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み
吉
野
の

(

1
)
 

万
葉
集
に
あ
る
土
理
宣
令
の
三
一

三
番
歌
は、

解
釈
さ
れ、

訳
さ
れ
る。

一

首
は、

土
理
宣
令
の
歌
一

首

瀧
の
白
波

知
ら
ね
ど
も

は
じ
め
に

一

般
的
に
次
の
よ
う
に

(
3
•
三
一

三）

み
吉
野
の
宮
滝
に
立
ち
し
き
る
白
波、

こ
の
白
波
の
よ
う
に
そ
の

昔
の
こ
と
を
知
ら
な
い
私
だ
け
れ
ど、

人
び
と
が
次
々
と
語
り
継

い
で
く
れ
た
の
で、

い
に
し
え
の
こ
と
が
ま
じ
ま
じ
と
偲
ば
れ

る。

の
意。

吉
野
の
宮
滝
に
来
て、

人
か
ら
伝
え
聞
い
た、

天
武
天
皇
の

吉
野
入
り、

六
皇
子
の
吉
野
盟
約、

持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
な
ど、

か
た
り
し
継
げ
ば

古
へ
思
ほ
ゆ

③
 

②
 

「
知
る
」

じ
る。

か
た
り
し
継
げ
ば

古
へ
思
ほ
ゆ

I
土
理
宣
令
の
歌

の
主
格
が
歌
の
中
の
私、
「
か
た
る
」

さ
ま
ざ
ま
な
吉
野
ゆ
か
り
の
こ
と
ど
も
を
偲
ん
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
ろ
(
2)
 

う。

（『
釈
注
』
）

通
説
は、

吉
野
の
宮
滝
へ

行
き、

吉
野
の
昔
を
知
ら
な
い
け
れ
ど
も、

人
か
ら
か
た
り
継
が
れ
る
の
で、

そ
の
昔
が
思
い
起
こ
さ
れ
る、

と
す

る。

当
該
歌
の
「
古
へ
」

の
具
体
が
い
つ
で
あ
る
か
は
多
少
注
釈
害
に

よ
っ
て
相
違
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の、

そ
の
他
の
部
分
に
関
し
て
は、

概

ね
こ
の
通
説
か
ら
外
れ
る
も
の
は
な
い。

し
か
し、

こ
の
解
に
は、

以
下

の
三
点
が
問
題
と
し
て
存
在
す
る。

「
か
た
り
し
継
げ
ば」

を
「
人
か
ら
伝
え
聞
い
た」

と
す
る
と、

そ

の
表
現
が
な
い
に
も
拘
ら
ず、
「
か
た
る」

の
主
格
が
第
三
者
と
な

る。

(

3
)
 

上
二
句
を
序
詞
と
し
て
扱
う
と、
「
知
ら
ね
ど
も」

の
対
格
が
不
明

で
あ
り、

結
句
の
「
古
へ
」

に
よ
っ
て
そ
れ
を
補
読
す
る
必
要
が
生

阪

上
の
主
格
が
人
々

望



悪
し
け
く
も

良
け
く
も
見
む
と
＼

（
5．
九
0
四）

ア
の
歌
は、
「
こ
こ
に、
明
日
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
せ
む
と
期
し、
よ

り
て
懐
を
述
べ
各
作
る
歌」
の
題
詞
を
も
つ
歌
群
中
の
田
辺
福
麻
呂
の一

首
で
あ
る。
「
大
宮
人
に

か
た
り
継
ぎ
て
む」
と、
助
動
詞
「
む」
に

よ
っ
て
自
ら
の
発
話
の
意
思
を
表
し
て
い
る。
イ
の
歌
は、
山
上
悔
良
の

イ

愛
し
く

二
「
か
た
り
し
継
げ
ば」

さ
き
く
さ
の

い
つ
し
か
も

も
も
し
き
の人

と
な
り
出
で
て

ま
ず、
問
題
点
の一
点
目
「
か
た
り
し
継
げ
ば」
の
主
格
が
第
三
者
で

よ
い
か
検
討
す
る
た
め、
「
か
た
る」
の
主
格
が
第
三
者
と
な
る
場
合
の

特
徴
に
つ
い
て
考
え
た
い。
「
か
た
る」
は、
「
か
た
ら
ふ」
を
含
め、
集

(5)
 

中
に
四
十
九
例
存
在
す
る。
こ
の
う
ち、
「
か
た
る」
の
主
格
が一
人
称

も
し
く
は
二
人
称
で
あ
る
用
例
は、
二
十
二
例。
次
の
二
例
が、
主
格
に

一
人
称
や
二
人
称
を
も
つ
典
型
例
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

布
勢
の
浦
を

行
き
て
し
見
て
ば

か
た
り
継
ぎ
て
む

＼
父
母
も

う
へ
は
な
さ
が
り

し
が
か
た
ら
へ
ば

中
に
を
寝
む
と

大
宮
人
に

18•
四
0
四
0)

の
主
格
に
つ
い
て

「
思
ほ
ゆ」
の
主
格
が
歌
の
中
の
私
と、
主
格
の
転
換
が
起
き
る。

そ
こ
で、
本
論
は
こ
の
三
点
を
中
心
に、
歌
表
現
に
沿
っ
て、
こ
の
歌
の

解
釈
を
再
考
す
る。

次
に、
三
人
称
が
主
格
と
な
る
用
例
で
あ
る
が、
二
十
五
例
の
う
ち、

主
格
が
明
示
さ
れ
て
い
る
例
は
十
五
例、
非
明
示
例
は
十
例
で
あ
る。
主

格
が
明
示
さ
れ
る
用
例
は、
例
え
ば、

閃
も

か
た
り
継
ぐ
が
ね

工

「
男
子
の
名
を
古
日
と
い
ふ
に
恋
ふ
る
歌
三
首」
の
長
歌。
「
か
た
る」
の

話
し
手
は、
二
人
称
の
「
し」
を
用
い
て
表
さ
れ
て
お
り、
そ
れ
が
息
子

の
古
日
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る。

ま
た、
次
に
掲
げ
る
ウ
の
「
か
た
る」
の
話
し
手
は、
二
人
称
と
も
三

人
称
と
も
と
れ
る
用
例
で
あ
る。

S
立
ち
向
か
ひ

倭
文
手
網

（

9.
一
八
0
jL)

こ
の
「
我
妹
子」
は、
歌
の
中
の
私
が
菟
原
処
女
に
対
し
て
用
い
た
言

葉
で
あ
り、
一
般
的
に
二
人
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
我
妹
子」
と
は
用

い
ら
れ
方
が
違
う。
こ
こ
は、
三
人
称
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
が、
ひ

と
ま
ず、
言
葉
の
上
で
は
二
人
称
で
あ
る
た
め、
二
人
称
と
し
て
お
き
た

い。
な
お、
こ
の
ウ
に
つ
い
て
は、
仮
に
こ
れ
を
三
人
称
と
と
っ
て
も
行

論
に
支
障
は
き
た
さ
な
い。
ま
た、
こ
れ
ら一
人
称
や
二
人
称
で
用
い
ら

れ
る
用
例
は、
至
極
当
た
り
前
の
用
例
で
あ
り、
特
筆
す
る
点
は
な
い
だ

ろ
う。 ウ

よ
し
ゑ
や
し

競
ひ
し
時
に

賤
し
き
我
が
故

ま
す
ら
を
の

恋
ひ
て
も
死
な
む

我
妹
干
が

争
ふ
見
れ
ば
＼

母
に
か
た
ら
く



か
た
り
し
継
げ
ば

古
へ
思
ほ
ゆ

1
土
理
宣
令
の
歌

I

つ
る
言
立
て

神
言
寄
せ
て

の
盛
り
そ
S

盛
り
も
あ
ら
む
と

と 、
部
下
で
あ
る
史
生
尾
張
少
咋
の
左
夫
流
児
と
の
関
係
を
さ
と
す
家
持

の
歌
で
用
い
ら
れ
て
い
る 。
こ
の
用
例
は 、
誰
が
話
し
手
で
あ
る
か 、
そ

の
具
体
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の 、
『
全
集』
が 、
「
語
り
け
ま
<
_

ケ

マ
ク
は
回
想
の
助
動
詞
ケ
ム
の
ク
語
法 。
下
の
『
待
た
し
け
む』
と
応
じ

る 。」
と
述
べ
る
よ
う
に 、
「
待
た
し
け
む」
か
ら 、
少
咋
が
そ
の
妻
に
対

し
て
話
し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る 。

非
明
示
例
の
残
る
九
例
は 、
歌
の
中
で
そ
の
話
し
手
が
誰
で
あ
る
か
そ

の
具
体
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
過
去
や
未
来
の
人
間
が
話
し
手
と
し
て
想

定
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る 。

の
妻
の
子
と

り
け
ま
く
は

春
花
の

と
こ
し
へ
に

朝
夕
に

世
の
理
と

18•
四一
〇
六）

誰
が
名
な
ら
め
や

で
あ
り 、
こ
う
し
た
用
例
も一
人
称 、
二
人
称
同
様 、
特
に
問
題
は
あ
る

ま
い 。
ま
た
非
明
示
例
の
う
ち
の一
例
は 、

オ

大
汝

少
彦
名
の

神
代
よ
り

い
ひ
継
ぎ
け
ら
く

父
母
を

見
れ
ば
貴
く

要
子
見
れ
ば

か
な
し
く
愛
し

う
つ
せ
み
の

か
く
さ
ま
に

い
ひ
け
る
も
の
を

世
の
人
の

立

ち
さ
の
花

咲
け
る
盛
り
に

は
し
き
よ
し

そ

笑
み
み
笑
ま
ず
も

う
ち
嘆
き

が
叫

か
く
し
も
あ
ら
め
や

天
地
の

待
た
し
け
む

12．
二
八
七

キ
お
く 。 天

地
の

遠
き
初
め
ぶ

ぎ

流
ら
へ
来
れ

天
の
原

満
ち
欠
け
し
け
り
＼

士
や
も

空
し
く
あ
る
べ
き

は
立
て
ず
し
て

カ
の
歌
は 、
過
去
か
ら
か
た
り
継
が
れ
て
き
た
用
例
の
典
型
例 。
こ
の

歌
は 、
「
天
地
の

遠
き
初
め
よ」
と 、
助
詞
「
よ」
と 、
「
流
ら
へ
来

れ」
を
用
い 、
過
去
の一
点
を
起
点
と
し
て 、
そ
の
過
去
か
ら
か
た
り
継

が
れ
て
き
た
と
歌
う 。
キ
の
歌
は 、
「
万
代
に」
と
あ
り 、
未
来
の
人
間

が
「
か
た
り
継
ぐ」
例
で
あ
る 。

な
お 、
こ
の
未
来
の
人
間
が
話
し
手
と
な
る
用
例
に 、

ク

ほ
と
と
ぎ
す

ま
づ
嗚
く
朝
明

い
か
に
せ
ば

我
が
門
過
ぎ
じ

か
た
り

継
ぐ
ま
で

(
20•
四
四
六
三）

も
含
め
た 。
こ
の
「
か
た
り
継
ぐ」
に
つ
い
て 、
『
全
注』
は 、

語
リ
継
グ
は
後
世
ま
で
語
り
伝
え
る
こ
と 。
こ
の
句
こ
の
ま
ま
で
は

ど
の
語
に
か
か
る
修
飾
語
か
不
明 。
巻
第
十
七
の
初
め
の
方
に
「
ほ

と
と
ぎ
す
今
し
来
嗚
か
ば
万
代
に
語
り
継
ぐ
べ
く
思
ほ
ゆ
る
か
も」

（
三
九一
四）
と
い
う
歌
が
あ
り 、
こ
れ
に
合
せ
て 、
懐
か
し
く
思
わ

れ
る 、
と
い
う
言
外
の
気
持
を
表
わ
す
語
に
続
い
て
い
る
と
解
し
て

(
19•
四一
六
0)

喜

か
た
り

継
ぐ
べ
き

名

(
6・
九
七
八）

世
間
は

常
な
き
も
の
と

振
り
放
け
見
れ
ば

照
る
月
も

か
た
り

継



と
述
べ
る 。

ク
の
歌
に
つ
い
て 、

引
用
中
に
あ
る
三
九
一

四
番
歌
か
ら

「
万
代
に」

を
補
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は 、

最
近
の
通
解
で
あ
る 。

本
論

で
も
こ
の
立
場
を
と
り 、

未
来
の
人
間
が
話
し
手
と
な
る
用
例
と
し
た 。

こ
れ
ら
過
去
や
未
来
の
人
間
が
話
し
手
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
用
例

は 、

歌
表
現
の
中
で
未
来
や
過
去
の
時
間
と
と
も
に
「
か
た
る」

が
存
在

し
て
お
り 、
「
か
た
る」

は
そ
う
い
っ
た
表
現
な
く
し
て
は
第
三
者
性
を

表
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

さ
て 、

こ
こ
ま
で 、

四
十
九
例
中
四
十
七
例
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た 。

残
る
二
例
は 、
「
か
た
る」

の
解
釈
が
割
れ
る
次
の
二
首
で
あ
る 。

あ
し
ひ
き
の

色
に
出
で
よ

か
た
ら
ひ
継
ぎ
て

逢

(
4
•

六
六
九）

ふ
こ
と
も
あ
ら
む

か
た
り

継
ぐ

か
ら
に
も
こ
こ
だ

古
へ
壮
士

ケ
の
「
か
た
ら
ひ
継
ぐ」

は
難
解
で
あ
る 。

こ
の
歌
を 、
『
新
大
系
』

は 、
（
あ
し
ひ
き
の）

山
橘
の
実
の
よ
う
に
は
っ
き
り
色
に
出
て
下
さ
い 。

そ
う
し
た
ら 、

人
々
が
語
り
伝
え
て
逢
う

機
会
も
あ
る
で
し
ょ
う 。

と
訳
す 。

こ
れ
は 、
『
新
大
系
』

に 、

「
語
ら
ひ
継
ぐ」

は 、
「
里
人
も
語
り
継
ぐ
が
ね」
（
二
八
七
三） 、
「
も

も
し
き
の
大
宮
人
に
語
り
継
ぎ
て
む」
（
四
0
四
0)

な
ど
と
同
じ

コ ヶ

山
橘
の

恋
し
き
を

9
．
一
八
01

直
目
に
見
け
む

く 、

人
か
ら
人
へ
語
り
伝
え
る
意 。

と
あ
る
よ
う
に 、
「
か
た
ら
ひ
継
ぐ」

を
「
か
た
り
継
ぐ」

と
同
様
に

扱
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る 。
一

方 、
『
大
系』

は
「
か
た
ら
ひ
継
ぐ」

を 、

次
の
よ
う
に
訳
す 。

山
橘
の
実
の
色
の
よ
う
に 、

顔
に
気
持
を
現
わ
し
な
さ
い 。

そ
う
す

れ
ば 、

互
に
言
葉
を
交
し
つ
づ
け
て 、

逢
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う

か
ら 。

『
大
系
』

の
「
言
葉
を
交
し
つ
づ
け
る」

と
い
っ
た
意
味
の
言
葉
は 、

「
か
た
ら
ふ」

の
み
で
表
現
さ
れ
て
お
り 、
「
継
ぐ」

を
必
要
と
し
な
い 。

ま
た 、

お
互
い
に
何
度
も
か
た
り
合
う
と
解
す
れ
ば 、

結
句
の
「
逢
ふ
こ

と
も
あ
ら
む」

と
の
整
合
性
も
と
れ
な
い 。

前
者
の
『
新
大
系
』

の
説
に

従
い 、
「
は
っ
き
り
あ
な
た
の
気
持
ち
を
出
し
て
く
だ
さ
い 。

そ
う
す
れ

ば
そ
れ
を
知
っ
た
人
が
話
し
伝
え
て
逢
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う」

と
す

べ

き
で
あ
ろ
う 。

こ
の
歌
は 、

人
々
が
か
た
ら
な
け
れ
ば 、

理
解
で
き
な

い
歌
で
あ
る
が 、

今
は
慎
重
を
期
す
た
め 、

主
格
の
解
釈
が
安
定
し
な
い

用
例
に
加
え
た 。

最
後
に 、

コ
は 、

田
辺
福
麻
呂
の
菟
原
処
女
伝
説
を
主
題
に
し
た
歌
で

あ
る 。

こ
の
用
例
は 、
『
新
大
系
』

が 、

語
り
継
ぐ
だ
け
で
も
こ
ん
な
に
恋
し
い
の
に 、

直
接
目
で
見
た
昔
の

若
者
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
ろ
う 。

四



か
た
り
し
継
げ
ば

古
へ
思
ほ
ゆ

ー
土
理
宣
令
の
歌

I

だ
け
で
も
こ
ん
な
に

昔
の
若
者
は
ど
ん
な
だ
っ
た
だ
ろ
う

と 、
そ
の
主
格
を
歌
の
中
の
私
以
外
の
人
物
に
解
釈
す
る
説
で
安
定
し
な

い 。
後
者
を
取
る
と 、
当
該
歌
の
通
説
と
同
じ
く
人
々
が
私
に
か
た
り
継

ぐ
こ
と
と
な
る 。
こ
の
『
新
編
全
集』
の
解
釈
は 、
コ
が 、

S
葦
屋
の

菟
原
処
女
の

奥
つ
城
を

我
が
立
ち
見
れ
ば

永
き

世
の

か
た
り
に
し
つ
つ

後
人
の

偲
ひ
に
せ
む
と

玉
梓
の

道
の
辺
近
く

岩
構
へ

作
れ
る
塚
を

天
雲
の

そ
き
へ
の
極
み

こ
の
道
を

行
く
人
ご
と
に

行
き
寄
り
て

い
立
ち
嘆
か
ひ

或

音
に
も
泣
き
つ
つ

か
た
り

継
ぎ

偲
ひ
継
ぎ
来
る

処

奥
つ
城
所

我
さ
へ
に

見
れ
ば
悲
し
も

古
へ
思
へ
ば

の
反
歌
で
あ
り 、
長
歌
の
「
か
た
り
継
ぎ

偲
ひ
継
ぎ
来
る」
を
受
け
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う 。
コ
の
用
例
は 、
反
歌
で
あ
る
以
上 、
長
歌
に
依
拠

す
る
可
能
性
を
否
定
で
き
ず 、
短
歌
で
あ
る
当
該
歌
と
同
じ
よ
う
に
扱
う

こ
と
は
で
き
ま
い 。

以
上 、
「
か
た
る」
の
話
し
手
が
三
人
称
で
あ
る
用
例
を
み
て
き
た
が 、

基
本
的
に
第
三
者
が
発
話
し
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
な
用
例
ば
か
り
で
あ
っ

女
ら
が

る
人
は

と
訳
す
よ
う
に 、
「
か
た
り
継
ぐ」
主
格
を
歌
の
中
の
私
と
解
釈
す
る
説

と 、
『
新
編
全
集』
の
よ
う
に 、

伝
え
聞
い
た

見
た

恋
し
い
の
に

9
．
一

八
0
1
)

目
で
じ
か
に

た 。
一
方 、
当
該
歌
は 、
三
人
称
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
が
存
在
し
な

い 。
通
説
の
よ
う
に
「
人
々
が
私
に
か
た
り
継
い
で
く
れ
た
の
で」
と
唐

突
に
第
三
者
が
話
し
手
と
な
る
と
は
理
解
し
づ
ら
い
だ
ろ
う 。
こ
の
点
に

鑑
み
れ
ば 、
当
該
歌
の
「
か
た
り
し
継
げ
ば」
の
主
格
は一
人
称 、
つ
ま

り
歌
の
中
の
私
と
い
う
こ
と
に
な
る 。

こ
う
し
た
状
況
の
中 、
通
説
が
人
々
を
主
格
と
す
る
の
は 、
諸
注
釈
が

上
二
句
を
実
景
と
し
て
捉
え
る
た
め
で
あ
る 。
そ
こ
で 、
次
に
「
み
吉
野

瀧
の
白
波

知
ら
ね
ど
も」
に
つ
い
て
み
て
い
く 。

当
該
歌
は 、
『
私
注』
が 、

み
吉
野
の

瀧
の
白
波

五

知
ら
ね
ど
も

シ
ラ
ナ
ミ
の
音
の
類
似
で
次
の
シ
ラ
ネ
に
つ
づ
く
序
歌 。
但
し
吉
野

に
於
け
る
作
で 、
実
際
の
吉
野
川
を
見
て
居
る
の
で
あ
ら
う 。

と
述
べ
る
の
に
顕
著
な
よ
う
に 、
吉
野
に
行
っ
て
歌
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い

る 。
ま
た 、
「
知
ら
ね
ど
も」
に
つ
い
て
は 、
『
総
釈』
が 、

瀧
の
白
浪
は
「
し
ら
浪
し
ら
ね
ど
も」
と
な
っ
て
序
詞
で
あ
る 。
従

つ
て
し
ら
ね
ど
も
と
い
ふ
の
は 、
瀧
の
白
浪
の
事
で
は
無
く
て 、
吉

野
の
昔
の
事
を
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る 。

と
注
す
る 。
吉
野
で
歌
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
解
釈
を
進
め
て
い
る
た

め 、
「
み
吉
野
の

瀧
の
白
波」
を
知
ら
な
い
と
な
る
と 、
矛
盾
が
生
じ 、



ソ セ ス

近
江
の
海

日
越
え
来
む

近
江
の
海

沈
く
白
王

沖
つ
白
波

燃
え
ぬ

恋
せ
し
よ
り
は

今

(
11
・
ニ
四
三
五
•
寄
物
陳
思）

知
ら
ず
し
て

知
ら
ず
と
も

も
を

＼
こ
と
こ
と
は

(
5
•
八
九
七

妹
が
り
と
い
は
ば

七

思
ひ
煩
ひ

心
は

騒
く
子
ど

シ

真
木
の
葉
の

し
な
ふ
背
の
山

ば

木
の
葉
知
り
け
む

サ

梓
弓

弦
緒
取
り
は
け

引
く
人
は

喜
を

我
が
越
え
行
け

2
・
九
九

知
る
人
そ
引
く

「
知
ら
ね
ど
も」

が
何
を
知
ら
な
い
の
か
説
明
が
つ
か
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る。

し
か
し、

当
該
歌
の
題
詞
に
は、
「
土
理
宣
令
の
歌
一

首」

と
あ

る
の
み
で
あ
り、

吉
野
に
行
っ
た
際
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
は
で
き

ま
い。

本
論
は、

吉
野
に
行
っ
た
か
行
っ
て
な
い
か
の
水
掛
け
論
を
避
け

る
た
め、

歌
表
現
か
ら
上
二
句
に
つ
い
て
考
え
て
い
く。

ま
ず、
「
知
る」

の
用
例
を
見
て
み
る
と、

集
中
に
ニ
二
四
例
あ
り、

そ
の
う
ち
ニ
ニ
0
例
が、

の
よ
う
に
何
を
「
知
る」

か
が
判
明
す
る
用
例
で
あ
る。

残
る
四
例
は
次

の
通
り。

し
の
は
ず
て

(
3
・
ニ
九
一
）

死
な
な
と
思
へ
ど

五
月
蝿
な
す

打
棄
て
て
は

死
に
は
知
ら
ず

か
に
か
く
に

見
つ
つ
あ
れ
ば

音
の
み
し
泣
か
ゆ

そ
増
さ
れ

(
11
・
ニ
四
四
五
•
寄
物
陳
思）

シ
の
歌
は、
「
木
の
葉」

が
何
を
「
知
る」

の
か
は
表
現
か
ら
は
わ
か

ら
な
い
。
「
木
の
葉」

が
何
を
「
知
る」

の
か
に
つ
い
て
は、
『
講
義
』

*、
、カ

「
コ

ノ
ハ

シ
リ
ケ
ム
」

と
よ
む。

こ
れ
と
似
た
る
語
は
巻
七

「
一

三
0
四」

に
「
天
雲
棚
引
山
隠
有
吾
忘
（
下
心）

木
葉
知」

と

あ
り。

木
（
殊
に
柏
木）

に
葉
守
の
神
の
座
す
と
い
ふ
こ
と
は
枕
草

子
な
ど
に
も
い
ひ
て、

木
葉
に
神
の
存
す
と
い
ふ
信
仰
は
古
よ
り
存

せ
し
な
ら
む。

然
ら
ず
ば、

こ
の
歌
は
無
意
味
に
語
を
弄
び
た
る
に

止
ま
る。

た
な
び
く
山
の

と
述
べ
る。
「
木
葉
に
神
の
存
す
と
い
ふ
信
仰
は
古
よ
り
存
せ
し
な
ら
む」

と
ま
で
い
え
る
か
は
さ
て
岡
く
と
し
て
も、
『
講
義』

も
引
く
よ
う
に、

天
雲
の

我
加
下
心

木
の
葉
知
A5

且

を
援
用
す
れ
ば、

こ
こ
も
「
木
の
葉」

が
「
我」

の
心
を
「
知
る」

と
把

握
で
き
る。

ス
の
歌
は、

悩
良
の
「
老
い
た
る
身
に
病
を
重
ね、

年
を
経
て
辛
苦

み、

ま
た
児
等
を
思
ふ
歌
七
首」

の
長
歌
で
あ
る。

こ
の
「
死
に
は
知
ら

ず」

の
「
知
ら
ず」

は、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編』

の
「
知
る」

の
項
に、

隠
り
た
る

(
7
.
-
=1
0
四）

六



か
た
り
し
継
げ
ば

古
へ
思
ほ
ゆ
ー
|l
土
理
宣
令
の
歌

I

©
知
っ
て
い
る。
精
通
し
て
い
る。
熟
練
し
て
い
る。
上
に
動
詞
の

名
詞
形
を
う
け
（
そ
の
間
に
係
助
詞
が
く
る
こ
と
も
あ
る）、
下
に
打
消

の
助
動
詞
を
伴
っ
て、
＼
す
る
す
べ
を
知
ら
な
い
と
い
う
不
可
能
を

表
わ
す。

と
あ
る
よ
う
な
不
可
能
を
表
す
用
例
と
理
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る。
多

少
強
引
で
は
あ
る
が、
意
を
解
せ
ば
「
死
ぬ
こ
と
を
知
ら
な
い」
と
す
る

こ
と
も
で
き
よ
う。

残
る
二
例
（
セ、
ソ）
は、
当
該
歌
と
同
じ
く、
「
知
ら
ず」
と
「
白」

の
「
し
ら」
の
音
で
続
い
て
お
り、
当
該
歌
の
類
例
と
い
え
よ
う。
こ
の

二
例
は、
と
も
に
寄
物
陳
思
に
配
さ
れ
て
い
る。
セ
は、
『
新
編
全
集』

が、
「
近
江
の
海
の

沖
の
白
波

知
ら
な
く
て
も

あ
な
た
の
許
と
あ

ら
ば

七
日
で
も
続
け
て
来
よ
う」
と
訳
し、
「
沖
つ
白
波
ー
知
ラ
ズ
の

シ
ラ
を
起
す
同
音
の
序。」
と
注
す
る。
し
か
し、
最
近
の
ほ
と
ん
ど
の

注
釈
害
は、
『
注
釈』
が、

近
江
の
海
の
沖
の
白
浪
の
や
う
に
知
ら
な
く
て
も、
あ
な
た
の
お
住

ひ
の
と
こ
ろ
は
知
ら
ず
と
も、
あ
な
た
の
お
所
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た

ら、
た
と
ひ
七
日
の
日
数
を
費
し
て
も
山
道
越
え
て
も
参
り
ま
せ

う
つ。

と
述
べ
る
よ
う
に、
有
意
の
序
詞
と
し
て
扱
う。
こ
の
白
波
は、
近
江
の

海
の
沖
の
白
波
で
あ
っ
て、
普
通
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い、
知
る
こ
と

七

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る。
そ
の
点
を
勘
案
す
れ
ば、
「
近
江
の
海
の
沖

の
白
波
の
よ
う
に
知
ら
な
く
て
も」
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う。

次
の
ソ
の
歌
も
同
様
の
問
題
を
有
す。
『
大
系』
は、
「
沈
箸
く
白
玉
ー

海
底
に
あ
る
真
珠。
こ
こ
ま
で、
シ
ラ
ズ
シ
テ
を
導
く
序。」
と
注
す
る

も
の
の、
こ
の
歌
も
最
近
の
注
釈
苔
は、
『
新
編
全
集』
が、

沈
く
白
玉
ー
シ
ヅ
ク
は
沈
ん
で
底
に
接
し
て
い
る
意。
白
玉
は
深
窓

の
佳
人
の
た
と
え
だ
が、
シ
ラ
の
同
音
繰
返
し
の
効
果
を
も
ね
ら
っ

て
い
る。

と
述
べ
る
よ
う
に
「
白
玉」
に
意
中
の
女
性
を
見
出
す。
「
近
江
の
海

沈
く
白
玉」
は
そ
れ
を
潜
き
取
る
海
人
で
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
は
な
い。

こ
の
歌
の
「
白
玉」
も
有
意
と
取
る
べ
き
で
あ
り、
「
近
江
の
海
の
沈
ん

で
い
る
白
玉
の
よ
う
に
知
ら
な
い
で」
と
解
す
る
の
が
良
い
と
思
わ
れ

る。当
該
歌
は
寄
物
陳
思
に
配
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の、
こ
れ
ら
二
首
と
同

様、
「
み
吉
野
の
水
が
激
し
く
流
れ
る
所
の
白
波
を
知
ら
な
い
け
れ
ど
も」

と、
歌
表
現
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
方
が
自
然
で
あ
る。
も
ち
ろ
ん、
通
説

は、
実
景
と
と
る
た
め、
有
意
の
序
と
し
て
扱
っ
て
は
い
る。
有
意
で
あ

る
と
考
え
る
な
ら
ば、
な
お
さ
ら
当
該
歌
に
お
い
て
知
ら
な
い
も
の
は、

「
み
吉
野
の

瀧
の
白
波」
で
し
か
あ
る
ま
い。

以
上、
当
該
歌
の
「
知
ら
ね
ど
も」
の
対
象
が、
「
瀧
の
白
波」
で
あ



刈
り
脇
の

寒
け
く
も
な
し

う
つ
せ
み
の

常
の
言
葉
と

心
惑
ひ
ぬ

(
12
・
ニ
九
六
一
）

の
二
例
は、

主
格
が
転
換
し
な
い
用
例
の
典
型
例
で
あ
る。

夕
の
歌
は、

主
格
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の、
「
一

重
を
敷
き
て

さ
寝」

の

も
「
君
と
し
寝」

る
の
も、

寒
く
な
い
の
も、

歌
の
中
の
私
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
得
な
い。

チ
の
歌
は、
「
常
の
言
葉」

と
「
思
ふ」

の
は
歌
の

中
の
私、
「
継
ぎ
て
し
聞」

い
て
い
る
の
も
歌
の
中
の
私
で
あ
る。

結
句

の
「
惑
ふ」

主
格
は
「
心」

で
あ
る
も
の
の、

こ
の
「
心」

は
歌
の
中
の

チ 夕

一

重
を
敷
き
て

思
へ

ti

(
11
・
ニ
五
二
0)

継
ぎ
て
し
聞
け
ば

さ
寝
れ

ti

集
中
の
短
歌
に
お
い
て
当
該
歌
の
よ
う
に
「
ど
（

も）」

と、

巳
然
形

(
7)
 

接
続
の
「
ば」

が
機
能
し
て
い
る
用
例
は、

三
十
六
例
存
在
す
る。

そ
の

中
で、

四

短
歌
に
お
け
る
「
ど

の
転
換
に
つ
い
て

る
こ
と
を
述
べ
て
き
た。

歌
の
中
の
私
は、
「
瀧
の
白
波」

を
知
ら
な
い

人
間
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う。

で
は、

最
後
の
主

格
転
換
に
つ
い
て
論
を
進
め
た
い。

短
歌
で
あ
り
な
が
ら、

主
格
が
二
度

転
換
す
る
と
い
う
通
説
は
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か。

君
と
し
寝
れ
ば

の
主
格

私
の
「
心」

で
あ
り、

歌
の
中
の
私
と
同
様
に
扱
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

チ

も
ま
た、

主
格
の
転
換
が
な
い
他
の
用
例
の
範
晦
に
収
ま
る
と
い
っ
て
よ

、
。
＇
＞

次
の
ツ
と
テ
の
歌
は、

主
格
が
転
換
す
る
用
例
の
典
型
例。

釈
し
来
れ
ば

華
則
は

新
た
な
れ
g
�

人
は
古

(
10
•
一
八
八
四）

し
が
ら
み
あ
れ
ば

(
4
•
五
五
三）

明
日
香
川

な
び
き
あ
へ
な
く
に

ツ
の
歌
は、
「
春」、
「
年
月」、
「
人」

と
主
格
が
変
わ
っ
て
い
く
も
の

の、

主
格
が
歌
に
記
さ
れ
て
お
り、

主
格
の
転
換
が
明
瞭
で
あ
る。

テ
の

歌
で
は、
「
生
ふ」、
「
あ
り」

の
主
格
は、

そ
れ
ぞ
れ
「
玉
藻」、
「
し
が

ら
み」

と
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の、

結
句
の
「
な
び
く」

の
主
格
は
明

示
さ
れ
て
い
な
い。

し
か
し、
「
な
ぴ
く」

の
主
格
は、
「
し
が
ら
み」

で

は
な
び
き
よ
う
が
な
い
た
め、
「
生
ひ
た
れ
ど」

と
同
じ
「
玉
藻」

が
主

格
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る。

三
十
六
例
中
三
十
五
例
が、

主
格
の
転

換
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず、

そ
の
主
格
を
歌
の
表
現
か
ら
理
解
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る。

残
る
一

例
は、

主
格
の
解
釈
が
安
定
し
な
い
次
の
用
例
で
あ
る。

天
雲
の

そ
く
へ
の
極
み

遠
け
呂
�

心
し
行
け
ば

も
の
か
も

生
ひ
た
れ
a

卜 テ

（

も
）
」
・

「

ば
」

ツ

り
ゆ
く

冬
過
ぎ
て

瀬
々
に
玉
幽
は

恋
ふ
る

7
．
一
三
八
0)

八



か
た
り
し
継
げ
ば

古
へ
思
ほ
ゆ
＇
�

土
理
宣
令
の
歌

I

ト
の
歌
は 、
『
注
釈』
が
こ
の
用
例
の
主
格
の
転
換
に
つ
い
て 、

恋
ふ
る
も
の
か
も
|
�

こ
の
「
恋
ふ」
の
主
格
を
⑥
作
者
と
見
る
説

⑮
相
手
と
見
る
説
と
あ
る 。
こ
れ
は
当
然
⑥
説
で
あ
る
べ
き
で
あ

る 。
第
四
句
の
「
心
し
行
け
ば」
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
作
者
の
心
で

あ
る 。
さ
う
す
れ
ば
そ
れ
に
つ
ゞ
く
「
恋
ふ」
の
主
格
も
作
者
で
あ

る
べ
き
が
当
然
で
あ
る 。
主
格
の
転
換
と
い
ふ
事
も
あ
る
が 、
そ
れ

は
そ
の
事
の
明
瞭
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
で
あ
っ
て 、
む
や
み
に
主

格
を
転
換
せ
し
め
て
解
す
べ
き
で
な
い
事
は
「
妹
が
あ
た
り
つ
ぎ
て

も
見
む
に」
（
ニ・
九―
―
云）
を
う
け
て
「
家
居
ら
ま
し
を」
と
あ

る
場
合 、
「
見
む」
の
主
格
が
作
者
で
あ
る
と
同
じ
く
「
家
居
る」

主
格
も
同
様
で
あ
る
事
そ
の
条
で
述
べ
た
如
く
で
あ
り 、
今
も
ま

た
同
じ
で
あ
る 。
す
な
ほ
に
こ
の
第
四
五
句
を
読
み
下
す
な
ら
ば 、

「
あ
な
た
の
方
で
も
私
を
恋
し
く
思
ふ
も
の
か
ナ
ア」
な
ど
と
い
ふ

解
釈
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る 。
S

と
述
べ
る 。
先
述
の
用
例
か
ら
も
諾
え
る
説
で
あ
る 。
『
新
編
全
集』
が 、

〇
心
し
行
け
ば
—

心
さ
え
相
手
の
所
に
届
け
ば 。
0
恋
ふ
る
も
の
か

も
ー

主
格
は
相
手 。

筑
紫
の
国
は
天
雲
の

ち
ら
の
思
い
さ
え
届
け
ば

ヵヽ

た
な
び
く
果
て
の

遠
く
で
あ
っ
て
も

惚
れ
返
し
て
く
だ
さ
る
も
の
で
し
ょ
う

③
 

② ①
 

て
き
た 。 五

む
す
び

九

と
し 、
「
心
し
行
け
ば」
で
主
格
が
転
換
す
る
と
い
う
説
は 、
そ
の
根
拠

が
薄
弱
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い 。
卜

の
歌
は 、
『
注
釈』
の
よ
う

に 、
主
格
の
転
換
を
考
盛
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う 。
短
歌
に
お
い
て
主

格
の
転
換
の
あ
る
歌
は 、
歌
に
提
示
さ
れ
る
か 、
あ
る
い
は
主
格
の
転
換

な
く
し
て
は
よ
む
こ
と
の
で
き
な
い
歌
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い 。
当
該
歌
の
理
解
に
主
格
の
転
換
は
馴
染
ま
な
い 。

以
上 、
三一
三
番
歌
の
通
説
に
お
け
る
三
つ
の
問
題
点
を一
っ
ず
つ
み

「
か
た
り
し
継
げ
ば」
の
主
格
を
第
三
者
と
み
な
せ
る
表
現
も
未
来

や
過
去
を
示
す
表
現
も
な
い
た
め 、
そ
の
主
格
は
歌
の
中
の
私
と
し

か
考
え
ら
れ
な
い 。

歌
の
中
の
私
が 、
知
ら
な
い
も
の
は 、
「
瀧
の
白
波」
で
あ
る 。
「
知

ら
ね
ど
も」
の
対
格
を
結
句
を
補
読
し
て
「
古
へ」
と
す
る
必
要
は

な
い 。

「
ど
（
も）」
・
「
ば」
を
有
す
る
短
歌
に
お
い
て
主
格
が
変
わ
る
場
合

は 、
そ
れ
が
明
確
な
場
合
に
限
ら
れ
る
た
め 、
「
か
た
り
し
継
ぐ」

の
も
「
知
ら
ぬ」
の
も
「
思
ほ
ゆ」
の
も
歌
の
中
の
私
で
あ
る 。

そ
し
て 、
通
説
が
そ
れ
ぞ
れ
例
外
の
上
に
成
り
立
つ
こ
と
も
み
て
と
れ



二

S
と
こ
ろ
づ
ら

も
の
を

尋
め
行
き
け
れ
ば

新
喪
の
ご
と
も

処

造
り
置

音
泣
き

(

9

．
一

八
0
九）

親
族
ど
ち

い
行
き
集
ひ

永
き
代
に

標
に
せ
む
と

遠
き
代
に

か
た
り
継
が
む
と

女
苺

中
に
造
り
置
き

壮
士
墓

こ
の
も
か
の
も
に

け
る

故
縁
聞
き
て

知
ら
ね
ど
も

つ
る
か
も

ナ
の
「
知
ら
ね
ど
も」

は 、

未
来
を
「
知
ら
な
い
」

と
い
う
意
味
で
あ

る 。

二
は 、

裔
橋
虫
麻
呂
の
菟
原
処
女
伝
説
の
歌
で
あ
る 。

こ
の
歌
で

は 、
「
故
縁
聞
き
て」

と
そ
の
伝
説
に
つ
い
て
聞
い
て
は
い
る
が 、
「
知
ら

ね
ど
も」

が
実
際
に
は
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る 。

当
該
歌

の
「
知
ら
ね
ど
も」

も
こ
の
二
例
同
様 、

実
際
に
は
経
験
し
て
い
な
い
こ

と
を
表
現
し
て
い
る
と
解
す
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か 。

当
該
歌
は 、
「
み

吉
野
の
水
が
激
し
く
流
れ
る
所
の
白
波
を
私
は
実
際
に
は
知
ら
な
い
け
れ

ど
も 、

吉
野
の
こ
と
を
こ
う
し
て
私
が
か
た
り
継
い
で
い
る
と 、

古
へ
の

こ
と
が
思
い
起
さ
れ
る」

と
訳
出
さ
れ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う 。

12
・

ニ
九
八
五
異）

ナ

梓
弓

末
の
た
づ
き
は

110
 

二
り

知
ら
ね
ど
も

心
は
君
に

寄
り
に
し

た 。

こ
れ
ら
の
例
外
の
基
点
は 、
「
知
ら
な
い
こ
と
は
か
た
れ
な
い
」

と

考
え 、
「
実
際
に
吉
野
に
行
っ

て
い
る
は
ず
だ」

と
い
う
思
考
に
あ
る
の

だ
ろ
う 。

ま
た 、

そ
の
中
心
と
な
る
「
知
ら
ね
ど
も」

の
句
は 、

集
中
に

当
該
歌
の
飛
は 、
「
み
吉
野
の

瀧
の
白
波」

へ

と
焦
点
化
し
て
い
く 。

し
か
し 、

歌
の
中
の
私
は 、

焦
点
化
さ
れ
た
そ
の
白
波
を
知
ら
な
い

。

そ

れ
で
も 、
「
み
吉
野」

に
関
す
る
何
か
を
歌
の
中
の
私
が
か
た
れ
ば 、
「
み

吉
野」

の
「
古
へ
」

が
歌
の
中
の
私
の
心
の
内
に
浮
か
ぴ
上
が
る 。

上
二

句
の
焦
点
化
が 、

結
句
の
「
古
へ
」

を
よ
り
具
体
的
に
描
き
出
す
の
で
あ

る 。

当
該
歌
は 、
「
み
吉
野
の

瀧
の
白
波」

を
知
ら
な
い
け
れ
ど
も 、

「
み
吉
野」

に
関
す
る
何
か
を
「
か
た
る」

こ
と
に
よ
っ
て 、

そ
の
「
古

へ
」

が
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う 。

（
注）(

l)

 
刀
理
宜
令
は、

続
日
本
紀
に
よ
る
と
蓑
老
五
年
正
月
に
東
宮
侍
講
と

な
っ

て
い
る。

続
日
本
紀
の
記
事
以
外
で
は、

懐
風
淡
に
二
首
(
63
.

64
)
、

経
国
集
に
和
銅
四
年
三
月
五
日
付
の
対
策
文
（
巻
二
十、

策
下
・

対
策）

を
二

篇、

そ
し
て、

万

業
集
に
二

首
(

3

•

三
一

三、

8
.

一

四
七
0)

の
作
品
を
残
す。

(

2
)

注
釈
苔
名
は
通
行
の
略
称
を
用
い
た。

(

3
)

「
瀧
の
白
波」

の
み
を
序
詞
と
す
る
説
（
『
評
釈
（
佐
佐
木）
』

な
ど）

も

あ
る。

(
4)

歌
の

引
用
お
よ
び
用
例
数
は、

『
万
葉
集
電
子
総
索
引
C
D'
R
O
M
版
』

（
二
0
0
九
年）

に
よ
る。

た
だ
し、

一

部
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る。

ま
た、

用
例
数
は、

当
該
歌
を
除
く
数
で
あ
る。

(

5
)

以
下
の
用
例
は、

訓
が
安
定
し
て
訓
ま
れ
て
い
な
い
た
め、

本
論
の

考

察
か
ら
除
外
し
た。

①

＼
世
間
の

愚
人
の

我
妹
子
に

告
而
語
久
（
が
凶
勾
ェ
て
N
T
5

1

0
 



②
 

③
 か

た
り
し
継
げ
ば

古
へ
思
ほ
ゅ

ー
土
理
宣
令
の
歌
|
—’

然
れ

tl

d
／

訃
て
か
た
ら
＜
／
以
り
て
か
た
ら
く）

し
ま
し
く
は

家

に
帰
り
て

父
母
に

事
毛
告
良
比
（
こ
と
も
か
た
ら
ひ
／
こ
と

も
d
叫
汎）

明
日
の
ご
と

我
は
来
な
む
と

い
ひ
け
れ
ば
＼

（
9
．
一
七
四
0)

我
が
背
子
が

将
来
跡
語
之
（
き
な
む
と
d
d5
し
／
こ
む
と
が
叫心

引
し）

夜
は
過
ぎ
ぬ

し
ゑ
や
さ
ら
さ
ら

し
こ
り
来
め
や
も

(
12
・
ニ
八
七
0)

＼
さ
丹
塗
り
の

小
舟
も
が
も

玉
巻
き
の

小
梶
も
が
も

漕
ぎ
渡
り
つ
つ
も

相
語
要
遠
（
か
た
ら
ふ
つ
ま
を
／
か
た
ら

Iii
む
め
を
／
あ
ひ
州
叫
叫
め
を
／
あ
ひ
日
以．
つ
ま
を）

(
13
•
三
二
九
九）

(
6)
こ
の
四
四
六
三
番
歌
の
「
か
た
り
維
ぐ」
に
つ
い
て、
例
え
ば
『
新
編

全
集』
で
は、

ほ
と
と
ぎ
す
が

其
っ
先
に
嗚
く
夜
明
け

ど
う
し
た
ら

わ
が
家

の
門
を
素
通
り
し
な
く
な
る
だ
ろ
う

人
に
語
り
伝
え
る
ほ
ど
に

と
し、
「
人
に」
と
解
釈
し
て
い
る。
『
新
編
全
集』
は
注
に
お
い
て、

0
語
り
継
ぐ
ま
で
ー
三
九
一
四
の
「
万
代
に
語
り
継
ぐ
べ
く」
に
合

わ
せ
て、
懐
か
し
く
思
わ
れ
る、
の
よ
う
な
内
容
が
省
か
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る。

と
述
ぺ
る。
『
新
編
全
集』
の
よ
う
に
四
四
六
三
番
歌
の
「
か
た
り
継

ぐ」
の
主
格
を
歌
の
中
の
私
と
し
て
解
釈
し
て
も、
本
論
の
結
論
に
支

隙
は
な
い。

(
7)

次
の
用
例
は、
「
ど
も」
と
巳
然
形
の
「
ば」
が
並
記
さ
れ
て
い
る
が、

当
該
歌
と
違
う
用
い
ら
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め、
除
外
し
た。

①

見
れ
a
飽
か
ず

い
ま
し
し
君
が

も
み
ち
葉
の

移
り
い
行
け

団

悲
し
く
も
あ
る
か

(
3
•
四
五
九）

恋
と
い
へ
団

薄
き
こ
と
な
り

我
は
忘
れ
じ

恋

③
 

（
さ
か
う
え

ひ
は
死
ぬ
と
も

(
12
こ一
九
三
九）

秋
付
け
団

水
れ
の
花
の

思
へ
a
知
ら
じ

直

に
逢
は
ざ
れ
ば

(
10
．
ニ
ニ
七
二）

当
該
歌
の
「
ば」、
「
ど
も」
が
重
文
で
あ
る
の
に
対
し`

①
の
用
例

は、
複
文
で
あ
る。
②
は、
「
な
り」
で
句
切
れ
と
な
り、
「
ば」、
「
ど

も」
が
二
文
に
分
か
れ
て
用
い
ら
れ
て
お
り、
並
記
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る。
③
の
「
秋
付
け
ば

水
草
の
花
の」
は
序
詞
で
あ
る。
「
秋
付

け
ば」
か
ら
「
思
へ
ど
J

は、
意
味
が
繋
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
C

よ
っ
て、
こ
れ
ら
の
用
例
は
除
外
し
た。

ま
た、

④

恨
登

思
狭
名
盤

あ
り
し
か
旧．

よ
そ
の
み
そ
見
し

心
は
思

ヘ
a

(
11
こ一
五
二
二）

の
歌
は、
初
句
の
訓
が
「
恨
み
む
と」
か
「
恨
め
し
と
j

か
で
安
定
し

な
い。
そ
の
上`

二
句
目
も
難
訓
で
あ
る。
二
句
目
を
こ
こ
で
は
仮
に

「
思
ひ
し
脊
な
は」
と
訓
ん
だ
と
し
て
も、
「
恨
み
む」
で
訓
め
ば、

仕
返
し
を
し
て
や
ろ
う
と

あ
な
た
は
思
っ
て

い
ら
し
た
の
で

離
れ
て
見
て
い
ま
し
た

心
で
は
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
（『
新
編

全
集』）

「
恨
め
し」
で
訓
め
ば、

ち
ょ
う
ど
恨
め
し
い
と
思
う
折
で
あ
り
ま
し
た
の
で、
関
係
な
い
も

の
の
よ
う
に
た
だ
そ
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
い
ま
し
た。
心
で
は
思
っ
て

い
た
の
で
す
が。
（『
釈
注』〉

と
な
り、
初
句
の
主
格
が
安
定
し
な
い。
よ
っ
て、
こ
の一
例
も
除
外

し
て
考
察
を
進
め
た。

の
ぞ
み•
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
中）

あ
え
ぬ
が
に


