
三四○一番歌の地名表記をめぐって

「
古
代
文
学
に
お
け
る
地
域
性
ｌ
音
と
文
字
か
ら
考
え
る
ｌ
」
と
い
う

テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
、
万
葉
集
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
と
き
に
ま
ず
想
起

さ
れ
た
の
は
、
独
立
し
て
一
巻
を
な
し
て
い
る
東
歌
の
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
都
（
大
和
）
と
の
対
比
に
お
い
て
把
握
さ
れ
、
都
と
は
異
な
る
詠

み
ぶ
り
を
持
っ
た
歌
世
界
と
し
て
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
東
歌
は
一
字
一
音
節
表
記
を
基
本
と
し
、
す
べ
て
短
歌
と
い

う
統
一
的
形
式
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
均
一

〔原文〕中
麻
奈
永
字
伎
乎
流
布
祢
能
許
藝
豆
奈
婆
安
布
許
等
可
多
思

家
布
永
思
安
良
受
波

〔読み下し〕

中
麻
奈
に
浮
き
居
る
船
の
漕
ぎ
出
な
ば
逢
ふ
こ
と
難
し
今
日
に
し
あ

ら

ず

は

（

⑭

三

四

○

一

）

〔口語訳〕
「
中
麻
奈
」
に
浮
い
て
い
る
船
が
漕
ぎ
出
し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
な

ら
ば
、
逢
う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
今
日
で
な
く
て
は
。

三
四
○
｜
番
歌
の
地
名
表
記
を
め
ぐ
っ
て
太
田
真
理

｜
問
題
の
所
在

特
集
・
古
代
文
学
に
お
け
る
地
域
性
Ｉ
音
と
文
字
か
ら
考
え
る
Ｉ

Ｉ
万
葉
集
東
歌
に
み
る
地
域
性
Ｉ

な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
個
々
の
歌
に
は
残
さ
れ
た
問
題
も
多

いＯ冒
頭
に
あ
げ
た
の
は
、
万
葉
集
巻
第
十
四
東
歌
に
「
信
濃
国
相
聞
往
来

歌
四
首
」
と
あ
る
中
の
一
首
で
あ
る
。

校
本
等
で
確
認
す
る
か
ぎ
り
、
本
文
の
異
同
に
関
し
て
大
き
く
問
題
と

な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
歌
意
と
し
て
も
と
く
に
難
解
で
は
な
い
。
「
中
麻

奈
」
に
浮
か
ん
で
い
る
船
が
漕
ぎ
出
し
て
し
ま
え
ば
再
び
逢
う
こ
と
は
難

し
い
と
、
逢
う
こ
と
が
で
き
る
最
後
の
機
会
と
し
て
の
「
今
日
」
の
重
み

を
詠
ん
だ
女
の
歌
と
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
句
の
「
中
麻
奈
」
に
つ
い
て
現
行
で
は
「
な
か

ま
な
」
「
ち
ぐ
ま
な
」
の
二
説
が
あ
っ
て
、
い
ま
だ
に
定
訓
を
得
な
い
・

訓
が
定
ま
ら
な
い
理
由
は
、
当
該
部
分
が
三
文
字
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、

「
中
」
の
文
字
を
ど
の
よ
う
に
訓
む
か
と
い
う
点
に
問
題
が
残
る
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
巻
第
十
四
の
歌
は
一
字
一
音
節
で
表
記
さ
れ
る
の
が
基

本
で
あ
り
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
も
本
来
は
四
文
字
で
書
か
れ
る
べ
き
な

が
ら
、
異
例
の
表
記
と
な
っ
て
い
る
。

歌
意
か
ら
み
て
、
「
中
麻
奈
」
は
地
名
な
い
し
地
名
に
準
ず
る
場
所
を

示
し
て
お
り
、
そ
こ
を
起
点
と
し
て
留
ま
っ
て
い
た
船
が
漕
ぎ
出
し
て
行

夏
期
セ
ミ
ナ
ー
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は
じ
め
に
古
注
釈
の
訓
を
確
認
す
る
。
「
代
匠
記
（
初
）
」
に
は
「
な
か

ま
な
は
所
の
名
な
る
へ
し
。
こ
れ
に
よ
り
て
信
濃
の
国
の
奇
と
さ
た
む
れ

は
な
り
」
と
あ
り
、
『
考
』
に
は
「
ナ
カ
ヲ
ナ
カ
」
と
あ
る
。
一
方
『
古

義
」
は
誤
字
説
を
と
り
、
ヨ
中
志
麻
爾
』
ノ
誤
ニ
テ
訓
『
ナ
カ
シ
亘

力
」
と
し
て
現
在
の
川
中
島
と
比
定
し
た
。
ま
た
『
信
濃
漫
録
』
（
荒
木

田久老）は、

薑
説
に
、
麻
奈
は
眞
砂
子
に
て
、
今
の
川
中
島
を
い
ふ
な
ら
む
と
い

へ
れ
ど
、
ま
な
子
に
船
の
浮
を
る
べ
き
よ
し
な
け
れ
ば
、
い
か
に
ぞ

や
お
も
へ
り
し
に
、
彼
國
人
小
泉
好
平
が
い
ひ
け
る
は
、
こ
は
水
内

ナ
カ
マ
タ

郡
に
中
俣
と
い
ふ
村
あ
り
。
そ
こ
な
る
べ
し
と
い
へ
り
。
（
略
）
さ

て
そ
の
地
は
、
千
隈
川
へ
犀
川
と
す
ゞ
ば
な
河
の
流
れ
落
る
河
股
な

恥ⅢソＯ

と
い
っ
て
、
現
在
の
千
曲
川
西
岸
、
長
野
市
柳
原
中
俣
の
こ
と
で
あ
る
と

く
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
二
句
以
下
の
歌
意
が
わ
か
り
や
す
い
た
め
か
、

『
全
註
鐸
』
も
「
内
容
は
平
凡
だ
が
、
初
句
が
よ
く
わ
か
れ
ば
、
も
つ
と

そ
の
空
気
が
出
る
だ
ろ
う
。
」
と
含
み
を
残
し
て
注
す
る
に
留
ま
っ
て
い

る
。
確
か
に
第
一
句
の
訓
が
定
ま
れ
ば
何
ら
か
の
意
味
が
加
味
さ
れ
、
歌

の
解
釈
が
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
一
句
に
一
字
一
音
節
の
仮
名
で
な
く
二
音
節
仮
名
「
中
」
が
用
い
ら

れ
地
名
が
書
か
れ
る
と
い
う
異
例
の
検
討
を
手
掛
か
り
に
、
そ
う
す
る
こ

と
で
当
該
歌
は
ど
の
よ
う
な
表
現
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て

そ
れ
は
万
葉
集
東
歌
に
お
け
る
地
域
性
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
浮
か
び
あ

が
ら
せ
る
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

’
一
「
な
か
ま
な
」
と
「
ち
ぐ
ま
な
」

Ａ
「
な
か
ま
な
」
説
に
つ
い
て
は
、
「
中
流
の
意
で
は
な
い
か
と
思
は

れ
る
。
」
（
窪
田
評
濯
）
、
「
川
の
中
州
」
（
全
注
・
水
島
義
治
）
、
「
麻
奈

（
砂
地
）
な
る
地
名
が
信
濃
に
あ
り
上
中
下
に
分
っ
た
か
。
」
（
全
訳
注
）

な
ど
と
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
未
詳
の
地
名
と
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
Ｃ

櫻
井
も
、
巻
十
四
に
お
い
て
国
別
に
編
ま
れ
た
九
十
首
の
歌
に
は
当
該
歌

を
含
め
た
二
例
を
除
い
て
全
て
地
名
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
な
こ
と
か
ら
、
編
纂
当
時
は
「
中
麻
奈
」
が
地
名
と
し
て
詠
み
こ
ま
れ

た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
新
全
集
は
「
な
か
ま
な
」
の
訓
を
と
り
な
が
ら
も

川
の
名
で
あ
ろ
う
が
、
ど
の
川
か
不
明
。
「
中
」
は
吾
君
の
よ
う
な

発
音
の
字
な
の
で
、
編
纂
者
は
千
曲
川
に
同
じ
と
認
め
、
原
文
に

述
べ
て
い
る
。
以
上
の
説
は
い
ず
れ
も
訓
を
「
な
か
ま
な
」
と
し
、
信
濃

国
内
の
実
地
名
の
解
明
を
試
み
な
が
ら
、
そ
の
確
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
実
地
名
の
探
索
は
、
最
早
そ

の
真
偽
を
確
か
め
る
術
は
な
い
。
そ
れ
を
突
き
止
め
る
こ
と
に
大
き
な
意

味
が
あ
る
と
も
考
え
に
く
い
。

で
は
、
近
現
代
の
主
な
注
釈
書
は
ど
の
よ
う
な
説
を
と
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
表
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。
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Ｄ
訓
義
未
詳

Ｃ
訓
せ
ず

Ｂ
ち
ぐ
ま
な

Ａ
な
か
ま
な

地
名
地
名
未
詳 一般名詞

地
名

新
大
系
櫻
井
満
「
東
歌
の
風
土
」

注
釈
、
集
成
、
釈
注

全
註
釈
、
全
訳
注
、
全
注
、
全
解

窪
田
評
舞

折
口
「
東
歌
疏
」
、
井
上
新
校
、
私
注
、
新
全
集



三四○一番歌の地名表記をめぐって

「
知
具
麻
」
と
あ
る
前
の
歌
の
後
に
収
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
。
「
前
の
歌
」
と
は

ひ
り

信
濃
な
る
千
曲
（
知
具
麻
）
の
川
の
小
石
も
君
し
踏
み
て
ば
玉
と
拾

は

む

（

⑭

三

四

○

○

）

を
さ
し
て
お
り
、
こ
の
歌
の
第
二
句
「
知
具
麻
」
と
「
中
麻
」
が
同
音
で

あ
る
た
め
に
並
置
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
後
の
二
首
の
繋
が
り
を

ふ
ま
え
た
う
え
で
「
中
」
字
の
音
に
関
心
を
向
け
て
い
る
こ
と
は
、
注
目

に
値
し
よ
う
。

一
方
、
Ｂ
の
「
ち
ぐ
ま
な
」
説
を
と
る
注
釈
、
集
成
、
釈
注
は
、
い
ず

れ
も
同
一
の
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
都
竹
通
年
雄
の
「
巻
十
四

の
『
中
麻
奈
筐
と
い
う
論
文
で
、
奈
良
時
代
の
「
中
」
の
漢
字
音
に
注

（１）

目
し
て
当
該
歌
を
読
み
説
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｄ
の
新
大
系
も
、

訓
義
未
詳
と
し
て
訓
を
施
さ
な
い
も
の
の
、
頭
注
で
都
竹
氏
論
を
紹
介
し

て
い
る
。
都
竹
論
文
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
。

次
節
で
は
、
Ａ
「
な
か
ま
な
」
、
Ｂ
「
ち
ぐ
ま
な
」
説
に
つ
い
て
順
に

掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
。

「
な
か
ま
な
」
「
ち
ぐ
ま
な
」
の
両
訓
を
掘
り
下
げ
る
に
あ
た
り
、
万
葉

集
中
の
「
中
」
字
の
用
法
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

万
葉
集
に
お
い
て
歌
中
に
「
中
」
字
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
は
、
全
六
十

四
首
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
な
か
」
と
訓
読
す
る
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ

るのは、「居中（田舎）」、「中言」、「野中」、「海中」、「さ夜中」、

「
世
の
中
」
、
「
中
上
り
」
な
ど
名
詞
が
三
十
七
例
、
副
詞
「
中
々
に
（
な

か
な
か
に
）
」
が
十
例
、
地
名
は
「
象
乃
中
山
」
、
「
中
（
那
珂
Ⅱ
讃
岐
）

三
「
な
か
ま
な
」
説
の
検
討

乃
水
門
」
、
「
中
（
那
珂
・
那
賀
Ⅱ
武
蔵
）
」
の
三
例
で
あ
る
。

ま
た
、
「
心
の
中
」
の
か
た
ち
で
「
う
ち
」
と
訓
む
も
の
が
十
四
例
あ

る。す
な
わ
ち
、
歌
中
の
「
中
」
は
読
み
が
確
定
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
訓

読
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
、
こ
の
他
は
、
当
該
歌
と
と
も
に
巻
十
四
の
三
四

（２）

一
九
番
歌
の
第
二
句
「
奈
可
中
次
下
」
が
訓
未
定
で
あ
る
。

次
に
、
万
葉
集
に
お
い
て
「
中
」
字
が
音
読
み
「
チ
ウ
」
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
の
は
全
十
七
例
で
あ
る
。
「
宮
中
」
、
「
心
中
」
が
各
三
例
、

「海中」、「庭中」、「中衛」、「林中」が各二例、「京中」、「中宮」、

「
道
中
」
が
各
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
題
詞
、
左
注
中
の
用
字
で

あ
る
の
で
、
歌
中
の
「
中
麻
奈
」
の
「
中
」
を
音
で
読
む
と
す
れ
ば
や
は

り
異
例
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
て
「
中
麻
奈
」
の
「
中
」
は
歌
中
の
用
字
で
あ
る
か
ら
、
他
の
例
に

従
え
ば
「
な
か
」
と
訓
む
の
が
通
常
で
は
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
、

「
麻
奈
」
の
意
味
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
全
訳
注
」
は
、
「
未
詳

の
地
名
。
麻
奈
（
砂
地
）
な
る
地
名
が
信
濃
に
あ
り
上
中
下
に
分
っ
た

か
。
」
と
述
べ
る
が
、
『
全
註
釈
』
は
「
マ
ナ
ゴ
（
眞
砂
）
の
マ
ナ
は
、
眞

名
井
な
ど
の
マ
ナ
と
同
じ
で
、
マ
ナ
だ
け
遊
離
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と

も
思
わ
れ
る
。
」
と
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。

他
の
古
代
の
文
献
に
も
「
麻
奈
」
と
い
う
地
名
の
例
は
な
く
、
「
上
麻

奈
」
「
下
麻
奈
」
と
い
っ
た
例
も
な
い
。
川
の
「
中
流
」
説
（
窪
田
評
稗
）
、

「
中
州
」
説
（
全
注
・
水
島
）
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
を
「
麻
奈
」

と
称
し
た
確
た
る
根
拠
が
見
出
せ
な
い
。
先
に
あ
げ
た
『
信
濃
漫
録
』
は
、

ナ
カ
マ
タ

「
彼
國
人
小
泉
好
平
が
い
ひ
け
る
は
、
こ
は
水
内
郡
に
中
俣
と
い
ふ
村
あ

り
。
そ
こ
な
る
べ
し
と
い
へ
り
。
」
と
す
る
が
、
小
泉
好
平
な
る
人
物
の

- ４５ -
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主
張
の
根
拠
も
ま
た
定
か
で
は
な
い
。

以
上
に
よ
り
、
「
な
か
ま
な
」
と
訓
む
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
、

そ
の
確
た
る
根
拠
が
見
つ
か
ら
な
い
と
同
時
に
、
そ
の
意
味
も
確
定
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
「
ち
ぐ
ま
な
」
説
を
勘
案
し
て
み
た
い
。
「
ち
ぐ
ま
な
」

説
を
と
る
注
釈
害
は
、
い
ず
れ
も
都
竹
通
年
雄
の
論
文
「
巻
十
四
の
「
中

麻
奈
筐
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
少
々
長
く
な
る
が
以
下
に
概
要
を
ま
と

める。都
竹
は
「
中
」
字
の
音
を
万
葉
集
巻
十
四
の
書
記
法
の
中
で
点
検
し
、

韻
鏡
に
て
ら
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

萬
葉
集
巻
十
四
の
歌
は
原
則
と
し
て
一
モ
ー
ラ
に
漢
字
一
字
ず
つ
當

て
て
あ
る
が
、
例
外
と
し
て
、

イ
、
「
相
模
」
「
武
蔵
」
「
駿
河
」
「
信
濃
」
「
筑
波
」
「
筑
紫
」
「
對

馬
」
な
ど
、
一
般
に
そ
の
こ
ろ
の
文
字
言
語
に
お
い
て
通
用
し
て
い

ふ勾、〆

た
地
名
の
文
字
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
例
は
み
な
音
で
あ
る
。
（
訓

ではない）。（略）

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ゆ
え
に
中
麻
奈
の
中
も
音
に
よ
っ
て
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
從
っ

て
こ
の
「
中
」
は
音
で
讃
む
く
き
で
あ
っ
て
、
ナ
カ
と
か
ウ
チ
と
か

讃
む
く
き
で
は
な
い
。
（
略
）

中
も
ナ
ラ
時
代
の
字
音
は
目
で
あ
っ
た
可
能
性
が
多
い
。
言
の
宕

を
ア
タ
ゴ
の
タ
ゴ
に
當
て
、
相
の
ｍ
ｇ
を
サ
ガ
ミ
の
サ
ガ
に
當
て
た

よ
う
に
、
中
の
ｇ
を
チ
グ
に
當
て
る
事
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
萬
葉
集
に
し
ぐ
れ
（
四
具
禮
、
之
具
禮
、
思

具
禮
な
ど
）
を
「
鐘
禮
」
の
二
字
で
書
い
た
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
。
こ

れ
に
よ
り
、
「
鐘
」
が
一
字
で
シ
グ
の
二
音
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
と
し
た
。
こ
れ
を
傍
証
と
し
て
、
「
中
麻
奈
」
の
「
中
」
は
「
チ
グ

（
９
）
」
と
読
み
「
中
麻
」
を
「
チ
グ
マ
」
と
読
ん
で
千
曲
川
を
さ
す
と

し
、
残
る
「
奈
」
Ⅱ
ナ
に
つ
い
て
は
、
川
を
示
す
ア
イ
ヌ
語
「
ナ
イ
」
の

語
幹
が
残
っ
た
も
の
だ
と
結
論
付
け
た
。

そ
こ
で
、
巻
十
四
に
お
け
る
一
字
二
音
節
表
記
を
確
認
す
る
と
、
都
竹

論
文
の
指
摘
の
通
り
地
名
（
国
名
）
表
記
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
筑
波
（
七
例
）
、
武
蔵
（
四
例
）
、
信
濃
（
三
例
、
）
相
模
（
二
例
）
、

ほ
か
駿
河
、
筑
紫
の
如
く
で
あ
る
。
他
に
未
詳
の
「
芝
付
」
（
三
五
○
八
）

が
あ
る
が
、
こ
れ
も
地
名
と
考
え
ら
れ
る
。

沖
森
卓
也
は
古
代
の
文
字
表
記
に
関
す
る
分
析
の
中
か
ら
、
和
銅
六

（
七
一
三
）
年
の
所
謂
「
好
字
令
」
を
契
機
と
し
た
地
名
表
記
の
あ
り
方

（３）

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
（４）

「
監
」
の
よ
う
な
二
合
仮
名
は
固
有
名
の
表
記
、
と
り
わ
け
地
名
の

表
記
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

さ
が
ら
か
さ
が
み
へ
ぐ
り
し
が
ら
き
し
な
の
く
る
ま

相
楽
相
模
平
群
信
楽
信
濃
群
馬
（
「
楽
」
ｋ
韻
尾

「
相
」
９
韻
尾
「
信
・
群
」
ｎ
韻
尾
）

こ
れ
に
て
ら
す
と
、
「
中
」
も
り
韻
尾
に
ｕ
を
添
え
て
韻
尾
を
音
節
化
し

「
チ
グ
」
と
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。た
ぎ
ま

こ
れ
に
加
え
、
「
古
事
記
』
に
見
ら
れ
る
「
当
麻
」
の
地
名
表
記
も
、

「
当
」
の
韻
尾
り
に
ｉ
を
添
え
て
音
節
化
し
二
字
表
記
し
た
地
名
と
い
え
、

「
中
麻
」
も
同
様
に
０
に
ｕ
を
添
え
て
二
字
表
記
し
た
地
名
で
あ
る
こ
と

の
証
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
都
竹
が
「
ナ
」
に
ア
イ
ヌ
語
の
名
残
を
み
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
そ
の
査
証
が
見
出
せ
ず
、
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
せ
ざ
る
を

得ない。

-４６-



三四○一番歌の地名表記をめぐって

こ
の
都
竹
説
を
支
持
し
つ
つ
、
方
言
論
か
ら
当
該
歌
の
音
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
の
が
、
馬
瀬
良
雄
「
「
千
曲
川
』
の
方
言
チ
ョ
ー
マ
考
」

（５）

である。
馬
瀬
は
長
野
県
東
北
信
の
「
千
曲
川
」
を
さ
す
方
言
「
チ
ョ
ー
マ
」
を（６）

調
査
し
そ
の
語
源
を
考
察
。
そ
の
元
の
形
が
「
チ
グ
マ
」
で
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
語
源
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
「
チ
グ
マ
」
の
祖
形
と
さ
れ
る
万
葉
集

⑭
三
四
○
○
歌
の
「
知
具
麻
」
は
弓
ｌ
空
目
画
］
と
発
音
さ
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
次
歌
三
四
○
一
の
「
中
麻
奈
」
の
訓

み
に
つ
い
て
、
チ
グ
マ
ナ
と
訓
ん
だ
都
竹
氏
論
を
大
筋
で
支
持
し
た
。

「
知
具
麻
」
の
語
源
と
し
て
は
「
千
隈
」
、
つ
ま
り
「
屈
曲
の
多
い

（
川
）
」
と
い
う
説
を
採
る
。
「
千
曲
川
」
の
「
千
曲
」
（
弓
蚕
昌
皇
に

つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
、
両
者
の
違
い
は
、
連
濁
の
有
無
に
よ
る
も

の
と
す
る
。
「
ナ
」
に
つ
い
て
は
、
川
に
対
す
る
親
愛
の
気
持
を
表
し
た

も
の
と
し
た
。
接
尾
語
「
な
」
が
「
人
」
を
表
す
語
、
「
時
」
を
表
す
語

に
付
く
こ
と
の
多
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
奈
良
時
代
東
国
方
言

で
は
、
接
尾
語
「
ろ
」
が
、
「
背
ろ
」
「
妹
ろ
」
の
よ
う
に
「
人
」
を
表
す

語
に
付
く
ほ
か
、
「
夜
ろ
」
「
馬
来
田
の
嶺
ろ
」
に
お
け
る
よ
う
に
、
種
々

の
語
に
付
い
た
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
「
な
」
も
こ
の
よ
う
に
地
名
に
接

続
し
得
、
千
曲
川
に
対
す
る
親
愛
の
気
持
ち
を
表
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と論じた。

以
上
の
馬
瀬
説
は
、
現
代
の
方
言
研
究
か
ら
古
代
に
遡
及
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
万
葉
歌
の
解
釈
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
は
慎
重
に

な
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
奈
良
時
代
の
音
と
繋
が
っ
て
お

り
、
前
歌
三
四
○
○
番
の
「
知
具
麻
」
と
も
呼
応
す
る
と
い
う
点
で
、
都

竹
説
を
支
持
す
る
に
有
力
で
あ
る
と
考
え
る
。

接
尾
語
「
な
」
に
つ
い
て
は
、
地
名
に
付
い
た
例
が
な
い
と
い
う
点
が

弱
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
傍
証
と
し
て
の
接
尾
語
「
ろ
」
に
は
、
他
に
も

地
名
「
伊
香
保
」
に
つ
い
て
親
し
み
の
意
を
添
え
た
「
伊
香
保
ろ
」
の
例

（四例）もある。

こ
う
し
た
検
討
の
も
と
に
、
異
例
で
は
あ
る
が
「
中
麻
奈
」
は
「
ち
ぐ

ま
な
」
と
訓
み
、
千
曲
川
を
親
愛
を
こ
め
て
呼
ん
だ
も
の
と
解
釈
す
る
こ

と
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
次
節
で
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
、
三
四
○
一
番

歌
の
第
一
句
を
「
千
曲
川
に
」
と
解
し
た
場
合
の
歌
表
現
に
つ
い
て
考
察

を
す
す
め
た
い
。

第
一
句
の
訓
が
「
ち
ぐ
ま
な
」
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
こ
の
歌
は
ど
の

よ
う
な
意
味
を
獲
得
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
現
性
の
面
か
ら
考
え
て
み
た

い。ま
ず
着
目
さ
れ
る
の
は
、
万
葉
歌
に
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
る
「
く
ま
」

（
隈
）
と
い
う
場
所
と
の
関
連
で
あ
る
。
〈
（
）
内
は
原
文
表
記
〉

味
酒
三
輪
の
山
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
山
の
山
の
際
に
い

隠
る
ま
で
道
の
隈
（
隈
）
い
積
も
る
ま
で
に
つ
ば
ら
に
も
見

つ
つ
行
か
む
を
：
．

（①一七）

．
：
玉
藻
な
す
寄
り
寝
し
妹
を
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
こ

の
道
の
八
十
隈
（
八
十
隈
）
ご
と
に
万
度
か
へ
り
見
す
れ
ど

（②一三一）

…
楽
浪
の
志
賀
の
唐
崎
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む
道

の
隈
（
道
前
）
八
十
隈
（
八
十
阿
）
ご
と
に
嘆
き
つ
つ
我
が
過

ぎ

行

け

ば

…

（

⑬

三

二

四

○

）

四
「
ち
ぐ
ま
な
」
の
訓
と
歌
表
現

-４７-
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な
ど
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
く
ま
（
隈
）
」
と
は
、
道
や
川
が
曲
が
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
万
葉
集
の
歌
で
は
、
あ
る
人
や
土
地
に
、
心
を
残

し
た
ま
ま
旅
立
っ
た
人
が
、
道
々
振
り
返
っ
て
は
見
よ
う
と
し
た
場
所
と

し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
地
点
を
過
ぎ
る
と
、
懐
か
し
い
そ
の
場
所
が

い
よ
い
よ
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
「
見
納
め
」
の
場
所
と
し

て
特
別
な
意
識
を
持
た
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

…
し
き
た
へ
の
妹
が
手
本
を
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
こ

の
道
の
八
十
隈
ご
と
に
万
度
か
へ
り
見
す
れ
ど
い
や
遠
に

里

離

り

来

ぬ

（

②

一

三

八

）

と
も
あ
る
よ
う
に
、
見
通
し
が
き
か
な
く
な
る
こ
と
で
、
人
と
人
、
人
と

土
地
と
の
繋
が
り
や
思
い
が
絶
た
れ
よ
う
と
す
る
場
所
、
或
い
は
ぎ
り
ぎ

り
で
繋
ぎ
と
め
る
場
所
が
「
隈
」
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

ま
た
、
「
隈
」
は
陸
上
の
道
の
景
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
川
隈
」
「
水
隈
」

と
し
て
屈
曲
す
る
川
の
情
景
と
し
て
も
詠
ま
れ
る
。

：
．
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
川
に
舟
浮
け
て
我
が
行
く
川
の
川

隈
（
川
隈
）
の
八
十
隈
（
八
十
阿
）
お
ち
ず
万
度
か
へ
り
見

し
つ
つ
玉
桙
の
道
行
き
暮
ら
し
．
：

（①七九）

み
吉
野
の
水
隈
（
水
具
麻
）
が
菅
を
編
ま
な
く
に
刈
り
の
み
刈
り
て

乱
り
て
む
と
や
（
⑪
二
八
三
七
）

こ
の
こ
と
は
、
「
ち
く
ま
」
が
「
千
の
隈
」
を
持
つ
曲
が
り
く
ね
っ
た
川

の
意
で
理
解
さ
れ
た
こ
と
と
重
な
っ
て
く
る
。

そ
う
し
た
旅
立
ち
の
不
安
や
別
れ
の
悲
哀
は
、
こ
の
歌
が
「
千
隈
」
と

い
う
名
の
地
名
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
切
実
さ
を
増
し
て
読
み
取
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
歌
の
後
半
「
漕
ぎ
出
な
ば
逢
ふ
こ
と
か
た
し
今
日
に
し
あ
ら

ず
は
」
と
い
う
女
の
切
羽
詰
っ
た
思
い
の
表
現
も
、
よ
り
生
き
る
結
果
と

なろう。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
千
の
隈
を
持
つ
川
に
「
浮
き
居
る
船
」

の
も
つ
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
類
想
歌
を
指
摘
で
き
る
。

烏
じ
も
の
海
に
浮
き
居
て
沖
つ
波
騒
く
を
聞
け
ば
あ
ま
た
悲
し
も

（
⑦
二
八
四
・
羅
旅
作
）

家
に
て
も
た
ゆ
た
ふ
命
波
の
上
に
浮
き
て
し
居
れ
ば
奥
か
知
ら
ず
も

（
⑰
三
八
九
六
・
天
平
二
年
庚
午
冬
十
一
月
大
宰
帥
大
伴
卿
被
任
大

納
言
兼
帥
如
奮
上
京
之
時
）

こ
れ
ら
の
霜
旅
歌
の
有
り
方
か
ら
「
浮
き
居
る
船
」
は
、
居
所
の
定
ま
ら

な
い
旅
の
不
安
や
寂
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
浮
遊
感
は
、
明
日
は
別
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
恋
の
頼
り
な
さ

を
表
す
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
よ
う
。
そ
う
し
た
浮
遊
感
や
不
安
感
は

「
千
隈
」
と
結
び
つ
く
こ
と
で
一
層
寂
真
感
を
増
し
て
い
く
。

結
句
の
「
今
日
に
し
あ
ら
ず
は
」
に
み
ら
れ
る
今
日
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、

次
の
よ
う
に
、
刹
那
的
な
恋
の
切
迫
性
を
表
す
と
き
に
用
い
ら
れ
る
表
現

である。．
：
嬉
し
み
と
紐
の
緒
解
き
て
家
の
ご
と
解
け
て
そ
遊
ぶ
う

ち
な
び
く
春
見
ま
し
ゆ
は
夏
草
の
繁
き
は
あ
れ
ど
今
日
の

楽
し
さ

（⑨一七五三）

・
・
人
妻
に
我
も
交
は
ら
む
我
が
妻
に
人
も
言
問
へ
こ
の
山

を
う
し
は
く
神
の
昔
よ
り
禁
め
い
行
事
ぞ
今
日
の
み
は
め

ぐ
し
も
な
見
そ
事
も
答
む
な
（
⑨
一
七
五
九
）

こ
の
よ
う
な
表
現
に
関
し
土
井
清
民
は

一
首
の
主
眼
と
な
る
「
今
日
に
し
あ
ら
ず
は
」
と
、
「
今
日
」
に
執

着
す
る
の
は
歌
垣
で
の
一
つ
の
表
現
で
も
あ
る
。
（
略
）
こ
の
よ
う

-４８-
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五
「
信
濃
国
歌
四
首
」
と
都
の
対
比

前
節
で
は
、
三
四
○
一
番
歌
を
「
ち
ぐ
ま
な
に
」
と
読
ん
で
、
切
迫
し

た
恋
の
別
れ
の
歌
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
た
が
、
も
う
一
点
「
信
濃
国
歌
」
と
し
て
連
ね
て
あ
げ
ら
れ
た
四
首

（
⑭
三
三
九
八
～
三
四
○
一
）
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ａ
人
皆
の
言
は
絶
ゆ
と
も
埴
科
の
石
井
の
手
児
が
言
な
絶
え
そ
れ

ｂ
信
濃
道
は
今
の
墾
り
道
刈
り
ば
ね
に
足
踏
ま
し
む
な
沓
履
け
我
が
背

Ｃ
信
濃
な
る
千
曲
の
川
の
小
石
も
君
し
踏
み
て
ぱ
玉
と
拾
は
む

ｄ
中
麻
（
ち
ぐ
ま
）
な
に
浮
き
居
る
舟
の
漕
ぎ
出
な
ば
逢
ふ
こ
と
難
し

今
日
に
し
あ
ら
ず
は

ａ
で
、
皆
か
ら
の
言
葉
（
便
り
）
は
途
絶
え
て
も
埴
科
の
石
井
の
娘
の
言

葉
は
絶
え
て
く
れ
る
な
と
言
う
男
は
、
信
濃
を
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

別
れ
に
際
し
て
な
お
も
心
残
り
な
男
の
気
持
ち
を
伝
え
る
歌
で
あ
る
。
ｂ

に
は
、
開
墾
さ
れ
た
ば
か
り
の
信
濃
道
へ
と
夫
を
送
り
出
す
妻
が
、
沓
を

に
見
て
く
る
と
、
ナ
カ
マ
ナ
の
地
は
遠
方
の
諸
国
か
ら
舟
が
集
積
し
、

男
女
の
会
集
で
賑
わ
う
市
が
た
ち
、
歌
垣
の
行
わ
れ
る
地
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ぬ
。

（７）

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
も
一
つ
の
可
能
性
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
も
含
め

て
、
や
は
り
「
千
隈
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
「
今
日
で
な
く
て

は
」
と
い
う
情
感
が
増
す
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
第
一
句
を
「
ち
ぐ
ま
な
に
」
と
訓
ん
だ
場
合
、
当
該
歌
は

恋
の
別
れ
の
情
趣
の
中
で
、
今
日
な
ら
で
は
の
逢
い
を
希
求
す
る
歌
と
し

て
の
表
現
の
幅
を
拡
げ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
履
き
な
さ
い
と
言
っ
て
旅
の
前
途
を
思
い
遣
る
様
子
が
あ
ら
わ
れ
て
い

（８）る
。
信
濃
道
は
信
濃
へ
と
通
ず
る
道
で
あ
る
か
ら
、
妻
は
国
外
に
い
て
信

濃
へ
の
道
を
辿
る
夫
を
思
い
遣
っ
て
い
る
ら
し
い
。
Ｃ
は
、
千
曲
川
の
何

と
い
う
こ
と
も
な
い
小
石
で
も
君
が
踏
ん
だ
も
の
で
あ
れ
ば
玉
と
し
て
拾

お
う
と
、
瑞
々
し
い
娘
子
心
を
感
じ
さ
せ
る
歌
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
小

石
は
、
あ
た
か
も
去
っ
て
い
く
男
の
形
見
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。

こ
れ
に
当
該
歌
で
あ
る
ｄ
を
加
え
た
四
首
は
、
緊
密
な
配
列
意
識
や
語

句
の
対
応
構
造
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
、
い
ず
れ
も
信

濃
と
信
濃
以
外
の
二
人
の
男
女
の
贈
答
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

ａ
、
Ｃ
、
ｄ
は
、
都
か
ら
や
っ
て
き
た
男
と
地
元
の
娘
子
の
別
れ
と
と
れ

ば
理
解
し
や
す
い
。
ｂ
は
そ
の
逆
の
体
で
あ
る
。

万
葉
集
を
み
る
と
、
こ
れ
と
類
想
の
歌
群
と
し
て
次
の
歌
群
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
ね
ふ
山
背
道
を
他
夫
の
馬
よ
り
行
く
に
己
夫
し
徒

歩
よ
り
行
け
ば
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
そ
こ
思
ふ
に

心
し
痛
し
た
ら
ち
ね
の
母
が
形
見
と
我
が
持
て
る
ま
そ
み

鏡
に
蜻
蛉
領
巾
負
ひ
並
め
持
ち
て
馬
買
へ
我
が
背（⑬三三一四）

反歌

泉
川
渡
り
瀬
深
み
我
が
背
子
が
旅
行
き
衣
濡
れ
漬
た
む
か
も

（⑬三三一五）

或
本
反
歌
日

ま
そ
鏡
持
て
れ
ど
我
は
験
な
し
君
が
徒
歩
よ
り
な
づ
み
行
く
見
れ
ば

（⑬三三一六）

馬
買
は
ば
妹
徒
歩
な
ら
む
よ
し
ゑ
や
し
石
は
踏
む
と
も
我
は
二
人
行

- ４９ -
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か

む

（

⑬

三

三

一

七

）

右
四
首

こ
れ
は
旅
行
く
夫
が
馬
を
持
た
ず
徒
歩
で
行
く
こ
と
に
心
を
痛
め
案
じ
て
、

馬
を
買
え
と
促
す
歌
で
あ
る
。
夫
を
思
い
遣
る
妻
の
切
な
る
心
内
を
詠
ん

で
い
る
。
最
終
歌
が
、
馬
で
一
人
往
く
よ
り
も
妻
の
同
行
を
願
う
と
い
う

夫
か
ら
妻
へ
の
答
え
の
歌
と
な
っ
て
い
る
の
は
信
濃
国
の
歌
と
異
な
る
が
、

都
と
地
方
と
を
行
き
来
す
る
男
の
旅
路
を
め
ぐ
る
相
聞
世
界
を
詠
ん
で
い

る
と
い
う
共
通
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
都
と
地
方
の
対
比
は
、
「
中
麻
奈
」
を
「
ち
ぐ
ま

な
」
と
訓
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
名
と
「
千
隈
」
の
意
味
が
重
ね
あ
わ

さ
れ
た
か
ら
こ
そ
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
ま
だ
、
な
ぜ
「
中
」
と
い
う
二
音
節
文
字
を

用
い
た
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

そ
こ
で
信
濃
国
の
歌
第
二
首
～
四
首
の
並
び
に
お
い
て
歌
の
冒
頭
の
地

名
表
記
を
確
認
し
て
み
る
と
、

信
濃
道
者
伊
麻
能
波
里
美
知
…
（
三
三
九
九
）

信
濃
奈
流
知
具
麻
能
河
泊
能
…
（
三
四
○
○
）

中
麻
奈
永
宇
伎
乎
流
布
祢
能
：
．
（
三
四
○
二

と
な
っ
て
い
る
。
三
四
○
○
か
ら
三
四
○
一
に
か
け
て
は
「
知
具
麻
」
の

音
が
意
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
地
名
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

信
濃
の
「
信
」
と
同
じ
く
二
合
仮
名
で
あ
る
「
中
」
字
を
使
用
し
て
表
記

さ
れ
た
の
だ
と
い
う
の
は
考
え
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
首
（
三
三
九

八
）
に
は
二
字
地
名
が
無
い
が
、
こ
れ
は
配
列
の
際
の
問
題
で
あ
る
と
も

い
え
、
少
な
く
と
も
三
四
○
○
か
ら
三
四
○
一
へ
は
、
同
地
名
・
異
表
記

の
歌
で
あ
る
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
並
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
の
、
都
と
地
方
と
い
う
視
点
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
考
察
を
加
え
て

お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
象
が
あ
る
。
都
竹
説
も
触
れ
て
い
る
「
し
ぐ

れ
」
と
「
鐘
（
鍾
）
禮
」
の
表
記
に
つ
い
て
で
あ
る
。

し
ぐ
れ
の
仮
名
書
き
例
（
四
具
禮
、
之
具
禮
）
は
集
中
に
二
十
三
例
、

「
鐘
（
鐘
）
禮
」
と
漢
字
二
字
で
表
記
さ
れ
る
例
は
一
三
例
あ
る
。
「
鐘
」

は
Ｎ
富
岳
と
い
う
音
を
持
つ
字
で
、
-
、
の
音
が
意
識
さ
れ
一
字
二
音
節
で

表
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
仮
名
書
き
の
う
ち
十
四
例
が
巻

十
の
秋
雑
歌
及
び
秋
相
聞
に
分
類
さ
れ
る
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
鐘
禮
」

は
十
三
例
中
八
例
が
巻
八
、
秋
雑
歌
に
お
さ
め
ら
れ
た
記
名
歌
で
、
し
か

も
大
伴
家
持
を
は
じ
め
と
し
て
、
坂
上
郎
女
、
大
伴
池
主
な
ど
家
持
周
辺

の
歌
人
に
よ
る
歌
で
の
用
字
で
あ
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
事
実
で
あ
ろ
う
。

衛
門
大
尉
大
伴
宿
祢
稲
公
歌
一
首

し
ぐ
れ
の
雨
間
な
く
し
降
れ
ば
三
笠
山
木
末
あ
ま
ね
く
色
付
き
に
け
り

（⑧一五五三）

大
伴
家
持
和
歌
一
首

大
君
の
三
笠
の
山
の
黄
葉
は
今
日
の
し
ぐ
れ
に
散
り
か
過
ぎ
な
む

（⑧一五五四）

し
ぐ
れ
は
地
名
で
は
な
い
が
、
名
詞
の
表
記
の
方
法
と
し
て
一
字
二
音
節

の
「
鐘
（
鐘
と
の
使
用
に
は
、
都
（
中
央
）
に
あ
っ
た
貴
族
層
の
文
字

遣
い
の
志
向
の
一
端
が
看
取
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
当
該
歌
の
「
中
」
字
の
使
用

に
つ
い
て
も
、
家
持
周
辺
の
文
字
遣
い
が
東
歌
の
表
記
に
反
映
さ
れ
た
も

の
と
し
て
、
そ
の
関
連
に
ま
で
問
題
が
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
も

（９）

思
わ
れ
る
。
し
か
し
今
回
の
考
察
範
囲
か
ら
は
逸
脱
す
る
の
で
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。
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こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
一
字
一
音
節
表
記
が
基
本
の
巻
十
四
に
あ
っ

て
、
「
中
麻
奈
」
の
「
中
」
は
、
文
字
使
用
と
し
て
は
異
例
で
あ
る
が
一

字
二
音
節
の
「
チ
グ
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ

れ
に
伴
い
「
中
麻
奈
」
は
「
ち
ぐ
ま
な
」
と
読
み
千
曲
川
を
さ
し
て
お
り
、

地
名
（
川
の
名
）
の
持
っ
て
い
る
「
ち
ぐ
ま
」
の
響
き
を
「
千
の
隈
」
の

意
味
に
重
ね
る
こ
と
で
、
恋
の
悲
別
歌
と
し
て
の
表
現
世
界
を
豊
か
に
広

げ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
れ
は
、
去
っ
て
い
く
男
と
残
さ
れ
る
女
と
い
う
図
式
に
代
表
さ
れ
る
、

都
と
地
方
を
行
き
来
す
る
男
と
地
方
の
女
の
相
聞
世
界
の
表
出
で
あ
っ
た
。

そ
の
位
相
こ
そ
が
、
当
該
歌
の
持
つ
「
地
域
性
」
を
あ
ぶ
り
だ
す
も
の
で

あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
１
）
都
竹
通
年
雄
「
巻
十
四
の
『
中
麻
奈
」
」
『
萬
葉
』
第
九
号
・
昭
和

（
４
）
「
二
合
仮
名
」
と
は
、
「
字
音
の
韻
尾
に
母
音
を
添
え
て
二
音
節
相

（
３
）
沖
森
卓
也
『
日
本
古
代
の
文
字
と
表
記
」
吉
川
弘
文
館
二
○
○

五
年
七
月
第
三
節
古
代
の
地
名
表
記
ｌ
上
代
撰
述
風
土
記
を
中
心

（
２
）
同
じ
東
歌
の
中
の
一
首
で
も
あ
り
、
当
該
歌
と
の
関
連
に
つ
い
て

も
検
討
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
が
、
今
回
は
当
該
歌
に
的
を
絞
り
今
後

六
む
す
び
に
か
え
て

＊
本
文
は
『
萬
葉
集
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
）
に

拠
っ
た
が
、
私
に
あ
ら
た
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

に
Ｉ

の
課
題
と
す
る
。

二
十
八
年
十
月

い
も
み
け
む
か
も

当
に
す
る
も
の
。
例
畠
妹
見
監
鴨
」
会
万
葉
集
』
剛
、
「
監
」
の
韻

尾
ｍ
に
ｕ
を
添
え
て
、
韻
尾
を
音
節
化
す
る
）
」
も
の
で
あ
る
。
（
前

掲注（３））

（
５
）
馬
瀬
良
雄
三
千
曲
川
』
の
方
言
チ
ョ
ー
マ
考
」
『
玉
藻
』
第
三
十

六
号
・
平
成
十
二
年
五
月

（
６
）
「
チ
グ
マ
」
の
「
グ
」
は
「
グ
」
の
鼻
濁
音
を
表
す
。

（
７
）
土
井
清
民
「
信
濃
国
・
上
野
国
・
下
野
国
・
陸
奥
国
の
相
聞
」

『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
ロ
聖
和
泉
書
院
二
○
○
五
年
五
月

（
８
）
『
続
日
本
紀
」
和
銅
六
（
七
一
三
）
年
七
月
条
に
「
戊
辰
。
美
濃

信
濃
二
國
之
堺
。
径
道
瞼
院
。
往
還
難
難
。
佃
通
吉
蘇
路
。
」
と
あ

る
の
が
「
今
の
墾
り
道
」
を
さ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

（
９
）
乾
善
彦
は
万
葉
集
仮
名
書
き
歌
巻
の
文
字
を
分
析
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
巻
十
四
・
十
五
と
集
末
四
巻
と
を
文
字
使
用
の
面
で
の
つ
な

が
り
に
お
い
て
考
え
る
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
（
「
万
葉
集
仮
名

書
き
歌
巻
論
序
説
」
『
女
子
大
文
学
國
文
篇
』
大
阪
女
子
大
學
紀

要
二
○
○
五
年
三
月
）
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