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「き

よ

Ｌ
」
と

「
さ
　
マ

|ナ

‥′し
」

（
萬

葉

三

二

二

七

番

「
月

夜

清

島
」
敬
）

待
舗
繊
　
四し具ぐ藤
ル
磁
着
　
争
が
離
　
た
肇
齢
耐
　
月っな
清
烏

（
巻
十
、
三
二
二
七
）

こ
の
第
五
句

「清
烏
」
の
訓
に
つ
い
て
従
来
二
説
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。

（
Ａ
）
サ
ヤ
ヶ
シ
…
…
元
暦
校
本

・
代
匠
記

・
略
解

・
古
義

。
全
釈

・
総
釈

。

秀
歌

・
全
証
釈
、
（
定
木

。
新
校
）

（
Ｂ
）
キ
ヨ
キ
ヲ
…
…
元
暦
校
本
緒

。
類
豪
古
集

。
神
日
本

。
西
本
願
寺
本

・

細
井
本

・
温
古
堂
本

。
大
矢
本

・
京
大
本

・
寛
永
本

。
新
考

そ
し
て
、
（
Ｂ
）
の
旧
訓
キ
ヨ
キ
ヲ
を
最
初
に
サ
ヤ
ヶ
ン
と
改
訓
し
た
代
匠
記
を

見
る
と

…
…
清
烏
ハ
人
丸
集
ニ
モ
キ
ョ
キ
フ
ト
ア
レ
ハ
鳥
ハ
音
ヲ
用
タ
ル
敷
。
今
按

集
中
二
烏
ヲ
焉
二
通
ン
テ
カ
ヶ
ル
敷
、
或
ハ
書
生
ノ
失
錯
敷
。
焉
ナ
ル
ヘ
キ
処

二
烏
ヲ
ヵ
ヶ
ル
事
ア
マ
タ
ア
レ
ハ
、
今
そ
焉
ニ
テ
漢
ノ
助
語
ニ
ヤ
。
然
ラ
ハ
サ

ヤ
ケ
ン
ナ
ル
ヘ
ン
（
三
巻

一
七
〇
頁
）

と
あ
り
、
近
く
鴻
巣
氏
の
全
釈
も

旧
訓
ツ
キ
ヨ
キ
ョ
キ
フ
と
あ
る
が
、
烏
は
焉
の
草
体
か
ら
誤
っ
た
も
の
で
、

渋

谷

虎

雄

元
暦
校
本

・
類
楽
古
集
な
ど
焉
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
サ
ヤ
ケ
シ
と
訓
む
べ
き

で
あ
る
。

と
さ
れ
、
こ
ゝ
に

（
Ａ
）
の
現
代
諸
家
の
訓
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
い
か
に
も

「烏
」
は
焉
の
草
体
焉

（
元
）
焉

（類

・
神

・
西

・
温
）
に
似
、
或
は
そ
れ
か

ら
誤
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
細
井
本
京
大
木
な
ど
で
は
、
は
っ
き

り
と

「烏
」
の
字
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
に
は
か
に
誤
字
と
の
み
は

き
め
ら
れ
ま
い
。
ま
し
て
こ
の
誤
字
説
に
立
っ
た
サ
ヤ
ケ
ン
の
訓
は
い
か
ゞ
な

も
の
で
あ
ら
う
か
。

（成
程

「焉
」
は
フ
と
は
訓
み
に
く
ヽ
、
ま
た
漢
文
の
助

語
と
す
れ
ば
訓
む
要
も
な
く
、
の
こ
る

「清
」
だ
け
な
ら
サ
ヤ
ケ
ン
と
訓
む
の

が
、
上
の
ツ
ク
ョ
と
七
音
に
な
っ
て
落
着
き
は
す
る
が
）
叉
何
故
キ
ヨ
キ
ヲ
で

は
い
け
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
原
文
の
ま
ヽ
に
訓
ゆ
ば
キ
ョ
キ
ヲ
こ
そ
自
然
と

も
云
へ
る
。
結
局
こ
の
問
題
は
、

「清
」
を
キ
ヨ
ン
・
サ
ヤ
ケ
ン
の
ど
ち
ら
に

訓
む
の
が
、
よ
り
よ
い
か
に
か
ヽ
る
こ
と
と
な
る
。
以
下
こ
の
問
題
に
つ
い
て

考
へ
て
み
た
い
。

先
づ
こ
れ
が
解
決
の
有
力
な
手
掛
り
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
「清



烏
」
の
被
修
飾
語

「月
夜
」
で
あ
ら
う
。
即
ち
、

「
月
夜
」
の
形
容
が
集
中
ど

う
な
っ
て
ゐ
る
か
、
キ
ヨ
ン
か
サ
ヤ
ケ
シ
か
は
、
こ
の
場
合
充
分
傍
証
と
な
り

得
る
か
ら
で
あ
る
。
今
そ
の
全
用
例
四
十
二
例
に
就
い
て
こ
れ
を
調
べ
て
み
よ

の
検
討
か
ら
出
直
す
外
は
な
い
。
次
に
そ
れ
を

（
Ｄ
）
表
に
よ
っ
て
調
べ
て
み

よ

う

。

★
キ
ヨ
ミ
。
キ
ヨ
ク
テ
ル
　
四
例

０
　
月
よ
み
の
比
可
里
乎
伎
欲
美
神
島
の
い
そ
ま
の
う
ら
ゆ
船
出
す
わ
れ
は

（

巻
十
五
、
三
五
九
九
）

②
　
月
よ
み
の
比
可
里
乎
使
欲
美
ゆ
ふ
な
ぎ
に
か
こ
の
こ
ゑ
よ
び
う
ら
意
こ
ぐ

か
も

（
巻
十
五
、
三
六
三
二
）

０
　
月
読
の
光
者
清
照
ら
せ
れ
ど
ま
ど
へ
る
情
た
へ
じ
と
ぞ
お
も
ふ

（
巻
四
、

六
七

一
）

０
　
春
霞
た
な
引
く
今
日
の
夕
月
夜
不
繊
照
良
武
高
松
の
野
に

（
巻
十
、　
一
人

七
四
）

☆
サ
ヤ
ヶ
ン
　
一二
例

０
　
春
日
山
お
し
て
照
ら
せ
る
此
月
は
妹
が
庭
に
も
清
有
家
里

（巻
七
、　
一
〇

七
四
）

０
　
も
も
し
き
の
大
宮
人
の
ま
か
り
出
て
遊
ぶ
今
夜
の
月
清
左

（巻
七
、　
一
〇

七
六
）

０
　
ぬ
ば
玉
の
夜
わ
た
る
月
の
清
者
よ
く
み
て
ま
し
を
君
が
す
が
た
を

（
巻
十

二
、
三
〇
〇
七
）

即
ち
、
こ
れ
で
み
る
と
、
キ
ヨ
ン
の
方
は

０

を
の
ぞ
く
す
べ
て
、
月
の

「比

可
里
」
が
、

「清
」
く
と
あ
る
様
に
、
（
０

に
し
て
も
特
に
光
と
記
さ
れ
て
ゐ

な
い
丈
で
同
様
と
考
へ
て
よ
い
）
い
づ
れ
も
月
光
そ
の
も
の
、
し
か
も
今
照
り

輝
い
て
ゐ
る
月
の
光
そ
れ
自
身
を
対
象
と
し
て
、
客
観
的
知
覚
的
に
形
容
す
る

場
合
に
つ
か
は
れ
て
ゐ
る
。
所
が
、
こ
れ
に
引
き
換

ヘ
サ
ヤ
ケ
シ
の
方
は
、
初

め
の

０

に
し
て
も
、

「
お
し
て
照
ら
せ
る
此
月
」
と
、
月
そ
の
も
の
は
テ
ル

で
一
応
表
現
し
、
そ
れ
か
ら
そ
の
月
が

「妹
が
庭
に
も
」
サ
ヤ
ケ
ン
と
、
月
と

言ま1::i丁ピし1:骨 j身言:]摯まし」
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月
に
照
ら
し
出
さ
れ
た

「妹
が
庭
」
と
の
、
全
体
的
調
和
の
光
を
己
が
感
じ
を

主
に
し
て
サ
ヤ
ケ
ン
２
云
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

０

に
し
て
も
、　
一

見
い
か
に
も
月
の
み
が
サ
ヤ
ケ
ン
と
見
ら
れ
る
が
、
さ
う
で
は
な
く
、

「
大
宮

人
の
ま
か
り
出
て
遊

どゞ

そ
の

「今
夜
」
全
体
―
―
月
光
も
、
そ
れ
に
照
ら
し

出
さ
れ
て
遊
ぶ
大
宮
人
も
―
―
が
サ
ヤ
ケ
シ
と
己
が
主
観
か
ら
感
ぜ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
叉

０

も

「夜
わ
た
る
月
」
が
よ
く
照
っ
て
ゐ
た
ら
と
い
ふ
丈
で
な

く
、
月
が
照
っ
て
あ
た
り
全
体
が
は
っ
き
り
と
分
明
で
あ
っ
た
な
ら

「
君
が
す

が
た
」
を

「
よ
く
み
て
ま
し
を
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
サ
ヤ
ヶ
ン
と
い
ふ
場
合
は
、
キ
ヨ
ン
と
に
少
し
趣
を
異
に
し
、
キ

ヨ
ン
の
様
に
、
今
照
る
月
光
そ
の
も
の
ヽ
知
覚
的
客
観
的
形
容
と
い
ふ
よ
り
む

し
ろ
、
そ
の
月
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
月
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
も
の
を
も
含
め

て
、
包
括
的
全
体
的
に
、
雨
も
己
が
感
じ
を
主
と
し
て
情
緒
的
主
観
的
に
形
容

す
る
場
合
に
つ
か
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
キ
ヨ
シ
と
サ
ヤ
ケ
ン
と

の
両
者
の
語
義
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
一
線
が
劃
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う

か
。
少
く
共

「
月
」

に
関
す
る
限
り
斯
様
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ｏ

し
か

し
、
こ
ゝ
で
今

一
応
考
へ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
果
し
て
こ
の
相
異
は

一
般
的
妥
当
性
を
も
ち
得
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
単
に
月
に
関
す

る
偶
発
的
な
現
象
で
は
な
い
だ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
今

一
つ
こ

の
辺
の
省
察
を
必
要
と
す
る
。

そ
こ
で
次
に
、
万
葉
集
全
体
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
キ
ヨ
ン
・
サ
ヤ
ヶ
ン
の
用

例
を
調
べ
て
み
よ
う
。
さ
き
の
月
の
関
係
を
の
ぞ
い
て
、
キ
ヨ
ン
の
例

（
キ
ヨ

ク
ｏ
キ
ョ
キ
ｏ
キ
ヨ
ミ
。
キ
ヨ
カ
ラ
を
ふ
く
む
）
は
約
六
十
四
、
サ
ヤ
ケ
ン
は

（
サ
ヤ
ケ
ク
・
サ
ヤ
ヶ
キ
・
サ
ヤ
ヶ
サ
・
サ
ヤ
ヶ
ミ
・
サ
ヤ
ヶ
カ
ル
を
ふ
く
む

）
約
十
九
例
ほ
ど
あ
る
が
、
今
そ
れ
ら
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
修
飾
語
―
―
何
を

キ
ヨ
ン
又
は
サ
ャ
ケ
ン
と
し
て
ゐ
る
か
の
そ
の
素
材
―
―
に
よ
っ
て
分
類
し
て

み
る
と
、
凡
そ
次
の
通
り
に
な
る
。

（
Ｅ

）

人
事
に
関
す
る
も
の

英

他

の

自

然

海

に
関
す

る
も
の

川

に
関
す

る
も
の

そ
の
内〈
瑞一　
一中

四 四
一
一二 〇五 四

キ

　

ヨロ
　

シ

四〇 五

サ

ヤ

ヶ

シ

（
問
題
の
あ
る
歌
八
首
―
五
七

一
、
九
〇
七
、　
一
〇
三
七
、　
一
一
〇
八
、　
一

一
五
九
、　
三

〓
二
九
、
二
〇
四
三
、
二
〇
四
七
は

一
応
の
ぞ
く
）

こ
の
表
で
見
る
様
に
、
両
者
と
も
川
に
関
す
る
も
の
が
多
い
が
、
こ
ヽ
で
一

つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
川
に
関
す
る
も
の
の
内
で
も
、
聴
覚
に
訴

へ
ら
れ

る
濡
音

。
川
音
を
、
前
者
は
キ
ヨ
シ
、
後
者
は
サ
ヤ
ヶ
シ
と
、
区
別
し
て
形
容

し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
次
が
そ
れ
で

★
キ
ヨ
ン
　
五
例

０
　
古
へ
も
か
く
聞
き
つ
つ
や
偲
び
け
む
此
の
古
河
の
清
瀬
之
音
実

（
巻
七
、

一
一
一
一
）

０
　
型
ギ
ら
ず
か
は
ず
鳴
く
な
る
ョ
利
潮
の
浄
瀬、
音、
乎
聞
か
く
し
よ
し
も

（巻

十
、
三
二
三
二
）

抑↑八螂蜘れ　融之、大声、王̈
清。寸。めし赫導̈
↓野嘘〔ぼ刹錦一…（雲讚積ｕ　９

一
〇
〇
五
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２



ｍ
ｏ
明
γ
神
　
吾
が
難
％
・
・・・高
知
ら
す
　
ふ
た
ぎ
の
宮
は
　
潮
週
冽
　
浄
静

叙
清
　
山
近
み
　
鳥
が
ね
と
よ
む
…
…
（巻
六
、　
一
〇
五
〇
）

羮
謗
幕

鱚
討之。ち，罰
常メ羹
もｉ

★
サ
ヤ
ケ
シ
　
四
例

的
　
さ
ざ
れ
浪
磯
こ
せ
ぢ
な
る
能
登
滞
河
青、
き
清。
左。
な
ぎ
つ
瀬
ご
と
に
　
（巻

三
、
三
一
四
）

的
　
は
ね
か
づ
ら
今
す
る
妹
を
う
ら
若
み
国
割
国
割
河
の
音、
き
清。
左。
（巻
七
、

一
一
一
一
一
）

　̈腋妊̈
剛囃わ動̈
輔」神銘珈嘲Ｍ音、の話”見清。和に（畔けにく一〇一部

九
、　
一
七
二
四
）

こ
れ
で
見
る
と
、
キ
ヨ
シ
の
方
は

「河
」
の
一
部
分
を
な
す

「満
」

（対
象
）

の
音
の
知
覚
的
客
観
的
形
容
に
、　
一
方
サ
ヤ
ヶ
ン
の
方
は
、
ど
こ
の
ど
の
部
分

と
い
ふ
こ
と
な
く
、
川
全
体
か
ら
の
音
の
、
己
が
受
け
る
感
じ
を
主
と
し
た
。

情
緒
的
主
観
的
形
容
と
な
っ
て
、
即
ち
前
者
は
、
対
象
を
主
と
し
た
表
現
で
、

そ
れ
の
客
観
的
知
覚
的
形
容
に
、
後
者
は
自
己
を
主
と
し
た
表
現
で
、
そ
れ
の

主
観
的
情
緒
的
形
容
に
と
、
そ
れ
ハ
ヽ
区
別
し
て
つ
か
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
気

附
く
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
、
さ
き
の
月
の
場
合
と
考
へ
合
せ
て
興
味
あ
る

事
実
と
云
へ
や
う
。

さ
て
、
今
の
は
両
語
の
聴
覚
に
訴

へ
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
た
が
、
次
に
こ
れ

が
視
覚
に
訴

へ
ら
れ
る
場
合

（
特
に

「見
る
」
の
詞
を
伴
う
も
の
）
に
つ
い
て

調
べ
て
み
よ
う
。
　

・

★
キ
ヨ
ン
　
一
例

均
　
住
吉
の
お
き
つ
白
波
風
吹
け
ば
き
よ
す
る
浜
を
見
者
浄
霜

（巻
七
、　
一
一

五
八
）

★
サ
ヤ
ケ
ン
　
エ（
例

呻　結親け摯”か一『け】一立れ、い嘲ひ清。繰御」和』いい出離と、一籍一一、六）

二（
一
）

脚
ば
諄
釧
知

れ
ろ
峨
は

へ 王
の

見、
者、め
清。し
稀
格

…
銹
詢
¨
　

一
宮

辞
〕̈

琳
中
さ
び
て
　
見

の
　
大
滝
を
過
ぎ
て
夏
箕
に
そ
は
り
ゐ
て
浄
き
河
瀬
を
見、
何、
卵
沙。
（巻
九
、　
一

七
三
七
）

曖
　
橿
〓
坤
は
い
』

』
度
な
に
の

見
け
ぁ
は
ぃ
ほ
　
蒔
脚
痢
は
　
捨
ん
は
な

気
久
　
も
の
ご
と
に
　
さ
か
ゆ
る
時
と
…
…
し
き
ま
せ
る
　
難
波
の
宮
は
…
…

（巻
廿
、
四
三
六
〇
）

『
¨
に
一

。あ 布
増
脚
囃
は

ぎ
珊
詳
謝
け
に
て

木
呻
脚
砕
ぃ

き

へ
藁
呻
ぼ

く 見、
も れ、

一
オ

乃
佐
夜
気
吉
加
…
…
（巻
十
七
、
三
九
九

一
）

こ
の
表
で
注
意
さ
れ
る
の
は
の
と
の
で
、
こ
の
様
な
例
は
キ
ヨ
ン
に
は
全
く
見

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
単
に

「川
」
丈
、

「
な
ぎ
さ
」
「海
」
「
し

繊
」
丈
が
サ
ヤ
ケ
ン
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
の
で
あ
れ
ば
、　
一川
を
見
る
と
隠

め
が
好
く
」

（全
釈
）
と
あ
る
様
に
、
川
を
含
め
た
あ
た
り
全
体
の
眺
め
に
つ

い
て
の
己
が
感
じ
で
あ
る
し
、
又
的
に
し
て
も
、
特
別
サ
ヤ
ヶ
シ
と
修
飾
し
た

対
象
は
な
く
、
「
な
ぎ
さ
」
「
し
ま
ま
」
そ
れ
ら
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
て
、「
見

る
こ
と
の
清
け
き
こ
と
よ
、
即
ち
、
景
色
の
よ
い
こ
と
よ
」

（全
釈
）
な
の
で



あ
る
。
即
ち
、
い
づ
れ
も
み
な
あ
た
り
全
体
の
景
色
に
つ
い
て
の
、
己
が
感
じ

を
主
と
し
た
主
観
的
情
緒
的
形
容
の
場
合
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
に
も
亦
サ

ヤ
ヶ
ン
の
キ
ヨ
ン
と
異
る
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

終
り
に
、
念
の
為
、
さ
き
の

（
Ｅ
）
表
の
内
か
ら
、
同
じ
対
象
を
両
語
に
形

容
し
て
ゐ
る

一
例
、

「瀬
」
を
と
っ
て
、
こ
れ
を
比
較
し
て
見
よ
う
。

★
キ
ヨ
シ
　
エ（
例

解
　
千
鳥
鳴
く
佐
保
の
川
門
の
清
瀬
乎
馬
打
ち
わ
た
し
い
つ
か
通
は
む
　
（巻

四
、
七
一
五
）

の
　
清
満
爾
千
鳥
妻
よ
び
山
の
ま
に
霞
た
つ
ら
む
か
む
な
び
の
里

（巻
七
、　
一

一
二
五
）

間
　
。「

ｏ・・
。渋
鉄
の
　
埼
た
も
と
は
り
　
ま
つ
だ
え
の
　
長
浜
過
ぎ
て
　
引
潤
洲

河
　
伎
欲
吉
勢
其
等
爾
　
鵜
河
立
ち
　
か
ゆ
き
か
く
ゆ
き
…
…

（巻
十
七
、
三

九
九

一
）

の
　
・…
‥
新
河
の
　
そ
の
立
山
に
　
常
夏
に
　
雪
降
り
し
き
て
　
お
ば
せ
る

片
貝
川
　
の
使
欲
吉
瀬
爾
　
朝
よ
ひ
ご
と
に
　
立
つ
霧
の
…
…

（巻
十
七
、
四

〇
〇
〇
）

の
…
…
地
に
陥
に
負
へ
』
。
ｏ天
だ
か
る
　
部
に
し
あ
れ
ば
…
…
鳥
つ
鳥

・鵜
養

が
伴
は
　
行
く
河
の
　
伎
欲
吉
瀬
英
答
爾
　
か
が
り
さ
し
　
な
づ
さ
ひ
上
る
…

・八
巻
十
七
、
四
〇

一
一
）

の
　
妹
に
逢
は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
饒
「
河
伎
欲
吉
瀬
英
答
爾
水
占
は
へ
て
な
（

巻
十
七
、
四
〇
二
八
）

★
サ
ヤ
ケ
シ
　
一
一例

旬
今
日
も
か
も
明
副
日
の‐
川
の
夕
さ
ら
ず
バ
ぼ
づ
濁
【
】瀬
の
清
有
良
武
　
（巻

三
、
三
五
六
）
・

０
　
泊
瀬
川
し
ら
ゆ
ふ
花
に
お
ち
た
ぎ
つ
瀬
清
跡
見
に
こ
し
わ
れ
を
（巻
七
、

一
一
〇
七
）

こ
れ
も
、
キ
ヨ
ン
の
方
は
、
全
景

「川
」
の
一
部
分
を
な
す

「瀬
」
を
対
象
と

し
て
、
そ
れ
の
客
観
的
知
覚
的
形
容
に
、　
一
方
サ
ヤ
ケ
シ
は
、
同
じ
川
の
瀬
に

し
て
も
、
今

一
つ
の
要
素

「
か
は
づ
な
く
」
「
お
ち
た
ぎ
つ
」
も
の
が
加
っ
て
、

そ
れ
ら
を
包
括
し
て
、
む
し
ろ
己
が
感
じ
を
主
と
し
た
主
観
的
情
緒
的
の
形
容

と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
気
附
く
。
即
ち
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
ほ
ゞ
誤
り
な
い
こ

と
を
知
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
キ
ヨ
ン
と
サ
ヤ
ケ
ン
と
は
、　
一
見
同
じ
意
を
も
っ
て
使

は
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、
実
は
斯
様
に
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
得
る
意
を
も

っ
て
使
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
即
ち
は
じ
め
月
に
関
し
て
見
た
両
語
の
相
異
は
、

只
単
に
月
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
既
に
語
自
体
が
も
つ
本
性
的
意
義
の
相
異
す
る

部
面
に
根
ざ
し
て
、
広
く
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
ぶ
こ
と
で
あ

る
。
さ
れ
ば
こ
そ
次
の
様
な
歌
も
見
ら
れ
る
訳
で
あ
ら
う
。

②
　
大
滝
を
過
ぎ
て
夏
箕
に
そ
は
り
居
て
浄
き。
河
瀬
を
見
ヶ
湊
鐵
部

（
巻
九
、

一
七
三
七
）

“
　
・…
‥
神
風
の
　
伊
勢
の
国
は
…
…
河
見
れ
ば
　
左
夜
気
久
清
之
　
水
門
な

す
　
海
も
広
し
…
…
（巻
十
三
、
三
二
三
四
）

省
、
こ
の
こ
と
は
万
葉
以
外
の
他
の
上
代
文
献
に
つ
い
て
見
て
も
同
様
で
、

（
記
紀
、
風
土
記
、
宣
命
な
ど
、
キ
ヨ
ン
十
九
例
、
サ
ヤ
ケ
シ
三
例
を
見
る
）

次
の
サ
ヤ
ケ
ン
の
例
に
見
て
も
、
特
に
い
な
ど
、
思
ひ
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が

あ
ら
う
。

的
　
丈
夫
の
さ
つ
矢
た
ば
さ
み
向
ひ
立
ち
射
る
や
的
方
浜
の
佐
夜
気
佐

（
伊
勢

国
逸
文
風
土
記
）

師
　
佐
山
の
郷
。　
同
じ
天
皇
行
幸
し
給
ひ
し
時
、　
こ
の
山
の
行
宮
に
在
し



又

％

椰

鈍

く
≦

勇

墨

冒

分
濁

譲

詢
　
ふ
ち
も
せ
も
伎
与
久
佐
夜
景
志
は
か
た
が
は
千
年
を
ま
ち
て
澄
め
る
河
か

も
（続
■
本
紀
）

さ
て
、
以
上
の
様
に
考
へ
て
、
こ
の
主
題
の
歌
に
対
す
る
時
、
果
し
て
そ
の

ど
ち
ら
の
訓
が
よ
り
妥
当
で
あ
ら
う
か
。
今
こ
の
解
を
鴻
巣
氏
の
全
釈
に
つ
い

て
み
る
に
　
　
　
　
　
　
・

意
外
ニ
モ
劉
烈
時
雨
ノ
雨
ハ
降
ツ
タ
ケ
レ
ド
モ
、
今
′、‐‐空
ノ
雲
ガ
晴
レ
テ
、

月
ノ
光
ガ
明
ラ
カ
ニ
照
ツ
テ
ヰ
ル
。
ヨ
イ
月
グ
。

と
あ
る
。
ま
た
秀
歌
は

「月
明
と
な
っ
た
」
、
全
註
釈
は

「月
が
明
ら
か
だ
」

と
解
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
こ
の
場
合
の

「月
夜
」
は

「月
光
」

「月
」
を
直

接
指
示
し
て
ゐ
る
こ
と
に
間
違
ひ
は
な
い
。
雨
も

「時
雨
は
降
っ
た
け
れ
共
、

ま
う
そ
の
雲
も
は
れ
て
あ
の
月
が
」
と
、
結
局
は
じ
め
四
句
は
、
第
五
句
を
言

ひ
出
す
為
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
即
ち
、
こ
ゝ
は
す
べ
て
今
輝

い
て
ゐ
る
月
そ
の
も
の
を
直
接
さ
し
示
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
あ
た

り
全
体
の
景
色
を
歌
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
こ
ん
な
場
合
、
月
光
と
そ
れ
に

照
ら
し
出
さ
れ
る
も
の
と
の
、
調
和
的
全
体
的
な
形
容
の
詞
サ
ヤ
ケ
ン
で
よ
い

で
あ
ら
う
か
。
ま
し
て

「月
夜
」
を
形
容
し
て
キ
ヨ
ン
こ
そ
は
十
例
も
数
へ
ら

れ
る
の
に
、
サ
ヤ
ヶ
ン
に
至
っ
て
は
他
に
そ
の
例
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

も
そ
の
訓
は

「烏
」
が

「焉
」
の
誤
字
と
い
ふ
前
提
に
立
っ
て
の
も
の
で
あ
る

が
、
左
様
な

「焉
」
に
形
容
詞
の
か
ぶ
せ
ら
れ
た
例
も
、
集
中
に
は
見
当
ら
な

い
の

は
お
％
鋼
嗽
摯

ぎ 一
去 っ
か
ば
さ
を
鹿
は
わ
“

鳴
き
せ
む
な
耗
ボ
群
ガ
静

（巻

十
、
二
一
五
二
）

が
あ
る
が
、　
こ
れ
は
既
に
形
容
詞
か
ら
動
詞
化
さ
れ
た
も
の
に
伴
は
れ
た
例

で
、
こ
の
場
合
と
は
少
し
趣
を
異
に
し
て
ゐ
る
。

翻
っ
て
、
キ
ヨ
キ
ヲ
の
場
合
、
こ
の
フ
は
何
か
と
い
ふ
問
題
が
残
る
が
、
こ

れ
は
活
用
言
の
連
体
形
に
つ
ゞ
い
て
接
続
助
詞
の
形
を
と
っ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ

る
。
集
中
他
に
も
次
の
様
な
例
が
見
え
て
ゐ
る
。

鋤
　
児
等
が
家
道
ぎ
離
逮
騨
け
ば
玉
の
夜
渡
る
月
に
き
そ
ひ
あ
へ
む
か
も

（
巻

嘘
、

極
的
〓
｝

浪
を
か
し
こ
み
淡
路
島
見
ず
や
過
ぎ
な
む
舞
訂
近
乎

（
巻
七
、

」

．
絲
”
げ

何
か
も
恋
ひ
む
言
拳
せ
ず
妹
に
依
り
ね
む
響
都
逮
鮮
ォ
巻
十
二
、

二
九

一
八
）

勿
論
、
当
時
の
フ
は
殆
ん
ど
が
さ
う
で
あ
っ
た
様
に
、
こ
れ
も
間
投
助
詞
的
な

意
を
も
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

（
昭
和
十
七
年
六
月
短
歌
研

究
折
口
博
士
所
論
参
照
）
　

　

・

筒
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
解
す
れ
ば
、
こ
の
一
首
は
意
外
に
も
、
時
雨
が
降

っ
た
け
れ
ど
、
今
は
も
う
雲
も
な
く
は
れ
て
、
こ
ん
な
よ
い
月
に
な
っ
た
よ
。

（
そ
れ
を
、
な
ぜ
ま
あ
あ
ん
な
に
気
を
も
ん
だ
の
だ
ら
う
）

と
も
な
ら
う
か
。
よ
り
こ
の
方
が
作
者
の
感
動
も
云
ひ
現
は
さ
れ
、
歌
の
生
命

も
生
き
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

以
上
の
様
に
考
へ
て
、
こ
の
訓
は
矢
張
、
キ
ヨ
キ
フ
と
す
る
旧
訓
の
自
然
な

の
に
従
ふ
べ
き
も
の
と
思
ふ
の
で
あ
る
。　
公
一六
、
五
、　
一
〇
）

―
大
阪
学
芸
大
学
助
教
授
―




