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万
葉
羈
旅
歌
論

 

「
罵
旅
」

と

い
う
語
は
、
同
義

の
漢
字
を
連
ね
て

「
た
び
」

の
意
を
表

わ
し

た
熟
語
で
あ
る
Q

こ
の
熟
語
は
、
記
紀

に
は
使
用
例
が
な
く
、
古
代

の
文

献
で

は
殆
ど

『
万
葉
集
』

の
題
詞

に
だ
け
見
出
さ
れ
る
Q
そ
れ

で

『
万
葉
集

』
の
旅

の
歌
を
、
今

日

一
般

に

「罵
旅
歌
」
と
称
し
て

い
る
。

 
と
り
あ
え
ず
、
そ

の

「羅
旅
」

の
用
例

の
点
検

か
ら
は
じ
め
て
み
よ
う
。

①
柿
本
朝
臣
人
麻

呂
罵
旅
歌

八
首

(
巻
三
 

二
四
九
～

二
五
六
題
)

②
高
市
連
黒
人
羅

旅
歌

八
首

(巻
三
 

二
七
〇

～
二
七
七
題
)

③
罵
旅
歌

一
首
井

短
歌

(巻
三
 

三
八
八
～
三
八
九
題
)

④
…
…
罵

二旅
邊
城
一懐

二古
曹

一而
傷
レ志

…
…

(巻
五
 
八
六
四
～

八

六

七
の

 
序
を
な
す
書
簡
中
)

⑤
羅
旅
作

(
巻
七
 

一
一
六

一
～

一
二
五
〇

題
)

⑥
羅
旅
歌

(
巻
七
 

一
四

一
七
題
)

⑦
羅
旅
襲

レ思

(
巻
十
二
 

三

一
二
七
～
三

一
七
九
題
)

⑧
天
平
二
年
庚
午
冬
十

一
月
大
宰
帥
大
伴
卿
被

レ任

二大
納
言

一上
京

之

時
、
係

梶

裕

史

従
等
別
取
二
海
路

'
入
レ
京
。
於
レ
是
悲
二
傷
羅
旅
噴
各
陳

二所
心

一作
歌
十
首

(巻

十
七
 

三
八
九
〇
～
三
八
九
九
題
)

 
以
上
の
八
例
が
そ

の
す

ぺ
て
で
あ

る
。

こ
の
う
ち

「羅
旅
」

の
語
が
純
粋

に

歌

の
標
題

た
り
得
て

い
る

の
は
、
①
②
③
⑤
⑥
と

い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
(
⑦
を

除

い
た
の
は
、
発
レ
思

の
二
字

に
題

の
眼
目
が
あ
る
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
)

 
こ
う
見
渡

し
て
み
る
と
、
直

ち
に
気
付

か
れ
る

こ

と

が

あ

る
。
そ
れ
は
、

『
万
葉
集
』
中

に
旅

の
歌

は
非
常

に
数
多

い
の
に
対

し
て
、
「
羅
旅

歌

(作
)
」

と

い
う
題

の
も
と

に
集

め
ら
れ

た
歌

の
数
は
、
意
外

な
ほ
ど
少
な

い
と

い
う
こ

と
だ
。
標
題

と
し
て
、
「
相
聞
」
「
挽
歌
」

の
よ
う
に
大
き
な
部
立
名

に
使

用
さ

れ
た
例
が
見
当
ら
な

い
。

い
ず
れ
も
、
小
さ
な
分
題
標
目

に

と

ど

ま

っ
て

い

る
。
⑤

な
ど

は
九
十
首
を
抱

え
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
巻
七

の

な

か

で

は
、

「雑
歌
」

と
い
う
大
部

立
に
所
属
す
る

一
小
題

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

 
と
な
る
と
、
「
羅
旅
歌
」

と
い
う
成
語
を
想
定

し
て
み
た
時
、
そ

れ

は
、
旅

の
歌
す

な
わ

ち

「
羅
旅
歌
」

と
置
き

か
え
ら
れ
る
よ
う
な
通
用
性

は
有

し
て
い

な
か

っ
た
、
と
予
想

さ
れ

る
。
ど

ん
な
旅

の
歌
で
も
広
く

「
罵

旅

歌
」

と

考

え
、

た
ま
た
ま
題

詞
に
は
わ
ず

か
な
使
用
例
し
か
残

さ
な
か

っ
た
、

と

い
う

こ

一1一



と
で
は
な

い
よ
う

に
思
え
る
。

 

で
は
、
ど
の
よ
う
な
旅

の
歌

に

「
羅
旅
歌
」

の
題

が
与
え
ら
れ
た

の
か
。
編

者

の
命
名
意
識

を
探

っ
て
み
た

い
と
思
う
Q

 

さ
し
あ
た
り
⑤

よ
り
、
「
羅
旅
」

の
語

に
持
た
れ
て

い
た
概
念

を
知
る

手

が

か
り
が
得
ら
れ

る
。
と

い
う

の
は
、
⑤

の
前

に
も
旅

中
作

と
み
え

る
歌
が
な
ら

ぶ
の
で
あ
る
が
、
編
者
は
題

を

「
羅
旅
作
」
と
は
せ
ず
、
「
芳
野
作
」
(
五
首
)

「山
背
作
」

(
五
首
)
「摂

津
作
」

(
二
十

一
首
)
と
し
て

い

る
。

一
方
⑤

の
九

十
首
中
、
地
名
を
保
有
す

る
歌
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

の
詠
地
を
推
測
す

る
と
、
多
く

畿
外

に
出
る
こ
と
が
判
明
す

る
。
す
な
わ
ち
、

1

畿
外

へ
の
旅
を

「羅
旅
」
と
考
え
て

い
た
。

と
察

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
他

の
七
例
の
地
名
保
有
歌

に
つ
い
て
調

査

し
て
も
、
ほ
ぼ
同
様

の
結
果
が
得
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ま
ず
は
有
力
な

め
や
す

の

一
つ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

 
今
は
主

に
題
詞

の
比
較

に
よ

っ
て
、

考
え

て
み
る
。

こ
の
外

に
も
補
足

で
き
そ
う
な
事
柄

を

○
行
幸
従
駕

の
よ
う
に
旅

の
事
情
が
明
ら
か
な
場
合
、
歌

の
題
詞

は

「
…
…
天

 
皇
幸
三
地
名

一一時
、
一作
者
[作
歌
」
の
よ
う

な
形
を
と

っ
て

い
る
。
最
初

に

「
[

 
ロ

へ
行

っ
た
時
」
と
明
記
す
る
た
め
、
重
ね
て
旅
と
言
う
必
要
も
な

い
と

い

 

う
わ
け
か
、
そ

こ
に

「鵬
旅
」

の
語
が
は

い

っ
た
形

は
見
当
ら

な
い
。
た
と

 

え
ば
①
は
、
多
く
が
瀬
戸
内
海

の
船
旅

か
ら
生
ま
れ
た
と
思

わ
れ
る
歌

々
で

 

あ
る
。
と

こ
ろ
が
同
じ
巻
三
に
、
同
様

の
旅

の
歌
が
別

に
二
首
あ
り

(
三
〇

 

三

・
三
〇
四
)
、

こ
ち
ら
は

「柿
本
朝
臣
人
麻
呂
下
二
筑
紫

國

一時
海
路

作

歌

 

二
首
」

と
題
さ
れ
て
い
る
。
行
幸
従
駕
歌
で
は
な

い
が
、
旅

の
事
情
が
判
明

 
し
て

い
る
か
ら

こ
の
よ
う
な
題
詞
が
付

い
て

い
る
。

こ
れ
に
対

し
て
①
は
、

 
制
作
事
情
が
忘
れ
ら
れ
た
歌

々
だ

っ
た
と
考
え
て
よ

い
。

○
歌

の
内
容
に
少

し
立
ち
入

っ
て
み
る
と
、
旅

の
歌
で
あ

っ
て
も
、
「
家

な

る

 
妹
」

へ
の
思
慕

の
色
あ

い
が
濃

い
歌
は
、
相
聞

に
編
入
さ
れ

る

こ

と

が

多

 

い
。
ま
た
行
き
倒
れ

(
行
路
死
人
)

を
う
た

っ
た
歌
は
、
挽
歌

に
入
れ
ら
れ

 

て
い
る
。
た
と
え
ぽ
巻
十

二

(古
今
相
聞
往
来
歌
類
之
下
)

に
収

め
ら
れ

た

 
⑦
五
十
三
首

な
ど
は
、
前
者

の
好
例

と
い
え
る
。
「
羅
旅
畿

レ思
」

と
羅
旅

の

 
語
は
用

い
て
い
る
が
、
題

の
眼
目

は
、
先

に
述

べ
た
よ
う
に
獲
レ
思

の

二

字

 

に
あ
る
と
み
て
い
い
。
集
め
ら
れ
た
歌

の
性
格
を
考
慮
し
て
、
編
者

は
、
単

 

に

「
羅
旅
歌
」

と
題
す
る
場
合
と
は
異

な
る
分
類
意
識
を
標
榜

し
た
も

の
と

 
思
わ
れ
る
。

こ
の
外

、
同
じ
歌
人

の
旅

の
作
が
所
属
を
さ
ま
ざ
ま

に
し
た
例

 
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
典
型

も
あ

る
。

 
 

a
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
従
二
石
見

國
一別
レ
妻
上
来
時
歌

二
首
井
短
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻

二
 

一
三

一
～

一
三
三
題
)

 
 
b
讃
岐
狭
場
嶋
視
二
石
中

死
人
一柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌

一
首
井
短
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻

二
 

二
二
〇
～

二
二
二
題
)

 

a
は
相
聞
、

b
は
挽
歌

に
配
属
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
二
例
は
旅

の
事
情
が
明

 
記
さ
れ
て

い
る
が
、

一
方
そ
れ
が
判

ら
な
い

「
罵
旅
歌

(作
)
」

(①
②
③
⑤

 
⑥
)

の
所
属

を
み
る
と
、
⑥

(巻

七
挽
歌
)

を

の

ぞ

い

て

「雑
歌
」

で
あ

 
る
。
⑥
に
し
て
も
、
次

の
よ
う
な
歌
に
な

っ
て
い
る
Q

 
 
名
兜
の
海

の
朝

こ
ぎ
く
れ
ぽ
海
中

に
鹿
子
ぞ
鳴
く
な
る
あ
は
れ

そ
の
水
手

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
7

・
一
四

一
七
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1
)

 
挽
歌
ら
し
く
な

い
歌
で
あ
り
、

こ
れ
が
巻
末
歌

で
あ

る
こ
と
か

ら

判

断

し

 

て
、
⑤

の
追
補
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
「
羅
旅
歌
」
と

い
う
標
題

は
、

一2一



 

「
雑
歌
」
中

の
歌

に
付
与
さ
れ
る

の
が
原
則

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

○

「璽

罵
旅
歌
」

と
い
う
題
詞

の
形
は
、
①
②

の
外

に
見
当
ら

な

い
。
す

 

な
わ
ち
残

る
③
⑥

は
作
者
不
明

で
あ
り
、
⑤
、

あ
る
い
は
⑦

の
歌
群

ま
で
含

 

め
て
考
え

て
も
、
同
様

の
こ
と
が
確

認
さ
れ

る
。

(③

の
左
注
に
は
そ

の

こ

 

と
を
記
し
て

「右
歌
若
宮
年
魚
麻
呂
諦
レ
之
 
但
未
レ
審
二
作
者

こ

と
あ
る
。
)

 
す
る
と
作
者
不
明

と
い
う
点

に

一
つ
の
め
や
す
が
あ

っ
た
と
も
思

わ
れ
る
。

 
①
②

は
、
制
作
事
情
が
忘
れ
ら
れ
て
作
者

の
み
記
憶
さ
れ
て

い
た
ケ
ー
ス
と

 
思
わ
れ
る
が
、
類
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
題
は

い
ず
れ
も

コ
作
圭

作

歌

…

 
…
首
」

の
よ
う
な
単
純
な
形
を
と

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
整
理

し

て
考

え

る

 
と
、
「
羅
旅
歌
」

の
題
は
作
者
不
明
の
旅

の
歌

に
与
え
る

の
を
原
則

と

し
、

①
②

の
例
は
き
わ
め
て
特
殊

な
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
見

な
し
て
よ

い

で

あ

ろ

 
う
o

 
以
上
の
こ
と
に
前
述
1
を
加
え
る
と
、

ら
れ
る
。

1H皿

お
よ
そ
次

の
よ
う
な
め
や
す

が
立

て

畿
外

へ
の
旅
で
詠

ま
れ
た
歌

旅

の
事
情

・
作
者

と
も

に
忘
れ
ら
れ
た
歌

歌

の
内
容
が
相
聞

や
挽
歌

に
傾

か
ず
、
旅
中
作
ら
し

い
歌

 

た
だ
し
こ
の
三
点

は
、
異

な
る
巻

々
に
分
布
す

る

「
羅

旅

歌

(
作
)
」

の
用

語

を
、
す
べ
て
同
質

と
仮
定

し
た
う
え
で
導

か
れ
た
も

の
で
あ
る
Q
『
万
葉
集
』

の
各
巻
が
、
同

一
の
編
者

に
よ
り

一
度

に
成

立
し
た
は
ず
は
な

い
と
す

れ
ぽ
、

巻

三
の

「羅
旅
歌
」

三
例

(①
②
③
)
・
巻

七

の

「
羅

旅

作
」
(
⑤
)
・
「
羅
旅

歌
」
(
⑥
)
各

一
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
語

の
使

用
意
識

に
微
妙
な
相
違
が
あ

る

と

予
想

し
て
か
か
る

こ
と
も

必
要

で
あ

ろ
う
。

 

し
か
し

一
応
、
右

の
I
H
皿

の
す
べ
て
を
満

た
す

よ
う
な
歌
が
、
「
罵
旅
歌
」

と
題
さ
れ

る
資
格
を
持

っ
て

い
た
と
考
え

て
お
く
。

 
結
局
、
『
万
葉
集
』
の
旅

の
歌
全
般

を

「
羅
旅
歌
」

と
呼
ぶ

の
は

1

小
稿

で
も
そ

の
慣
例
に
従

う
が
ー

ま

っ
た
く
今
日

の
研
究
者

の
便

宜
で
あ
る
と
知

る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
ど

ん
な
旅

の
歌
で
も

「羅
旅
歌
」

で
通
用
し
た

の
な
ら
ぽ
、
旅

の
歌

は
ふ
ん
だ

ん
に
あ
る

の
だ
か
ら
、

た
と
え
ぽ
巻

名
あ
る

い

は
大
部
立

の
名

を

「
羅
旅
」
と

し
、
個

々
の
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
の
履
歴

を
示
す
題

詞
を
付
す
、
と
い

っ
た
体
裁
が
と
ら
れ
て
も
よ
か

っ
た
は
ず
で
あ

る
。

し
か
る

に
そ
う

い
う
形
跡
が
無

い
と

い
う

こ
と
は
、
「
羅
旅
歌
」
と
言

っ
た

場

合
、
編

者
は
或
る
傾
き
を
も

っ
た
旅

の
歌

の
姿

を
印
象

し
て
い
た
と
推
察

し
得

る
の
で

あ
る
Q

 
そ
の
偏
向
を
知
る
た
め

に
、
次

に
は
皿

の
傍
線
部

「旅
中
作
ら

し
い
歌
」

の

内
容

を
、
具
体
的

に
明
ら
め
て

い
こ
う
と
思
う
。

二

 

 
羅
旅
歌

の
特
色
を
抽
出
す

る
に
格
好
な
歌
群
と

い
え
ぽ
、
ま
ず

九
十
首

を
有

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2
)

す

る
⑤

(巻

七
羅
旅
作
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す

で

に
阿
蘇
瑞
枝

氏

・
蜂
矢
宣
朗

(3
)

氏
な
ど
が
、
こ
の
歌
群
を
資
料
と
し
て
様

々
な
分
析

を
行
わ
れ
て

い
る
が
、
小

稿
は
ま
た
別

の
角
度

か
ら
、

こ
の
歌
群

が
通
有
す

る
傾
向
を
探

っ
て
み
た
い
。

(
な
お
紙
数

の
関
係
上
、
九
十
首
す
べ
て

の
掲
載

は
省
略
さ
せ
て

い
た
だ
く
。
)

 
ま
ず
、
普
遍

の
傾
向
と

し
て
第

一
に
あ
げ

ら
れ
る
の
は
、
地
名

を
含
む

と
い

う

こ
と
で
あ

る
Q
該
当
歌
は
六
十
首

に
達
す

る
。
地
名
は

「固
有
名
詞
プ

ラ
ス

地
形
名
」

の
形

で
詠

み
込
ま
れ
て

い
る
場
合
が
多

い
。
円
方

の

湊

(
一

一
六

二
)
、
丹
生
の
川

(
一
一
七
三
)
、

鹿
島

の
崎

(
一
一
七
四
)
、

靱

の
浦
廻

(
一

一3一



一
八
二

・
=

八
三
)
、
名
子
江

の
浜
辺

(
一
一
九
〇
)
、
糸
鹿

の
山

(
一
一
二

二
)
、
黒
牛

の
海

(
一
二

一
八
)
な
ど

の
如
く

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
様

相

は

当
然

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

 
潮
早

み
磯
廻
に
居
れ
ば
潜
す
る
海
人
と
や
見

ら
む
旅
行
く
わ
れ
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
二
三
四
)

 
あ

し
ひ
き

の
山
行
き
暮

し
宿
借
ら
ぽ
妹

立
ち
待
ち
て
宿
貸

さ
む

か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=

一
四
二
)

の
よ
う

に
、
地
形
名
だ
け
あ

っ
て
固
有
名
詞

の
欠
落

し
た
歌

で
あ

っ
て
も
、
現

代
人

に
は
旅
の
歌
と
し
て
自
然

に
受
容

で
き
る
Q

と
こ
ろ
が

「
羅
旅
作
」
九
十

首
中

に
、
地
形
名
だ
け
と

い
う
歌

は
ご
く
少
な

い
。
と

い
う

こ
と
は
、
古
代

に

あ

っ
て
或

る
地
勢

(
風
物
)

は
、
そ

の
土
地
固
有

の
顔

と
し
て
、

つ
ね
に
地
名

を
と
も
な

っ
て
感
受
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
地
名

ぬ
き

で
或
る
土
地

を
う
た
う

こ
と

に
は
非
常
な
異
和
感
が
あ

っ
た

の
だ
、
と
こ
う
推
察
で
き

る
だ

ろ
う
。

 
し
か
も
地
名

に
は
、
し
ぼ

し
ぼ
枕
詞

・
序
歌
が

つ
き
ま
と

っ
て

い
る
。
な

か

に
は
、
或

る
地
名
が
別

の
地
名

の
冠
辞

の
役
割

を
果
た

し
て

い
る
と

い
う
ケ
ー

ス
も
見
受
け
ら
れ
る
。
「
紀

の
国

の
雑
賀

の
浦
」

(
=

九
四
)

「
若
狭

な
る
三

方

の
海
」
(
一
一
七
七
)
「
高
島

の
三
尾
の
勝
野

の
渚
」
(
一
一
七

一
)
な

ど

の

よ
う

に
、
そ

の
土
地
が
所
属
す
る
国
名
あ

る
い
は
近
隣

の
地
域
名
を
先

に
た
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※

て
、
周
到

に
う
た

い
込
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
が
九
首

に
み
ら
れ
る
。

 
ま
た
、
枕
詞

・
序
歌

を
と
も
な
う
場
合
も
含

め
て
、
地
名

か
ら
詠
み
お

こ
さ

れ
て

い
る
歌
が
三
十

五
首

に
及
ぶ
。

地
名

を
二
つ
以
上
含

む
歌
も
あ
り

(
※
の

場
合

を
の
ぞ
く
)
、
こ
れ
は
五
首
数
え
ら
れ

る
。

 
見
知
ら
ぬ
土
地
を
訪
れ
た
記
念

に
地
名
を
詠
み
込
む

こ
と
、

こ
れ
は
ご
く
自

然
な
発
想

の
よ
う
に
思

え
る
Q
そ
れ

に
し
て
も
、
三
十

一
音

と
限
ら
れ
た
音
節

の
な
か
に
地
名

を
二

つ
も
三

つ
も
入
れ

た
り
、
あ
る

い
は
こ
と
さ
ら

に
地
名

か

ら
発
唱
し
た
り
す
る
意
識
は
、

こ
と
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
は
や
現
代
人

の
詩
作

の
常
識

の
圏
外

に
あ
る

 
未
通
女
ら
が
織
る
機
の
上
を
真
櫛
も
ち
か
か
げ
【圓

疲

の
間
ゆ
見
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=

一三
三
)

こ
ん
な
歌
は
、
図
式
化
す
れ
ぽ

「劇
歌

爾

名
[が
波
間
に
見

え

る
」

と

い
う
だ

け

で
あ
る
。
内
容
は
無

に
近

い
。
ま
た
、

こ
の
歌
群

の
歌

で
は
な

い
が
、

 

わ
ぎ
も

こ
に
一猪
名
野
[は
見

せ

つ
一名
次
山
=角

の
松
原
一い
つ
か
示
さ
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
3

・
二
七
九

 
高
市
黒
人
)

 
固
圃

の
要
曇
【の
港
を
漕
ぎ
過
ぎ
て
[翻

=間
圃
今
か
漕
ぐ
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
9

・
一
七

三
四
)

こ
う
し
た
地
名
づ
く

し
の
よ
う
な
歌
が
、
古
代

で
は

一
人
前

の
短
歌
と
認
め
ら

れ
て

い
る
。
作
者

に
と

っ
て
も
編
者
に
と

っ
て
も
、
何
か
意
義

が
あ

っ
た
か
ら

こ
そ
こ
の
よ
う
な
歌

が
詠

ま
れ
、
『
万
葉
集
』

に
収

め
ら
れ
も
し
た

の
だ

と

考

え
る
ほ
か
な

い
。
歌
聖

・
人
麻
呂

に
し
て
か
ら
、
同
類

の
歌
を
制

作

し

て

い

る
。

 
玉
藻
刈
る

翻

圖

を
過
ぎ
て
夏
草

の
[野
島

の
崎
亘

船
近
づ
き

ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
3

・
二
五
〇

 
前
掲
①
中
)

枕
詞
プ

ラ
ス
「地
名

で
二
十
音
近
く
も
費

し
て
い
る
。

こ
の

一
首

、

枕

詞
の
生

か
し
方

に
人
麻
呂

ら
し
さ
を
認

め
、
そ
れ
な
り
の
詩
情
を
汲

み
と
る
向

き
も
あ

る
よ
う
だ
が
、
や
は

り
内
容

の
乏
し
さ
は
否
定

で
き
な

い
だ

ろ
う
。
人
麻
呂

の

羅
旅
歌
八
首

(前
掲
①
)
と

い
え
ぽ
、
黒
人

の
そ
れ

(前
掲
②
)

と
と
も

に
、

万
葉
罵
旅
歌
の
円
熟

を
伝
え
る
作

品
と
し
て
名
高

い
。
そ
の
な
か
に
未
だ

こ
の

よ
う

に
無
内
容

と
も
思
え
る
歌
を
含

ん
で
い
る

の
は
、
注
目

に
値

し
よ
う
。

 
旅

人
が
歌

を
制
作
す
る

に
あ
た

っ
て
、
地
名
は
以
上
の
よ
う

に
重
視

さ
れ
、

し
ば

し
ば
作
歌

の
主
眼

に
さ
え
な

っ
た

の
で
あ
る
。

一4一



 

さ
て
次

に
、
九
十
首

か
ら
抽
出
さ
れ

る
こ
と
と
し
て
、

「
見
」
と

い
う

語

を

含
む
歌
の
目
立

つ
こ
と
を
あ
げ

た

い
。

一
人
称

の
現
実

の
行
為

と
と
れ
る
「
見
」

を
含
む
歌
は
、
二
十

一
首
数
え
ら
れ

る
。

そ

の
う
ち

「
見

れ
ぽ
」
な

い

し

は

「
見
渡

せ
ば
」
と
い
う
詞
句
を
も

つ
歌
が
三
首
、
「
見
ゆ
」
の
形

で

一
首

を

結

ん
で

い
る
歌
が
八
首
。
前
者

・
後
者

を
両
有
す
る
歌
も
二
首
あ
る
。

 

紀

の
国

の
雑
賀

の
浦

に
出
で
見
れ
ぽ
海
人

の
燈
火
波

の
間
ゆ
見
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=

九
四
)

 
磯

に
立
ち
沖
辺
を
見
れ
ぽ
海
藻
苅
舟
海
人
漕
ぎ
出
ら
し
鴨
翔

る
見
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=

一
二
七
)

旅

に
出
た
時
、
ふ

つ
う
最
も
よ
く
働

か
せ
る
感
覚
器
官

は
目
で
あ

ろ
う
。
だ
か

ら

「
見

」
の
語
を
含

む
歌
が
多

い
の
は
当
然

か
も

し
れ
な

い
。

し
か
し
、

 

家
離

り
旅

に
し
あ
れ
ぽ
秋
風

の
寒
き
夕

に
雁
鳴
き
わ
た
る
 
 
(
一
一
六

一
)

 

天
霧

ら
ひ
日
方
吹
く
ら
し
水
茎

の
岡

の
水
門
に
波

立
ち
わ
た
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=

;
=

)

の
よ
う
に
、
「
見

」
の
語
が
無

く
と
も
叙
景
歌
は
成
り
た

つ
。
す
る
と
積

極

的

に

「
見

る
」
姿
勢

は
、
や
は
り
注
目
す
べ
き

で
は
な

い
か
。
歌

の
制
作
に
あ

た

っ
て
、
「
見
る
」
行
為
を
強
調
、
あ
る

い
は
確

認
し
よ
う
と
す
る
意

識

が

あ

っ

た

こ
と
を
窺
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

 
第

三
に
注
目
し
た
い
の
は
、

「
出
」

「
過
」

「
行
」

「
越
」
な
ど

の
語
を
用

い

て
、
旅
行
者

の
道
程

の
経
過
を
意
識

に
の
ぼ
ら
せ
て

い
る
歌

々
の
分

布

で

あ

る
。

○
霰
降
り
鹿

島

の
崎
一を
波
高
み
過
ぎ

て
や
行
か
む
恋

し
き
も

の
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=

七
四
)

Ω

印
南
野

は
行
き
過
ぎ
ぬ
ら
し
天

つ
た
ふ
百

笠

の
浦
一に
波
立
て
り
見

ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=

七
八
)

○
荒
磯
越
す
波
を
か
し
こ
み
一淡
路
島
[見
ず
か
過
ぎ
な
む
こ
こ
だ
近
き
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
二

八
〇
)

○
網
引
き
す
る
海
子
と
か
見
ら
む
飽
の
浦
一の
清
き
荒
磯
を
見
に
来
し
わ
れ
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=

八
七
)

○
舟
泊
て
て
か
し
振
り
立
て
て
盧
せ
む
茗
子
江
の
浜
辺
「過
ぎ
か
て
ぬ
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
一
九
〇
)

Ω
紀
の
国
の
雑
賀
の
塗

に
出
で
見
れ
ば
海
人
の
燈
火
波
の
間
ゆ
見
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=

九
四
)

○
妹
に
恋
ひ
わ
が
越
え
行
け
ぽ
晋
の
山
一の
蘇
[に
恋
ひ
ず
て
あ
る
が
羨
し
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
二
〇
八
)

Ω
妹
【が
あ
た
り
今
ぞ
わ
が
行
く
目
の
み
だ
に
わ
れ
に
見
え
こ
そ
言
問
は
ず

と

 
も

(
=

二

一
)

Ω
矧
國

過
ぎ
工
糸
鹿
の
山
[の
桜
花
散
ら
ず
も
あ
ら
な
む
還
り
来
る
ま
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=
一
=
一)

○
一安
太
}へ
行
く
不
為
手
の
山
一の
真
木
の
葉
も
久
し
く
見
ね
ぽ
こ
け
む
し
に
け

 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
=
=

四
)

○
ち
は
や
ぶ
る
一金
の
岬
「を
過
ぎ
ぬ
と
も
わ
れ
は
忘
れ
じ
[志
賀
一の
皇
神

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=
一三
〇
)

○
玉
く
し
げ
[見
諸
戸
山
を
行
き
し
か
ば
面
白
く
し
て
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=
西

○
)

○
ぬ
ば
た
ま
の
「黒
髪
山
[を
朝
越
え
て
山
下
露
に
濡
れ
に
け
る
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
二
四
一
)

○
見
渡
せ
ぱ
近
き
里
廻
を
た
も
と
ほ
り
今
ぞ
わ
が
来

る
[礼
巾
振
の
野
「に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
=
一四
三
)

一5-一



 
以
上
十
四
首
、
経
過

の
叙
述

の
郎
分
を
傍
点

で
示
し
て
み
た
。

す
る
と
、

お
よ
そ
次

の
二
様

に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
整

理

A
地
名

の
保
有

B

つ
と
め
て

「
見
る
」

こ
と

C

み
ず
か
ら
の
旅
を
動
態
的
に
描
く

こ
と

③
現
在
地

を
よ
り
ど

こ
ろ
に
、
今

ま
で
辿

っ
て
き

た

(
あ
る

い
は
今
後

の
)

道

 
筋

を
想
起
す

る
。

⑤
現
在
、
或

る
土
地
を
通
り
過
ぎ

て
い
く

(
し
ぽ

し
ぼ
、
通
り
過
ぎ

る
の
が
惜

 

し

い
)

と

い
う
こ
と

を
述
べ
る
Q

 
@

は
、

一
一
七
八

・
一
一
=

二

の
よ
う

に
、
過
ぎ

て
き
た
地
名
㈲

を
出

し
、

続

い
て
現
在
地
名
⑳
を
出
す
と

い
う
形
を
典
型
と
す

る

(
地
名

は
[
]

で
囲

っ

て
示
し
た
)
。
㈲
⑳

い
ず
れ
か
が
欠
け

て
い
て
も
、
「
や

っ
て
来

た
」

こ
と
i

過
去
に
継
続
す

る
現
在
ー

を
意
識
す

る
旅
人
を
感

じ
さ
せ
る

こ
と
が
、

こ
の

類

の
特
徴
で
あ

る
。

 
⑤
も
、

一
一
七
四

・
一
一
八
〇

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
必
然
的
に
地
名
を

と
も
な
う
。

 

こ
の
④
⑤

を
通

じ
て
い
え

る
こ
と
は
、
作
者
が
旅
人
で
あ
る
み
ず

か
ら
を
動

態
的

に
描

こ
う
と
し
て
い
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
気
付
か
れ
る
こ
と

に
は
、
前
掲
十
四
首

に
は
、
先

に
触
れ
た

「
見
」

の
語

を
含
む
歌
が
少

な
く
な

い

(
該
当
す
る
詞
句

に
は
傍
線
を
付
し
て
お
い
た
)
。
該
当
詞
句
を
も
た

な

い

歌

で
も
、
明
ら
か
に

「
見

る
」
行
為

の
結
果
生
ま
れ
た
か
、

も

し

く

は

「
見

る
」
行
為
を
期

し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
場
合

が
殆
ど
で
あ

る
。

 

こ
こ
ま
で
来

れ
ば
、
次

の
三
点
が
相
互
に
深
く
結
び
合

っ
て
い
る

こ
と
が
認

 

め
ら
れ
よ
う
。

 

す
る
と
そ
こ
か
ら
、

一
つ
の
基
本
的
な
旅
中
作

の
類
型
が
浮

ぴ
あ
が

っ
て
く

る
。

 

△
地
名
一に
至

っ
て

(
通
過

し
て
い
く

に
あ
た

っ
て
)
…
…
を
見
る
>
I

X

す
な
わ
ち
、
道
す
が
ら

つ
と
め
て

「
見
る
」
行
為

を
お

こ
な
う
と
と
も

に
、

つ

ね
に
過
ぎ

て
き
た
土
地

へ
の
顧
慮
を
忘
れ
ず

に
旅

を
進
め
て
ゆ
く
Q

そ
ん
な
み

ず

か
ら
の
姿

を
歌

に
す
る
、
と
い
う
発
想

の
あ

り
よ
う
で
あ

る
。

こ
の
X
の
型

は
、
実

は
伊
藤
博
氏
が
は
や
く
に
示
さ
れ
た
羅
旅
歌

の
基
本
発
想

の
構

図
に
ほ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4
)

ぽ
重
な
る
も

の
で
あ

る
が
、
伊
藤
氏
が
題
詞
の
類
型

に
着

眼
さ
れ

た

の

に

対

し
、
小
稿

で
は
ま
た
別

の
過
程
を
ふ
み
な
が
ら
、
同
様

の
結
論

に
辿
り

つ
き
得

た
も

の
と
思
う
。

 

こ
う
し
て
巻
七
羅
旅
作
九
十
首

の
分
析
か
ら
、
私
見
で
は
、
前

述

A
B
C

の

三
要
素

の
組
み
合

わ
せ
に
よ

っ
て
、
旅
中
作

の
骨
格
が
形
づ
く
ら
れ

て
い
る
と

考
え
る
。
X
は
そ

の
典
型
を
示
そ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

 

こ
れ
を
前
章

で
の
考
察

と
連
絡

さ
せ
れ
ぽ
、

こ
の
よ
う
な
骨
格
を
も

っ
た
歌

で
、
か

つ
ー

(詠
地
が
畿
外
)
皿

(作
者

・
制
作
事
情
未
詳
)

に
も
相
当
す
る

歌

に
、
編
者
は

「
羅
旅
歌
」
を
印
象

し
て
い
た
、
と
こ
の
よ
う
な
見
解

に
帰
着

す

る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
も
ま
だ
十
分

で
は
な

い
。
本
章

で
の
考
察
は
、
主
と

し
て
歌

の
形
態
面
に
関

し
て
で
あ
る
Q
最
も
肝
心
な

こ
と
、
す

な
わ

ち
そ

の
器

に
盛

ら
れ

る
精
神
面

の
偏
向

を
探
る
、
と

い
う
課
題
が
残

っ
て

い
る
。
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一

 
後
期
飛
鳥
王
朝
が
律
令

体
制
を
整
え

よ
う
と
す
る
頃
、
交
通

の
整
備

に
と
も

な

っ
て
、
都

と
諸
国

の
間
で
は
官

人
の
往
来
が
盛
ん
に
な

っ
て

い
た
Q

ま
た

こ

の
時
期

に
は
、
持
続
天
皇

の
よ
う
に
頻
繁

に
行
幸

を
催
さ
れ
る
統
治
者
も
現
れ

て

い
る
。

こ
う

し
た
旅

の
機

会

の
飛
躍
的

な
増
大
が
、
万
葉
鵜
旅
歌

の
成
立

に

大
き
く
あ
ず

か

っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
前
章

で
指
摘

し
た

よ
う
な
羅
旅
歌

の
骨
格

が
、

こ
の
頃

に

わ
か
に
形
成
さ
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な

い
。
利
用
さ
れ
る
ぺ
き
型
が
前
代

か
ら
用
意
さ
れ
て

い
た
に
ち
が
い
な

い
。
そ
し
て
、
そ

の
形
態
面

の
先
行
要
素

を
指
摘

す
る
こ
と
は
そ
う
む
ず

か
し
く
な

い
。

 
ま
ず
前
述

の
A
と
C
と
を
組

み
合
わ
せ
て
、
そ

の
源
を
考
え

て
み
る
。
す
る

と
す
ぐ
に
思

い
あ
た
る
も

の
が
あ
る
。
記
紀
歌
謡

に
多
く
み
ら
れ
る
道
行

の
詞

章
で
あ
る
。
「
(枕
詞
)
珊
翌

を
過
ぎ

…
…
」
と

い
う

フ
レ
ー
ズ
を
繰
り

返

し

 て
ゆ
く
そ
の
詞
章

に
な
ら

い
、
短
歌
様
式

に
あ
わ
せ
て
そ
れ
を
短

縮

し

て

ゆ

く
。
人
麻
呂

の
二
五
〇
番
歌

(前
掲
)

の
よ
う
な
姿
は
、

こ
う

し
て
誕
生
し
た

も

の
と
思
わ
れ

る
。

 
次

に
A
と
B
と
を
組
み
合
わ
せ
て
考
え

る
と
、

こ
れ
も
容
易

に
、
国
見
歌

の

形
式
を
踏
襲

し
て
い
る
で
あ

ろ
う
と
見
当
が

つ
く
。
コ
地
名

に
立

っ
て
見
渡
す

と
…
…
が
見
え

る
こ
と
だ
。
」

こ
の
構
成

を
と
り
入
れ
て
や
は
り
短
縮
化

す

れ

ぽ
、
先
に
引

用
し
た
よ
う

な

一
類

の
歌

々
が
得
ら
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
。

 

こ
の
よ
う

に
羅
旅
歌
は
、
記
紀
歌
謡

の
道
行
詞
章

や
国
見

の
詞
章

の
手
法

を

大
き
く
と
り
入
れ
た
形
跡
を
み
せ
て

い
る
。
A
B
C
の
三
要
素
は
、

つ
ま
り
そ

れ
だ
け
古

い
歴
史

を
も

つ
と
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

 
そ

こ
で
遡

っ
て
、

A
B
C
の
要
素
が
根
付

い
た
由
縁
を
考
え

て
み
る
。

こ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5
)

に
は
既
に
多
く

の
研
究
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
記
す

に
と
ど
め

る
が
、
第

一
に
地
名

は
土
地
ご
と

の
神
名

に
等
し
か

っ
た
。
旅
人
は
そ

の
名

を

発
唱
し
、
土
地
の
風
光

を
讃

め
る

こ
と
で
、
そ
こ
に
坐
す
神

へ
の

挨

拶

に

代

え
、
無
事

に
通
過

さ
せ
て
も
ら
う

こ
と
を
願

っ
た
。
第

二
に

「
見
る
」
と

い
う

こ
と
も
、
そ
れ
に
よ

っ
て
霊
魂

の
充
実

を
は
か
り
、
旅
中

の
健
康
を
保
と
う
と

す
る
行
為
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り

い
ず
れ
も
、
旅
中
の
無
事
健
康

を
祈

っ
て
鎮
魂

を
は

か
ろ
う
と
す
る
心
意

に
基

い
て

い
る
。
故
郷
を
離
れ

て
異
郷

に
足
を
踏
み

入
れ
る

こ
と
が
、
畏
怖

と
不
安

の
心
意

に
満
た
さ
れ

て
い
た
時
分
、
A
B
C

の

要
素
は
、
こ
の
よ
う
な
実
用
性
を
も

っ
て
浸
透
し
て

い
っ
た
も

の
と
推
察
さ
れ

る

の
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
、
羅

旅
歌

の
主
題
は
鎮
魂

(
主
と
し
て

「
た
ま
し
ず
め
」
)

に
あ

っ
た
、
と

い
う
の
み
で
済

ま
し
得
る
か
と

い
う
と
、
も

ち
ろ
ん
不
十
分
で
あ
ろ

う
。
鎮
魂
は
旅

の
歌

の
発
生
当
初

の
目
的
で
あ

っ
て
、
そ

こ
に
力
点
を
置
く

の

は
小
稿

の
眼
目
で
は
な

い
。
羅
旅
信
仰
は
根
強
く
持
続
し
た
に
し
て
も
、
小
稿

で
特

に
探
り
た

い
の
は
、
文
学
と
し
て
み
た
場
合
、
羅
旅
歌
は
精
神
的

に
何
を

獲
得

し
た

の
か
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
中
国
文
学

の
影
響
は
ぬ
き

に
し

て
、
在
来
種

の
成
育
を
見
透

し
た

い
。
旅

に
出
た
万
葉

び
と
の
心

の
起
伏
は
、

ど

の
よ
う
な
歌
境

を
導

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

万
葉

び
と
の
旅

に
は
、
大
別
し
て
次

の
二
つ
が
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
Q

ω
行

幸

②
右
以
外
の
旅
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②

に
っ
い
て
具
体
的

に
考
え
る
。
万
葉
び
と
は
本
質
的

に

「
な

り

は

ひ

の

(6
)

民
」

で
あ

っ
た
。
だ

か
ら
現
代

の
よ
う
な
自
発
的
な
旅

に
は
無
縁
で
あ

っ
た
ろ

う
。

ま
ず
は

「
大
君
の
命

か
し
こ
み
」

と
、
公

の
任
務

を
帯
び

た
旅
が
殆
ど
で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
②

は
、
官
人

の
旅

を
中
心

に
考

え

れ

ば

よ

い
。

こ
の
外
、
防
人
の
旅

な
ど
も
②

に
含

め
て
よ
い
が
、
そ
れ

と
て
強

い
ら
れ

て
の
旅
だ

っ
た

こ
と
に
変

わ
り
は
な

い
。

 

こ
の
ω
②
そ
れ
ぞ
れ

の
旅
行
環
境
を
思

い
遣

る
と
、
ま
ず
ω

は
、
比
較
的
好

条
件

に
恵

ま
れ
た
旅
で
あ

っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
②

に
難

難

辛
苦

を
と
も
な
う
旅
が
多

か

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像

に
難
く
な

い
。
そ

れ
で
、
ω

で
詠
ま
れ
た
歌

に
は
明
る

い
心
象
を
感
じ
さ
せ
る
歌

が
多
く
、
②

か

ら
は
陰
影

を
帯
び
た
歌
が
生
ま
れ
易

か

っ
た
、

と
こ
う
対
照

し
て
予
想
す
る

の

は
自
然
で
あ

ろ
う
。
実

際
、
行
幸
従
駕
歌
に
は
、
た

し
か
に
明
る

い
歌
が
目
立

つ

。
 

し
か
し
私
見

で
は
、
ゆ
と
り
の
あ

る
旅
だ

っ
た
か
ら
明
る

い
歌

が
出
来
易

か

っ
た
、
と

い
う
理
解

の
し
か
た
は
、
必
ず
し
も
適
切

で
は
な

い
と
考

え
る
。
天

子

と
い
う
神

に
近

い
尊
貴

の
方

が
巡
幸
さ
れ
る
。
そ
う

い
う
晴
れ

の
時

を
下

々

ま
で
共
有
す
る
。

と
な
れ
ば
、
そ
の
目
的
地
が
都

の
近
く

で
あ
ろ
う
と

「
天
離

る
鄙
」

で
あ
ろ
う
と
、
そ

の
旅

は
め
で
た

い
も
の
で
な
け
れ
ば

な

ら

な

か

っ

た
。
だ

か
ら
実
際

の
行
程

の
苦
楽
に
関

わ
ら
ず
、
約
束

と
し
て
、
旅

を
讃
美
す

る
歌

が
制
作
さ
れ
易

か

っ
た
、
と

こ
う
考
え
る
べ
き
で
あ

る
と
思
う
。

 
巻

六
に
、
聖
武
天
皇

の
難
波
行
幸

の
時

(
神
亀

二
年
)

の
歌
と

し
て
、
次

の

よ
う
な
長
歌
反
歌
が
あ
る
。

て
 
つ
れ
も
無
く
 
あ
り
し
問
に
 
績
麻
な
す
 
長
柄
の
宮
に
 
真
木
柱
 
太

高
敷
き
て
 
食
国
を
 
治
め
た
ま
へ
ぽ
 
沖
つ
鳥
 
味
経
の
原
に
 
も
の
の
ふ

の
 
八
十
伴
の
緒
は
 
盧
し
て
 
都
な
し
た
り
 
旅
に
は
あ
れ
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
6
・
九
二
八
)

 
 
 
反
歌
二
首

荒
野
ら
に
里
は
あ
れ
ど
も
大
君
の
敷
き
坐
す
時
は
都
と
な
り
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6
・
九
二
九
。
九
三
〇
番
歌
は
省
略
)

 
行
幸
従
駕

の
者

の
心
境

を
実

に
よ
く
表

わ
し
た
歌
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
行
幸
中

に
詠

ま
れ
た
歌
の
内

に
は
、
次

の
よ
う
な
歌
も
見
出
さ

れ
る
。

 
 
 
幸
二讃
岐
國
安
益
郡
一之
時
軍
王
見
レ山
作
歌

霞
立
つ
 
長
き
春
日
の
 
暮
れ
に
け
る
 
わ
づ
き
も
知
ら
ず
 
む
ら
ぎ
も
の

心
を
痛
み
 
鶴
子
鳥
 
う
ら
な
け
居
れ
ば
 
玉
だ
す
き
 
懸
け
の
よ
ろ
し
く

遠
つ
神
 
わ
が
大
君
の
 
行
幸
の
 
山
越
す
風
の
 
独
り
居
る
 
わ
が
衣
手
に

朝
夕
に
 
返
ら
ひ
ぬ
れ
ば
 
大
夫
と
 
思
へ
る
わ
れ
も
 
草
枕
 
旅
に
し
あ
れ

ぽ

思
い
遣
る
 
た
づ
き
を
知
ら
に
 
網
の
浦
の
 
海
処
女
ら
が

焼
く
塩
の

思
ひ
そ
焼
く
る
 
わ
が
下
こ
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1
.
五
)

 
 
 
反
 
歌

山
越
し
の
風
を
時
じ
み
寝
る
夜
落
ち
ず
家
な
る
妹
を
か
け
て
偲
ひ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
・
六
)
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冬
十
月
幸
二干
難
波
宮
一時
笠
朝
臣
金
村
作
歌
一
首
井
短
歌

押
し
照
る
 
難
波
の
国
は
 
葦
垣
の
 
古
り
に
し
郷
と
 
人
皆
の

思
ひ
息
み

潮
騒

の
伊
良
虞

の
島
辺
漕
ぐ
船

に
妹
乗
る
ら
む
か
荒
き
島
廻
を

 
 
 
 
 
(
1

・
四
二
。
「幸

二伊
勢
國

一時
留
レ京

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」
)



何
処
に
か
船
泊

て
す
ら
む
安
礼

の
崎
漕
ぎ
た
み
行
き

し
棚
無

し
小
舟

(
1

・
五
八
。
「
(
大
宝
)

二
年

壬
寅
太
上
天
皇
幸
二
子
参
河
國

一時

歌
」
。
高

市

黒
人
)

 
 
 
慶

雲
三
年
丙
午
幸
二
干
難
波
宮

一時

 
 
 
 
志
貴
皇
子
御
作
歌

葦
辺
ゆ
く
鴨

の
羽
が

ひ
に
霜
降

り
て
寒
き
夕
は
倭
し
思
ほ
ゆ
 
 
(
1

・
六
四
)

 
 
 
大
行
天
皇
幸
二
干
難
波
宮

一時
歌

大
和
恋

ひ
繰

の
寝
ら
え

ぬ
に
情
な
く
こ
の
渚
埼
廻

に
鶴
鳴

く
ぺ
し
や

 
 
 
右

一
首
忍
坂
部
乙
磨
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
(
1

・
七

一
)

玉
藻
刈
る
沖
辺

は
漕
が
じ
敷
妙

の
枕

の
辺
忘
れ

か
ね

つ
も

 
 
 
右

噌
首
式
部
卿
藤
原
宇
合

 

 

 

 

 

 

 

 

(
1

・
七
二
)

 
 
 
幸

二志
賀

一時
石
上
卿
作

歌

一
首

こ
こ
に
し
て
家

や
も
何
処
白
雲

の
棚

び
く
山
を
越
え
て
来

に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
3

・
二
八
七
)

印
南
野
の
浅
茅
押
な
べ
さ
寝

る
夜
の
日
長
く
あ
れ
ば
家
し
思
は
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
6

・
九
四
〇
)

明
石
潟
潮

干
の
道
を
明
日
よ
り
は
下
咲

ま
し
け
む
家
近
づ
け
ば

(
6

・
九
四

一
。
以
上

二
首

「
(
神
亀
)

三
年
丙
寅
秋
九
月
十
五
日
幸
二
於
播
磨

 
國
印
南
野
一時
」
。
山
部
赤
人
)

天
皇

の
行
幸

の
ま
に
ま
吾
妹
子
が
手
枕

ま
か
ず
月
ぞ
経

に
け
る

(
6

・
一
〇

三
二
。

「
(
天
平
)

十
二
年
冬
十
月
…
…
幸
二
子
伊
勢
國

一之
時
」Q

 
於
狭
残
行
宮

。
大
伴
家
持
)

 
行
幸

の
先

々
、
屈
託

な

い
歌
ば

か
り
が
詠
み
連

ね
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か

っ

た
。
類
型
的
で
は
あ

る
が
、
旅
愁
を
滲

ま
せ
た
歌
も
制
作
さ
れ

た
こ
と
が
知
ら

れ

よ
う
9
九
四

一
番
歌
な
ど
は
、
心
踊

り
を
表
白

し
た
歌
で
あ

る
が
、
故
郷

へ

の
帰
路
を
喜

ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
裏

を
返
せ
ば
、
そ
れ

ま
で
の
旅

の

苦
労
を
底

に
伝

え
る
歌

と
い
う

こ
と

に
も

な
る
。
長
歌
は

「
や
す

み
し
し
 
わ

が
大
君

の
 
神

な
が
ら
 
高
知
ら
し
ま
す
 
印
南
野

の
…
…
あ

り
通

ひ
 
見
ま

す
も
し
る
し
 
清
き
白
浜
」
(
九
三
八
)

と
、
行
幸
地

の
風
光

を
讃

め
て
い
る
。

そ

の
反
歌
と
し
て
は
、
場
所

の
み
な
ら
ず

、
九

四
〇
番
歌
と
と
も
に
そ
の
気
分

も
不
調
和
な
歌
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

 

し
か
し

こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
、
作
者

の
不
注
意
と

い
う
わ
け

で
は
な

い
だ

ろ

う
。
行
幸

は
晴
れ

が
ま
し
い
も

の
と

の
心
得
が
当
然

の
約
束

で

あ

っ
た

な

ら

ぽ
、
そ

の
よ
う
な
了
解

の
あ
る
歌

の
場
で
、
あ
え

て
虚
構

と
し
て
旅

を
嘆
く
歌

を
披
露
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
皆
で
享
受
す

る
と
い
う

こ
と
も
許

さ
れ

た
は
ず

で
あ
る
。
ゆ
と
り
の
あ
る
旅
が
可
能
だ

っ
た
と
す
れ
ぽ
、
故
意

に
み
ず

か
ら
を

憂
愁

の
旅

人
に
な
ぞ

ら
え
る
、
と

い
っ
た
趣
向

は
、
む
し
ろ
旅
先

の
宴
席

で
も

て
は
や
さ
れ
た
か
も

し
れ

な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う

に
し
て
詠

ま

れ

た

歌

が

「
行
幸
歌
」
と
題

さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
。
そ

の
た
め
、
明

る

い
歌
ば

か

り
が
あ
る
よ
う
に
印
象
さ
れ
る

の
だ
、

と
こ
う
も
考
え
ら
れ
る
の

で

は

な

い

か
。

 
要
す
る

に
、
旅

の
苦
楽
が
そ

の
ま
ま
歌

に
投
影

し
て
、
「
明
」
「暗

」

の
色
調

を
左
右
す

る
と

い
う
見
方

で
は
、
文
芸
は
理
解
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
と

い
う

こ

と
だ
。

 

こ
の
視
点
で
、
今
度

は
行
幸
従
駕
歌
以
外

の
旅

の
歌

を
み
て
ゆ
く
。
予
想
通

り
、
憂

い
を
帯
び
た
歌
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

の
内

に
は
、
も
ち
ろ

ん
、
悪
条
件

の
旅

の
実
感

か
ら
生

ま
れ

た
歌
も
多

い
だ
ろ
う
Q
が
私
見

で
は
、
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そ

の
実
感

か
ら
触
発
さ
れ
た
或
る
感
銘

が
、

よ
り
根
源
的
な
作
歌

の
刺
激
と
な

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
そ

の
感
銘

と
は
、
語
り
伝

え
ら
れ

て
い
た
先

人

の
旅

へ
の
共
感
、
遠

い
祖
先

の
旅

の
追
体
験
、
と

い
う
心
の
動
き

で
あ
る
。

 
記
紀

に
書

き
留

め
ら
れ

た
神
代

・
皇
祖
初
代

(神
武
天
皇
)

の
伝
承
を

み
る

と
、
大
和
宮
廷

の
祖
先
は
、
地
上

の
理
想
郷

「
や
ま
と
」

に
定
着

す

る

ま

で

に
、
幾
多

の
さ
す
ら

い
の
旅

を
繰
り
返

し
て
き
た
印
象
を
留
め
て

い
る
。
天
上

か
ら
地
上

へ
、
そ
し
て
こ
の
国
土

で
は
安
息

の
地
を
求

め
て
。
ま
た
、
若
く
美

し
い
神
、
あ
る

い
は
神

に
近

い
貴
人
が
受
難

の
旅
を
す
る
1

悲
劇
的

に
な
る

と
、

つ
い
に
辺
土
で
果

て
る
ー

と

い
う
物
語

も
、
数
多
く
記
紀

に
盛

り
込
ま

れ
て
い
る
。
須
佐
之
男
命
。
大
国
主
神

。
山
幸
彦
。
本
牟
知
和
気
王
。
円
野
比

売
。
倭
建
命

。
軽
太
子
と
衣
通
王
。
…
…

こ
れ
ら
の
話
は
、

い
つ
頃

の
出
来
事

と
歴
史
意
識
を
も

っ
て
記
憶
さ
れ
て

い
た
と

い
う
よ
り
は
、
時
間
を
越
え
て
、

日
本
人

の
原
像

の

一
つ
と

し
て
、
人

々
の
胸

に
滲

み
着

い
て

い
た
に
ち
が

い
な

い
。

 
そ

し
て
こ
れ
は
、
宮
廷

の
伝
承

の
み
に
と
ど
ま
ら

な
い
Q
『
風

土

記
』
を
み

る
と
、
諸
国

の
村

々
も
、
そ

の
昔
苦
し

い
旅
を
し
て
村

を
訪
れ
、
恩
恵

を
施
し

て
く
れ

た
神
あ
る

い
は
貴
人

の
伝
承
を
有
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

 

た
と
え
ば

『
丹
後
国
風

土
記
』
逸
文
、
奈
具

の
社

の
神

の
鎮
座
由
来
謳

な
ど

は
、
そ

の
面
影
を
よ
く
残

し
て
い
る
Q
比
治
山
の
頂

に
あ
る

「
真
名
井
」
と

い

う
泉

に
、
あ
る
時

、

噌
人

の
天
女
が
水
浴

に
降
り
て
き

た
。
と

こ
ろ
が
山
麓

に

住
む
老
夫
婦

「
和
奈
佐

お
き

な

・
和
奈
佐
お
み
な
」

に
衣
を
隠
さ
れ
、
彼
女
は

天
に
帰

る
す
ぺ
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ

で
や
む
な
く
老
夫
婦

の
家

に
身
を

寄

せ
、
「
相
住

む
こ
と
十
絵
歳
」

の
問

に
、
数

々
の
善
行

を

施

す
。

に
も

か
か

わ
ら
ず
、
天
女
は
や
が
て
、
富

を
得
て
心
奢

っ
た
夫
婦

に
追

い
出
さ
れ
て
し
ま

う
。
天
女
は
途
方

に
く
れ

た
。

 
…
…
天
女
、
涙

を
流

し
て
、
微

し
く
門

の
外

に
退
き
、
郷
人

に

謂

ひ

け

ら

く
、

「
久
し
く
人
間

に
沈

み
て
、
天

に
還
る

こ
と
を
得
ず
。

復

、
 
親

故
も
な

く
、
戻
ら
む
由

を
知
ら
ず
。
吾
、
何
に
せ
む
、
何

に
せ
む
」
と

い
ひ
て
、
涙
を

拭

い
て
嵯
難
き
、
天

を
仰
ぎ

て
歌

ひ
し
く
、

 
天

の
原
 
ふ
り
放
け
見
れ
ぽ
 
霞
立
ち
 
家
路

ま
ど

ひ
て
 

行
方
知
ら
ず
も

途

に
退
き
去
き

て
荒
盤

の
村

に
至
り
、
郎

ち
村
人
等

に
謂

ひ
け

ら

く
、
「
老

父

老
婦

の
意

を
思

へ
ば
、
我
が
心
、
荒
臨
皿
に
異

な
る
こ
と
な
し
」

と

い
へ
り
。
傍

り
て
比
治

の
里

の
荒
堅

の
村
と
云
ふ
。
亦
、
丹
波

の
里

の
実
木

の
村

に
至
り
、

槻

の
木

に
捺

り
て
実
き
き
。
故
、
実
木

の
村
と
云
ふ
。
復
、
竹
野

の
郡
船
木

の

里

の
奈
具

の
村

に
至
り
、
即
ち
村
人
等

に
謂

ひ
け
ら
く
、
一
此
慮

に

し

て
、
我

が
心
な
ぐ

し
く
成
り
ぬ

(細
注

"

平
 
善
を
ぽ
奈
具
志

と
云
ふ
。
)
」
と

い

ひ

て
、

乃
ち
此

の
村

に
留
ま
り
居

り
き
。
斯

は
、
謂
は
ゆ
る
竹
野

の
郡

の
奈

具

の

社

に
坐
す

豊
宇
賀
能
費
命
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(
『
丹
後

国
風
土
記
』
逸
文
 
奈
具
社

の
条
)

 

こ
の
話

は
、
最
後
が

「
(
天
女
は
)

此
の
村

(奈
具
)

に
留
ま
り
居

り

き
」

と
結
ば
れ
て

い
る
。
結
局
、
再
び
肉
体
を
も

っ
て
は
天
上

に
帰
れ
な

か

っ
た
わ

け
だ
。
神

で
あ
る
か
ら

「
死
」
と
は
語
ら
れ
て

い
な
い
が
、

こ
れ
を
現
身

の
人

間

に
移

せ
ぽ
、
異
郷

で
の
死

と
い
う

こ
と
に
な
る
。
悲
劇
的
な
結
末

で
あ
る
。

こ
の
類
で
最
も
哀
切

な
の
は
、
『
古
事
記
』

の
倭
健
命
潭

で
あ
ろ
う
。
丹

後

の

天
女
と
同
様
、
心
か
ら
の
献
身

・
奉
仕
が
む
く
わ
れ
ず
、
蛮
族

征
討

の
苦
し

い

旅

を
続
け
た
末

、

つ
い
に
伊
勢

の
能
煩
野
で
、

 
倭
は
 
国

の
ま
ほ
ろ
ば
 

た
た
な
つ
く
 
青

垣
 
山
こ
も
れ
る
 
倭

し
う
る

 

は
し
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と

い
う
偲
国
歌
を
残
し
て
亮
ず
る
。

 

こ
の
ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
が
、

『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、
村

々
に
さ
さ
や
か
な

幸
福

を
授
け
て
は
去

っ
て
ゆ
く
聖
な
る
旅
人
、

と

い

う

印
象

で
語
ら
れ
て

い

る
。

○
郡

の
東
十
里
に
桑
原

の
岳
あ
り
。
昔
、
倭
武

の
天
皇
、
丘
の
上
に
停
留
ま
り

 

た
ま

ひ
て
、
御
膳
を
進
奉
り
し
時
、
水
部
を
し
て
新

に
清
井
を
堀
ら

し
め
し

 

に
、
出
泉
浄
く
香
し
く
、
飲

み
喫

ふ
に
尤
好
か
り
し
か
ぽ
、
勅

し
た
ま

ひ
し

 
く
、
「能

く
淳

れ
る
水
か
な
」

(細
注

"
俗
、
與

久
多
麻
禮
流
彌
津
可
奈
と

い

 
ふ
)
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
是

に
よ
り
て
、
里

の
名

を
、
今
、
田
除

と
謂
ふ
Q

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
茨
城
郡
)

○
行
方
の
郡

と
稻

ふ
所
以
は
、
倭
武

の
天
皇
、
天
の
下

を
巡
狩
は

し
て
、
海

の

 
北

を
征
卒
け

た
ま

ひ
き
。
是

に
、
此

の
國
を
経
過
ぎ
、
師

ち
、
槻

野

の
清
泉

 
に
頓
幸

し
、
水

に
臨

み
て
手
を
洗

ひ
、

玉
を
も

ち
て
井
を
榮

へ
た
ま

ひ
き
。

 
今

も
行
方

の
里

の
中

に
存
り
て
、

玉
の
清
水
と
謂
ふ
。
…
…
 
 
(行
方
郡
)

 

こ
う
し
て
、
さ
す
ら

い
の
貴
人

(神
)

の
姿

は
、
広
く
人

々
の
心
に
、
案
外

身
近

に
、
敬
慕

の
念
を
も

っ
て
記
憶
さ
れ
て

い
た
こ
と
が

し
の
ば
れ
る
。

そ
れ

で
は
、
そ
う

い
う
祖
先

の
旅

の
苦
難
を
、
最
も
実
感

で
き
た

の
は
ど
の
よ
う
な

機
会

だ

っ
た

か
。
そ
れ
は
、
人

々
が
み
ず

か
ら
も
旅

に
出
、
そ

の
辛

さ

・
寂

し

さ
を
切
実

に
体
験

し
た
時

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の

旅

の
追
体
験

の
感
銘
を
端
的
に
表
白
し
得

る
よ
す
が
が
、
歌

で
あ

っ
た
Q

 
 
 
麻
績
王
流
二於
伊
勢
國
伊
良
虞
嶋
一之
時
人
哀
傷
作
歌

う
ち
麻
を
麻
績
の
王
海
人
な
れ
や
伊
良
虞
の
島
の
玉
藻
刈
り
ま
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
・
二
三
)

 
 
 
麻
績
王
聞
レ之
感
傷
和
歌

う
つ
せ
み
の
命
を
惜
し
み
波
に
ぬ
れ
伊
良
虞
の
島
の
玉
藻
刈
り
食
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
1
・
二
四
)

荒
楮
の
藤
江
の
浦
に
す
ず
き
釣
る
海
人
と
か
見
ら
む
旅
行
く
わ
れ
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3
・
二
五
二
 
柿
本
人
麻
呂
 
前
掲
①
中
)

島
隠
り
吾
が
榜
ぎ
来
れ
ぽ
羨
し
か
も
大
和
へ
上
る
真
熊
野
の
船

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6

・
九
四
四
 
山
部
赤
人
)

鳥
じ
も
の
水
に
浮
き
ゐ
て
沖
つ
波
さ
わ
く
を
聞
け
ば
あ
ま
た
悲
し
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7
・
=

八
四
 
前
掲
⑤
中
)

鴨
じ
も
の
浮
寝
を
す
れ
ぽ
蜷
の
腸
か
黒
き
髪
に
露
ぞ
置
き
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15
・
三
六
四
九
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇

苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
神
の
崎
狭
野
の
わ
た
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3
・
二
六
五
 
長
忌
寸
奥
麻
呂
)

い
つ
く
に
か
吾
は
宿
ら
む
高
嶋
の
勝
野
の
原
に
こ
の
日
暮
れ
な
ぽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3
・
二
七
五
 
高
市
黒
人
 
前
掲
②
中
)

大
葉
山
霞
た
な
び
き
さ
夜
ふ
け
て
わ
が
船
泊
て
む
泊
知
ら
ず
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
7
・
=
ご
一四
 
前
掲
⑤
中
)

神
の
崎
荒
石
も
見
え
ず
波
立
ち
ぬ
何
処
ゆ
行
か
む
避
道
は
無
し
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7
・
一
二
二
六
 
前
掲
⑤
中
)

照
る
月
を
雲
な
隠
し
そ
島
か
げ
に
わ
が
船
泊
て
む
泊
知
ら
ず
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9

二

七
一
九

春
日
蔵
)

磯
ご
と
に
海
人
の
釣
舟
泊
て
に
け
り
わ
が
舟
泊
て
む
磯
の
知
ら
な
く
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(17
・
三
八
九
二
 
前
掲
⑧
中
)

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17
・
三
八
九
六
 
前
掲
⑧
中
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇

玉
は
や
す
武
庫
の
渡
に
天
伝
ふ
日
の
暮
れ
ゆ
け
ぽ
家
を
し
そ
思
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17
・
三
八
九
四
 
前
掲
⑧
中
)

大
海
の
奥
処
も
知
ら
ず
行
く
わ
れ
を
何
時
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
子
ら
は
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17
・
三
八
九
七
 
前
掲
⑧
中
)

 
鄙

に
い
る
身

の
上
を
わ
び
、
あ

て
ど
も
な

い
心
細
さ
を
吐
露
す

る
。
ま
た
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7
)

の
安
ら

か
な
ら
ぬ
心
を
、

ひ
た
す
ら
家
郷
を
思
う
こ
と

で
支

え
よ
う
と
す

る
。

こ
の
よ
う
な
心
の
動
き

は
、
た
し
か
に
現
実

の
旅

の
緊
迫
感

か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
も

の
に
ち
が

い
な

い
。
が
、
な

お
そ

の
現
実

の
旅

の
状
況
を
越
え
て
、
人

々

に
働
き

か
け
た
も
の
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
貴
種

の
旅

の
悲
哀
を
伝
え
る
物
語

に
よ

っ
て
培
わ
れ
た
、
旅

に
対
す

る
心
意

の
偏
向

で
あ

っ
た
。
そ

し

て

そ

れ

が
、
万
葉
び
と
に
、
旅

の
明
暗

の
う
ち

「
暗

」

の
面

を
強
調
し
た
歌
を

つ
く
ら

せ
た
の
だ
と
結
論

し
た
い
。

 

さ
ら

に
言
え
ぽ
、

み
ず

か
ら
が
旅

人

で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
す
る

こ
と
、

こ
れ
が
万
葉
羅
旅

歌
の
基
本
精
神

で
あ

っ
た
と
思
う
。
遠
き
世
の
神

々
、
あ
る

い
は
近
き
世

の
貴
人
達

の
旅

の
系
譜

に
、

い
ま
現
実

に
連
な

っ
て
い
る
自
己
を

意
識
す

る
。
旅

に
ま

つ
わ
る
豊
か
な
伝
承
を
、
現
実
感

の
な
か
で
再
生

し
、
作

歌

の
素
地
と
す
る
Q
万
葉
羅
旅
歌

の
文
学
と
し
て
の
水
準

の
高
さ
は
、

こ
の
よ

う
な
状
況

の
も
と
に
収
獲
さ
れ
た
も

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

五

 

こ
こ
ま
で
の
考
察

を
ふ
ま
え
て
、
再
度
、
「
羅
旅
」

の
語

の
用

例
を
ふ

り

返

っ
て
み
た
い
。
す

る
と

「
羅

二旅
邊
城

二

(④
)

「
悲

二傷
羅
旅

こ

(⑧
)

と

い

っ
た
用

い
方
が
、
改

め
て
注

目
さ
れ

て
く

る
。
辺
土
を
さ
す
ら

い
、
悲
傷
す

べ

き
も
の
が

「
羅
旅
」

で
あ

っ
た
、
と
察

し
て
よ
か
ろ
う
。

 
因

み
に

『
万
葉
集
』

の
歌
に
は
、
単
独

に

「
羅
」

一
字

で

「
た
び
」
と
訓
ま

せ
た
例
が
十
例

ほ
ど
あ

る
。
が

「
鵬
旅
」
と

二
字
連

ね
た
場
合

、

そ

の

熟

語

は
、
単

な
る

「
た
び
」

の
意
味

を
越
え

て
使
用
さ
れ

た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
臆

測
に
な
る
が
、

こ
の
熟
語
を

「
た
び
」

と
は
和
訳
せ
ず
、
編
者
な
ど
は

「
キ
リ

ョ
」

と
音
読
み

し
て
、
特

殊
な
陰
影
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
あ

る
ま

い
か
Q

と

も
あ
れ
、
「
羅
旅
」

の
語
自

体
に
意
味

の
偏
向
が
あ

っ
た

と

す

れ

ぽ

、
「羅

旅

歌
」

と
題

さ
れ
た
歌
が
或
る
傾

き
を
も

っ
て
く
る
の
は
、
当
然
と

い
う

こ
と

に

な
ろ
う
。

 

と
こ
ろ
が
、
今
ま

で
の
論
旨
に
沿

っ
て
考
え
る
と
、
『
万

葉

集

』

の
旅

の
歌

の
本
質

は
、
む

し
ろ

「
羅
旅
歌
」

と
い
う
語

の
標
榜
す

る
も

の
に

一
致
し
て
く

る
。
も

ち
ろ
ん
、
行
幸
従
駕

歌
な
ど
は
、
性
格
的
に
旅

の
歌

の
主
流
か
ら
は
外

れ
る
と
見

な
し
得

る
。
そ

の
点
、
「
万
葉
集

の
旅
の
歌
全
般
を
羅
旅
歌
と

称

す

る

の
は
、
今

日
の
研
究
者

の
便
宜
で
あ
る
」
と

い
う
見
解
は
改
め
な
く
て
よ

い

と
思
う
。
が

し
か
し
、
「
広
く
旅

の
歌

の
題
と
し
て
の
通
用
性
は
有

し
て

い

な

か

っ
た
」

と
の
把
握
は
、
も
う

一
度
考

え
直

し
て
み
な
け
れ
ぽ
な

る
ま

い
。
行

幸
従
駕
歌
の
題

詞
に

「
羅
旅
」

の
語
が
は

い
ら
な

い
の
は
納
得

で
き

る
。
が
、

陰

影
を
帯

び
た
旅

の
歌

の
題
に
は
、
作
者

・
制
作
事
情
不
明

の
歌
な
ど
に
限
定

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
も

っ
と
広
く
使
用

さ
れ
て
も
よ
か

っ
た
と
思

う

の

で

あ

る
。
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実
際
、

そ
の
よ
う
な
兆
候

は
、
わ
ず
か
な
が
ら
現
れ
て

い
る
。
柿
本
人
麻
呂

の
羅
旅
歌

八
首

(
①
)
・
高
市
黒
人

の
羅
旅
歌
八
首

(
②
)

が
そ
れ

で

あ

る
。

ま
ず
題
詞

の
体
裁
か
ら
し
て
、

一
章

で
触
れ
た
よ
う

に
双
方

異
例

で
あ

る
う
え

に
、
①

な
ど
は
、
歌

の
配
列
の
仕
方

に
或
る
文
芸
的
意
図
が
あ
る
よ
う

に
も
印

 
 
 
(8
)

象
さ
れ

る
。

な
か
で
も
、
畿
内
外

の
境

界

・
明
石

で
制
作
さ
れ
た
有
名

な
二
首

に
注

目
し
た
い
。

 

と
も

し
び
の
明
石
大
門

に
入
ら
む
日
や
漕
ぎ
別
れ

な
む
家

の
あ

た
り
見
ず

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3

・
二
五
四
)

 

天
離

る
鄙

の
長
道
ゆ
恋

ひ
来
れ
ぽ
明
石

の
門

よ
り
大
和
島
見
ゆ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3

・
二
五
五
)

「
羅
旅
」

に
対
す
る
人

々
の
感
概
を
象
徴
す

る
よ
う
な
二
首

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な
好
対
照

の
二
首
が
隣

り
合
わ
せ
に
な

っ
て
い
る
あ
た
り
、
何

か
意
図
的
な

も

の
を
感
じ
な

い
で
は
い
ら
れ
な

い
。
②

に
し
て
も
、
六
首
目
あ

た

り

ま

で

は
、
詠
地
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
水
上
漂
泊

の
孤
愁
を
感

じ
さ
せ
る
歌
を
並
べ
て

い
る
Q
連
作
的
効
果
を
ね
ら

っ
て
の
配

列
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な

い
。

 
人
麻
呂

・
黒
人
に
こ
の
よ
う
な

「
羅

旅
歌
八
首
」
が
あ
る
な
ら
ば
、
同
様

に

し
て
、
た
と
え
ば
赤
人

や
家
持

に

「
羅

旅
歌
」
が
あ

っ
て
も
不
思
議
は
な
か

っ

た
の
で
は
な

い
か
。

 
そ

こ
で
私
案

で
は
、
次

の
よ
う
に
考

え
て
は
ど
う
か
と
思
う
。
「
羅

旅

歌
」

は
す

で
に
十
分
な
文
芸
意
識

の
も
と
に
、
有
力
な
分
題
標

目
の

一
つ
と
し
て
成

長

し
て
ゆ
く
萌
し
を
み
せ
な
が
ら
、
な
お
、
旅

の
歌
自
体

が
或

る
制
約

か
ら
解

放

さ
れ

て
い
な
か

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
編
者
が
純
粋
な
文
芸

と
し
て
扱

い
き
れ

な

い
制
約
が
、
旅

の
歌

に
は
あ

っ
た
の
だ

と
。

 

そ
の
制
約
と
は
何
か
。
そ
れ

は
制
約
と
い
う

よ
り
、
旅
の
歌
が
宮
廷

に
集
め

ら
れ
た
時

の
、
意

義
の
変
質

と
い
う
見
方
で
説
明

し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
折

口
信
夫
が

『
日
本

文
学

の
発
生

序
説
』

「
大
嘗
祭

の
本
義
」

(
『
古
代

研
究
 
民
俗
学
編

2
』
)
そ

の
他
で
繰

り
返
し
説
く
と
こ
ろ
に
よ

る

と
、
天
子

が
諸
国
を
領
有
す

る
証

し
は
、
信
仰
的

に
は
、
諸

国
の
神

々
の
名
を
知
り
、
そ

の
霊
魂

(
国
魂
)

を
身
体

に
付
着
す

る
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
国
魂
を
籠

め
た
歌

の
奏

上
に
よ

っ
て
為
さ
れ
た
。
そ
し
て
国
魂

は
、
地

名

に

籠

っ
て

い

た
。
諸
国

の
地
名

の
知
識
が
宮
廷

に
集
中
す
る
意
義

は
、

こ
の
よ
う
な
古
代
信

仰

の
見
地
か
ら
理
解
さ
れ
る
、
と
い
う

の
で
あ

る
。

 

こ
こ
で
羅
旅
歌

の
骨
格

の
第

一
に
、
地
名

の
保
有
と

い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
を
想
起

し
た
い
。
す
る
と
、
地
名
を
保
有

し
た
羅
旅
歌
が
宮
廷

に
入

る
こ

と
、
そ
れ
は
国
魂
奉
献
と

い
う
意
義
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る

で

あ

ろ

う
。
そ
れ
が
、
旅

の
歌

の
宮
廷
に
保
管

さ
れ
る
大
切

な
理
由

で
あ

っ
た
と
す
れ

ぽ
、

つ
ま
り
旅

の
歌

の
価
値

は
、
宮
廷

に
と

っ
て
は
地
名

に

あ

っ
た

と

す

れ

ぽ
、
「
羅
旅
歌
」
と

い
う
分
題
標
目
が
、
素
質

を
も

ち
な
が
ら
未
成
熟

に

終

っ

た
事
情

も
、
解
明

の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
思

う
の
で
あ
る
。

 
そ
う

い
え
ば
、
文
芸
的
な
編
集
態
度

の
灰
見

え
る
人
麻
呂

・
黒
人

の
羅
旅

歌

八
首
も
、
非
常

に
高

い
確
率

で
地
名
を
含
ん

で
い
る
。
人
麻
呂
の
そ
れ
は
百
パ

ー

セ
ン
ト
、
黒
人

の
そ
れ
も
七
首

ま
で
が
確
実

に
固
有
名
詞
を
含

ん

で
い
る
。

し

か
も
、

一
首

に
二
つ
の
地
名
が
含
ま
れ
た
例
も
少
な
く
な

い
。

 
山
村

金
三
郎
氏

は
、
黒

人
の
罵
旅
歌
八
首
中

の
、

 
四
極
山
打
越
え

み
れ
ば
笠
縫

の
島

こ
ぎ
隠
る
棚
無

し
小
舟

(
3

・
二
七

二
)

と

い
う
歌
が
、
殆
ど
同
じ
形
で

『
古
今
集
』
巻

二
十
、
大
歌
所
御

歌
に

「
し
は

つ
や
ま
ぶ
り
」

と
し
て
採

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
さ
れ

て
い
る
。
そ

こ
か
ら

山
村

氏
は
、

こ
の
八
首
中

の
何
首

か
は
、
何
天
皇

の
大
嘗
祭

の
風

俗
歌
と
し
て

う
た
わ
れ
た
か
は
明
言
で
き
な

い
が
、
そ

の
種

の
宮
廷
行
事

に
関
連

し
た
作
品

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(9
)

で
あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
の
で
は
な
い
か
、
と
推

測
さ
れ

た
。
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こ
れ
は
興
味
深

い
視
点

で
あ

る
Q
黒
人

の
八
首
中
に
は
、
近
江

の
国
で
詠
ま

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ー

 
 
 
 1

 
 
 
 
 
 
(10
)

れ

た
も

の
が
三
首
あ
る
。
地
名
と
し
て
は
、
「
磯

の
崎

・
八
十

(
野
州
)

の
港
」

(
二
七
三
)
「
比
良

の
港
」

(
二
七
四
)
「高
島

の
勝
野

の
原
」

(
二
七
五
)
が
詠

み
込
ま
れ

て
い
る
Q

こ
れ
ら
の
土
地
が
所
属
す

る
野
州
郡

・
滋
賀
郡

・
高
島
郡

は
、
『
江
家
次
第
』
に
ょ
る
と
、
平
安
朝

に
は
い
ず
れ
も
悠
起

田
卜
定
地

で

あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、

 
桜

田

へ
鶴
鳴
き
わ
た
る
年
魚
市
潟
潮
干
に
け
ら

し
鶴
鳴
き
わ
た
る

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(
二
七

一
)

と
い
う
名
高

い
歌
が
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
地
名
は
、
現
名
古
屋
市
熱
田
付
近

と
推
定

さ
れ

て
い
る
。
作
歌
年
次

・
機
会
は
不
明
で
あ

る
。
或

い
は
、
巻

一
に

大
宝

二
年

三
河
行
幸
時

の
黒
人

の
歌
が
あ
る
か
ら

(
五
八
番
歌
)
、
そ

の

折

の

副
産
物

か
も

し
れ
な

い
。

が
尾
張

で
の
詠
と

い
う

こ
と

に
着
想
す

る
と
、
或

い

は
次

の
記
事
と

の
関
連

が
考
え
ら
れ
な

い
だ

ろ
う

か
。

○

(文
武

二
年
十

一
月
)
己
卯
大
嘗
。
…
…
賜
二
神
砥
官

人
及
供
レ
事
尾
張
美
濃

 

二
國
郡
司
百
姓
等
物

一各
有
レ
差
。
ー

『
続

日
本
紀
』

 

「
悠
起
」
「
主
基
」
と
明
記

さ
れ
て
は

い
な
い
が
、
そ

の
明
記

の
あ

る

後

代

の
大
嘗
祭
の
記
事

の
書
式

と
対
照
す

る
と
、
尾
張
が
悠
起
国
、
美
濃

が
主
基
国

を
務

め
た
と
推
定
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
文
武
天
皇
大
嘗
祭

の
折

の
悠
起
国
が

尾
張
で
あ

っ
た
こ
と
と
、
二
七

一
番
歌
と
の
間

に
、
何
ら
か
の
連
絡

は
な

い
だ

ろ
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
Q
も

っ
と
も

こ
れ
は
、
今

の
と

こ
ろ
そ
れ
以
上

を

探
る
手
が
か
り
も
な

い
が
、
実

は
人
麻
呂

の
羅
旅
歌
八
首
も
、
同
様

の
示
唆

を

含
ん
で

い
る
。
八
首

に
含
ま
れ
た
地
名
と
そ
の
所
属
国
名
を
順

に
挙
げ

て
い
く

と
、
次

の
よ
う
に
な

る
。

一二
四
九
一御
津

の
崎

(摂
津
)
・
奴
島

(
?
)

【二
五
〇
[敏
馬

(
摂
津
)
・
野
島

の
崎

(
淡
路
)

三

五

二
野
島

の
崎

(
淡
路
)

[二
五

三

藤
江

の
浦

(播
磨
)

=
一五
一三
印
南
野

(
播
磨
)
・
加
古

の
島

(
播
磨
)

三

五
聖

明
石
大
門

(
播
磨
)

一二
五
五
}明
石

の
門

(播
磨
)

[二
五
六
一飼
飯

の
海

(
淡
路
)

 
播
磨

国
を
中

心
と

し
た
近
隣

一
帯

の
地
名
が
集
ま

っ
て
い
る
が
、
実

は
持
統

天
皇
大
嘗

祭

の
折

の
悠
起
国
が
播
磨

で
あ

っ
た
と
推
定

さ
れ

る
。

○

(
持
統
五
年
)
十

一
月
戊

辰
、
大
嘗
。

…
…
丁
酉
、
饗

下神
砥
官

長
上
以
下
、

 
至
二
神
部
等

州
及
供
奉
播
磨
因
幡

國
郡
司
以
下
、

至
申
百
姓
男

女
か

井
賜

二絹

 
等

ハ
各
有
レ差
。
1

『
日
本
書
紀
』

 
持
統
五
年
と

い
え
ば
確
実

に
、
宮
廷
歌
人
と

し
て

の
人
麻

呂
の
活
動
期

に
当

る
。

こ
れ
も
そ
れ
以
上
を
探
る
手
だ
て
こ
そ
な

い
が
、
暗

合
が
あ

る
と
思

っ
て

お
い
て
も
よ

い
の
で
は
な

い
か
。
少

な
く

と
も
人
麻

呂

の
旅

の
内
容

が
、
地
名

採
訪

の
旅
で
あ

っ
た
と
い
う
よ
う
な
可
能
性
は
、
想
定
さ
れ
て
よ

い

で

あ

ろ

(11
)

う
o

 
小
稿
で
は
十
分

に
考
察
を
尽
せ
な

い
が
、

こ
う

し
て
、
宮
廷

歌
人

の
旅

の
歌

と
宮
廷
儀
礼
と

の
関
連

は
、
も

し
数
多
く

の
徴
証
が
集
ま

っ
て
来
れ
ぽ
、
き
わ

め
て
興
味
深

い
論
点
と
な
る
に
ち
が

い
な

い
。
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さ
て
、
本
章

の
主
旨
は
、
地
名

の
持

つ
古
代
性
が
、
「
罵

旅

歌
」
と

い
う
分

題
標

目
を
成
熟
さ
せ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
に
あ
る
が
、
周
知

の
通

り
、
「
羅
旅
」
と

い
う
部
立

は

『
古
今
集
』
以
降

の
勅
撰
集
で
成

立
す

る
。

最
後

に
、
八
代
集

の

「
羅
旅
」

の
巻

の
歌

の
地
名
保
有
度

に
つ
い
て
調

べ
、
万

葉
集

の

「
羅
旅
歌
」
と
の
比
較
材
料
と

し
て
お
き

た
い
。
以
下
に

示

す

数

字

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12
)

は
、
地
名
保
有

歌
と
判
断

し
た
歌

の
数

の
、
羅
旅
歌
総
数

に
対
す

る
割
合
で
あ

る
9

○
古
今
集
…
…

一
九

・
五
%

(
8
/

41
)

○
後
撰
集
…
…
三
三

二
二
%

(
6
/

18
)

○
拾
遺
集

(
「
別
」
の
巻
)
…
:
・
二
六

・
四
%

(
14
/

53
)

○
後
拾
遺
集
…
…
五
二

・
八
%

(
19
/
36
)

○
金
葉
集

(
「
別
離

」
の
巻
)
…
…

二
四

・
○
%

(
6
/

25
)

○
詞
華
集

(
「
別
」
の
巻
)
…
…

二
六

・
七
%

(
4
/

15
)

○
千
載
集
…
…
四
四

・
七
%

(
21
/

47
)

○
新
古
今
集
…
…
四
四

・
七
%

(
42
/
94
)

 

『
万
葉
集
』

で

「
羅
旅
歌

(作
)
」

の
標
題
の
も
と
に
集

め
ら
れ
た
歌

は

一

〇
九
首
。
そ

の
う
ち
地
名
保
有
歌
は
八

二
首
で

あ

る

(七

五

・
二
%
)
。
ど
う

や
ら

『
古
今
集
』
で

「
鴇
旅
」

の
部
立
が
成
立
し
た
時
、

羅
旅
歌
は
、

『
万
葉

集
』

の
そ
れ
と
は
す

っ
か
り
変
質
し
て

し
ま

っ
て

い
た
と

い
え
る
よ
う
だ
Q
そ

の
後

『
千
載
集
』
『新
古
今
集
』

に
至

っ
て
、
本
来

の
羅
旅
歌

の
姿

を
回

復

し

よ
う
と
し
た
形
跡
が
み
ら
れ

る
が
、
そ
れ
で
も
万
葉
羅
旅
歌

に
お
け

る
地
名

の

比
重
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
ま
さ

に
地
名
は
、
万
葉
羅
旅
歌

の
生
命
標
だ

っ

た

の
で
あ

る
。

注1
 
第

五
句

「水
手
」
を
文
字
通
り
水
夫

と
解

し
、

}
首
を
水
葬
挽
歌
と
み

る
説
が
あ

 
る
が

(土
屋
文
明
氏

『私
注
』
)
、
「
こ
の

一
句

だ
け
で
さ
う
解

す
る
の
は
少
し

無

理

 

で
あ
ら
う
」

(沢
潟
久
孝
氏

『注
釈
』)

と
判
断

し
て

「水

手
」
は
鹿
子

の
借
字
と
す

 

る
見
解

に
従

い
た

い
。

2
 

「
万
葉
集
羅
旅
歌

の
世
界
」

(『論
集
上
代
文
学
 

入
冊
』
)

3
 

「巻

七
羅
旅
歌
抄
」

(『万
葉

集
を
学
ぶ
 
第

五
集
』)

4
 

「伝
説
歌

の
源
流
」

(『国
語
国

文
』
昭
和

三
九

・
三
)

5
 
池

田
彌

三
郎
氏

『万
葉
び
と

の

一
生
』
『高
市
黒
人

・
山
部
赤
人
』

・
西

村

亨

氏

 

『歌

と
民
俗
学
』
『旅
と
旅
ぴ
と
』
・
土
橋
寛
氏

『古
代

歌
謡
と
儀
礼

の
研

究
』
古
橋

 
信
孝
氏

『万
葉
集

を
読

み
な
お
す
』
な

ど
。

6
 
池

田
彌

三
郎
氏

の
命
名
。

(
『芸
能

の
流
転
と
変
容
』
参
照
)

7
 
神

野
志
隆
光
氏

の
「行
路
死
人
歌

の
周
辺
」
(
『論
集
上
代
文
学
 

四
冊
』)
・
伊
藤
博

 
氏
の

「家

と
旅
」

(『万
葉
集

の
表
現
と
方
法
 

下
』
)
は
、
旅
人
に
と

っ
て

の

「家
」

 

(と
く
に

「妹
」)

の
意
義
を
探

っ
た
論
考
と

し
て
学

ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多

い
。

8
 
八
首

に
秩
序
あ

る
構
成

の
跡
を
探

っ
た
論
考
と

し
て
、
村

田
正
博
氏

の

「柿
本
人

 
麻
呂

が
羅
旅

の
歌

入
首
」

(『和
歌
文
学
研
究
』

三
四
)
・
都
倉
義
孝
氏
の

「羅

旅

歌

 
八
首
」

(『柿
本

人
麻
呂

・
古
代

の
文
学

2
』
)
な
ど
が
あ
る
。

し
か

し
こ
の
立

場

に

 
は
批
判

も
少

な
く
な

い
。
私
見

で
も
、
意
図
的
な
も

の
が
印
象
さ
れ

る
と
い
う
程
度

 
で
、
整
然

と
し
た
構
成
を
う
か
が
う
に
は
無

理
が
多

い
と
考
え
る
。

9
 

『近
江
路

の
万
葉
邑

10
 
磯

・
八
十
を
固
有
名
詞
と
認
定
す
る
の
は
、
池
田
彌
三
郎

氏
の

『高
市
黒
人

・
山

部
赤

人
』
の
説

に
従

っ
た
。

11
 

井
口
樹
生
氏

の

「鹿
鳴
諺

の
由
来
-

古
代

・
鹿

の
文
学

と
芸
能
1

」

(
『金
田

 

…
春
彦
博
士
古
稀
記
念

論
文
集
 
第

三
巻
』
)

に
、

万
葉
時
代

の
地
名
拾
集
に

つ
い

 
て
の
考
察

が
あ

る
。

12
 

た
と
え
ば

「東

路
」

「難
波
人
」
な
ど
も
該
当
例

と
し
て
数

に
入
れ
た
。

こ
の
よ

 
う
な
作
業

に
お
い
て
は
、
固
有
名
詞
と
認
定
す
る

か
否
か
、
問
題
を
含

む
歌
を

め
ぐ

 

っ
て
、
人
に
よ

っ
て
計
算

に
若
干

の
差
が
生
じ
て
く
る
も

の
と
思
う

が
、
こ
こ
で
は

 
概
数

が
わ
か
れ
ば

よ
い
と
い
う
態
度

で
調
査
を
お
こ
な

っ
た
。
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