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研
究
論
文

は
じ
め
に

『
新
撰
万
葉
集
』
に
お
け
る
和
漢
対
応
の
姿
を
端
的
に
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
鳴
く
鹿
・
鹿
鳴
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
あ
ら
わ
れ
方
が

注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
上
巻
秋
５
７
の
歌
と
詩
の
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
詩
想
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
上
、
漢
詩
製
作
の

実
際
に
迫
り
た
い
。

一

ま
ず
上
巻
秋
５
７
の
歌
を
掲
げ
る
。

　

上
秋
５
７
、
奥
山
丹
黄
葉
蹈
別
鳴
麋
之
音
聽
時
曾
秋
者
金
敷

　

 

（
お
く
や
ま
に
も
み
ぢ
ふ
み
わ
け
な
く
し
か
の
こ
ゑ
き
く
と
き
ぞ
あ
き
は
か
な
し
き
）１

　
　

鳴
く
鹿
の
和
と
漢

　
　
　
　

─ 

─ 『
新
撰
万
葉
集
』 

上
巻
の
歌
と
詩
を
中
心
に

 

呉　

 

衛
峰
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山
の
奥
に
も
み
じ
の
落
ち
葉
を
踏
み
分
け
な
が
ら
鳴
い
て
い
る
鹿
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
こ
の
時
、
秋
の
悲
し
さ
は
い
っ
そ
う
強
く
感
じ

た
の
だ
。「
金
敷
」
は
、「
か
な
し
き
」
の
万
葉
式
仮
名
表
記
で
あ
る
と
同
時
に
、
秋
の
山
は
ま
る
で
金
が
敷
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
じ
の

鮮
や
か
な
黄
色
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
漢
字
の
字
面
の
意
味
を
も
兼
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
行
思
想
に
お
け
る
金
と
秋
と
の
対
応
も

ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
２
。
歌
の
主
旨
は
「
秋
者
金
敷
（
あ
き
は
か
な
し
き
）」、
つ
ま
り
秋
を
悲
し
い
季
節
と
み
る
悲
秋
の
観
念
で

あ
る
。

悲
秋
は
、
多
く
の
識
者
が
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
３
、
も
と
も
と
中
国
文
学
の
美
意
識
で
あ
り
、
楚
の
宋
玉
の
「
九
弁
」
や
晋
の
潘
岳

の
「
秋
興
賦
」
に
濫
觴
を
見
る
が
、
後
の
時
代
の
詩
人
た
ち
に
受
け
継
が
れ
、
中
国
文
学
の
一
つ
の
重
要
な
観
念
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

日
本
文
学
に
も
次
第
に
取
り
込
ま
れ
て
ゆ
き
、た
と
え
ば
、九
世
紀
前
半
の
勅
撰
漢
詩
集
の
『
経
国
集
』
巻
一
に
は
、嵯
峨
天
皇
に
よ
る
「
賦

二
秋
可
レ
哀
一
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

ａ
．
秋
可
レ
哀
兮
、
哀
二
草
木
之
揺
落
一
、
対
二
晩
林
一
於
二
変
衰
一
兮
、
聴
二
秋
声
一
乎
二
蕭
索
一

小
島
憲
之
に
よ
る
と
、
日
本
漢
詩
で
は
悲
秋
が
よ
く
詠
ま
れ
た
が
、
歌
で
は
、
万
葉
時
代
に
は
「
秋
の
悲
哀
」
が
一
般
化
し
て
お
ら
ず
、
平

安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
定
着
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
４
。
そ
し
て
歌
に
定
着
し
た
一
つ
の
顕
著
な
例
は
、
上
秋
５
７
の
歌
に
お
け
る
「
秋
者

金
敷
（
あ
き
は
か
な
し
き
）」
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
お
い
て
、
秋
の
悲
哀
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
も
み
じ
の
落
葉
と
鹿
の
鳴
き
声
で
あ
る
。
漢
詩
文
に
お
け
る
悲
秋
を
見
る
と
、

ｂ
．
悲
哉
秋
之
為
レ
気
也
、
蕭
瑟
兮
草
木
揺
落
而
変
衰
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
選
巻
三
十
三
、
宋
玉
「
九
弁
」）

秋
の
万
物
凋
落
の
景
色
は
詩
人
た
ち
の
目
に
、
季
節
や
時
の
移
り
変
わ
り
を
強
く
印
象
づ
け
る
と
と
も
に
、
生
命
力
の
衰
え
と
重
な
っ
て

映
り
、
悲
し
い
も
の
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
落
葉
は
秋
の
悲
哀
感
を
触
発
す
る
も
っ
と
も
一
般
的
な
景
物
に
な
っ
た
と

言
え
る
。
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歌
の
「
秋
者
金
敷
（
あ
き
は
か
な
し
き
）」
に
は
こ
の
よ
う
な
中
国
文
学
の
悲
秋
観
が
流
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
上
秋
５
７
の
詩
は
歌
の

こ
の
側
面
に
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

秋
山
寂
寂
葉
零
零　

秋
山
寂
寂
と
し
て
葉
零
零
た
り

　
　

麋
鹿
鳴
音
數
處
聆　

麋
鹿
の
鳴
く
音
数
處
に
聆
こ
ゆ

　
　

勝
地
尋
來
遊
宴
處　

勝
地
に
て
尋
ね
來
る　

遊
宴
の
處
を

　
　

無
朋
無
酒
意
猶
冷　

朋
も
無
く
酒
も
無
く
し
て
意
な
ほ
冷
し

秋
の
山
は
寂
寞
と
し
た
も
の
だ
。
も
み
じ
し
た
木
々
の
葉
が
地
面
を
覆
う
よ
う
に
は
ら
は
ら
と
落
ち
て
い
る
。
そ
し
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら

鹿
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
遥
々
こ
の
名
所
に
や
っ
て
き
て
、
か
つ
て
酒
宴
を
あ
げ
た
場
所
に
た
ど
り
着
い
た
の
だ
が
５
、
友
人
た
ち

が
来
て
お
ら
ず
、
酒
も
な
く
、
私
は
寂
し
い
思
い
に
沈
ん
で
い
く
。

詩
は
歌
の
よ
う
に
悲
秋
を
お
も
て
に
出
し
て
は
い
な
い
。
起
句
は
、
ほ
ぼ
歌
の
第
一
句
と
第
二
句
に
相
当
し
、
承
句
は
歌
の
第
三
句
と
第

四
句
を
写
し
て
い
る
。
歌
の
第
五
句
の
「
秋
者
金
敷
（
あ
き
は
か
な
し
き
）」
は
、
詩
で
は
「
秋
山
寂
々
と
し
て
」
と
翻
案
さ
れ
、
起
句
に

織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
歌
に
お
け
る
、
秋
の
景
物
に
喚
起
さ
れ
た
秋
の
悲
哀
感
、「
詠
み
手
」
の
主
観
的
感
情
に
直
接
的
に
対
応
す
る
の
は
、

詩
に
お
け
る
寂
寞
た
る
秋
山
と
い
う
景
色
の
描
写
で
あ
る
。
歌
の
結
論
は
詩
の
前
提
条
件
に
早
変
わ
り
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
詩
の
基
調

を
な
し
、
詩
の
言
葉
遣
い
の
色
合
い
を
統
合
す
る
。「
零
零
た
り
」
の
わ
び
し
い
響
き
と
「
数
處
に
聆
こ
ゆ
」
が
含
む
寂
寥
感
も
こ
の
基
調

に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ひ
っ
そ
り
と
し
た
山
の
奥
、
秋
の
蕭
条
た
る
景
色
の
中
に
、
歌
中
の
「
詠
み
手
」
に
対
応
す
る
人
物
、
擬
似
的
な
「
私
」
が

詩
の
後
半
に
登
場
し
た
。
し
か
し
、
後
半
の
展
開
は
歌
の
内
容
に
見
ら
れ
な
い
も
の
と
変
容
し
て
い
く
。
転
句
は
前
半
の
も
の
寂
し
い
雰
囲

気
と
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
、
遊
山
の
名
所
に
「
遊
宴
の
處
」
を
発
見
し
た
と
思
う
と
、
結
句
は
こ
の
心
情
の
変
化
を
打
ち
消
す
。
友
人
は
来

て
お
ら
ず
、
酒
も
な
い
た
め
、
遊
宴
は
過
去
の
も
の
で
、
今
は
不
可
能
で
あ
る
。
転
句
の
嬉
し
い
発
見
は
か
え
っ
て
遊
山
者
の
寂
し
さ
を
い
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っ
そ
う
深
め
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
詩
の
前
半
は
歌
の
基
本
的
内
容
、
─
─
落
葉
、
鹿
の
鳴
き
声
、
秋
の
悲
哀
感
を
─
─
、
翻
案
し
な
が
ら

も
歌
の
趣
旨
の
う
ち
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
な
ら
、
詩
の
後
半
は
実
現
で
き
な
い
遊
宴
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
の
で
、
歌
の

内
容
か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二

こ
の
新
た
な
詩
的
展
開
は
前
半
の
描
写
に
起
因
す
る
も
の
で
、
宴
会
と
い
う
話
題
の
出
現
は
鳴
く
鹿
の
漢
文
学
の
通
念
か
ら
由
来
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。『
詩
経
』
の
「
小
雅
・
鹿
鳴
」
に
は
、
鹿
鳴
の
文
学
起
源
が
も
と
め
ら
れ
る
。

ｃ
．
呦
呦
鹿
鳴　

食
二
野
之
苹
一　

我
有
二
嘉
賓
一　

鼓
レ
瑟
吹
レ
笙　

吹
レ
笙
鼓
レ
簧　

承
レ
筐
是
将　

人
之
好
レ
我　

示
レ
我
周
行

　
　

呦
呦
鹿
鳴　

食
二
野
之
蒿
一　

我
有
二
嘉
賓
一　

徳
音
孔
昭　

視
レ
民
不
レ
恌　

君
子
是
則
是
傚　

我
有
二
旨
酒
一　

嘉
賓
式
燕
以
敖

　
　

呦
呦
鹿
鳴　

食
二
野
之
芩
一　

我
有
二
嘉
賓
一　

鼓
レ
瑟
吹
レ
琴　

鼓
レ
瑟
吹
レ
琴　

和
楽
且
湛　

我
有
二
旨
酒
一　

以
燕
二
楽
嘉
賓
之
心
一

嘉
賓
、
す
な
わ
ち
招
待
さ
れ
た
客
は
、「
徳
音
孔
昭
」、
徳
の
高
い
人
ば
か
り
な
の
で
、
主
人
の
「
我
」
は
旨
い
酒
や
美
し
い
音
楽
な
ど
で
客

を
大
い
に
楽
し
ま
せ
、
さ
ら
に
幣
帛
を
送
る
こ
と
で
「
我
」
の
懇
意
を
示
す
一
方
、
そ
の
見
返
り
の
よ
う
に
、
君
子
た
る
客
た
ち
は
「
我
」

に
徳
の
道
を
示
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

「
我
」
と
客
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
鹿
鳴
」
篇
の
毛
序
に
は
、「
鹿
鳴
、
燕
二
群
臣
嘉
賓
一
也
、
既
飲
二
食
之
一
、
又
実
二
幣
帛
筐
篚
一
以
将
二

其
厚
意
一
、
然
後
忠
臣
嘉
賓
得
レ
尽
二
其
心
一
矣
」
と
あ
る
。
嘉
賓
は
群
臣
を
さ
す
の
で
、
鹿
鳴
と
い
う
詩
の
旨
は
つ
ま
り
、
君
主
が
臣
下
た
ち

を
宴
で
楽
し
ま
せ
て
、
人
材
を
珍
重
す
る
姿
勢
を
示
す
か
わ
り
に
、
臣
下
た
ち
が
君
主
の
厚
意
に
報
い
る
よ
う
に
忠
義
を
尽
く
し
て
く
れ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
孔
子
家
語
』
巻
二
に
は
、「
鹿
鳴
興
二
於
レ
獣
一
而
君
子
大
レ
之
、
取
二
其
得
レ
食
而
相
呼
一
」
と
あ
り
、
鹿
が
食
べ

物
を
見
つ
け
れ
ば
仲
間
を
呼
び
合
う
こ
と
か
ら
、
徳
の
あ
る
人
は
鹿
鳴
と
い
う
言
葉
を
道
徳
的
に
解
釈
し
、
人
間
に
も
適
用
し
た
と
い
う
。
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こ
こ
で
、
鹿
鳴
に
は
、
二
つ
の
解
釈
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
主
君
が
臣
下
を
厚
遇
し
、
自
分
の
下
に
有
能
な
人
材
が
集
ま
る

よ
う
呼
び
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
魏
の
武
帝
曹
操
は
、
賢
才
の
士
を
招
き
た
い
と
い
う
願
望
を
歌
う
「
短
歌
行
」
に
も
「
鹿
鳴
」
篇
を
引
用

し
て
い
る
（『
文
選
』
巻
二
十
七
）。
古
代
で
は
、「
鹿
鳴
」
と
い
う
楽
曲
が
存
在
し
、
宴
席
で
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鹿
鳴
と
宴
会
と

の
関
連
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
。
目
加
田
誠
は
「
鹿
鳴
」
な
ど
の
歌
に
つ
い
て
、「
始
め
朝
廷
で
演
奏
さ
れ
た
も
の
が
、
後
に
は
も
っ

と
広
く
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
６
」
と
述
べ
て
い
る
。

韓
愈
の
詩
に
は
、
宴
席
で
「
鹿
鳴
」
が
歌
わ
れ
る
儀
式
を
描
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ｄ
．
相
公
朝
服
立
、
工
席
歌
二
鹿
鳴
一
、
礼
終
楽
亦
闋
、
相
拜
送
レ
於
レ
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
唐
詩
巻
三
三
七
、
韓
愈
「
此
日
足
レ
可
レ
惜
贈
二
張
籍
一
」）

唐
代
、
地
方
の
科
挙
に
合
格
し
た
人
た
ち
は
地
方
知
事
が
主
催
す
る
「
鹿
鳴
宴
」
と
い
う
祝
賀
兼
送
別
（
国
都
に
赴
い
て
進
士
試
験
に
参

加
す
る
た
め
）
の
宴
会
に
出
席
す
る
が
、そ
こ
で
「
鹿
鳴
」
の
詩
は
朗
唱
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
清
・
袁
枚
『
随
園
随
筆
』
巻
十
、「
鹿
鳴
宴
」）。

つ
ま
り
、「
鹿
鳴
」
は
君
主
と
臣
下
の
関
係
に
あ
る
朝
廷
の
饗
宴
で
演
奏
さ
れ
る
音
楽
、
ま
た
そ
の
饗
宴
を
さ
す
言
葉
か
ら
、
ひ
ろ
く
士
人

や
文
人
の
宴
会
を
意
味
す
る
こ
と
ば
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
鹿
鳴
」
の
用
例
は
、
日
本
最
初
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
に
見
ら
れ
る
。

ｅ
．
相
顧
鳴
鹿
爵
、
相
送
使
人
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刀
利
宣
令
「
秋
日
於
二
長
王
宅
一
宴
二
新
羅
客
一
」）

「
相
顧
み
る
鳴
鹿
の
爵
」
と
は
、「
お
互
に
顧
み
て
（
見
回
し
て
）
鹿
鳴
の
歌
を
う
た
い
酒
杯
を
傾
け
、
新
羅
の
使
者
が
西
の
方
に
帰
る
の

を
と
も
に
送
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
７
。

こ
の
士
人
や
文
人
の
宴
会
と
い
う
意
味
は
、
鹿
鳴
の
二
つ
目
の
解
釈
に
あ
た
る
。『
文
選
』
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

ｆ
．
昔
者
常
相
近
、
邈
若
二
胡
与
秦
一
、
惟
念
当
二
離
別
一
、
恩
情
日
以
新
、
鹿
鳴
思
二
野
草
一
、
可
三
以
喩
二
嘉
賓
一
、
我
有
二
一
樽
酒
一
、
欲
三



（�）

以
贈
二
遠
人
一
、
願
子
留
斟
酌
、
叙
二
此
平
生
親
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
選
巻
二
十
九
、
蘇
武
「
詩
四
首
・
其
一
」）

後
人
が
蘇
武
の
名
に
託
し
た
も
の
だ
が
８
、
旅
立
と
う
と
す
る
肉
親
に
送
る
離
別
の
詩
で
あ
る
。
詩
の
大
意
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
鹿
が

野
草
を
見
て
鳴
い
て
同
類
を
呼
ぶ
、
そ
の
心
は
良
き
客
を
招
く
こ
と
に
あ
ろ
う
。
私
は
一
樽
の
酒
が
あ
っ
て
、
旅
に
出
る
人
に
送
り
た
い
。

暫
く
の
こ
っ
て
、
こ
の
酒
を
杯
に
注
ぎ
た
ま
え
。
酒
を
交
わ
し
な
が
ら
、
我
ら
が
永
遠
の
親
情
を
語
り
合
お
う
で
は
な
い
か
、
と
。「
鹿
鳴
」

篇
を
縮
約
し
た
形
で
引
用
し
な
が
ら
、
君
主
の
人
材
重
視
の
姿
勢
と
い
う
毛
序
の
意
味
に
君
子
同
士
の
友
情
を
取
っ
て
代
わ
ら
せ
て
い
る
。

蘇
武
の
詩
は
、『
藝
文
類
聚
』
の
「
人
部
・
別
上
」
に
も
引
か
れ
て
い
る
。
同
じ
く
平
安
時
代
に
愛
用
さ
れ
た
類
書
の
『
初
学
記
』
を
紐

解
く
と
、「
鹿
」
の
項
目
の
下
に
、「
求
友
・
鳴
麑
」
が
対
語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
の
対
語
を
説
明
す
る
文
を
引
用
す

る
と
、

ｇ
．
楚
詞
曰
、
飛
鳥
号
二
其
群
一
兮
、
鹿
鳴
求
二
其
友
一
９
。

と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
鹿
が
友
を
求
め
て
鳴
く
の
で
、
蘇
武
の
詩
に
お
け
る
も
の
と
同
じ
含
意
を
有
す
る
。

鹿
鳴
と
饗
宴
、
鹿
鳴
と
友
情
、
こ
れ
こ
そ
上
秋
５
７
の
詩
の
後
半
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
違
い
な
い
。
転
結
二
句
は
そ
れ
ぞ
れ
「
鹿
鳴
」
と
い

う
隠
喩
が
内
包
す
る
饗
宴
と
友
情
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
現
し
て
い
る
。
饗
宴
と
友
情
と
は
分
離
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
表
裏
の
関

係
に
あ
る
。

お
ど
ろ
く
こ
と
に
、「
無
朋
無
酒
意
猶
冷
（
朋
無
く
酒
無
く
し
て
意
な
ほ
冷
し
）」
に
お
い
て
、
蘇
武
の
詩
に
お
け
る
鹿
鳴
か
ら
派
生
し
た

酒
と
友
情
の
表
現
が
同
じ
く
登
場
し
て
い
る
。
こ
こ
の
心
情
は
、「
遠
人
」
と
別
れ
る
蘇
武
の
心
情
と
同
じ
な
の
だ
。
上
秋
５
７
の
詩
は
、

歌
の
悲
秋
を
鹿
鳴
の
隠
喩
に
置
き
換
え
、
昔
の
交
歓
を
思
い
、
不
在
の
友
人
を
懐
か
し
む
「
私
」
の
気
持
ち
の
寂
し
さ
を
表
出
し
た
。
詩
の

後
半
は
鹿
鳴
の
漢
文
学
的
イ
メ
ー
ジ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
歌
の
内
容
か
ら
は
み
出
て
い
っ
た
。

詩
中
の
秋
山
の
も
の
寂
し
さ
は
結
局
、
没
個
性
の
、
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
経
験
に
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
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歌
の
「
秋
者
金
敷
（
あ
き
は
か
な
し
き
）」
は
ど
こ
ま
で
漢
文
学
的
悲
秋
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
詩
の
内
容
を
詳
し
く
検
討
し
た
今
、

歌
に
お
け
る
鳴
く
鹿
の
意
味
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

三

『
新
撰
万
葉
集
』
に
先
立
つ
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
は
、
上
秋
５
７
と
同
じ
歌
が
次
の
歌
（
秋
歌
廿
番
・
８
３
）
と
い
っ
し
ょ
に
配
列
さ

れ
て
い
る
。

わ
が
た
め
に
く
る
秋
に
し
も
あ
ら
な
く
に
虫
の
音
聞
け
ば
ま
づ
ぞ
悲
し
き

私
だ
け
の
た
め
に
来
た
秋
で
は
な
い
の
に
、
虫
の
音
を
聞
く
と
、
な
ぜ
私
が
真
っ
先
に
悲
し
く
な
る
の
だ
、
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
こ
の

歌
は
、『
古
今
集
』
に
お
い
て
、
悲
秋
を
歌
う
一
群
の
歌
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
（
１
）
お
ほ
か
た
の
秋
く
る
か
ら
に
わ
が
身
こ
そ
か
な
し
き
物
と
思
ひ
知
り
ぬ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
今
・
秋
歌
上
・
１
８
５
・
読
人
し
ら
ず

　
（
２
）
わ
が
た
め
に
く
る
秋
に
し
も
あ
ら
な
く
に
虫
の
音
き
け
ば
ま
づ
ぞ
か
な
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
今
・
秋
歌
上
・
１
８
６
・
読
人
し
ら
ず

　
（
３
）
物
ご
と
に
秋
ぞ
か
な
し
き
も
み
ぢ
つ
ゝ
う
つ
ろ
ひ
ゆ
く
を
限
り
と
お
も
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
今
・
秋
歌
上
・
１
８
７
・
読
人
し
ら
ず

（
１
）
と
（
２
）
で
は
秋
が
も
た
ら
す
悲
哀
感
が
漠
然
と
し
て
歌
わ
れ
、（
３
）
に
お
い
て
は
「
う
つ
ろ
ひ
ゆ
く
」
と
い
う
、
栄
枯
盛
衰
が
悲

秋
の
原
因
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
上
秋
５
７
の
歌
は
、『
古
今
集
』
に
お
い
て
、
萩
と
鳴
く
鹿
の
歌
群
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
悲
秋
は
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
ま
だ
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一
般
的
な
文
学
観
念
と
し
て
は
現
れ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、萩
と
鳴
く
鹿
の
歌
は
多
数
見
ら
れ
る
。
上
秋
５
７
の
歌
を
、『
万
葉
集
』

よ
り
始
ま
る
和
歌
の
伝
統
に
お
け
る
鳴
く
鹿
の
イ
メ
ー
ジ
を
参
照
し
て
考
え
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
鳴
く
鹿
の
歌
を
掲
げ
る
。

　
（
４
）
秋
さ
ら
ば
今
も
見
る
ご
と
妻
恋
ひ
に
鹿
鳴
か
む
山
そ
高
野
原
の
上

万
葉
集
１
・
八
四
・
長
皇
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
５
）
我
が
岡
に
さ
雄
鹿
来
鳴
く
初
萩
の
花
妻
問
ひ
に
来
鳴
く
さ
雄
鹿万

葉
集
８
・
一
五
四
一
・
大
伴
卿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
６
）
宇
陀
の
野
の
秋
萩
し
の
ぎ
鳴
く
鹿
も
妻
に
恋
ふ
ら
く
我
に
は
ま
さ
じ

万
葉
集
８
・
一
六
〇
九
・
丹
比
真
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
４
）
の
歌
の
前
に
、「
長
皇
子
と
志
貴
皇
子
と
、
佐
紀
宮
に
し
て
倶
に
宴
す
る
歌
」
と
い
う
題
詞
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
詩
経
』「
小
雅
・
鹿

鳴
」
を
ふ
ま
え
て
、鹿
が
宴
に
即
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
１
０
。
う
な
ず
け
る
説
明
で
あ
る
が
、詠
ま
れ
て
い
る
の
は
「
鹿
鳴
」

篇
の
野
草
を
見
て
仲
間
を
思
う
鹿
で
は
な
く
、
妻
恋
い
を
し
て
鳴
く
鹿
で
あ
り
、「
鹿
鳴
」
篇
の
影
響
は
作
歌
の
動
機
付
け
に
な
る
が
、
歌

中
の
鳴
く
鹿
は
「
鹿
鳴
」
篇
の
意
味
に
働
い
て
い
な
い
。（
５
）
と
（
６
）
の
歌
で
も
、
妻
恋
い
を
す
る
鹿
が
詠
ま
れ
て
い
る
。（
６
）
で
は
、

秋
萩
を
踏
み
つ
け
な
が
ら
鳴
い
て
い
る
鹿
も
、
妻
に
恋
す
る
こ
と
で
は
私
に
は
及
ば
な
い
と
詠
ま
れ
、
妻
恋
い
し
て
鳴
く
鹿
に
人
間
の
恋
を

重
ね
て
表
現
し
て
い
る
。

鉄
野
昌
弘
に
よ
る
と
、
万
葉
歌
の
中
の
鹿
は
ほ
と
ん
ど
が
雄
鹿
で
あ
り
、
妻
恋
い
を
し
て
鳴
く
雄
鹿
の
モ
チ
ー
フ
は
和
歌
の
発
想
と
し
て

定
着
し
、
後
の
世
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
１
１
。
ま
た
、
鹿
鳴
の
漢
詩
的
詩
想
の
影
響
に
つ
い
て
、
鉄
野
は
「『
詩
経
』
小
雅

の
「
鹿
鳴
」
篇
が
、家
持
や
巻
十
の
歌
の
題
詞
な
ど
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
」、妻
恋
い
を
し
て
鳴
く
雄
鹿
の
モ
チ
ー
フ
が
「
鹿

と
の
共
感
関
係
を
基
礎
に
し
、
相
聞
情
調
を
ま
と
わ
り
つ
か
せ
た
、
和
歌
の
世
界
で
独
自
に
育
て
ら
れ
た
景
物
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
」
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と
分
析
し
て
い
る
１
２
。
巻
十
の
歌
の
題
詞
と
い
う
の
は
、
二
一
四
一
か
ら
二
一
五
六
の
一
群
の
歌
の
前
に
冠
さ
れ
た
「
鹿
鳴
を
詠
む
」
を

指
す
。

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
鳴
く
鹿
の
モ
チ
ー
フ
は
、
妻
恋
い
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
、
横
と
縦
の
二
つ
の
線
で
織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
横
の

線
は
萩
─
─
季
節
的
に
は
秋
萩
─
─
と
の
取
り
合
わ
せ
で
、
秋
萩
を
雄
鹿
の
妻
と
み
た
て
、
初
萩
の
花
に
求
婚
す
る
鹿
、
ま
た
は
散
る
萩
を

悲
し
ん
で
鳴
く
鹿
が
詠
ま
れ
る
。
縦
の
線
は
鳴
く
鹿
と
相
聞
と
の
共
感
関
係
で
、
妻
恋
い
し
て
鳴
く
鹿
に
人
間
の
恋
心
を
重
ね
、
恋
す
る
相

手
へ
の
思
い
を
託
し
て
詠
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
『
古
今
集
』
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
右
に
言
及
し
た
『
古
今
集
』
の
歌
群
を
み
よ
う
。

　
（
７
）
山
里
は
秋
こ
そ
こ
と
に
わ
び
し
け
れ
し
か
の
な
く
音
に
目
を
さ
ま
し
つ
ゝ

古
今
・
秋
歌
上
・
二
一
四
・
忠
岑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
８
）
奥
山
に
紅
葉
ふ
み
わ
け
鳴
鹿
の
こ
ゑ
き
く
時
ぞ
秋
は
か
な
し
き

古
今
・
秋
歌
上
・
二
一
五
・
よ
み
人
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
９
）
秋
は
ぎ
に
う
ら
び
れ
居
れ
ば
あ
し
ひ
き
の
山
下
と
よ
み
鹿
の
な
く
ら
む

古
今
・
秋
歌
上
・
二
一
六
・
よ
み
人
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
�0
）
あ
き
は
ぎ
を
し
が
ら
み
ふ
せ
て
な
く
鹿
の
目
に
は
見
え
ず
て
を
と
の
さ
や
け
さ

古
今
・
秋
歌
上
・
二
一
七
・
よ
み
人
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
��
）
秋
は
ぎ
の
花
さ
き
に
け
り
高
砂
の
お
の
へ
の
し
か
は
今
や
な
く
覧

古
今
・
秋
歌
上
・
二
一
八
・
藤
原
敏
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
の
歌
に
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
は
鳴
く
鹿
で
あ
る
。（
７
）
と
（
８
）
は
、「
秋
こ
そ
こ
と
に
わ
び
し
け
れ
」
と
「
秋
は
か
な
し
き
」
と
い
う

表
現
を
も
っ
て
、
悲
秋
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。（
９
）
か
ら
（
��
）
ま
で
は
、
鳴
く
鹿
と
秋
萩
と
の
関
連
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
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こ
で
、
萩
と
は
明
言
し
な
い
も
の
の
、（
８
）
に
お
け
る
「
紅
葉
」
は
（
９
）（
�0
）（
��
）
と
お
な
じ
く
萩
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
で
き
た

の
で
あ
る
１
３
。

「
秋
は
か
な
し
き
」
と
い
う
歌
の
前
に
位
置
す
る
（
７
）
で
は
、
鳴
く
鹿
を
聞
く
と
き
の
わ
び
し
さ
は
漠
然
と
し
た
も
の
で
、
特
定
で
き

な
い
。
す
ぐ
後
に
位
置
す
る
（
９
）
の
歌
で
は
、
萩
と
妻
恋
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

私
た
ち
は
こ
の
歌
よ
り
、
恋
歌
と
判
断
す
る
材
料
は
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
の
伝
統
か
ら
『
古
今
集
』
に
お
け
る
鳴
く
鹿

の
恋
歌
ま
で
を
顧
て
、
す
く
な
く
と
も
こ
こ
に
は
、
番
の
漢
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
漢
文
学
に
お
け
る
男
性
同
士
の
友
情
を
暗
示
す
る
も

の
は
皆
無
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

津
田
左
右
吉
は
歌
に
お
け
る
悲
秋
を
論
じ
る
と
き
、
歌
に
あ
ら
わ
れ
る
秋
の
悲
哀
は
具
体
的
な
気
分
の
描
出
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
既
定

の
概
念
で
あ
り
、
漢
詩
文
の
悲
秋
観
を
そ
の
ま
ま
観
念
と
し
て
取
り
入
れ
た
も
の
だ
と
述
べ
た
。
津
田
に
よ
る
と
、
上
掲
（
２
）
と
（
８
）
の

二
つ
の
歌
に
お
い
て
も
、
虫
の
音
や
鹿
の
声
が
秋
の
悲
し
さ
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
が
万
葉
時

代
に
は
歌
人
た
ち
に
悲
し
み
を
誘
わ
な
か
っ
た
の
で
、
や
は
り
秋
と
は
関
係
な
く
、
虫
の
音
や
鹿
の
声
自
身
が
誘
っ
た
悲
し
さ
だ
と
い
う
１
４
。

し
か
し
、
悲
秋
が
観
念
で
あ
る
な
ら
、
万
葉
集
に
お
け
る
よ
う
な
、
秋
を
賞
美
す
る
趣
向
も
一
種
の
審
美
的
観
念
で
あ
る
。
ま
た
上
秋

５
７
の
歌
に
は
、
秋
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
「
黄
葉
」
─
─
お
そ
ら
く
は
萩
の
落
葉
で
あ
ろ
う
─
─
が
あ
り
、
と
う
ぜ
ん
秋
の
悲
哀

感
の
誘
因
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
詩
の
方
で
は
、
悲
秋
の
思
想
が
、
鹿
鳴
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
漢
詩
的
展
開
を
媒
介
に
し
て
、
友
無
き

孤
独
感
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

四

和
漢
文
学
が
共
有
す
る
秋
の
悲
哀
、
歌
と
詩
の
伝
統
に
お
け
る
鳴
く
鹿
・
鹿
鳴
の
そ
れ
ぞ
れ
の
通
念
を
一
通
り
調
べ
る
と
、『
新
撰
万
葉
集
』
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の
上
秋
５
７
の
歌
と
詩
の
対
応
関
係
が
お
の
ず
か
ら
見
え
て
き
た
。

詩
は
「
秋
山
寂
寂
葉
零
零
、
麋
鹿
鳴
音
數
處
聆
（
秋
山
寂
寂
と
し
て
葉
零
零
た
り
、
麋
鹿
の
鳴
く
音
数
處
に
聆
こ
ゆ
）」
と
い
う
起
承
の

二
句
で
お
お
よ
そ
歌
の
内
容
を
う
つ
し
、
そ
れ
を
足
場
に
、「
勝
地
尋
來
遊
宴
處
、
無
朋
無
酒
意
猶
冷
（
勝
地
に
て
尋
ね
來
る
遊
宴
の
處
を
、

朋
も
無
く
酒
も
無
く
し
て
意
な
ほ
冷
し
）」と
い
う
転
結
の
二
句
で
、歌
意
か
ら
独
立
し
た
詩
的
世
界
を
展
開
し
た
。
こ
の
転
結
の
部
分
は「
秋

者
金
敷
（
あ
き
は
か
な
し
き
）」
に
対
す
る
、
詩
に
よ
る
具
体
化
で
あ
る
と
同
時
に
、「
鳴
麋
之
音
（
な
く
し
か
の
こ
ゑ
）」
に
対
す
る
詩
の

対
応
で
も
あ
ろ
う
。

歌
に
お
け
る
「
鳴
麋
之
音
（
な
く
し
か
の
こ
ゑ
）」
に
た
い
し
て
、
詩
は
漢
文
学
に
お
け
る
宴
と
友
情
の
象
徴
で
あ
る
鹿
鳴
を
も
っ
て
対

応
し
て
い
る
。
こ
の
対
応
が
到
底
詩
に
よ
る
歌
の
解
釈
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
悲
秋
の
観
念
は
和
漢
文
学
が
共
有

す
る
文
学
観
念
で
あ
る
以
上
、
詩
に
再
現
さ
れ
る
こ
と
は
至
極
当
然
の
こ
と
だ
が
、
友
情
を
以
て
歌
に
お
け
る
妻
恋
い
と
い
う
通
念
を
も
つ

鹿
の
鳴
き
声
に
対
応
す
る
の
は
、
詩
作
者
が
歌
の
内
容
を
単
純
に
う
つ
す
よ
り
、
詩
作
に
あ
た
っ
て
類
似
の
題
材
、
類
似
の
モ
チ
ー
フ
を
詩

の
伝
統
に
の
っ
と
っ
て
表
現
し
、
詩
的
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
か
ら
だ
と
読
み
取
れ
る
１
５
。

こ
の
結
論
を
裏
付
け
る
に
、『
新
撰
万
葉
集
』
に
お
い
て
鳴
く
鹿
を
詠
む
も
う
一
首
の
歌
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

　

上
秋
６
０
、
秋
山
丹
戀
爲
麋
之
音
立
手
鳴
曾
可
爲
死
君
歟
不
來
夜
者

　

 

（
あ
き
や
ま
に
こ
ひ
す
る
し
か
の
こ
ゑ
た
て
て
な
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
き
み
が
こ
ぬ
よ
は
）

秋
の
山
に
妻
恋
い
を
す
る
鹿
が
声
を
立
て
て
鳴
い
て
い
る
よ
う
に
、
私
は
声
を
立
て
て
鳴
い
て
し
ま
い
そ
う
だ
、
な
ぜ
か
と
い
っ
て
、
今
晩

あ
な
た
が
来
て
く
れ
な
い
の
だ
か
ら
。『
万
葉
集
』
以
来
の
妻
恋
い
す
る
鹿
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
、
妻
恋
い
す
る
鹿
に
恋
人
を

待
つ
人
間
の
気
持
ち
、
鹿
の
鳴
き
声
に
人
間
の
泣
く
こ
と
を
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
。

そ
の
左
の
漢
詩
を
読
ん
で
み
る
と
、

　
　

独
臥
多
年
婦
意
睽　

独
臥
の
年
多
く
婦
意
睽
く
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秋
閨
帳
裏
挙
音
啼　

秋
閨
の
帳
裏
に
て
音
を
挙
げ
て
啼
く

　
　

生
前
不
幸
希
恩
愛　

生
前
不
幸
に
し
て
恩
愛
希
な
り

　
　

願
教
蕭
郎
枉
馬
蹄　

願
は
く
ば
蕭
郎
を
し
て
馬
蹄
を
枉
げ
さ
し
む

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
生
活
を
長
く
過
ご
し
、
さ
び
し
い
思
い
を
し
て
い
る
女
は
、
秋
の
閨
房
の
中
に
声
高
に
泣
い
て
い
る
。
ど
こ
か
い
い
男
が

い
て
、
私
の
と
こ
ろ
に
き
て
く
れ
な
い
の
か
し
ら
と
、
心
中
に
願
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
詩
で
あ
る
。

こ
こ
の
問
題
は
、
歌
に
お
け
る
鹿
の
鳴
き
声
が
、
詩
で
は
女
性
の
泣
き
声
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
鍵
は
依
然
、
鳴
く
鹿
に
関
す
る

和
文
学
と
漢
文
学
の
伝
統
と
の
違
い
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
漢
詩
で
は
、
鹿
鳴
が
意
味
す
る
も
の
は
男
同
士
の
つ
き
あ
い
な
の
で
あ
っ
て
、

男
女
の
恋
と
の
関
連
は
あ
り
得
な
い
。
上
秋
６
０
の
漢
詩
は
、
歌
の
主
旨
で
あ
る
一
人
寝
す
る
女
の
つ
ら
く
て
泣
き
そ
う
な
心
情
と
、
歌
の

表
現
技
巧
の
中
心
と
な
る
鹿
の
鳴
き
声
と
を
混
在
さ
せ
た
な
ら
ば
、
こ
の
漢
詩
を
「
漢
詩
」
と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
漢
文
学
の

伝
統
に
し
た
が
っ
て
解
釈
す
る
と
き
、
詩
の
主
旨
と
、
表
現
の
隠
喩
的
意
味
あ
い
と
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
矛
盾
を
さ

け
る
に
は
、
表
現
と
主
旨
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
妥
協
さ
せ
る
し
か
な
く
、
結
果
的
に
見
て
、
秋
６
０
の
歌
に
お
け
る
鹿
の
鳴
き
声
が
比
喩
的

に
意
味
す
る
女
性
の
泣
き
そ
う
な
気
持
ち
は
、
詩
に
お
い
て
顕
在
化
し
て
、
女
性
が
声
高
に
泣
い
て
い
る
と
い
う
描
写
に
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
鳴
く
鹿
・ 

鹿
鳴
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
詠
み
方
を
通
じ
て
、『
新
撰
万
葉
集
』
に
お
け
る
歌
と
詩
の
対
応
関
係
の
一
つ
の
典
型
を
見

て
き
た
。
そ
こ
に
、
歌
と
詩
と
い
う
二
つ
の
文
学
世
界
の
対
照
的
対
応
が
は
っ
き
り
と
看
取
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
詩
に
つ
い
て
二
点
を
付
言
す
る
。
ま
ず
は
詩
形
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
漢
詩
に
お
い
て
七
言
絶
句
が
多
く
な
っ
た
の
は
中
唐
以

降
の
詩
風
の
然
ら
し
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
１
６
。
筆
者
は
以
前
、
翻
訳
と
い
う
意
味
で
三
十
一
文
字
の
歌
に
対
応
す
る
に
は
、
七
言
二
句
も
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し
く
は
五
言
四
句
が
最
適
だ
と
い
う
主
張
に
賛
同
の
意
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
１
７
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
新
撰
万
葉
集
』
の
漢
詩

が
七
言
絶
句
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
通
念
上
の
漢
詩
を
作
ろ
う
と
い
う
意
図
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
ぎ
は
内
容
の
問
題
で
あ
る
。
詩
は
流
行
の
白
詩
の
詩
風
と
言
い
が
た
い
。
盛
唐
以
降
で
は
、
鹿
鳴
は
す
で
に
背
景
に
退
い
て
、
景
物
と

し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
詩
経
的
意
味
が
前
景
化
す
る
こ
と
が
希
で
あ
る
。
上
秋
５
７
の
詩
は
白
詩
よ
り
も
、
む
し
ろ
前
掲
し
た
蘇
武

詩
の
よ
う
な
六
朝
詩
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
白
詩
の
影
響
が
圧
倒
的
だ
っ
た
時
代
に
、
流
行
の
七
言
絶
句
の
形
式
を
取
り
な
が
ら
、
作
詩
に
あ
た
っ
て
お
も
に
『
文
選
』
を

参
考
に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。『
藝
文
類
聚
』
や
『
初
学
記
』
等
の
類
書
が
作
詩
の
手
引
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
上
秋
５
７
の
詩
を
含
め
、『
新
撰
万
葉
集
』
上
巻
の
漢
詩
の
か
な
り
の
部
分
は
、
習
作
的
な
作
品
と
し
て
見
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
１
８
。
さ
ら
な
る
論
証
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
今
後
の
考
察
に
期
し
た
い
。

注
：

１　　

 

本
稿
に
お
け
る
『
新
撰
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
元
禄
九
年
版
本
（
浅
見
徹
監
修
、
乾
善
彦
・
谷
本
玲
大
編
『『
新
撰
万
葉
集
』
諸
本
と
研
究
』
研

究
叢
書
３
０
０
（
和
泉
書
院
、
２
０
０
３
・
９
））
に
よ
る
。
た
だ
し
、
異
体
字
を
通
用
漢
字
に
直
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

２　　

 『
新
撰
万
葉
集
』
の
歌
で
は
、「
金
敷
」
と
い
う
表
記
は
他
に
も
五
例
が
あ
る
が
、
順
番
か
ら
見
れ
ば
全
部
上
秋
５
７
の
歌
よ
り
後
だ
か
ら
、
そ
の

例
に
倣
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、「
金
敷
」
の
本
意
に
つ
い
て
は
、注
５
の
『
新
撰
万
葉
集　

上
巻
（
二
）』
に
新
間
一
美
に
よ
る
考
察
が
あ
る
。

３　　

 

小
尾
郊
一
『
中
国
文
学
に
現
れ
た
自
然
と
自
然
観
』（
岩
波
書
店
、
１
９
６
２
・
１
１
）「「
悲
秋
」
の
詩

─
そ
の
発
生
と
定
着
」、
渡
辺
秀
夫
『
平

安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』（
勉
誠
社
、
１
９
９
１
・
１
）「
立
秋
詩
歌
の
周
辺
」、
川
本
皓
嗣
『
日
本
詩
歌
の
伝
統
─
七
と
五
の
詩
学
─
』（
岩
波
書
店
、

１
９
９
１
・
１
１
）「「
悲
秋
」
と
「
夕
の
恋
」」
を
参
照
。

４　　

 

小
島
憲
之
『
古
今
集
以
前
』（
塙
書
房
、
１
９
７
６
・
２
）、
一
〇
五
頁
お
よ
び
一
五
四
頁
。
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５　　
 

新
撰
万
葉
集
研
究
会
『
新
撰
万
葉
集
注
釈　

巻
上
（
二
）』（
和
泉
書
院
、
２
０
０
６
・
２
）、
一
〇
九
～
一
一
六
頁
（
新
間
一
美
執
筆
）
を
参
照
。

６　　
 『

目
加
田
誠
著
作
集
』
第
二
巻
、
定
本
詩
経
訳
注
（
上
）、（
竜
渓
書
舎
、
１
９
８
３
・
９
）、
三
二
〇
頁
。

７　　

 
小
島
憲
之
校
注
『
懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋
』
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
１
９
６
４
・
６
）、
一
二
七
頁
。

８　　

 

狩
野
直
喜
『
両
漢
学
術
考
』（
筑
摩
書
房
、
１
９
６
４
・
１
１
）「
前
漢
の
五
言
詩
と
い
は
る
る
も
の
に
就
き
て
の
疑
問
」
を
参
照
。

９　　

 『
楚
辭
章
句
』
卷
第
十
三
、七
諫
第
十
三
、
謬
諫
。
後
漢
王
逸
撰
。

１
０　

 

小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広
校
注
・
訳
『
万
葉
集
・
一
』
完
訳
日
本
の
古
典
２
（
小
学
館
、
１
９
８
９
・
４
）、
七
十
九
頁
。

１
１　

 「
万
葉
集
自
然
表
現
事
典
」『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
３
３
巻
１
号
（
学
燈
社
刊
）、「
鹿
」
と
い
う
項
目
。

１
２　

 『
日
本
後
紀
』
巻
七
の
逸
文
に
は
、「
庚
寅
、
遊
獵
於
二
北
野
一
、
便
御
二
伊
豫
親
王
山
莊
一
、
飲
レ
酒
高
會
、
于
レ
時
日
暮
、
天
皇
歌
曰
、
氣け

佐さ

能の

阿あ

狹さ

氣け

、
奈な

久く

知ち

布ふ

之し

賀か

農の

、
曾そ

乃の

己こ

惠ゑ

遠を

、
岐き

嘉か

受ず

波は

伊い

賀か

之じ

、
与よ

波は

布ふ

氣け

奴ぬ

止と

毛も

、
登
時
鹿
鳴
、
上
欣
然
、
令
二
群
臣
一
和
レ
之
、
冒
レ
夜
乃
歸
」

と
あ
り
、
毛
詩
的
鹿
鳴
が
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
希
な
例
で
あ
る
が
、
律
令
制
度
下
の
勅
撰
国
史
と
い
う
漢
文
的
文
脈
に
こ
そ
あ
り
う
る
詠
み
方
で

あ
ろ
う
。

１
３　

 

奥
村
恒
哉
校
注
『
古
今
和
歌
集
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
、 

１
９
７
８
・
７
）、
九
一
頁
。

１
４　

 

津
田
左
右
吉
『
思
想
・
文
藝
・
日
本
語
』
第
四
「
お
も
ひ
だ
す
ま
ゝ
」（
十
五
）「
秋
の
悲
し
さ
」（
岩
波
書
店
、
１
９
６
１
・
６
）。

１
５　

 

野
口
元
大
「
新
撰
万
葉
集
」『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
１
９
８
４
・
４
）
を
参
照
。

１
６　

 

岡
田
正
之
『
日
本
漢
文
学
史
』（
共
立
社
書
店
、
１
９
２
９
・
９
）、
一
二
〇
─
一
二
一
頁
。

１
７　

 「
和
歌
と
漢
詩
・
詩
的
世
界
の
出
会
い

─
『
新
撰
万
葉
集
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
比
較
文
学
研
究
』
６
７
号
（
東
大
比
較
文
学
会
、
１
９
９
５
・
１
０
）。

１
８　

 

拙
稿
「『
新
撰
万
葉
集
』
に
お
け
る
漢
詩
へ
の
一
視
点
─
夏
の
「
蝉
」
を
め
ぐ
っ
て―

」『
国
語
と
国
文
学
』
８
３
巻
３
号
（
東
京
大
学
国
語
国
文

学
会
、
２
０
０
６
・
３
）
で
は
、
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
同
じ
主
張
を
し
て
い
る
。




