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色
川
　
大
輔

キ
ー
ワ
ー
ド
：
助
動
詞
「
ら
む
」、『
玉
葉
和
歌
集
』、
二
条
派
、 

 

「
姉
小
路
式
」、
藤
原
為
家

一
、　
は
じ
め
に

　

本
稿
で
取
り
扱
う
資
料
で
あ
る
『
玉
葉
和
歌
集
』
は
、
十
四
番
目

の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
。
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
奏
覧
、
翌
正
和

二
年
完
成
、
伏
見
院
下
命
、
京
極
為
兼
の
独
撰
に
係
る
集
で
あ
る
。

中
世
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
主
流
と
な
っ
た
二
条
派
と
異
な
る
、
京

極
派
に
よ
る
勅
撰
和
歌
集
と
し
て
名
高
い
。
こ
の
『
玉
葉
和
歌
集
』

に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
の
使
用
状
況
を
調
査
し
、
計
量
的
報
告

を
行
い
、
小
考
を
ま
と
め
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。

　

撰
集
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
に
対
す
る
研
究
と
し
て
、
本
稿

の
先
行
研
究
と
な
る
の
は
、
松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他

の
対
応
を
中
心
と
し
て
』（
文
学
社
、
昭
和
一
八
年
二
月
）
で
あ
る
。

松
尾
氏
は
、
所
謂
三
大
歌
集
に
対
す
る
用
例
分
析
を
行
い
、
総
数
に

対
す
る
松
尾
氏
の
言
う
「
疑
問
文
」
の
占
有
率
が
『
万
葉
集
』、『
古

今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
を
追
っ
て
増
加
し
て
い
く

こ
と
を
示
し
、
こ
う
し
た
趨
勢
か
ら
、「
姉
小
路
式
」
系
列
の
歌
学

書
の
記
述
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
と
し
て
、
下
記
の
よ
う
に
説
い
て

い
る
。

　

新
古
今
の
ら
む
の
疑
問
体
は
八
五
％
に
も
達
し
、
遂
に
中
古

の
語
法
家
を
し
て
次
の
如
く
説
か
し
め
る
に
至
つ
た
。

　
　

は
ね
手
に
は
の
事
ら
ん
と
疑
は
ん
に
は
、

　
　
　
　

か　

か
は　

か
も　

な
に　

な
ぞ　

な
ど　

い
つ

『
玉
葉
和
歌
集
』
の
助
動
詞
「
ら
む
」
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い
づ
く　

い
か
に　

い
か
な
る　

い
か
で
か　

い
く

た
び　

た
れ　

い
づ
れ

　
　

 
こ
れ
ら
の
詞
の
い
ら
ず
し
て
は
は
ね
ら
れ
ぬ
に
ぞ
。（
姉

小
路
手
似
葉
伝
）

　
　

 

春
樹
顕
秘
抄　

同
増
抄　

も
同
様
に
説
い
て
居
る
。（
一
六
九

頁
・
一
七
〇
頁
）

　

筆
者
は
松
尾
氏
の
驥
尾
に
付
し
、若
干
の
勅
撰
和
歌
集
、私
撰
集
、

私
家
集
の
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
調
査
し
て
き
た
。
そ
の
結
果

と
し
て
前
掲
の
松
尾
氏
の
論
を
肯
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
色
川
大

輔「『
菊
葉
和
歌
集
』に
お
け
る
助
動
詞「
ら
む
」に
つ
い
て

―
『
新

続
古
今
和
歌
集
』
の
「
ら
む
」
研
究
補
遺
を
兼
ね
て

―
」（「
国
語

研
究
」
八
三
号
、
令
和
二
年
二
月
）
に
お
い
て
、
撰
集
に
お
け
る
分

布
の
特
徴
か
ら
、
松
尾
氏
の
言
う
「
中
古
の
語
法
家
」
は
、
二
条
派

の
系
譜
に
立
つ
人
々
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
私
見
を
示
し
た
。

　

本
稿
は
こ
れ
ま
で
に
供
さ
れ
て
き
て
い
る
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る

助
動
詞
「
ら
む
」
の
用
例
分
布
と
『
玉
葉
和
歌
集
』
に
お
け
る
用
例

分
布
と
の
比
較
か
ら
、
二
条
派
と
京
極
派
と
の
特
徴
と
な
り
う
る
先

行
撰
集
と
の
共
通
点
と
、
宗
と
す
る
撰
集
の
相
違
、
そ
し
て
そ
の
相

違
点
か
ら
、
二
条
派
が
前
掲
松
尾
氏
の
言
う
「
中
古
の
語
法
家
」
と

な
り
え
た
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

　

勅
撰
和
歌
集
の
本
文
は
、「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
編
『
新

編
国
歌
大
観　

第
一
巻　

勅
撰
集
編　

歌
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和

五
八
年
二
月
）
を
使
用
し
た
。

二
、　『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
に
見
え
る
語
法
（
句
法
）
意
識

　
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
撰
述
は
先
述
の
と
お
り
京
極
為
兼
の
独
撰
に

係
る
も
の
で
あ
る
。
京
極
為
兼
は
周
知
の
と
お
り
和
歌
史
上
の
主
流

派
と
な
る
二
条
派
と
一
線
を
画
し
た
歌
風
に
よ
り
京
極
派
と
称
さ
れ

る
も
の
を
起
こ
し
た
人
物
で
あ
る
。そ
の
遺
し
た
歌
論
書
で
あ
る『
為

兼
卿
和
歌
抄
』（
佐
々
木
孝
浩
ほ
か
校
注
『
歌
論
歌
学
集
成　

第

一
〇
巻
』〈
三
弥
井
書
店
、
平
成
一
一
年
五
月
〉
所
載
の
も
の
を
使

用
し
た
）
に
、
京
極
為
兼
の
言
語
感
覚
を
示
唆
す
る
一
節
が
あ
る
。

従
来
は
二
条
派
の
重
ん
じ
る
「
姿
」
の
対
抗
軸
と
し
て
「
心
」
を
重

ん
じ
る
態
度
を
示
す
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　

可
レ
然
人
々
あ
つ
ま
れ
る
会
に
、
雲
客
、

　
　
　
　

 

あ
さ
か
や
ま
か
げ
さ
へ
み
ゆ
る
山
の
ゐ
の
あ
さ
く
は
人
を

お
も
ふ
も
の
か
は

と
い
へ
る
哥
を
い
ひ
い
で
ゝ
、
哥
の
父
母
と
い
ふ
ほ
ど
の
哥
、
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い
た
づ
ら
詞
は
よ
も
あ
ら
じ
と
お
も
ふ
に
、「
か
げ
み
ゆ
る
山

井
」
に
て
は
心
え
ら
れ
侍
を
、「
さ
へ
」
の
詞
い
か
に
も
い
ひ

お
さ
め
た
る
に
か
、
お
ぼ
つ
か
な
き
よ
し
申
け
る
に
、
面
々
才

学
の
人
々
、「
ま
こ
と
に
か
く
云
時
は
お
ぼ
つ
か
な
し
」
に
て

は
て
け
る
も
、
か
の
う
ね
め
、
こ
の
哥
を
よ
め
る
心
何
ゆ
へ
に

お
こ
り
て
、
い
か
に
よ
ま
る
べ
き
所
よ
り
い
で
き
た
る
ぞ
と
、

源
に
も
と
づ
き
見
ず
し
て
、
山
井
と
い
へ
ば
、
そ
れ
に
む
き
て

よ
め
る
や
う
に
心
え
て
、
不
審
ひ
ら
け
ぬ
に
や
。
人
の
妻
に
て

人
に
み
ゆ
べ
き
み
に
も
あ
ら
ね
ど
、
ま
う
け
を
ろ
そ
か
な
る
と

て
と
が
む
れ
ば
、
お
と
こ
の
い
ふ
に
し
た
が
ひ
て
、
か
の
お
ほ

き
み
す
か
さ
む
と
て
、
出
た
る
身
な
れ
ば
、
か
は
ら
け
と
り
て

も
、
こ
の
人
を
す
か
さ
む
と
思
心
に
て
、「
み
ゆ
べ
く
も
な
き

わ
が
ゝ
げ
を
さ
へ
見
え
た
て
ま
つ
る
は
、あ
さ
く
は
思
は
ぬ
ぞ
」

と
い
ふ
に
よ
り
き
た
る
山
井
な
れ
ば
、
こ
と
ぐ
さ
に
と
り
よ
せ

た
る
に
て
こ
そ
侍
を
、や
が
て
山
井
と
い
へ
ば
と
て
、こ
の「
さ

へ
」
を
山
の
井
の
ぬ
し
に
な
し
て
見
ば
、
ま
こ
と
に
お
ぼ
つ
か

な
し
。わ
が
ゝ
げ
に
な
し
て
み
れ
ば
、お
ぼ
つ
か
な
き
事
な
り
。

か
や
う
の
事
を
だ
に
み
わ
か
ず
し
て
、
お
も
ひ
見
た
ら
む
は
、

か
く
の
み
ぞ
あ
る
べ
き
。（
五
八
頁
。
傍
訓
等
を
省
略
し
た
）

こ
の
箇
所
に
お
い
て
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
が
示
す
「
あ
さ
か
や
ま
」

の
歌
の
解
釈
法
は
、藤
平
春
男「
為
兼
卿
和
歌
抄

─
京
極
為
兼
」（
藤

平
春
男
『
歌
論
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
昭
和
六
三
年
一
月
）
所
収
）

に
よ
れ
ば
、
下
記
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
。

　

こ
の
為
兼
の
解
釈
は
、
こ
の
歌
の
「
心
」
が
「
何
故
に
起
り

て
、
い
か
に
と
よ
ま
る
べ
き
所
よ
り
い
で
き
た
る
ぞ
」
と
考
え

て
解
す
べ
き
だ
、と
い
う
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
心
」
を
生
じ
た
状
況
に
即
し
て
の
解
釈
を
求
め
て
の
も
の
で

あ
る
が
、
三
句
ま
で
が
序
詞
と
な
っ
て
い
る
原
意
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
二
句
に
比
喩
表
現
を
認
め
て
そ
れ
が
四
五
句
に
続
く

文
脈
を
、
初
句
～
三
句
の
叙
景
（
的
序
詞
）
の
文
脈
に
重
層
さ

せ
て
解
す
る
の
だ
が
、
こ
う
い
う
比
喩
と
し
て
そ
こ
に
寓
さ
れ

て
い
る
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
享
受
は
中
世
、
こ
と
に
鎌
倉
末

期
以
降
に
多
い
の
で
あ
り
、「
心
」
の
屈
折
、
そ
の
複
雑
さ
を

求
め
る
傾
向
が
導
き
出
す
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
状
況
描
写
と

結
び
つ
け
て
の
和
歌
の
説
話
化
へ
の
関
心
と
も
関
係
が
あ
る
。

為
兼
の
「
心
」
を
ひ
ろ
く
開
放
し
よ
う
と
す
る
主
張
の
側
面
を

示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
中
世
和
歌
の
一
性
格
を
担
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。（
一
六
〇
頁
・
一
六
一
頁
）
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そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
序
詞
の
範
囲
の
認
定
に
応
じ
て
句
の
係
り

受
け
を
整
理
し
て
、
両
様
の
解
釈
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
『
為
兼
卿

和
歌
抄
』
の
態
度
は
、
著
者
と
さ
れ
る
京
極
為
兼
の
持
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
言
語
感
覚
を
示
唆
し
、
そ
の
独
撰
に
か
か
る
『
玉
葉
和
歌
集
』

が
、
見
る
べ
き
言
語
感
覚
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
窺
わ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
か
よ
う
に
考
え
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し

た
も
の
で
あ
る
。

三
、　
松
尾
捨
治
郎
の
数
値
の
修
正

　

久
松
潜
一
『
中
世
和
歌
史
論　

増
補
版
』（
塙
書
房
、
昭
和
三
四

年
九
月
初
版
、
昭
和
五
三
年
四
月
増
補
版
）
は
、『
玉
葉
和
歌
集
』

の
主
要
歌
人
の
収
載
歌
数
を
整
理
し
、撰
述
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、

　

こ
れ
に
よ
る
と
玉
葉
集
で
は
伏
見
院
の
御
歌
が
最
も
多
く
、

定
家
の
歌
が
そ
れ
に
つ
ぐ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
俊
成
や
西
行

の
歌
を
多
く
と
つ
て
い
る
点
に
新
古
今
時
代
を
相
当
に
重
ん
じ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。（
一
九
〇
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。『
玉
葉
和
歌
集
』
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
を
重
視

し
た
撰
述
態
度
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
そ
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
助
動
詞
「
ら
む
」
に
関
す
る

先
行
研
究
の
示
す
数
値
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』

（
文
学
社
、
昭
和
一
八
年
二
月
）
は
、
所
謂
三
大
歌
集
を
通
し
て
和

歌
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
の
用
法
と
変
遷
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

同
書
は
一
六
八
頁
に
お
い
て
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
用
例
数
を

示
す
に
当
た
り
、
説
明
体
三
六
例
、
疑
問
体
一
〇
五
例
、
総
計

二
四
一
例
、
と
い
う
数
値
を
示
し
て
い
る
。

　

松
尾
氏
の
最
終
の
論
考
で
あ
る
た
め
、
こ
の
数
字
を
使
用
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
一
見
し
て
、
総
計
と
内
訳
が
合
っ
て
い

な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

国
学
院
大
学
図
書
館
蔵
の
同
書
（
同
館
請
求
記
号 815.7//10

。

同
館
資
料ID

　

9001867457

）
に
は
、
疑
問
体
の
「
105
」
に
つ
い

て
見
せ
消
し
が
さ
れ
、「
205
」
と
訂
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
筆
跡
が

松
尾
氏
と
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
判
断
す
る
材

料
を
持
っ
て
い
な
い
。

　

松
尾
氏
は
同
様
の
研
究
を
先
行
し
て
発
表
し
て
お
り
、
そ
れ
を
参

照
す
る
こ
と
で
、
修
正
が
出
来
る
。
こ
の
訂
正
は
そ
れ
と
一
致
し
て

お
り
、
訂
正
者
は
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。
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松
尾
捨
治
郎
「
ら
む
の
用
法
を
論
じ
て
助
動
詞
の
機
能
に
及
ぶ
」

（「
国
学
院
大
学
紀
要
」
第
二
巻
、
昭
和
一
五
年
一
一
月
）
が
そ
れ
で

あ
り
、
こ
ち
ら
に
は
、
国
学
院
大
学
図
書
館
蔵
本
書
入
と
同
様
、

「
205
」
の
記
載
が
あ
る
（
一
五
頁
）。

　

ま
た
、
同
書
の
元
に
な
っ
た
松
尾
氏
の
博
士
論
文
、
松
尾
捨
治
郎

「
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
」（
昭
和
一
七
年
三

月
授
与
博
士
学
位
論
文
。
本
稿
で
は
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
を
使
用

し
た
。
同
館
請
求
記
号U

T
51-

文22-4

。
同
館
資
料ID

　

000010638735

）に
お
い
て
も
、「
205
」の
記
載
が
あ
る（
一
五
九
頁
）。

　

こ
れ
ら
に
よ
り
、
松
尾
氏
の
示
し
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
中
の
助

動
詞
「
ら
む
」
の
分
布
に
係
る
数
値
は
、
説
明
体
三
六
例
、
疑
問
体

二
〇
五
例
、
総
計
二
四
一
例
と
見
る
の
が
正
し
い
と
考
え
る
こ
と
に

す
る
。
決
定
稿
で
あ
る
べ
き
著
書
の
段
階
で
の
誤
植
は
蓋
し
松
尾
氏

に
と
っ
て
痛
恨
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

四
、　�『
玉
葉
和
歌
集
』
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
の
用
例

分
布

　

本
稿
で
行
っ
た
調
査
の
結
果
、『
玉
葉
和
歌
集
』
に
お
け
る
助
動

詞
「
ら
む
」
の
用
例
数
は
二
二
九
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
用
例
を
、
助

動
詞
「
ら
む
」
に
構
文
上
関
与
す
る
、
疑
問
副
詞
・
係
助
詞
及
び
終

助
詞
の
「
や
」・
係
助
詞
及
び
終
助
詞
の
「
か
」、
す
な
わ
ち
「
疑
問

語
」
と
本
稿
で
は
総
称
す
る
も
の
、
そ
の
有
無
に
よ
っ
て
、
用
例
数

と
全
用
例
に
お
け
る
占
有
率
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
『
玉
葉
和
歌
集
』
総
計
二
二
九
例

　
　
　
　

疑
問
語
な
し 

 

三
一
例
（
約
一
四
％
）

　
　
　
　

疑
問
語
あ
り 

 

一
九
八
例
（
約
八
六
％
）

　

他
の
撰
集
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
あ
る
松
尾
氏
の
『
助
動
詞
の

研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』（
以
下
、
本
節
中
で
は
、
括

弧
書
き
で
「（
松
尾
氏
）」
と
し
て
示
す
）
の
示
す
数
値
と
、
筆
者
の

こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
報
告
に
お
い
て
提
示
し
て
き
た
数
値（
以
下
、

本
節
中
で
は
、
括
弧
書
き
で
「（
色
川
）」
と
し
て
示
す
）
を
、
以
下

に
併
せ
て
示
す
。
な
お
、
以
前
に
は
、
松
尾
氏
の
分
類
を
「
疑
問
語

な
し
」・「
疑
問
語
あ
り
」
と
し
て
、
筆
者
の
分
類
と
形
式
上
合
わ
せ

て
示
し
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
松
尾
氏
と
筆
者
と
の
分
類
の
原
理
の

若
干
の
相
違
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
は
松
尾
氏
の
数
値
に
つ
い
て
は
松

尾
氏
の
用
語
を
襲
用
し
「
説
明
体
」「
疑
問
体
」
の
用
語
を
用
い
た
。

　
　
『
万
葉
集
』（
松
尾
氏
）
総
計
二
二
七
例

　
　
　
　

説
明
体 

 

一
〇
八
例
（
四
八
％
）
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疑
問
体 

 

一
一
九
例
（
五
二
％
）

　
　

 『
古
今
和
歌
集
』 

 （
松
尾
氏
総
計
一
二
二
例
・
色
川
総
計

一
一
六
例
）

　
　
　
　
（
松
尾
氏
） 

説
明
体 

三
六
例
（
三
〇
％
）

 

疑
問
体 

八
六
例
（
七
〇
％
）

　
　
　
　
（
色
川
） 
疑
問
語
な
し 

四
四
例
（
約
三
八
％
）

 
疑
問
語
あ
り 

七
二
例
（
約
六
二
％
）

　
　
『
千
載
和
歌
集
』 

（
色
川
） 

総
計
一
七
三
例

 

疑
問
語
な
し 
二
三
例
（
約
一
三
％
）

 

疑
問
語
あ
り 
一
五
〇
例
（
約
八
七
％
）

　
　
『
新
古
今
和
歌
集
』 

（
松
尾
氏
） 

総
計
二
四
一
例

 

説
明
体 

三
六
例
（
一
五
％
）

 

疑
問
体 

二
〇
五
例
（
八
五
％
）

　
　
『
新
勅
撰
和
歌
集
』 

（
色
川
） 

総
計
一
五
〇
例

 

疑
問
語
な
し 

二
九
例
（
約
一
九
％
）

 

疑
問
語
あ
り 

一
二
一
例
（
約
八
一
％
）

　
　
『
続
後
撰
和
歌
集
』 

（
色
川
） 

総
計
一
五
六
例

 

疑
問
語
な
し 

一
六
例
（
約
一
〇
％
）

 

疑
問
語
あ
り 

一
四
〇
例
（
約
九
〇
％
）

　
　
『
新
続
古
今
和
歌
集
』 （
色
川
） 

総
計
二
八
四
例
（
※
）

 

疑
問
語
な
し 

一
八
例
（
約
六
％
）

 

疑
問
語
あ
り 

二
六
六
例
（
約
九
四
％
）

　

現
在
の
と
こ
ろ
対
照
で
き
る
撰
集
の
数
値
は
上
掲
の
と
お
り
で
あ

る
。『
菊
葉
和
歌
集
』
に
つ
い
て
は
零
本
で
あ
る
た
め
手
続
き
に
紙

幅
を
要
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。

五
、　
宗
と
す
る
撰
集
―
二
条
派
と
京
極
派
と
―

　

本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
万
葉
集
』・『
新
続
古
今
和
歌
集
』、

そ
し
て
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
新
古
今
和
歌
集
』

と
『
続
後
撰
和
歌
集
』
と
に
お
け
る
分
布
率
で
あ
る
。

　
『
玉
葉
和
歌
集
』
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
重
視
と
尊
重
の
態
度
は
、

例
え
ば
久
松
潜
一
『
中
世
和
歌
史
論　

増
補
版
』（
塙
書
房
、
昭
和

三
四
年
九
月
初
版
、
昭
和
五
三
年
四
月
増
補
版
）
の

　

ま
た
古
代
の
歌
と
し
て
和
泉
式
部
の
歌
を
三
十
四
首
え
ら
ん

で
い
る
こ
と
は
一
方
に
万
葉
集
の
歌
を
多
く
え
ら
ん
で
い
る
こ

と
と
合
せ
て
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
万
葉
集
の
歌
を
ば
八
十
一
首

え
ら
ん
で
い
る
が
万
葉
集
の
二
十
巻
か
ら
平
均
に
と
つ
て
い
る

上
に
、
万
葉
集
の
秀
歌
を
多
く
え
ら
ん
で
居
り
、
か
つ
万
葉
集
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の
歌
を
ば
原
作
に
ほ
ぼ
近
い
形
で
え
ら
ん
で
い
る
。
勅
撰
集
の

中
で
拾
遺
集
は
万
葉
の
歌
を
多
く
え
ら
ん
で
い
る
が
、
し
か
し

恋
の
歌
を
六
十
三
首
と
り
な
が
ら
四
季
の
歌
を
春
夏
秋
冬
を
通

じ
て
十
三
首
し
か
え
ら
ば
ず
、
殊
に
秋
の
歌
五
首
は
す
べ
て
七

夕
の
歌
で
あ
る
よ
う
に
一
面
的
に
な
つ
て
い
る
の
に
対
し
て
玉

葉
集
で
は
そ
う
い
う
点
が
少
く
、
万
葉
集
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿

を
玉
葉
集
の
上
に
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
新
古
今
集
も
万

葉
集
の
歌
六
十
首
を
え
ら
ん
で
い
る
が
新
古
今
的
に
改
作
さ
れ

て
い
る
場
合
が
多
い
に
対
し
て
玉
葉
集
で
は
改
作
の
歌
が
少

い
。（
一
九
〇
頁
）

言
う
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
掲
の
と
お
り
、

『
玉
葉
和
歌
集
』
の
示
し
て
い
る
比
率
は
、『
万
葉
集
』
の
そ
れ
と
は

趣
を
全
く
異
に
す
る
。『
千
載
和
歌
集
』
以
降
の
数
値
と
遜
色
の
な

い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、『
万
葉
集
』
の
特
異
性
は
際
立
っ
て
い
る
。

『
玉
葉
和
歌
集
』
は
少
な
く
と
も
平
安
時
代
最
末
期
以
降
の
勅
撰
和

歌
集
の
伝
統
的
傾
向
に
沿
っ
た
も
の
と
、
こ
の
点
で
は
見
て
よ
い
。

『
万
葉
集
』
を
尊
重
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も

語
法
上
の
『
万
葉
集
』
還
り
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
し
て
い
な
い
。

　

先
に
松
尾
氏
の
著
書
の
数
値
を
補
正
し
た
際
に
述
べ
た
が
、『
玉

葉
和
歌
集
』
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
尊
重

で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
石
田
吉
貞
「
京
極
為

兼
」（
久
松
潜
一
・
実
方
清
編
『
日
本
歌
人
講
座　

第
四
巻　

中
世

の
歌
人
Ⅱ
』〈
弘
文
堂
、
昭
和
四
三
年
一
二
月
〉
所
収
）
が
、
京
極

為
兼
の
個
性
を
、

　

為
兼
の
歌
は
そ
の
人
物
の
特
色
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う

に
、
か
な
り
特
色
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
最

も
顕
著
な
特
色
は
新
古
今
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
三
三
八
頁
）

　

こ
れ
は
考
え
て
み
る
と
少
し
く
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
万
葉
の

歌
を
尚
び
古
風
の
歌
を
庶
幾
す
る
為
兼
が
、
そ
れ
と
は
明
ら
か

に
反
極
に
立
ち
、
新
し
さ
の
特
に
目
だ
っ
て
い
る
新
古
今
風
の

歌
を
作
っ
て
い
る
の
は
解
し
難
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
そ
う
と
う

に
複
雑
で
あ
る
が
、
第
一
に
は
為
兼
が
定
家
を
慕
っ
て
い
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
為
兼
は
前
に
も
し
ば
し
ば
述
べ
た

ご
と
く
、
若
い
時
に
は
為
家
か
ら
歌
を
学
ん
で
い
る
が
、
か
れ

が
自
分
の
歌
風
を
樹
立
す
る
頃
に
は
、
明
ら
か
に
為
家
よ
り
は

定
家
を
慕
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。（
三
三
八
頁
・
三
三
九
頁
）
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定
家
を
慕
う
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
定
家
の
歌
を

慕
う
こ
と
で
あ
り
、
定
家
の
歌
を
慕
う
と
い
う
こ
と
は
、
取
り

も
直
さ
ず
新
古
今
の
歌
を
慕
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ど
う
し
て
為
兼
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
愛
さ
れ
た
為
家
の
歌
を
離

れ
て
定
家
の
歌
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
為
家
の

歌
が
二
条
家
の
歌
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
条

派
に
対
し
て
異
を
立
て
る
た
め
に
、
故
意
に
そ
れ
か
ら
離
れ
た

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
よ
り
強
い
理
由
は
、
為
兼

と
い
う
人
間
が
定
家
に
近
い
人
間
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
い
つ

し
か
定
家
的
な
も
の
に
引
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。（
三
三
九
頁
）

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。

　

二
条
派
の
撰
集
で
あ
る
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
の
極
端
な
ま
で
の

「
疑
問
語
あ
り
」
の
占
有
率
の
高
さ
は
、
こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
て
き

て
い
る
。

　

前
節
に
示
し
た
諸
撰
集
の
数
値
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
撰

集
か
ら
上
方
に
逸
れ
る
形
で
際
立
っ
て
い
る
藤
原
為
家
撰
『
続
後
撰

和
歌
集
』
の
疑
問
語
使
用
率
約
九
〇
％
と
い
う
数
値
が
あ
る
。
先
の

石
田
氏
の
述
べ
る
「
為
家
の
歌
が
二
条
家
の
歌
に
直
結
す
る
も
の
で

あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

　

ま
た
、「
定
家
の
歌
を
慕
う
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
新

古
今
の
歌
を
慕
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
、

『
玉
葉
和
歌
集
』
の
数
値
か
ら
考
え
合
わ
さ
せ
ら
れ
る
。『
玉
葉
和
歌

集
』
の
疑
問
語
使
用
率
約
八
六
％
に
対
し
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
「
疑

問
体
」
は
八
五
％
と
近
似
し
て
い
る
。

　

藤
原
定
家
『
新
古
今
和
歌
集
』
か
ら
京
極
為
兼
『
玉
葉
和
歌
集
』

へ
と
い
う
京
極
派
の
線
と
、
藤
原
為
家
『
続
後
撰
和
歌
集
』
か
ら
飛

鳥
井
雅
世
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
へ
と
い
う
二
条
派
の
線
と
い
う
対

立
軸
を
示
唆
す
る
相
違
が
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
疑
問
語
併
用
率
と

い
う
言
語
の
面
に
お
い
て
も
窺
え
る
も
の
で
あ
り
、
微
差
か
も
し
れ

な
い
が
、
無
視
す
る
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、「
姉
小
路
式
」系
列
の
歌
学
書
に
見
え
る
助
動
詞「
ら

む
」
に
関
す
る
記
述
が
、
二
条
派
宗
匠
の
学
説
に
よ
る
も
の
で
あ
る

可
能
性
を
裏
付
け
る
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
学
説
は
藤
原

為
家
の
歌
風
に
端
を
発
し
、
二
条
派
宗
匠
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
引
き

継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
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六
、　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
勅
撰
和
歌
集
十
四
番
目
の
撰
集
で
あ
る
『
玉
葉
和
歌

集
』
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

　

京
極
派
の
創
始
者
で
あ
る
京
極
為
兼
が
鋭
敏
な
言
語
感
覚
を
持
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
そ
の
遺
し
た
撰
集
や
歌
論
書
か
ら
も
窺
い

知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
慕
い
親
し
ん
だ
で
あ
ろ
う
歌
風

か
ら
考
え
る
に
、「
姉
小
路
式
」
等
の
歌
論
書
と
は
距
離
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。『
玉
葉
和
歌
集
』
の
調
査
結
果
は
そ
の
こ
と
を
裏
付

け
る
も
の
と
考
え
る
。

　

二
条
派
の
語
法
の
性
質
を
『
続
後
撰
和
歌
集
』
の
数
値
は
示
唆
す

る
こ
と
に
な
る
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
。
今
後
、
こ
れ
ま

で
提
示
す
る
こ
と
の
出
来
て
い
な
い
二
条
派
宗
匠
に
よ
る
勅
撰
和
歌

集
の
用
例
を
整
理
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。

【
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の
形
態
を
徴
証
と
し
て

―
」（「
上

代
文
学
」
第
一
一
四
号
、
平
成
二
七
年
四
月
）

三
、 　

石
田
吉
貞
「
京
極
為
兼
」（
久
松
潜
一
・
実
方
清
編
『
日
本
歌
人
講

座　

第
四
巻　

中
世
の
歌
人
Ⅱ
』〈
弘
文
堂
、
昭
和
四
三
年
一
二
月
〉

所
収
）

四
、 　

伊
藤
敬
「
菊
葉
和
歌
集
考
」（「
国
語
国
文
研
究
」
四
四
号
、
昭
和

四
四
年
九
月
）

五
、 　

伊
藤
敬
「
菊
葉
和
歌
集
考
補
遺
」（「
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
」

第
一
一
号
、
昭
和
四
七
年
三
月
）

六
、 　

伊
藤
敬
『
新
北
朝
の
人
と
文
学
』（
三
弥
井
書
店
、
昭
和
五
四
年

一
一
月
）

七
、 　

伊
藤
敬
『
室
町
時
代
和
歌
史
論
』（
新
典
社
、
平
成
一
七
年
一
一
月
）

八
、 　

井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究　

南
北
朝
期　

改
訂
新
版
』（
明

治
書
院
、
昭
和
六
二
年
五
月
改
訂
新
版
。
昭
和
四
〇
年
一
一
月
初
版
）

九
、 　

井
上
宗
雄
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
九　

中
世
和

歌
集
』（
小
学
館
、
平
成
一
二
年
一
一
月
）

一
〇
、 　

井
上
宗
雄
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

四
九　

中

世
和
歌
集
』（
小
学
館
、
平
成
一
二
年
一
一
月
）

一
一
、 　

井
上
宗
雄『
人
物
叢
書　

新
装
版　

京
極
為
兼
』（
吉
川
弘
文
館
、

平
成
一
八
年
五
月
）
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一
二
、 　

井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
と
歌
人
伝
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
平
成

一
九
年
七
月
）

一
三
、 　

今
谷
明
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選　

京
極
為
兼

―
忘
ら
れ

ぬ
べ
き
雲
の
上
か
は

―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
九

月
）

一
四
、 　

色
川
大
輔
「『
新
続
古
今
和
歌
集
』
の
「
ラ
ム
」」（「
国
学
院
大

学
大
学
院
紀
要 

文
学
研
究
科
」
第
三
九
号
、
平
成
二
〇
年
三
月
）

一
五
、 　

色
川
大
輔
「「
家
の
三
代
集
」
に
お
け
る
助
動
詞
「
ラ
ム
」
の
用

法
に
つ
い
て
」（「
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要 

文
学
研
究
科
」
第

四
〇
号
、
平
成
二
一
年
三
月
）

一
六
、 　

色
川
大
輔
「
さ
れ
ば
が
含
蓄
さ
れ
て
居
る
と
見
れ
ば

―
助
動

詞
「
ら
む
」
の
語
法
を
め
ぐ
る
批
判
史
覚
書

―
」（「
国
語
研
究
」

第
八
〇
号
、
平
成
二
九
年
三
月
）

一
七
、 　

色
川
大
輔
「
武
家
歌
人
今
川
氏
真
の
詠
作
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら

む
」
に
つ
い
て

―
疑
問
語
と
の
結
び
つ
き
を
め
ぐ
っ
て

―
」

（「
国
学
院
雑
誌
」
第
一
一
八
巻
第
六
号
、
平
成
二
九
年
六
月
）

一
八
、 　

色
川
大
輔
「「
此
の
ら
む
は
静
心
な
く
を
受
く
る
な
り
」

―
或

る
「
新
説
」
の
解
釈
史
上
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て

―
」（「
国

学
院
雑
誌
」
第
一
一
八
巻
第
一
二
号
、
平
成
二
九
年
一
二
月
）

一
九
、 　

色
川
大
輔
「『
菊
葉
和
歌
集
』
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ

い
て

―
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
の
「
ら
む
」
研
究
補
遺
を
兼
ね

て

―
」（「
国
語
研
究
」
八
三
号
、
令
和
二
年
二
月
）

二
〇
、 　

岩
佐
美
代
子
『
京
極
派
歌
人
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
昭
和
五
九

年
一
〇
月
）

二
一
、 　

岩
佐
美
代
子
「
京
極
為
兼
の
歌
論
と
実
践
」（『
和
歌
文
学
論
集
』

編
集
委
員
会
編『
和
歌
文
学
論
集
七　

歌
論
の
展
開
』〈
笠
間
書
房
、

平
成
七
年
三
月
〉）

二
二
、 　

岩
佐
美
代
子
『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈　

別
巻
』（
笠
間
書
院
、
平

成
八
年
一
二
月
）

二
三
、 　

岩
佐
美
代
子
「
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
歌
苑
連
署
事
書
』
翻

刻
と
訳
注
」（「
鶴
見
大
学
紀
要　

第
一
部　

国
語
・
国
文
学
編
」

第
三
六
号
、
平
成
一
一
年
三
月
）

二
四
、 　

岩
佐
美
代
子
『
京
極
派
和
歌
の
研
究
〔
改
訂
増
補
新
装
版
〕』（
笠

間
書
院
、
平
成
一
九
年
一
二
月
改
訂
増
補
新
装
版
）

二
五
、 　

歌
川
卓
夫
「
萬
葉
集
巻
十
と
赤
人
集
・
古
今
和
歌
六
帖
と
の
間
」

（「
古
代
ノ
ー
ト
」
第
一
号
、
一
九
六
六
年
一
月 

）

二
六
、 　

大
野
峻
『
新
釈
漢
文
大
系
六
七　

国
語　

下
』（
明
治
書
院
、
昭

和
五
三
年
一
〇
月
）

二
七
、 　

小
沢
正
夫
「
鎌
倉
時
代
の
万
葉
論

―
京
極
為
兼
を
中
心
と
し

て

―
」（「
愛
知
教
育
大
学
論
叢　

一
般
教
育
研
究
」
第
二
四
巻
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第
二
号
、
昭
和
五
一
年
一
二
月
）

二
八
、 　

小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

一
一　

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
平
成
六
年
一
一
月
）

二
九
、 　

景
井
詳
雅
「『
人
麿
集
』
の
『
萬
葉
集
』
享
受
―
一
類
本
上
巻
の

場
合
―
」（「
和
歌
文
学
研
究
」
第
九
五
号
、
平
成
一
九
年
一
二
月
）

三
〇
、 　

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
上
）』（
講
談
社
、
平
成

一
〇
年
二
月
）

三
一
、 　

河
北
騰
『
今
鏡
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
）

三
二
、 　

久
曽
神
昇
編
『
伊
達
本
古
今
和
歌
集　

藤
原
定
家
筆
』（
笠
間
書

院
、
昭
和
四
六
年
四
月
）

三
三
、 　

財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書　

第

二
巻　

古
今
和
歌
集　

嘉
禄
二
年
本　

古
今
和
歌
集　

貞
応
二
年

本
』（
朝
日
新
聞
社
、
平
成
六
年
一
二
月
）

三
四
、 　

齋
藤
清
衞
『
近
古
文
芸
思
潮
史　

応
永
・
永
享
篇
』（
明
治
書
院
、

昭
和
一
一
年
一
月
）

三
五
、 　

佐
々
木
孝
浩
ほ
か
校
注
『
歌
論
歌
学
集
成　

第
一
〇
巻
』（
三
弥

井
書
店
、
平
成
一
一
年
五
月
）

三
六
、 　

佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系　

第
四
巻
』（
風
間
書
房
、
昭

和
三
七
年
一
〇
月
）

三
七
、 　

渋
谷
虎
雄
「
玉
葉
和
歌
集
中
の
万
葉
歌
に
つ
い
て
（
上
）」（「
大

阪
学
芸
大
学
紀
要　

A.
人
文
科
学
」
第
三
号
、
昭
和
三
〇
年
三
月
）

三
八
、 　

渋
谷
虎
雄
「
玉
葉
和
歌
集
中
の
万
葉
歌
に
つ
い
て
（
下
）」（「
大

阪
学
芸
大
学
紀
要　

A.
人
文
科
学
」
第
五
号
、
昭
和
三
二
年
三
月
）

三
九
、 　
「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観　

第
一
巻　

勅
撰
集
編　

歌
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
八
年
二
月
）

四
〇
、 　
「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観　

第
六
巻　

私
撰
集
編
Ⅱ　

歌
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
六
三
年
四
月
）

四
一
、 　

新
沢
典
子
「
赤
人
集
と
次
点
に
お
け
る
萬
葉
集
巻
十
異
伝
の
本

文
化
」（「
上
代
文
学
」
第
一
一
四
号
、
平
成
二
七
年
四
月
）

四
二
、 　

時
枝
誠
記
・
増
淵
恒
吉
『
古
典
の
解
釈
文
法
』（
至
文
堂
、
昭
和

二
八
年
五
月
）

四
三
、 　

時
枝
誠
記
『
日
本
文
法　

文
語
篇
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
二
九
年

四
月
）

四
四
、 　

土
岐
善
麿
『
日
本
詩
人
選
一
五　

京
極
為
兼
』（
筑
摩
書
房
、
昭

和
四
八
年
二
月
）

四
五
、 　

中
川
博
夫
『
和
歌
文
学
大
系
四
〇　

玉
葉
和
歌
集
（
上
）』（
明

治
書
院
、
平
成
二
八
年
一
月
）

四
六
、 　

中
川
博
夫
『
和
歌
文
学
大
系
四
〇　

玉
葉
和
歌
集
（
下
）』（
明

治
書
院
、
令
和
二
年
六
月
）

四
七
、 　

西
下
経
一
『
古
今
集
の
伝
本
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
昭
和
二
九
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年
一
一
月
。
パ
ル
ト
ス
社
、
平
成
五
年
八
月
復
刻
版
に
よ
る
）

四
八
、 　

日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
日
本
古
典
文
学
大
辞

典　

第
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
九
年
一
月
）

四
九
、 　

橋
本
進
吉
「「
万
葉
集
は
支
那
人
が
書
い
た
か
」」（「
国
語
と
国

文
学
」
第
一
四
巻
第
一
号
、
昭
和
一
二
年
一
月
）

五
〇
、 　

久
松
潜
一
『
中
世
和
歌
史
論　

増
補
版
』（
塙
書
房
、
昭
和
三
四

年
九
月
初
版
、
昭
和
五
三
年
四
月
増
補
版
）

五
一
、 　

久
松
潜
一
・
西
尾
実
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
六
五　

歌
論

集　

能
楽
論
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
六
年
九
月
）

五
二
、 　

久
松
潜
一
監
修
・
井
上
豊
編
『
賀
茂
真
淵
全
集　

第
五
巻
』（
続

群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
六
〇
年
九
月
）

五
三
、 　

深
津
睦
夫
『
中
世
勅
撰
和
歌
集
史
の
構
想
』（
笠
間
書
院
、
平
成

一
七
年
三
月
）

五
四
、 　

藤
田
陽
子
「
京
極
為
兼
の
歌
論

―
止
観
と
相
応

―
」（「
日

本
文
芸
研
究
」
三
三
巻
一
号
、
昭
和
五
六
年
三
月
）

五
五
、 　

藤
平
春
男
『
歌
論
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
昭
和
六
三
年
一
月
）

五
六
、 　

松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』（
文
学
社
、
昭
和
一
一
年
九
月
。

白
帝
社
、
昭
和
三
六
年
一
月
追
補
版
）

五
七
、 　

松
尾
捨
治
郎
「
ら
む
の
用
法
を
論
じ
て
助
動
詞
の
機
能
に
及
ぶ
」

（「
国
学
院
大
学
紀
要
」
第
二
巻
、
昭
和
一
五
年
一
一
月
）

五
八
、 　

松
尾
捨
治
郎
「
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
」

（
昭
和
一
七
年
三
月
授
与
博
士
学
位
論
文
。
本
稿
で
は
国
立
国
会
図

書
館
蔵
本
を
使
用
し
た
。
同
館
請
求
記
号U

T
51-

文22-4

。
同
館

資
料ID

000010638735

）

五
九
、 　

松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』

（
文
学
社
、
昭
和
一
八
年
二
月
）

六
〇
、 　

村
尾
誠
一
「
中
世
和
歌
に
お
け
る
京
極
派
的
な
る
も
の

―
二

条
派
和
歌
と
の
接
点
か
ら
の
試
論

―
」（「
東
京
外
国
語
大
学
論

集
」
七
五
号
、
平
成
一
九
年
一
二
月
）

六
一
、 　

森
本
郁
子
「
玉
葉
和
歌
集
に
採
ら
れ
た
万
葉
歌
人
の
歌
」（「
連
」

第
三
集
、
昭
和
五
九
年
三
月
）

六
三
、 　

八
嶌
正
治
「
初
期
為
兼
の
世
界
」（「
和
歌
文
学
研
究
」
三
〇
号
、

昭
和
四
八
年
一
二
月
）

六
四
、 　

安
田
徳
子
「
為
兼
歌
論
の
性
格

―
空
海
の
詩
論
と
の
関
わ
り

を
中
心
に

―
」（『
松
村
博
司
先
生
喜
寿
記
念
国
語
国
文
学
論
集
』

〈
右
文
書
院
、
昭
和
六
一
年
一
一
月
〉）

六
五
、 　

和
歌
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
古
典

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
平
成
二
六
年
一
二
月
）

六
六
、 　

和
田
利
政
「
松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』」（「
月
刊
文
法
」
第

一
巻
第
一
一
号
、
昭
和
四
四
年
八
月
）


