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一
　
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
東
歌
の
序
詞
を
持
つ
歌
（
以
下
、
序
歌
と
呼
称
す
る
。）
の
な
か

で
も
、
特
に
序
詞
部
と
陳
思
部
の
つ
な
ぎ
目
に
「
の
」
と
い
う
一
字
が
現
れ
る

形
式
に
着
目
し
、
そ
の
形
式
の
性
質
、
さ
ら
に
は
そ
の
形
式
を
多
用
す
る
歌
群

と
し
て
の
東
歌
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

序
詞
と
は
な
に
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
の
定
義
を
最
も
早
い
段
階

で
示
し
た
も
の
の
一
つ
が
、
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』（
精
撰
本
）
に
み
え
る

「
序
歌
ハ
、
今
出
ス
外
ニ
多
ケ
レ
ド
、
常
ノ
事
ナ
レ
バ
唯
枕
詞
ノ
長
キ
ヲ
別
ニ

名
付
テ
ソ
ヘ
タ
リ
。
序
ト
云
モ
枕
詞
ノ
長
キ
ヲ
云
ヘ
リ
。」
で
あ
る
と
い
う
）
1
（

。

契
沖
の
言
説
は
以
降
の
序
詞
研
究
に
大
き
な
影
響
力
も
持
っ
た
と
み
え
、
長
ら

く
序
詞
と
枕
詞
と
は
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
一
括
り
に
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
土
橋
寛
氏
の
研
究
）
2
（

を
転
換
点
と
す
る
近
年
の
修
辞
研
究
で
は
、

枕
詞
と
序
詞
は
そ
の
性
質
や
本
質
を
異
に
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
枕
詞
が
本
来
呪
力
を
も
つ
誉
め
こ
と
ば
と
し
て
、
主
に
神
名
や
人

名
、
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
に
冠
し
て
用
い
ら
れ
、
五
言
一
句
を
基
本
と
す
る

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
序
詞
は
、「
心
情
の
表
現
形
式
で
は
な
く
て
、
始
め

に
即
興
的
景
物
を
提
示
し
て
、
そ
れ
に
寄
せ
て
陳
思
す
る
、
と
い
う
発
想
上
の

約
束
な
い
し
発
想
形
式
）
3
（

」
で
あ
っ
た
。
序
詞
が
和
歌
の
「
発
想
上
の
約
束
な
い

し
発
想
形
式
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
見
通
し
と
し
て
は
、
作
者
は
序
歌
の

形
式
を
或
る
程
度
意
識
し
た
上
で
作
歌
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

万
葉
集
に
序
歌
の
多
い
こ
と
は
諸
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
、
万
葉
集
に
ど
の
程
度
の
序
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
と
、
集
中
の

序
歌
は
六
四
六
首
）
4
（

で
あ
り
、
こ
れ
は
集
全
体
の
十
四
％
に
あ
た
る
。
見
た
限
り
、

確
か
に
万
葉
集
は
序
歌
の
多
い
歌
集
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
序
歌
は
二
〇
巻
の

各
巻
に
遍
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
の
【
表
一
】
は
、
万
葉
集
各
巻
に

お
け
る
序
歌
の
収
録
数
と
、
歌
数
全
体
に
お
け
る
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
に
よ
る
と
、
例
え
ば
憶
良
や
旅
人
ら
知
識
人
の
述
懐
・
贈
答
な
ど
の
歌
を
多

く
収
め
る
巻
五
な
ど
は
、
歌
数
一
一
四
首
に
対
し
、
序
歌
数
は
わ
ず
か
三
首
と
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な
っ
て
お
り
、
殆
ど
序
歌
は
見
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
一
方
で
、
巻

十
四
の
よ
う
に
際
だ
っ
て
多
く
採
録
す
る
巻
も
あ
る
。
巻
十
四
は
東
歌
を
収
め

る
も
の
で
、
二
三
〇
首
に
全
形
異
伝
歌
を
八
首
加
え
た
全
二
三
八
首
の
歌
群
で

あ
る
が
、
そ
の
う
ち
序
詞
を
も
つ
歌
は
九
八
首
、
そ
の
四
一
・
二
％
を
序
歌
が

占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
割
合
と
し
て
は
集
中
最
多
あ
り
、
ほ
ぼ
五

首
に
二
首
が
序
歌
と
い
う
数
字
で
あ
る
。
こ
れ
は
巻
十
四
が
全
て
短
歌
形
式
を

取
る
こ
と
と
も
関
わ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
同
じ
く
短
歌
形
式
の
和
歌
の

み
を
収
め
る
巻
十
一
・
十
二
を
見
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
・
三
％
、
二
六
・
九
％

と
少
な
く
な
い
差
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
東
歌
の
特
徴
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ

る
こ
の
序
歌
の
多
さ
は
、
東
歌
の
性
格
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
要
素
で

あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
序
詞
の
な
か
で
も
特
に
序
詞

部
と
陳
思
部
の
つ
な
ぎ
目
に
「
の
」
の
一
字
が
現
れ
る
形
式
に
つ
い
て
考
察
を

進
め
、
さ
ら
に
東
歌
に
序
歌
が
多
い
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
言
及
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

二
　「
体
言
＋
の
」
型
の
序

　

序
歌
の
序
詞
部
に
は
景
や
物
が
利
用
さ
れ
る
が
、
万
葉
集
に
は
そ
の
景
物
提

示
部
と
心
情
提
示
部
の
つ
な
ぎ
目
に
「
の
」
の
語
を
も
つ
歌
が
散
見
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
和
歌
は
集
中
に
散
見
さ
れ
る
が
、
た
と
え
ば
、
巻
三
の
二
四
二
番

歌
で
あ
る
）
5
（

。

「
瀧
の
上
の
三
船
の
山
に
居
る
雲
の
」
常
に
あ
ら
む
と
わ
が
思
は
な
く
に

 

（
巻
三
・
二
四
二
）

・
吉
野
川
の
瀧
の
上
に
聳
え
る
三
船
の
山
に
か
か
っ
て
ゐ
る
雲
の
や
う
に
、

い
つ
ま
で
も
永
ら
へ
よ
う
と
は
、
自
分
は
思
わ
な
い
こ
と
よ
。

 

（
澤
瀉
久
孝
『
万
葉
集
注
釋
』）

・
吉
野
川
の
急
流
の
上
の
、
三
船
の
山
に
か
か
っ
て
い
る
雲
の
よ
う
に
、

何
時
ま
で
も
こ
の
世
に
あ
ろ
う
と
は
私
は
思
わ
な
い
。

 

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』）

【
表
一
】

巻

全
体

序
歌

割
合（
％
）

巻

全
体

序
歌

割
合（
％
）

一

84

14

16.6

十
一

497

101

20.3

二

150

21

14.0

十
二

383

103

26.9

三

252

20

7.9

十
三

127

18

14.2

四

309

47

15.2

十
四

238

98

41.2

五

114

3

2.6

十
五

208

10

4.8

六

160

18

11.2

十
六

104

10

9.6

七

350

16

4.5

十
七

142

18

12.7

八

246

24

9.7

十
八

107

9

8.4

九

148

11

7.4

十
九

154

10

6.4

十

539

67

12.4

二
十

224

28

12.5
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・
吉
野
川
の
激
流
の
上
の
三
船
の
山
に
い
つ
も
か
か
っ
て
い
る
雲
の
よ
う

に
、
い
つ
ま
で
も
生
き
ら
れ
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
い
こ
と
だ
。

 

（
伊
藤
博
『
万
葉
集
釋
注
』）

・
吉
野
の
激
流
の
ほ
と
り
の
三
船
の
山
に
か
か
っ
て
い
る
雲
が
、
や
が
て

去
っ
て
い
く
よ
う
に
、
私
の
い
つ
ま
で
も
生
き
て
い
る
だ
ろ
う
と
は
思

わ
な
い
よ
。 

（
阿
蘇
瑞
枝
『
万
葉
集
講
義
』）

・
吉
野
川
の
激
流
の
上
の
三
船
山
に
い
つ
も
か
か
っ
て
い
る
雲
の
よ
う
に
、

い
つ
ま
で
も
い
き
て
い
る
だ
ろ
う
と
は
私
は
思
わ
な
い
こ
と
よ
。

 

（
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
』）

右
の
歌
で
は
、「
瀧
の
上
の
三
船
の
山
に
居
る
雲
の
」
ま
で
が
序
詞
で
あ
り
、

序
詞
の
末
尾
に
「
の
」
が
置
か
れ
、
以
下
に
陳
思
部
が
置
か
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
こ
の
形
式
の
序
歌
を
便
宜
的
に
「
体
言
＋
の
」
型
と
し
、
考
察
を
進
め

て
い
く
。

　

一
般
に
、
序
詞
と
下
句
の
つ
な
ぎ
目
に
現
れ
る
「
の
」
は
、
体
言
（
ま
た
は

連
体
形
）
に
接
続
し
連
用
修
飾
語
を
つ
く
る
格
助
詞
な
ど
と
説
明
さ
れ
、
現
代

語
訳
で
は
「
〜
の
よ
う
に
」
等
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
、
二
四
二
番

歌
の
諸
注
釈
書
に
お
け
る
現
代
語
訳
を
み
て
も
、
一
様
に
「
の
よ
う
に
」
と
訳

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
体
言
＋
の
」
の
用
法
は
韻
文
で
は
お
も

に
序
詞
に
多
い
用
法
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
、
島
木
赤
彦
氏

『
万
葉
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
』
も
巻
十
四
の
一
首
を
引
き
、
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る
。

く
へ
越
し
に
麦
食
む
小
馬
の
は
つ
は
つ
に
相
見
し
児
ら
し
あ
や
に
か
な
し
も

 

（
巻
十
四
・
三
五
三
七
）

「
麦
食
む
駒
の
」
の
「
の
」
は
「
の
如
く
」
の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ

る
。
序
詞
に
は
、
多
く
こ
の
「
の
」
が
つ
い
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

　

こ
の
序
歌
に
お
け
る
「
の
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
、「
の
」
の
文
法
的

な
説
明
を
試
み
た
碁
石
雅
利
氏
の
論
）
6
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
氏
は
万
葉
集
の
用
例
を

検
討
し
、「
の
」
は
「
文
構
造
上
の
論
理
的
な
格
関
係
に
は
何
ら
関
与
し
て
い

な
い
と
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
）
7
（

。

「
み
雪
降
る
吉
野
の
岳
に
居
る
雲
の
」
外
に
見
し
児
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も

 

（
巻
十
三
・
三
二
九
四
）

「
馬
来
田
の
嶺
ろ
の
笹
葉
の
露
霜
の
」
濡
れ
て
我
来
な
ば
汝
は
こ
ふ
ば
そ
も

 

（
巻
十
四
・
三
三
八
二
）

氏
は
右
の
よ
う
な
歌
を
挙
げ
、
序
詞
の
「
の
」
を
除
い
た
「
〜
体
言
」
部
と
「
外

に
見
し
」「
濡
れ
」
と
の
関
係
だ
け
を
見
れ
ば
、「
に
」
格
や
「
を
」
格
を
補
っ

て
考
え
た
い
例
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
掛
詞
・
同
音
・
類
音
的
序
詞
に
つ
い

て
も
、
同
様
に
「
の
」
に
よ
る
特
異
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
結
論
付
け
た
。
序

詞
中
の
「
の
」
は
、
碁
石
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
文
構
造
に
着
眼
点
を
置
く
場

合
は
、
必
ず
し
も
大
き
な
意
味
を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
序
歌
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と
い
う
枠
組
み
で
と
ら
え
れ
ば
、
こ
の
助
詞
は
や
は
り
意
義
あ
る
も
の
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
三
三
八
二
番
歌
は
、「
馬
来
田
の
山
々
の
篠
葉
の
濡

れ
て
い
る
よ
う
に
、
濡
れ
て
や
っ
て
来
た
の
は
あ
な
た
を
恋
し
く
思
う
か
ら
な

の
だ
。」
の
意
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
に
」
に
置
き
替
え
た
と
す
る
と
、
序
歌

の
対
応
構
造
は
希
薄
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
三
二
九
四
番
歌
は
、「
雪
が
降

る
吉
野
の
岳
に
た
な
び
く
雲
の
よ
う
に
、
自
分
に
は
遠
い
存
在
だ
と
思
っ
て
い

た
子
な
の
に
、
今
は
恋
を
し
て
い
る
こ
と
だ
。」
と
、
序
詞
部
の
引
き
出
す
高

く
遠
い
イ
メ
ー
ジ
が
、
下
句
の
妹
へ
の
心
理
的
距
離
感
を
象
徴
的
に
表
現
し
て

い
る
。
こ
れ
を
「
を
」
に
置
き
換
え
た
時
、
三
三
二
八
番
歌
同
様
序
詞
か
否
か

明
確
な
判
断
が
難
し
く
な
る
。
序
歌
の
形
式
は
、
先
ず
外
部
に
在
る
物
象
・
出

来
事
を
示
し
、
そ
の
下
に
そ
れ
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
心
象
を
置
く
寄
物
陳
思
型

を
基
本
と
す
る
。
右
の
よ
う
な
例
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
対
応
構
造
を
最
も
明

確
に
体
現
す
る
の
が
格
助
詞
「
の
」
で
あ
ろ
う
。「
の
」
が
景
物
を
一
見
脈
絡

の
な
い
陳
思
部
へ
集
約
さ
せ
、
相
互
補
完
的
な
対
応
構
造
を
分
か
り
や
す
く
成

立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
一
首
が
序
歌
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る

存
在
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
序
詞
に
は
し
ば
し
ば
土
地
性
の
高
さ
が
指
摘
さ

れ
る
が
、
中
西
進
氏
が
、〈
ウ
タ
〉
を
集
団
に
と
っ
て
共
有
の
も
の
た
ら
し
め

る
媒
体
と
し
て
の
物
象
の
提
示
を
論
じ
た
）
8
（

よ
う
に
、
序
詞
に
み
え
る
物
象
・
出

来
事
は
、
実
際
に
「
馬
来
田
の
嶺
ろ
の
篠
葉
の
露
霜
」
に
濡
れ
た
り
「
み
雪
降

る
吉
野
の
嶽
に
ゐ
る
雲
」
を
眺
め
た
り
し
た
か
否
か
よ
り
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ

が
特
定
の
集
団
に
お
い
て
共
有
可
能
で
あ
る
が
ど
う
か
こ
そ
が
よ
り
重
要
な
意

味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
の
」
の
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。

三
　
序
詞
史
に
お
け
る
「
体
言
＋
の
」
型
の
序

　

前
述
の
通
り
、
こ
の
よ
う
な
「
体
言
＋
の
」
型
は
、
序
詞
に
お
い
て
屡
々
み

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
序
詞
の
展
開
に
注
目
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う

な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
序
歌
と
は
寄
物
部
分
と
心
象
部

分
が
つ
な
ぎ
こ
と
ば
等
を
媒
介
と
し
て
一
首
の
う
ち
に
集
約
さ
れ
、
対
応
構
造

を
な
す
表
現
形
式
で
あ
り
、
そ
の
接
続
に
は
様
々
な
形
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
れ
ら
を
、
同
音
反
復
、
掛
詞
、
形
容
譬
喩
の
三
種
に
分
類
す
る
方
法
は
、

今
日
の
辞
書
等
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
）
9
（

。
そ
の
中
で
、

山
口
正
氏
は
、
音
調
式
の
序
詞
と
掛
詞
式
の
序
詞
が
、
譬
喩
式
よ
り
も
早
く
意

識
さ
れ
発
達
し
て
い
っ
た
と
推
測
す
る
。

形
態
的
に
見
て
、
序
詞
の
本
態
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
、
譬
喩
式
の
に

多
い
が
、
そ
れ
は
喩
義
の
持
つ
意
味
的
秩
序
が
喩
義
即
ち
譬
喩
の
中
で
完

了
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
当
然
そ
の
様
な
の
は
喩
義
が
内
面
的
に
上

下
に
行
き
亙
っ
て
い
る
関
係
上
、
両
々
相
対
し
て
や
が
て
弁
証
法
的
に
綜

合
す
る
前
の
段
階
に
立
っ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
一
段
高
い
次
元
へ
高

ま
っ
て
ゆ
く
段
階
で
は
な
い
か
ら
、
調
和
が
仮
り
に
存
在
し
て
も
そ
の
調

和
は
程
度
が
低
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
調
和
の
感
度
は
、
意
味
内
容

か
ら
く
る
の
で
は
な
し
に
、
声
調
及
び
声
調
的
余
情
の
線
上
に
目
盛
り
を

広
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
歌
の
意
味
は
、
作
者
も
知
ら
な
か
っ
た
方
向
へ
伸
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び
る
こ
と
さ
え
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
音
調
式
の
序
詞
と

掛
詞
式
の
序
詞
が
、
譬
喩
式
よ
り
も
早
く
意
識
さ
れ
発
達
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
音
調
式
と
掛
詞
式
と
は
形
式
に
重
点
を
置
く
の
が
当
然
で
、
割

合
早
い
時
期
に
お
い
て
技
巧
的
選
択
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
）
10
（

。

序
詞
を
さ
ら
に
大
き
く
、「
音
」
に
よ
る
も
の
と
「
意
味
」
に
よ
る
も
の
に
分

け
る
土
方
洋
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

音
に
よ
る
結
合
と
意
味
に
よ
る
結
合
と
は
、
現
実
に
は
密
接
に
絡
み
あ
い

な
が
ら
展
開
す
る
が
、
大
ま
か
な
見
通
し
と
し
て
は
、
音
に
よ
る
結
合
は

口
誦
の
発
想
に
淵
源
す
る
形
式
で
あ
り
、
意
味
に
よ
る
結
合
は
記
載
に
よ

る
詠
作
の
中
で
成
熟
し
て
き
た
形
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
味
よ
り
も
音

の
方
に
比
重
が
か
か
っ
て
い
る
結
合
形
式
ほ
ど
初
期
性
が
強
く
、
意
味
的

な
関
連
性
が
強
い
も
の
ほ
ど
表
現
の
形
式
と
し
て
は
新
し
い
と
考
え
て
よ

い
）
11
（

。

二
氏
に
共
通
す
る
の
は
、
最
も
新
し
い
技
法
を
形
容
譬
喩
式
の
序
詞
と
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
勿
論
、
右
の
よ
う
な
分
類
は
一
首
一
首
を
明
確
に
区
分
で
き
る

も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
譬
喩
と
同
音
反
復
が
同
時
に
指
摘
で
き
る
次
の
よ

う
な
例
も
み
え
る
。

「
鎌
倉
の
水
越
の
山
の
石
崩く
え

の
」
君
が
悔
ゆ
べ
き
心
は
持
た
じ

 

（
巻
十
四
・
三
三
六
五
）

「
足
柄
の
安
伎
奈
の
山
に
引
こ
船
の
」
尻
引
か
し
も
よ
こ
こ
ば
こ
が
た
に

 

（
巻
十
四
・
三
四
三
一
）

三
三
六
五
番
歌
は
、
序
の
「
石
崩
の
」
が
「
悔
ゆ
」
と
同
音
の
反
復
と
な
っ
て

お
り
、
同
時
に
「
鎌
倉
の
見
越
の
山
の
岩
崩
の
よ
う
な
」、「
あ
な
た
が
後
悔
す

る
よ
う
な
私
の
浮
気
な
心
持
ち
」
と
比
喩
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三
四
三
一
番
歌
も
、
序
の
「
引
こ
船
」
が
「
尻
引
か
」
と
同
音
反
復
の
関
係
に

あ
る
と
同
時
に
、「
足
柄
の
安
伎
奈
の
山
で
船
を
後
ろ
か
ら
引
い
て
押
し
て
行

く
よ
う
に
」、「
帰
っ
て
い
く
あ
な
た
の
後
ろ
を
私
は
引
っ
張
り
た
い
」
の
譬
喩

の
意
が
同
居
し
て
い
る
例
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
大
ま
か
な
見
通
し
と
し
て
、
意
味
に
よ
っ
て
か
か
る
譬
喩
式
の
序

歌
（「
体
言
＋
の
」
型
の
序
歌
）
は
初
期
性
の
弱
い
も
の
と
み
て
よ
い
よ
う
に

思
う
。
こ
れ
に
関
連
し
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
記
紀
歌
謡
で
あ
ろ
う
。
大
浦
誠

士
氏
は
、
記
紀
歌
謡
と
万
葉
集
双
方
の
序
歌
を
取
り
上
げ
、
そ
の
景
物
提
示
部

と
陳
思
部
の
対
応
構
造
の
関
係
性
を
、
景
物
提
示
部
の
喚
起
す
る
映
像
性
の
差

か
ら
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

物
象
叙
述
部
が
映
像
性
を
持
ち
、
一
首
の
内
部
で
求
心
的
に
心
象
叙
述
と

対
応
す
る
形
で
「
意
味
」
を
指
摘
す
る
万
葉
序
歌
と
は
異
な
り
、
歌
謡
の

序
歌
は
景
物
提
示
部
の
映
像
性
が
希
薄
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
一
首
の

内
部
で
の
景
物
と
人
事
と
の
対
応
関
係
が
明
確
さ
を
欠
く
）
12
（

。
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「
天
雲
に
翼
打
ち
つ
け
て
飛
ぶ
鶴
の
」
た
づ
た
づ
し
か
も
君
し
い
ま
さ
ね
ば

 

（
巻
十
一
・
二
四
九
〇
）

右
に
挙
げ
た
序
歌
は
、
大
浦
氏
が
「
天
雲
に
翼
を
打
ち
つ
け
そ
う
に
一
人
飛
ぶ

鶴
の
危
う
い
像
は
、
君
の
来
訪
を
一
人
待
つ
女
の
孤
独
、
危
う
さ
と
響
き
合
う

関
係
に
あ
る
）
13
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
映
像
性
に
よ
っ
て
物
象
叙
述
と
心
象
叙
述
が

対
応
す
る
。
こ
の
よ
う
な
序
歌
の
あ
り
方
は
、
天
武
朝
以
前
、
特
に
初
期
万
葉

の
序
歌
に
お
い
て
は
極
め
て
希
薄
で
あ
る
と
い
う
。
氏
は
こ
の
映
像
性
の
差
異

を
、「
書
か
れ
る
歌
と
し
て
一
首
の
内
部
で
完
結
的
に
『
ひ
と
つ
』
の
抒
情
を

目
指
そ
う
と
」
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た
。
一
首
に
お
け
る
序
詞
の

意
味
（
あ
る
い
は
歌
そ
れ
自
体
も
）
の
不
明
瞭
性
は
記
載
を
前
提
と
し
て
い
な

い
と
こ
ろ
に
発
し
、
そ
の
歌
わ
れ
る
「
場
」
の
中
で
は
じ
め
て
意
味
を
獲
得
し

て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
首
肯
す
べ
き
論
で
あ
る
と
思
う
。
大
浦
氏
の
論
の

目
的
は
、
と
か
く
新
旧
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
記
紀
歌
謡
と
万
葉
集
の

和
歌
に
つ
い
て
、
口
誦
と
記
載
の
観
点
か
ら
新
た
に
捉
え
直
す
こ
と
に
あ
っ
た

が
、
本
論
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
一
首
で
完
結
す
る
高
い
映
像
性
を
持
つ
序

歌
は
記
紀
歌
謡
の
そ
れ
よ
り
も
新
し
い
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に

関
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
集
中
に
は
「
の
」
を
伴
わ
ず
と
も
上
句
が
譬
喩
と
し

て
訳
出
さ
れ
る
歌
が
存
在
す
る
。

「
河
上
の
ゆ
つ
岩
群
に
草
む
さ
ず
」
常
に
も
が
も
な
常
娘
子
に
て

 

（
巻
一
・
二
二
）

・
水
に
臨
ん
だ
川
崖
の
岩
群
の
、
草
も
生
え
ず
に
み
ず
み
ず
し
い
や
う
に
、

い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ず
に
居
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
ら
。
永
遠
の

処
女
と
し
て
。 

（
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋
』）

・
川
の
ほ
と
り
の
神
々
し
い
岩
の
群
に
草
が
生
え
ず
清
ら
か
な
よ
う
に
、

何
時
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
あ
っ
て
頂
き
た
い
も
の
で
す
。
永
遠
の

若
い
乙
女
の
ま
ま
で
。 

（『
万
葉
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

「
秋
の
田
の
穂
の
上
に
霧
ら
ふ
朝
霞
」
い
つ
へ
の
方
に
我
が
恋
ひ
や
ま
む

 

（
巻
二
・
八
八
）

・
秋
の
田
の
穂
の
上
に
か
か
っ
て
ゐ
る
朝
霧
の
や
う
な
胸
中
、
そ
の
霧
は

い
つ
か
、
片
方
に
晴
れ
て
い
く
が
、
さ
霧
の
ま
ん
中
に
閉
ぢ
ら
れ
た
や

う
な
我
が
恋
は
い
つ
や
む
事
で
あ
ら
う
か
。

 

（
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋
』）

・
秋
の
田
の
稲
穂
の
上
に
立
ち
こ
め
る
朝
霞
の
よ
う
に
、
一
体
何
時
に

な
っ
た
ら
私
の
恋
は
止
む
の
だ
ろ
う
か
。

 

（『
万
葉
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

二
二
番
歌
は
、「
十
市
皇
女
、
伊
勢
の
神
宮
に
参
赴
り
し
時
、
波
多
の
横
山

の
巌
を
見
て
吹
芡
刀
自
の
作
る
歌
」、
ま
た
八
番
歌
は
「
磐
姫
皇
后
天
皇
を
思

ひ
て
た
て
ま
つ
る
御
歌
四
首
」
の
う
ち
の
、
第
三
首
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、「
河

上
の
ゆ
つ
岩
群
に
草
む
さ
ず
」、「
秋
の
田
の
穂
の
上
に
霧
ふ
朝
霞
」
と
い
う
物
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象
部
分
と
、「
常
に
も
が
も
な
常
処
女
に
て
」、「
い
つ
へ
の
方
に
わ
が
恋
ひ
止

ま
む
」
と
い
う
心
象
部
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
な
ぎ
こ
と
ば
や
同
音
反
復
、
掛
詞

等
の
技
法
を
一
切
用
い
ず
、
そ
の
ま
ま
並
列
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
一
見
し
て
、

上
句
と
下
句
は
連
続
性
の
な
い
よ
う
に
み
え
る
も
の
の
、
諸
注
釈
書
は
一
貫
し

て
暗
喩
的
な
意
味
関
係
を
も
つ
歌
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
二
番

歌
に
お
い
て
は
、
上
句
の
「
河
上
」
の
草
が
生
え
て
い
な
い
神
聖
な
岩
々
の
映

像
が
、
下
句
の
永
遠
に
神
聖
な
処
女
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
吹
芡
刀
自
の
十

市
皇
女
へ
の
思
い
の
象
徴
と
な
っ
て
お
り
、
八
八
番
歌
に
お
い
て
は
、
上
句
の

朝
霞
（
霧
）
が
立
ち
こ
め
て
い
る
秋
の
早
朝
の
田
の
景
観
が
、
下
句
「
い
つ
へ

の
方
に
わ
が
恋
ひ
止
ま
む
」
と
い
う
先
の
見
え
な
い
恋
の
状
態
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
を
序
歌
に
含
め
る
か
否

か
に
つ
い
て
は
諸
氏
の
説
に
揺
れ
が
あ
る
も
の
の
、
物
象
部
と
心
象
部
の
対
応

構
造
を
持
つ
歌
と
し
て
、
序
歌
の
基
本
条
件
を
十
分
に
満
た
す
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
。
吉
本
隆
明
氏
は
こ
の
よ
う
な
、
寄
物
部
と
心
象
部
と
の
間
に
比
喩
的

な
意
味
関
係
を
想
定
し
て
は
じ
め
て
一
首
が
統
一
さ
れ
た
主
題
を
表
現
す
る
寄

物
陳
思
の
形
式
を
、〈
虚
喩
〉
歌
と
定
義
し
た
。

い
ま
、
上
句
と
下
句
と
が
共
時
的
に
お
な
じ
意
味
を
も
っ
て
繰
返
さ
れ
る

関
係
を
〈
喩
〉
の
概
念
か
ら
、
仮
に
〈
虚
喩
〉
と
名
付
け
る
と
す
れ
ば
、

和
歌
形
式
で
も
〈
虚
喩
〉
の
歌
は
初
原
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

国
文
学
者
た
ち
が
序
詞
と
よ
ん
で
い
る
も
の
は
〈
喩
〉
と
し
て
み
れ
ば
、

暗
喩
に
あ
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
暗
喩
よ
り
も
初
期
の
時
間
に
、
上
句
と

下
句
と
が
〈
虚
喩
〉
の
関
係
に
あ
る
和
歌
形
式
の
短
歌
謡
を
想
定
で
き
る

も
の
で
あ
っ
た
）
14
（

。

〈
虚
喩
〉
歌
に
つ
い
て
、
吉
本
氏
は
右
の
よ
う
に
初
原
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と

し
、
土
方
洋
一
氏
も
同
様
に
、
最
も
古
い
型
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

…
上
句
の
物
象
と
下
句
の
心
象
と
が
、
つ
な
ぎ
こ
と
ば
も
音
の
反
復
も
も

た
ず
に
直
に
向
き
合
っ
て
い
る
例
。
寄
物
陳
思
型
の
表
現
の
中
で
も
、
こ

の
よ
う
な
も
の
を
最
も
初
期
性
の
強
い
も
の
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
15
（

。

　

先
に
引
用
し
た
山
口
氏
の
論
で
は
、
早
い
段
階
の
譬
喩
式
の
序
詞
に
つ
い
て

「
序
詞
の
本
態
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
、
譬
喩
式
の
に
多
い
が
、
そ
れ
は
喩

義
の
持
つ
意
味
的
秩
序
が
喩
義
即
ち
譬
喩
の
中
で
完
了
し
て
い
な
い
た
め
で
あ

る
。
調
和
が
仮
り
に
存
在
し
て
も
そ
の
調
和
は
程
度
が
低
い
の
で
あ
る
。」
と

し
て
い
る
。
磐
姫
皇
后
歌
の
よ
う
に
、
上
句
と
下
句
と
の
間
の
比
喩
的
な
調
和

が
低
く
、
そ
の
上
読
み
手
に
そ
の
意
味
関
係
の
想
像
を
無
言
に
要
求
す
る
〈
虚

喩
〉
の
歌
、
映
像
性
の
低
い
歌
に
対
し
、
そ
の
調
和
の
構
造
を
具
体
的
に
説
明

し
、
映
像
性
を
保
証
す
る
も
の
が
、「
〜
の
よ
う
な
」
等
と
訳
さ
れ
る
格
助
詞

「
の
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
序
詞
が
和
歌
を
制
作
す
る
上
で
の
「
心

情
の
『
表
現
形
式
』
で
は
な
く
て
、
始
め
に
即
興
的
景
物
を
提
示
し
て
、
そ
れ

に
寄
せ
て
（
寄
せ
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
）
陳
思
す
る
、
と
い
う
発
想
上
の

約
束
な
い
し
発
想
形
式
）
16
（

」
で
あ
っ
た
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、「
体
言
＋
の
」
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型
は
ま
さ
に
序
歌
を
作
る
た
め
に
生
ま
れ
た
和
歌
形
式
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
島
木
氏
の
指
摘
に
あ
る
通
り
、
連
体
形
に
接
続
し
連
用
修
飾
語
を
つ

く
る
こ
の
よ
う
な
格
助
詞
が
和
歌
に
お
い
て
最
も
よ
く
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
い

は
当
然
の
現
象
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

四
　
記
紀
歌
謡
に
お
け
る
「
の
」

　

前
節
に
述
べ
た
見
通
し
を
さ
ら
に
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
記
紀
の
歌
謡
の

用
例
を
見
て
い
き
た
い
。
記
紀
歌
謡
の
句
末
に
現
れ
る
「
の
」
を
拾
う
と
、
主

に
二
種
類
に
分
類
で
き
る
。
一
つ
は
、
主
語
も
し
く
は
連
体
修
飾
語
を
つ
く
る

格
助
詞
、
も
う
一
つ
は
枕
詞
の
一
部
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ

げ
る
の
は
、
記
紀
歌
謡
の
句
末
に
現
れ
る
「
の
」
の
全
用
例
）
17
（

で
あ
る
。

〇
記
紀
歌
謡
の
句
末
に
現
れ
る
「
の
」

〈
主
格
・
連
体
修
飾
格
の
格
助
詞
〉

八
千
矛
の
、
娘
子
の
（
記
二
）
い
と
こ
や
の
、
山
処
の
、
朝
雨
の
（
記
四
）
弟

棚
機
の
（
記
六
）
文
垣
の
（
記
五
）
白
玉
の
（
記
七
）
宇
陀
の
（
記
九
）
忍
坂

の
（
記
十
）
伊
勢
の
海
の
、
し
た
だ
み
の
（
記
一
三
）
伊
那
佐
の
山
の
（
記
一

四
）
大
和
の
（
記
一
五
）
葦
原
の
（
記
一
九
）
相
模
の
、
燃
ゆ
る
火
の
（
記
二

四
）
命
の
（
記
三
一
）
嬢
子
の
（
記
三
三
）
な
づ
き
の
（
記
三
四
）
少
名
御
神

の
（
記
三
九
）
こ
の
御
酒
の
、
御
酒
の
（
記
四
〇
）
千
葉
の
（
記
四
一
）
木
幡

の
、
い
ち
ひ
ゐ
の
（
記
四
二
）
中
つ
枝
の
（
記
四
三
）
品
陀
の
、
冬
木
の
、
素

幹
が
下
木
の
（
記
四
七
）
あ
じ
ま
さ
の
（
木
五
三
）
其
が
花
の
、
其
が
葉
の
（
記

五
七
）
御
諸
の
（
記
五
九
）
山
城
女
の
、
根
白
の
（
記
六
一
）
山
城
の
（
記
六

二
）
山
城
女
の
（
記
六
三
）
八
田
の
（
記
六
四
）
八
田
の
（
記
六
五
）
女
鳥
の
、

わ
が
王
の
（
記
六
六
）
速
総
別
の
（
記
六
七
）
由
良
の
戸
の
、
門
中
の
、
漬
き

木
の
（
記
七
四
）
か
ぎ
ろ
ひ
の
（
記
七
六
）
う
つ
や
霰
の
（
記
七
九
）
宮
人
の

（
記
八
二
）
波
佐
の
山
の
、
鳩
の
（
記
八
三
）
鶴
が
音
の
（
記
八
五
）
あ
ひ
ね

の
浜
の
（
記
八
七
）
泊
瀬
の
山
の
（
記
八
九
）
弟
機
女
の
、
玉
の
御
統
の
（
紀

二
）
鄙
つ
女
の
（
紀
三
）
赤
玉
の
（
紀
六
）
宇
陀
の
、
立
そ
ば
の
（
紀
七
）
細

螺
の
（
紀
八
）
忍
坂
の
（
紀
九
）
伊
那
佐
の
山
の
（
紀
十
二
）
大
物
主
の
（
紀

十
五
）
三
輪
の
殿
の
（
紀
十
六
、
紀
十
七
）
命
の
、
平
群
の
山
の
（
紀
二
三
）

朝
霜
の
（
紀
二
四
）
彼
方
の
（
紀
二
八
）
頭
椎
の
（
紀
二
九
）
少
名
御
神
の
（
紀

三
二
）
千
葉
の
（
紀
三
四
）、
三
栗
の
、
中
つ
枝
の
（
紀
三
五
）
菱
茎
の
（
紀

三
六
）
由
良
の
戸
の
、
漬
の
木
の
（
紀
四
一
）
貴
人
の
（
紀
四
六
）
夏
蚕
の
（
紀

四
九
）
朝
妻
の
（
紀
五
〇
）
山
城
の
（
紀
五
五
）
山
城
女
の
（
紀
五
七
）
山
城

女
の
、
根
白
の
（
紀
五
八
）
幡
舎
の
山
の
、
鳩
の
（
紀
七
一
）
宮
人
の
（
紀
七

三
）
大
和
の
、
玉
纏
の
、
倭
文
纏
の
（
紀
七
五
）、
在
峰
の
、
上
の
（
紀
七
六
）

出
で
立
ち
の
、
走
り
出
の
、
宜
し
き
山
の
（
紀
七
七
）
伊
勢
の
、
伊
勢
の
野
の

（
紀
七
八
）
山
邉
の
（
紀
七
九
）
此
の
家
長
の
、
新
墾
の
、
此
の
傍
山
の
（
紀

八
二
）、
浅
茅
原
の
、
市
邊
の
、
押
磐
の
尊
の
（
紀
八
三
）
忍
海
の
（
紀
八
四
）

潮
瀬
の
（
紀
八
七
）
臣
の
子
の
（
紀
八
八
）
大
君
の
（
紀
九
〇
）
臣
の
子
の
（
紀

九
一
）
吾
が
欲
る
玉
の
（
紀
九
二
）
大
君
の
（
紀
九
三
）
獣
じ
も
の
（
紀
九
五
）
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春
日
の
（
紀
九
六
）
竹
の
、
磐
余
の
池
の
、
我
が
大
君
の
、
細
紋
の
御
帯
の
（
紀

九
七
）
韓
国
の
（
紀
一
〇
〇
、
一
〇
一
）
我
が
大
君
の
（
紀
一
〇
二
）
毛
津
の

若
子
の
（
紀
一
〇
五
）
大
和
の
（
紀
一
〇
六
）
遠
方
の
（
紀
一
一
〇
）
若
草
の

（
紀
一
一
七
）
行
く
水
の
（
紀
一
一
八
）
水
門
の
（
紀
一
二
〇
）
平
傴
僂
の
、

御
狩
の
（
紀
一
二
二
）
君
が
目
の
（
紀
一
二
三
）
打
橋
の
、
玉
手
の
家
の
、
出

で
ま
し
の
（
紀
一
二
四
）
み
吉
野
の
（
紀
一
二
六
）
赤
駒
の
（
紀
一
二
八
）

〈
枕
詞
の
一
部
〉

萎
え
草
の
│
女
、
ぬ
ば
た
ま
の
│
夜
、
朝
日
の
│
笑
み
、
𣑥
綱
の
│
白
、
沫
雪

の
│
若
（
記
三
）
ぬ
ば
た
ま
の
│
黒
、
そ
に
鳥
の
│
青
、
群
鳥
の
│
我
が
群
れ

い
な
ば
、
引
け
鳥
の
│
我
が
引
け
い
な
ば
、
若
草
の
│
妻
（
記
四
）
若
草
の
│

妻
、
沫
雪
の
│
若
、
𣑥
綱
の
│
白
（
記
五
）
立
そ
ば
の
│
実
の
無
し
（
記
九
）

神
風
の
│
伊
勢
（
記
一
三
）
ひ
さ
か
た
の
│
天
（
記
二
七
）
あ
ら
た
ま
の
│
年
、

あ
ら
た
ま
の
│
月
（
記
二
八
）
に
ほ
鳥
の
│
淡
海
（
記
三
八
）
み
ほ
鳥
の
│
潜

き
、
三
栗
の
│
中
（
記
四
二
）
三
栗
の
│
中
（
記
四
三
）
隠
水
の
│
下
（
記
五

六
）
梯
立
て
の
│
倉
梯
山
（
記
六
九
）
梯
立
て
の
│
倉
橋
山
（
記
七
〇
）
あ
し

ひ
き
の
│
山
田
（
記
七
八
）
刈
薦
の
│
乱
れ
（
記
八
〇
）
夏
草
の
│
あ
ひ
ね
（
記

八
七
）
山
た
づ
の
│
迎
へ
（
記
八
八
）
隠
国
の
│
泊
瀬
（
記
八
九
、
九
〇
）
神

風
の
│
伊
勢
（
紀
八
）
に
ほ
鳥
の
│
潜
き
（
紀
二
九
）
ひ
さ
か
た
の
│
天
（
紀

五
九
）
梯
立
の
│
嶮
し
（
紀
六
一
）
さ
さ
が
ね
の
│
蜘
蛛
（
紀
六
五
）
あ
し
ひ

き
の
│
山
田
（
紀
六
九
）
隠
国
の
│
泊
瀬
（
紀
七
七
）
神
風
の
│
伊
勢
（
紀
七

八
）、
ぬ
ば
た
ま
の
│
黒
駒
（
紀
八
一
）

〈
そ
の
他
〉

持
ち
て
来
ま
し
も
の
（
記
七
五
）
率
寝
て
ま
し
も
の
（
記
九
三
）
相
見
つ
る
も

の
（
紀
四
〇
）

　

右
の
ご
と
く
、
そ
の
多
く
は
主
格
、
連
体
修
飾
格
の
助
詞
、
そ
し
て
次
に
多

い
も
の
は
枕
詞
の
一
部
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
記
紀
歌
謡
の
二

句
以
上
の
序
詞
を
見
て
み
た
い
。
な
お
、
記
紀
歌
謡
の
修
辞
に
つ
い
て
は
、
ぬ

ば
た
ま
の
│
夜
・
黒
な
ど
の
よ
う
な
複
数
用
例
が
あ
る
成
熟
し
た
枕
詞
に
加
え
、

そ
に
鳥
の
│
青
（
記
四
）、
梯
立
の
│
嶮
し
（
紀
六
一
）、
に
ほ
鳥
の
│
潜
き
（
紀

二
九
）
な
ど
の
よ
う
な
一
回
的
な
枕
詞
も
多
数
存
在
す
る
。
い
わ
ゆ
る
枕
詞
的

序
詞
な
ど
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
枕
詞
と
す
る
か
、
一
句
で
成
立

す
る
序
詞
と
す
る
か
、
線
引
き
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
と
も
に
、
序
詞
と
枕

詞
と
で
線
引
き
の
不
可
能
な
そ
の
連
続
的
な
あ
り
様
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
、
枕
詞
、
序
詞
全
体
の
問
題
と
し
て
別
に
検
討
が
必
要
で
あ

る
た
め
こ
こ
で
は
措
く
。
こ
こ
で
は
序
詞
と
は
確
実
に
序
詞
と
み
な
し
得
る
二

句
以
上
の
も
の
を
対
象
と
し
た
。

記
六
〇　

「 

御
諸
の　

そ
の
高
城
な
る　

大
韋
子
が
原
」
大
韋
子
が　

腹
に

あ
る　

肝
向
か
ふ
…

記
六
一　

「 
つ
ぎ
ね
ふ　

山
城
女
の　

木
鍬
持
ち　

打
ち
し
大
根　

根
白
の　

白
腕
」　

枕
か
ず
へ
ば
こ
そ
…
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記
六
三　

「 

つ
ぎ
ね
ふ　

山
城
女
の　

木
鍬
持
ち　

打
ち
し
大
根
」
さ
わ
さ

わ
に　

汝
が
言
へ
せ
こ
そ
…

記
六
四　

「 

八
田
の　

一
本
菅
は　

子
持
た
ず　

立
荒
れ
な
む　

あ
ら
た
菅

原
」
言
を
こ
そ　

菅
原
と
言
は
め
…

記
六
八　

「 
雲
雀
は　

天
に
翔
る
」
高
行
く
や　

速
総
別
…

記
八
九　

「 

隠
国
の　

泊
瀬
の
山
の　

大
峰
に
は　

幡
張
り
立
て　

さ
小
峰

に
は　

幡
張
り
立
て
」
大
峰
に
し　

仲
定
め
る　

思
ひ
妻
あ
は

れ
…

記
九
一　

「 

日
下
部
の　

此
方
の
山
と　

畳
薦　

平
群
の
山
の　

此
方
此
方

の　

山
の
峡
に　

立
栄
ゆ
る　

葉
広
熊
白
檮　

本
に
は　

い
組

竹
生
ひ　

末
に
は　

た
繁
竹
生
ひ　

い
組
竹
」　

い
組
は
寝
ず

…

記
九
二　

「 

御
諸
の　

厳
白
檮
が
本　

白
檮
が
本
」　

忌
々
し
き
か
も　

白

檮
原
娘
子

紀
一
一
〇
「 

遠
方
の　

浅
野
の
雉
」
響
さ
ず　

我
は
寝
し
か
ど　

人
そ
響
す

紀
一
一
七
「 

射
ゆ
獣
を　

繋
ぐ
川
辺
の　

若
草
の
」
若
く
あ
り
き
と　

吾
が

思
は
な
く
に

紀
一
一
八
「 

飛
鳥
川　

漲
ら
ひ
つ
つ　

行
く
水
の
」
間
も
な
く
も　

思
ほ
ゆ

る
か
も

　

右
の
一
覧
か
ら
は
、
一
見
し
て
「
〜
体
言
」
型
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

「
体
言
＋
の
」
型
に
な
っ
て
い
る
紀
一
一
七
、
一
一
八
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は

斉
明
天
皇
が
健
皇
子
を
亡
く
し
た
際
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
歌
は
短
歌
形
式
を
と
り
、
か
つ
時
代
と
し
て
も
初
期
万
葉
に
一
致
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
短
歌
形
式
を
と
ら
な
い
記
紀
歌
謡
の
「
体
言
＋
の
」

型
の
序
は
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
記

紀
歌
謡
を
単
純
に
万
葉
集
の
和
歌
に
先
立
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
短
歌
形
式
以
前
の
歌
謡
に
お
い
て
、
二
句
以
上
の
序
詞
の
末
尾
に
「
の
」

が
付
く
「
体
言
＋
の
」
型
の
序
詞
形
式
の
確
実
な
例
は
見
え
な
い
こ
と
は
注
目

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
　
巻
十
一
・
十
二
と
の
比
較

　

以
上
、「
体
言
＋
の
」
型
が
和
歌
形
式
の
発
展
の
中
で
生
ま
れ
た
形
式
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
こ
で
万
葉
集
全
体
及
び
、
東
歌
に
ど
れ
ほ
ど
の
例

が
見
え
る
か
確
認
し
た
い
。
次
の
表
は
巻
毎
の
序
歌
数
と
そ
れ
に
対
す
る
「
体

言
＋
の
」
型
の
序
歌
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
序
歌

の
収
録
率
に
は
巻
毎
に
差
が
あ
る
も
の
の
、「
体
言
＋
の
」
型
の
割
合
に
お
い

て
は
、
概
ね
高
い
水
準
を
示
し
て
い
る
。「
体
言
＋
の
」
型
は
序
歌
を
作
成
す

る
際
の
「
型
」
と
し
て
、
万
葉
の
歌
人
た
ち
の
中
で
一
定
の
地
位
を
確
立
し
て

い
た
と
言
え
よ
う
か
。

　

そ
の
中
で
、東
歌
に
関
し
て
は
、そ
の
数
は
五
一
首
と
東
歌
の
序
歌
全
体
（
九

八
首
）
の
う
ち
五
二
・
〇
％
に
及
ぶ
。
こ
の
数
字
を
比
較
す
る
対
象
と
し
て
、

巻
十
一
・
十
二
の
数
字
を
見
て
み
た
い
。
な
お
、
巻
十
一
・
十
二
を
取
り
上
げ
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る
理
由
は
、
巻
十
四
と
の
相
異
点
、
共
通
点
か
ら
比
較
対
象
と
し
て
最
も
適
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
以
下
、
巻
十
一
・
十
二
の
概
略
を
示
す

と
、
こ
の
二
巻
は
そ
の
目
録
に
「
古
今
相
聞
往
来
歌
類
之
上
」「
同
下
」
と
あ
り
、

万
葉
集
中
に
お
い
て
姉
妹
篇
を
な
す
巻
で
あ
る
。
か
つ
て
土

屋
文
明
氏
に
よ
っ
て
こ
の
三
巻
の
類
似
性
が
説
か
れ
た
よ
う

に
、
こ
の
三
巻
に
は
共
通
項
が
多
く
、
例
え
ば
各
巻
が
作
者

不
明
、
且
つ
短
歌
形
式
の
和
歌
の
み
を
収
め
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
収
録
さ
れ
る
歌
の
数
と
そ
れ
に
対
す
る
序
歌
の
割
合

が
巻
十
一
、
十
二
、
十
四
は
他
巻
に
比
し
て
高
い
こ
と
が
ま

ず
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
具
体
的
な
時
代
の
面
で
は
、
ま

ず
巻
十
一
・
十
二
に
つ
い
て
は
稲
岡
耕
二
氏
）
18
（

・
森
脇
一
夫
氏
）
19
（

の
研
究
が
参
考
と
な
る
。
森
脇
氏
は
、
そ
の
時
代
に
つ
い
て

「
む
し
ろ
天
平
期
の
歌
人
た
ち
が
活
躍
し
た
時
と
場
と
を
、

そ
の
ま
ま
こ
れ
ら
の
作
品
群
の
背
景
に
移
し
て
考
え
る
方
が

自
然
」
と
、
そ
れ
が
天
平
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

た
。
ま
た
「
人
麻
呂
歌
集
」・「
古
歌
集
」
に
つ
い
て
は
、
森

脇
氏
が
そ
の
書
き
ぶ
り
の
面
か
ら
前
代
の
作
で
あ
ろ
う
と
推

測
す
る
一
方
で
、
天
平
期
以
前
の
作
に
は
見
ら
れ
な
い
「
思

ひ
乱
る
」、「
思
ひ
む
す
ぼ
る
」
等
の
語
彙
の
存
在
も
同
時
に

指
摘
し
、「
内
容
の
上
か
ら
も
表
現
の
上
か
ら
も
、
ま
っ
た

く
区
別
す
る
必
要
は
な
く
、
い
ず
れ
も
天
平
期
歌
人
の
特
色

に
近
似
し
た
傾
向
を
色
濃
く
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
」
と
結
論
付
け
た
。
一
方
、
稲
岡
氏
は
「
天
平
期
の
歌
に
用
例
が
集
中
し
て

い
る
事
実
か
ら
、
天
平
の
歌
人
た
ち
が
好
ん
で
使
用
し
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
て

も
、
そ
れ
以
前
の
歌
人
た
ち
が
全
く
そ
の
語
を
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
証
明
が

【
表
二
】

巻

全
体

序
歌（
％
）
「
体
言
＋
の
」
型（
％
）

巻

全
体

序
歌（
％
）
「
体
言
＋
の
」
型（
％
）

一

84

14
（16.6）

2
（14.2）

十
一

497

101
（20.3）

70
（55.1）

二

150

21
（14.0）

7
（33.3）

十
二

383

103
（26.9）

52
（50.4）

三

252

20
（7.9）

10
（50.0）

十
三

127

18
（14.2）

10
（55.6）

四

309

47
（15.2）

34
（72.3）

十
四

238

98
（41.2）

51
（52.0）

五

114

3
（2.6）

2
（66.6）

十
五

208

10
（4.8）

2
（20.0）

六

160

18
（11.2）

9
（50.0）

十
六

105

10
（9.5）

4
（40.0）

七

350

15
（4.2）

9
（60.0）

十
七

142

18
（12.7）

9
（50.0）

八

246

24
（9.7）

16
（66.7）

十
八

107

9
（8.4）

5
（55.6）

九

148

11
（7.4）

5
（45.5）

十
九

154

10
（6.4）

4
（40.0）

十

539

67
（12.4）

41
（61.2）

二
十

224

28
（12.5）

16
（57.1）
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果
た
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。」
と
し
、
個
々
の
語
彙
検
討
を
離
れ
、
人
麻
呂

歌
集
・
作
歌
に
み
え
る
「
枕
詞
」
の
使
用
方
法
か
ら
検
討
を
進
め
て
い
る
。
稲

岡
氏
は
、「
人
麻
呂
歌
集
」「
古
歌
集
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
連
の
流
れ
に
あ
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
発
達
段
階
は
人
麻
呂
歌
集
・
作
歌
↓
古
歌
集

↓
巻
十
一
・
十
二
出
典
不
明
歌
の
順
に
成
熟
し
て
お
り
、
巻
十

一
・
十
二
出
典
不
明
歌
は
奈
良
朝
以
降
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
両

氏
の
研
究
か
ら
奈
良
朝
以
降
、
も
し
く
は
天
平
期
周
辺
を
想
定

す
る
の
が
最
も
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
、
巻
十
四
の
作
歌
年

代
も
概
ね
巻
十
一
、
十
二
と
同
時
代
と
見
て
よ
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
一
方
の
相
違
点
と
し
て
、
作
者
層
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ

る
。
巻
十
一
・
十
二
に
は
農
業
に
深
い
関
わ
り
を
持
つ
歌
が
一

定
数
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
農
村
の
庶
民
を
想
定
す
る
向
き
も

あ
っ
た
が
、
中
川
幸
広
氏
）
20
（

は
「
仮
寧
令
」
等
に
よ
っ
て
、
当
時

の
貴
族
階
級
の
人
々
の
土
と
の
関
わ
り
の
深
さ
を
指
摘
し
、

「
知
識
人
、
貴
族
、
中
、
下
級
官
人
と
広
く
厚
く
層
を
成
し
て

い
る
人
々
の
群
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
都
周
辺
の
人
々
を
作
者
層
に
比
定
す
る
説
は
動
か
な
い

も
の
と
思
わ
れ
、
巻
十
四
の
そ
れ
と
は
対
照
を
な
す
存
在
と

な
っ
て
い
る
。（
厳
密
に
は
巻
十
四
の
作
者
層
に
つ
い
て
は
不

明
な
点
が
多
く
残
さ
れ
る
が
、
題
詞
の
「
東
歌
」
の
部
立
名
に

従
え
ば
、
そ
れ
ら
は
中
央
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
東
国
の
歌
で
あ

り
、
そ
の
意
味
か
ら
も
比
較
検
討
す
る
に
足
る
も
の
と
考
え

る
。）
し
た
が
っ
て
、
巻
十
一
・
十
二
と
の
比
較
に
お
い
て
、
巻
十
四
の
東
歌

の
相
対
化
が
可
能
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
巻
十
一
・
十
二
に
は
人
麻
呂

歌
集
を
出
典
と
す
る
も
の
と
、
出
典
不
明
の
も
の
が
あ
る
た
め
、
参
考
ま
で
に

【
表
三
】　
巻
十
一
（
全
体
：
四
九
七
首
）

旋頭歌
（人麻呂歌集）

同
（古体歌）

正述心緒
（人麻呂歌集）

寄物陳思
（人麻呂歌集）

問答歌
（人麻呂歌集）

正述心緒
（出典不明）

寄物陳思
（出典不明）

問答歌
（出典不明）

譬喩歌
（出典不明）

計

序歌

1

0

1

46

2

0

101

2

1

172
（20.3）

「体言＋の」
型（％）

0
（0.0）

―
―

0
（0.0）

17
（36.95）

2
（100）

―
―

49
（48.51）

2
（100）

0
（0.0）

70
（55.11）

【
表
四
】　
巻
十
二
（
全
体
：
三
八
三
首
）

正述心緒
（人麻呂歌集）

寄物陳思
（人麻呂歌集）

正述心緒
（出典不明）

寄物陳思
（出典不明）

問答歌
（出典不明）

羈旅歌
（人麻呂歌集）

同
（出典不明）

悲別歌
（出典不明）

問答歌
（出典不明）

譬喩歌
（出典不明）

計

序歌

0

6

0

75

1

2

13

5

1

0

103
（26.89）

「体言＋の」
型（％）

―
―

5
（83.33）

―
―

36
（48.0）

1
（100）

0
（0.0）

9
（69.23）

1
（20.0）

0
（0.0）

―
―

52
（50.40）
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【
表
二
】
を
さ
ら
に
詳
細
に
し
た
も
の
を
挙
げ
る
。

　
【
表
三
】【
表
四
】
の
表
を
み
る
と
、
巻
十
一
の
全
体
四
九
七
首
の
う
ち
、
序

歌
が
一
〇
一
首
、
そ
の
う
ち
「
体
言
＋
の
」
型
は
七
〇
首
含
ま
れ
て
い
る
。
割

合
に
す
る
と
、
序
歌
率
が
二
〇
・
三
％
、
う
ち
「
体
言
＋
の
」
型
が
五
五
・
一

一
％
と
な
る
。
巻
十
二
は
全
体
三
八
三
首
の
う
ち
序
歌
一
〇
三
首
、
う
ち
「
体

言
＋
の
」
型
が
五
二
首
、
割
合
に
す
る
と
、
序
歌
率
二
六
・
八
九
％
、
う
ち
「
体

言
＋
の
」
型
が
五
〇
・
四
％
で
あ
る
。
序
歌
数
に
お
け
る
「
体
言
＋
の
」
型
の

割
合
は
巻
十
一
、
十
二
、
十
四
と
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時

代
の
中
央
の
歌
を
収
録
し
た
巻
と
の
比
較
に
お
い
て
、
極
端
に
大
き
な
差
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
和
歌
の
技
法
の
あ
る

一
点
に
お
い
て
は
同
時
代
の
中
央
に
極
端
に
後
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
通
り
、「
体
言
＋
の
」
型
は
、〈
虚
喩
〉
歌
な
ど
に
対
し
、
非
常
に

明
快
な
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
作
り
や
す
い
）
形
式
と
言
え
る
。
各
巻
の
五
割
を

超
え
る
数
字
は
、
巻
十
一
・
十
二
・
そ
し
て
巻
十
四
の
東
歌
の
作
者
層
の
中
で

の
、
和
歌
を
形
式
に
沿
っ
て
作
歌
す
る
（
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
作
歌
す
る
）
と

い
う
意
識
の
表
れ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
の
序
歌
数
が
他
巻
に
比
べ
て
多
い
こ
と
に
注
意
す
る
と
、

や
は
り
東
歌
は
巻
十
一
・
十
二
よ
り
も
や
や
特
殊
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
巻

十
一
・
十
二
・
十
四
の
歌
数
全
体
の
中
で
の
「
体
言
＋
の
」
型
の
収
録
率
を
見

る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

巻
十
一　
　

十
四
・
一
％

巻
十
二　
　

十
三
・
六
％

巻
十
四　
　

二
一
・
四
％

　

巻
十
四
の
二
一
・
四
％
と
い
う
数
字
は
当
然
の
ご
と
く
集
中
で
最
も
高
い
。

『
万
葉
集
』
所
収
の
歌
か
ら
見
れ
ば
、「
体
言
＋
の
」
型
は
東
歌
の
作
者
層
に
最

も
受
け
入
れ
ら
れ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

六
　
お
わ
り
に

　

伊
藤
博
氏
は
は
や
く
、
万
葉
の
専
門
歌
人
に
序
歌
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
を

指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
）
21
（

。

 

事
の
因
を
序
歌
方
式
が
伝
統
的
に
庶
民
の
表
現
形
式
で
あ
っ
て
、
有
識
階

級
、
と
く
に
専
門
歌
人
に
と
っ
て
無
縁
な
方
法
で
あ
っ
た
片
づ
け
て
し
ま

う
の
は
、
形
式
的
に
す
ぎ
よ
う
。
僅
少
と
は
い
え
、
か
れ
ら
の
歌
に
も
序

歌
が
あ
り
、
坂
上
郎
女
な
ど
、
庶
民
の
序
歌
方
式
に
積
極
的
に
学
ん
だ
と

み
ら
れ
る
人
も
い
る
か
ら
で
あ
る
（
巻
四
、
六
八
八
等
参
照
）。
と
い
っ

て
も
、
専
門
的
歌
人
の
多
く
が
長
歌
歌
人
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
考
え

も
、
一
面
的
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
旅
人
の
よ
う
な
短
歌
作
家

に
し
て
序
歌
は
皆
無
に
近
く
、
代
表
的
長
歌
歌
人
人
麻
呂
に
し
て
も
、
短

歌
の
数
が
少
な
い
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
家
持
な
ど
も
、

本
質
的
に
は
短
歌
歌
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

伊
藤
氏
は
右
の
よ
う
に
述
べ
つ
つ
、
そ
の
要
因
を
「
序
歌
表
現
の
内
面
化
」
に
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よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。

こ
の
時
、
か
れ
ら
の
あ
い
だ
に
何
が
起
こ
る
か
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
序
歌
方
式
の
内
面
化
と
い
う
こ
と
が
当
然
意
識
さ
れ
て
こ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
芸
の
作
用
と
は
場
を
表
現
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と

で
あ
る
。
第
三
者
の
目
を
表
現
が
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
専
門
的
歌

人
と
評
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
万
葉
歌
人
た
ち
が
、
伝
統
の
す
ぐ
れ
た
表
現

形
式
で
は
あ
る
が
、
類
型
の
惰
性
に
お
ち
い
り
つ
つ
あ
る
序
歌
方
式
に
接

し
て
、
そ
の
止
揚
を
全
く
考
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
）
22
（

。

序
歌
は
、
先
に
嘱
目
の
景
を
よ
み
そ
の
下
に
陳
思
部
を
置
く
と
い
う
形
式
を
一

様
に
と
り
、
固
定
化
、
類
型
化
し
や
す
い
性
質
を
持
つ
。
鈴
木
日
出
男
氏
は
、

序
歌
に
限
ら
ず
、
こ
の
固
定
化
、
類
型
化
を
打
破
す
る
も
の
が
寄
物
の
相
違
に

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
）
23
（

が
、
万
葉
集
の
序
歌
で
は
寄
物
部
に
採
用
さ
れ
る
物

や
景
が
類
似
す
る
傾
向
も
指
摘
で
き
る
。

「
わ
が
や
ど
の
夕
陰
草
の
白
露
の
」
消
ぬ
が
に
も
と
な
思
ほ
ゆ
る
か
も

 

（
巻
四
・
五
九
四
）

「
我
が
や
ど
の
草
の
上
白
く
置
く
露
の
」
身
も
惜
し
か
ら
ず
妹
に
逢
は
ざ
れ

ば 

（
巻
四
・
七
八
五
）

「
秋
づ
け
ば
尾
花
が
上
に
置
く
露
の
」
消
ぬ
べ
く
も
我
は
思
ほ
ゆ
る
か
も

 

（
巻
八
・
一
五
六
四
）

「
秋
萩
の
枝
も
と
を
を
に
置
く
露
の
」
消
な
ば
消
ぬ
と
も
色
に
出
で
め
や
も

 

（
巻
八
・
一
五
九
五
）

「
秋
の
田
の
穂
の
上
に
置
け
る
白
露
の
」
消
ぬ
べ
く
も
我
は
思
ほ
ゆ
る
か
も

 

（
巻
十
・
二
二
四
六
）

「
咲
き
出
た
る
梅
の
下
枝
に
置
く
露
の
」
消
ぬ
べ
く
妹
に
恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ

 

（
巻
十
・
二
三
三
五
）

「
夕
置
き
て
朝
は
消
ぬ
る
白
露
の
」
消
ぬ
べ
き
恋
も
我
れ
は
す
る
か
も

 

（
巻
十
二
・
三
〇
三
九
）

「
朝
日
さ
す
春
日
の
小
野
に
置
く
露
の
」
消
ぬ
べ
き
我
が
身
惜
し
け
く
も
な

し 

（
巻
十
二
・
三
〇
四
二
）

伊
藤
氏
の
い
う
専
門
歌
人
の
「
表
現
の
内
面
化
」
は
、
序
歌
の
内
包
す
る
類
型

化
に
向
か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
真
に
抜
け
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
専
門
歌
人
に
歌
の
類
型
化
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
看
取
さ
れ
る

一
方
、
東
歌
の
作
者
層
が
序
詞
、
と
く
に
「
体
言
＋
の
」
型
と
い
う
比
較
的
新

し
く
、
ま
た
使
い
や
す
い
形
式
の
序
詞
を
多
用
し
た
こ
と
は
、
東
歌
が
高
度
に

成
熟
し
た
歌
で
は
な
い
こ
と
の
証
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、

東
歌
の
序
詞
は
他
の
巻
に
は
な
い
そ
の
独
特
の
寄
物
部
に
よ
っ
て
類
型
化
を
免

れ
て
い
る
面
が
あ
る
と
い
え
る
。

恋
し
け
ば
袖
も
振
ら
む
を
「
武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
の
」
色
に
出
な
ゆ
め

 

（
巻
十
四
・
三
三
七
六
）



東
歌
の
性
格
に
関
す
る
一
考
察

（159）1152

「
伊
香
保
ろ
の
八
尺
の
ゐ
で
に
立
つ
虹
の
」
現
は
ろ
ま
で
も
さ
寝
を
さ
寝
て

ば 

（
巻
十
四
・
三
四
一
四
）

「
柵
越
し
に
麦
食
む
小
馬
の
は
つ
は
つ
に
」
相
見
し
児
ら
し
あ
や
に
か
な
し

も 

（
巻
十
四
・
三
五
三
七
）

「（
武
蔵
野
の
）
う
け
ら
が
花
」「（
伊
香
保
ろ
の
や
さ
か
の
ゐ
で
に
立
つ
）
虹
」

「（
く
へ
越
し
に
麦
食
む
）
小
馬
」
な
ど
の
景
物
は
、
東
歌
に
独
自
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
強
い
土
地
性
や
、
ま
た
方
言
等
を
以
て
し
て
、
東
歌
は
他
の

ど
の
巻
に
も
見
ら
れ
な
い
強
い
個
性
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
東
歌
は
、

独
自
の
着
眼
点
を
、
中
央
で
発
達
し
た
と
思
わ
れ
る
和
歌
形
式
を
以
て
表
現
し

た
歌
群
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注

（
1
）　

境
田
四
郎
「
万
葉
集
の
序
詞
に
つ
い
て
」（『
国
語
国
文
の
研
究
』
22　

１
９
２
８
年
）

な
ど
。

（
2
）　

土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
論
』（
三
一
書
房　

１
９
６
０
年
）
な
ど
。

（
3
）　

注（
2
）に
同
じ
。

（
4
）　

本
論
の
序
歌
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
氏
、
鈴
木
日
出
夫
氏
ら
の
示
す
、
寄
物

部
と
陳
思
部
の
対
応
構
造
の
有
無
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
序
歌

数
と
は
一
首
の
う
ち
に
序
詞
が
一
つ
以
上
含
ま
れ
る
も
の
の
数
で
あ
り
、
長
歌
な
ど
の

よ
う
に
歌
中
に
複
数
の
序
詞
が
含
ま
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
一
首
と
計
上
し
た
。

（
5
）　
『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
以
下
す
べ
て
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
6
）　

碁
石
雅
利
「
万
葉
集
の
序
詞
に
見
ら
れ
る
『
の
』
に
つ
い
て
」（『
聖
徳
大
学
紀
要
』

15　

１
９
８
２
年
）

（
7
）　

碁
石
氏
は
序
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
概
念
を
Ａ
概
念
、
主
想
と
し
て
続
い
て
行
く
場

合
に
用
い
ら
れ
る
概
念
を
Ｂ
概
念
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
歌
は
、

「
志
賀
の
海
人
の
一
日
も
お
ち
ず
焼
く
塩
の
」
か
ら
き
恋
を
も
吾
は
す
る
か
も
（
巻

十
五
・
三
六
五
二
）

「
志
賀
の
海
人
の
一
日
も
お
ち
ず
焼
く
塩
の
」
の
序
に
よ
っ
て
「（
塩
）
辛
い
」
と
い
う

Ａ
概
念
が
導
か
れ
、
さ
ら
に
「（
塩
）
辛
い
」
の
関
連
で
「
つ
ら
い
」
の
意
で
あ
る
Ｂ
概

念
が
喚
起
さ
れ
る
。
こ
の
Ａ
概
念
は
主
述
関
係
か
ら
導
か
れ
る
（「
の
」
は
主
格
の
助

詞
で
は
な
い
）
こ
と
か
ら
、「
の
」
を
用
い
る
必
然
性
の
な
い
こ
と
を
結
論
付
け
て
い
る
。

（
8
）　

中
西
進
『
万
葉
集
原
論
』（
桜
楓
社　

１
９
７
６
年
）

（
9
）　
『
世
界
大
百
科
事
典
』、『
日
本
大
百
科
全
書
』、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
な
ど
。

（
10
）　

山
口
正
『
万
葉
修
辞
の
研
究
』（
武
蔵
野
書
院　

１
９
６
４
年
）

（
11
）　

土
方
洋
一
「
方
法
と
し
て
の
序
詞
」（『
國
文
學
』
學
燈
社　

28
‐
７　

１
９
５
６
年
）

（
12
）　

大
浦
誠
士
「
序
歌
と
『
意
味
』」（
鈴
木
日
出
夫
編
『
こ
と
ば
が
拓
く
古
代
文
学
史
』

笠
間
書
房　

１
９
９
９
年
）

（
13
）　

注（
12
）に
同
じ
。

（
14
）　

吉
本
隆
明
『
初
期
歌
謡
論
』（
河
出
書
房　

１
９
８
５
年
）

（
15
）　

注（
11
）に
同
じ
。

（
16
）　

注（
2
）に
同
じ
。

（
17
）　

記
紀
の
歌
謡
の
引
用
は
、
以
下
す
べ
て
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』（
岩

波
書
店
）
に
よ
る
。

（
18
）　

稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
歌
集
と
巻
十
一
、
十
二
出
典
不
明
歌
の
位
相
‐
枕
詞
史
の
た
め

に
‐
」（『
論
集
上
代
文
学
』
第
八
冊　

笠
間
書
院　

１
９
７
７
年
）

（
19
）　

森
脇
一
夫
「
万
葉
集
巻
十
一
・
十
二
作
歌
年
代
考
」（『
語
文
』
20　

１
９
６
５
年
）

（
20
）　

中
川
幸
広
「
万
葉
集
巻
十
一
、
十
二
試
論
」（『
語
文
』
22　

１
９
６
５
年
）

（
21
）　

伊
藤
博
『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
下
』（
塙
書
房　

１
９
７
６
年
）

（
22
）　

注（
21
）に
同
じ
。

（
23
）　

鈴
木
日
出
男
「
古
代
和
歌
に
お
け
る
心
物
対
応
構
造
」（『
国
語
と
国
文
学
』
至
文
堂　

１
９
７
０
年
）


