人
ト
シ
テ
還
ル
事
无
シ
。
悲
キ
カ
ナ
ヤ
、
汝
ト
我
レ
、

乍
生
別
レ
ナ
ム
ト
ス
。 

〈
巻
４
・
二
〇
、一
・
三
〇
二
頁
〉

　
　
ｃ　

 

我
レ
、年
老
テ
心
細
ク
思
ツ
ル
間
、カ
ク
伝
ヘ
奉
ツ
ル
事
、

喜
バ
シ
キ
カ
ナ
ヤ 

〈
巻
11
・
二
八
、三
・
一
一
一
頁
〉

　
　

ｄ　

 

地
蔵
菩
薩
化
身
ニ
値
遇
奉
レ
リ
。
悲
キ
哉
ヤ
、
貴
哉

 

〈
巻
17
・
一
、三
・
五
〇
五
頁
〉

　
　
ｅ　

 

忽
チ
身
ニ
病
ヲ
受
タ
リ
。
音
ヲ
挙
テ
叫
テ
云
、「
熱
キ
カ

ナ
ヤ
」
ト
云
テ
、 

〈
巻
20
・
三
八
、四
・
二
〇
六
頁
〉

　

当
該
歌
で
字
余
り
を
し
て
も
「
か
な
や
」
を
使
っ
た
の
は
、
漢
文

訓
読
文
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。「
す
ら
」
に
も
こ
の

漢
文
訓
読
文
の
要
素
と
い
う
性
質
が
認
め
ら
れ
る
。
似
た
発
想
の
（26）

に
「
す
ら
」
が
な
く
、
当
該
歌
に
「
す
ら
」
が
あ
る
と
い
う
差
も
、

こ
の
点
に
係
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
歌
は
仏
典
に
由
来
す
る
「
慈

悲
の
心
」
と
い
う
題
を
有
す
る
こ
と
も
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
。

　

な
お
、
当
該
歌
の
構
造
は
一
般
に
「［
四
方
の
獣
す
ら
だ
に
も
親

の
子
を
思
ふ
］
あ
は
れ
な
る
か
な
や
」
の
倒
置
と
理
解
さ
れ
て
い
る
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よ
う
だ
が）

8
（

、
従
属
節
の
述
語
句
「
親
の
子
を
思
ふ
」
と
主
節
の
述
語

「
あ
は
れ
な
る
か
な
や
」
で
は
節
レ
ベ
ル
が
異
な
る
の
で
、「
四
方
の

獣
す
ら
だ
に
も
［
あ
は
れ
な
る
か
な
や
］
親
の
子
を
思
ふ
」
と
い
う

挿
入
句
を
含
む
構
造
と
解
す
る
方
が
よ
い
と
思
う
。「
四
方
の
獣
す

ら
も
親
の
子
を
思
ふ
」
と
対
象
の
事
態
を
言
い
終
え
る
前
に
、
対
象

に
対
す
る
感
情
が
「
あ
は
れ
な
る
か
な
や
」
と
吐
露
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
「
か
も
め
さ
へ
だ
に
」
の
「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
の
相
互
承
接
は
、

通
常
で
は
な
い
。
こ
の
相
互
承
接
は
、『
土
左
日
記
』
と
い
う
文
学

作
品
の
中
で
、
童
の
詠
歌
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ら
し
く
見
せ
る
た
め

の
演
出
で
あ
り
、文
学
的
な
技
巧
だ
と
考
え
ら
れ
る
。し
た
が
っ
て
、

こ
の
例
を
も
っ
て
「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
の
承
接
が
普
通
に
あ
っ
た

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

古
典
文
学
作
品
を
資
料
と
し
て
文
法
史
研
究
を
行
う
時
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
そ
の
用
例
が
そ
の
よ
う
に
あ
る
個
別
の
事
情
を
、
文
学

作
品
の
表
現
の
問
題
に
踏
み
込
ん
で
詳
し
く
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
、
全
用
例
を
ひ
と
し
な
み
に
扱
う
平
板

な
文
法
記
述
は
時
に
危
う
い
。
自
戒
を
込
め
て
。

資
料
（
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）

　

 

土
左
日
記
・
古
今
和
歌
集
・
蜻
蛉
日
記
・
う
つ
ほ
物
語
・
枕
草
子
・
源

氏
物
語
・
更
級
日
記
・
栄
花
物
語
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）、
今

昔
物
語
集（
日
本
古
典
文
学
大
系
）、後
撰
和
歌
集
・
後
拾
遺
和
歌
集（
新

日
本
古
典
文
学
大
系
）、
金
槐
和
歌
集
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

注

（
１
） 『
万
葉
集
』
の
「
だ
に
」
と
「
す
ら
」
の
用
例
を
参
考
の
た
め
に
挙

げ
る
。

　
　
　

・ 

夢
に
だ
に
〔
夢
尓
谷
〕　

見
ず
あ
り
し
も
の
を　

お
ほ
ほ
し
く　

宮
出
も
す
る
か　

佐
日
の
隈
廻
を

 

〈
万
葉
集
・
巻
２
・
一
七
五
番
〉

　
　
　

・ 

春
日
す
ら
〔
尚
〕　

田
に
立
ち
疲
る　

君
は
悲
し
も　

若
草
の　

妻
な
き
君
は　

田
に
立
ち
疲
る 

〈
万
葉
集
７
・
一
二
八
五
番
〉

（
２
） 

た
だ
し
、
意
志
・
希
望
・
仮
定
と
照
応
す
る
〈
最
低
限
希
求
〉
の

用
法
は
上
代
以
来
「
だ
に
」
の
も
の
で
、「
す
ら
」
に
は
見
ら
れ
な

い
。『
土
左
日
記
』
か
ら
例
を
挙
げ
る
。
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・ 

忘
れ
貝　

拾
ひ
し
も
せ
じ　

白
玉
を　

恋
ふ
る
を
だ
に
も　

か

た
み
と
思
は
む 

〈
二
月
四
日
、
四
四
頁
〉

（
３
） 

ち
な
み
に
、
次
の
よ
う
に
「
ば
か
り
」
と
「
ま
で
」
が
相
互
承
接

し
た
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
〈
概
数
量
〉
の
「
ば
か
り
」
と
〈
延
長
〉

の
「
ま
で
」
の
承
接
で
あ
る
。（
２
）
の
〈
限
定
〉
の
「
ば
か
り
」

と
（
４
）
の
〈
極
限
〉
の
「
ま
で
」
は
相
互
承
接
し
な
い
。
小
柳

（
二
〇
〇
〇
）
を
参
照
。

　
　
　

・ 

轅
の
上
に
ま
た
さ
し
重
ね
て
、
三
つ
ば
か
り
ま
で
は
少
し
物
も

聞
ゆ
べ
し
。 
〈
枕
草
子
・
三
三
段
、
七
七
頁
〉

（
４
） 

た
だ
し
、「
限
定
を
表
す
「
だ
に
」
と
添
加
を
表
す
「
さ
へ
」
と
を

連
続
さ
せ
る
こ
と
は
、
矛
盾
す
る
表
現
と
な
り
、
和
歌
表
現
以
前

の
段
階
、
国
語
表
現
と
し
て
破
綻
し
た
表
現
と
な
る
」（
三
八
頁
）

と
い
う
説
明
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
ま
た
、
後
藤
（
二
〇
二
三
）
は
、

「
だ
に
」
を
「「
か
も
め
」
と
い
う
軽
い
も
の
を
挙
げ
て
重
い
も
の

を
類
推
さ
せ
る
表
現
」（
七
頁
）
と
し
、
こ
の
歌
で
は
「
だ
に
」
は

不
要
で
、「
さ
へ
」
の
「「
ま
で
も
」
と
い
う
添
加
の
語
義
」（
同
頁
）

だ
け
が
必
要
と
考
え
、「
さ
へ
だ
に
」
を
「
さ
へ
た
だ
」
の
誤
写
と

し
た
。
し
か
し
、「
さ
へ
」
と
「
だ
に
」
の
意
味
は
本
稿
の
よ
う
に

捉
え
る
の
が
適
切
で
、
必
要
な
の
は
む
し
ろ
「
だ
に
」
で
あ
る
。

誤
写
を
想
定
す
る
理
由
は
な
い
と
思
う
。

（
５
） 

こ
の
よ
う
な
孤
例
を
小
柳
（
二
〇
一
九
）
で
は
「
臨
時
形
の
孤
例
」

と
呼
ん
だ
。

（
６
） 

た
だ
し
、「
け
り
」
を
い
わ
ゆ
る
「
気
づ
き
」
の
意
と
す
る
の
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。『
土
左
日
記
』
の
地
の
文
の
「
け
り
」
に
次
の
例
が

あ
る
。

　
　
　

・ 

こ
の
歌
ど
も
を
、
す
こ
よ
ろ
し
、
と
聞
き
て
、
船
の
長
し
け
る

翁
、
月
日
ご
ろ
の
苦
し
き
心
や
り
を
よ
め
る
、

 

〈
一
月
十
八
日
、
三
二
頁
〉

　
　

 

そ
の
翁
が
船
の
長
を
し
て
い
る
こ
と
に
、
同
船
者
の
語
り
手
が
こ

の
場
面
で
気
づ
く
の
は
不
自
然
な
の
で
、
こ
の
「
け
り
」
は
「
気

づ
き
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
加
藤
（
一
九
九
八
：
第
五
章
、

一
三
五
頁
）
は
「
伝
聞
過
去
」
の
例
と
し
て
い
る
。
日
記
の
地
の

文
の
「
け
り
」
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、

「
あ
り
け
る
女
童
」
は
「
船
の
長
し
け
る
翁
」
と
同
列
に
扱
う
の
が

よ
い
と
思
う
。

（
７
） 

格
助
詞
「
を
」
に
後
接
し
た
例
と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
次
の

例
が
知
ら
れ
る
（
小
田
（
二
〇
一
五
：
二
四
一
頁
））。

　
　
　

・ 

こ
こ
に
こ
そ
、
今
宵
の
物
に
は
、
不
死
薬
を
も
が
な
と
思
へ
。

 

〈
う
つ
ほ
物
語
・
楼
の
上
下
、
③
六
一
九
頁
〉

　
　

 

し
か
し
、
こ
れ
は
底
本
（
前
田
家
本
）
の
「
て
も
か
な
」
を
本
文
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校
訂
者
が
意
改
し
た
も
の
で
あ
る
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「
校

訂
付
記
」）。
よ
っ
て
、
確
例
で
は
な
い
。『
栄
花
物
語
』
の
次
の
例

は
底
本
（
梅
沢
本
）
の
通
り
で
、
確
例
と
し
て
よ
い
か
と
思
う
。

　
　
　

・ 

か
の
花
山
院
の
四
の
御
方
は
、
…
…
、
殿
聞
し
め
し
て
、「
か

れ
を
も
が
な
」
と
思
し
め
し
け
れ
ど
、

 

〈
栄
花
物
語
・
巻
第
八
、
①
四
三
四
頁
〉

　
　

 

ま
た
、「
を
」
に
直
接
は
し
て
い
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
「
を
」
格

成
分
が
現
れ
る
例
が
あ
る
。

　
　
　

・ 

荒
磯
海
の　

浜
の
真
砂
を　

み
な
も
が
な　

ひ
と
り
寝
る
夜
の　

数
に
取
る
べ
く 

〈
後
拾
遺
和
歌
集
・
巻
14
・
七
九
六
番
〉

　
　

 

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
を
が
な
」
の
例
が

あ
る
（
小
田
（
同
右
：
二
四
二
頁
））。

　
　
　

・ 

好
き
好
き
し
き
下
衆
な
ど
の
、
人
な
ど
に
語
り
つ
べ
か
ら
む
を

が
な 

〈
枕
草
子
・
九
四
段
、
一
八
三
頁
〉

　
　
　

・ 

修
法
は
ま
た
延
べ
て
こ
そ
は
よ
か
ら
め
。験
あ
ら
む
僧
を
が
な
。

 

〈
源
氏
物
語
・
宿
木
、
⑤
四
〇
七
頁
〉

　
　

 

こ
う
し
た
例
か
ら
「
を
」
に
「
も
が
」
が
後
接
す
る
こ
と
は
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
う
す
る
と
、「
有
り
」
の
前
に
来
な
い
語
に
も
「
も

が
」が
後
接
し
た
こ
と
に
な
る
。こ
の
種
の
例
は
上
代
に
な
い
の
で
、

中
古
に
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
諸
例
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
一
貫
し
て
〈
存
在
の
希
求
〉
を
表
し
て
い
る
。「
都
へ
も

が
な
」「
京
へ
も
が
な
」
は
や
は
り
異
例
で
あ
る
。

（
８
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
中
世
和
歌
集
』
は
「
第
四
・
五
句
の
字

余
り
に
よ
る
倒
置
表
現
」
と
明
記
す
る
。
明
記
し
て
い
な
い
注
釈

書
も
「
親
が
そ
の
子
を
い
と
お
し
ん
で
い
る
様
子
に
は
、
ま
こ
と

に
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
る
」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
の
よ
う
に
現

代
語
訳
す
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
は
原
文
を
倒
置
と
解
し
た
上
で

語
順
を
正
し
た
訳
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
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