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古
代
和
歌
の
読
唱
法

坂

野

信

彦

序

古
典
時
代
に
和
歌
は
ど
の
よ
う
に
音
読
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
和
歌
の
リ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
な
発
唱
法
に
お
い
て
具
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か

こ
う
し
た
テ

l
マ
の
も
と
で
、
筆
者
は
さ
き
に
「
王
朝
和
歌
の
律
読
法
」
な
る
拙
論
（
文
献
①
）
を
発
表
し
た
。
こ
の
拙
論
は
、
土
居
光
知

（
文
献
②
）
の
示
し
た
よ
う
な
こ
音
ず
つ
の
分
節
を
王
朝
和
歌
に
お
い
て
検
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
、

『
詞
華
集
』

の
な
か
で
中
途
に
単
独
母
音
を
ふ
く
む
句
を
、
二
音
ず
つ
に
分
節
し
て
み
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
上
接
音
と
の
融
合
を
生
じ
や
す
か
っ

た
母
音
の
性
格
か
ら
し
て
、
非
字
余
り
句
に
あ
っ
て
は
二
音
ず
つ
の
単
位
（
拍
）
の
一
音
め
に
単
独
母
音
が
位
置
す
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

論
理
的
に
は
、

そ
う
な
る
の
は
自
明
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
単
独
母
音
は
原
則
と
し
て
音
群
の
初
頭
に
位
置
す
る
は
ず
で
あ

り
、
音
群
の
ま
と
ま
り
を
考
慮
し
て
冒
頭
か
ら
順
に
二
音
ず
つ
分
節
し
て
ゆ
け
ば
、
単
独
母
音
は
す
べ
て
拍
の
一
音
め
に
位
置
す
る
こ
と
に
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な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
原
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
検
証
に
は
さ
し
て
大
き
な
意
味
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
理
屈
ど
お
り

の
結
果
が
出
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
単
独
母
音
は
例
外
な
く
拍
の
一
音
め
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
例
外
が
な
い
と
い
う
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
（
1
1

く
だ
ん
の
分
節
方
式
は
、
非
字
余
り
句
の
単
独
母
音
に
た
い
し
て
、

そ
の

性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
位
置
を
自
動
的
に
あ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
く
だ
ん
の
分
節
方
式
は
平
安
朝
の
和
歌
の
表
現
に
ぴ
っ
た
り

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
は
、
さ
き
の
拙
論
と
同
様
の
立
場
に
た
ち
な
が
ら
、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
だ
論
の
展
開
を
こ
こ
ろ
み
る
も
の
で
あ
る
（
2
1

拙
論
「
王
朝
和
歌
の
律
読
法
」
の
な
か
で
中
途
半
端
に
し
か
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
ら
に
、
句
中
に
お
け
る
単
独
母
音
の
位
置
（
宇
順
）
の
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問
題
が
あ
る
。

特
定
の
方
式
で
律
読
し
た
結
果
と
し
て
の
位
置
で
は
な
く
、

律
読
す
る
以
前
の
、

言
表
に
お
け
る
単
独
母
音
の
位
置
で
あ

る。

単
独
母
音
の
位
置
の
分
布
状
況
を
な
が
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

和
歌
の
読
ま
れ
か
た
の
特
徴
の
一
面
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
な

る（
3

）

O

『
詞
華
集
』
中
、

句
の
中
途
に
あ
る
単
独
母
音
（
エ
音
、

ヤ
行
の
イ
、

音
便
の
ウ
を
除
く
）
を
全
部
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
集
計
し
て
み
た
。

当
の
母
音
に
か
か
わ
っ
て
字
余
り
に
な
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
当
の
句
の
順
番
（
第
何
句
か
）
と
句
中

の
位
置
（
何
音
め
か
）
を
座
標
と
し
て
分
類
し
た
。



君｜思［引刊｜／
-1--+l+h-H+ 

一
見
し
て
、
と
く
に
七
音
句
の
母
音
の
分
布
が
異
様
に
い
び
つ
で
あ
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
。

5
立
日
め
の
ゼ
ロ
と
い
う
の
が
、

〈
非
字
余
り
〉
の
ほ
う
で
は
、

結
句
の
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第
二
・
四
句
と
比
較
し
て
い
か
に
も
異
様
で
あ
る
。
〈
字
余
り
〉
の
ほ
う
で
は
、

第
二
・
四
句
の
4
・
5
音

め
が
少
な
す
ぎ
る
。
結
句
で
は
、

3
・
4
音
め
が
少
な
す
ぎ
、

5
音
め
6
音
め
が
妙
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

四
句
の
4
・
5
音
め
は
、
〈
字
余
り
〉
の
ほ
う
で
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
で
あ
る
が
、

〈
非
字
余
り
〉
の
分
布
と
〈
字
余
り
〉
の
分
布
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
両
者
は
ほ
ぼ
裏
腹
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
・

結
句
の

〈
非
字
余
り
〉
の
ほ
う
で
は
最
大
値
を
示
し
て
い
る
。

し、。〈
非
字
余
り
〉
で
は
4
音
め
が
最
多
で
5
音
め
は
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
る
が
、
〈
字
余
り
〉
で
は
逆
に
5
音
め
が
最
多
で
4
音
め
は
ゼ
ロ
に
ち
か

玉
音
句
で
も
、

3
音
め
は
〈
非
字
余
り
〉
で
最
多
、
〈
字
余
り
〉
で
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
で
あ
る
。

4
音
め
は
逆
に
〈
非
字
余
り
〉
で
僅
少
、
〈
字

余
り
〉
で
最
多
と
な
っ
て
い
る
。

〈
非
字
余
り
〉
と
八
字
余
り
〉
の
分
布
が
裏
腹
な
の
は
、
単
独
母
音
が
自
立
性
を
保
持
し
や
す
い
か
ど
う
か
が
位
置
に
よ
っ
て
あ
る
で
い



ど
固
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
位
置
で
は
単
独
母
音
は
先
行
音
と
融
合
し
や
す
く
、

あ
る
位
置
で
は
融
合
し
に
く
か
っ
た
の
で
あ

ろ切っ。と
す
る
な
ら
、

〈
非
字
余
り
〉
が
多
く
て
〈
字
余
り
〉
が
少
な
い
位
置
で
は
、

単
独
母
音
は
先
行
音
と
融
合
し
に
く
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
逆
に
〈
非
字
余
り
〉
が
少
な
く
て
〈
字
余
り
〉
が
多
い
位
置
で
は
、
単
独
母
音
は
先
行
音
と
融
合
し
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。第

二
・
四
句
の
4
・
5
音
め
は
、
〈
非
字
余
り
〉
が
た
い
へ
ん
多
く
て
〈
字
余
り
〉
が
極
端
に
少
な
い
。

し
た
が
っ
て
こ
の
位
置
は
、

単

独
母
音
が
先
行
音
と
融
合
し
に
く
い
位
置
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
結
句
の
4
音
め
も
同
様
で
あ
る
。
結
句
の
5
音
め
は
逆
で
、
〈
非
字
余
り
〉

が
ゼ
ロ
で
〈
字
余
り
〉
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
結
句
の
こ
の
位
置
は
、
単
独
母
音
が
先
行
音
と
き
わ
め
て
融
合
し
や
す
い
位
置
だ
っ
た
こ
と

五
音
句
の
3
音
め
は
、

〈
非
字
余
り
〉
が
多
く
〈
字
余
り
V

が
僅
少
で
あ
る
か
ら
、

単
独
母
音
が
先
行
音
と
融
合
し
に
く
い
位
置
だ
っ
た
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に
な
る
。

こ
と
に
な
る

0
4
音
め
は
逆
の
様
相
な
の
で
、
単
独
母
音
が
先
行
音
と
融
合
し
や
す
い
位
置
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

単
独
母
音
が
先
行
音
と
融
合
し
に
く
い
の
は
、
当
の
母
音
が
先
行
音
と
明
確
に
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
発
声
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
行
音

と
の
あ
い
だ
に
音
の
と
ぎ
れ
が
あ
る
か
、

あ
る
い
は
と
ぎ
れ
が
な
く
て
も
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
質
的
に
先
行
音
の
影
響
を
受
け
な
い
発
声
が
な

い
ず
れ
に
せ
よ
当
の
母
音
に
お
い
て
読
唱
上
の
一
種
の
更
新
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
単
独
母
音
が
先
行
音
と

さ
れ
る
か
、

融
合
し
に
く
い
の
は
、

そ
れ
が
律
読
上
の
単
位
の
初
頭
に
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
・
四
句
の
4
・
5
音
め
は
、
単
独
母
音
が
律
読
上
の
単
位
の
初
頭
に
立
つ
べ
き
位
置
な
の
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
・
四
句

に
あ
っ
て
は
、

4
音
め
か
5
音
め
の
直
前
に
律
読
上
の
単
位
の
境
界
が
置
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。



く
る
と
一
同
一
も
ひ
し

（
二
句
）

く
も
の
一
回
へ
ま
で

（
四
句
）

と
ふ
ひ
と
一
悶
一
ら
ば

（
二
句
）

ゆ
く
と
や
一
一
川
一
は
ん

（
四
句
）

結
句
の
4
音
め
も
同
様
で
あ
る
。

ひ
と
は
一
同
一
ら
じ
な

（
結
句
）

た
だ
し
結
句
の

5
音
め
は
事
情
を
異
に
す
る
。
非
字
余
り
句
で
は
こ
の
位
置
に
単
独
母
音
が
く
る
こ
と
は
な
い
。
結
句
で
は
、

と
ふ
ひ
と
一
一
同
一
ら
ば
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と
い
っ
た
か
た
ち
の
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
結
句
に
お
い
て
四
・
三
（
二
・
二
・
ニ
・
ご
と
分
か
れ
る
調
子

（
四
三
調
）
が
忌
避
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
（
4
）。

単
独
母
音
が
第
二
・
四
句
の
4
・
5
音
め
に
き
て
〈
字
余
り
〉
と
な
る
例
が
皆
無
に
ち
か
い
の
は
、
律
読
上
の
単
位
の
境
界
が
単
独
母
音

に
自
立
性
を
あ
た
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
例
だ
け
、

〈
字
余
り
〉
第
二
句
の

5
音
め
に
単
独
母
音
が
き
て
い
る
。

「
帰
る
と
思
へ

ば
」
と
い
う
句
で
、
こ
れ
は
、

か
へ
る
一
と
⑧
も
へ
ば

と
分
節
さ
れ
て
〈
字
余
り
〉
と
な
る
の
だ
ろ
う
。

〈
字
余
り
〉
結
句
の
3
音
め
の
「
ゼ
ロ
」
は
、

第
二
・
四
句
に
く
ら
べ
て
少
な
す
ぎ
る
。

第
二
・
四
句
の
例
を
み
る
と
、
九
例
と
も
「
も

の
思
ふ
こ
と
は
」
の
よ
う
に
二
・
三
・
三
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
二
・
三
の
玉
音
は
単
独
母
音
の
融
合
に
よ
っ
て
四
音
ぶ
ん
に
締
約
さ
れ
る



か
ら
、
結
局
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

も
の
⑧
も
ふ
一
こ
と
は

と
い
う
ふ
う
に
四
三
調
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
結
句
の
3
音
め
の
「
ゼ
ロ
」
は
こ
の
四
三
調
を
忌
避
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

〈
字
余
り
〉
結
句
の
4
音
め
に
「
1
」
と
あ
る
の
は
、
「
お
も
ひ
い
で
に
し
て
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

お
も
ひ
⑬
で
一
に
・
し
て

と
分
節
さ
れ
よ
う
。
音
律
上
の
最
大
の
切
れ
目
は
6
音
め
の
あ
と
に
く
る
の
で
、
調
子
と
し
て
は
こ
の
句
は
五
二
調
と
な
る
。

〈
字
余
り
〉
結
句
の
5
・
6
音
め
の
例
は
、

い
ず
れ
も
、

は
る
に
一
ぞ
⑧
ら
ま
し
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き
え
ね
一
と
ぞ
⑧
も
ふ

と
い
う
ふ
う
に
分
節
さ
れ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
結
句
に
顕
著
な
三
四
調
を
な
す
。

玉
音
句
の
4
音
め
は
、

七
音
句
と
逆
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

玉
音
句
で
は
七
音
句
の
よ
う
に
4
音
め
の
直
前
に
境
界

が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
〈
非
字
余
り
〉
の
初
句
と
第
三
句
に
ひ
と
つ
ず
つ
あ
る
4
音
め
の
例
は
、
「
月

は
入
り
」
（
初
句
）
「
鐘
の
音
」
（
三
句
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
や
は
り
、

っ
き
は
一
一
川
一
り

か
ね
の
一
一
同
一
と

と
分
節
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
例
は
、

五
音
句
で
も
4
音
め
の
直
前
に
境
界
が
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
右
の
よ
う
な
か

た
ち
の
例
が
す
く
な
い
の
は
、
母
音
で
は
じ
ま
る
二
音
節
の
語
で
句
を
終
え
る
こ
と
じ
た
い
が
稀
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。



で
は
、

4
音
め
に
き
て
〈
字
余
り
〉
を
生
じ
る
単
独
母
音
が
多
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
に
は
、

語
葉
の
あ
り
ょ
う
か
ら
い
っ

て
、
単
独
母
音
を
ふ
く
む
句
の
構
成
が
三
・
三
に
な
り
や
す
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

い
ま
ひ
と
つ
に
は
、

玉
音
句
の
規
定
音
数
の

す
く
な
さ
が
原
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
七
音
句
は
た
い
て
い
四
音
と
三
音
の
ふ
た
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
重

み
を
も
っ
。

し
か
し
絶
対
量
の
少
な
い
玉
音
句
は
、

玉
音
全
部
で
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
な
す
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か（
5
2

音
で
一
グ
ル
ー
プ
を
な
す
と
い
う
意
識
よ
り
も
、

ま
ず
玉
音
で
一
グ
ル
ー
プ
を
な
す
と
い
う
意
識
の
ほ
う
が
優
先
的
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
玉
音
句
の
字
余
り
句
は
一
律
に
四
一
調
に
な
る
。
だ
か
ら
三
音
の
音
群
の
あ
と
で
も
、
字
余
り
で
あ
れ
ば
比
較
的
ス

ム
l
ス
に
母
音
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ゆ
き
の
い
ろ
を
1
1＋
ゆ
き
の
⑪
ろ
一
を

〈
非
字
余
り
〉
の
3
音
め
は
、

五
音
匂
で
も
七
音
句
で
も
、

あ
る
で
い
ど
の
数
値
を
ほ
ぼ
一
様
に
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、

3
音
め
の
直
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前
に
も
一
定
の
境
界
が
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。

い
ろ
一
一
川
一
ろ
に

（
初
句
）

か
き
一
回
一
つ
め
た
る

（
二
句
）

は
ね
一
一
同
一
と
は

（
三
句
）

い
よ
一
一
川
一
よ
わ
れ
を

（
四
句
）

あ
り
一
一
凶
け
の
つ
き

（
結
句
）

さ
ら
に
、
〈
非
字
余
り
〉
七
音
句
の
6
音
め
は
、

玉
音
句
の
4
音
め
と
同
様
の
事
情
で
例
数
こ
そ
少
な
い
が
、

や
は
り
一
定
の
境
界
の
存

在
を
示
唆
し
て
い
る
。



あ
ち
か
た
の
一
一
間
一
み

（
二
句
）

い
づ
く
よ
り
一
国
く

（
四
匂
）

あ
を
や
ぎ
の
一
一
川
一
と

（
結
句
）

以
上
を
総
合
し
て
み
よ
う
。
玉
音
句
で
は
ふ
た
つ
の
境
界
が
つ
く
ら
れ
る
。

そ
の
パ
タ
ー
ン
は
つ
ぎ
の
二
通
り
。

0

0
一O
O
一O

0

0
一
O
一
0

0

七
音
句
で
は
三
つ
の
境
界
が
つ
く
ら
れ
る
。

そ
の
パ
タ
ー
ン
は
つ
ぎ
の
三
通
り
。

0

0
一
O

O
一
0

0
一
O

0

0
一
O

O
一
O
一
0

0
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0

0
一
O
一
O

O
一
0

0

こ
う
し
た
分
社
即
の
あ
り
か
た
は
、

ま
さ
し
く
、
二
音
を
一
拍
と
し
音
群
の
初
頭
に
拍
の
は
じ
め
を
合
わ
せ
て
ゆ
く
律
読
法
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
律
読
法
に
よ
れ
ば
、

音
律
の
パ
タ
ー
ン
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
玉
通
り
に
な
る
。

「
｜
」
は
延
音
。
二
音
単
位
の
ま
と
ま
り
よ
り

四
音
単
位
の
ま
と
ま
り
の
ほ
う
が
構
造
的
に
優
位
で
あ
る
（
文
献
⑨
参
照
）
の
で
、

四
音
め
の
あ
と
の
境
界
に
は
二
重
線
を
引
い
た
。

0

0
一O
O
二

O

l
－
－
－

0 

0 

0 

0 
0 

0

0
一O
O
ニ

O

O
一O
l

（
四
三
調
）

0

0
一
O
！＝
0

0
一0

0

（
三
四
調
）



0

0
一0
0
＝
0

1
一0
0

（
五
二
調
）

本
節
で
お
こ
な
っ
た
検
討
は
、
さ
き
の
拙
論
「
王
朝
和
歌
の
律
読
法
」
で
提
示
し
た
分
節
の
方
式
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

h
q
ノ。前

節
で
検
討
し
た
音
律
の
パ
タ
ー
ン
は
、
実
際
の
読
唱
の
あ
り
か
た
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
、

い
わ
ば
律
読
の
深
層
構
造
で
あ
っ
て
、
実
際
の
読
唱
は
こ
れ
に
も
と
づ
き
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ

る。
無
理
を
承
知
で
、
実
際
の
読
唱
の
標
準
的
な
か
た
ち
を
復
原
し
て
み
よ
う
。

い
に
l
し
へ
｜
の

な
ら
i
の
｜
｜
み
や
！
こ

や
へ
！
ざ
く
l
ら

け
ふ
｜
こ
こ
l
の
へ

に
ほ
｜
ひ

ぬ
る
ー
か
な

各
句
と
も
、

そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
息
に
続
け
て
読
み
あ
げ
ら
れ
、
句
末
の
長
い
引
き
の
ぱ
し
の
あ
と
に
息
を
つ
い
て
次
の
句
に
入
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
読
唱
の
し
か
た
が
、
九
世
紀
以
降
、
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
思
う
。
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「
六
百
番
歌
合
」
は
鎌
倉
時
代
初
頭
。
冒
頭
三
百
首
に
お
け
る
句
中
の
単
独
母
音
の
分
布
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

く非字余り〉

者（君！言（局 1~ ／ 
1 1 2 

9 5 2 4 5 3 

28 15 11 5 4 

20 18 5 

1 6 

く字余り〉

習｜思 1~1 ら｜君／ 
2 

1 3 

3 1 13 4 

4 5 

2 6 

前
節
一
で
み
た

『
詞
華
集
』

に
お
け
る
分
布
と
比
較
し
て
み
て
顕
著
な
の
は
、

〈
字
余
り
〉
に
か
か
わ
る
比
率
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
字
余
り
に
な
る
比
率
が
減
少
し
た
の
は
、
発
音
の
問
題
と
も
関
連
し
よ
う
が
、

そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
読
唱
の
メ
リ
ハ
リ
に
よ
る
も
の
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
音
ず
つ
の
単
位
が
、

ま
た
そ
の
一
音
一
音
が
、

よ
り
明
確
に
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

九
世
紀
末
ご
ろ
に
成
立
し
た
『
新
撰
万
葉
集
』
を
み
る
。
当
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
歌
合
を
資
料
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
。
歌
数
二
七
八
首
。

〈
非
字
余
り
〉
〈
字
余
り
〉
と
も
、

分
布
は
『
詞
華
集
』
と
近
似
し
て
い
る
。

唯
一
目
立
つ
の
は
、
〈
非
字
余
り
〉
玉
音
句
の
絶
対
数
が
僅
少

と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
玉
音
句
は
、
中
途
に
長
い
延
音
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
な
く
、
比
較
的
平
淡
に
読
み
く
だ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



／／一

3
7
7
一6

〉一ゅード庁

T
ド
ト
｜

釦

y
i
ρ

円
一
川
町
一
l

竺－

UEω
一土

結
句
一

2

五

十

一

1

く字余り〉

日
［
山
K
E
？

初

旬

一

一

口

一

一

一

二
句
一

2

一

一

3

一
3

一

四
句
一

3

一
1

一

一

1

一
1

結

句

一

一

一

7

一
2
一

く字余り〉

雪［思i~1~1 君 ／ 
4 3 

16 2 14 4 

17 5 

5 4 3 1 
6 

I I 3 i 
7 

4
・

八
世
紀
中
ご
ろ
に
さ
か
の
ぼ
る
。
『
万
葉
集
』
巻
十
八
お
よ
び
二
十
に
収
め
ら
れ
た
短
歌
コ
二
五
首
を
対
象
と
す
る
。

一
見
し
て
、

結
句
の
分
布
が
顕
著
に
異
質
に
な
っ
て
い
る
の
が
み
え
る
。
〈
非
字
余
り
〉
で
は
単
独
母
音
が
ま
っ
た
く
姿
を
消
し
て
し
ま



っ
て
い
る
。

〈
字
余
り
〉
で
は
、

可
新
撰
万
葉
集
』
以
降
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
4
音
め
に
も
、

多
く
が
集
ま
っ
て
い
る
。

万
葉
時
代
に

は
、
結
句
は
他
の
七
音
句
と
ち
が
っ
て
、
中
途
で
音
を
の
ば
し
た
り
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た
り
せ
ず
、
早
口
で
平
淡
に
続
け
て
読
唱
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

結
旬
以
外
の
〈
非
字
余
り
〉
の
分
布
は
『
新
撰
万
葉
集
』
と
近
似
し
て
い
る
。

〈
字
余
り
〉
結
句
の
分
布
は
、

字
余
り
を
妨
げ
る
要
素
の

な
い
ば
あ
い
の
七
音
句
の
分
布
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
す
る
と
〈
字
余
り
〉
第
二
・
四
句
の
4
・
5
音
め
は
や
は
り

す
く
な
い
。
第
二
・
四
句
は
基
本
的
に
は
平
安
時
代
以
降
と
同
様
の
読
ま
れ
か
た
を
し
て
い
た
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
（
6

）

O

玉
音
句
は
『
新
撰
万
葉
集
』
よ
り
も
い
っ
そ
う
〈
字
余
り
〉
に
偏
向
し
て
い
る
。
玉
音
句
は
結
句
と
同
様
、
句
末
ま
で
一
挙
に
早
口
で
読

み
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

玉
音
め
に
一
種
の
更
新
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、

玉
音
句
は
一
律
に
四
一
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調
で
あ
っ
た
と
い
う
ζ

と
に
な
る
。

こ
こ
で
も
無
理
を
承
知
で
、
万
葉
時
代
の
読
唱
を
復
原
し
て
み
る
。

あ
た
ら
し

と
し

i
の
ー
ー
ー
は
じ
！
め
の

は
つ
は
る

け
ふ

l
ふ
る
｜
ゆ
き
｜

い
や
し
け
よ
ご

い
や
し
け
よ
ご

結
句
を
反
復
し
た
の
は
、
結
び
の
句
に
備
わ
る
べ
き
終
止
性
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
別
稿
に
論
述



し
た
い
。
）

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
て
み
る
と
、

玉
音
句
の
読
み
か
た
は
古
い
時
代
ほ
ど
ス
ト
レ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
・
四
句
の

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
読
み
に
あ
ま
り
変
化
の
な
い
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

一
首
全
体
の
律
調
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
は
ず
だ
と
思

わ
れ
る
。

ス
ト
レ
ー
ト
に
読
ま
れ
る
玉
音
匂
は
、

そ
れ
じ
た
い
と
し
て
の
安
定
性
に
と
ぼ
し
く
、
勢
い
あ
ま
っ
て
次
の
匂
に
か
か
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ

を
受
け
る
七
音
句
は
安
定
性
に
富
み
、

玉
音
句
の
勢
い
を
収
拾
し
て
い
っ
た
ん
落
着
す
る
。

五
・
七
で
ひ
と
区
切
り
と
い
う
か
た
ち
に
な

る
。
そ
れ
を
反
復
し
て
七
・
七
で
終
止
す
る
。
か
く
て
五
・
七
／
五
・
七
／
七
・
七
と
い
う
の
が
万
葉
時
代
の
調
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

五
音
句
の
読
唱
に
音
の
引
き
の
ば
し
や
メ
リ
ハ
リ
が
加
味
さ
れ
て
く
る
と
、

玉
音
句
も
そ
れ
な
り
に
安
定
性
を
も
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
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と
、
玉
音
句
末
の
延
音
が
長
い
ぶ
ん
だ
け
、

七
ー
五
の
関
係
よ
り
も
五
l
七
の
関
係
の
ほ
う
が
疎
縁
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
一
首
の
調
子

は
お
の
ず
か
ら
五
／
七
・
五
／
七
・
七
と
い
う
か
た
ち
に
な
る
。
平
安
時
代
を
通
じ
て
こ
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

（
当
然
な
が
ら
長
歌
の
律
調
も
こ
れ
に
呼
応
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
）

『
詞
華
集
』
を
中
心
に
、
短
歌
の
読
み
か
た
の
模
様
を
な
が
め
わ
た
し
て
き
た
。
お
お
む
ね
、
『
万
葉
集
』
と
『
新
撰
万
葉
集
』
の
あ
い
だ

に
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
『
新
撰
万
葉
集
』
以
降
は
漸
次
的
な
変
化
の
み
が
進
行
し
て
い
っ
た
、

と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
万
葉
集
』
と
『
新
撰
万
葉
集
』
の
あ
い
だ
と
い
え
ば
、

い
わ
ゆ
る
国
風
暗
黒
の
時
代
で
あ
る
。

む
ろ
ん
国
風
暗
黒
時
代
に
も
、

和
歌
は

い
わ
ば
底
流
と
し
て
持
続
的
に
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
和
歌
の
担
い
手
や
場
の
移
り
か
わ
り
が
読
唱
の
変
化
を
も



た
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

「
色
好
み
の
家
に
埋
れ
木
の
人
知
れ
ぬ
事
と
な
り
て
、

ま
め
な
る
所
に
は
、

花
す
す
き
ほ
に
い
だ
す
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
な
り
に
た
り
」

（
「
古
今
集
仮
名
序
」
）
。

こ
の
記
述
を
う
の
み
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
暗
黒
時
代
、
和
歌
は
主
と
し
て
私
的
な
場
に
お
い
て
詠
ま
れ
享
受

さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
主
体
は
女
た
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

ひ
ら
が
な
が
普
及
し
て
か
ら
は
、
和
歌
も
女
手
で
書
か
れ
て
受
け
渡

さ
れ
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
短
歌
形
式
は
、
こ
う
し
て
新
た
な
場
で
新
た
な
流
行
現
象
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

西
村
亨
氏
は
、

五
・
七
・
玉
・
七
・
七
や
七
五
調
が
日
本
人
の
内
在
的
な
リ
ズ
ム
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
歌
謡
と
し
て
の
和
歌
の
一
体

が
非
常
な
力
を
も
っ
て
流
行
し
て
、

日
本
人
の
音
律
を
潜
在
的
に
そ
の
ほ
う
へ
と
導
い
て
い
っ
た
」

そ
の
結
果
で
あ
る
、

と
指
摘
し
て
い

る。

す
な
わ
ち
、

「
記
紀
歌
謡
に
見
ら
れ
る
雑
多
な
歌
謡
の
さ
ま
ざ
ま
な
詩
形
の
中
か
ら
長
歌
と
そ
の
歌
い
お
さ
め
で
あ
る
短
歌
と
が
有
力

に
な
り
、

そ
の
リ
ズ
ム
に
な
じ
み
馴
れ
た
こ
と
が
こ
れ
ら
を
ほ
と
ん
ど
日
本
人
固
有
と
ま
で
思
わ
れ
る
内
在
律
に
養
い
育
て
る
根
本
の
原
因

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
（
文
献
⑪
）
。

そ
も
そ
も
音
律
は
特
定
の
読
唱
法
を
は
な
れ
で
は
存
在
し
え
な
い
。

そ
し
て
読
唱
法
は
一
種
の
流
行
現
象
で
あ
る
。
あ
る
音
律
が
ひ
と
び

と
の
内
在
律
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
音
律
を
も
た
ら
す
読
唱
法
が
広
く
流
行
し
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

本
稿
の
論
述
に
そ
っ
て
い
え
ば
、

短
歌
の
流
行
は
二
つ
の
段
階
を
踏
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
一
段
階
は
い
わ
ば
宮
廷
主
導
型

で
、
そ
の
読
唱
法
は
五
七
調
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
段
階
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
民
間
主
導
型
で
、

七
五
調
を
指
向
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
短
歌
の
音
律
は
、
こ
の
第
二
段
階
を
経
て
は
じ
め
て
本
格
的
に
ひ
と
び
と
の
内
在
律
と
し
て
定
着
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。

以
上
、
本
筋
の
展
開
を
重
ん
じ
て
、

あ
ま
り
細
か
な
点
に
は
立
ち
入
ら
な
い
で
済
ま
せ
て
き
た
。
最
後
に
、
や
や
細
か
な
点
に
つ
い
て
若



干
の
補
足
を
し
て
お
き
た
い
。

一
句
四
拍
と
い
う
ば
あ
い
、
分
節
の
原
則
は
コ
一
音
・
四
音
の
単
位
を
枠
と
し
て
分
割
す
る
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば

『
詞
華
集
』
の
「
さ
ざ
な
み
ょ
す
る
」
（
第
四
句
）
は
、
「
さ
ざ
な
み
／
ょ
す
る
・
L

と
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
四
拍
に
す
れ
ば
、

さ
ざ
一
な
み
一
よ
す
一
る
｜

と
な
る
。
「
み
山
辺
の
里
」
（
結
句
）
は
、
「
み
や
ま
ベ
／
の
・
／
さ
と
」
と
分
け
ら
れ
る
。
四
拍
に
す
れ
ば
、

み
や
一
ま
べ
一
の
！
一
さ
と

と
な
る
。

字
余
り
句
の
読
み
か
た
も
こ
の
原
則
に
よ
る
。
「
こ
ぎ
い
で
て
見
れ
ば
」
（
第
四
句
）
は
、
「
こ
ぎ
い
で
／
て
・
／
み
れ
ば
・
L

と
分
か
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
規
定
を
超
過
し
て
し
ま
う
。
「
み
れ
ば
・
」
の
ほ
う
は
確
実
に
半
句
（
ニ
拍
）
と
る
か
ら
、
「
こ
ぎ
い
で
／
て
・
」
の
ほ
う

を
半
句
に
縮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
ぎ
い
で
て
」
。
四
拍
に
す
れ
ば
、

こ
ぎ
ぃ
一
で
て
一
み
れ
一
ば
｜

と
な
る
。

か

な

し

く

あ

り

け

む

司
万
葉
集
』
に
は
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
例
も
み
ら
れ
る
。
「
可
奈
之
久
安
里
家
牟
」
（
第
四
句
）
な
ら
、

「
く
あ
り
」
を
一
拍
の
枠
に
入

れ
て
、

と
分
節
し
て
問
題
な
い
。

か
な
一
し
l

一
く
あ
り
一
け
む

こ

ひ

つ

つ

あ

ら

ず

は

し
か
し
「
古
非
都
々
安
良
受
波
」
（
第
二
句
）
は
ど
う
分
節
す
る
か
。
「
つ
つ
」
の
発
音
の
し
か
た
い
か
ん
で
は
、

て

ら

さ

ひ

あ

る

け

ど

「
天
良
佐
比
安
流
気
騰
」
（
第
四
句
）
の
よ
う
な
例
も
あ

と
い
う
分
節
の
可
能
性
も
あ
る
。

し
か
し
ま
た

「
こ
ひ
一
つ

l
一
つ
あ
ら
一
ず
は
」



り
（
そ
の
同
じ
歌
の
第
二
句
に
は
「
臆
稗
都
々
気
奈
我
良
L

と
い
う
例
も
み
ら
れ
る
）
、

『
万
葉
集
』

に
つ
い
て
は
個
々
に
解
決
す
べ
き
い
く

ペ〉

よ1、か
；五の
：：問
官事
息長
ばき
L /1 u 

て
し、

る

の
よ
う
に
一
音
語
の
あ
と
の
単
独
母
音
は
ま
ず
字
余
り
を
生
じ
な
い
。

一
音
語
は
尾
母
音
を
や
や
延
ば

こ
れ
は
、

し
て
発
音
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
二
音
め
を
延
ば
す
か
わ
り
に
一
音
め
を
延
ば
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、

」
れ
ら
の
語
が
一
音
だ
け
で
意
味
の
基
幹
を
な
す
か
ら
で
あ
ろ

「
憂
し
」
や
助
詞
の
「
い
L

は
つ
ね
に
字
余
り
を
生
じ
な
い
。

う
。
締
約
す
れ
ば
当
の
語
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

〔注〕

（

1
）
 

寺
柚
雅
人
氏
は
、
拙
論
（
文
献
①
）
を
批
判
し
つ
つ
、
か
ね
て
よ
り
氏
の
主
張
す
る
分
節
方
式
の
正
当
性
を
説
い
て
い
る
（
文
献
③
）
。
氏
の
主
張

す
る
分
節
方
式
（
筆
者
が
現
代
式
律
読
法
と
み
な
し
て
い
る
も
の
）
に
よ
れ
ば
、
例
外
が
四
つ
生
じ
る
。
説
明
困
難
な
例
外
で
あ
る
。
氏
は
例
外

の
数
の
す
く
な
さ
を
強
調
す
る
が
、
筆
者
に
は
む
し
ろ
こ
の
数
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

拙
論
（
文
献
①
）
に
た
い
し
て
毛
利
正
守
氏
よ
り
懇
切
な
御
批
判
を
頂
戴
し
た
（
文
献
④
⑤
）
。
御
批
判
に
逐
一
応
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
よ
り
も
御
批
判
に
よ
る
反
省
の
う
え
に
立
っ
て
拙
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
の
ほ
う
が
生
産
的
で
あ
る
と
考
え
た
し
だ
い
で
あ

る。こ
の
種
の
研
究
の
先
例
と
し
て
、
渡
辺
修
・
寒
河
実
両
氏
の
も
の
（
文
献
⑥
）
、
村
山
昌
俊
氏
の
も
の
（
文
献
⑦
）
、
佐
藤
栄
作
氏
の
も
の
（
文
献
⑧
）

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

集
中
下
回
三
調
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
結
句
は
「
夜
の
更
け
ゆ
く
に
」
「
つ
け
て
し
も
の
を
」
「
聞
か
ま
し
も
の
を
」
の
三
例
の
み
で
あ
る
。
「
も

の
を
」
の
よ
う
な
中
止
法
的
詠
嘆
表
現
で
四
三
調
に
な
る
の
は
や
む
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
献
①
参
照
。

現
代
で
も
、
三
音
・
四
音
・
玉
音
を
同
格
の
単
位
と
し
て
寸
お
ど
ろ
き
、
も
も
の
き
、
さ
ん
し
ょ
の
き
」
「
み
か
ん
、
き
ん
か
ん
、
さ
け
の
か

ん
し
と
脚
韻
を
踏
む
。

2 3 
（

4
）
 

5 



（

6
）
 

佐
藤
栄
作
氏
は
、
『
万
葉
集
』
の
第
二
・
四
句
は
寸
3
音
（
韻
律
、
以
下
同
じ
）
と
4
音
、
あ
る
い
は
4
音
と
3
音
に
、
さ
ら
に
二
分
さ
れ
る
構
造

で
あ
っ
た
し
と
仮
説
し
て
い
る
（
文
献
⑧
）
。
こ
れ
は
、
万
葉
時
代
に
第
二
・
四
句
が
つ
ね
に
一
定
の
構
造
に
分
節
さ
れ
る
こ
と
を
、
具
体
的
な

論
拠
に
も
と
，
つ
い
て
指
摘
し
た
、
先
駆
的
な
卓
見
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
説
も
毛
利
正
守
氏
（
文
献
⑩
）
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
が
、
基

本
的
な
点
で
は
申
し
分
の
な
い
す
ぐ
れ
た
立
論
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

〔
参
考
文
献
〕

①
坂
野
信
彦
「
王
朝
和
歌
の
律
読
法
l
l
単
独
母
音
を
手
が
か
り
に
｜
｜
」
（
岩
波
書
店
『
文
学
』
臼
巻
6
号
、
昭

ω
・
6
）。

②
土
居
光
知
『
文
学
序
説
』
（
大
口
）
。

③
寺
柏
雅
人
「
平
安
朝
和
歌
の
リ
ズ
ム
1
l
i
単
独
母
音
を
含
む
非
字
余
り
句
か
ら
の
考
察
｜
｜
」
（
『
尾
道
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
括
集
2
号、

ω）。
毛
利
正
守
「
音
群
に
基
づ
く
平
安
朝
和
歌
の
唱
詠
｜
｜
『
詞
華
和
歌
集
』
の
単
独
母
音
を
手
が
か
り
に
｜
｜
｜
」
（
『
文
学
』
日
巻
2
号
、
昭

ω
・
2
）。

毛
利
正
守
「
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
リ
ズ
ム
論

i
l詞
華
和
歌
集
を
中
心
に
｜
｜
L

（
大
阪
市
立
大
学
文
学
史
研
究
会
『
文
学
史
研
究
』
お
号
、
昭

ω
・ロ）。

渡
辺
修
・
寒
河
江
実
寸
古
今
集
の

H

字
余
り
と
（
『
計
量
国
語
学
』
日
号
、
昭
M
U

・ロ）。

村
山
昌
俊
「
短
歌
字
余
り
と
音
余
り
ー
ー
そ
の
類
型
に
つ
い
て
｜
｜
L
q国
学
院
雑
誌
』
別
巻
3
号
、
昭
引
け
・
3
）
。

佐
藤
栄
作
「
万
葉
集
の
字
余
り
、
非
字
余
り
｜
｜
形
式
面
、
リ
ズ
ム
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
ー
し
（
『
国
語
学
』
間
集
、
昭
見
・
ロ
）
。

坂
野
信
彦
寸
日
本
律
文
の
一
般
原
理
」
（
日
本
文
芸
研
究
会
『
文
芸
研
究
』
位
集
、
昭
日
・

6
）。

毛
利
正
守
寸
万
葉
集
の
リ
ズ
ム
に
関
す
る
基
礎
論
｜
｜
合
わ
せ
て
佐
藤
氏
の
御
論
に
答
え
る

i
l
L
（
国
語
学
』
間
集
、
昭
mm
・
9
）。

西
村
亨
「
七
五
調
の
根
源
」
（
苛
金
田
一
春
彦
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
・
第
三
巻
・
文
学
芸
能
編
』
昭
mw
）。

な
お
、
本
文
中
の
分
布
表
作
成
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
『
詞
華
和
歌
集
』
（
岩
波
文
庫
）
、

観
』
）
、
『
新
撰
万
葉
集
』
（
『
新
編
国
歌
大
観
』
）
、
『
万
葉
集
』
（
桜
楓
社
版
）
。
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