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『
万
葉
集
』
で
は
く
こ
こ
ろ
〉
の
表
記
に
心
・
情
・
意
を
当
て
て
い
る
が
、

特
殊
な
も
の
と
し
て
、
神
・
景
迩
・
於
な
ど
も
あ
る
。
「
神
」
の
例
に
つ
い
て

は
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
探
っ
て
ゑ
た
（
拙
稿
「
『
神
』
と
く
こ
こ
ろ
〉
ｌ
歌
の

く
こ
こ
ろ
〉
１
１
」
『
東
横
国
文
学
』
別
）
の
で
、
こ
こ
で
は
「
景
迩
」
に
つ
い

て
考
え
て
ふ
た
い
。

「
景
迩
」
は
旧
訓
「
カ
ゲ
」
と
あ
っ
た
の
を
『
代
匠
記
』
に
「
こ
こ
ろ
」
と
し

て
以
来
、
現
在
の
諸
注
釈
書
は
『
私
注
』
を
の
ぞ
い
て
ゑ
な
こ
れ
に
従
っ
て
い

ス》。『
代
匠
記
』
が
「
景
迩
」
を
「
こ
こ
ろ
」
と
訓
ん
だ
の
は
、
天
武
紀
十
一
年

八
月
二
十
二
日
の
詔
の
中
の
「
景
迩
」
に
「
コ
コ
ロ
バ
セ
」
の
訓
が
あ
る
こ
と

１
「
己
之
景
述
故
」

こ
ま
つ
る
ざ
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
よ
そ
の
み
に
み
つ
つ
や
ｇ
み
を

高
麗
剣
己
之
景
迩
故
外
耳
見
乍
哉
君
乎

八三） 八
景
Ｖ
あ
る
い
は
八
物
Ｖ
と
八
こ
こ
ろ
Ｖ

ｌ
〈
寄
物
陳
思
〉
序
説
Ｉ

○

こ
ひ
わ
た
り
な
む

恋
渡
奈
牟
（
ｎ
．
二
九

に
よ
っ
た
も
の
で
、
さ
ら
に
『
古
義
』
は
『
考
課
令
』
に
「
景
迩
」
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
こ
の
景
迩
の
字
を
、
昔
の
博
士
は
、
．

。
、
ロ

、
ロ
バ
セ
と
も
．
、
ロ
と
も
訓
け
る
ゆ
ゑ
に
、
此
集
に
も
心
と
云
に
用
た
る
な

ら
む
」
と
し
た
。
『
代
匠
記
』
や
『
古
義
』
が
指
摘
し
た
「
景
迩
」
は
次
の
よ

う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ソ
ノ
し
な
さ
澄
め
か
う
ぷ
り
た
ま
ハ
ム
も
の
ハ
ク
ヘ
テ
ノ
う
か
ら
か
ば
ね
ピ
こ
こ
ろ
ぱ
せ
ヲ
ニ
ニ
し
な
さ
だ
メ
ム
ヲ

凡
諸
応
二
考
選
一
者
。
能
検
二
其
族
姓
及
景
迩
や
方
後
考
し
之
。

た
と
上
モ
こ
こ
ろ
ぱ
せ
し
わ
ざ
い
ち
Ｌ
ろ
シ
ト
ノ

マ
ラ
は

う
し
な
さ
だ
め
か
う
ぷ
り
た
ま
ハ
ム

若
錐
二
景
迩
行
能
灼
然
→
其
族
姓
不
レ
定
者
。
不
し
在
二
考
選
之

し
な
ニ
ハ

色
や
（
『
日
本
書
紀
』
下
古
典
大
系
本
に
よ
る
）

ソ

ク

ク

ニ

は

シ

ス

凡
官
人
景
迩
功
過
応
し
附
し
考
者
。
皆
須
二
実
録
→
（
思
想
大
系
『
律
令
』
に
よ

る）
と
は

ホ

フ

ト

景迩者景像也。猶言二状迩一也。（『令義解』）

「
景
迩
」
は
『
全
註
釈
』
が
「
法
令
語
」
、
『
私
注
』
が
「
唐
あ
た
り
の
法
律

語
か
ら
来
た
の
で
あ
ら
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
『
考
課
令
』
で
は
他
に
も
、

フ

ク
シ
テ

レ
ヲ
ム
イ
ハ
ニ
シ
テ

キ

タ

謂翠景迩功状高。而考第下。或考第優。而景迩劣之類壬

シ

ナ

ラ

ム

ピ

レ

テ

ニ

ノ

ニ

リ

タ

ラ

パ

テ

ヲ

ぜ

日

若
本
犯
免
官
以
上
。
及
鐵
賄
入
レ
已
・
恩
前
獄
成
者
。
価
以
二
景
迩
一
論
。

な
ど
と
考
第
評
価
の
対
象
と
し
て
「
景
迩
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
語
意

は
『
古
義
』
が
指
摘
し
た
『
令
義
解
』
や
『
令
集
解
』
釈
説
に
、

野

田

浩

子
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フ

ノ

ス

”

ワ

景
大
也
。
謂
二
人
履
行
善
悪
大
迩
一
耳
。

と
い
う
よ
う
に
行
迩
や
素
行
の
意
で
あ
る
。
『
私
注
』
は
「
『
景
迩
』
は
状
迩
と

か
行
止
、
即
ち
シ
ワ
ザ
、
オ
コ
ナ
ヒ
の
意
で
ワ
ザ
と
訓
む
く
き
で
」
「
コ
コ
ロ

と
訓
む
の
は
誤
」
と
い
う
。
そ
う
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
の
は
、
『
全
註
釈
』
や

古
典
大
系
『
万
葉
集
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
類
聚
名
義
抄
』
に
「
景
行
」

「
操
」
「
惨
行
」
に
「
．
、
ロ
バ
セ
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
諸
橋
『
大
漢
和
』

に
は
「
景
行
」
も
「
景
迩
」
も
「
立
派
な
お
こ
な
ひ
」
と
あ
る
。
「
惨
」
は
「
操
」

の
俗
字
、
「
操
」
は
同
じ
く
『
大
漢
和
』
に
「
ゑ
さ
を
、
こ
こ
ろ
ざ
し
」
と
あ

り
、
「
操
行
」
に
「
お
こ
な
ひ
、
承
さ
を
、
素
行
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
類
聚

名
義
抄
』
で
は
「
行
」
に
も
「
．
、
ロ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
先
に
見
た
天
武
紀

の
詔
で
は
、
「
景
迩
」
と
「
行
能
」
が
対
に
な
っ
て
お
り
「
行
能
」
に
「
シ
ワ

ズ

〃

ニ

ハ

ニ

ス

ノ

ザ
」
の
訓
が
あ
る
。
「
行
能
」
は
『
考
課
令
』
に
「
応
し
考
者
。
皆
具
録
一
二
年

ゞ

ヲ

シ

ト

ス

功
過
行
能
ご
と
あ
り
、
『
令
義
解
』
に
「
善
悪
為
し
行
、
才
芸
為
し
能
」
と
あ
る
。

「
景
迩
行
能
」
は
同
義
反
復
の
対
語
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

我
灸
は
「
景
迩
」
を
「
．
、
ロ
バ
セ
」
と
す
る
古
訓
か
ら
、
む
し
ろ
”
お
こ

な
ひ
〃
が
「
．
、
ロ
バ
セ
」
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
受
け
と
め
る
べ
き
で

あろう。
く
こ
こ
ろ
〉
と
く
こ
こ
ろ
ば
せ
〉
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、

当
面
歌
の
「
景
迩
」
を
ヨ
コ
ご
と
訓
む
根
拠
と
し
て
上
述
の
『
代
匠
記
』

『
古
義
』
『
全
註
釈
』
の
指
摘
に
加
え
て
、
『
注
釈
』
が
指
摘
す
る
「
己
行
柄
」

を
先
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

つ
る
ｒ
た
ち
Ｉ

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
剣
刀
己
行
柄
お
そ
や
こ
の
君
（
９
．
一
七
四

一）
高
橋
虫
麻
呂
の
水
江
浦
島
子
の
歌
の
反
歌
で
あ
る
が
、
第
四
句
「
己
行
柄
」

は
、
藍
紙
本
な
ど
に
「
わ
が
こ
上
ろ
か
ら
」
と
あ
り
、
「
行
柄
」
は
旧
訓
以
来

「
こ
こ
ろ
か
ら
」
と
訓
ま
れ
て
い
冥
現
在
の
諸
注
釈
は
ほ
ぼ
こ
れ
に
従
っ
て

い
る
が
、
『
全
註
釈
』
は
「
お
の
が
わ
ざ
か
ら
」
と
訓
ん
で
い
る
。
藍
紙
本
や

○

。

『
類
聚
古
集
』
が
「
己
行
柄
」
と
あ
る
の
に
対
し
西
本
願
寺
本
は
「
己
心
柄
」

と
な
っ
て
い
る
の
を
『
全
註
釈
』
は
訓
に
引
か
れ
て
改
め
た
と
し
、
「
行
」
の

字
義
を
と
っ
て
「
わ
ざ
」
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
旧
訓
が
「
こ
上
ろ
」
で

あ
っ
た
の
か
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
「
行
」
が
「
心
」
に
改
め
ら
れ
た
の
は

佐
竹
昭
広
「
萬
葉
集
本
文
批
評
の
一
方
法
」
（
『
萬
葉
』
４
）
の
「
行
」
が
「
こ

こ
ろ
」
と
訓
め
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
う
推
察
が
当
を
得
て
い
る
。
『
類
聚
名

義
抄
』
「
行
」
に
「
こ
こ
ろ
」
と
あ
る
こ
と
、
「
行
柄
」
の
旧
訓
が
「
こ
こ
ろ
か

ら
」
で
あ
る
こ
と
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

「
己
行
柄
」
の
「
己
」
は
藍
紙
本
に
は
「
わ
が
」
西
本
願
寺
本
「
さ
が
」
で

あ
っ
た
の
を
、
『
童
蒙
抄
』
が
「
な
が
」
と
し
、
現
在
の
諸
注
釈
は
こ
れ
に
従

っ
て
い
る
。
対
し
て
当
面
歌
「
己
之
景
迩
故
」
の
「
己
之
」
は
旧
訓
「
わ
が
」

（
『
元
暦
校
本
』
『
類
聚
古
集
』
な
ど
）
、
「
さ
が
」
（
紀
州
本
な
ど
）
で
あ
っ
た
の

を
『
略
解
』
が
「
わ
が
」
と
し
て
以
来
、
現
在
の
諸
注
釈
書
は
こ
れ
を
と
っ
て

い
る
が
、
古
典
大
系
本
は
「
な
が
」
（
『
童
蒙
抄
』
の
訓
承
）
と
し
て
い
る
。

こ
立
つ
る
ぎ
わ
ざ
み
は
ら

つ
る
ぎ
た
ち

「
狛
剣
和
射
見
が
原
の
」
（
２
．
一
九
九
）
、
「
剣
太
刀
名
の
惜
し
け
く
も
」

（
４
．
六
一
六
、
ｎ
．
二
四
九
九
、
ｎ
．
二
九
八
四
）
な
ど
か
ら
、
「
こ
ま
つ
る

ぎ
Ｉ
ワ
」
、
「
つ
る
ぎ
た
ち
ｌ
ナ
」
と
連
な
る
と
す
る
通
説
に
従
い
、
一
七

つ
る
ｒ
た
ち
な
が
こ
こ
ろ
か
ら

こ
重
つ
る
ぎ
わ
部
こ
こ
ろ

四
一
は
「
剣
刀
己
行
柄
」
、
当
面
歌
は
「
高
麗
剣
己
之
景
迩
」
と
し
て
よ

いであろう。

「
己
之
景
迩
故
」
の
「
故
」
は
旧
訓
「
ゆ
ゑ
」
で
あ
っ
た
が
、
『
童
蒙
抄
』
、

大
成
は
「
か
ら
」
と
訓
ん
で
い
る
。
『
注
釈
』
は
「
己
行
柄
」
を
引
い
て
、
「
か

ら
」
と
し
て
い
る
。
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
は
他
に
も
「
我
之
心
柄
」
（
過
・
三

二
七
一
）
、
「
吾
情
柄
」
（
皿
．
三
○
二
五
）
、
「
吾
心
柄
」
（
４
．
六
九
四
）
が
見
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ら
れ
る
。
「
己
心
」
（
７
．
一
三
○
五
）
は
「
か
ら
」
を
訓
承
添
え
て
「
わ
が
こ

こ
ろ
か
ら
」
（
『
全
註
釈
』
・
塙
本
・
講
談
社
文
庫
な
ど
）
と
し
て
い
る
の
も
「
わ

が
こ
こ
ろ
か
ら
」
を
や
や
固
定
的
な
句
と
し
て
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
や
し
９
あ
銚
ゆ
ゑ

お
の
れ
ゆ
ゑ

「
ゆ
ゑ
」
は
「
賤
吾
之
故
」
（
９
．
一
八
○
九
）
、
「
於
能
礼
故
」
（
ｎ
．
三
○
九

わ
郡
ゆ
ゑ
に

し
ぬ
べ
き
わ
が
ゆ
ゑ

八
）
、
「
我
故
余
」
（
皿
．
三
二
六
）
、
「
応
死
吾
之
故
」
（
珊
・
三
八
二
）
な

ど
が
見
ら
れ
、
一
人
称
に
直
接
連
っ
て
い
て
「
こ
こ
ろ
」
に
「
ゆ
ゑ
」
が
つ
い

た
も
の
は
見
当
ら
な
い
。

最
後
に
「
景
迩
」
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
で
あ
り
、
「
景

勤
行
」
も
『
類
聚
名
義
抄
』
に
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
と
あ
っ
て
「
こ
こ
ろ
」
で
は
な

こ
い
が
、
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
は
歌
語
と
し
て
は
な
じ
承
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
ら

シ」く
し
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
は
『
万
葉
集
』
に
は
見
当

池らず、八代集でも『古今和歌集』にただ一例「いささめに時待つま

物にそ日は経ぬる心ばせをぱ人に見えつつ」（四五四・紀乳母）が見

噛られるだけである。この「こころばせ」を小町谷照彦『旺文社文

Ｖ腕庫』は「私の気持」と訳している。普通なら「こころ」となるとこ

う
ろ
が
「
さ
さ
・
ま
つ
・
ぴ
は
・
ぱ
せ
を
ぱ
（
芭
蕉
葉
）
」
を
詠
承
込
む
た
め
に

僚
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
で
「
己
之
景
迩
故
」
は
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
と
訓
む
の
が
妥
当
と
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
通
説
の
訓
承
を
再
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
く
こ
こ
ろ
〉

な
る
も
の
を
考
え
る
手
が
か
り
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
て
い
た
。
漢
字
の
文
字
と

し
て
の
意
味
は
〃
お
こ
な
ひ
“
で
あ
る
も
の
が
「
こ
こ
ろ
ぱ
せ
（
歌
語
と
し
て

は
く
こ
こ
ろ
〉
）
」
で
あ
る
こ
と
、
「
景
迩
」
「
景
行
」
の
よ
う
に
「
景
」
が
く
こ

こ
ろ
〉
と
か
か
わ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
以
下
そ
の
こ
と
を
取
り
あ
げ
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
前
に
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
触
れ
て

おきたい。

２
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」

「
こ
こ
ろ
か
ら
」
の
「
か
ら
」
は
今
日
〃
人
柄
〃
な
ど
と
い
う
の
と
同
じ
意

で
、
『
万
葉
集
』
で
は
「
神
柄
」
（
２
．
二
二
○
、
６
．
九
○
七
、
九
一
（
》
、

「
国
柄
」
（
２
．
二
二
○
・
６
九
○
七
）
、
「
川
柄
・
山
柄
」
（
３
．
三
一
五
）
な
ど

と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
お
の
づ
か
ら
」
「
神
な
が
ら
」
〃
か
ら
だ
〃
の
「
か
ら
」

も
も
と
は
同
じ
で
、
「
そ
の
物
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
本
来
の
性
格
」
（
『
時
代
別

国
語
辞
典
上
代
編
』
）
と
い
わ
れ
る
。
正
確
に
は
そ
の
〃
あ
ら
わ
れ
〃
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
。
二
九
八
三
の
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
を
『
古
典
大
系
』
は
「
性

分
で
」
と
訳
し
た
の
が
よ
い
と
し
て
『
注
釈
』
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
、

『
注
釈
』
は
「
積
極
的
に
出
ら
れ
な
い
性
分
を
嘆
い
て
い
る
」
と
し
て
お
り
、

『
講
談
社
文
庫
』
は
「
心
に
臆
す
る
所
が
あ
る
故
」
と
し
て
い
る
。
『
注
釈
』
『
講

談
社
文
庫
』
は
「
か
ら
」
を
助
詞
と
し
て
「
ゆ
え
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
『
古

典
大
系
』
は
そ
の
あ
た
り
微
妙
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
は
同
じ
意
に
な
る
が
、

「
こ
こ
ろ
か
ら
」
は
「
か
ら
」
が
「
神
柄
」
「
国
柄
」
な
ど
と
同
じ
名
詞
で
、
く
こ

こ
ろ
〉
そ
の
も
の
の
あ
ら
わ
れ
の
意
、
「
お
の
づ
が
ら
」
や
「
神
な
が
ら
」
と

同
類
の
表
現
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

歌
中
の
「
わ
が
」
は
神
の
一
人
称
に
発
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
古
事
記
』
の
八
千
矛
神
の
謡
は
「
八
千
矛
の
神
の
命
は
」
と
三
人
称
で
始
ま

り
途
中
で
「
わ
が
立
た
せ
れ
ば
」
と
一
人
称
に
転
換
す
る
。
こ
れ
は
語
り
手
が

語
る
う
ち
に
神
自
身
に
な
る
ｌ
神
が
愚
依
す
る
か
ら
と
説
か
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
行
く
・
来
る
・
越
ゆ
・
漕
ぐ
な
ど
に
連
な
る
「
わ
が
」
を
神
の
巡
行
を

語
る
神
謡
（
巡
行
叙
事
）
に
発
す
る
も
の
で
、
そ
れ
が
旅
の
歌
や
恋
の
歌
に
用

い
ら
れ
る
の
は
、
歌
い
手
が
神
に
転
移
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
旅
の
安
全
を
は
か

り
、
あ
る
い
は
神
の
見
い
出
し
た
も
の
と
い
う
恋
の
対
象
を
讃
め
る
様
式
と
な
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っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
古
橋
信
孝
『
万
葉
集
を
読
承
な
お
す
』
）
。

く
う
た
〉
は
神
謡
に
発
し
た
も
の
で
、
く
う
た
〉
の
力
は
そ
こ
に
根
拠
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
古
橋
の
指
摘
す
る
よ
う
に
歌
中
の
「
わ
が
」
は
歌
い
手

で
あ
る
と
同
時
に
歌
い
手
が
神
の
位
置
に
於
い
て
発
す
る
語
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
『
万
葉
集
』
に
は
『
古
今
集
』
以
降
の
歌
に
較
べ
て
、
歌
中
に
一
人
称

が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
神
謡
か
ら
の
距
離
の
近
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。
歌
中
の
「
わ
が
」
は
歌
い
手
が
神
に
転
移
し
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
、
そ
れ
は
神
が
顕
れ
る
時
の
緊
迫
感
と
し
て
歌
に
力
を
も
た
ら
し
て
い
る
の

う
で
あ
る
。
特
に
「
わ
が
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
は
、
占
で
神
が
顕
れ
る
時
の
そ

るこ
れ
と
対
応
す
る
。
崇
神
記
の
疫
病
は
天
皇
の
神
床
の
夢
に
大
物
主
の
神
が
現
れ

に
て
「
我
之
御
心
そ
」
と
告
げ
ら
れ
る
。
垂
仁
紀
の
皇
子
が
物
言
わ
ぬ
こ
と
も

池「いづれの神の御心そ」と問われる。現し身をもたぬ神は名として

物顕れる（森朝男「あらはる」『古代語を読む』）のであるが、その出

憾現が「御心」という形で示される（猪股とぎわ「歌のくこころ〉と

ｌ腕
無
心
所
着
歌
」
『
古
代
文
学
』
妙
。
神
は
く
こ
こ
ろ
〉
と
し
て
顕
れ
、
名
は
そ

罰
の
意
味
づ
け
で
も
あ
る
。
こ
と
に
崇
神
記
の
「
わ
が
御
心
そ
」
と
い
う
表
現

く
は
、
神
が
出
現
し
た
瞬
間
の
畏
れ
を
感
じ
さ
せ
る
。
歌
中
の
「
わ
が
こ
こ
ろ
」

は
こ
の
威
力
が
働
く
表
現
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
『
万
葉
集
』
の
一
人
称
「
あ
」
と
「
わ
」
に
違
い
が
あ
り
、
「
ワ

が
○
○
」
は
確
か
な
所
属
性
・
所
有
性
を
示
す
時
に
、
「
ア
ガ
」
は
自
己
の
心

情
や
意
志
を
示
す
場
合
に
用
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
三
浦
佑
之
「
ァ
と

ワ」『古代語を読む』）。くこころ〉は後者に属し、「あがこころ」は

仮
名
書
き
が
二
例
（
叫
・
三
五
二
六
、
焔
三
六
二
七
）
あ
る
が
、
「
わ
が
こ
こ

ろ
」
は
な
い
。
先
に
見
た
崇
神
記
の
「
我
之
御
心
」
は
三
浦
の
指
摘
に
従
え
ば

わ

が

こ

こ

ろ

「
あ
が
」
と
訓
む
こ
と
に
な
る
。
が
『
古
事
記
』
の
歌
謡
に
は
「
我
何
許
許
呂
』

（
記
歌
謡
・
三
）
が
あ
り
、
当
面
歌
「
高
麗
剣
己
之
こ
こ
ろ
か
ら
」
も
「
高
麗

剣
」
と
の
つ
な
が
り
で
「
わ
が
」
と
訓
む
く
き
で
あ
る
し
、
三
浦
の
分
類
に
従

え
ば
「
あ
が
」
に
連
る
は
ず
の
「
思
ふ
」
も
「
和
我
（
お
）
も
は
な
く
に
」
が

『
万
葉
集
』
に
四
例
（
３
．
二
四
二
、
辿
・
三
三
九
二
、
三
五
○
七
、
加
・
四

四
七
八
）
見
い
出
せ
る
。
「
吾
（
我
）
思
は
な
く
に
」
は
他
に
も
一
九
例
（
う

ち
三
例
「
に
」
は
訓
承
添
え
）
あ
り
、
そ
の
六
割
強
（
一
三
例
）
が
く
こ
こ
ろ
〉

に
か
か
わ
る
。
三
浦
の
い
う
ア
と
ワ
の
違
い
は
認
め
う
る
も
の
で
、
今
日
の
一

人
称
の
ア
系
と
ワ
系
の
違
い
、
ワ
系
が
一
般
的
で
あ
る
の
に
対
し
ァ
系
は
女
性

的
、
換
言
す
れ
ば
公
的
と
私
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ワ
系
に
よ
り
社
会
性
が

強
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
世
の
根
拠
を
神
に
お
く
古
代

に
お
い
て
「
確
か
な
所
属
性
・
所
有
性
」
と
は
神
が
定
め
た
と
い
う
こ
と
に
な

（

１

）

（

２

）

る
。
こ
の
世
の
秩
序
の
根
拠
で
あ
る
神
が
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
よ
う
に
顕
わ
れ

る
「
我
之
御
心
そ
」
は
「
あ
が
」
で
は
な
く
「
わ
が
」
と
訓
む
く
き
で
あ
ろ

う
。
む
し
ろ
普
通
な
ら
「
あ
が
」
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
が
「
わ
が
」
と
あ
る
点

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
や
「
わ
が
思
は
な
く
に
」
は

数
首
に
同
一
表
現
が
見
ら
れ
る
固
定
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
わ

が
」
は
神
の
発
語
、
歌
い
手
が
神
に
転
移
し
た
表
現
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

わ

が

も

は

な

く

に

「
谷
狭
承
嶺
に
延
ひ
た
る
玉
葛
絶
え
む
の
心
和
我
母
波
奈
久
永
」
（
Ｍ
・
三
五
○

七
）
の
「
わ
が
思
は
な
く
に
」
を
『
講
談
社
文
庫
』
の
現
代
語
訳
は
「
私
は
け

っ
し
て
思
は
な
い
の
に
」
と
し
て
い
る
。
「
け
っ
し
て
」
に
対
応
す
る
語
は
歌

中
に
な
い
。
「
わ
が
」
が
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
わ

が
」
と
い
う
時
に
あ
ら
わ
れ
る
強
さ
は
歌
い
手
自
身
が
前
面
に
せ
り
出
て
き
た

感
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
そ
れ
は
単
に
歌
い
手
で
は
な
く
そ
の
奥
に
神
が
出
現
す

る
緊
迫
感
が
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
あ
が
思
ふ
」
よ
り
「
わ
が
思
ふ
」

の
方
が
よ
り
強
い
感
じ
を
も
つ
の
は
、
「
わ
が
」
の
方
が
社
会
性
が
強
い
、
Ｉ
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社
会
に
定
位
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
わ
が
思
ふ
」
は
〃
神
が

思
ふ
よ
う
に
私
も
思
ふ
〃
あ
る
い
は
〃
神
と
し
て
思
ふ
″
こ
と
で
「
わ
が
思
は

な
く
に
」
は
変
更
不
能
の
強
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
「
わ
が

御
心
す
が
す
が
し
」
と
い
う
神
の
発
語
で
地
名
が
決
定
し
た
り
、
「
わ
が
御
心

そ
」
と
神
が
出
現
す
る
そ
の
延
長
に
歌
中
の
「
わ
が
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
を
歌
い
手
の
側
か
ら
説
明
す
る
と
〃
神
が
…
…
し
た
よ
う
に
〃
と

か
〃
私
が
神
と
し
て
…
…
す
る
と
〃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

１
恋
草
を
力
車
に
七
車
積
ゑ
て
恋
ふ
ら
く
吾
心
柄
（
４
．
六
九
四
）

は

う
２
石
ぱ
し
る
垂
水
の
水
の
愛
し
き
や
し
君
に
恋
ふ
ら
く
吾
情
柄
（
岨
．
三
○

ろ｝」

二五）

シ

」

な

り

く
３
我
情
焼
く
も
吾
有
愛
し
ぎ
や
し
君
に
恋
ふ
る
も
我
之
心
柄
（
昭
．
三
二
七

と

一）

ｊ物く
１
．
２
の
「
恋
ふ
ら
く
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
は
〃
恋
す
る
こ
と
は
私
の
こ
こ
ろ

帷そのものでありそれは神のこころのあらわれ″ということになる。

繩１．２の序詞部分は激しさ・苛酷さを示して「恋ふらく」の像を描

罰く。私のくこころ〉は私のものであると同時に自らはどうにもでき

く
な
い
。
「
こ
こ
ろ
の
他
者
性
」
（
呉
哲
男
「
ち
か
ひ
」
『
古
代
語
誌
』
）
と
い
わ
れ

る
不
可
思
議
で
あ
る
。
「
恋
ふ
ら
く
」
は
そ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
さ
を
一
括
し
、

続
く
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
は
そ
れ
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
た
表
明

で
あ
る
。
言
わ
れ
る
よ
う
に
内
省
的
に
見
え
る
が
、
「
わ
が
こ
こ
ろ
」
は
神
の

発
語
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
か
ら
神
の
く
こ
こ
ろ
〉
で
あ
り
、
二
人
の
結

び
つ
き
は
神
意
な
の
だ
と
い
う
恋
の
絶
対
化
に
よ
っ
て
相
手
に
力
を
及
ぼ
す
も

の
で
あ
る
。
神
の
顕
現
を
示
す
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
歌
い
手

の
く
こ
こ
ろ
〉
は
そ
の
ま
入
神
の
く
こ
こ
ろ
〉
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
受
容
さ
れ

る
。
説
明
す
れ
ば
こ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
さ
は
神
に
よ
っ
て
か
く
あ
ら
し
め
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
こ
と
で
私
は
対
象
化

さ
れ
る
契
機
を
も
つ
。
私
を
対
象
化
す
る
（
内
省
）
契
機
は
神
の
位
置
に
立
つ

こ
と
で
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
は
内
省
の
契

機
を
孕
ん
だ
表
現
で
あ
る
。

３
は
一
・
二
句
の
言
い
換
え
が
四
・
五
句
で
あ
る
。
一
首
中
に
一
人
称
が
三

度
も
用
い
ら
れ
て
い
て
呪
文
歌
の
よ
う
に
見
え
る
。
内
省
的
な
感
が
１
．
２
よ

り
も
強
い
。
が
、
「
我
情
焼
く
も
吾
有
」
の
「
我
」
「
吾
」
が
「
あ
が
」
「
あ
れ
」

な
ら
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
の
言
い
換
え
に
よ
っ
て
そ
れ
が
神
の
く
こ
こ
ろ
〉

の

の
あ
ら
わ
れ
と
宣
り
直
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
「
我
」
「
吾
」
が
「
わ
が
」
「
わ

れ
」
な
ら
歌
い
手
の
恋
の
状
況
が
そ
の
ま
ま
神
意
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
が
神
の
く
こ
こ

ろ
〉
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
こ
と
で
恋
の
対
象
に
迫
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
一
人

称
を
三
度
も
用
い
て
い
る
こ
と
は
異
様
で
も
あ
り
一
・
二
句
と
四
・
五
句
の
繰

り
返
し
は
情
念
の
激
し
さ
を
払
う
呪
文
的
な
強
さ
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は

反
歌
で
そ
の
長
歌
に
は
『
万
葉
集
』
に
は
珍
ら
し
い
思
う
男
が
他
の
女
と
共
寝

す
る
姿
を
罵
例
す
る
表
現
が
見
ら
れ
、
嫉
妬
の
呪
咀
の
歌
の
よ
う
に
も
見
え
る

が
、
結
句
は
「
嘆
き
つ
る
か
も
」
で
あ
り
、
３
の
「
は
し
き
や
し
君
」
は
呪
咀

の
こ
と
ば
で
は
な
い
。
〈
吾
情
焼
く
〉
は
『
万
葉
集
』
の
他
の
例
（
１
．
五
、

７
．
一
三
三
六
、
同
類
の
〈
胸
を
焼
く
〉
は
４
．
七
五
五
、
岨
．
三
○
三
四
、

「
こ
こ
ろ
は
燃
え
ぬ
」
は
Ⅳ
・
三
九
六
二
に
見
ら
れ
る
）
か
ら
も
恋
の
切
な
さ

で
あ
る
。
一
人
称
の
繰
り
返
し
は
私
の
言
挙
げ
で
、
そ
れ
は
神
の
く
こ
こ
ろ
〉

の
あ
ら
わ
れ
、
私
と
は
神
に
よ
っ
て
か
く
あ
ら
し
め
ら
れ
た
と
い
う
世
界
の
受

容
で
あ
り
、
私
の
定
位
で
あ
る
。
一
人
称
の
繰
り
返
し
は
私
に
全
て
を
収
敵
し

て
対
象
に
向
か
わ
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
結
句
の
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
が

対
象
に
迫
る
力
を
も
ち
、
ま
た
私
の
言
挙
げ
は
情
燃
を
払
う
も
の
で
あ
っ
た
と
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<景＞あるいは〈物〉とくこころ〉

３
く
こ
こ
ろ
ば
せ
〉
と
く
こ
こ
ろ
〉

「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
に
思
わ
ぬ
紙
幅
を
つ
い
や
し
て
し
ま
っ
た
が
、
「
景

迩
」
に
戻
っ
て
、
く
こ
こ
ろ
ば
せ
〉
と
く
こ
こ
ろ
〉
の
関
係
を
見
る
こ
と
に
す

る。『
岩
波
古
語
辞
典
』
は
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
を
弓
心
馳
せ
』
の
意
。
活
動
的
な

気
持
を
、
さ
っ
と
外
に
走
ら
せ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
走
ら
せ
方
に
よ
っ
て
感
じ

と
ら
れ
る
、
そ
の
人
の
気
立
て
」
と
し
て
い
る
。
「
気
持
の
素
速
い
働
き
、
さ

っ
と
気
持
の
働
く
よ
う
な
教
養
」
と
も
い
う
。
〃
人
の
〃
と
い
う
点
を
か
つ
こ

づ
き
に
し
て
、
「
素
速
い
」
と
か
「
走
ら
せ
方
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
」
と
い

う
点
は
「
景
迩
」
が
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
と
く
こ
こ
ろ
〉
と

の
関
係
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『
万
葉
集
』
に
「
景
」
の
文
字
は
「
景
迩
」
の
他
は
歌
に
付
さ
れ
た
漢
詩
文

の
中
に
四
例
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
う
ち
一
例
は
人
名
「
景
公
」
（
巻
五
「
沈

見
て
よ
か
ろ
う
。

さて当面歌、

高
麗
剣
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
外
の
承
に
見
つ
つ
や
君
を
恋
ひ
渡
り
な
む

（ｎ．二九八三）

は
「
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
が
結
句
に
置
か
れ
て
い
な
い
が
、
１
．
２
の
「
恋
ふ

ら
く
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
」
と
同
様
に
見
て
よ
か
ろ
う
。
下
三
句
は
〃
外
に
見

る
〃
と
い
う
形
で
『
万
葉
集
』
に
二
十
首
近
く
見
い
出
せ
る
恋
の
類
型
表
現
で

あ
る
。
ま
だ
直
接
交
渉
を
持
て
な
い
こ
と
を
い
う
の
が
多
く
、
平
安
の
和
歌
に

見
ら
れ
る
〃
ま
だ
見
ぬ
恋
″
か
ら
〃
ほ
の
か
に
見
る
〃
に
至
る
恋
の
初
め
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
対
応
す
る
。
き
わ
め
て
共
同
性
の
強
い
恋
の
状
況
を
表

現
す
る
も
の
で
あ
る
。

洞
自
哀
文
」
中
）
、
他
の
三
例
は
「
風
景
」
（
Ⅳ
．
三
九
六
七
序
）
、
「
媚
景
」

（
Ⅳ
．
三
九
七
六
序
七
言
）
、
「
麗
景
」
（
Ⅳ
．
三
九
七
三
前
七
言
序
）
で
、
家
持

と
池
主
の
贈
答
に
、
今
日
用
い
る
景
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。
「
景
迩
」
の
「
景
」

は
そ
の
よ
う
な
意
ｌ
今
日
用
い
る
風
景
・
景
色
な
ど
の
意
ｌ
で
、
「
通
」

は
〃
あ
と
″
の
意
で
あ
る
か
ら
字
義
か
ら
す
れ
ば
「
景
迩
」
と
は
景
と
し
て
示

さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
景
」
が
家
持
と
池
主
の
贈
答
の
漢
詩
文

中
に
三
例
の
象
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
を
「
景
」
と
し
て

捉
え
る
こ
と
は
漢
詩
文
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
景
迩
」
「
景
行
」
に
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
の
訓
が
あ
る
こ
と
は
、
〈
景
〉

が
和
語
の
世
界
で
は
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
類

聚
名
義
抄
』
に
は
「
神
合
」
に
も
「
こ
上
ろ
ぱ
せ
」
と
あ
る
。
「
景
迩
」
「
景
行
」

の
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
と
は
神
意
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
「
通
」
や
「
行
」
は
神

の
し
わ
ざ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
は
「
は
せ
」
に
「
素
速
さ
」
を
見

て
い
る
。
神
の
く
こ
こ
ろ
〉
と
の
関
係
で
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
「
大
夫
の

聡
神
」
（
ｎ
．
二
九
○
七
）
で
あ
る
。
「
聡
神
」
は
「
さ
と
き
こ
こ
ろ
」
と
訓
ま

れ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
こ
と
（
前
掲
拙
論
）
で
あ
る
が
、
「
聡
」
は
「
と
し
」

で
も
あ
り
（
『
霊
異
記
』
上
巻
四
話
訓
注
）
、
「
と
し
」
は
「
利
」
（
ｎ
．
二
四
九

八）、「疾」（７．二○一）、「速」（３．二七七）、「急」（ｎ．二七一

こ
こ
ろ

二
）
で
も
あ
る
。
す
ば
や
く
、
す
る
ど
い
の
が
「
神
」
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』

の
〈
景
〉
が
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
（
的
・
９
古
代
文
学
会
例
会
増
田
茂
恭

の
指
摘
）
も
こ
の
「
は
せ
」
に
通
じ
よ
う
。
ま
た
こ
の
素
速
さ
は
受
感
す
る
側

の
も
の
で
も
あ
る
。
〈
景
〉
に
示
さ
れ
た
神
意
を
読
承
取
る
の
は
、
そ
の
微
妙

な
陰
影
を
捉
え
る
特
殊
な
力
に
よ
る
。
「
聖
」
が
「
日
知
り
」
で
あ
っ
た
こ
と

を
思
い
合
わ
せ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
岩
波
古
語
辞
典
』
が
「
感
じ
ら
れ
る
、
そ
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の
人
の
気
立
て
」
と
い
う
の
も
〈
景
〉
に
関
し
て
言
え
ば
〃
神
の
く
こ
こ
ろ
〉
″

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
に
く
こ
こ
ろ
〉
と
は
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
前
考
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
「
教
養
」
と
い
う

の
は
そ
れ
に
当
た
る
。

「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
は
現
わ
れ
た
も
の
、
く
こ
こ
ろ
〉
は
そ
こ
に
読
承
取
ら
れ
る

べ
き
隠
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〈
景
〉
か
ら
く
こ
こ
ろ
〉
が
読
永
取
ら
れ
る
こ
と

は
次
の
歌
が
よ
く
示
し
て
い
る
。

ａ
佐
葦
河
よ
雲
立
ち
渡
り
畝
火
山
木
の
葉
さ
や
ぎ
ぬ
風
吹
か
む
と

す
（
記
・
二
○
）

一
・
二
句
と
三
・
四
句
が
対
を
な
し
第
五
句
が
そ
の
捉
え
か
え
し
で
あ
る
。
-

１
四
句
〈
景
〉
、
第
五
句
も
〈
景
〉
の
う
ち
と
も
い
え
る
が
、
「
む
」
が
つ
い
て

い
て
く
こ
こ
ろ
〉
で
あ
る
。
「
む
」
は
未
来
推
量
と
と
る
と
「
木
の
葉
さ
や
ぎ

ぬ
」
の
「
ぬ
」
が
完
了
で
既
に
風
が
吹
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
矛
盾
し
た
表

現
に
な
る
。
「
風
吹
か
む
と
す
」
の
「
と
す
」
は
初
’
第
四
句
の
〈
景
〉
か
ら

読
永
と
ら
れ
た
く
こ
こ
ろ
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
雲
立
ち
渡
り
」

「
木
の
葉
さ
や
ぎ
ぬ
」
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
〃
風
″
は
不
可
視

の
も
の
、
見
え
る
も
の
と
隠
れ
て
あ
る
も
の
、
く
こ
こ
ろ
ば
せ
〉
と
く
こ
こ
ろ
〉

の
関
係
で
あ
る
。
普
通
に
は
見
え
な
い
も
の
だ
か
ら
特
別
な
力
（
こ
の
場
合
は

歌
が
そ
れ
に
あ
た
る
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
占
に
よ
っ
て
神
意
が
明

か
さ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
崇
神
記
の
疫
病
や
垂
仁
記
の
皇
子
の
物
言
わ
ぬ

こ
と
が
「
わ
が
御
心
そ
」
と
神
床
の
夢
に
告
げ
ら
れ
、
「
い
づ
れ
の
神
の
御
心

そ
」
と
占
で
問
わ
れ
る
。
異
常
は
神
意
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の

く
こ
こ
ろ
〉
で
あ
る
。
受
け
と
る
側
か
ら
す
れ
ば
事
象
か
ら
神
意
が
明
か
さ
れ

対
応
（
祭
祀
）
が
な
さ
れ
る
。
ａ
の
歌
は
『
古
事
記
』
で
神
武
崩
後
の
タ
ギ
シ

ミ
ミ
の
媒
反
を
イ
ョ
ス
ヶ
ョ
リ
ヒ
メ
が
知
ら
せ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。
「
雲
立

ち
」
「
木
の
葉
さ
や
ぎ
ぬ
」
ｌ
〃
さ
や
ぐ
“
は
書
紀
の
天
孫
降
臨
の
条
で
は
草

さ

ぱ

え

あ

木
言
問
い
五
蝿
な
す
悪
し
き
神
々
の
騒
然
た
る
国
の
形
容
に
用
い
ら
れ
て
い
る

不
気
味
な
ざ
わ
め
き
で
あ
る
ｌ
か
ら
「
風
吹
か
む
」
ｌ
嵐
の
到
来
、
物
語

に
お
い
て
は
媒
反
ｌ
が
明
か
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ｂ
畝
火
山
昼
は
雲
と
ゐ
夕
さ
れ
ば
風
吹
か
む
と
そ
木
の
葉
さ
や
げ

る
（
記
．
二
一
）

ｂ
で
は
ａ
の
佐
葦
河
と
畝
火
山
の
空
間
的
広
が
り
が
時
間
に
移
さ
れ
て
上
二
句

と
下
三
句
が
昼
と
夕
の
対
に
な
っ
て
い
る
。
第
四
句
と
第
五
句
が
入
れ
か
わ
っ

て、け
畝
火
山
昼
は
雲
と
ゐ
夕
さ
れ
ば
木
の
葉
さ
や
げ
る
風
吹
か
ん
と

そ
で
あ
れ
ば
ａ
と
同
じ
構
造
だ
が
、
ｂ
は
く
こ
こ
ろ
〉
を
先
立
て
た
表
現
に
な
っ

て
い
る
。
〈
景
〉
か
ら
く
こ
こ
ろ
〉
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
焦
点
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
先
に
示
さ
れ
た
く
こ
こ
ろ
〉
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
〈
景
〉
（
「
木
の
葉

さ
や
げ
る
」
）
が
あ
る
。
こ
の
結
句
は
上
二
句
と
響
き
合
っ
て
、
一
首
は
く
こ

こ
ろ
〉
を
示
す
〈
景
〉
表
現
に
終
止
し
、
不
安
感
の
表
出
に
な
っ
て
い
る
。

〈
景
〉
が
く
こ
こ
ろ
〉
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
そ
の
関
係
が
一
定
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
次
の
三
首
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。

女
９
む
く
か
は
と

あ

ら

し

と

ｃ
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
さ
り
来
れ
ば
巻
向
の
川
音
高
し
も
嵐
か
屯
疾
き
（
７
．
一

一○一）

あ
な
し
郡
わ

哀
８
も
く
ゆ
つ
０
た
け

ｄ
穴
師
川
川
波
立
ち
ぬ
巻
目
の
弓
月
が
嶽
に
雲
立
て
る
ら
し
（
７
．
一
○
八

七）

ゆ
つ
９
た
け

ｅ
あ
し
ひ
き
の
山
川
の
瀬
の
な
る
な
へ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立
ち
渡
る
（
７
．

一○八八）

ｃ
は
「
川
音
高
し
」
か
ら
「
嵐
」
が
、
ｄ
は
「
川
波
立
ち
い
」
か
ら
「
雲
立
て
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る
」
が
導
か
れ
、
ｅ
は
瀬
の
音
と
「
雲
立
ち
渡
る
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
。

〈
雲
立
つ
〉
は
ａ
．
ｂ
で
は
「
風
吹
か
む
」
と
い
う
く
こ
こ
ろ
〉
を
示
す
。
従

っ
て
．
．
ｅ
の
〈
雲
立
つ
〉
は
〈
風
吹
く
〉
と
い
う
く
こ
こ
ろ
〉
を
内
包
し
た

〈
景
〉
と
見
ら
れ
る
。
Ｊ
「
穴
師
川
川
波
立
ち
ぬ
（
風
吹
か
む
と
そ
）
巻
目
の

弓
月
が
嶽
に
雲
立
て
る
ら
し
」
な
ら
旋
頭
歌
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
し
、
「
弓

月
が
嶽
」
と
入
れ
換
え
れ
ば
ご
「
あ
し
ひ
き
の
山
川
の
瀬
の
な
る
な
へ
に
雲
立

ち
渡
る
（
風
吹
か
む
と
す
）
」
な
ど
と
考
え
ら
れ
る
。
ｃ
か
ら
す
る
と
「
風
吹
か

む
」
は
「
嵐
来
む
」
の
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
川
波
や
瀬
の
音
が
高
く
な

る
の
を
増
水
と
す
れ
ば
「
雨
降
ら
む
」
で
も
よ
い
。
雲
が
雨
や
風
を
起
こ
す
も

の
で
あ
る
か
ら
ど
ち
ら
と
も
と
れ
る
が
ｃ
か
ら
は
「
嵐
」
の
方
が
よ
い
し
、

「
嵐
」
は
〈
ア
ラ
シ
-
荒
い
風
〉
で
山
下
し
の
風
で
あ
る
。
だ
か
ら
山
に
雲
が

立
つ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
〈
ア
ラ
シ
〉
な
ら
雲
Ｉ
風
と
も
共
通
す

る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
川
波
や
瀬
の
音
が
高
い
の
を
増
水
と
す
る
の
は
理
が
か

ち
す
ぎ
て
い
る
。
む
し
ろ
い
つ
も
と
違
っ
て
感
じ
ら
れ
る
川
の
様
子
と
す
べ
き

、

、

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
く
こ
こ
ろ
ば
せ
〉
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら

く
巻
向
地
方
で
は
川
波
・
瀬
の
音
に
よ
っ
て
嵐
の
到
来
が
受
感
さ
れ
る
と
い
う

共
通
認
識
が
あ
り
、
嵐
の
到
来
は
弓
月
が
嶽
に
雲
の
立
つ
こ
と
で
も
知
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ｄ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ら
し
」
は
不
可
視
の
神
の

顕
現
を
確
か
な
も
の
と
表
現
す
る
語
（
清
水
章
雄
「
ら
し
」
『
古
代
語
誌
』
）
で

ある。ａ
は
〈
景
〉
か
ら
く
こ
こ
ろ
〉
が
明
か
さ
れ
、
ｂ
は
〈
景
〉
が
く
こ
こ
ろ
〉

の
あ
ら
わ
れ
と
表
現
さ
れ
、
ｅ
は
〈
景
〉
の
象
が
示
さ
れ
て
く
こ
こ
ろ
〉
は
内

包
さ
れ
て
い
る
（
〈
景
〉
の
く
こ
こ
ろ
〉
が
共
通
認
識
と
し
て
あ
る
）
。
ｃ
は

「
か
」
に
ゆ
ら
ぎ
が
あ
り
「
嵐
」
に
く
こ
こ
ろ
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
は
な

い
が
、
ａ
に
準
ず
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
ｄ
は
「
雲
立
て
る
」
を
〈
こ
こ

４
〃
し
わ
ざ
″

「
景
迩
」
「
景
行
」
が
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
〈
景
〉
に
お
け
る

く
こ
こ
ろ
〉
と
の
関
係
を
見
て
き
た
が
、
「
景
迩
」
「
景
行
」
は
字
義
と
し
て
は

オ
コ
ナ
ヒ
・
シ
ワ
ザ
で
も
あ
る
。
次
に
〈
景
〉
が
神
の
シ
ワ
ザ
で
あ
る
と
い
う

点
を
見
て
お
く
。

ａ
．
ｂ
に
見
ら
れ
た
く
風
吹
く
〉
に
つ
い
て
、
『
時
代
別
国
語
辞
典
』
は
こ

の
よ
う
な
「
吹
く
」
を
天
然
現
象
を
述
べ
る
際
の
他
動
詞
の
自
動
詞
的
用
法
と

い
う
。
〈
吹
く
〉
は
他
動
詞
だ
が
〈
風
ヲ
吹
く
〉
で
は
な
く
〈
風
ガ
吹
く
〉
と

用
い
ら
れ
る
。
〈
露
置
く
〉
〈
波
よ
す
〉
な
ど
も
同
様
の
用
い
ら
れ
方
で
あ
る
。

動
詞
の
側
か
ら
言
え
ば
〈
風
ヲ
吹
く
〉
〈
露
ヲ
置
く
〉
〈
波
ヲ
よ
す
〉
が
順
当
な

表
現
で
、
主
語
が
示
さ
れ
て
い
な
い
形
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
用
例
が
多

く
わ
か
り
や
す
い
の
が
〈
波
よ
す
〉
で
あ
る
。
〈
波
よ
す
〉
は
〈
波
ヲ
よ
す
〉

と
〈
波
ガ
よ
す
〉
の
両
方
が
見
ら
れ
る
。
〈
よ
す
〉
に
対
応
す
る
自
動
詞
〈
よ
る
〉

が
あ
る
か
ら
波
を
主
語
と
す
る
場
合
は
〈
波
ガ
よ
る
〉
と
す
る
の
が
順
当
な
表

現
で
あ
る
の
に
〈
波
ガ
よ
す
〉
と
い
う
用
い
ら
れ
方
も
あ
る
。
〈
よ
す
〉
に
は

主
語
が
示
さ
れ
な
い
場
合
が
多
く
、
そ
の
目
的
語
を
主
語
と
し
て
〈
よ
る
〉
と

い
っ
て
も
意
味
に
大
差
を
生
じ
な
い
。
例
え
ば
〈
貝
ヲ
よ
す
〉
〈
貝
ガ
よ
る
〉

の
よ
う
に
。
『
時
代
別
国
語
辞
典
』
は
〈
よ
す
〉
の
主
語
に
は
神
や
人
々
と
い

っ
た
漠
然
と
し
た
背
後
の
力
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
と
い
う
。
〈
よ

す
〉
に
〈
す
〉
の
つ
い
た
〈
よ
さ
す
〉
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
〈
よ
さ
す
〉
の

ろ
〉
と
す
れ
ば
ａ
と
同
類
に
な
る
が
諺
「
雲
立
つ
」
を
〈
景
〉
と
す
れ
ば
ｅ
と

同
類
の
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表
出
の
し
。
ヘ
ル
に
微
妙
な
ず
れ
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
〈
景
〉
が
く
こ
こ
ろ
〉
Ⅱ
神
意
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
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主
語
は
明
示
さ
れ
”
神
・
天
皇
に
限
ら
れ
て
い
る
。
〈
す
〉
は
い
わ
ゆ
る
尊
敬

で
神
の
言
動
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
（
古
橋
信
孝
『
日
本
文
芸
史
』
１
）
で
あ

る
。
〈
よ
す
〉
の
主
語
は
本
来
神
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
波
に
は
「
神

風
の
伊
勢
の
国
は
常
世
の
波
の
よ
す
る
国
」
と
い
う
古
語
（
逸
文
伊
勢
国
風
土

記
）
が
あ
る
の
も
、
波
は
海
の
彼
方
の
神
の
国
か
ら
送
ら
れ
て
来
る
と
い
う
観

念
が
見
て
と
れ
る
。
〈
波
よ
す
〉
は
本
来
〈
（
神
が
）
波
ヲ
よ
す
〉
で
あ
っ
た
。

波
を
主
語
と
し
て
自
動
詞
〈
よ
る
〉
が
一
方
に
あ
っ
て
も
〈
波
ガ
よ
す
〉
と
用

い
ら
れ
る
の
は
、
波
を
神
の
シ
ワ
ザ
と
す
る
受
け
と
め
方
が
根
強
い
か
ら
で
あ

る
。
〈
風
吹
く
〉
〈
露
置
く
〉
も
同
様
に
、
風
・
露
を
神
の
シ
ワ
ザ
と
受
感
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
風
・
露
を
主
語
と
し
て
も
そ
れ
を
受
け
る
述
部
は
（
神
ガ
）

吹
く
、
（
神
ガ
）
置
く
、
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
主
語
と
述
語
の
表
出
の
立
場

が
異
な
る
奇
妙
な
文
体
は
、
そ
れ
だ
け
天
然
現
象
を
神
の
シ
ワ
ザ
と
受
感
す
る

あ
り
様
が
根
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
雨
・
大
風
・
地
震
な
ど
の
た
び
に
諸
社
諸
陵
へ
の
奉
幣
が
行
わ
れ
た
こ
と

は
『
続
日
本
紀
』
の
記
録
に
見
ら
れ
る
。
神
の
シ
ワ
ザ
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
異
常
の
場
合
で
あ
る
が
、
〈
露
置
く
〉
は
天
象
景
物
Ｉ
い
わ

ゆ
る
自
然
が
細
部
に
わ
た
る
ま
で
全
て
神
の
シ
ワ
ザ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
痕
跡

と
ゑ
て
よ
か
ろ
う
。
露
は
時
雨
や
秋
風
と
共
に
黄
葉
を
も
た
ら
す
も
の
と
歌
わ

れ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
「
こ
の
こ
ろ
の
暁
露
に
わ
が
屋
戸
の
萩
の
下
葉
は
色

づ
き
に
け
り
」
（
加
・
一
二
八
二
）
な
ど
。
霊
妙
不
可
思
議
な
力
を
も
つ
も
の

であった。

天
然
現
象
を
述
べ
る
際
の
他
動
詞
の
自
動
詞
的
用
法
に
、
い
わ
ゆ
る
自
然
景

物
全
て
が
神
の
シ
ワ
ザ
と
す
る
痕
跡
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
し
わ

ざ
」
と
表
現
し
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
〈
わ
ざ
〉
は
〃
こ
と
わ
ざ
〃

〃
わ
ざ
う
た
〃
〃
わ
ざ
を
ぎ
″
〃
わ
ざ
ひ
と
〃
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
上
代
の
も

５
「
寄
物
陳
思
」

〈
露
置
く
〉
は
神
は
細
部
に
宿
る
と
も
言
え
る
表
現
だ
が
そ
れ
は
次
の
よ
う

な
表
現
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ

ぎ

二

ク

ク

シ

ケ

ル

ノ

て

く

ら

げ

な

す

た

だ

よ

へ

る

ク
あ
し
か
び
ノ
リ

次
、
国
稚
如
二
浮
脂
一
而
、
久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
之
時
、
如
一
葦
牙
一
因
ニ

エ

ル

ー

て

り

マ

セ

ル

ノ

ハ

う

ま

し

あ

し

か

ぴ

ひ

こ

ぢ

ノ

萌
騰
之
物
一
而
成
神
名
、
宇
摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
。
合
古
事
記
』
上

の
に
仮
名
書
き
例
は
な
く
『
日
本
紀
私
記
』
や
『
新
撰
字
鏡
』
『
類
聚
名
義
抄
』

な
ど
に
よ
っ
て
い
る
が
、
『
万
葉
集
』
に
は
「
和
射
」
（
４
．
七
二
一
な
ど
）
が

あ
り
「
行
事
」
（
４
．
四
九
八
な
ど
）
、
「
業
」
（
ｎ
．
二
九
九
九
）
な
ど
と
表
記

さ
れ
て
も
い
る
。
「
古
に
あ
り
け
る
わ
ざ
の
く
す
は
し
き
事
と
言
ひ
継

わ

ざ

ぐ
」
（
岨
．
四
二
二
）
、
「
昔
よ
り
い
さ
め
ぬ
行
事
そ
」
（
９
．
一
七
五
九
）
な

ど
と
あ
り
、
神
の
定
め
た
こ
と
、
言
い
継
が
れ
、
行
い
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を

さ
す
。
〃
こ
と
わ
ざ
〃
は
そ
の
地
に
言
い
継
が
れ
た
詞
章
の
核
た
る
も
の
、
神
の

言
語
で
あ
り
、
〃
わ
ざ
う
た
″
は
『
日
本
書
紀
』
に
一
○
首
ほ
ど
見
ら
れ
、
時

の
異
変
を
知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
い
つ
誰
が
い
い
だ
し
た
か
わ
か
ら
ぬ
不
思
議

な
力
を
も
っ
て
広
が
る
う
た
を
〃
神
が
人
の
口
を
借
り
た
″
と
考
え
ら
れ
た
も

の
だ
か
ら
、
神
意
を
知
ら
せ
る
も
の
。
〃
わ
ざ
を
き
〃
は
お
か
し
な
こ
と
ｌ
非

日
常
的
所
作
に
よ
っ
て
神
を
招
く
も
の
。
〃
わ
ざ
〃
と
は
神
の
も
の
で
あ
っ
た
。

〈
風
吹
く
〉
は
ａ
．
ｂ
で
は
く
こ
こ
ろ
〉
で
あ
り
、
他
動
詞
の
自
動
詞
的
用

法
と
い
う
点
で
は
神
の
シ
ワ
ザ
で
あ
る
。
〃
わ
ざ
う
た
〃
は
神
意
を
知
ら
せ
る

も
の
で
あ
り
、
く
こ
こ
ろ
ば
せ
〉
は
神
の
く
こ
こ
ろ
〉
が
示
さ
れ
た
も
の
。
風

は
神
の
シ
ワ
ザ
で
あ
る
と
同
時
に
記
紀
で
は
シ
ナ
ト
の
神
と
い
う
神
そ
の
も
の

で
も
あ
る
。
そ
し
て
神
は
く
こ
こ
ろ
〉
と
し
て
顕
わ
れ
る
。
「
景
迩
」
が
「
こ

こ
ろ
ば
せ
」
で
も
あ
り
〃
ワ
ザ
″
で
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
天
然
自

然
が
細
部
に
至
る
ま
で
神
意
の
あ
ら
わ
れ
と
受
感
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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巻
、
思
想
大
系
本
に
よ
る
）

「
物
に
因
り
て
成
り
ま
せ
る
神
」
と
あ
る
。
神
は
物
に
出
現
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
”
よ
り
て
〃
は
原
文
「
因
」
で
あ
る
が
、
『
万
葉
集
』
の
〈
よ
る
〉
の

表
記
は
寄
・
依
・
縁
・
因
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
文
字
に
よ
る
意
味
上
の
差
は

特
に
認
め
ら
れ
な
い
。
〈
よ
り
て
〉
は
根
拠
・
理
由
を
示
す
時
に
用
い
ら
れ
る
が
、

も
と
は
〈
よ
る
〉
に
〈
て
〉
が
つ
い
た
も
の
、
原
因
や
理
由
の
意
で
用
い
ら
れ

る
〈
よ
し
〉
も
〈
よ
す
〉
の
連
用
形
名
詞
で
あ
る
。
神
が
物
に
依
り
つ
く
こ
と

と
神
が
物
を
根
拠
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
物
を
根
拠
と

し
て
出
現
す
る
と
は
物
そ
の
も
の
が
神
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
風
は

神
が
吹
き
起
こ
す
も
の
だ
が
風
そ
の
も
の
が
神
で
あ
り
、
露
を
神
格
化
し
た
も

の
は
見
い
出
せ
な
い
が
、
露
も
ま
た
神
に
よ
っ
て
置
か
れ
る
も
の
で
あ
り
紅
葉

を
も
た
ら
す
不
可
思
議
な
力
を
も
つ
。
右
の
場
合
は
葦
の
発
芽
の
き
ざ
し
に
神

の
出
現
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
神
名
か
ら
す
る
と
葦
そ
の
も
の
が
神
で
あ
る
。

こ
の
き
ざ
し
と
い
う
の
は
く
こ
こ
ろ
ば
せ
〉
で
あ
る
。
物
の
微
妙
な
陰
影
（
こ

こ
ろ
ば
せ
）
に
神
（
こ
こ
ろ
）
が
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時
、
物
（
こ
こ

ろ
ば
せ
）
は
神
（
こ
こ
ろ
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
天
象
・
景
物
い
わ
ゆ
る
自
然

は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ゆ
る
刹
那
に
神
意
を
ほ
の
見
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
現
し
身
を
も
た
ぬ
神
は
名
と
し
て
出
現
す
る
（
森
朝
男
「
な
」
『
古
代
語

を
読
む
』
）
と
い
わ
れ
る
が
、
名
と
は
く
こ
こ
ろ
〉
即
ち
意
味
づ
け
で
、
そ
の

出
現
は
物
の
陰
影
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
物
と
は
個
物
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
〈
も
の
〉
と
は
「
個
別
化
さ
れ
名
辞
化
さ
れ
る
以
前
に

と
ら
え
ら
れ
る
何
も
の
か
の
喰
的
あ
ら
わ
れ
」
「
名
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
以

前
に
」
「
主
客
未
分
の
知
覚
レ
ペ
ル
に
お
い
て
ま
ず
対
象
化
さ
れ
る
」
（
西
篠
勉

「
も
の
」
『
古
代
語
誌
』
）
と
い
う
の
は
神
出
現
か
ら
神
名
が
示
さ
れ
る
右
の
記

の
状
況
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。
既
に
名
づ
け
ら
れ
た
物
の
陰
影
に
も
神
は
出
現

し
続
け
る
。
物
が
根
拠
と
な
る
の
は
『
古
事
記
』
の
安
河
原
の
誓
約
の
段
で
は

リ
テ
ガ

ニ
な
り
マ
セ
リ

「
物
実
因
二
我
（
汝
）
物
一
所
成
ご
と
あ
っ
て
子
（
神
）
生
承
が
物
に
よ
っ
て
な

さ
れ
そ
の
所
属
も
物
に
従
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
〃
物
に
よ
り
て
〃
は
物
を
根
拠
と
し
て
神
が
出
現
す
る
即
ち
物
の
陰
影

に
く
こ
こ
ろ
〉
が
現
れ
る
と
い
う
点
で
『
万
葉
集
』
の
分
類
項
目
「
寄
物
」
に
及

ぶ
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
巻
十
一
・
十
二
の
「
古
今
相
聞
往
来
」
は
物
に
よ
る
分

類
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
平
安
朝
の
恋
の
歌
が
、
恋
の
進
行
状

況
に
よ
っ
て
「
知
ら
ぬ
人
言
ひ
始
む
年
へ
て
云
ふ
始
め
て
逢
へ
る
あ

し
た
…
…
」
（
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
五
帖
）
な
ど
と
分
類
さ
れ
、
ま
た
こ
と
ば

に
よ
る
分
類
も
「
恋
・
片
恋
・
面
影
…
。
：
」
（
同
第
四
帖
）
な
ど
で
あ
る
の
に

対
し
、
『
万
葉
集
』
巻
十
一
・
十
二
は
「
正
述
心
緒
」
「
寄
物
陳
思
」
と
表
現
様

式
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、
「
寄
物
陳
思
」
は
、
物
名
は
い
ち
い
ち
挙
げ
て
い
な

い
が
、
山
（
二
四
二
○
’
二
四
二
六
）
、
川
（
二
四
二
七
’
二
四
三
二
）
、
海

（
二
四
三
四
’
二
四
四
○
）
：
・
月
（
二
四
六
○
１
二
四
六
四
）
、
草
（
二
四
六
五

’
二
四
七
九
）
…
鳥
（
二
四
九
○
’
二
四
九
二
）
．
：
の
よ
う
に
物
に
よ
っ
て
分

類
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
物
が
「
思
」
を
引
き
出
す
根
拠
に
な
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

物
に
よ
る
分
類
・
配
列
は
巻
七
「
臂
職
謁
」
に
「
寄
衣
・
寄
糸
…
…
」
な
ど

具
体
的
物
名
を
示
し
た
形
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
雑
調
」
部
の
「
詠
天
・
詠
月
…

：
．
」
と
対
応
し
て
い
る
。
原
資
料
た
る
人
麿
歌
集
に
既
に
存
在
し
た
分
類
配
列

法
で
、
〈
詠
物
〉
か
ら
〈
寄
物
〉
が
導
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
（
後
藤
利
雄
『
人

麿
の
歌
集
と
そ
の
成
立
』
な
ど
）
。
中
国
詩
の
「
詠
物
詩
」
に
倣
い
、
分
類
も

天
部
・
地
部
・
人
部
と
い
う
こ
れ
も
中
国
詩
の
そ
れ
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
〈
詠
物
〉
は
天
・
月
・
雲
…
…
山
・
河
・
露
・
花
・
草
：
…
と
天

部
・
地
部
が
配
列
さ
れ
、
人
部
に
至
る
と
「
思
故
郷
：
…
・
羅
旅
作
…
…
問
答
…
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．
：
就
所
発
思
寄
物
発
思
：
…
・
」
の
よ
う
に
異
質
の
も
の
と
な
り
、
人
部
は
改

め
て
「
譽
嚥
歌
」
と
し
て
〈
寄
物
〉
と
な
り
、
衣
・
糸
・
和
琴
・
弓
：
：
：
と
置

か
れ
た
と
言
う
（
後
藤
利
雄
前
掲
書
）
。
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

〈
寄
物
〉
も
以
下
は
玉
・
山
・
木
・
草
・
花
・
稲
・
鳥
・
獣
・
雲
・
雷
・
雨
・

月
・
赤
土
・
神
・
河
・
埋
木
・
海
・
浦
沙
・
藻
と
天
部
・
地
部
に
属
す
る
も
の

で
、
そ
の
配
列
も
天
部
・
地
部
が
分
け
ら
れ
て
い
な
い
。
数
量
的
に
も
人
部
は

少
い
。
巻
十
は
四
季
分
類
が
な
さ
れ
、
各
季
が
「
雑
謁
」
と
「
相
聞
」
に
分
け

ら
れ
、
前
者
は
〈
詠
物
〉
、
後
者
は
〈
寄
物
〉
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、

人
部
に
属
す
る
も
の
は
秋
・
相
聞
の
「
寄
衣
」
が
一
首
だ
け
で
あ
る
。
巻
十
二

で
は
衣
・
鏡
・
剣
・
弓
の
承
、
巻
十
一
は
や
や
多
く
衣
・
紐
・
帯
・
枕
・
鏡
・

剣
・
弓
・
鼓
・
櫛
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
物
は
圧
倒
的
に
天

部
・
地
部
に
属
す
る
天
象
や
景
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
注
意
し
て
よ
か
ろ

』員ノ。と
こ
ろ
で
「
寄
物
」
は
「
物
に
寄
せ
て
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
喰
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
「
物
に
よ
そ
へ
て
」
（
藤
井
貞
和
「
歌
垣
か
ら
女
歌
へ
」
『
国
文
学
』

籾
・
皿
）
と
も
訓
め
る
。
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
物
に
寄
り
て
」
と
訓
む

く
き
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
〈
寄
物
〉
の
〈
物
〉
が
圧
倒
的
に
天
象

景
物
と
い
う
い
わ
ゆ
る
自
然
で
あ
る
こ
と
は
、
「
景
迩
」
が
「
こ
こ
ろ
ば
せ
」

で
あ
る
こ
と
と
併
せ
て
〈
物
〉
に
く
こ
こ
ろ
〉
を
見
る
、
〈
物
〉
の
陰
影
を
捉

え
る
こ
と
が
く
こ
こ
ろ
〉
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
を
踏
襲
し
て
い
る
と
見
て
よ
か

ろう。も
ち
ろ
ん
分
類
意
識
が
そ
の
ま
入
歌
の
成
り
立
ち
を
示
し
て
い
る
と
は
言
え

な
い
。
〈
寄
物
陳
思
歌
〉
は
複
数
の
〈
物
〉
か
ら
類
同
す
る
く
こ
こ
ろ
〉
が
導

（３）

か
れ
て
い
た
り
、
一
つ
の
〈
物
〉
か
ら
多
様
な
く
こ
こ
ろ
〉
（
あ
る
い
は
く
こ

（４）

こ
ろ
〉
に
至
る
〈
つ
な
ぎ
こ
と
ば
〉
）
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
〈
景
〉
を
神
の

注
（
１
）
オ
オ
キ
ミ
や
イ
モ
・
セ
は
「
わ
が
」
に
連
な
り
「
あ
が
」
に
は
連
な
ら
な
い
こ

と
を
三
浦
は
指
摘
し
て
い
る
。
「
わ
が
（
ご
）
大
王
」
の
「
わ
が
」
は
歌
い
手
個

人
に
限
定
さ
れ
な
い
”
わ
れ
わ
れ
の
“
と
い
う
意
で
あ
る
。
ひ
と
り
だ
け
が
認
め

る
大
王
で
は
な
い
。
歌
の
用
例
で
は
基
本
的
に
天
皇
、
広
げ
て
も
皇
子
に
し
か
用

い
ら
れ
て
い
な
い
し
、
記
紀
で
は
天
皇
は
天
照
大
神
の
青
、
天
孫
で
あ
る
こ
と
を

も
っ
て
絶
対
的
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
「
わ
が
（
ご
）
大
王
」
と
は

神
の
定
め
た
王
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
イ
モ
・
セ
に
つ
い
て
も
「
わ
ぎ
も
」
「
わ

が
せ
」
と
い
う
の
は
神
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
と
い
う
絶
対
性
を
も
つ
表
現
と
い
え

よ
う
。
も
と
も
と
親
族
呼
称
で
あ
る
イ
モ
・
セ
を
恋
の
対
象
に
用
い
る
こ
と
は
兄

妹
始
祖
神
話
を
踏
ま
え
、
幻
想
さ
れ
る
理
想
婚
の
対
象
に
現
実
の
恋
人
を
重
ね
て

い
る
（
古
橋
信
孝
「
兄
妹
婚
の
伝
承
」
『
伝
承
と
変
容
」
ほ
か
）
か
ら
で
あ
る
。

（
２
）
地
名
が
神
の
「
我
が
御
心
云
々
」
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
す
る
地
名
起
源
伝
承

は
『
風
土
記
』
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
土
地
の
共
同
性
の
存
在
化
へ

の
契
機
に
関
わ
っ
て
い
た
（
森
朝
男
「
な
」
『
古
代
語
を
読
む
』
）
と
い
う
の
も
そ

の
一
と
い
え
よ
う
。

（３）例えば、

○
わ
が
屋
前
の
秋
萩
の
上
に
置
く
露
の
い
ち
し
ろ
く
し
も
わ
れ
恋
ひ
め
や
も

（加・二二五五）

よ
な
ば
り

○
吉
隠
の
野
木
に
降
り
お
ほ
ふ
白
雪
の
い
ち
し
ろ
く
し
も
恋
ひ
む
わ
れ
か
も

（加・二三三九）

う

か

れ

ら

と

み

を

Ｌ

か

や
、
「
い
ち
し
ろ
く
」
は
「
窺
狙
ふ
跡
見
山
雪
の
」
（
加
・
二
三
四
六
）
、
「
さ
男
鹿

く

さ

ぶ

し

は

や

ひ

と

の
小
野
の
草
伏
」
（
加
・
二
二
六
八
）
、
「
隼
人
の
名
に
負
ふ
夜
声
」
（
ｎ
．
二
四
九

へ
い
ち
Ｌ

七）、「青山を横切る雲の」（４．六八八）、「路の辺の壱師の花の」（ｕ・

こ
も
り
ぬ

二
四
八
○
）
、
「
隠
沼
の
下
ゆ
恋
ひ
余
り
白
波
の
」
（
娼
・
三
○
二
三
）
な
ど
多
数

の
〈
物
〉
か
ら
も
導
か
れ
て
い
る
。

（
４
）
一
例
を
挙
げ
れ
ば
「
菅
」
は
、

○
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
に
わ
れ
は
そ
恋
ふ
る
君
が
姿
に
（
哩
・
三

く
こ
こ
ろ
〉
と
捉
え
た
時
、
〈
神
〉
と
は
〈
共
同
性
〉
の
謂
で
も
あ
る
か
ら
く
こ

こ
ろ
〉
は
一
定
し
た
も
の
の
は
ず
だ
と
も
い
え
る
。
が
、
く
こ
こ
ろ
〉
が
「
異

心
」
（
４
．
五
三
八
）
の
意
で
用
い
ら
れ
た
り
す
る
の
が
『
万
葉
集
』
の
く
こ
こ

ろ
〉
で
あ
り
、
歌
の
く
こ
こ
ろ
〉
と
し
て
は
そ
れ
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
稿
を
改
め
る
こ
と
に
す
る
。

- ９ ５ -



<景＞あるいは〈物〉とくこころ＞

Ｉ
「
古
代
文
学
」
総
目
録
～
１
１
～
１
１
～
１
１
～
１
，
１
１
～

閲
号
（
昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
一
日
発
行
）

特
集
〈
祝
詞
・
宜
命
〉

延
喜
式
の
祈
年
祭
の
祝
詞
に
つ
い
て
Ｉ
そ
の
成
立
の
時
錐
ｌ
尾
崎

〈罪〉〈けがれ〉と「大祓詞」Ｉ古代の〈悪・ノート（続）ｌ多
田

ヨゴトー事象表出の言語ｌ

西条

日
嗣
の
次
第
Ｉ
続
紀
、
即
位
の
宣
命
Ｉ
犬
飼

○五一）

お

○
か
き
つ
は
た
咲
く
沢
に
生
ふ
る
菅
の
根
の
絶
ゆ
と
や
君
が
見
え
ぬ
こ
の
ご
ろ

（坦・三○五二）

や「止まず」（廻・三○五五）、「長き」（加・一九三四）、「思ひ乱れて」

１

１

１

暢
狭公 一

之 勉 臣

万
葉
五
・
六
番
歌
考
Ｉ
表
現
主
体
と
歌
の
楼
末
Ｉ
増
田
茂
恭

〈浦島子〉の位相土民表現史麓の険みＩ

斎
藤
英
喜

〈
詩
語
〉
と
し
て
の
和
歌
表
現
ｌ
霞
経
標
式
』
の
模
索
Ｉ
野
田
浩
子

別
年
度
夏
期
セ
ミ
ナ
ー

『
な
ぜ
表
現
は
変
る
の
か
Ｉ
古
代
文
学
の
表
現
史
２
１
』
経
過
・
総
括
・

発表要旨 （
４
．
六
七
九
）
、
「
し
の
び
ず
」
（
ｕ
・
二
四
七
○
）
、
「
な
み
な
み
に
」
（
ｎ
．
二
四

七
一
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
く
こ
こ
ろ
〉
や
〈
つ
な
ぎ
こ
と
ば
〉
を
導
き
出
し
て

いる。

- ９ ６ -


