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人
麻
呂
歌
集
に
「
罪
薇
」
、
「
側
隠
」
、
「
金
・
白
」
な
ど
の
特
殊
な
用
字
が
あ

る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
が
（
石
井
圧
司
氏
「
人
麻
呂
集
考
」

国
語
国
文
の
研
究
躯
号
）
、
そ
の
よ
う
に
特
殊
な
文
字
で
は
な
く
、
一
見
平
凡
に

み
え
る
字
面
に
も
、
人
麻
呂
集
に
お
い
て
特
徴
的
な
用
い
か
た
が
な
さ
れ
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
さ
き
に
人
麻
呂
集
に
み
え
る
一
宇
一
音
表
記
の
例
に
つ
い
て

す
こ
し
ば
か
り
考
察
し
た
が
（
「
人
麻
呂
歌
集
書
式
小
考
」
薩
摩
路
６
号
）
、
助

詞
・
助
動
詞
の
表
記
面
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
か
な
り
注
目
す
べ
き
事

実
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
、
特
に
助
詞
の
表
記
に
つ
い
て
み
た
い
と

思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
用
字
を
み
る
と
、
略
体
書
式
の
歌
と
非
略
体
書

式
の
歌
と
の
間
に
用
字
の
区
別
が
あ
る
も
の
と
、
両
書
式
の
歌
に
共
通
し
た
文

字
が
つ
か
わ
れ
て
い
て
他
の
歌
々
の
用
字
と
の
間
に
差
異
の
あ
る
も
の
と
の
二

つ
の
面
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

巻
九
の
人
麻
呂
歌
集
は
、
範
囲
に
も
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
上
に
、
巻
九
そ

の
も
の
が
他
の
巻
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
む
き
が
あ
る
の
で
、
一
応
除
外

し
て
、
巻
七
、
十
、
十
一
、
十
二
の
四
巻
に
改
め
ら
れ
て
い
る
人
麻
呂
歌
集
の

用
字
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
前
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
表
に
示

す
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

人
麻
呂
歌
集
に
お
け
る
用
字
の
一
特
性

註
略
体
・
非
略
体
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
人
麻
呂
集
の
書
式
を
め

ぐ
っ
て
」
（
万
葉
別
号
）
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で
は
巻
十
一
、
正
述
心
緒
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・
寄
物
陳
思
中
に
散
在
す
る
非
略
体
書
式
の
歌
十
首
（
三
六
、
茜
己
、
二

三
、
一
酉
茜
、
一
壼
究
、
茜
吾
、
茜
壹
、
茜
全
、
茜
金
、
茜
召
）
を
、
さ
き
の

問
答
五
首
と
共
に
非
略
体
歌
と
し
て
一
括
し
た
。

ま
ず
、
助
詞
「
ヲ
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
略
体
歌
で
は
、
巻
十
一
の
一
例
を

例
外
と
し
て
あ
と
は
全
て
「
実
」
の
文
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
非

略
体
歌
で
は
「
実
」
は
全
く
用
い
ら
れ
ず
、
「
乎
」
が
大
部
分
で
「
少
」
「
遠
」

が
一
例
ず
つ
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
「
乎
」
は
集
中
普
通
に
助
詞
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
実
」
は
一
般
的
な
用
字
と
は
言
ひ
難
く
、
巻

十
三
に
九
例
、
巻
十
六
に
四
例
（
中
三
例
は
毫
空
番
の
歌
）
、
巻
六
と
九
に
あ

る
田
辺
福
麿
歌
集
に
十
五
例
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
位
で
、
巻
一
、
二
、
五
、

八
、
十
四
、
及
び
十
七
以
下
に
は
見
え
な
い
用
字
で
あ
る
。
こ
の
「
実
」
の
用

字
が
、
こ
の
巻
々
の
非
略
体
歌
に
全
く
残
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
単
に
万
葉
集

に
採
録
さ
れ
る
際
に
無
定
見
に
編
者
に
よ
っ
て
書
き
変
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
も
と
も
と
「
乎
」
を
中
心
に
し
た
文
字
で
記
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ

き
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
つ
ぎ
の
「
力
」
、
「
カ
モ
」
、

「
ヤ
」
、
「
ヤ
モ
」
と
い
う
一
連
の
助
詞
の
表
記
に
お
い
て
、
な
お
一
層
明
ら
か

のようである。

即
ち
、
略
体
歌
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
助
詞
が
一
様
に
「
哉
」
の
文
字
で

記
載
さ
れ
て
い
て
、
書
き
わ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
カ
モ
」
の
場
合
の
み

は
、
「
鴨
」
が
大
勢
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
が
主
た
る
用
字
と
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
が
、
な
お
「
哉
」
の
文
字
も
用
い
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
四
巻
中
三

巻
に
亘
っ
て
い
る
。

君
が
た
め
浮
沼
の
池
の
菱
採
る
と
わ
が
染
め
し
袖
沽
在
哉
（
７
．
三
究
）

行
き
行
き
て
逢
は
い
妹
ゆ
ゑ
ひ
さ
か
た
の
天
の
露
霜
に
沽
在
哉（ｎ．二禿雲）

桜
花
開
哉
散
見
る
ま
で
に
誰
か
も
此
処
に
見
え
て
散
り
行
く
（
ｕ
・
二
一
ろ

こ
れ
ら
は
、
「
濡
れ
に
け
る
か
も
」
（
二
例
）
、
「
咲
き
か
も
散
る
と
」
と
よ

ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
訓
が
絶
対
確
実
と
は
い
え
な
い
に
し

て
も
、
「
哉
」
を
「
カ
モ
」
と
よ
ん
で
よ
い
こ
と
は
、
音
数
の
点
か
ら
い
っ
て

も
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
そ
の
他
、
「
哉
」
を
「
力
」
「
ャ
」
「
ヤ
モ
」
と
よ
ん
で
い
る
も
の
を

左
に
す
こ
し
ぱ
か
り
例
示
し
よ
う
。

「
力
」
と
訓
ん
で
い
る
も
の

眉
根
掻
き
鼻
ひ
種
解
け
待
哉
何
時
し
か
見
む
と
思
へ
る
わ
れ
を（ｕ・一西つへ）

飛
鳥
川
高
川
避
か
し
越
え
来
し
を
ま
こ
と
今
夜
は
不
明
行
哉
（
吃
・
天
尭
）

「
ヤ
」
と
訓
ん
で
い
る
も
の

雪
慮
る
小
島
の
神
の
か
し
こ
け
ぱ
目
こ
そ
隔
て
れ
心
間
哉
（
７
．
三
ｅ

菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
照
る
日
に
も
乾
哉
吾
袖
妹
に
逢
は
ず
し
て

（皿・一盃ち

「
ヤ
モ
」
と
訓
ん
で
い
る
も
の

天
雲
の
寄
り
合
ひ
遠
み
逢
は
ず
と
も
異
手
枕
を
吾
縄
哉
（
ｕ
・
一
雲
一
）

あ
し
ひ
き
の
名
に
負
ふ
山
菅
押
し
ふ
せ
て
君
し
結
ぱ
ぱ
不
相
有
哉（ｎ．一西七七）

右
の
例
に
よ
っ
て
、
「
哉
」
が
「
力
」
「
カ
モ
」
「
ャ
」
「
ヤ
モ
」
に
共
通

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
一

方
、
非
蕗
体
歌
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
助
詞
が
完
全
に
書
き
わ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
。
即
ち
、
「
ャ
」
の
み
を
「
哉
」
で
し
る
し
て
お
り
、
他
は
、

「
力
」
を
「
可
」
「
鹿
」
「
架
」
の
文
字
で
、
「
カ
モ
」
は
「
鴨
」
で
、
「
ヤ

モ
」
は
「
八
方
」
で
記
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
非
略
体
歌
に
お
け
る
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「
哉
」
を
全
て
「
ヤ
」
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
略
体
歌
に
お
い
て
は

「
ャ
」
以
外
に
「
力
」
「
カ
モ
」
「
ヤ
モ
」
と
通
用
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
非

略
体
歌
の
「
哉
」
も
他
の
訓
が
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
と
思
う
の
が
自
然
だ

が
、
「
哉
」
の
文
字
を
用
い
て
い
る
歌
を
見
る
と
、

天
の
河
水
底
さ
へ
に
照
ら
す
舟
泊
て
し
舟
人
妹
等
所
見
寸
哉
（
蛆
・
一
究
さ

わ
が
恋
を
夫
は
知
れ
る
を
行
く
船
の
過
而
応
来
哉
言
も
告
げ
な
む（蛆・禿九八）

恋
し
く
は
日
長
き
も
の
を
今
だ
に
も
乏
之
牟
可
哉
逢
ふ
べ
き
夜
だ
に

（皿・一己一ち

さ
寝
そ
め
て
幾
何
も
あ
ら
ね
ば
白
待
の
帯
可
乞
哉
恋
も
過
ぎ
ね
ば（蛆。一壱一三）

あ
ら
た
ま
の
年
は
き
は
れ
ど
敷
待
の
袖
交
へ
し
子
を
忘
而
念
哉（ｕ・一壼己）

真
澄
鏡
錐
見
言
哉
玉
か
ぎ
る
石
垣
淵
の
隠
り
た
る
妻
宜
・
壹
究
）

の
六
首
が
全
て
で
あ
っ
て
、
「
妹
等
所
見
寸
哉
」
、
「
過
而
応
来
哉
」
、
「
乏
之

牟
可
哉
」
、
「
帯
可
乞
哉
」
、
「
忘
而
念
哉
」
、
「
錐
見
言
哉
」
は
、
略
体
歌
の
書

式
と
は
異
な
り
、
か
な
り
懇
切
な
書
式
で
あ
っ
て
、
「
妹
と
見
え
き
や
」
、
「
過

ぎ
て
来
く
し
や
」
、
「
乏
し
む
ぺ
し
や
」
、
「
帯
乞
ふ
く
し
や
」
、
「
忘
れ
て
念
へ

や
」
、
「
見
と
も
言
は
め
や
」
の
訓
は
動
か
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
と
す
る
と
、

非
略
体
歌
に
お
い
て
は
、
「
哉
」
を
「
力
」
「
カ
モ
」
「
ヤ
モ
」
と
訓
む
べ
き

例
は
な
く
、
し
か
も
「
ャ
」
は
「
哉
」
の
み
で
記
さ
れ
て
い
て
、
「
ヵ
」
「
カ

モ
」
「
ヤ
」
「
ヤ
モ
」
は
用
字
に
明
確
な
書
き
わ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
り
得
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
非
略
体
歌
の
用
字
が
、
そ
の
巻
の
用
字
に
影
響
さ
れ
て
で
き
た
も
の

と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、

た
と
え
ば
「
ヲ
」
の
助
詞
に
お
い
て
も
．
非
略
歌
の
収
め
ら
れ
て
い
る
巻
七
、

十
、
十
一
の
中
で
の
他
の
歌
の
用
字
を
見
る
と
、

巻
七
乎
朋
、
実
３
、
呼
２
、
緒
１
，
尾
１

巻
十
乎
川
、
呼
３
、
叩
３
、
実
２
、
緒
１
、
麻
１
、
焉
１

．

巻
十
一
乎
的
、
叩
４
、
呼
２
，
尾
２
、
緒
１
、
雄
１
、
二
五
（
ト
・
ヲ
）
１

の
如
く
で
、
人
麻
呂
歌
集
の
わ
ず
か
ば
か
り
の
用
例
を
わ
ざ
わ
ざ
「
平
」
に
書

き
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
程
、
巻
の
用
字
が
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
巻

七
の
如
き
は
、
却
っ
て
雑
歌
中
に
「
英
」
を
三
例
も
含
ん
で
い
て
、
人
麻
呂
集

の
非
略
体
に
も
と
も
と
「
実
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
も
そ
れ
だ
け
「
乎
」

註（一）

に
か
き
改
め
る
必
要
は
な
い
筈
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
や
は
り
略
体
歌
に
「
実
」
と
か
「
哉
」
と
か
の
正
訓
の
文
字

を
で
き
る
だ
け
使
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
非
略
体
歌

に
お
い
て
は
、
歌
詞
を
忠
実
に
伝
え
よ
う
と
す
る
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
巻
十
一
の
非
略
体
書
式
の
歌
十
五
首
が
、
略
体
歌
の
用
字
と
異
な
っ

て
い
て
、
今
述
べ
て
き
た
よ
う
な
非
略
体
歌
の
用
字
の
傾
向
と
合
致
す
る
こ
と

か
ら
み
て
も
、
こ
の
十
五
首
が
偶
々
字
数
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と

で
は
な
く
、
も
と
も
と
非
略
体
歌
群
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
非
略
体
歌
の
性
格
は
、
曾
て
述
べ
た
一
宇
一
音
の
書
法
と
も
共
通
す
る

も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ま
た
、
略
体
歌
と
非
略
体
歌
と
が
共
通
の
用
字
で
し
る
さ
れ
て
い

て
、
他
の
歌
の
用
字
と
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
願
望
の
助
詞
と
普
通
に

い
わ
れ
て
い
る
「
モ
ガ
モ
」
、
ヨ
ソ
」
、
係
助
詞
「
ソ
」
な
ど
で
あ
る
が
、
そ

の
分
布
状
況
は
次
の
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
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体。 ま 表 ２
無 告 見 見 非 ずまず

、
願
望
の
助
詞
「
モ
ガ
モ
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
人
麻
呂
歌
集
に
は
略

体
・
非
略
体
併
せ
て
六
例
あ
る
が
、
全
て
「
鴨
」
一
宇
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。

見
依
鴨
三
例
（
７
．
三
ｓ
、
ｎ
．
二
一
三
、
一
更
吾

見
因
鴨
一
例
（
ｕ
・
一
惠
ｅ

告
子
鴨
一
例
（
蛆
．
三
二
）

無
鴨
一
例
（
ｎ
．
茜
三
）

こ
れ
ら
は
、
「
見
む
よ
し
も
が
も
」
、
「
告
げ
む
子
も
が
も
」
、
「
無
く
も

が
も
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
鴨
」
で
「
モ
ガ
モ
」
と
表
記
し
よ

う
と
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
恐
ら
く
は
じ
め
の
「
モ
」
は
省
略
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
こ
れ
ら
巻
七
、
十
、
十
一
、

十
二
所
収
の
人
麻
呂
歌
集
以
外
の
歌
の
用
字
を
見
る
と
、

毛

欲

得

七

例

母

鴨

一

例

裳

欲

得

二

例

毛

鴨

一

例

欲

得

二

例

モガモ
コ
ソソ

鴨
⑩与

(1) ７

1０

｜与仙与⑧

’ 鴨
⑧ 1１

叙 序
(1)(1)

叙 序
倒(1)

曾 序
②（１）

1２

７

与 与
晶(１） 鴨

凹 1０

鴨仙 1１

と
な
っ
て
い
て
「
母
鴨
」
「
毛
鴨
」
の
例
も
一
例
ず
つ
あ
る
が
、
「
ガ
モ
」
に
「
欲

得
」
を
あ
て
る
の
が
最
も
一
般
的
な
用
字
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一

方
、
「
鴨
」
は
万
葉
集
全
体
に
亘
っ
て
み
て
も
、
こ
の
巻
十
一
、
十
二
の
各
一
例

の
他
は
、
巻
十
三
に
二
例
と
巻
九
に
一
例
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

長雲鴨・高雲鴨（蛆・一三皇）

小
舟
毛
鴨
・
小
城
毛
鴨
（
蛆
・
臺
究
）

如
是
鴨
跡
（
９
．
毛
壹
）

の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
て
、
人
麻
呂
歌
集
で
は
い
ず
れ
も
「
鴨
」
一
宇
で

「
モ
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
他
の
歌
で
は
、
巻
九
の
一
例
を
除
い

て
、
「
毛
鴨
」
「
母
鴨
」
「
雲
鴨
」
の
如
く
、
「
モ
」
に
あ
た
る
文
字
が
し
る

さ
れ
て
い
る
・
巻
九
の
一
例
は
「
カ
ク
シ
モ
ガ
モ
」
と
一
般
に
訓
ま
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
「
シ
モ
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ

て
、
人
麻
呂
歌
集
の
用
法
と
似
て
い
る
。
「
欲
得
」
に
も
「
モ
」
が
略
さ
れ
て

い
る
も
の
と
、
「
毛
」
「
裳
」
な
ど
の
文
字
を
添
え
た
場
合
と
が
あ
る
か
ら
、

必
ず
し
も
、
「
鴨
」
に
「
モ
」
を
添
え
る
が
ど
う
か
で
書
法
に
大
き
な
相
違
を

註（二）

認
め
得
る
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
人
麻
呂
歌
集
の
場
合
が
い
ず
れ
も
「
鴨
」

の
一
宇
で
表
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
集
中
の
少
数
例
の
「
毛
鴨
」
「
裳
鴨
」

等
か
ら
も
区
別
し
得
る
と
は
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
巻
九
の
一
例
が
例
外
と
な

る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

ま
た
お
な
じ
く
願
望
の
助
詞
と
い
わ
れ
る
「
コ
ソ
」
で
あ
る
が
、
人
麻
呂
歌

集
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
「
与
」
ま
た
は
「
与
具
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。

与
（
７
．
三
宍
、
皿
・
一
石
只
、
ｕ
・
壹
三
、
姻
・
一
六
里
、
一
盃
ｅ

与具（皿．一壱ｇ）

一
方
、
こ
れ
ら
の
巻
に
お
け
る
他
の
歌
で
は
、
願
望
の
助
詞
ヨ
ソ
」
も
係

助
詞
「
コ
ソ
」
と
共
通
の
「
社
」
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
「
乞
」
、
「
許
曾
」
、
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「
己
曾
」
な
ど
が
見
え
て
い
る
が
、
「
与
」
の
用
字
は
、
巻
十
に
一
例
、
巻
十

二に二例みえる。

万
葉
集
全
体
を
み
る
と
、
「
与
具
」
は
、
こ
の
他
に
は
巻
十
三
の
人
麻
呂
歌

集
長
歌
に
一
例
三
言
）
の
み
、
「
与
」
は
、
こ
の
巻
十
、
士
一
の
三
例
の
他

に
は
、
巻
六
の
坂
上
郎
女
の
歌
に
一
例
（
究
吾
み
え
る
だ
け
で
あ
る
。
「
社
」

「
許
曾
」
「
乞
」
な
ど
の
他
の
用
字
を
あ
わ
せ
た
中
で
の
「
与
」
の
用
例
は
、

約
八
％
、
非
常
に
す
ぐ
な
い
用
字
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
尤
も
、

こ
の
「
与
」
は
、
「
与
奴
鴨
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
コ
セ
」
と
い
う
同
義
の
語

に
使
わ
れ
た
例
も
、
人
麻
呂
歌
集
の
他
に
二
例
ほ
ど
あ
り
、
必
ず
し
も
人
麻
呂

歌
集
独
特
の
用
字
と
い
え
な
い
。
た
だ
、
他
の
歌
で
は
、
「
与
」
は
極
め
て
僅

少
な
例
で
、
人
麻
呂
歌
集
に
は
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
以
外
の
巻
々
を
含
め
て
、

他
の
用
字
が
全
く
な
く
、
全
て
「
与
」
ま
た
は
「
与
具
」
で
し
る
し
て
い
る

の
は
、
そ
の
用
字
の
一
傾
向
と
し
て
注
目
に
価
す
る
と
い
え
よ
う
。
「
与
具
」

は
前
述
し
た
よ
う
に
二
例
共
人
麻
呂
歌
集
に
の
み
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の

「
具
」
を
「
其
」
の
誤
ま
り
と
す
る
考
え
か
た
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
「
与
」
そ

の
も
の
も
訓
字
と
し
て
借
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
具
」
も
「
ソ
ナ
ハ

ル
」
と
い
う
字
義
か
ら
借
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
「
与
具
」
の
ま
ま
で

あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
い
ま
一
つ
、
人
麻
呂
歌
集
の
用
字
と
し
て
係
助
詞
「
叙
」
、
「
序
」
を

あ
げ
た
い
。
近
来
、
係
助
詞
「
ソ
」
は
清
音
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
人
麻
呂
歌
集
に
限
っ
て
い
え
ば
、
圧
倒
的
に
濁
音
仮
名
と
さ
れ
て
い
る

「
叙
」
「
序
」
の
用
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
巻
七
、
十
、
十
一
、
十
二
に
お

け
る
人
麻
呂
歌
集
の
「
ソ
」
の
用
字
は
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
が
、
巻
十
一
の

二
例
（
壹
二
、
三
三
）
に
「
曾
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
他
は
、
八
例
が
全
て

「
序
」
あ
る
い
は
「
叙
」
の
文
字
で
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
他
の

巻
の
人
麻
呂
歌
集
を
見
て
も
同
様
で
、
巻
九
に
一
例
（
一
莞
ち
「
曾
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
他
は
巻
七
、
十
一
の
旋
頭
歌
中
で
も
、
巻
十
三
の
長
反

歌
の
中
に
お
い
て
も
、
全
て
「
叙
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
含
め
て

人
麻
呂
歌
集
全
体
の
「
ソ
」
の
用
字
を
み
る
と
、

叙
十
三
例
、
序
三
例
、
曾
三
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

巻
十
三
は
、
「
叙
」
「
序
」
の
最
も
多
く
見
え
る
巻
で
、
「
序
」
が
四
例
、

「
叙
」
が
三
例
、
計
七
例
あ
る
が
、
一
方
「
曾
」
の
文
字
の
使
用
は
二
十
例
あ

り
、
全
体
に
対
す
る
「
叙
」
「
序
」
の
使
用
率
は
邪
％
弱
と
な
り
（
人
麻
呂
歌
集

の
も
の
も
含
め
る
と
鉛
％
強
）
、
人
麻
呂
歌
集
全
体
の
「
叙
」
「
序
」
の
使
用
率

が
別
％
強
で
あ
る
の
と
は
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
。
尤
も
、
「
曾
」
な
ど
の

清
音
の
文
字
と
、
「
叙
」
「
序
」
な
ど
の
文
字
と
が
ど
れ
程
の
意
識
を
以
て
用

い
ら
れ
た
か
は
明
ら
か
と
言
ひ
難
く
、
巻
一
の
天
武
天
皇
御
歌
（
壹
）
の
如
く

一
首
中
に
「
曾
」
と
「
叙
」
を
併
用
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
し
、
万
葉
集
全
体

に
亘
っ
て
「
叙
」
「
序
」
の
用
い
ら
れ
た
例
を
調
べ
る
と
、
巻
十
三
の
七
例
を

最高として、

巻
一
二
例
、
巻
二
二
例
、
巻
三
二
例
、
巻
五
二
例
、
巻
六
六
例

巻
九
一
例
、
巻
十
二
例
、
巻
十
二
一
例
、
巻
二
十
二
例
、

と
い
う
よ
う
に
散
在
し
て
お
り
、
限
ら
れ
た
範
囲
の
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
い
る
巻
七
、
十
、
十
一
、

十
二
の
四
巻
に
つ
い
て
み
る
と
、
僅
か
に
巻
十
に
二
例
と
巻
十
二
に
一
例
と
が

あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
巻
十
の
二
例
は
七
夕
歌
中
の
長
歌
の
反
歌
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
麻
呂
歌
集
の
七
夕
歌
三
八
首
に
続
く
七

夕
歌
六
○
首
の
中
で
も
最
後
の
二
組
の
長
反
歌
五
首
は
、
前
の
短
歌
群
と
い
さ

さ
か
用
字
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て

も
、
巻
十
に
お
け
る
「
ソ
」
の
用
字
は
、
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曾
二
一
例
、
叙
二
例
、
衣
一
例
、

で
、
全
体
に
対
す
る
「
叙
」
の
比
率
は
、
８
％
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
巻
十
二
の

一
例
は
、
こ
の
巻
の
最
後
に
あ
る
問
答
一
組
中
の
一
首
（
一
三
む
に
用
い
ら
れ

て
い
る
も
の
で
、
巻
十
二
の
「
ソ
」
の
用
字
を
み
る
と
、

曾
三
十
例
、
其
五
例
、
衣
三
例
、
焉
二
例
、

所
一
例
、
序
一
例
、

と
い
う
風
で
「
曾
」
が
圧
倒
的
に
多
く
「
ソ
」
全
て
の
用
字
の
中
で
「
序
」
の

占
め
る
比
率
は
、
僅
か
に
２
％
強
で
あ
る
。
人
麻
呂
歌
集
の
「
叙
」
「
序
」

が
、
こ
れ
ら
の
巻
の
用
字
の
傾
向
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

以
上
、
巻
七
、
十
、
十
一
、
十
二
の
人
麻
呂
歌
集
の
用
字
の
中
か
ら
、
特
に

注
目
さ
れ
る
も
の
を
と
り
あ
げ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
巻
々
の
用
字
傾
向

と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
巻
の
中
に
と
り
い
れ
ら
れ
る
前
に
す
で
に
あ

っ
た
用
字
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
、
万
葉
集
全
体
の
用
字
の
傾

向
と
比
較
し
て
み
て
も
そ
れ
ら
は
特
殊
な
用
字
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、

こ
れ
ら
四
巻
の
人
麻
呂
歌
集
の
中
ば
か
り
で
な
く
、
巻
九
、
巻
十
三
の
人
麻
呂

歌
集
の
歌
や
旋
頭
歌
を
も
含
め
た
人
麻
呂
歌
集
全
体
の
用
字
の
傾
向
と
し
て
考

え
て
も
誤
り
で
は
な
い
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
人
麻
呂
歌
集
の
用
字
と
幾
分
か
の
関
連
が
あ
る
か
の
如
く
見
え
る

も
の
に
は
、
巻
十
三
や
田
辺
福
麿
歌
集
が
あ
る
。
巻
六
と
九
に
収
め
ら
れ
て
い

る
福
麿
歌
集
の
助
詞
「
ヲ
」
の
用
字
を
み
る
と
、

実
十
五
例
、
乎
五
例
、
緒
二
例
、

と
な
っ
て
い
て
、
一
般
の
傾
向
と
は
甚
し
く
異
な
り
、
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
の

傾
向
と
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
係
助
詞
「
ソ
」
の
用
字
も
、
福
麿

歌
集
に
は
係
助
詞
「
ソ
」
は
三
例
し
か
な
い
が
、
そ
の
三
例
と
も
（
一
室
Ｑ
ろ

室
、
一
全
一
）
「
叙
」
を
用
い
て
い
て
「
曾
」
は
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
用
字
の
傾
向
は
、
人
麻
呂
歌
集
の
み
の
孤
立

し
た
用
字
で
な
く
、
共
通
の
用
字
傾
向
を
も
つ
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
考
え
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
略
体
歌
に
お
い
て
同

義
の
語
に
は
共
通
す
る
用
字
で
記
載
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
非
略
体

歌
で
は
書
き
わ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
決
し
て
相
容
れ
な
い
性
格
の
も

の
で
は
な
い
。
「
鴨
」
に
し
て
も
「
与
」
「
与
具
」
に
し
て
も
、
あ
る
い
は

「
叙
」
「
序
」
に
し
て
も
、
「
哉
」
の
如
く
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
て
、
読
み
誤
ら
れ
る
お
そ
れ
を
考
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

人
麻
呂
歌
集
の
用
字
に
は
、
略
体
・
非
略
体
歌
に
共
通
の
特
殊
な
用
字
が
あ
る

こ
と
の
上
に
、
非
略
体
歌
で
は
、
略
体
歌
に
比
し
て
詞
句
を
正
し
く
伝
え
る
た

め
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
て
更
に
研
究
を
進
め
る
べ
き
だ
と

思われる。

な
お
、
本
稿
で
は
人
麻
呂
作
歌
の
用
字
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
。
巻
一
か
ら
巻

四
ま
で
の
人
麻
呂
作
歌
に
は
、
「
モ
ガ
モ
」
「
コ
ソ
」
な
ど
の
用
語
は
見
え
な

い
し
、
巻
二
に
「
叙
」
が
四
例
あ
っ
て
も
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
人
麻
呂
歌
集

の
用
字
か
ら
は
離
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
人
麻
呂
歌
集
の
用
字
の
傾
向
を
み

る
際
に
は
、
一
向
差
支
え
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

註
Ｈ
同
様
に
人
麻
呂
歌
集
以
外
の
力
・
カ
モ
・
ャ
・
ヤ
モ
の
用
字
も
、
こ
れ

ら
の
巻
で
は
次
の
如
く
多
様
な
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

力
、
香
、
可
、
加
、
鹿
、
哉
、
嘉
、
賀
、
欺
。
カ
モ
、
鴨
、
可
聞
、
可

毛
．
香
聞
、
霧
、
可
母
、
香
裳
．
鳧
、
鹿
裳
、
疑
意
、
香
文
．
疑
。
ャ
、

哉
、
也
．
屋
、
八
、
夜
。
ヤ
モ
、
八
方
、
也
母
、
也
毛
、
八
面
。

註
目
「
モ
ガ
モ
」
の
用
例
は
、
人
麻
呂
歌
集
に
お
い
て
は
、
こ
こ
に
と
り
あ

げ
た
巻
以
外
に
は
見
え
な
い
。


