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㈲
ま
ず
同
じ
奈
良
朝
人
の
文
学
に
お
い
て
、
詩
と
歌
と
の
表
現
内
容
の
差

或
は
そ
の
比
較
対
比
に
つ
い
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
七
夕
を
め
ぐ
る
詩
と
歌

と
に
つ
い
て
眺
め
る
と
、
懐
風
藻
の
七
夕
詩
数
首
は
六
朝
詩
の
語
句
の
模
倣
が

濃厚である。たとへぱ矯和轄鳩謝詰典）、

鳳駕雲路に飛び、竜車漢流老越ゆ醗準唖前、一にみる、鳳駕や竜車

は
六
朝
詩
の
如
く
織
女
星
の
車
を
さ
す
。
き
ら
び
や
か
に
着
飾
っ
て
し
づ
し
づ

と
天
の
河
を
渡
る
者
は
女
星
で
あ
り
、
ひ
た
す
ら
待
ち
わ
び
る
の
は
彦
星
の
方

で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
上
代
な
が
ら
万
葉
集
と
い
ふ
歌
の
場
合
は
そ
の
反
対
で

ある。天
の
河
川
門
に
立
ち
て
わ
が
恋
ひ
し
君
来
ま
す
な
り
紐
解
き
待
た
む

（二○四八）

年
に
よ
そ
ふ
わ
が
舟
漕
が
む
天
の
河
風
は
吹
く
と
も
波
立
つ
な
ゅ
め

奈
良
朝
天
平
勝
宝
三
年
冬
十
一
月
（
孝
謙
天
皇
七
五
一
年
）
に
成
立
し
た
、

わ
が
国
最
初
の
総
集
、
『
懐
風
藻
』
に
つ
い
て
は
、
今
日
な
ほ
問
題
点
が
少
く

な
い
。
も
し
か
り
に
将
来
懐
風
藻
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
私
は
私
な
り
に
か
な
り
多
く
の
問
題
を
か
か
へ
て
ゐ
る
。
以
下
、
そ
の
問

題
点
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
、
メ
モ
的
に
多
少
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

懐
風
藻
に
お
け
る
問
題

（二○五八）

の
如
く
、
待
つ
方
は
女
星
（
前
の
歌
の
場
合
）
、
川
を
渡
り
或
は
舟
を
漕
い

で
女
星
の
も
と
に
急
ぐ
の
は
彦
星
（
後
者
の
場
合
）
で
あ
る
。
上
代
人
の
生
活

を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
た
の
は
む
し
ろ
歌
の
方
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
実
的
な
男

女
の
生
活
を
星
空
の
世
界
に
あ
て
は
め
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
上
代
人
の
文
学

で
あ
り
な
が
ら
表
現
内
容
に
差
を
み
る
の
は
、
詩
と
い
ふ
文
学
形
態
が
元
来

「
よ
そ
も
の
」
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
上
代
詩
そ
の
も
の
だ
け
で
は

上
代
人
の
心
情
は
わ
か
ら
な
い
・
懐
風
藻
の
中
に
老
荘
的
竹
林
虚
無
的
な
内
容

を
も
つ
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
上
代
人
の
思
想
に
「
直
ち
に
」
結
び
つ
け
や

う
と
す
る
考
へ
方
は
、
あ
ま
り
に
も
詩
と
い
ふ
文
学
を
無
視
し
た
方
法
と
い
へ

る
で
あ
ら
う
。
こ
の
際
一
歩
退
い
て
眺
め
る
必
要
が
あ
る
。

懐
風
藻
に
梅
の
香
に
つ
い
て
詠
ん
だ
詩
が
数
首
あ
る
。

う
だ

か

蕊蕊寧蕊駕雛蕊鱗隼

な
ど
は
そ
の
一
例
。
梅
の
詩
句
十
数
首
に
照
ら
し
て
、
そ
の
香
を
詠
ん
だ
数
首

は
数
と
し
て
は
必
ず
し
も
少
く
な
い
。
こ
れ
は
六
朝
特
に
梁
以
来
梅
の
香
を
詠

ん
だ
詩
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
懐
風
藻
の
詩
も
自
ら
そ
の
方
向
に
傾
い
た
の
が

原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
歌
の
方
で
は
、
天
平
末
期
の
、

占
ｊ､，、

小

島

憲

之
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◎

梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け
ど
も
心
も
し
の
に
君
を
し
ぞ
思
ふ

（市原王、四五○○）

が
確
実
に
梅
の
香
を
詠
ん
だ
唯
一
の
例
で
、
あ
と
は
「
に
ほ
ふ
」
の
中
に
香
を

含
む
か
否
か
、
解
釈
上
の
問
題
を
も
つ
歌
の
み
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
や
う
に
梅

の
香
に
つ
い
て
も
表
現
内
容
に
差
が
あ
る
の
は
、
や
は
り
懐
風
藻
の
詩
の
総
元

締
に
中
国
詩
が
ひ
か
へ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
歌
に
「
香
」
が
殆
ん
ど
な
い
た

め
に
、
上
代
人
の
花
の
香
に
対
す
る
生
理
的
鈍
感
性
を
力
説
し
た
説
さ
へ
も
現

は
れ
は
し
た
が
、
こ
れ
は
詩
を
含
む
上
代
文
学
全
体
を
考
へ
て
み
な
か
っ
た
た

め
で
あ
る
。
歌
（
万
葉
集
）
を
考
へ
る
場
合
に
は
詩
（
懐
風
藻
）
を
、
詩
を
考

へ
る
場
合
に
は
、
大
い
に
中
国
詩
を
も
考
慮
に
容
れ
る
必
要
が
あ
る
。

更
に
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
懐
風
藻
の
詩
に
、

。

○

０

．

雲は巻く三舟の谷、霞は開く八石の州羅認率冨誰）

が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
雲
は
巻
く
」
は
、
雲
が
巻
い
て
收
ま
る
意
。
注
釈
書
の

中
に
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
や
は
り
中
国
詩
に
本

づく。沃噸榊魯浄霊龍蕊溌繊謝登レ陸示二慧日道場一

暗雲梢巻寒巌樹両蕊魏溌箭蓋一

は
そ
の
一
例
。
こ
れ
に
対
し
て
、
万
葉
集
の
歌
の
方
で
は
、
こ
の
や
う
な
表
現

は
見
当
ら
な
い
。
雲
は
一
般
に
た
つ
．
か
か
る
・
た
な
び
く
な
ど
に
続
く
が
、

詩
の
「
雲
は
巻
く
」
の
表
現
に
当
る
も
の
は
、

◎

Ｏ

滝
の
上
の
三
船
の
山
に
居
る
雲
の
常
に
あ
ら
む
と
わ
が
も
は
な
く
に

（弓削皇子、二四二）

の
如
く
「
居
る
」
で
あ
ら
う
。
「
巻
く
」
と
い
ふ
語
は
上
代
語
に
多
い
。
し
か

し
「
雲
は
巻
く
」
の
表
現
が
歌
に
な
く
て
詩
に
の
み
残
る
の
は
、
そ
の
本
づ
く

と
こ
ろ
の
差
に
原
因
が
あ
る
も
の
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
に
懐
風
藻

は
万
葉
集
と
の
比
較
に
於
て
考
察
す
れ
ば
、
新
し
い
上
代
人
の
表
現
を
つ
き
と

め
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ら
う
。

口
懐
風
藻
の
詩
は
近
江
朝
か
ら
天
平
勝
宝
ま
で
約
八
十
年
間
の
詩
を
收
め

る
。
従
っ
て
詩
風
の
「
う
つ
り
」
も
あ
ら
う
。
そ
こ
に
懐
風
藻
自
体
に
於
て
そ

の
内
部
に
文
学
史
的
に
文
学
の
流
れ
を
掴
む
こ
と
も
問
題
の
一
つ
と
な
る
。
懐

風
藻
の
文
学
時
代
を
前
期
と
後
期
と
に
わ
け
、
文
武
・
元
明
朝
頃
（
和
銅
頃
）

ま
で
を
前
期
と
し
、
長
屋
王
を
め
ぐ
る
時
代
よ
り
編
纂
ま
で
を
後
期
と
す
る
の

は
私
の
持
論
で
あ
る
（
岩
波
古
典
大
系
的
、
解
説
参
照
）
・
懐
風
藻
を
全
体
と

し
て
み
れ
ば
、
六
朝
詩
の
語
句
を
利
用
し
た
点
の
多
い
こ
と
は
先
人
の
説
の
通

り
で
あ
る
が
、
前
期
の
文
武
朝
頃
に
は
か
す
か
に
初
唐
詩
の
影
の
み
ら
れ
る

こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
後
期
は
王
勃
な
ど
の
初
唐
の
詩
序
の
影
響

の
か
な
り
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
今
日
の
常
識
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
を
測
る

前
期
に
そ
の
姿
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
特
に
意
を
払
ふ
く
き
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は

恐
ら
く
文
武
朝
慶
雲
元
年
（
七
○
四
）
第
七
次
の
遣
唐
使
の
帰
朝
が
初
唐
詩
集

の
若
干
を
も
た
ら
し
た
た
め
で
あ
ら
う
。
王
子
安
集
（
王
勃
の
詩
）
を
始
め
と

し
て
、
唐
太
宗
文
皇
帝
集
・
翰
林
学
士
集
（
真
福
寺
蔵
）
な
ど
は
こ
の
時
の
伝

来
で
あ
っ
た
か
と
思
は
れ
る
。
文
武
朝
を
め
ぐ
る
万
葉
集
の
歌
に
か
な
り
中
国

風
の
も
の
が
み
ら
れ
る
の
も
、
そ
こ
に
原
因
が
あ
る
。
こ
の
懐
風
藻
時
代
と
万

葉
集
時
代
二
般
に
四
期
に
わ
け
る
）
と
が
ど
の
や
う
に
結
び
つ
く
か
、
文
学

史
の
上
で
興
味
あ
る
問
題
を
提
出
す
る
で
あ
ら
う
。

日
懐
風
藻
の
評
価
は
ど
の
や
う
に
す
べ
き
か
。
こ
の
詩
を
激
賞
す
る
見
方

も
近
世
以
来
あ
る
が
、
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
か
、
問
題
で
あ
る
。
そ
の
評
価
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
中
国
詩
の
類
似
句
を
み
つ
け
る
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
ら
う
。

たとへぱ、
い

よ

よ

ま

す

ま

す

か

そ

葉落ちて山癒静けく、風凉しくして琴益微けし」癖窪嘩島、）
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日
本
書
紀
研
究
の
歴
史
は
ま
こ
と
に
長
い
が
、
そ
れ
ら
先
賢
の
業
績
に
導
か

れ
な
が
ら
も
、
今
日
で
は
、
も
は
や
、
個
人
の
能
力
の
限
界
を
越
え
て
、
偉
大

な
る
幾
つ
か
の
頭
脳
の
綜
合
的
研
究
を
必
要
と
す
る
段
階
に
き
て
ゐ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
ふ
気
が
す
る
。
ま
た
そ
れ
ほ
ど
の
奥
行
き
と
広
が
り
を
も
っ
て
ゐ

る
の
が
日
本
書
紀
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
今
な

ほ
問
題
は
山
積
し
て
ゐ
る
と
、
い
へ
ぱ
い
へ
る
も
の
の
、
具
体
的
に
は
少
な
く

と
も
、
高
次
本
文
批
判
と
古
訓
研
究
が
、
今
後
の
研
究
の
方
向
と
な
る
の
で
は

ないか。
高
次
本
文
批
判
に
お
い
て
は
、
例
へ
ば
坂
本
太
郎
博
士
の
諸
論
考
ｌ
「
天
智

紀
の
史
料
批
判
」
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
週
の
３
な
ど
ｌ
、
小
島
憲
之
博
士
の
出
典
論
１

重
代
日
本
文
学
と
中
国
交
差
上
ｌ
の
方
法
が
最
も
望
ま
れ
、
ま
た
そ
の
諸
業
績
を

の
如
き
佳
句
も
、
梁
王
籍
の
詩
に
「
蝉
燥
林
撤
静
、
烏
鳴
山
更
幽
」
が
あ
る
こ

と
か
ら
み
れ
ば
、
「
清
麗
絶
倫
」
と
賞
称
し
た
説
も
（
伍
俶
「
日
本
之
漢
詩
」
）
、

割
引
き
し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
懐
風
藻
に
は
「
和
臭
」
が
か

な
り
あ
る
。
こ
の
や
う
な
点
が
加
味
、
さ
れ
て
正
し
い
そ
の
評
価
が
定
っ
て
く

る
。
今
後
の
研
究
に
期
待
が
ま
た
れ
る
。

そ
の
他
、
懐
風
藻
自
体
の
内
部
の
問
題
、
た
と
へ
ぱ
、
詩
数
の
問
題
ｌ
後
人

附
加
の
詩
あ
り
-
、
撰
者
の
問
題
な
ど
か
な
り
追
求
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。

日
本
書
紀
に
お
け
る
問
題
点

出
発
点
と
し
て
、
一
方
で
は
史
実
へ
の
肉
迫
、
一
方
で
は
述
作
表
現
論
（
文
体

論
と
い
っ
て
も
よ
い
）
へ
の
道
が
開
け
て
く
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
古
訓
研
究
に

あっても、例へぱ神田喜一郎博士-『日本書紀古訓孜謹、小島憲之博士、

築島裕博士ｌ『平安時代漢文訓読語につきての研塞１など、漢字と訓の結

び
つ
き
や
語
義
な
ど
の
解
明
に
指
針
が
与
へ
ら
れ
た
と
い
ふ
べ
き
で
、
な
ほ
未

詳
の
訓
も
ま
ま
あ
る
今
日
、
将
来
に
俟
つ
く
き
も
の
が
あ
ら
う
。
い
ま
、
か
り

に
日
本
書
紀
冒
頭
の
本
文
を
見
よ
う
。

Ａ
・
古
、
天
地
未
し
剖
、
陰
陽
不
し
分
、
．
…
：
故
天
先
成
而
地
後
定
。

Ｏ

Ｂ・然後神聖生二其中一焉。

。

Ｃ
・
故
日
、
開
關
之
初
、
洲
壌
浮
漂
、
響
猶
三
潴
魚
之
浮
二
水
上
一
也
。

Ｄ・子レ時天地之中生二一物《状如二葦牙壬便化二為神→号二国常立尊一

ま
た
平
安
初
頭
勅
撰
詩
集
の
表
現
と
ど
の
や
う
に
違
ふ
か
ｌ
後
者
に
唐
代
俗
語

表
現
が
甚
だ
多
く
、
懐
風
藻
に
な
い
の
も
一
つ
の
新
し
い
見
方
で
あ
る
。
与
へ

ら
れ
た
紙
幅
は
そ
の
考
証
の
余
裕
を
残
さ
な
い
ｌ
、
こ
の
問
題
も
殆
ん
ど
未
開

拓
の
部
分
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
懐
風
藻
に
於
け
る
問
題
点
は
そ
の
ま
ま
他
の

関
聯
す
る
文
学
作
品
の
問
題
点
に
も
つ
ら
な
る
。
（
六
月
二
十
日
）

ｌ
大
阪
市
立
大
学
教
授
Ｉ

西

宮

一

民


