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1

　

韻
文
で
あ
る
『
萬
葉
集
』
の
歌
と
、
散
文
で
あ
る
『
続
日
本
紀
』
所
載
の
宣

命
お
よ
び
『
延
喜
式
』
所
載
の
祝
詞
と
で
は
、
用
い
ら
れ
る
表
現
に
構
文
上
の

差
異
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
構
文
上
の
差
異
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
は
な

か
っ
た
の
か
。
こ
の
疑
問
を
具
体
的
に
言
え
ば
、
歌
と
宣
命
・
祝
詞
と
の
間
に

は
、
同
じ
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
表
現
す
る
の
に
文
法
上
・
語
結
合
上
の
差
異

が
あ
っ
た
の
か
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
あ
っ
た
と
す
る

と
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
差
異
だ
っ
た
の
か
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
も
し
差
異
が
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
意
義

の
あ
る
確
認
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
『
萬
葉
集
』
の
歌
に
も
新
古
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
、
宣
命
・
祝
詞
も
ま

た
作
ら
れ
た
時
代
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
日
本
語
史
の
研
究
者
が
均

し
く
「
上
代
語
」
と
呼
ん
で
い
る
言
語
で
は
あ
っ
て
も
、
文
献
に
反
映
す
る
こ

と
ば
に
は
、
構
文
上
・
文
法
上
の
、
細
か
い
時
代
的
な
差
異
が
少
な
か
ら
ず
含

ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
歌

の
表
現
と
宣
命
・
祝
詞
の
表
現
と
の
間
に
、
使
用
語
彙
の
差
異
な
ら
ば
と
も
か

く
、
構
文
上
・
文
法
上
の
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
は
な
か
な
か
想
定
で

き
な
い
、
と
い
う
の
が
普
通
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
い
っ
た
差
異
の
有
無
あ
る
い
は

そ
の
差
異
の
実
態
を
用
例
に
即
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
直
接
の
目
的

で
あ
る
。

　

本
稿
で
実
際
に
調
査
・
検
討
す
る
の
は
、
一
般
に
比
況
の
助
動
詞
と
呼
ば
れ

る
「
如ご
と

し
」
の
用
法
で
あ
る
。
こ
の
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
個
々
の
例
に

つ
い
て
、「
如
し
」
の
直
前
に
位
置
す
る
表
現
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
語
結
合

の
あ
り
か
た
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
か
ら
、
歌
・
宣
命
・
祝
詞
の
そ
れ
ぞ
れ

に
ど
の
よ
う
な
語
結
合
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
ま

ま
以
上
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、『
萬
葉
集
』
の
歌
は
四
千
五
百
余
首
に
及
ぶ

か
ら
、
そ
こ
に
見
え
る
「
如
し
」
の
用
例
数
は
、
宣
命
・
祝
詞
に
見
え
る
そ
れ

に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
用
例
数
の
少
な
い
宣
命
・
祝
詞
で

の
用
法
を
確
実
に
押
さ
え
、
次
に
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
用
例
数
の
多
い
歌

で
の
用
法
を
見
る
、
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
用
例
数
の
少
な
い
方

に
、
特
定
の
語
法
の
あ
り
か
た
が
単
純
な
か
た
ち
で
表
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
考
察
の
手
が
か
り
が
得
や
す
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

　
『
続
日
本
紀
』
に
見
え
る
六
十
二
編
の
宣
命
に
は
、
確
実
な
と
こ
ろ
で
は
十

三
例
の
「
如
し
」
が
あ
る
（
1
）。

具
体
的
に
言
え
ば
、
十
三
例
の
す
べ
て
が
連
用
形

「
如
く
（
／
如ご
と

）」
の
例
で
あ
り
、「
如
し
」「
如
き
」
の
用
例
は
な
い
。
た
だ
し
、

表
記
上
・
訓
読
上
の
問
題
を
含
む
も
の
が
数
例
あ
る
。
十
三
例
の
う
ち
特
に
こ

れ
と
い
っ
た
問
題
が
な
い
の
は
、
次
の
十
一
例
で
あ
る
。

　
1　

太
政
大
臣
禅
師
乃の
こ
と
わ
り
の
ご
と
く
す
す

如

理
久
勧
め
行
は
し
め
… 

〔
四十一詔
〕

　
2　

諸
大
法
師
等
我が
こ
と
わ
り
の
ご
と
く
つ
と

如
理
久
勤
め
て
坐い
ま

さ
ひ
… 

〔
四十二詔
〕

　
3　

諸う
ぢ

氏う
ぢ

の
氏う
ぢ

人び
と

等ど
も

を
も
進
め
つ
か
は
す
こ
と
、
理こ
と
わ
り
の
ご
と
も

乃
如
毛
在
ら
ず
。

 

〔
二十八詔
〕

　
4　

此
の
位く

ら
ゐ

避さ

り
て
間い
と
ま

の
人
に
在
り
て
し
、
如こ
と
わ
り
の
ご
と理
母
に
は
仕つ
か
へ
ま
つ奉
る
べ

し
と
念
ほ
し
て
な
も
… 

〔
二十三詔
〕

　
5　

汝い
ま
し
た
ち等

も
、
今
日
詔
の
り
た
ま

ふ
大お
ほ
み
こ
と命

乃の
ご
と
き
み
お
み

期
等
君
臣
祖お
や
こ子

の
理
こ
と
わ
り

を
忘
る
る
事
無

く
… 

〔
十一詔
〕

　
6　

豈あ
に
さ
は障
る
事
は
在
ら
じ
と
念
ほ
し
て
な
も
、
本も
と

忌い
み

之し
が
ご
と
く
は
い
ま
ず
し
て

可
如
久
方
不
忌
之
天
…

 

〔
三十八詔
〕

　
7　

朕わ
が

所お
も
ほ念

之し
て
あ
る
が
ご
と
く

天
在
何
如
久
大
神
の
御お
ほ
み
こ
と命
に
は
在
ら
ず
。
… 

〔
四十四詔
〕

　
8　

朕わ
れ
を
お
も
ひ
て
あ
る
が
ご
と
く
こ
と

乎

念
天
在
我
如
久
異
に
な
念
ひ
。
… 

〔
四十五詔
〕

　
9　

人
の
祖お
や
の乃
、
意お

能の

賀が

弱わ
く
ご児

乎を
ひ
だ
す

養
治
事こ
と
の
ご
と
く

乃
如
久
治
め
賜
ひ
慈う
つ
く

し
び
賜
ひ
来
る

と
な
も
… 

〔
三詔
〕

　
10　

と
ひ
と
の
仇あ
た
の
あ
る
こ
と
の

能
在
言
期ご
と
く

等
久
、
言
ふ
ま
し
じ
き
辞こ
と

も
言
ひ
ぬ
、
為す

ま
じ
き

行わ
ざ

も
為し

ぬ
。
… 

〔
二十七詔
〕

　
11　

安あ

加か

良ら

米め

佐さ

須す

如こ
と
の
ご
と
く

事
久
、
お
よ
づ
れ
か
も
年
の
高
く
な
り
た
る
朕
を

置
き
て
… 

〔
五十八詔
〕

　

こ
れ
ら
は
、
そ
の
構
文
的
な
用
法
か
ら
見
て
、
三
種
の
形
式
に
分
類
で
き
る
。

　

Ⅰ
﹇
…
体
言
＋
の
＋
如
く
（
／
如
）﹈（
1
〜
5
）

　

Ⅱ
﹇
…
活
用
語
連
体
形
＋
が
＋
如
く
﹈（
6
〜
8
）

　

Ⅲ
﹇
…
活
用
語
連
体
形
＋
こ
と
＋
の
＋
如
く
﹈（
9
〜
11
）

　

し
か
し
、
次
の
表
現
に
見
え
る
二
つ
の
〈
在
如
〉
の
場
合
は
、「
が
」
に
あ

た
る
字
が
〈
如
〉
の
前
に
な
く
、
訓
じ
か
た
に
揺
れ
が
生
じ
る
か
ら
、
Ⅱ
の
形
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式
に
分
類
し
て
よ
い
か
ど
う
か
問
題
と
な
る
。

　
12　

天
に
日ひ

月つ
き

在
如
、
地
に
山や
ま

川か
は

在
如
並
び
坐い
ま

し
て
有
る
べ
し
と
… 

〔
七詔
〕

　
〈
在
如
〉
と
い
う
表
記
だ
け
を
問
題
に
す
れ
ば
、〈
在
〉
と
〈
如
〉
の
間
に

「
が
」
を
訓
み
添
え
て
「
在
る
が
如
く
」
と
訓
じ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
の

ま
ま
単
純
に
「
在
る
如
く
」
と
訓
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。「
が
」
を
訓
み
添
え

な
け
れ
ば
、
右
の
三
種
の
形
式
と
は
別
に
、
連
体
形
が
「
が
」
を
介
さ
ず
に
直

接
に
「
如
く
」
と
結
び
つ
く
か
た
ち
の
、﹇
…
活
用
語
連
体
形
＋
如
く
﹈
と
い

う
第
四
の
形
式
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

今
の
段
階
で
は
、
訓
を
決
定
す
る
こ
と
は
保
留
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
原
文
に
問
題
を
含
む
次
の
例
が
あ
る
。

　
13　

大
伴
佐
伯
宿
祢
は
、
常つ
ね
も
い
ふ
ご
と
く
す
め
ら
が
み
か
ど

母
云
如
久
天
皇
朝
守
り
仕つ
か
へ
ま
つ奉
る
事
顧
み
無
き

人ひ
と

等ど
も

に
在
れ
ば
… 
〔
十三詔
〕

　

こ
の
13
の
例
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
よ
っ
て
、
12
の
場
合
と
同
様
に
、
さ

ら
に
一
例
・
一
種
の
形
式
が
加
わ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
の

〈
常
母
云
如
久
〉
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
で

「
諸
本
に
、
如ノ

字
な
く
て
、
語
と
ゝ
の
は
ず
、
聞
こ
え
が
た
し
、
故レ

、
今
補
へ

り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
は
諸
本
に
〈
常
母
云
久
〉
と
あ

る
だ
け
で
、
も
と
も
と
〈
如
〉
と
い
う
字
が
な
い
。
し
か
し
、
同
書
の
措
置
に

従
っ
て
こ
こ
に
〈
如
〉
を
補
い
、「
常
も
云
ふ
如
く
」
と
訓
じ
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
。
そ
の
措
置
が
妥
当
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
「
如
し
」
の
用
例
に

加
え
る
と
と
も
に
、
や
は
り
﹇
…
活
用
語
連
体
形
＋
如
く
﹈
と
い
う
第
四
の
形

式
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
あ
え
て
〈
如
〉
を
補
わ
ず
に
、
諸
本
に
見
え
る
〈
常
母
云

久
〉
と
い
う
原
文
を
、
そ
の
ま
ま
ク
語
法
の
か
た
ち
で
「
常
も
云
は
く
」
と
訓

じ
る
新
し
い
注
釈
も
あ
る
。
こ
の
例
の
ほ
か
に
も
、
ク
語
法
で
「
常
に
云
は

く
」
と
訓
じ
る
し
か
な
い
〈
常
尓
云
久
〉〔
四十五詔
〕
と
い
う
例
も
あ
る
か
ら
、

13
の
例
の
原
文
も
ク
語
法
と
し
て
訓
じ
る
の
が
妥
当
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
新
た
に
第
四
の
形
式
を
想
定
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
諸
本
に
見
え

な
い
字
が
も
と
も
と
存
在
し
た
、
と
仮
定
し
て
原
文
に
手
を
加
え
る
の
は
回
避

す
べ
き
だ
、
と
い
う
立
場
か
ら
言
え
ば
、
や
は
り
原
文
の
ま
ま
で
「
常
も
云
は

く
」
と
訓
じ
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

　

Ⅰ
の
形
式
に
属
す
る
五
例
の
う
ち
四
例
は
、
と
も
に
体
言
の
部
分
に

「
理
こ
と
わ
り

」
が
置
か
れ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
5
の
一
例
だ
け
は
「
大
命
」
が

置
か
れ
て
い
る
が
、
す
ぐ
あ
と
に
「
君き

み

臣お
み

祖お
や
こ子

の
理
こ
と
わ
り

」
と
い
う
表
現
が
続
い

て
い
る
の
は
、
用
法
の
固
定
化
を
反
映
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
6
〜
8
の

三
例
が
属
す
る
Ⅱ
の
形
式
は
、
活
用
語
の
連
体
形
と
「
如
く
」
と
を
助
詞

「
が
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
9
〜
11
が
属
す
る
Ⅲ

の
形
式
は
、
連
体
形
と
「
如
く
」
と
の
間
に
「
こ
と
の
」
を
挿
入
す
る
も
の
だ

が
、
こ
れ
は
、
構
文
を
ひ
と
ま
ず
Ⅰ
の
形
式
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同

じ
く
連
体
形
と
「
如
く
」
と
を
結
び
つ
け
る
形
式
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
Ⅲ
の
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形
式
は
Ⅰ
と
Ⅱ
の
両
形
式
の
性
格
を
持
つ
も
の
だ
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
同
じ
く
散
文
で
も
、『
延
喜
式
』
の
祝
詞
に
見
え
る
「
如
し
」
の
用

法
は
ど
う
か
。「
如
し
」
の
用
例
数
は
宣
命
の
三
倍
近
く
に
達
し
、
計
三
十
一

例
に
な
る
。
Ⅰ
の
﹇
…
体
言
＋
の
＋
如
し
﹈
と
い
う
形
式
が
最
も
用
例
が
多
く
、

こ
れ
が
祝
詞
で
の
基
本
的
な
用
法
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
形

式
に
属
す
る
の
は
、
全
三
十
一
例
の
う
ち
二
十
四
例
に
及
ぶ
。
た
だ
し
、
二
十

四
例
は
そ
れ
ぞ
れ
の
表
記
形
態
か
ら
見
て
二
種
に
分
類
で
き
、〈
湯ゆ

都つ

磐い
は

村む
ら

能の

如ご
と
く
ふ
さ
が
り
ま
し
て

塞
坐
弖
〉〔
祈
年
〕
の
よ
う
に
「
の
」
を
表
記
し
た
も
の
が
九
例
、

〈
如よ
こ
や
ま
の
ご
と
く

横
山
積つ
み
お
き
て
置
弖
〉〔
春
日
〕
の
よ
う
に
そ
れ
を
無
表
記
に
し
た
も
の
が
十
五

例
あ
る
。
残
る
七
例
は
、
そ
ろ
っ
て
Ⅲ
の
形
式
に
属
す
る
【
17
〜
20
の
表
現
は

連
続
す
る
長
大
な
文
を
構
成
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
対
照
し
や
す
い
よ
う
に
四

つ
の
部
分
に
分
け
て
あ
げ
る
】。

　
14　

ま
そ
ひ
の
大お
ほ
み
か
が
み

御
鏡
の
面お
も
て

を
お
し
は
る
か
し
て
見み
そ
な
は
す行
事こ
と
の
ご
と
く

乃
己
止
久
、
明あ
き

つ

御
神
の
大
八
島
国
を
… 
〔
出
雲
〕

　
15　

遠
き
国
は
八
十
綱
打
ち
挂
け
て
引ひ
き
よ
す
る
こ
と
の
ご
と
く

寄
如
事
、
皇す
め

大お
ほ

御み
か
み神

の
寄
さ
し

奉
ら
ば
… 

〔
祈
年
〕

　
16　

遠
き
国
は
八
十
綱
打
ち
挂
け
て
引ひ
き
よ
す
る
こ
と
の
ご
と
く

寄
如
事
、
皇す
め

大お
ほ

御み
か
み神

の
寄
さ
し

奉
ら
ば
… 

〔
月
次
〕

　
17　

科し
な
と戸
の
風
の
、
天
の
八
重
雲
を
吹ふ
き
は
な
つ放
事こ
と

之の

如ご
と
く久
… 

〔
大
祓
〕

　
18　

朝
の
御み

霧き
り

夕
べ
の
御
霧
を
、
朝
風
夕
風
の
吹ふ
き
は
ら
ふ掃
事こ
と

之の

如ご
と
く

… 

〔
大
祓
〕

　
19　

大
津
辺
に
居
る
大
船
を
、
…
…
大
海
の
原
に
押お
し
は
な
つ放
事こ
と
ふ
き
は
な
つ

吹
放
事こ
と

之の

如ご
と
く久 

… 

〔
大
祓
〕

　
20　

彼を
ち
か
た方

の
繁し
げ

木き

が
本も
と

を
、
焼や
き

鎌か
ま

の
敏と

鎌か
ま

を
以
て
打う
ち
は
ら
ふ掃

事こ
と

之の

如ご
と
く久

…

 

〔
大
祓
〕

　

祝
詞
に
は
Ⅲ
の
形
式
に
属
す
る
も
の
が
こ
の
よ
う
に
七
例
あ
る
の
に
、
連
体

形
と
「
如
し
」
を
「
が
」
が
結
び
つ
け
る
か
た
ち
の
、
Ⅱ
の
形
式
に
属
す
る
用

例
が
な
い
。
こ
れ
は
同
じ
散
文
の
間
で
も
目
立
つ
差
異
だ
が
、
Ⅱ
と
Ⅲ
の
両
形

式
は
同
じ
く
連
体
形
と
「
如
し
」
を
結
び
つ
け
る
も
の
だ
と
見
て
よ
い
か
ら
、

祝
詞
で
は
Ⅱ
の
形
式
を
用
い
る
代
わ
り
に
Ⅲ
の
形
式
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
の
形
式
は
Ⅰ
と
Ⅱ
の
両
形
式
の
性
格
を
持
つ
も
の
だ
と
さ
き
に
述
べ
た
が
、

連
体
形
と
「
如
し
」
と
を
結
び
つ
け
る
形
式
だ
と
い
う
点
に
注
目
す
れ
ば
、
Ⅲ

の
形
式
は
機
能
的
に
は
Ⅱ
の
形
式
に
近
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
Ⅲ

の
形
式
に
属
す
る
表
現
は
、
Ⅱ
の
形
式
に
属
す
る
表
現
よ
り
も
持
っ
て
回
っ
た

重
々
し
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
神
に
捧
げ
る
こ
と
ば

に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
天
皇
の

意
志
・
判
断
な
ど
を
広
く
告
げ
知
ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
宣
命
は
、
威
厳

を
保
ち
な
が
ら
目
下
の
者
に
読
み
聞
か
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
表
現
と
し
て
Ⅱ
の
形
式
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

Ⅱ
の
形
式
に
属
す
る
用
例
が
宣
命
に
あ
っ
て
祝
詞
に
な
い
理
由
を
、
そ
の
よ

う
に
理
解
し
て
よ
け
れ
ば
、
宣
命
と
祝
詞
に
見
え
る
「
如
し
」
の
用
法
に
は
あ

ま
り
大
き
い
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
、
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
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続
い
て
、『
萬
葉
集
』
の
「
如
し
」
の
用
法
を
確
認
す
る
。
同
書
に
は
、
百

二
十
ほ
ど
の
「
如
し
」
の
用
例
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
表
記
上
・
訓
読
上
の
問

題
を
含
む
こ
と
が
少
な
く
な
い
た
め
に
、
個
々
の
用
例
を
す
べ
て
厳
密
に
分
類

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
以
下
で
は
一
般
的
な
訓
に
基
づ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
に
属
す
る
用
例
の
概
数
を
あ
げ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ま
ず
、
Ⅰ
の
形
式
に
属
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
五
十
余
の
実
例
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
助
詞
「
の
／
が
」
を
明
記
し
た
も
の
が
十
八
例
あ
り
、
ほ
か
は

〈
如た
わ
ら
は
の
ご
と

手
童
児
〉〔
二・
一二九〕
や
〈
如わ
が
ご
と
か

吾
歟
〉〔
四・
四九七〕
の
よ
う
に
助
詞
を
訓
み
添

え
る
べ
き
例
で
あ
る
。
こ
の
Ⅰ
の
用
例
は
、
歌
に
見
え
る
だ
け
で
は
な
い
。
既

に
見
た
よ
う
に
、
宣
命
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
如
し
」
の
な
か
に
も
五
例
含
ま

れ
て
お
り
、
ま
た
三
十
一
例
の
「
如
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
祝
詞
で
は
、
Ⅰ

の
用
例
が
最
も
数
が
多
く
、「
の
」
を
表
記
し
た
も
の
九
例
と
、
そ
れ
が
表
記

さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
「
の
」
を
訓
み
添
え
る
べ
き
も
の
十
五
例
の
、
計
二
十

四
例
に
及
ぶ
。
つ
ま
り
、
Ⅰ
の
形
式
は
歌
だ
け
で
な
く
散
文
で
も
一
般
的
な
も

の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
如
し
」
は
体
言
の
「
こ
と
」
に
由
来
す
る
と
い

う
の
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
想
定
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
流
れ
を

想
定
す
る
と
、
体
言
と
「
如
し
」
と
を
「
の
／
が
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
Ⅰ

の
形
式
は
、
最
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
、
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
Ⅱ
の
形
式
に
属
す
る
も
の
は
、
た
と
え
ば
「
春
の
葉
の
茂し

げ
き

之が

如ご
と
く

」

〔
二・
二一〇〕
の
よ
う
な
例
で
あ
り
、
少
な
か
ら
ぬ
用
例
が
あ
る
（
後
述
）。
一
方
、

Ⅲ
の
形
式
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、「
表う
は

荷に

打
つ
と
伊い

布ふ

許こ

等と

能の

其ご

等と

」〔
五・

八九七〕
と
い
う
例
が
山
上
憶
良
の
歌
に
一
つ
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、

宣
命
に
十
三
例
の
う
ち
三
例
あ
り
、
祝
詞
に
三
十
一
例
の
う
ち
七
例
あ
る
Ⅲ
の

例
が
『
萬
葉
集
』
に
た
だ
の
一
例
し
か
見
え
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
注
目
し
て

お
い
て
よ
い
。
こ
の
唯
一
の
例
は
、「
老
い
た
る
身
に
病
を
重
ね
、
年
を
経
て

辛た
し
な苦
み
、
ま
た
児
ら
を
思
ふ
歌
七
首
」
と
い
う
題
詞
を
持
つ
一
群
の
、
最
初
の

長
歌
に
見
え
る
表
現
で
あ
る
。
老
身
を
嘆
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
持
っ
て
回
っ

た
古
め
か
し
い
感
じ
の
た
だ
よ
う
表
現
に
仕
立
て
る
た
め
に
、
憶
良
は
歌
に
は

ま
ず
用
い
な
い
こ
の
形
式
を
あ
え
て
こ
の
歌
に
用
い
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、『
萬
葉
集
』
の
用
例
で
最
も
顕
著
な
事
実
は
、
以
上
の
Ⅰ
〜
Ⅲ
の

ど
の
形
式
に
も
属
さ
な
い
形
式
の
例
が
少
な
か
ら
ず
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
形
式
は
、
連
体
形
が
い
か
な
る
語
も
介
さ
ず
に
直
接
に
「
如
し
」

と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
さ
き
に
引
用
し
て
検
討
し
た
、
訓
と
原

文
に
問
題
の
あ
る
12　
13
の
二
例
と
は
ま
っ
た
く
別
の
根
拠
か
ら
、

　

Ⅳ
﹇
…
活
用
語
連
体
形
＋
如
く
﹈

と
い
う
第
四
の
形
式
を
認
め
る
必
要
が
生
じ
る
。

　

す
ぐ
あ
と
に
用
例
を
あ
げ
る
よ
う
に
、『
萬
葉
集
』
に
は
こ
の
Ⅳ
の
形
式
に
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属
す
る
も
の
が
三
十
数
例
あ
る
。
し
か
し
、
宣
命
・
祝
詞
に
は
そ
の
確
実
な
例

が
ま
っ
た
く
な
い
。
類
型
化
し
た
言
い
回
し
が
多
い
と
は
い
え
、
三
十
一
の

「
如
し
」
の
用
例
が
あ
る
祝
詞
に
、
Ⅳ
の
形
式
の
も
の
が
一
例
も
見
え
な
い
と

い
う
の
は
、
特
に
不
審
で
あ
る
。
断
定
は
で
き
な
い
が
、
Ⅳ
の
形
式
は
歌
に
し

か
用
い
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、

『
萬
葉
集
』
で
は
、
連
体
形
と
「
如
し
」
と
が
直
接
に
結
び
つ
く
こ
の
形
式
と
、

両
者
を
「
が
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
Ⅱ
の
形
式
と
の
間
に
、
構
文
面
で
無
視

し
え
な
い
よ
う
な
用
法
上
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
差
異
を
、

用
例
に
即
し
て
確
認
す
る
。

　

そ
の
Ⅳ
の
形
式
に
属
す
る
例
を
見
て
み
る
。
表
記
や
音
数
律
の
面
か
ら
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
字
余
り
句
が
含
む
母
音
音
節
の
位
置
か
ら
も
、
こ
の
句
の

「
如
し
」
は
直
前
に
「
が
」
を
伴
わ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
用
例
だ
け
を
あ
げ
る
。

た
だ
し
、
全
二
十
巻
に
見
え
る
三
十
数
例
を
す
べ
て
挙
示
す
る
わ
け
に
い
か
な

い
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
巻
第
一
か
ら
巻
第
五
ま
で
の
用
例
を
拾
っ
て
み
る
と
、

十
五
例
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
、
当
該
の
句
全
体
に
ル
ビ
を
付
し
て
次
に
列

挙
す
る
（
2
）。

　
21　

秋
さ
ら
ば　

今い
ま
も
み
る
ご
と

毛
見
如　

妻
恋
ひ
に　

鹿か

鳴
か
む
山
そ　

高
野
原
の
上 

 

〔
一・
八四〕

　
22　

古
い
に
し
へ

に　

恋
ふ
ら
む
鳥
は　

ほ
と
と
ぎ
す　

け
だ
し
や
鳴
き
し　

吾わ
が

念も
へ

流る

碁ご

騰と 

〔
二・
一一二〕

　
23　

ひ
さ
か
た
の　

天あ
め
み
る
ご
と
く

見
如
久　

仰
ぎ
見
し　

皇み

子こ

の
御み

門か
ど

の　

荒
れ
ま
く

惜
し
も 

〔
二・
一六八〕

　
24　

出
で
立
ち
の　

百も
も
え
つ
き

枝
槻
の
木　

こ
ち
ご
ち
に　

枝え
だ
さ
せ
る
ご
と

刺
有
如　

春
の
葉
の   

茂
き
が
如
く　

念
へ
り
し　

妹
に
は
あ
れ
ど
… 

〔
二・
二一三〕

　
25　

恐か
し
こ

み
と　

仕
へ
奉
り
て　

ひ
さ
か
た
の　

天あ
め
み
る
ご
と
く

見
如
久　

ま
そ
鏡　

仰

ぎ
て
見
れ
ど
… 

〔
二・
二三九〕

　
26　

石い
は

室や

戸と

に　

立
て
る
松
の
木　

汝
を
見
れ
ば　

昔
の
人
を　

相あ
ひ

見み
る

如ご
と

之し 

 

〔
三・
三〇九〕

　
27　

あ
し
ひ
き
の　

山
さ
へ
光
り　

咲さ
く

花は
な

乃の　

散ち
り

去ぬ
る

如ご
と

寸き　

吾
が
王
お
ほ
き
み

か
も

 

〔
三・
四七七〕

　
28　

吾
が
た
め
に　

妹
も
事
無
く　

妹
が
た
め　

吾
も
事
無
く　

今い
ま
も
み
る
ご
と

裳
見
如   

副た
ぐ

ひ
て
も
が
も 

〔
四・
五三四〕

　
29　

他ひ
と
ご
と辞

を　

繁
み
言こ
ち
た痛

み　

相あ

は
ざ
り
き　

心こ
こ
ろ
あ
る
ご
と

在
如　

な
思
ひ
吾
が
背

子 

〔
四・
五三八〕

　
30　

夏
葛
の　

絶
え
ぬ
使
ひ
の　

不よ

通ど

め
れ
ば　

言こ
と

下し
も

有あ
る

如ご
と　

念
ひ
つ
る
か

も 

〔
四・
六四九〕

　
31　

朝あ
さ
よ
ひ夕

に　

見
む
時
さ
へ
や　

吾わ
ぎ
も妹

子こ

之が　

雖み
と
も
み
ぬ
ご
と

見
如
不
見　

な
ほ
恋
し
け

む 

〔
四・
七四五〕

　
32　

う
け
沓ぐ
つ

を　

奴ぬ

伎き

都つ

流る

其ご

等と

久く　

踏
み
脱ぬ

き
て　

行
く
ち
ふ
人
は　

石い
は

木き

よ
り　

生な

り
出
し
人
か
… 

〔
五・
八〇〇〕

　
33　

世よ
の
な
か間
の　

す
べ
無
き
も
の
は　

年と
し

月つ
き

波は　

奈な

何が

流る

る々

其ご

等と

斯し　

と
り
続

き　

追
ひ
来
る
も
の
は
… 

〔
五・
八〇四〕

　
34　

烏う

梅め

能の

波は

奈な　

伊い

麻ま

佐さ

家け

留る

期ご

等と　

散
り
過
ぎ
ず　

吾
が
家
の
園
に   
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あ
り
こ
せ
ぬ
か
も 

〔
五・
八一六〕

　
35　

船
の
舳へ

に   

御
手
打
ち
か
け
て   

墨
縄
を   

播は

倍へ

多た

留る

期ご

等と

久く   

あ
ぢ

か
を
し   

値ち

嘉か

の
崎
よ
り
… 

〔
五・
八九四〕

　

十
五
例
の
表
現
で
は
、「
如
し
」
を
含
む
部
分
は
ど
の
よ
う
な
構
文
に
な
っ

て
い
る
か
。「
今
も
見
る
如
」
が
二
例
（
21
・
28
）
と
、
こ
れ
に
近
い
「
今
咲

け
る
如
」
が
一
例
（
34
）
あ
り
、
ま
た
「
天
見
る
如
く
」
が
二
例
（
23
・
25
）

あ
る
な
ど
、
類
似
す
る
表
現
の
例
が
若
干
あ
る
。
し
か
し
、「
吾
が
念
へ
る
如
」

（
22
）、「
枝
刺
せ
る
如
」（
24
）、「
心
あ
る
如
」（
29
）
の
よ
う
に
、
主
述
関
係

を
構
成
し
た
表
現
を
同
じ
句
の
な
か
で
「
如
」
が
承
け
る
表
現
が
あ
る
一
方
で
、

27
の
「
咲
く
花
の
散
り
ぬ
る
如
き
」
の
よ
う
に
、
主
述
関
係
を
構
成
し
た
表
現

が
二
句
に
わ
た
る
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
26
の
「
昔
の
人
を
相
見
る
如
し
」、

32
の
「
う
け
沓ぐ
つ

を
脱ぬ

き
棄つ

る
如
く
」、
35
の
「
墨
縄
を
延は

へ
た
る
如
く
」
な
ど

の
よ
う
に
、
目
的
語
と
他
動
詞
と
が
結
合
し
た
表
現
を
「
如
し
」
が
承
け
る
表

現
も
あ
っ
て
、
用
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　

表
現
を
見
る
際
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
31
と
34
の
二
例
で
あ

る
。
31
の
「
吾わ
ぎ
も
こ

妹
子
が
見
と
も
見
ぬ
如
な
ほ
恋
し
け
む
」
と
い
う
表
現
で
は
、

「
吾
妹
子
が
」
が
意
味
的
に
か
か
る
の
は
、「
見
と
も
見
ぬ
如
」
で
は
な
く
「
な

ほ
恋
し
け
む
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
如
し
」
を
含
む
「
見
と
も
見
ぬ
如
」
は
、

「
な
ほ
恋
し
け
む
」
に
対
す
る
連
用
修
飾
成
分
で
あ
る
。
同
様
に
、
34
の
「
梅

の
花
」
が
直
接
に
か
か
る
の
は
、
次
句
の
「
今
咲
け
る
如
」
で
は
な
く
第
五
句

の
「
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
「
梅
の
花
よ
、
…
…
（
こ
の
ま
ま

で
）
あ
っ
て
く
れ
」
と
い
う
呼
応
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
梅
の
花

（
が
）
今
咲
け
る
如
…
」
と
い
う
主
述
関
係
を
構
成
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
巻
第
一
か
ら
巻
第
五
ま
で
の
用
例
を
見
た
だ
け
で
も
、
Ⅳ
の

形
式
で
は
「
如
し
」
を
含
む
句
の
用
法
が
多
様
で
あ
る
。
巻
第
六
か
ら
巻
第
二

十
ま
で
に
も
同
種
の
用
例
は
二
十
ほ
ど
あ
り
、
そ
れ
ら
を
加
え
る
と
、
用
法
は

さ
ら
に
多
様
な
も
の
と
な
る
。

4

　

次
に
、
順
序
は
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
連
体
形
と
「
如
し
」
と
を

「
が
」
が
結
び
つ
け
る
、
Ⅱ
の
形
式
に
属
す
る
『
萬
葉
集
』
の
用
例
を
見
て
み

る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
や
は
り
個
々
の
用
例
の
表
記
・
訓
を
吟
味
し

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
大お
ほ

寺て
ら

の
餓が

鬼き

の
後し
り

へ
に
額
衝
如
」

〔
四・
六四九〕
の
場
合
、〈
額
衝
如
〉
は
実
際
に
「
額
衝
く
が8

如
」
と
も
「
額ぬ
か

衝つ

く

如
し
」
と
も
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
如
聞
ま
こ
と
貴
く
奇く
す

し
く
も
…
」

〔
二・
二四五〕
の
〈
如
聞
〉
に
も
、「
聞
く
が8

如
」「
聞
き
し
如
」「
聞
け
る
如
」
な

ど
の
訓
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
文
の
場
合
に
は
、﹇
…
連
体
形
＋
が
＋
如
し
﹈

と
い
う
Ⅱ
に
属
す
る
訓
と
、﹇
…
活
用
語
連
体
形
＋
如
し
﹈
と
い
う
Ⅳ
に
属
す

る
訓
の
、
ど
ち
ら
も
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
複
数
の
訓
が
可
能
な
表
記
例
を
材

料
に
し
て
物
を
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
助
詞
「
が
」
の
有
無
を
問
題

に
す
る
際
に
は
、
こ
の
種
の
表
記
例
を
ひ
と
ま
ず
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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さ
ら
に
厳
密
を
期
す
る
た
め
に
、「
が
」
を
訓
み
添
え
る
例
も
ま
た
除
外
し
、

「
が
」
が
訓
字
の
〈
之
〉
や
音
字
の
〈
我
〉
な
ど
で
明
記
さ
れ
て
い
る
例
だ
け

を
選
び
出
し
、
そ
の
全
例
を
次
に
列
挙
す
る
【
40
の
例
だ
け
に
は
、
音
字
の

〈
何
〉
が
用
い
て
あ
る
】。

　
36　

度わ
た

日る
ひ

乃の   

晩く
れ
ぬ
る
が
ご
と

去
之
如   

照
る
月
の   

雲
隠
る
如   

沖
つ
藻
の   

な
び
き

し
妹
は
… 

〔
二・
二〇七〕

　
37　

槻
の
木
の   

こ
ち
ご
ち
の
枝
の   

春は
る

葉の
は

之の   

茂し
げ
き
が
ご
と
く

之
如
久   

念
へ
り
し   

妹
に
は
あ
れ
ど
… 

〔
二・
二一〇〕

　
38　

露つ
ゆ

霜し
も

乃の   

消け
ぬ
る
が
ご
と
く

去
之
如
久   

あ
し
ひ
き
の   

山
道
を
さ
し
て   

入
り
日
な

す   

隠
り
に
し
か
ば
… 

〔
三・
四六六〕

　
39　

い
と
の
き
て   

短
き
物
を   

端
切
る
と   
云い
へ
る
が
ご
と
く

之
如   

楚し
も
と

取
る   

里さ
と

長を
さ

が
声
は
… 

〔
五・
八九二〕

　
40　

い
と
の
き
て   

痛
き
傷
に
は   

鹹か
ら

塩し
ほ

を   

灌そ
そ
く

知ち

布ふ

何が

其ご

等と

久く   

ま
す

ま
す
も   

重
き
馬
荷
に
… 
〔
五・
八九七〕

　
41
　

42　

天あ
め

地つ
ち

之の   

遠と
ほ
き
が
ご
と
く

我
如   

日ひ

月つ
き

之の   

長な
が
き
が
ご
と
く

我
如   

押
し
照
る   
難
波
の
宮

に
… 

〔
六・
九三三〕

　
43　

夏な
つ

虫む
し

乃の   

入ひ
に
い
る
が
ご
と

火
之
如   

水み
な
と門

入
り
に   

船
漕
ぐ
如
く   

帰ゆ

き
か
ぐ
れ   

人
の
言
ふ
時
… 

〔
九・
一八〇七〕

　
44　

遠
き
代
に   

あ
り
け
る
こ
と
を   

昨
日
し
も   

将み
け
む見
我が

其ご

登と

毛も   

念
ほ

ゆ
る
か
も 

〔
九・
一八〇七〕

　
45
　

46　

挹く
む

人ひ
と

之の   

無ま
な
き
が
ご
と
く

間
之
如   

飲の
む

人ひ
と

之の   

不と
き
じ
き
が
ご
と

時
之
如   

吾
妹
子
に   

吾
が
恋

ふ
ら
く
は   

已や

む
時
も
無
し 

〔
十三・
三二六〇〕

　
47　

行
く
水
の   

帰
ら
ぬ
ご
と
く   

布ふ

久く

可か

是ぜ

能の   

美み

延え

奴ぬ

我が

其ご

登と

久く   

あ

と
も
無
き   

世
の
人
に
し
て
… 

〔
十五・
三六二五〕

　
48　

弥み

騰ど

里り

児こ

能の   

知ち

許こ

布ふ

我が

其ご

登と

久く   

天
つ
水   

仰
ぎ
て
そ
待
つ
…

 

〔
十八・
四一二二〕

　
49　

吹ふ
く

風か
ぜ

能の   

見み

要え

奴ぬ

我が

其ご

登と

久く   

逝ゆ

く
水
の   

止
ま
ら
ぬ
ご
と
く   

常
も

無
く   

移
ろ
ふ
見
れ
ば
… 

〔
十九・
四一六〇〕

　
50　

立
つ
霧
の   

失
せ
ぬ
る
如
く   

置お
く

露つ
ゆ

之の   

消け
ぬ
る
が
ご
と
く

去
之
如   

玉
藻
な
す   

な

び
き
臥こ

い
伏
し
… 

〔
十九・
四二一四〕

　

計
十
五
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
Ⅳ
に
属
す
る
十
五
例
と
同
数

で
あ
り
、
Ⅱ
の
用
法
と
Ⅳ
の
用
法
と
を
比
較
す
る
の
に
好
都
合
で
あ
る
。

　

Ⅱ
に
属
す
る
右
の
十
五
例
に
つ
い
て
、
や
は
り
そ
の
表
現
を
細
か
く
分
析
す

る
と
、
Ⅳ
に
属
す
る
諸
例
と
の
間
に
興
味
深
い
差
異
の
あ
る
こ
と
が
明
瞭
と
な

る
。
つ
ま
り
、
さ
き
に
見
た
Ⅳ
の
諸
例
で
は
「
如
し
」
を
含
む
句
の
用
法
が
多

様
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
右
の
Ⅱ
の
諸
例
で
は
そ
れ
が
ひ
ど
く
単
純
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
39
の
「
短
き
物
を
端
切
る
と
云
へ
る
が

如
く
」
と
40
の
「
痛
き
傷
に
は
鹹か
ら

塩し
ほ

を
灌そ
そ

く
ち
言ふ

が
如
く
」
と
44
の
「
昨
日
し

も
見
け
む
が
如
も
」
の
三
例
を
除
く
十
二
例
は
、
主
述
関
係
を
構
成
し
た
表
現

を
「
が
如
し
」
が
承
け
る
と
い
う
、
共
通
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
36
の
「
渡
る
日
の
晩く

れ
ぬ
る
」
で
は
、
主
格
の
「
渡
る
日
の
」
を
述
語
の

「
晩
れ
ぬ
る
」
が
承
け
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
主
述
関
係
を
構
成
す
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る
「
渡
る
日
の
晩
れ
ぬ
る
」
が
、
一
種
の
準
体
句
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

準
体
句
を
《　

》
に
入
れ
て
構
文
を
示
す
と
、「《
渡
る
日
の
晩
れ
ぬ
る
》
が

如
」
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
37
は
「《
春
の
葉
の
茂
き
》
が
如
く
」
と
な
り
、

38
は
「《
露
霜
の
消け

ぬ
る
》
が
如
く
」
と
な
る
。
ま
た
、
41　
42
は
「《
天あ
め
つ
ち地
の
遠

き
》
が
如
く
、《
日
月
の
長
き
》
が
如
く
」
と
な
り
、
43
は
「《
夏
虫
の
火
に
入

る
》
が
如
」
と
な
る
。
45
〜
50
の
表
現
も
、
同
様
の
「《
…
の
（
主
語
）
＋
…

連
体
形
（
述
語
）》
が
如
」
と
い
う
構
文
の
も
の
で
あ
る
。

　
45
　

46　
《
挹く

む
人
の
間
無
き
》
が
如
く
、《
飲
む
人
の
時
じ
き
》
が
如

　
47　
《
吹
く
風
の
見
え
ぬ
》
が
如
く

　
48　
《
み
ど
り
児
の
乳ち

乞
ふ
》
が
如
く

　
49　
《
吹
く
風
の
見
え
ぬ
》
が
如
く

　
50　
《
置
く
露
の
消
ぬ
る
》
が
如
く

　

十
五
例
の
う
ち
「
の
」
を
含
ま
な
い
39　
40　
44
の
三
例
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現

の
も
の
か
。
39
と
40
の
二
例
は
、
と
も
に
憶
良
の
長
歌
に
見
え
る
表
現
で
あ
り
、

「
短
き
物
を
端
切
る
」「
痛
き
傷
に
は
鹹か
ら

塩
を
灌そ
そ

く
」
と
い
う
比
喩
に
「
と
云
へ

る
が
如
く
」「
ち
言ふ

が
如
く
」
が
続
く
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
文
脈
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、「
短
き
物
を
端
切
る
」「
痛
き
傷
に
は
鹹
塩
を
灌
く
」
と
い
う
表

現
は
、
当
時
の
人
々
に
用
い
ら
れ
て
い
た
諺
を
歌
句
と
し
て
そ
の
ま
ま
読
み
込

ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
も
と
も
と
憶
良
が
創
作
し
た
歌
句
で
は
な
い
。
そ
の

こ
と
と
、「
が
」
の
直
前
に
く
る
表
現
が
主
述
関
係
を
構
成
す
る
も
の
に
な
っ

て
い
な
い
こ
と
と
の
間
に
は
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

残
る
44
の
表
現
は
、
高
橋
虫
麻
呂
が
詠
ん
だ
伝
説
歌
の
末
尾
の
部
分
で
あ
る
。

こ
れ
の
「
遠
き
代
に
…
…
見
け
む
が
如
も
」
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
主
格
を
あ

げ
る
と
す
れ
ば
「
吾
が
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
の

文
脈
で
は
、
こ
と
さ
ら
に
主
格
を
明
示
し
て
「
吾
が

8

8

見
け
む
が
如
も
」
と
表
現

す
る
必
要
が
な
い
、
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
Ⅱ
に
属
す
る
36
〜
50
の
諸
例
を
見
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
、「
が

如
し
」
が
活
用
語
を
承
け
る
場
合
、
そ
の
活
用
語
は
「
…
の
」
と
い
う
主
格
に

対
す
る
述
語
と
な
る
、
と
い
う
傾
向
が
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
…
が
如
し
」
の
「
…
」
と
い
う
部
分
に
は
、
主
述
関
係
を
構
成
す

る
表
現
を
置
く
と
い
う
の
が
、
歌
を
構
成
す
る
際
の
原
則
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
原
則
と
言
う
べ
き
明
確
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
十
五
例
の
う
ち
の
十

二
例
が
そ
う
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
構
成
に
は
な
っ
て
い
な
い
三
例
は
、
当
時
の
諺
を
そ
の
ま
ま
読
み

込
ん
だ
表
現
や
、
文
脈
の
う
え
で
主
格
を
明
示
す
る
必
要
の
な
い
表
現
だ
と
い

う
よ
う
に
、
例
外
的
な
構
成
に
な
っ
た
理
由
が
そ
れ
な
り
に
推
測
で
き
る
点
に

も
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
Ⅳ
に
属
す
る
21
〜
35
の
表
現
に
視
点
を
戻
し
、
も
う
一
度
そ
れ
ら

の
語
結
合
の
あ
り
か
た
を
見
て
み
る
。「
如
し
」
の
直
前
が
主
述
関
係
を
構
成

し
た
も
の
に
は
、
主
格
の
助
詞
を
伴
っ
た
、
22
の
「
吾
が8

念
へ
る
如
」
と
27
の

「
咲
く
花
の8

散
り
ぬ
る
如
き
」
の
二
例
が
あ
り
、
そ
れ
を
伴
わ
な
い
、
24
の

「
枝
（
の
）
刺さ

せ
る
如
」
と
29
の
「
心
（
の
）
あ
る
如
」
の
二
例
が
あ
る
。
30
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の
「
言こ
と

し
も
あ
る
如
」
も
、
や
は
り
主
述
関
係
を
構
成
し
た
例
だ
が
、
主
格
が

「
の
」
で
は
な
く
複
合
助
詞
の
「
し
も
」
を
伴
っ
て
い
る
。

　

ほ
か
に
は
、
助
詞
「
は
」
が
「
如
し
」
の
前
に
用
い
ら
れ
た
33
の
「
年
月
は

流
る
る
如
し
」
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
33
の
表
現
に
は
、
単
純
に
24　
29
の
二

例
と
同
種
の
例
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
側
面
が
あ
る
。
さ
き
に
見
た
36
〜

50
の
場
合
と
同
様
に
、
連
体
形
に
よ
っ
て
意
味
的
に
ま
と
め
ら
れ
る
部
分
を

《　

》
に
入
れ
て
示
す
と
、
22
は
「《
吾
が
念
へ
る
》
如
」
と
な
り
、
27
は

「《
…
咲
く
花
の
散
り
ぬ
る
》
如
き
…
」
と
な
る
。「
吾
が
」「
咲
く
花
の
」
は
主

語
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
述
語
と
し
て
の
「
念
へ
る
」「
散
り
ぬ
る
」
が
承
け
る
、

と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
33
の
「
年
月
は
流
る
る

如
し
」
の
部
分
は
「
世よ
の
な
か間
の
す
べ
無
き
も
の
は
」
と
い
う
主
語
に
続
き
、
世
の

中
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
は
「
年
月
は
、（
留
ま
る
も
の
で
な
く
て
川
が
）

流
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
こ
と
だ
）」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
表
現

で
あ
る
。
単
に
、「
年
月
と
い
う
の
は
、（
川
が
）
流
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の

だ
」
の
意
を
表
す
に
す
ぎ
ず
、「《
年
月
は
流
る
る
》
如
し
」
と
い
う
関
係
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
33
の
表
現
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
や
は
り
Ⅳ

の
形
式
が
多
様
な
用
法
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

5

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
Ⅱ
の
形
式
は
、「
…
が
如
し
」
の
「
…
」
と
い

う
部
分
に
主
述
関
係
を
構
成
す
る
表
現
を
置
く
の
を
原
則
と
し
た
。
こ
の
形
式

に
属
す
る
36　
43　
47　
49　
50
の
五
例
を
よ
く
見
る
と
、
さ
き
に
ル
ビ
を
付
し
た
か
た

ち
で
あ
げ
た
「
…
が
如
し
」
と
い
う
句
と
、「
が
」
を
伴
わ
な
い
「
如
し
」、
つ

ま
り
Ⅳ
の
形
式
に
属
す
る
句
と
が
、
一
文
の
中
で
共
存
し
て
い
る
。
問
題
の
部

分
が
対
句
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
前
句
・
後
句
の
一
方
は
「
如
し
」
の
直
前
に

「
が
」
に
あ
た
る
字
を
伴
い
、
他
方
は
そ
の
字
を
伴
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
対
句
の
一
方
が
Ⅱ
形
式
の
例
で
あ
り
、
他
方
が

Ⅳ
の
形
式
の
例
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ⅳ
の
形
式
に
属
す
る
五
例
の
原
文
を
、

次
に
そ
の
ま
ま
あ
げ
る
。

　
36　

照て
る

月つ
き

乃の

雲く
も

隠が
く
る

如ご
と

　
43　

水み
な
と門
入い
り

尓に

船ふ
ね

己こ

具ぐ

如ご
と
く

　
47　

由ゆ

久く

美み

都づ

能の

可か

敝へ

良ら

奴ぬ

其ご

等と

久く

　
49　

逝ゆ
く

水み
づ

能の

登と

麻ま

良ら

奴ぬ

其ご

等と

久く

　
50　

立た
つ

霧き
り

之の

失う
せ

去ぬ
る

如ご
と

久く

　

こ
れ
ら
が
、「
如
し
」
の
直
前
に
「
が
」
を
伴
わ
な
い
表
現
で
あ
り
、
ま
た

「
が
」
を
伴
う
表
現
と
対
句
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
対

句
の
前
句
と
後
句
の
表
現
を
少
し
変
え
た
だ
け
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
歌
で
は
「
が
」
の
有
無
が
構
文
的
に
さ
ほ
ど
大
き
な
意

味
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
別
の
面
か
ら
言
え
ば
、「
が
」

を
伴
う
表
現
は
対
句
と
密
接
な
縁
を
持
つ
表
現
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の

五
例
の
ほ
か
に
も
、
41　
42
と
45　
46
の
対
句
で
は
前
句
・
後
句
と
も
に
「
が
」
を
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伴
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
Ⅱ
に
属
す
る
十
五
例
の
う
ち
十
一
例
が
対

句
と
縁
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
船
漕
ぐ
」
と
い
う
目
的
語
と
他
動
詞
の
結
合
に
な
っ
て
い
る
43
を
除
い
て
、

36
の
「
照
る
月
の
」、
47
の
「
行
く
水
の
」、
49
の
「
逝
く
水
の
」、
50
の
「
立

つ
霧
の
」
の
四
例
に
は
、
主
格
助
詞
「
の
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
Ⅳ
に
属
す
る

21
〜
35
の
な
か
に
も
、
主
格
が
「
の
／
が
」
や
「
し
も
」
を
伴
う
も
の
が
三
例

あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
含
ま
な
い
か
た
ち
で
主
述
関
係
を
構
成
し
た
も
の
が
二

例
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、「
が
」
を
伴
わ
な
い
Ⅳ
の
「
如
し
」
の

場
合
に
は
、
直
前
の
表
現
が
主
格
助
詞
を
含
む
か
含
ま
な
い
か
と
い
う
差
異
も

ま
た
、
構
文
的
に
は
大
き
い
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「《
…
の
（
主
語
）
＋
…
連
体
形
（
述
語
）》
が
如
」
と
い
う
構
文
を
持
つ
Ⅱ

の
用
法
が
、
Ⅳ
の
用
法
と
比
較
し
て
ひ
ど
く
単
純
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

Ⅱ
が
古
い
由
来
を
持
つ
形
式
で
あ
り
、
そ
の
用
法
が
か
な
り
固
定
化
し
て
い
た

か
ら
で
は
な
い
か
。
45　
46
の
歌
や
こ
れ
に
類
似
す
る
表
現
を
持
つ
、

　
51　

み
吉
野
の   

耳
我
の
山
に   

時
じ
く
そ   

雪
は
降
る
と
言
ふ   
間
な
く

そ   

雨
は
降
る
と
言
ふ   

そ
の
雪
の   

不と
き
じ
き
が
ご
と

時
如   

そ
の
雨
の   

無ま
な
き
が
ご
と

間
如   

隈く
ま

も
落
ち
ず   

思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し   

そ
の
山
道
を 

〔
一・
二六〕

　
52　

み
吉
野
の   

御み
か
ね金

の
岳
に   

間
無
く
ぞ   

雨
は
落
る
と
云
ふ   

時
じ
く

そ   

雪
は
落
る
と
云
ふ   

そ
の
雨
の   

無
間
如   

そ
の
雪
の   

不
時
如   

間
も
落
ち
ず   

吾
は
そ
恋
ふ
る   

妹
が
た
だ
か
に 

〔
十三・
三二九三〕

な
ど
の
歌
が
、
表
現
だ
け
で
な
く
全
体
の
発
想
や
構
成
に
お
い
て
も
古
い
伝
統

を
引
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
（
3
）、
そ
の
よ
う
な
推
定
を
支
持
す
る
。

　
「
が
」
を
伴
う
Ⅱ
の
形
式
で
は
、
意
味
的
に
連
体
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
部
分

が
体
言
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
、
そ
れ
を
連
体
助
詞
「
が
」
が
承
け
る
、
と
い

う
か
た
ち
を
と
る
。
こ
の
用
法
の
場
合
、
連
体
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
部
分
は
、

ま
さ
し
く
準
体
句
で
あ
る
。

　

一
方
、「
が
」
を
介
さ
ず
に
、
連
体
形
を
直
接
に
「
如
し
」
が
承
け
る
と
い

う
の
は
、
連
体
形
の
部
分
が
、
こ
の
活
用
形
の
持
つ
、
本
来
的
で
一
般
的
な
機

能
を
そ
の
ま
ま
発
揮
す
る
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、

「
如
し
」
の
「
ご
と
」
は
も
と
も
と
体
言
だ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
連
体
形
が
そ
の
ま
ま
「
如
し
」
に
接
す
る
と
い
う
の
は
、
単
純
な
文
法
的

関
係
で
言
う
と
、
こ
の
活
用
形
が
連
体
修
飾
成
分
と
し
て
体
言
に
か
か
る
き
わ

め
て
普
通
の
あ
り
か
た
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
Ⅳ
の
形
式
に
お

い
て
連
体
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
部
分
は
、
Ⅱ
の
形
式
に
含
ま
れ
る
準
体
句
と
は

異
な
っ
て
一
般
の
連
体
句
に
限
り
な
く
近
い
用
法
の
も
の
で
あ
り
、
擬
似
連
体

句
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

歌
の
場
合
に
は
、
擬
似
連
体
句
を
そ
の
ま
ま
「
如
し
」
が
承
け
る
Ⅳ
の
用
例

が
多
い
の
に
対
し
て
、
宣
命
・
祝
詞
に
は
そ
の
実
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

両
者
の
間
に
認
め
ら
れ
る
最
も
大
き
い
差
異
で
あ
る
。
逆
に
、
連
体
形
と
「
如

し
」
と
の
間
に
「
こ
と
の
」
が
挿
入
さ
れ
た
、
宣
命
・
祝
詞
に
用
い
る
Ⅲ
の
形

式
は
、
歌
に
は
原
則
と
し
て
用
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
が
次
に
大
き
い
差

異
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
歌
に
少
な
か
ら
ぬ
用
例
の
あ
る
、
準
体
句
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と
「
如
し
」
と
の
間
に
「
が
」
が
挿
入
さ
れ
る
Ⅱ
の
形
式
で
は
、
用
法
の
固
定

化
が
き
わ
め
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
も
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
。

　

体
言
の
「
こ
と
」
か
ら
助
動
詞
の
「
如
し
」
へ
と
い
う
変
化
の
過
程
を
想
定

す
る
と
、﹇
体
言
＋
の
（
／
が
）﹈
と
い
う
結
合
形
が
「
如
し
」
の
前
に
位
置
す

る
Ⅰ
の
形
式
は
、
や
は
り
最
も
基
本
的
で
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
ま
た
、
こ
れ
は
最
も
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
形
式
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
に
二
例
ず
つ
見
え
る
「
如
し
」

も
、「
神
の
如ご
と

聞
え
し
か
ど
も
」〔
記
四五、
紀
三七〕、「
か
く
の
如
名
に
負
は
む

と
」〔
記
九七、
紀
七五〕
と
い
う
Ⅰ
の
形
式
に
属
す
る
例
で
あ
る
。
一
方
、
Ⅰ
の

形
式
を
除
く
Ⅱ
〜
Ⅳ
の
三
形
式
は
、
活
用
語
と
助
動
詞
の
機
能
を
具
え
た
「
如

し
」
と
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
構
成
さ
れ
た
、
二
次
的
な
成
立
に
か
か
る
形
式

だ
ろ
う
。

　

三
形
式
に
属
す
る
、
文
献
に
見
え
る
「
如
し
」
の
用
例
は
、
歌
・
宣
命
・
祝

詞
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
た
、
そ
の
結

果
を
伝
統
的
に
反
映
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

6

　

本
稿
で
確
認
し
た
、「
如
し
」
を
含
む
四
種
の
構
文
の
あ
り
か
た
に
照
ら
せ

ば
、
第
2
節
に
あ
げ
た
疑
問
例
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
が
明
ら
か
に
な

る
。
つ
ま
り
、
12
の
「
天
に
日ひ

月つ
き

在
如
、
地
に
山や
ま

川か
は

在
如
」〔
七詔
〕
と
い
う
表

現
に
二
度
出
て
い
る
〈
在
如
〉
の
部
分
は
、「
が
」
を
含
む
Ⅱ
の
形
式
に
訓
じ

て
よ
い
か
ど
う
か
疑
問
だ
と
し
て
、
第
2
節
で
は
処
理
を
保
留
し
て
お
い
た
の

だ
っ
た
。
し
か
し
、
活
用
語
の
連
体
形
と
「
如
し
」
と
の
間
に
「
が
」
を
置
か

な
い
Ⅳ
の
形
式
は
、『
萬
葉
集
』
の
歌
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
歌
の

表
現
で
は
な
い
12
は
、「
が
」
を
訓
み
添
え
て
「
在
る
が
如
く
」
と
訓
じ
る
し

か
な
い
。
ま
た
、〈
如
〉
字
の
脱
落
が
想
定
さ
れ
て
い
る
13
の
〈
常
母
云
久
〉
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
を
本
当
に
〈
常
母
云
如
久
〉
と
再
構
し
て
よ
け
れ
ば
、
歌
の

表
現
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、「
常
も
云
ふ
如
く
」
で
は
な
く
「
常
も
云

ふ
が8

如
く
」
と
訓
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
脱
字
を
想
定
せ
ず
に
「
常

も
云
は
く
」
と
訓
じ
る
時
に
は
、「
が
」
の
有
無
に
関
す
る
問
題
は
起
こ
ら
な

い
。

　
12
　

13
の
例
と
同
様
に
、『
古
事
記
』
の
注
釈
が
〈
如
〉
字
に
与
え
て
い
る
訓

の
適
否
が
判
定
で
き
る
、
と
い
っ
た
箇
所
も
い
く
つ
か
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ

う
し
た
箇
所
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　
『
古
事
記
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
〈
如
〉
字
に
つ
い
て
、
思
想
大
系
本
で
は

「
訓
読
補
注
」
の
項
で
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
【
解
説
に
は
個
々
の
用
例

の
所
在
を
示
す
注
記
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
次
に
は
そ
れ
ら
を
省
略
し
た
う
え

で
引
用
す
る
】。

如
は
一
二
五
例
の
う
ち
、「
如
何
（
い
か

に

）」「
所
如
（
ゆ
く

へ

）」「
如
此
（
かく

）」

の
な
ど
の
熟
字
の
他
は
、
単
字
と
し
て
比
況
の
助
動
詞
と
し
て
用
い
る
。

「
如
二
浮
脂
一
而
」、「
彼
自
如
二
赤
加
賀
智
一
而
」、「
如
レ
教
而
旦
時
見
者
」

の
よ
う
に
「
而
（
て

）」
に
続
く
点
か
ら
こ
れ
ら
は
ゴ
ト
シ
の
訓
で
あ
っ
た
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と
見
ら
れ
る
。
訓
注
の
「
訓
二
常
立
一
亦
如
レ
上
」
や
「
汝
如
レ
助
レ
吾
、

於
二
葦
原
中
国
一
所
有
宇
都
志
伎
青
人
草
之
、
落
二
苦
瀬
一
而
、
患
惚
時
、

可
レ
助
告
」「
如
レ
鞆
宍
生
二
御
腕
一
」、「
既
如
レ
貫
レ
珠
」
な
ど
も
ゴ
ト
シ
と

訓
ま
れ
る
。
た
だ
「
青
山
如
二
枯
山
一
泣
枯
…
如
二
狭
蠅
一
皆
満
」
や
「
如

レ
屎
、
酔
而
吐
散
登
許
曾
」
な
ど
は
古
語
の
ナ
ス
と
訓
ま
れ
て
来
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
も
ゴ
ト
シ
と
訓
む
余
地
も
皆
無
で
は
な
い
。
ナ
ス
は
主
に

名
詞
に
付
き
（
動
詞
の
終
止
形
、
連
体
形
に
も
付
く
）、
補
助
動
詞
と
し

て
連
用
又
は
連
体
修
飾
格
に
の
み
使
わ
れ
る
か
ら
、
終
止
用
法
を
始
と
す

る
「
如
」
の
そ
の
他
の
用
法
を
覆
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

解
説
の
冒
頭
に
あ
げ
ら
れ
た
熟
字
の
類
を
除
き
、
一
般
に
「
如
し
」
と
訓
じ

ら
れ
て
い
る
『
古
事
記
』
の
〈
如
〉
字
は
六
十
余
例
あ
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん

ど
は
﹇
…
体
言
＋
の
＋
如
く
（
／
如
）﹈
と
い
う
Ⅰ
の
形
式
の
用
例
で
あ
り
、

訓
に
構
文
上
の
難
点
は
な
い
。
ま
た
、﹇
…
活
用
語
連
体
形
＋
こ
と
＋
の
＋
如

く
﹈
と
い
う
Ⅲ
の
形
式
に
属
す
る
確
例
が
見
え
な
い
が
、
そ
の
こ
と
も
特
に
問

題
に
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
言
え
る
。「
こ
と
」
を
補
入
す
る
、
持
っ
て
回
っ

た
感
じ
を
伴
う
表
現
を
避
け
、
よ
り
単
純
な
表
現
を
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
、
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
訓
の
適
否
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
活
用
語
を
「
如
し
」
が

承
け
る
場
合
で
あ
る
。
右
の
解
説
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
言
え
ば
、「
汝
如
レ

助
レ
吾
…
」「
既
如
レ
貫
レ
珠
」
な
ど
の
例
が
そ
う
で
あ
る
。
歌
で
は
な
く
地
の

文
に
現
れ
る
、
活
用
語
を
承
け
る
〈
如
〉
は
、
Ⅱ
の
形
式
で
「
が
如
し
」
と
訓

じ
る
の
が
適
切
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈
（
4
）は
、
両
語
の
間
に
「
が
」
を
置
い
た
た
か
た
ち
の

訓
を
採
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
だ
が
、
た
と
え
ば
「
清
寧
記
」
に
見
え
る
次
の

よ
う
な
例
の
場
合
に
は
、
訓
の
適
否
に
対
す
る
判
断
が
難
し
い
。

　
53　

竹
矣
訶
岐
苅
、
末
押
縻
魚
簀
、
如
調
八
弦
琴   

所
治
賜
天
下
…

　
「
如
調
八
弦
琴
」
の
部
分
は
、
全
書
・
全
講
・
注
釈
・
思
想
大
系
に
「
八や
つ
を弦

の
琴
を
調
べ
た
る
如
」
と
訓
じ
て
あ
る
。
ま
た
、
全
集
に
「
八や
つ
を弦
の
琴
を
調
ぶ

る
如
」、
新
編
全
集
に
「
八や
つ
を弦
の
琴
を
調
ぶ
る
如
く
」、
全
註
釈
に
「
八
弦
の
琴

を
調と
と
の

ふ
る
如
」
と
訓
じ
て
あ
る
。
ど
の
訓
で
も
、
活
用
語
と
「
如
し
」
と
の

間
に
「
が
」
は
補
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、
歌
に
し
か
見
え
な
い
Ⅳ
の
形
式
に
属
す

る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
ど
れ
も
不
適
切
な
訓
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
例
に
は
特
別
な
事
情
が
あ
る
の
で
、
結
果
的
に
は
必
ず
し
も

不
適
切
な
訓
だ
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
如
調
八
弦
琴
」
が
、「
自

分
た
ち
兄
弟
は
、
亡
き
市い
ち

辺の
べ

之の

忍お
し
は
の
み
こ

歯
王
の
息
子
で
あ
る
」
と
い
っ
て
弟
の
意お
け
の祁

命み
こ
と

が
身
分
を
明
か
し
た
、
そ
の
名
の
り
の
文
句
に
現
れ
る
一
節
だ
か
ら
で
あ

る
。

物
部
之   

我
夫
子
之   

取
佩   

於
大
刀
之
手
上   

丹
画
著   

其
緒
者   

載

赤
幡   
立
赤
幡
見
者   

五
十
隠   

山
三
尾
之   

竹
矣
訶
岐
苅   

末
押
縻
魚
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簀
、
如
調
八
弦
琴   

所
治
賜
天
下   

伊
耶
本
和
気   

天
皇
之
御
子   

市
歯

王
之   

奴
末

　

名
の
り
の
文
句
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
撰
録
者
は
「
弟
、
将
儛
時
、
為

詠8

曰
」
と
い
う
説
明
を
付
し
て
い
る
。
文
句
自
体
が
韻
文
的
な
性
格
を
持
つ
も

の
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
歌
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
Ⅳ
の
形
式
が
こ

の
文
句
に
現
れ
る
可
能
性
は
、
十
分
に
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
右
の
文
句
に

は
五
と
七
の
韻
律
に
従
っ
て
訓
じ
る
こ
と
の
困
難
な
部
分
も
多
く
含
ま
れ
て
お

り
、「
如
調
八
弦
琴
」
の
直
前
に
あ
る
「
末す
ゑ

押お

し
靡な
び

か
す
な
す
」
と
い
う
句
も

五
と
七
の
韻
律
を
目
指
し
て
い
な
い
表
現
の
よ
う
で
あ
る
。
現
在
の
注
釈
の
訓

は
不
適
切
な
も
の
だ
、
と
は
言
え
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
が
」
を
補
入

し
た
「
八
弦
の
琴
を
調
べ
た
る
が
如
／
八
弦
の
琴
を
調と
と
の

ふ
る
が
如
く
」
そ
の

他
の
訓
も
可
能
で
あ
る
。
直
前
に
あ
る
「
末
押
縻
魚
簀
」
の
〈
魚
簀
〉
が
、

「
如な

す
」
の
表
記
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い

か
ら
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
続
く
〈
如
〉
も
「
如
す
」
と
訓
じ
ら
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
表
記
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

7

　

西
宮
一
民
『
古
事
記
新
訂
版
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
53
の
ほ
か
に
問
題

と
な
り
そ
う
な
〈
如
〉
を
探
し
て
み
る
。
該
当
す
る
〈
如
〉
は
、
上
・
中
・
下

三
巻
を
通
じ
て
十
数
例
あ
る
。
そ
れ
ら
を
次
に
列
挙
す
る
【
こ
こ
で
も
、
原
文

に
付
さ
れ
た
音
注
・
返
り
点
な
ど
を
省
略
し
て
引
用
す
る
と
と
も
に
、
文
脈
を

考
え
て
読
点
の
位
置
を
一
部
改
め
る
。〔   

〕
内
の
数
字
は
、
テ
キ
ス
ト
の
頁

と
行
を
示
す
】。

　
54　

汝
、
如
助
吾
、
於
葦
原
中
国
所
有
宇
都
志
伎
青
人
草
之
、
落
苦
瀬
而
患

惚
時
、
可
助
。 

〔
三六3
〕

　
55　

其
八
俣
遠
呂
智
、
信
如
言
来
。 

〔
四九5
〕

　
56　

如
取
若
葦
搤
批
而
投
離
者
、
即
逃
去
。 

〔
七一10
〕

　
57　

此
之
鏡
者
、
専
為
我
御
魂
而
、
如
拝
吾
前
伊
都
伎
奉
。 

〔
七五5
〕

　
58　

亦
使
木
花
之
佐
久
夜
比
売
者
、
如
木
花
之
栄
々
坐
宇
気
比
而
貢
進
。

 

〔
七八10
〕

　
59　

故
、
如
期
一
日
之
内
送
奉
也
。 

〔
八四7
〕

　
60　

亦
見
其
鳥
者
、
於
思
物
言
而
、
如
思
尓
勿
言
事
。 

〔
一二一10
〕

　
61　

故
、
備
如
教
覚
整
軍
双
船
度
幸
之
時
… 

〔
一四三8
〕

　
62　

佐
耶
岐
、
阿
芸
之
言
如
我
所
思
。 

〔
一五〇3
〕

　
63　

其
弟
、
如
兄
言
具
白
其
母
、
即
其
母
取
布
遅
葛
而
… 

〔
一六一6
〕

　
64
　

65　

如
此
竹
葉
青
、
如
此
竹
葉
萎
而
、
青
萎
。 

〔
一六二5
〕

　
66
　

67　

又
如
此
塩
之
盈
乾
而
、
盈
乾
。
又
如
此
石
之
沈
而
、
沈
臥
。

 

〔
一六二〕

　
68　

御
歯
長
一
寸
広
二
分
、
上
下
等
齊
、
既
如
貫
珠
。 

〔
一八二3
〕

　

右
の
諸
例
を
、
注
釈
で
は
Ⅱ
・
Ⅳ
ど
ち
ら
の
形
式
に
訓
じ
て
い
る
か
。
原
文
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と
訓
読
文
の
双
方
を
持
つ
、
比
較
的
新
し
い
数
種
の
注
釈
を
見
て
み
る
【
構
文

上
の
相
違
の
み
を
取
り
上
げ
、
表
記
面
で
の
相
違
は
無
視
す
る
】。

　
54
の
「
如
助
吾
」
は
、
全
書
・
全
講
・
全
集
が
「
吾
を
助
け
し
が
如ご
と

」
と
訓

じ
、
全
註
釈
・
注
釈
・
思
想
大
系
・
新
編
全
集
が
「
吾
を
助
け
し
が
如
く
」
と

訓
じ
て
い
る
。「
如
」
と
「
如
く
」
の
相
違
は
あ
る
が
、
ど
の
注
釈
も
「
が
」

を
補
入
し
て
Ⅱ
の
形
式
と
し
て
お
り
、
構
文
上
の
問
題
は
な
い
。

　
55
の
「
信
如
言
来
」
は
、
全
書
が
「
信ま
こ
と

に
言こ
と

の
如
、
来
つ
」、
思
想
大
系
が

「
信ま
こ
と

言
の
如
く
来
て
」、
新
編
全
集
が
「
信ま
こ
と

に
言
の
如
く
来
て
」
と
訓
じ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
訓
は
〈
言
〉
を
名
詞
と
認
定
し
た
Ⅰ
の
形
式
の
訓
だ
か
ら
、
構

文
上
の
問
題
は
な
い
。
ま
た
、
全
講
・
全
集
・
全
註
釈
・
注
釈
の
「
信
に
言
ひ

し
が
如
来
つ
」
は
〈
言
〉
を
動
詞
と
し
て
訓
じ
た
Ⅱ
の
形
式
の
訓
で
あ
り
、
や

は
り
構
文
上
の
問
題
は
な
い
。

　
56
の
「
如
取
若
葦
」
は
、
全
書
・
全
講
・
全
集
・
全
註
釈
・
注
釈
が
「
若
葦

を
取
る
が
如
」
と
訓
じ
、
思
想
体
系
・
新
編
全
集
が
「
若
葦
を
取
る
が
如
く
」

と
訓
じ
て
お
り
、
と
も
に
難
点
を
含
ま
な
い
Ⅱ
の
形
式
の
訓
で
あ
る
。

　
57
の
「
如
拝
吾
前
」
は
、
全
書
・
思
想
大
系
が
「
吾
が
前
を
拝を
ろ
が

む
が
如
」、

新
編
全
集
が
「
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
」
と
訓
じ
、
全
講
・
全
集
・
全
註
釈
・

注
釈
が
「
吾
が
前
を
拝い
つ

く
が
如
」
と
訓
じ
て
い
る
。「
如
」
と
「
如
く
」、「
を

ろ
が
む
」
と
「
い
つ
く
」
の
相
違
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
可
能
な
Ⅱ
の
形
式
で

あ
る
。

　
58
の
「
如
木
花
之
栄
」
は
、
全
講
・
全
集
・
全
註
釈
・
注
釈
・
思
想
大
系
・

新
編
全
集
な
ど
多
く
の
注
釈
が
「
木
の
花
の
栄
ゆ
る
が
如
」
と
訓
じ
、
新
編
全

集
が
「
木
の
花
の
栄
ゆ
る
が
如
く
」
と
訓
じ
て
お
り
、
特
に
問
題
は
な
い
。
し

か
し
、
全
書
の
「
木
の
花
の
栄
ゆ
る
如
」
は
「
が
」
を
含
ま
な
い
Ⅳ
の
形
式
の

訓
で
あ
る
。
歌
で
は
な
い
点
で
例
外
で
あ
り
、
問
題
と
な
る
。

　
59
の
「
如
期
」
は
、
全
書
・
全
講
・
全
集
・
全
註
釈
・
注
釈
・
思
想
大
系
が

「
期ち
ぎ

り
し
が
如
」
訓
じ
、
新
編
全
集
の
み
が
「
期
り
し
が
如
く
」
と
訓
じ
る
。

と
も
に
Ⅱ
の
形
式
だ
か
ら
、
問
題
は
な
い
。

　
60
の
「
如
思
尓
」
に
は
原
文
に
疑
問
が
あ
り
、
全
書
の
「
思
ひ
を
加
ふ
る
に

（
加
思
尓
）」、
全
講
の
「
思
ほ
す
が
ご
と
（
如
思
爾
）」、
全
集
・
全
註
釈
・
注

釈
の
「
思
ほ
す
が
如
く
に
（
如
思
爾
）」、
思
想
大
系
の
「
尓し
か

思お
も
ほ

す
が
如
（
如

思
尓
）」、
新
編
全
集
の
「
思
ひ
し
が
如
く
非あ
ら

ず
（
非
如
思
）」
な
ど
、
注
釈
の

措
置
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、〈
如
〉
を
「
ご
と
し
」
と
訓
じ
る
注
釈

で
は
、〈
思
〉
を
動
詞
と
認
定
す
る
と
と
も
に
「
が
」
を
補
入
し
て
い
る
の
で
、

問
題
は
な
い
。

　
61
の
「
備
如
教
覚
」
は
、
全
講
が
「
つ
ぶ
さ
に
教
へ
覚
し
た
ま
へ
る
如
く

に
」、
全
集
・
注
釈
が
「
備つ
ぶ
さ

に
教
へ
覚
し
た
ま
ひ
し
如
く
し
て
」、
全
註
釈
が

「
備
さ
に
教
へ
覚
し
た
ま
ひ
し
如
く
に
し
て
」
と
訓
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど

の
訓
も
「
が
」
を
補
入
し
て
い
な
い
Ⅳ
の
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
不
適
切
で
あ

る
。
そ
の
点
、
思
想
大
系
の
「
備
に
教を

覚し

へ
た
ま
ひ
し
が
如
く
」
と
新
編
全
集

の
「
備つ
ぶ

さ
に
教
へ
覚さ
と

し
し
が
如
く
」
に
は
、
難
点
が
な
い
。
ま
た
、
全
書
の

「
備つ
ぶ
さ

に
教
へ
覚
し
の
如
く
」
と
い
う
訓
で
は
、「
教
へ
覚
し
」
が
名
詞
と
な
る

の
で
、
や
は
り
難
点
が
な
い
。

　
62
の
「
如
我
所
思
」
は
、
全
書
に
「
我
が
思お
ぼ

せ
る
如
く
な
る
」、
全
講
・
全
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註
釈
に
「
我
が
思
ほ
す
が
如
く
な
る
」、
全
集
・
注
釈
に
「
我
が
思
ふ
が
如
く

な
る
」、
思
想
大
系
に
「
我
が
所お

思も

へ
る
が
如
き
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

全
書
の
訓
は
、
後
世
の
語
形
で
あ
る
「
思お
ぼ

す
」
を
含
む
点
や
、
活
用
語
と
「
如

し
」
と
の
間
に
「
が
」
を
補
入
し
て
い
な
い
点
な
ど
、
不
適
切
な
要
素
を
含
む
。

新
編
全
集
の
「
我
が
思
ふ
所
の
如
し
」
と
い
う
訓
は
、
構
文
上
の
問
題
を
含
ま

な
い
。

　
63
の
「
如
兄
言
」
は
、
全
書
が
「
兄
の
言
の
如
」
と
訓
じ
、
思
想
大
系
・
新

編
全
集
が
「
兄
の
言
の
如
く
」
と
訓
じ
て
い
る
。〈
言
〉
を
名
詞
と
し
て
用
い

た
も
の
だ
と
認
定
し
て
お
り
、
動
詞
「
言
ふ
」
に
用
い
た
も
の
だ
と
は
認
定
し

て
い
な
い
か
ら
、
Ⅰ
の
形
式
に
属
す
る
例
と
な
る
。
一
方
、
全
講
の
「
兄
の
言

へ
る
如
」
と
、
全
集
・
全
註
釈
・
注
釈
の
「
兄
の
言
ひ
し
が
如
く
」
は
、〈
言
〉

を
動
詞
と
し
て
訓
じ
た
表
現
だ
が
、「
が
」
を
含
ま
な
い
全
講
の
訓
は
不
適
切

な
も
の
で
あ
る
。

　
64
　

65
の
「
如
此
竹
葉
青
、
如
此
竹
葉
萎
而
」
は
、
対
句
的
な
表
現
で
あ
る
。

全
書
・
全
講
・
全
集
は
「
此
の
竹
葉
の
青
む
が
如
、
此
の
竹
葉
の
萎
ゆ
る
が

如
」
と
訓
じ
、
全
註
釈
・
注
釈
・
思
想
大
系
・
新
編
全
集
は
「
此
の
竹
の
葉
の

青
む
が
如
く
、
此
の
竹
の
葉
の
萎
ゆ
る
が
如
く
」
と
訓
じ
て
い
る
。「
が
」
が

補
入
さ
れ
て
お
り
、
可
能
な
訓
で
あ
る
。

　
66
　

67
の
「
又
如
此
塩
之
盈
乾
而
、
盈
乾
。
又
如
此
石
之
沈
而
、
沈
臥
」
は
、

64
　

65
と
一
連
の
表
現
で
あ
る
。
全
書
・
全
講
・
全
集
に
は
「
又
、
此
の
塩
の
盈み

ち
乾ふ

る
が
如
、
盈
ち
乾ひ

よ
。
又
、
此
の
石
の
沈
む
が
如
、
沈
み
臥こ
や

せ
」
と
あ
り
、

全
註
釈
・
注
釈
・
思
想
大
系
に
は
「
又
此
の
塩
の
盈
ち
乾
る
が
如
く
、
盈
ち
乾ひ

よ
。
又
此
の
石
の
沈
む
が
如
く
、
沈
み
臥こ
や

せ
」
と
あ
り
、
新
編
全
集
に
は
「
又
、

此
の
塩
の
盈み

ち
乾ふ

る
が
如
く
、
盈
ち
乾ひ

よ
。
又
、
此
の
石
の
沈
む
が
如
く
、
沈

み
臥ふ

せ
」
と
あ
る
。
ど
れ
に
も
「
が
」
が
補
入
さ
れ
て
お
り
、
可
能
な
Ⅱ
の
形

式
に
属
す
る
訓
で
あ
る
。

　
68
の
「
既
如
貫
珠
」
は
、
全
書
・
全
講
・
全
集
・
全
註
釈
・
注
釈
に
「
既
に

珠
を
貫ぬ

け
る
が
如
く
な
り
き
」
と
あ
る
。
思
想
大
系
の
「
既
に
珠
に
貫
け
る
が

如
し
」
と
、
新
編
全
集
の
「
既
に
珠
に
貫
け
る
が
如
し
」
は
、「
珠
を
」
を

「
珠
に
」
と
し
た
訓
で
あ
る
。
ど
れ
も
「
が
」
を
含
む
か
ら
問
題
は
な
い
が
、

「
珠
を
」
で
は
な
く
「
珠
に
」
が
適
切
な
表
現
で
あ
る
。

　

右
で
は
、
54
〜
68
の
諸
例
を
探
し
出
す
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
た
『
古
事
記

新
訂
版
』
に
つ
い
て
、
そ
の
訓
の
適
否
に
言
及
し
な
か
っ
た
。
同
書
で
は
、
58

の
「
如
木
花
之
栄
」
と
61
の
「
備
如
教
覚
」
に
対
す
る
措
置
に
問
題
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
二
例
に
つ
い
て
、〈
栄
〉〈
教
覚
〉
を
活
用
語
と
し

て
訓
じ
な
が
ら
、
活
用
語
と
「
如
く
」
の
間
に
「
が
」
を
補
入
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

　

以
上
の
ほ
か
、『
古
事
記
』
の
注
釈
が
Ⅳ
以
外
の
形
式
と
し
て
訓
じ
て
い
る

「
如
│
」
の
中
に
、「
如
し
」
が
活
用
語
の
連
体
形
を
承
け
る
形
式
と
し
て
訓
じ

う
る
例
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
二
例
だ
け
を
見
て
お
く
。

　
69　

其
倉
人
女
、
聞
此
語
言
、
即
追
近
御
船
、
白
之
状
、
具
如
仕
丁
之
言
。

 

〔
一六九11
〕
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皇
后
で
あ
る
石い
わ

之の

比ひ

売め
の
み
こ
と命
に
仕
え
る
倉く
ら
ひ
と
め
人
女
が
、
人
夫
の
仕よ
ほ
ろ丁
か
ら
聞
い

た
仁
徳
天
皇
の
様
子
を
、
皇
后
の
乗
る
船
ま
で
行
っ
て
そ
の
ま
ま
伝
え
た
、
と

い
う
状
況
を
描
写
し
た
部
分
で
あ
る
。「
具
如
仕
丁
之
言
」
は
、
一
般
に
「
具つ
ぶ

さ
に
仕よ
ほ
ろ丁
の
言こ
と

の
如
し
」
の
よ
う
に
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
き
に
見

た
63
の
「
如
兄
言
」
を
、
ほ
ぼ
半
数
の
注
釈
が
「
兄
の
言
へ
る
如
／
兄
の
言
ひ

し
が
如
く
」
と
訓
じ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
こ
こ
の
〈
言
〉
も
動
詞
の
表
記
に

用
い
ら
れ
た
も
の
だ
と
認
定
し
、「
が
」
を
補
入
し
て
「
具
さ
に
仕
丁
の
言
へ

る
（
／
言
ひ
し
）
が
如
し
」
と
訓
じ
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
そ
う
訓
じ
る
際

に
は
、「
仕
丁
」
と
い
う
主
語
と
「
言
ふ
」
と
い
う
述
語
と
の
間
に
〈
之
〉
字

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
種
の
〈
之
〉
の
用
法
に
は
類
例
が
い

く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
「
仁
徳
記
」
に
も
、

　
70　

百
姓
之8

栄
、
不
苦
役
使
。 

〔
一六七1
〕

　
71　

天
皇
、
到
坐
其
嬢
子
之8

採
菘
処
… 

〔
一六八7
〕

な
ど
の
例
が
見
え
る
。
70
は
「
百お
ほ
み
た
か
ら姓

（
百
姓
の
／
百
姓
は
）
栄
え
て
、
役え
だ
ち使

に
苦
し
び
ず
」
と
い
う
よ
う
に
訓
じ
ら
れ
る
。「
百
姓
」
と
「
栄
ゆ
」
が
主
述

関
係
に
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
〈
之
〉
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
71
は
「
天

皇
、
其
の
嬢を
と
め子

の
菘あ
を
な

を
採つ

め
る
処と
こ
ろ

に
到い
た

り
坐ま

し
て
…
」
の
よ
う
に
訓
じ
ら
れ

る
。「
其
の
嬢
子
の
」
と
い
う
主
語
を
承
け
る
述
語
は
「（
菘
を
）
採つ

め
る
」
で

あ
り
、
主
格
を
表
す
「
の
」
に
あ
た
る
位
置
に
〈
之
〉
が
あ
る
。
さ
き
の
57
の

「
如
之8

花
之
栄
」、
つ
ま
り
「
木
の
花
の
栄
ゆ
る
が
如
く
」
で
も
、
主
語
で
あ
る

「
木
の
花
の
」
と
述
語
で
あ
る
「
栄
ゆ
る
」
と
の
間
に
、〈
之
〉
が
挿
入
さ
れ
て

い
る
。
66　
67
の
「
如
此
塩
之8

盈
乾
而
」「
如
此
石
之8

沈
而
」
も
ま
た
、
同
様
の

構
文
・
表
記
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
例
は
、﹇〈
如
〉
＋
主
語
＋
〈
之
〉
＋
述
語
﹈

と
い
う
構
成
を
持
つ
点
で
、
69
の
「
具
如
仕
丁
之8

言
」
に
見
え
る
〈
言
〉
を
動

詞
と
し
て
訓
じ
た
表
現
に
近
い
。

　
72　

吾
足
、
如
三
重
勾
而
、
甚
疲
。 

〔
一三六8
〕

　

東
征
の
旅
に
出
て
い
た
倭
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
が
、
ひ
ど
く
疲
労
し
た
時
に
発
し
た
嘆

き
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
〈
如
〉
は
、
か
つ
て
『
古
事
記
伝
』
に
倣

っ
て
「
如な

し
て
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
「
如
く
」
と
訓
じ
ら
れ
る
。

「
如
三
重
勾
而
」
の
〈
勾
〉
字
は
、「
勾ま
が

り
」
と
い
う
名
詞
を
表
記
し
た
も
の
だ

と
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、
動
詞
と
し
て
「
勾
る
」
と
訓
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。

動
詞
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
は
「
吾
が
足
は
、
三み

重へ

に
勾
れ
る
が
如
く
し
て
…
」

と
な
る
。
現
に
新
編
全
集
本
で
は
そ
の
よ
う
に
訓
じ
、「
足
が
三
重
に
折
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
歩
け
な
い
こ
と
。
杖
を
つ
い
て
も
足
が
立
た
な
い
状
態
。」
と

解
説
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
足
が
三
重
に
折
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
」
と
は
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
が
、
こ
の
解
説
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
膝

の
所
で
二
つ
に
折
れ
る
足
が
、
疲
労
の
た
め
に
ひ
ど
く
弱
っ
て
へ
な
へ
な
に
な

り
、
三
つ
に
折
れ
た
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
長
旅
で
足
が
す
っ
か
り
萎
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
強
調
し

た
表
現
で
あ
る
。
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8

　
「
如
し
」
の
用
法
と
の
縁
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
同
様
に
「
が
」
を
伴
っ
た

り
伴
わ
な
か
っ
た
り
す
る
「
ゆ
ゑ
」「
た
め
」
そ
の
他
の
、
い
く
つ
か
の
語
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
用
例
数
が
比
較
的
多
い
「
ゆ
ゑ
」
の
用
法
を
ざ
っ
と

見
て
お
く
。

　

宣
命
に
は
「
ゆ
ゑ
」
が
十
一
例
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず

「
是こ
の
ゆ
ゑ
に故
…
」〔
四十五詔
〕
と
い
う
例
が
一
つ
あ
る
。
ま
た
、「
ゆ
ゑ
」
が
「
は
」

を
伴
っ
た
「
今
の
間
、
此
の
太ひ
つ
ぎ
の
み
こ子
を
定さ
だ
め
た
ま
は
ず
あ
る

不
賜
在
故ゆ
ゑ
は方
…
」〔
三十一詔
〕
の
よ

う
な
表
現
が
あ
る
。
こ
の
種
の
表
現
の
場
合
に
は
、「
如
し
」
と
は
異
な
っ
て

連
体
形
が
「
が
」
を
伴
わ
な
い
の
が
普
通
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
種
の
表
現

の
例
は
、
ほ
か
に
二
例
あ
る
。「
如か

是く

奇あ
や
し
く
こ
と異

に
あ
る
雲
の
顕あ
ら
は
れ
た
る

在
流

所ゆ

由ゑ
乎

令
勘

を
か
む
が
へ
し
む

る
に
…
」〔
四十二詔
〕
は
、「
…
ゆ
ゑ
を
」
と
い
う
目
的
格
の
表
現

だ
が
、
こ
の
場
合
も
「
…
が
ゆ
ゑ
を
」
と
は
な
ら
な
い
の
が
普
通
だ
ろ
う
。
ほ

か
の
七
例
は
、
活
用
語
を
表
記
し
た
字
に
〈
故
〉
が
続
い
た
例
だ
が
、
た
と
え

ば
「
朕わ
れ

御み

身み

労
坐
故
、
暇い
と
ま間

得
て
御み

病や
ま
ひ
を
さ
め
た
ま
は

欲
治
む
と
す
」〔
三詔
〕
の
〈
労
坐

故
〉
は
、
単
純
に
「
労つ
か
ら
し
く
い
ま坐

す
ゆ
ゑ
に
」
と
も
訓
じ
う
る
し
、「
が
」
を
含
む

「
労
坐
す
が
ゆ
ゑ
に
」
と
い
う
か
た
ち
に
訓
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
伝
統

的
に
「
が
」
を
補
読
し
て
き
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
伝
統
に

す
ぎ
な
い
か
ら
、「
が
」
の
有
無
に
つ
い
て
は
物
が
言
え
な
い
。「
先さ
き
の
み
か
ど帝
の

功い
さ
を

も
在
故
尓
　

」〔
四十七詔
〕
の
〈
在
故
尓
〉
に
も
同
じ
問
題
が
あ
り
、「
在
る
ゆ

ゑ
に
」「
在
る
が
ゆ
ゑ
に
」
の
両
訓
が
可
能
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
次
の
三
例
で
は
〈
故
〉
の
直
前
に
「
が
」
に
相
当
す
る
字
が
あ
り
、

ど
れ
も
﹇
…
連
体
形
＋
が
＋
ゆ
ゑ
に
﹈
と
い
う
表
現
の
確
か
な
例
で
あ
る
。

　
73　

受
け
賜
り
た
ば
ず
な
り
に
し
事
も
悔
し
と
念お
も
ほ
す
が賀
故ゆ
ゑ
に仁
… 

〔
二十六詔
〕

　
74　

王
お
ほ
き
み

た
ち
と
藤ふ
じ
は
ら
の
あ
そ
み
た
ち

原
朝
臣
等
と
は
朕わ
が
う
が
ら
に
親
仁
在あ
る
が我
故ゆ
ゑ
に仁
… 

〔
三十九詔
〕

　
75　

其
の
継つ
ぎ

は
絶
ち
賜
は
じ
と
勅の
り
た
ま
ひ
て天

在あ
る
が我

故ゆ
ゑ
に尓

… 

〔
四十詔
〕

　

こ
れ
ら
三
例
に
よ
っ
て
、
さ
き
に
「
如
し
」
の
例
で
見
た
Ⅱ
の
形
式
に
あ
た

る
も
の
は
「
ゆ
ゑ
」
の
用
例
に
も
三
例
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

既
に
引
用
し
た
「
是こ
の
ゆ
ゑ
に故
…
」
は
Ⅰ
の
形
式
に
あ
た
る
よ
う
だ
が
、
表
記
上
・

訓
読
上
の
問
題
が
あ
っ
て
不
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
Ⅲ
の
形
式
に
あ
た
る
の
は

﹇
…
活
用
語
連
体
形
＋
こ
と
＋
の
＋
ゆ
ゑ
に
﹈
と
い
う
表
現
だ
が
、
や
は
り
表

記
上
の
問
題
が
あ
っ
て
、
こ
の
表
現
が
可
能
な
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
認

で
き
な
い
。
歌
だ
け
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
Ⅳ
の
形
式
に
あ
た
る
の
は
、

﹇
…
活
用
語
連
体
形
＋
ゆ
ゑ
に
﹈
と
い
う
結
合
の
表
現
で
あ
り
、
さ
き
に
あ
げ

た
「
…
の
顕あ
ら
は
れ
た
る

在
流
所ゆ

由ゑ
乎

令
勘

を
か
む
が
へ
し
む

る
に
…
」
が
そ
の
例
で
あ
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
目
的
格
の
表
現
で
は
「
…
が
ゆ
ゑ
を
」
と
な

り
え
た
と
思
わ
れ
な
い
か
ら
、
祝
詞
や
歌
と
の
間
で
語
法
が
ど
の
よ
う
な
差
異

を
示
す
か
を
考
え
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
。

　

祝
詞
に
見
え
る
二
十
例
の
「
ゆ
ゑ
」
に
も
、
宣
命
の
場
合
と
同
様
の
問
題
が

あ
る
。
二
十
例
の
う
ち
の
十
六
例
が
、「
神か
み
た
ち等
の
依よ
さ

志し

奉
故
」〔
祈
年
〕
や
「
歳と
し
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ま
ね
く
傷
故
尓
　

」〔
龍
田
〕
に
見
え
る
〈
奉
故
〉〈
傷
故
尓
〉
の
よ
う
な
表
記
例

だ
か
ら
、「
依よ

さ
し
奉ま
つ

る
ゆ
ゑ
に
」「
傷や
ぶ

る
ゆ
ゑ
に
」
と
訓
ず
べ
き
か
、「
が
」

を
補
読
し
て
「
依
さ
し
奉
る
が
ゆ
ゑ
に
」「
傷
る
が
ゆ
ゑ
に
」
と
訓
ず
べ
き
か
、

と
い
う
こ
と
は
決
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
も
、
伝
統
的
に
は
「
が
」
を

補
読
し
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

残
る
次
の
四
例
は
、
や
や
興
味
深
い
用
例
で
あ
る
。

　
76　

四よ

方も

の
国
を
安や
す
く
に国
と
平
ら
け
く
知し
ろ
し
め
す
が

食
須
可

故ゆ
ゑ
に

… 

〔
祈
年
〕

　
77　

四よ

方も

の
国
を
安や
す
く
に国
と
平
ら
け
く
知し
ろ
し
め
す
が

食
須
我

故ゆ
ゑ
に

… 

〔
月
次
〕

　
78　

四よ

方も

の
国
を
安や
す
く
に国
と
平
ら
け
く
知し
ろ
し
め
す
食
須

故ゆ
ゑ
に

… 

〔
月
次
〕

　
79　

皇す
め

御み

孫ま

の
命み
こ
と

の
大お
ほ

嘗に
へ

聞き
こ
し
め
さ
む
た
め
の
ゆ
ゑ
に

食
牟
為
故
尓
… 

〔
大
嘗
〕

　

前
の
二
例
に
は
「
が
」
に
相
当
す
る
字
が
あ
っ
て
、
と
も
に
Ⅱ
の
形
式
に
あ

た
る
例
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
。
し
か
し
、
第
三
例
に
は
「
が
」
に
相
当

す
る
字
が
な
く
、「
知
ろ
し
め
す
」
の
語
尾
の
ス
を
明
記
し
た
〈
知
食
須
故
〉

と
い
う
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
や
は
り
「
が
」
を
補
読
し
て

「
知
ろ
し
め
す
が
ゆ
ゑ
に
」
と
訓
じ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
音
字
で
あ
る

〈
須
〉
の
直
後
に
、
表
記
さ
れ
て
い
な
い
「
が
」
を
補
読
す
る
と
い
う
の
は
、

祝
詞
だ
け
で
な
く
宣
命
・
歌
の
ど
ち
ら
の
表
記
で
も
無
理
な
措
置
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
も
と
も
と
〈
須
〉
の
あ
と
に
〈
我
〉〈
可
〉
な
ど
の
脱
字
が
な
か

っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
Ⅳ
の
形
式
に
あ
た
る
例
、
つ
ま
り
連
体
形
が
直
接
に

「
ゆ
ゑ
」
に
続
く
例
だ
と
見
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
第
四
例
の
「
大お
ほ
に
へ嘗
聞
こ
し

め
さ
む
為た

め

の
ゆ
ゑ
に
」
は
、
連
体
形
に
「
為
」
と
「
ゆ
ゑ
」
の
結
合
形
が
続
く

と
い
う
め
ず
ら
し
い
例
で
あ
る
。「
た
め
」「
ゆ
ゑ
」
の
ど
ち
ら
か
一
語
を
用
い

る
だ
け
で
充
分
な
は
ず
だ
が
、
丁
寧
な
表
現
に
仕
立
て
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の

か
、
両
語
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。『
萬
葉
集
』
に
も
例
の
な
い
結
合
で
あ
る
。

　
『
萬
葉
集
』
に
見
え
る
「
ゆ
ゑ
」
の
用
例
は
、「
如
し
」
の
場
合
と
同
様
に
き

わ
め
て
多
い
。〈
故
〉
は
「
か
ら
」
と
訓
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
や
は

り
「
ゆ
ゑ
」
の
用
例
の
場
合
も
概
数
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
に
「
ゆ

ゑ
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
八
十
例
ほ
ど
あ
る
。〈
人ひ
と

故ゆ
ゑ

尓に

〉〔
四・
五九九〕

や
〈
不ふ
か
ぬ吹
風か
ぜ
ゆ
ゑ故
〉〔
十一・
二六七八〕
の
よ
う
な
﹇
体
言
＋
ゆ
ゑ
﹈
が
最
も
多
く
、
五

十
余
例
に
及
ぶ
。〈
誰
故
〉〔
七・
一三二〇〕
や
〈
我
故
〉〔
十一・
二四五五〕
な
ど
は
こ
の

形
式
の
一
種
で
、「
誰た
れ

ゆ
ゑ
に
」「
吾わ
れ

ゆ
ゑ
に
」
と
も
「
誰
が
ゆ
ゑ
に
」「
吾
が

ゆ
ゑ
に
」
と
も
訓
じ
ら
れ
る
。﹇
代
名
詞
＋
ゆ
ゑ
に
﹈
か
﹇
代
名
詞
＋
が
＋
ゆ

ゑ
に
﹈
か
形
式
は
不
明
だ
が
、
こ
の
種
の
も
の
は
十
例
を
超
え
て
い
る
。
後
者

で
あ
れ
ば
Ⅰ
の
形
式
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
前
者
で
あ
れ
ば
宣

命
・
祝
詞
に
見
え
な
い
用
法
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
間
違
い
な
く
Ⅰ
の
形
式

に
あ
た
る
﹇
体
言
＋
の
＋
ゆ
ゑ
に
﹈
の
用
例
は
、「
相
思
は
ぬ
人ひ
と

之の

故ゆ
ゑ

可に
か

」

〔
十一・
二五三四〕
の
ほ
か
に
二
例
あ
る
だ
け
だ
か
ら
、
あ
ま
り
一
般
的
な
形
式
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
ゆ
ゑ
」
の
諸
用
法
の
う
ち
、
そ
れ
な
り
の
用
例
が
あ
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ

れ
る
の
は
、
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
如
し
」
に
多
数
の
例
が
あ
る
、
連
体
形
を
含

む
Ⅱ
〜
Ⅳ
の
三
種
に
あ
た
る
用
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
Ⅱ
の
形
式
に

あ
た
る
用
例
も
Ⅲ
の
形
式
に
あ
た
る
用
例
も
な
く
、
Ⅳ
の
形
式
に
あ
た
る
か
た
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ち
に
訓
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
二
例
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
80　

吾
妹
子
が   

屋や

前ど

の
橘   

い
と
近
く   

殖う
ゑ

而て

師し

故ゆ
ゑ

二に   

成
ら
ず
は
止
ま

じ 

〔
三・
四一一〕

　
81　

真し
ら
た
ま珠
は   
緒を

絶だ

え
し
に
き
と   

聞き
き

之し

故ゆ
ゑ

尓に   

そ
の
緒
ま
た
貫
き   

吾
が

玉
に
せ
む 

〔
十六・
三八一四〕

　

こ
れ
ら
の
「
植
ゑ
て
し
ゆ
ゑ
に
」「
聞
き
し
ゆ
ゑ
に
」
が
、
Ⅳ
の
形
式
に
あ

た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
80
の
〈
故
二
〉
を
、
ほ
か
に
も
少
な

か
ら
ぬ
例
が
あ
る
「
か
ら
に
」
の
類
例
だ
と
見
て
、
そ
の
よ
う
に
訓
じ
て
い
る

注
釈
も
あ
る
。
81
の
〈
故
尓
〉
も
、
表
記
面
だ
け
を
問
題
に
す
れ
ば
「
か
ら

に
」
と
訓
じ
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
確
か
な
「
か
ら
に
」
の
用
法
と

こ
れ
ら
の
〈
故
二
〉〈
故
尓
〉
と
は
、
文
脈
の
う
え
で
明
瞭
な
相
違
が
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
を
「
か
ら
に
」
と
訓
じ
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
二
例
を
Ⅳ
の
形

式
に
あ
た
る
も
の
だ
と
見
て
、「
ゆ
ゑ
」
の
場
合
は
こ
の
形
式
自
体
が
あ
ま
り

好
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
例
が
僅
少
な
の
だ
、
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
「
ゆ
ゑ
」
の
確
か
な
例
と
は
な
ら
な
い
が
、
次
の
歌
の
「
思
ふ
ゑ
に
」
と
い

う
例
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
82　

於お

毛も

布ふ

恵ゑ

尓に   

逢
ふ
も
の
な
ら
ば   

し
ま
し
く
も   

妹
が
目
離か

れ
て   

吾
居
ら
め
や
も 

〔
十五・
三七三一〕

　

こ
の
「
思
ふ
ゑ
に
」
の
「
ゑ
」
は
、
意
味
的
に
は
「
ゆ
ゑ
」
と
変
わ
ら
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
、「
ゆ
ゑ
」
の
初
頭
の
音
節
が
、
そ

の
直
前
に
あ
る
「
思
ふ
」
の
末
尾
の
音
節
と
融
合
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ

れ
も
Ⅳ
の
形
式
に
あ
た
る
例
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
見
る
の
が
自
然
だ

ろ
う
。

　

結
局
、
歌
に
数
多
く
見
え
る
「
ゆ
ゑ
」
の
特
徴
と
し
て
は
、
宣
命
・
祝
詞
に

は
な
い
﹇
体
言
＋
ゆ
ゑ
﹈
が
、
八
十
例
ほ
ど
あ
る
「
ゆ
ゑ
」
の
全
例
の
ほ
ぼ
七

割
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
歌
に
多
数
の
用
例
が
あ
る
Ⅳ
の
﹇
…
連
体
形
＋
如

く
﹈
と
い
う
形
式
に
あ
た
る
も
の
が
「
ゆ
ゑ
」
の
場
合
に
は
き
わ
め
て
少
な
い

と
い
う
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。

　

ま
た
、「
如
し
」
と
「
ゆ
ゑ
」
の
用
法
に
つ
い
て
言
え
ば
、
同
じ
く
「
が
」

を
伴
っ
た
り
伴
わ
な
か
っ
た
り
す
る
語
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
際
の
用
法
は
並

行
的
な
も
の
で
は
な
く
、
用
法
は
個
々
の
語
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

注（
1
）　

北
川
和
秀
『
続
日
本
紀
宣
命
校
本
・
総
索
引
』（
一
九
八
二
年
）
で
は
、
次

に
掲
げ
る
3
〜
5
・
12
の
諸
例
を
、
助
動
詞
で
は
な
く
ど
れ
も
名
詞
と
し
て
扱

っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
当
該
の
諸
例
を
、
助
動
詞
「
如
し
」
の
項
目
と
は
別

の
項
目
の
も
と
に
あ
げ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
不
適
切
な
措
置

で
あ
る
。
宣
命
に
限
ら
ず
そ
の
ほ
か
の
古
い
用
例
を
見
て
も
、
語
尾
の
な
い

「
如
」
と
そ
れ
を
持
つ
「
如
く
」
と
は
、
文
法
的
に
も
意
味
的
に
も
、
連
用
修

飾
成
分
つ
ま
り
活
用
語
の
連
用
形
に
相
当
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
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ら
で
あ
る
。「
如
」
は
名
詞
の
「
こ
と
」
に
由
来
す
る
、
と
い
う
一
般
的
な
説

明
に
従
っ
て
「
如
」
を
名
詞
と
し
て
扱
っ
た
の
は
、
実
際
の
用
法
と
語
源
説
と

を
混
同
し
た
も
の
で
あ
り
、
索
引
と
し
て
大
き
な
不
備
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

　
（
2
）　
24
の
「
枝
刺
せ
る
如
」
の
二
句
あ
と
に
あ
る
「
茂
き
が
如
く
」
は
、
原
文

に
〈
茂
如
〉
と
あ
り
、「
茂
き
が
如
く
／
茂
き
が
如
」「
茂
れ
る
が
如
」
な
ど
と

訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
訓
も
、
連
体
形
と
「
如
し
」
を
「
が
」
に
よ
っ
て
結

び
つ
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、「
が
」
に
あ
た
る
字
が
な
い
。
同
種
の
例

は
ほ
か
に
も
若
干
あ
る
。

　
（
3
）　
「
上
代
語
の
「
時
」
と
「
時
じ
」」〔『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第

51
輯
（
二
〇
〇
五
年
）〕。

　
（
4
）　

調
査
対
象
と
し
た
の
は
、
次
の
七
種
で
あ
る
。

朝
日
日
本
古
典
全
書
『
古
事
記
』〔
神
田
秀
夫
・
太
田
善
麻
呂
、
一
九

六
二
年
〕

尾
崎
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』〔
一
九
六
六
年
〕

日
本
古
典
全
集
『
古
事
記　

上
代
歌
謡
』〔
荻
原
浅
男
、
一
九
七
三
年
〕

倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』〔
一
九
七
三
年
〜
一
九
八
〇
年
〕

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』〔
一
九
七
五
年
〜
一
九
八
九
年
〕

日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』〔
青
木
和
夫
・
石
母
田
正
・
小
林
芳
規
・

佐
伯
有
清
、
一
九
八
二
年
〕

新
編
日
本
古
典
全
集
『
古
事
記
』〔
神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
、
一
九

九
六
年
）
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歌と宣命・祝詞における構文上の差異
─「如し」の場合─

佐佐木　隆

　『続日本紀』の宣命、『延喜式』の祝詞、『萬葉集』の歌を資料として、上代日本の散文と

韻文との間にどのような語結合の差異があったのか、ということを明らかにするのが本稿の

目的である。この目的を果たす方法はいくつか想定することができるが、今回は助動詞の

「如
ごと

し／如
ごと

」を選び、散文である宣命・祝詞と韻文である和歌とでは語結合にどのような差

異があったのかを、徹底的に調査し考察を加えた。

　　その結果、次のようなことが判明した。まず、宣命には次の三種の結合が認められる。

　Ⅰ［…体言＋の＋如く（／如）］

　Ⅱ［…活用語連体形＋が＋如く］

　Ⅲ［…活用語連体形＋こと＋の＋如く］

　一方、同じく散文である祝詞には、ⅠとⅢの 2種の用例はあるが、Ⅱには 1つも用例がな

い。ⅡとⅢの形式は、活用語の連体形と「如く／如」とを結び付けるものだという点で、た

がいに同じ機能を持つ。その機能を果たすものとして、祝詞の表現では、Ⅱの形式よりも

重々しい口調を持つⅢの形式を用いたと推定できる。

　和歌の表現にも、以上の 3種の形式に属する用例がある。しかし、それだけでなく、宣命

と祝詞には認められない次の形式の用例が多数ある。

　Ⅳ［…活用語連体形＋如く］

　この形式は、活用語の連体形と「如し／如」を、助詞「の」「が」などを用いずに結び付

けるものである。宣命と祝詞とにⅣの用例が 1つもないのは単なる偶然ではなく、Ⅳの形式

は和歌にしか用いない、特殊なものだったと考えられる。

　以上のことから、『古事記』『日本書紀』や諸国『風土記』などに見える「如」字の一部に

ついて、それらの訓読の適否を判定することが可能となる。つまり、これらの文献のなかで、

「如」字の直後に活用語として訓ずべき字が位置する例の場合、その部分をⅣの形式に訓読

することは不適切であり、Ⅱの形式に訓読するのが適切である。

　『古事記』には、「如」字が百例以上ある。そのうち、「如」字の直後に活用語が位置する

可能性のあるものは十数例あり、それらのなかには、実際に注釈書でⅣの形式に訓読されて

いるものがある。本稿の末尾では、十数例の 1つ 1つについて訓読の適否を検討した。

キーワード【宣命　祝詞　歌　如し　訓読】
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Constructional disparity between uta, senmyo and norito

Takashi SASAKI

Utilizing the senmyo “Shoku Nihongi”, the norito “Engishiki” and the uta “Man’yoshu” as 
references, the objective of this paper is to clearly establish the disparity of word cohesion 
between prose and poem in ancient Japan. Although various methods could be used to 
achieve this objective, selecting the auxiliary verb “gotoshi/goto” I have closely investigated 
and observed the disparity in word cohesion between waka poem（Japanese poems）and 
senmyo/norito prose.

As a result I was able to determine the following, and the subsequent three types of 
cohesion were observed in senmyo. 
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　　　　A）　　　“...Noun+ no＋gotoku or goto”

　　　　B）　　　“...Adnominal type conjugational word＋ga + gotoku”

　　　　C）　　　“...Adnominal type conjugational word＋koto + no＋gotoku”

Although there are examples corresponding to A and C for the prose norito, there are no 
examples corresponding to B at all. The connection of the adnominal type conjugational 
word with “gotoku or goto” in structures B and C suggests that they possess the same 
function. As a key to serve this function it is possible to presume that the solemn toned C 
structure was used more than the B structure in norito expressions.

There are also examples of waka expressions that fall under the same three structures 
mentioned above. However, there are numerous examples of the following structure not 
found in senmyo or norito.

　　　　D）　　　“...Adnominal type conjugational word＋gotoku”

This structure does not incorporate the use of postpositional particles such as “no” or “ga” 
with adnominal type conjugational words and “gotoshi/goto”. It is possible to assume that 
structure D is a distinctive trait of waka and that it is not merely a coincidence that it is not 
used at all in senmyo and norito.

　Key Words: senmyo, norito, uta, gotoshi, kundoku

 
 
 

  




