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集
・
八
世
紀
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

古
代
和
歌
の
修
辞
法
と
い
う
も
の
に
興
味
の
目
を
向
け
て
、
い
わ
ゆ
る

枕
詞
、
序
詞
（
歌
）
と
呼
ば
れ
る
言
辞
を
追
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
個
々

の
事
例
の
持
つ
表
現
を
説
明
す
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
従
属
的
に
な
り
勝

ち
な
の
が
〈
音
〉
の
要
素
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
音
と
意
味
と
の
両
方
の
要

素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
に
も
了
解
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
し
か

し
、
〈
音
〉
の
要
素
は
説
明
方
法
が
十
分
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
意
味
は
概
念
の
領
域
で
あ
る
か
ら
論
理
的
に
た
ど
れ
る
の
に
対
し

て
、
〈
音
〉
は
生
動
的
で
あ
る
が
故
に
一
回
的
に
消
滅
す
る
と
い
う
宿
命
を

負
っ
て
い
る
為
か
と
も
思
う
。
し
か
し
、
古
代
和
歌
を
ト
ー
タ
ル
に
把
む

た
め
に
も
、
意
味
と
〈
音
〉
と
の
双
方
を
対
象
化
、
方
法
化
す
る
こ
と
が

必
要
と
考
え
る
。

〈
音
〉
の
要
素
は
、
資
料
と
し
て
古
代
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
散
文
に
も

多
く
見
ら
れ
、
つ
ま
り
、
〈
音
〉
の
表
現
面
で
の
状
況
は
多
様
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
見
て
取
る
か
と
い
う
方
法
が
問
題
と

な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
状
況
を
二
つ
の
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が

必
要
と
考
え
る
。
一
つ
は
、
実
態
的
な
あ
り
か
た
と
し
て
、
〈
音
〉
が
ど
の

八
音
Ｖ
と
八
韻
Ｖ
の
間

ｌ
歌
経
標
式
を
読
む
Ｉ

は
じ
め
に

よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
側
面
。
も
う
一
つ
は
、
実
態
と
し
て

あ
る
と
い
う
こ
と
は
実
は
〈
音
〉
を
意
識
的
に
対
象
化
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
創
造
的
側
面
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
側
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
不
即
不
離
の
関
係
で
あ
っ

て
、
オ
ー
ラ
ル
な
環
境
の
中
で
、
自
然
発
生
的
に
あ
た
か
も
言
語
上
の
生

理
で
あ
る
か
の
如
く
生
み
出
さ
れ
て
く
る
側
面
と
、
同
じ
よ
う
に
意
図
的

に
〈
音
〉
と
意
味
と
の
対
応
を
作
り
出
す
方
法
を
あ
た
か
も
自
然
を
よ
そ

お
う
よ
う
に
表
出
さ
れ
て
い
る
側
面
と
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

る。そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
技
法
と
し
て
の
〈
音
〉
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
創
造
的
側
面
と
し
て
、
明
確
に
〈
音
〉
を
対
象
化
し
て
〈
韻
〉

と
い
う
概
念
を
創
造
し
た
奈
良
朝
歌
学
が
、
同
時
代
と
し
て
の
万
葉
集
の

内
部
に
抱
え
込
ん
で
い
る
〈
音
〉
の
状
況
性
と
ど
の
よ
う
な
懸
隔
を
有
し

て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
奈

良
朝
歌
学
が
果
た
し
た
役
割
が
以
後
の
和
歌
表
現
に
な
に
を
齋
し
た
の
か

を
考
察
す
る
糸
口
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

近
藤
信
義

- １ ２ -



<音＞とく韻＞の間

一
、
歌
経
標
式

た

歌
経
標
式
は
序
文
奥
付
け
に
よ
る
と
宝
亀
三
（
七
七
二
）
年
に
上
て
ま

つ
ら
れ
て
い
る
。
浜
成
の
意
図
は
序
文
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り

た

わ
け
「
近
代
の
歌
人
、
歌
句
に
長
く
と
錐
も
、
音
韻
を
知
ら
ず
」
の
批
判

は
彼
の
主
張
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「
歌
句
」

と
「
音
韻
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
歌
を
構
成
す

る
要
素
と
し
て
「
歌
句
」
と
、
そ
れ
以
外
に
「
音
韻
」
と
い
う
概
念
が
存

す
る
こ
と
に
目
を
向
け
さ
せ
よ
、
フ
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

〈
韻
〉
と
い
う
概
念
は
、
言
わ
れ
る
通
り
、
中
国
詩
に
お
け
る
詩
的
条

件
を
構
成
す
る
意
味
以
外
の
も
う
一
方
の
要
素
で
あ
る
。
詩
を
口
吟
す
る

場
合
の
中
国
詩
が
持
つ
言
語
的
特
質
が
そ
こ
に
あ
り
、
調
べ
の
譜
調
、
品

位
、
整
調
が
表
出
さ
れ
、
詩
人
の
言
語
の
音
楽
的
感
性
が
示
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
和
語
と
漢
語
の
絶
対
的
差
異
は
、
漢
語
は
一
語
一
音
一
義
と
い

う
文
字
単
位
が
明
瞭
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
和
語
は
一
語
が
複
数
音
で
構

成
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
あ
る
い
は
、
た
と
え
一
音
で
あ
る
場
合
も
そ
こ

に
多
義
的
で
あ
る
と
い
う
特
質
を
持
っ
て
い
る
。
和
語
と
漢
語
の
異
質
性

を
浜
成
が
踏
ま
え
な
い
は
ず
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
〈
韻
〉
に
こ
だ
わ
っ

た
彼
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
従
来
、
歌
経
標
式
へ
の
批
判
は
こ
こ

に
論
議
が
集
中
す
る
。

歌
経
標
式
へ
向
け
ら
れ
た
批
評
の
数
々
は
、
研
究
の
都
度
ふ
り
返
ら
れ

ている。近年では野田浩子が古代文蛍説上で整理紹介した。ま
（２）

た
研
究
史
上
初
め
て
の
注
釈
書
で
あ
る
「
歌
経
標
式
注
釈
と
研
究
』
に

も紹介があり、さらに最も近くには高田昇芳葉韻律琴にも

紹
介
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
眺
め
て
い
る
と
、
次
第
に
そ
の
評
価
に
変
化
が

認
め
ら
れ
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
従
来
中
国
詩
の
論
理
の
当
て
は
め
ゆ
え

に
根
本
的
な
誤
り
を
犯
し
た
と
す
る
見
解
か
ら
、
浜
成
の
意
図
を
、
彼
の

時
代
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
方
向
に
視
点
が
動
い
て
き
た
こ
と
に
よ
る

言
う
。た

と
え
ば
、
野
田
浩
子
は
音
韻
を
と
り
上
げ
た
浜
成
の
意
図
を
「
韻
を

問
題
に
す
る
の
は
歌
を
中
国
詩
と
同
列
に
並
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
即
ち

（４）

自
国
内
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
世
界
的
な
位
置
づ
け
を
す
る
こ
と
」
と

捉
え
、
一
つ
の
批
評
基
準
の
提
示
者
と
し
て
の
浜
成
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
。
平
沢
竜
介
は
万
葉
集
に
も
歌
論
的
性
格
の
あ
る
こ
と
に
着
目
し
つ

つ
、
し
か
し
、
な
お
万
葉
集
、
歌
経
標
式
の
批
評
的
環
境
が
未
成
熟
と
捉

え
「
当
時
の
人
々
が
い
ま
だ
和
歌
の
実
態
に
み
あ
っ
た
、
一
般
性
、
普
遍

性
を
持
っ
た
批
評
基
準
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し

（５）

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
述
べ
、
歌
の
批
評
と
い
う
も
の
の
時

代
的
限
界
を
見
据
え
な
が
ら
、
歌
経
標
式
の
存
在
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
浜
成
の
問
題
意
識
を
も
含
め
て
奈
良
朝
後
期
の

文
学
的
批
評
を
総
体
的
に
見
直
す
こ
と
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と

に
も
な
り
、
今
後
な
お
検
討
の
余
地
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
高
田

昇
は
歌
経
標
式
の
歌
病
論
が
中
国
詩
論
の
あ
て
は
め
に
あ
る
と
い
う
従
来

の
指
摘
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
歌
経
標
式
の
歌
論
が
本
当
に
危
う
い
も
の

な
の
か
を
、
具
体
的
に
万
葉
歌
を
と
り
あ
げ
て
再
検
討
し
初
め
て
い
る
。

右
は
、
ご
く
最
近
の
歌
経
標
式
を
と
り
ま
く
研
究
状
況
で
あ
る
。
こ
う

し
た
研
究
の
広
が
り
、
深
ま
り
の
成
果
を
期
待
す
る
一
方
で
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
歌
の
技
法
の
問
題
と
し
て
〈
音
〉
の
領
域
を
対
象
と
し
た
と

き
、
歌
経
標
式
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
一
先
ず
歌
式
に
よ
り

な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
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二
、
歌
病
と
歌
体
（
査
体
）

歌
経
標
式
は
大
き
く
歌
病
論
と
歌
体
論
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

歌
病
論
の
評
判
の
悪
さ
が
歌
経
標
式
の
全
体
の
印
象
を
覆
っ
て
い
る
と
い

え
よ
う
か
。
歌
作
の
実
際
と
い
う
面
か
ら
は
確
か
に
現
実
無
視
と
言
わ
れ

て
も
し
か
た
の
な
い
立
式
と
言
え
る
側
面
も
あ
る
が
、
一
方
、
歌
の
批
評

と
い
う
立
場
か
ら
は
何
ら
か
の
基
準
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ

に
韻
と
い
う
詩
を
構
成
す
る
要
素
の
導
入
と
い
う
こ
と
が
図
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
が
歌
と
し
て
成
り
立
つ
根
拠
と
し
て
の
韻
に

浜
成
は
執
着
し
た
。
彼
の
最
も
重
視
し
て
い
る
韻
の
基
本
は
短
歌
の
三
句

目
と
五
句
目
即
ち
「
本
韻
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
呼
応
関
係
で
あ
る
。
そ
れ

は
彼
が
選
り
だ
し
た
歌
病
と
歌
体
の
例
歌
の
内
、
得
失
を
含
め
「
離
韻
」

「
遍
身
」
を
除
く
全
て
が
押
韻
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
な
づ
か

れる。和
歌
の
「
韻
」
の
考
え
方
は
随
所
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
原
則
は
「
歌

体
」
三
種
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
「
求
韻
」
の
条
に
あ
る
。
短
歌
の
場
合

は
三
句
目
の
尾
字
と
五
句
目
の
尾
字
の
音
の
呼
応
関
係
が
本
韻
、
長
歌
の

場
合
は
二
句
の
尾
字
と
四
句
の
尾
字
、
以
下
偶
数
句
の
尾
字
の
呼
応
関
係
、

他
に
「
双
本
」
（
旋
頭
歌
）
の
場
合
は
三
句
目
尾
字
と
六
句
目
尾
字
と
の
呼

応
関
係
、
韻
の
質
的
捉
え
方
と
し
て
「
細
韻
・
鹿
韻
」
と
を
示
し
て
い
る
。

歌
病
と
し
て
七
種
の
病
名
を
上
げ
て
い
る
（
こ
れ
ら
の
名
字
が
中
国
詩

（６）

か
ら
の
当
て
は
め
と
い
、
フ
例
証
は
既
説
に
譲
る
）
・
こ
れ
ら
の
根
拠
作
り
は

そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
も
の
で
は
な
く
、
先
に
あ
げ
た
本
韻
を
基
準
と
し
て
上

三
句
内
部
の
問
題
（
頭
尾
、
胸
尾
）
、
下
句
の
問
題
（
同
声
韻
）
、
全
体
の

問
題
（
腰
尾
、
縢
子
、
遊
風
、
遍
身
）
の
三
点
で
あ
る
。
本
韻
に
次
い
で

各
句
の
尾
字
が
韻
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
が
、
結
局
そ
こ
で

問
わ
れ
る
方
法
は
助
詞
の
用
い
方
に
同
字
の
重
な
り
を
避
け
る
と
い
う
配

慮
に
中
心
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
（
た
だ
し
、
な
ぜ
そ
れ
が
病
な
の
か
と
い

う
根
本
的
な
説
明
は
な
く
、
従
来
も
こ
の
点
に
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る

こ
と
は
依
然
解
消
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
）

歌
体
は
査
体
と
雅
体
と
に
分
か
れ
、
査
体
は
不
整
備
な
例
の
も
の
、
そ

の
内
容
は
五
七
五
七
七
の
形
体
に
欠
陥
の
あ
る
も
の
五
種
（
離
会
、
猿
尾
、

無
頭
有
尾
、
列
尾
、
有
頭
無
尾
）
、
表
現
に
欠
陥
の
あ
る
も
の
二
種
（
直
語
、

離
韻
）
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
者
の
形
体
の
欠
陥
に
関
し
て
は
、

と
り
あ
げ
た
用
例
か
ら
み
る
と
、
完
成
さ
れ
た
五
七
五
七
七
の
形
体
が
原

則
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
古
代
和
歌
生
成
史
的
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
と

い
う
も
の
の
、
そ
の
反
面
そ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
場
合
の
資
料
的
意
義

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

後
者
の
「
直
語
」
は
表
現
が
俗
語
的
で
あ
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
も
和
歌
表
現
史
に
は
常
に
正
統
と
異
端
（
譜
誌
）
が
併
存
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
浜
成
の
和
歌
認
識
に
は
俗
語
を
排
除
す
る
立
場
に
あ
る

と
こ
ろ
が
窺
え
る
こ
と
に
な
る
。
「
離
韻
」
は
本
韻
（
三
句
「
初
韻
」
と
五

句
「
終
韻
」
の
尾
字
）
の
呼
応
関
係
が
ば
ら
ば
ら
な
も
の
を
指
す
。
こ
れ

は
浜
成
の
和
歌
に
対
す
る
韻
の
基
本
的
な
考
え
方
を
根
拠
と
し
て
お
り
、

歌
病
の
「
同
声
韻
」
と
関
連
が
深
い
。
そ
の
用
例
を
見
る
と

〔
同
声
韻
〕
見
ま
く
ほ
り
我
が
思
ふ
君
も
あ
ら
な
く
に
何
に
か
来
け
む
馬
疲

らしに（失）

〔
離
韻
〕
白
波
の
浜
松
が
枝
の
手
向
け
く
さ
い
く
世
ま
で
に
か
年
の
経
に

けむ（失）

右
の
よ
う
に
あ
っ
て
、
「
同
声
韻
」
の
場
合
は
三
句
と
五
句
の
尾
字
が
共
に

- １ ４ -



<音＞とく韻＞の間

「
に
」
で
あ
っ
て
同
声
で
あ
る
こ
と
が
病
、
し
た
が
っ
て
三
句
を
「
す
ぎ
に

け
り
」
と
直
す
べ
き
と
い
う
。
す
る
と
面
と
．
ｍ
と
で
同
声
韻
が
解
消
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
同
韻
を
構
成
す
る
こ
と
が
浜
成
の
和
歌
の
押
韻
感
覚

の
基
本
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
同
声
韻
」
は
「
巨
病
」
と
は
し
な
い

と
い
う
考
え
で
も
あ
る
。
「
離
韻
」
の
場
合
は
三
句
と
五
句
の
尾
字
が
「
さ
」

と
「
む
」
で
あ
っ
て
同
韻
を
構
成
し
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
う
し

た
欠
陥
に
注
意
を
払
わ
な
い
歌
人
の
歌
に
対
し
て
、
浜
成
は
「
似
歌
能
書
」

と
批
判
す
る
。
つ
ま
り
歌
に
似
て
い
る
だ
け
の
書
き
も
の
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
浜
成
の
音
韻
感
覚
は
、
歌
が
朗
詠
さ
れ

る
場
合
の
条
件
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

浜
成
の
押
韻
の
理
論
か
ら
い
え
ば
「
離
韻
」
は
歌
病
と
歌
体
（
和
歌
と

し
て
の
表
現
形
体
）
の
双
方
を
そ
こ
な
、
フ
も
の
と
い
う
認
識
に
よ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
彼
の
立
式
の
中
で
も
最
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
は
後
世
へ
の
影
響
力
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
古

今
集
の
巻
一
を
ざ
っ
と
調
査
す
る
だ
け
で
も
、
浜
成
の
押
韻
理
論
を
充
た

す
例
は
六
八
首
中
三
首
の
み
。
こ
の
三
首
は
む
し
ろ
偶
然
の
一
致
の
よ
う

な
数
値
で
あ
る
（
次
表
の
押
韻
適
合
例
の
あ
り
方
を
も
参
考
に
し
て
も
、

こ
の
点
は
結
論
が
変
わ
ら
な
い
）
。
ち
な
み
に
、
古
今
集
に
浜
成
が
指
摘
し

て
い
る
歌
病
が
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
か
否
か
を
、
六
歌
仙
お

よ
び
、
貫
之
で
調
査
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

遍
昭
（
Ⅳ
）
歌
病
な
し

押
韻
適
合
例
４

業
平
（
釦
）
腰
尾
１
篭
子
１
（
？
）
押
韻
適
合
例
５

康
秀
（
５
）
遊
風
（
２
）
押
韻
適
合
例
０

喜
撰
（
１
）
歌
病
な
し

押
韻
適
合
例
０

小
町
（
肥
）
同
声
韻
又
ハ
畷
子
１
腰
尾
１
遍
身
１
押
韻
適
合
例
１

黒
主
（
３
）
歌
病
な
し

押
韻
適
合
例
２

貫
之
（
皿
）
頭
尾
又
ハ
嬢
子
１
胸
尾
３
腰
尾
７
遊
風
２
縢
子

１

押
韻
適
合
例
２

歌
病
説
の
反
映
を
こ
の
数
字
が
示
し
て
い
る
と
読
む
か
、
或
い
は
無
関

係
と
読
む
か
、
か
な
り
難
し
い
内
実
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
し
か

し
、
歌
病
内
容
の
数
値
が
意
外
に
低
い
と
い
う
有
り
方
は
、
選
歌
の
基
準

に
歌
病
が
案
外
無
視
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想

も
つ
け
ら
れ
そ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
歌
病
と
歌
の
表
現
内
容
の

好
し
悪
し
と
は
別
次
元
と
も
い
え
る
か
ら
、
数
値
が
低
く
と
も
病
歌
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
撰
者
の
評
価
基
準
が
歌
病
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
点
は
特
に
撰
者
の
一
人
で
あ

る
貫
之
に
歌
病
の
数
値
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
こ
と
に
な

るだろう。
三
、
歌
体
（
雅
体
）

雅
体
は
十
種
あ
り
、
雅
と
す
る
内
容
は
表
現
の
技
法
や
方
法
を
示
し
て

い
て
、
そ
れ
ら
の
好
ま
し
い
も
の
の
例
を
上
げ
て
基
準
名
と
し
て
い
る
。

そ
の
好
ま
し
さ
の
基
本
は
韻
の
位
置
で
あ
り
、
こ
の
原
則
は
一
貫
し
て
い

る
。
先
に
の
べ
た
が
、
短
歌
に
あ
っ
て
は
一
句
と
三
句
の
各
尾
字
、
長
歌

に
あ
っ
て
は
二
と
四
句
、
六
と
八
句
の
各
尾
字
の
呼
応
関
係
で
あ
り
、
旋

頭
歌
（
「
双
本
」
）
に
あ
っ
て
は
三
句
と
六
句
の
尾
字
で
あ
る
。

「
聚
蝶
」
の
例
は
「
み
吉
野
を
よ
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
言
ひ
し
よ
き

人
吉
野
よ
き
入
よ
く
見
」
の
頭
韻
を
踏
ん
だ
歌
を
例
と
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
評
価
が
頭
韻
と
言
う
だ
け
で
は
な
く
、
「
よ
し
」
と
い
う
好
も
し
い
語
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が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か

し
、
た
と
え
ば

「
来
む
と
い
ふ
も
来
ぬ
と
き
あ
る
を
来
じ
と
言
ふ
を
来
む
と
は
待
た
じ

来
じ
と
い
ふ
も
の
を
」
（
万
４
．
五
二
七
）
の
坂
上
郎
女
歌
は
、
頭
韻
を
踏

ん
だ
例
と
は
い
え
、
字
余
り
句
を
三
つ
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
お
そ
ら
く

評
価
を
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
み
吉
野
の
」
の
歌
が
三
、

五
句
尾
字
に
押
韻
関
係
に
あ
る
こ
と
も
こ
の
歌
が
例
歌
と
し
て
引
か
れ
る

理
由
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
謎
譽
」
（
く
い
ひ
）
は
な
ぞ
な
ぞ
遊
び
の
よ
う
な
雰
囲
気
も
あ
る
が
、わざ

歌
の
持
つ
暗
示
力
を
問
題
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
「
童

う
た謡

」
な
ど
の
よ
う
に
何
ら
か
の
予
兆
的
な
意
義
（
社
会
性
）
を
発
揮
す
る

存
在
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
双
本
」
「
短
歌
」
「
長
歌
」
は
歌
体
の
問
題
。
そ
れ
に
比
し
て
「
頭
古

腰
新
」
「
頭
新
要
古
」
「
頭
古
要
古
」
「
古
事
意
」
「
新
意
体
」
は
表
現
技
法

を
問
題
と
し
て
い
る
。

「
頭
古
腰
新
」
「
頭
新
要
古
」
「
頭
古
要
古
」
の
「
古
」
は
「
古
事
意
」

の
「
古
事
」
と
共
通
し
、
そ
れ
は
「
腰
新
」
「
頭
新
」
「
新
意
体
」
の
「
新
」

と
対
比
さ
れ
る
概
念
で
あ
っ
て
、
表
現
方
法
に
お
い
て
歌
中
に
、
古
語
的

要
素
（
枕
詞
、
或
い
は
序
詞
等
を
含
め
て
の
慣
用
的
な
表
現
）
を
持
つ
も

の
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
「
新
」
は
、
し
た
が
っ
て
実
意
的
な
表

現
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
頭
」
「
腰
Ⅱ
要
」
は
句
の
位
置
で
あ
る

こ
と
は
歌
病
に
お
け
る
と
同
じ
で
あ
る
。

四
、
技
法
と
〈
音
〉

「
頭
古
腰
新
」
「
頭
新
要
古
」
「
頭
古
要
古
」
「
古
事
意
」
に
引
か
れ
た
用

例
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
傍
線
部
で
「
古
」
と
す
る
も
の
の
位

置
を
示
し
て
お
く
。

「頭古腰新」

１

ひ

き

つ

へ

い
も
あ

ａ
梓
弓
引
津
の
辺
な
る
な
の
り
そ
も
花
は
咲
く
ま
で
妹
逢
は
ぬ
か
も

ｂ
梓
弓
引
津
の
辺
な
る
な
の
り
そ
が
花
は
咲
く
ま
で
妹
に
逢
は
ぬ
か

「頭新要古」

Ｃ
秋
山
の
も
み
ち
始
む
る
白
露
の
い
ち
し
ろ
き
ま
で
妹
に
逢
は
ぬ
か
も

「頭古要古」

ｅ
風
吹
け
ば
雲
の
蓋
（
き
ぬ
が
さ
）
竜
田
山
い
と
に
ほ
は
せ
る
朝
顔
が
花

右
の
ｂ
は
ａ
の
例
歌
に
お
い
て
制
（
光
仁
帝
の
お
お
せ
ご
と
）
を
受
け
る

に
、
三
、
五
句
が
同
字
同
韻
、
ま
た
「
な
の
り
そ
も
花
は
咲
く
ま
で
」
の

表
現
が
穏
や
か
で
な
い
故
に
、
ｂ
の
如
く
に
訂
正
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
言
辞
（
表
現
）
に
対
す
る
批
評
、
及
び
押
韻
へ
の
配
慮

が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
浜
成
一
人
の
主
張
で
は
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
と
こ

ろである。

こ
こ
で
「
頭
古
」
と
す
る
と
こ
ろ
の
歌
経
標
式
の
説
明
は
次
の
よ
う
で

あ
る
（
所
謂
枕
詞
と
被
枕
詞
の
部
分
だ
け
に
限
定
し
て
抜
き
書
き
す
る
）
。

「
梓
弓
は
こ
れ
古
事
の
瞼
に
し
て
、
引
津
は
こ
れ
職
の
名
な
り
．
：

ゆ
み
つ
る
の
き

梓
弓
は
絃
木
の
名
、
引
津
は
井
の
名
．
：
以
て
引
き
の
嚥
を
陳

べ
ま
く
欲
り
す
る
が
故
に
、
梓
弓
を
発
句
に
陳
べ
て
古
事
と
し
、
弓

を
以
て
引
き
の
名
を
顕
す
。
・
・
・
」

右
の
説
明
内
容
は
次
の
Ｃ
ｄ
ｅ
に
も
共
通
す
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
押
さ

え
て
お
く
と
、

ｄ
あ
を
に
よ
し
奈
良
山
峡
よ
白
た
へ
に
こ
の
た
な
び
く
は
春
霞
な
り

「古事意」
な
ら
や
ま
が
ひ
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梓
弓
Ⅱ
古
事
の
職
〔
Ⅱ
絃
木
の
名
〕

引
津
Ⅱ
職
の
名
〔
Ⅱ
井
の
名
〕

と
な
り
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
い
直
す
こ
と
も
で
き
る
。
即
ち
職
え
る

も
の
（
古
事
の
職
）
と
嚥
え
ら
れ
る
も
の
（
職
の
名
、
名
は
言
葉
そ
の
も

の
）
の
関
係
に
あ
る
と
。
こ
の
二
つ
の
関
係
を
浜
成
は
「
・
・
・
以
て
引

き
の
職
を
陳
べ
ま
く
欲
り
す
る
が
故
に
、
梓
弓
を
発
句
に
陳
べ
て
古
事
と

し
、
弓
を
以
て
引
き
の
名
を
顕
す
」
と
言
う
。
つ
ま
り
、
「
引
津
」
の
「
引

き
」
を
「
陳
べ
」
た
い
た
め
に
古
事
（
古
語
的
表
現
）
で
あ
る
「
梓
弓
」

を
上
句
に
据
え
、
「
弓
を
以
て
引
き
の
名
を
顕
」
し
た
の
だ
、
と
言
う
こ
と

になる。
職
え
る
も
の
と
職
え
ら
れ
る
も
の
の
関
係
は
浜
成
の
認
識
に
あ
っ
て

は
、
慣
用
的
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
と
見
え
、
そ
れ
は
Ｃ
の
場

合
は
「
白
露
の
」
、
ｄ
の
場
合
は
「
あ
を
に
よ
し
」
と
「
し
ろ
た
へ
に
」
の

句
の
引
用
や
、
ｅ
の
「
風
吹
け
ば
雲
の
き
ぬ
が
さ
竜
田
山
・
・
・
」
の
序

詞
表
現
の
例
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
、
フ
し
た
表
現
の
慣
用
性
の

認
識
は
、
時
代
の
和
歌
修
辞
観
（
多
く
の
万
葉
歌
の
実
例
を
背
景
と
し
た

場
合
）
を
代
表
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
問
題
は
ａ
ｂ
の
「
梓
弓
引
津
」
と
ｅ
の
「
風
吹
け
ば
雲

の
き
ぬ
が
さ
竜
田
山
・
・
・
」
の
説
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
用

例
が
示
す
修
辞
的
内
容
に
対
し
て
浜
成
の
認
識
が
、
意
味
を
越
え
て
〈
音
〉

の
領
域
に
と
ど
い
て
い
る
か
否
か
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

「
弓
を
以
て
引
き
の
名
を
顕
」
す
と
は
、
「
梓
弓
引
津
」
の
表
現
の
中
で

「
弓
」
と
「
引
き
」
の
主
述
の
関
係
、
縁
語
的
関
係
な
ど
を
指
摘
出
来
る
が

お
わ
り
に

そ
れ
ら
を
排
し
て
、
「
引
き
」
と
い
う
言
葉
を
顕
す
た
め
に
「
弓
」
を
必
要

と
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
定
的
な
着
眼
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
「
弓
（
を
）
引
き
↓
引
津
」
と
い
う
、
同
音
を

利
用
し
た
意
義
転
換
へ
の
導
入
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
こ
ら
が
手
を
巻
向
山
」
（
万
７
．
一
○

九
二
）
、
「
た
ま
く
し
げ
二
上
山
」
（
万
Ⅳ
．
三
九
八
七
）
、
「
と
ほ
つ
ひ
と
松

浦
の
河
に
」
（
５
．
八
五
七
）
の
よ
う
な
諸
例
に
適
用
で
き
る
考
え
方
で
あ

る
。
ま
た
ｅ
の
「
風
吹
け
ば
雲
の
き
ぬ
が
さ
竜
田
山
．
：
」
の
場
合
も
、

万
葉
集
の
類
似
句
、
例
え
ば
「
海
の
底
沖
つ
白
波
竜
田
山
」
（
１
．
八
三
）
、

や
伊
勢
物
語
・
古
今
集
の
「
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
竜
田
山
」
（
古
肥
・
九
九

四
）
な
ど
を
合
わ
せ
見
て
も
、
「
き
い
が
さ
（
が
）
顕
つ
↓
竜
田
山
」
、
「
白

波
（
が
）
立
つ
↓
竜
田
山
」
に
も
同
様
に
適
用
で
き
る
。

ただし、これは韻の問題ではなく、〈音〉の間勵である。一首

の
歌
の
ど
こ
で
〈
音
〉
が
放
出
さ
れ
る
か
、
そ
の
位
置
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
枕
詞
・
序
詞
が
見
せ
る
「
音
」
の
表
現
構
造
は
、
古
代
和
歌
内
部
に

生
成
し
て
い
た
い
わ
ば
和
語
の
持
つ
言
語
の
生
理
的
要
素
と
で
も
い
え
る

問
題
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
和
歌
の
技
法
と
し
て
の
〈
音
〉
の
問
題
が
拓
け

て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

歌
経
標
式
が
、
王
張
し
た
歌
の
〈
韻
〉
は
、
一
首
の
歌
の
内
部
に
音
の
呼

応
関
係
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
言
語
を
越
え
た
詩
的
構
成
要

素
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
図
の
面
白
さ
は
評
価
し
え
て
も
、

や
は
り
、
韻
の
概
念
と
理
論
は
外
側
か
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
に
、
和
歌
に
お
い
て
の
限
界
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
批
判
は
従
来

も
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
頭
古
腰
新
」
「
頭
新
要

古
」
「
頭
古
要
古
」
「
古
事
意
」
に
引
い
た
用
例
と
そ
の
説
明
を
検
討
す
る
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特集・和歌史から見た万葉集

と
き
、
和
歌
内
部
に
醸
成
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
枕
詞
・
序
詞
の
〈
音
〉

の
構
造
を
見
出
し
か
け
て
い
た
こ
と
は
、
歌
論
の
始
め
と
し
て
意
義
あ
る

項
目
で
あ
る
と
い
え
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

注
（
１
）
ａ
野
田
浩
子
弓
歌
経
標
式
」
の
和
歌
観
-
１
１
導
き
出
さ
れ
た
く
こ

こ
ろ
〉
ｌ
」
（
古
代
文
学
別
号
昭
和
五
六
年
三
月
）

ｂ
野
田
浩
子
「
〈
詩
語
〉
と
し
て
の
和
歌
表
現
Ｉ
『
歌
経
標
式
』

の
模
索
ｌ
」
（
古
代
文
学
羽
号
昭
和
五
九
年
三
月
）

（
２
）
沖
森
卓
也
・
佐
藤
信
・
平
沢
竜
介
・
矢
嶋
泉
著
弓
歌
経
標
式
」

注
釈
と
研
究
」
（
桜
楓
社
平
成
五
年
五
月
）

（
３
）
高
田
昇
『
万
葉
韻
律
考
」
（
和
泉
書
院
一
九
九
四
年
三
月
）

（
４
）
野
田
浩
子
注
（
１
）
ａ
論
文

（
５
）
平
沢
竜
介
「
歌
学
書
と
し
て
の
『
歌
経
標
式
筐
（
注
２
所
収
）

（
６
）
注
（
２
）
著
書
の
注
釈
部
に
紹
介
が
あ
る
。
な
お
、
以
下
、
『
歌
経

標
式
」
の
字
句
、
文
章
の
引
用
は
、
注
（
２
）
著
書
の
校
訂
本
文
に

拠った。

（
７
）
拙
稿
「
〈
音
〉
聡
の
構
造
１
１
古
代
和
歌
の
修
辞
法
の
基
礎
」
（
古

代
文
学
別
号
一
九
九
二
年
三
月
）

特
集
・
八
世
紀
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

『
日
本
書
紀
』
と
記
述
：
：
：
：
：
…
：
多
田
元
：
・
２

１
１
漢
文
に
よ
る
書
記
行
為
ｌ

文
字
の
誘
惑
・
…
…
・
…
：
…
…
：
…
…
丸
山
隆
司
…
２勺ⅡⅡユ

マ」マ」つつ

古
事
記
序
文
に
砂
け
る
〈
心
〉
の
位
相
・
…
…
…
：
．
：

Ｉ〈和語を書くＩよむこと〉の生成と起源ｌ

…
：
・
岩
本
武
：
・
羽

「
ら
し
」
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
・
…
…
：
清
水
章
雄
：
・
羽

Ｉ古事記の《文字〉から宣命の〈文体〉へＩ

雑１束アジアのなかの憶良ｌ

東
茂
美
…
妬

会報・・：…：：．：：：…：……

例会からの時評………．．…

Ｗ
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
報
告
…
：
…

会員名簿．：…：．………：…

播
磨
国
風
土
記
・
佐
比
岡
伝
承
考
：
・
飯
泉
健
司
．

ｌ風土記説話成立の一過程ｌ

「
縁
起
」
と
〈
寺
院
縁
起
〉
概
念
を
め
ぐ
っ
て
。
…

’八世紀の古代文学の生成の一側面Ｉ

…
…
山
口
敦
史
．

第
三
十
三
号
一
九
九
四
年
三
月
五
日
発
行

- ● ■ ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

9７９０８８８６ 7４ 5７

-１８ -


