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「
防

人

歌
」

の

筆

録

　
そ
の
言
語
資
料
と
し
て
の
性
格
　

迫

野

慶

徳

万
葉
集

の
巻
十
四
東
歌
と
巻

二
十
防
人
歌
に
は
、

と
も

に
上
代

の
東
国
方
言

を
反
映
す
る
歌
が
ふ
く
ま
れ
て
い
て
、
万
葉
集

の
中

で
も
、
特
異
な
位

置
を
占

め
て

い
る
が
、

こ
と
ば

(方

言
)

の
資
料
と
し

て
み
る
と
き
、
必
ず
し
も
両
者

を
同

一
に
扱

い
得
な

い
点
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
に
も
、
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
巻

二
十
防
人
歌
は
、

比
較

的
忠
実
に
当
時

の
東
国
方
言
を
反
映
し
た
資
料
と
み
な
し
得

る
が
、
巻
十
四
東

歌
は
、
収
集
過
程
、
編
纂
過
程
を
通

し
て
、
中
央

の
人
の
手
入
れ

の
あ
と
が
色

濃
く
、
防
人
歌
に
く
ら

べ
て
、
資
料
的

に
や
や
問
題
が
多

い
と

さ
れ
る
。

巻

二
十
防
人
歌

の
、
特

に

「
天
平
勝

宝
七
歳
乙
未

二
月
相
替
遣
筑
紫
諸
国
防

人
等
歌
」
八
四
首
は
、
あ

つ
め
ら
れ
た
年
時
、

一
首

一
首
の
作
者
、
さ
ら

に
、

そ
れ
ら
を
と
り
ま
と
め
て
進
上
し
た
防
人
部
領
使

の
氏
名
、
官
位
、

日
時
、
進

上
し

た
歌

の
数
ま

で
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か
も
、
使
用
字
母

の
国
ご
と

の
か
た

よ
り
な
ど
か
ら
し
て
、
防
人
部
領
使
が
、
兵
部
少
輔
大
伴
家
持
の
も

と
に
進
上

し
た
と
き

の
原
形
を
、

そ
れ
ほ
ど
あ
ら
た
め
る
こ
と
な
く
、

(
せ

い
ぜ
い
、
拙

劣
歌

を
と
り

は
ず
し
た
く
ら
い
で
)

そ
の
ま
ま
万
葉
集

に
収
録
し
た
も
の
で
は

な

い
か
と

い
う

こ
と
を
思
わ
せ

る
フ
シ
さ
え
あ
る
。

こ
れ
に
対
し

て
、
巻
十
四
東
歌

は
、

「
或
本
歌

日
」
と
か

コ

本
歌

日
」
と

い
う
注
を
も

つ
も

の
が
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
収
集
過
程
が
複
雑

で
よ
く
わ
か
ら

な

い
。
し
か
も
、

一
字

一
音
式
の
表
記

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
思
鹿
」

(
三
五

三
○
)

「久
草
」

(同
)

「
楊
奈
疑
」

(三
四
九

一
)

の
よ
う
な
意
義
連
想

の

用
字
、
変
字
法
と
呼
ば
れ
る

「都
追
」

(三
三
六
○
)

「
宿
莫
奈
那

(寝

な
な

な
)
」

(
三
四
八
七
)
と

い

っ
た
、
他

の
非
東
国
系
の
巻

の
あ
る
も
の
に
、
む

し

ろ
共
通
す
る
表
記
上

の
技
巧
が
多
く
見
ら
れ
る
な
ど
、
万
葉
集

に
登
載
さ
れ

る
ま

で
の
間

に
、
中
央

の
人

の
手
が
、
か

な
り
加
わ

っ
て

い
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。

(む
し
ろ
、
東
歌
は
、

「
東
歌
と
い
う
、
特
殊
な

一
個

の
、
貴
族
た
ち

の
文
化
財
」
と
し
て
、

そ
れ
自
体
、

す
で
に
、
素
朴
に
東
国
的
と

は
い
い
が
た

い
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
)

こ
の
よ
う

に
、
東
歌

と
防
人
歌

の
性
格

が
異

っ
て
い
る
と
す
る
と
、
単
に
、

東

国
的
と

い
う
だ
け
で
、
両
者
を
同
列
に
扱
う

こ
と
は
で
き
な

い
。
特

に
、
東

歌
は
、

か
な
り
割
引

い
て
扱
う
必
要
が
あ
る
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

と

こ
ろ
で
、
東
歌
に
く
ら

べ
る
と
、

防
人
歌

の
方
が
、
資
料

の
身
も
と
と

い

う
点
で
は
、

は
る
か
に
明
瞭

で
信
頼
に
足
る
と

い
う

こ
と
は
、
た
し
か

に
認
め

ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
防
人
歌

に
は
ま
た
そ
れ
と
し
て
留
意
し

な
け
れ
ば
な

ら
な

い
資
料
上

の
問

題
点
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
防
人
歌

の
資
料
と
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し

て
の
身
も
と
の
た
し
か
さ
に
心
を
許
し

て
の
こ
と
か
、

従
来
、

そ
の
点

の
吟

味

が
必
ず
し
も
十
分

で
は
な
か

っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
こ

で
は
、
そ
の
留
意
事
項

の

一
つ
と
し
て
、
防
人
歌

の
筆
録
者

の
問
題
を
と
り
あ

げ
て
み
た

い
。
巻
二
十
の
防
人
歌

(以
下
、
特

に
天
平
勝
宝
七
歳

の
防
人
歌
に

つ
い
て
い
う
)
は
、
基
本
的

に
防
人
の
歌

を
誰
か
別
人
が
筆
録
し
た
と

い
う
構

造
を
も

っ
て

い
る
が
、

こ
の
点
に

つ
い
て
の
十
分
な
配
慮
な
し

に
は
よ
み
と
き

が
た

い
と

こ
ろ
が
、

こ
の
資
料
に
は
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
る

に
、
従

来
、
必
ず
し
も
こ
の
点

へ
の
留
意
が
十
分

で
は
な
か

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

防
人
歌

は
、
歌
を
詠
ん
だ
防
人
た
ち

が
、

そ
れ
ぞ
れ
、

み
ず
か
ら
書

き
う

つ

し
た

の
で
は
な
く
、
国
ご
と
に
、
誰
か

一
人

の
も

の
が
と
り
ま
と
め

て
筆
録
し

た
も
の
ら
し

い
と

い
う

こ
と
は
、
今

日
、
ほ
ぼ
認
め
ら
れ

て
い
る

こ
と
で
あ
ろ

う
。
国

に
よ

っ
て
、
使

用
さ
れ
た
仮
名
字
母
に
か
た
よ
り
が
あ
り
、
し

か
も
、

一
つ
の
国

の
中

で
は
、

そ
の

つ
か
わ
れ
か
た
が
、
だ

い
た

い
均
質
的

で
あ

る
。

ま
た
、

い
わ
ゆ
る
誰
音
の
記
述
も
、
防
人
歌
全
体

に
均
質
に
分
布
す

る
わ
け

で

は
な
く
、
国
ご
と

に
あ
る
傾
向

を
も

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
国
ご
と
に
方

言
を

異
に
し

て
い
る
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
な

い
こ
と
も
な
い
が
、

(事
実
、

そ
の
よ

う
な
部
分
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
)
、
た
と
え
ば
、
上
総
国

の
よ
う
に
、
周
辺

の

国

に
比
較
し

て
、

い
わ
ゆ
る
誰
音
表
記
が
極
端
に
す
く
な

い
な
ど
、
記
録
者

の

表
記
態
度

の
ち
が

い
が
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
面
が
す
く
な
く
な

い
。

こ
れ

ら

を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

一
つ
の
国

の
歌
は
、
誰
か

一
人

の
人
が
と
り
ま
と
め

て
、
採
録

・
筆
記
し
た
の
で
あ

ろ
う
と

い
う
の
は
、

ほ
ぼ
間
違

い
の
な
い
こ
と

で
あ
ろ
う
と
思
う
。

そ
し

て
、

一
体

に
、

こ
の
防
人
歌
の
筆
録
者

の
多
く
は
、
歌

い
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
が
ら
よ
り
も
、
表
現
手
段

と
し

て
の
こ
と
ば

の
方

に
関
心
を

い
だ

い
て
、

そ
の
こ
と

の
記
述
に
腐

心
し

て
い
る
よ
う
な
面
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

以
前
、
浅
見
徹
氏
が
、

日
を
接
し

て
各
国
の
防
人
歌
が
逐
次
集
ま

っ
て
来

て
ゐ
る

こ
と
は
、

こ
の
仕

事

が
部
領
使
達

の
個
人
的

な
発
意

で
な

い
こ
と
を
側
面
か
ら
物

語
ら
う
。

こ

れ
ら
が

一
字

一
音
の
假
名
表
記
を
主
と
し

た
の
は
、
時

代
の
趨
勢

で
あ

っ
た

と
し

て
も
、
同
質
で
は
な
い
に
せ
よ
、
各
国

の
歌

の
殆
ど
が
僅
言
を
含
ん

で

ゐ
る
事
実
も
、
部

領
使
達

の
僅
言
温
存

の
意
図
が
偶
然

一
致
し

た
の
で
は
な

く
、
家
持
、
或
は
こ
れ
に
替
る
者
の
意

志
を
推
戴
し

て
の
も

の
で
あ
ら
う
と

推
定
す

る
。

注
2

と
注
意

さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
が
、
実
際
、

防
人
歌

の
採
録
に
あ
た

っ
て
、
東
国

ら
し
さ
と
い
う

の
が
、

あ
ら
か
じ
め
極
力
要
請
さ
れ

て
い
て
、

そ
の
た
め
に
、

筆
録
者

は
、
必
要
以

上
に
こ
と
ば

の
面
の
東
国
的
要
素
を
意
識
し

て
、
そ

の
記

述

に

つ
と
め
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
い
た
く
な
る
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
か
、
自
然
と
関
心

の
向
く

と
こ
ろ
で
あ

っ
た
か
は
、

い
ま
問
わ
な

い
に
し

て
も
、

防
人
た
ち

に
よ

っ
て
、

次

々
と

よ
み
あ
げ
ら
れ
て
い
く
歌
を
、

一
人

の
筆
録
者
が
、
耳
を

こ
ら
し
て
、

で
き

る
だ
け
忠
実

に
う

つ
し
と
ろ
う
と
し
た
姿
勢
が
、

概
し

て
、

こ
の
防
人
歌

に
は
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
防
人
歌
の
表
記
さ
れ
た
も
の
も
、

そ
の
よ
う
な

も

の
と
し

て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、

い
い
か
え
れ
ば
、

防
人
歌

の
表
記
は
、
人

の
口
を

つ
い
て
出
た

こ
と
ば
を
、
極
め

て
観
察
的

な
態

度

で
記
録
し
た
も
の
と

い
う
性
格
を
基
本
的

に
も

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
、
筆
録

に
あ
た

っ
た
人
が
、
防
人
た
ち
と
言
語

の
体
系
を
異

に
す
る
中
央

の
人
で
あ

っ
た
場
合
、

こ
と

に
重
要
な
意
味

を
も

っ
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。

「外
国
資
料
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
、
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
筆
録

者
は
、
耳
に
し
た
音
を
、
常

に
み
ず
か
ら
の
音
韻
体
系
に
照
し

て
、
解
釈
し
た
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上
で
文
字
化
す

る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国

で
、
防
人
た
ち
の
歌

の
筆
録
に
あ
た

っ
た
人

が
、
ど
う

い
う
人

で
あ

っ
た
か
と
い
う

こ
と
は
、

か
な
り
重
要
な
意
味

を
も

っ

て
く
る
こ
と
に
な
る
。

防
人
歌

の
筆
録
者

に
つ
い
て
は
、
国
衙
或
は
軍
団

の
下
役
人
な
ど
の
土
着

の

人

で
は
な

い
か
と

い
う
意
見

も
あ
る
よ
う

で
あ
る
が
、

一
般

に
は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
防
人
部
領
使
が
そ
の
任

に
あ
た

っ
た
と
考

え
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

そ
う

で
あ
る
な
ら
、
各
国
ご
と
の
防
人
歌

の
末
尾
に
注
記

さ
れ
た

記
事

に
よ

っ
て
、
そ

の
官
位
も
名
前
も
明
ら
か
で
あ

る
。
守
み
ず
か
ら

が
防
人

部

領
使

と
し

て
、
防
人
た
ち
を
難
波
津
ま

で
引
率
し

た
の
は
、
相

模
、
駿
河

・

下
野
の
三
国
。
武
蔵
は
橡
、
常
陸

・
上
野
は
大

目
、
上
総

・
下
総
は
少
目
、
遠

江

は
史
生

が
部
領
使

で
あ

っ
た
。

た
だ
、

信
濃
は
、

「上
道
得
レ
病
不
レ
来
」

と
あ

っ
て
不
明

で
あ
る
が
、
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な

記
事
を
書
き

つ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、

こ
の
防
人
歌

の
進
上

に

つ

い

て

は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
部
領
使

に
、
か
な
り
重
く
義
務
づ
け
る
と
こ
ろ
が
あ

っ

た
と
い
う
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
際

に
、
採
集

・
筆
録

の

こ
と
に
あ
た

っ
た
人
に
、

そ
れ
ぞ
れ

の
国

の
部
領
使
を
想
定
す
る
の
は
、
大

い

に
、
あ

り
得
る

こ
と
の
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
な
お
、
実

際
に
は
、

そ
の
下
僚
が
筆
録

の
任

に
あ
た

っ
た
か
と

い

う
よ
う
に
疑
え
な

い
こ
と
も

な
く
、
確
定
的

な
こ
と

は
言
え
な

い
が
、
と
も
か

く
、
今
は
、
筆
録
者
を
具
体
的

に
誰
と
比
定

す
る
こ
と

で
は
な
く
、
重
要
な

の

は
、

そ
れ
が
、
土

着
の
人

で
あ

っ
た
か
、
中
央

の
人

で
あ

っ
た
か
と
い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
こ
で
、
議
論
は
、
循
環
的

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
現
象
的
に

は
、
中
央
語
を
日
常
的

に
話
す
人
を
筆
録
者

に
想
定
し
た
方

が
ふ
さ
わ
し

い
と

思
わ
れ
る
よ
う
な
表
記
が
防
人
歌
に
見
ら
れ

る
こ
と
は
事
実

で
あ

る
。

多
志
夜
波

婆
可
流

(立
悼

四
三
七

二

常
陸
)

阿
母
志
志

(母
父

四
三
七
六

下
野
)

阿
米
都
之

(天
地

四
三
九
二

下
総
)

麻
久

良
多
之

(枕
大
刀

四
四

一
三

武
蔵
)

本
来
、

「
知
」
類

の
仮
名

で
書

か
れ

る
べ
き
と

こ
ろ
を
、

「
斯
」
類
の
仮
名

で

う

つ
し
た
も
の
で
、

こ
の
現
象
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
、
有
坂
秀
世
氏
に
、
詳

注
3

し

い
考
察
が
あ
る
。
有
坂
氏
は
、

こ
れ
ら
は
、

h
の
破
裂

の
音
が
、
東
国

で
早

く
破
擦
音
化
し

て
、
可
あ
る

い
は
、

捻

・
捻
の
よ
う
な
音

に
な

っ
て
い
た
こ
と

を
証
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら

の
国

の
筆
録
者
た

ち
は
、
防
人
た
ち

の
チ
の
発
音

が
、
ψ
と
な
る

こ
と
を
耳
さ
と
く
と
が
め
て
、

知

の
仮
名

で
は
な
く
、
安
志

(
足
)
や
都
久
之

(
筑
紫
)

の
シ
と
同
じ
仮
名

で

そ
れ
を
遇
し

た
と

い
う

の
で
あ

る
。
筆
録
者

が
防
人
た
ち
と
同
じ
発
音
傾
向

に

あ
る
土
着
の
人

で
あ

っ
て
は
、

防
人
た
ち

の
チ
の
音
を
と
が
め
る

こ
と
自
体
む

つ
か
し

い
。
中
央
語

で
は
、
か
な
り
遅
く
ま

で
チ
は
廿
の
破
裂
音
で
あ

っ
た
こ

と
は
、

い
ろ
い
ろ
な
文
献
で
た
し
か
め
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
表
記
の
意
味
を
有
坂
氏
の
よ
う

に
解
す
る
の
が
た
だ
し

い
と
す
る
な
ら
、

こ
れ
ら
の
国

々
の
筆
録
者

は
、
中
央
語
を
日
常

語
と
す
る
人
た
ち
で
あ

っ
た
と

注
4

想
定
す
る
の
が
、
も

っ
と
も
自
然
な
解
釈

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

あ
る

い
は
、
次

の
よ
う
な
事
実
も
、
筆
録
者

に
中
央

の
人
を
想
定

し
た
方
が

解
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

多

々
美
気
米

(畳
薦

四
三
三
八
)

等

知
波

々
江

(父
母
よ

四
三
四
○
)

於
米
加
波
利

(面
変

四
三
四
二
)

於
米
保
等

(思

へ
ど

四
三
四
三
)

古

米
知

(子
持

四
三
四
三
)
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和
須
良
牟
呈

(
忘
む
と

四
三
四
四
)

和
伎
米
故

(
吾
妹
子

四
三
四
五
)

宇
知
江
須
流

(打
寄

四
三
四
五
)

苦
不
志
久
米

(恋
し
く
も

四
三
四
五
)

佐
久
安
例
旦

(
幸
く
あ
れ
と

四
三
四
六
)

気
等
婆
是

(言
葉
ぞ

四
三
四
六
)

こ
れ
ら
は
、
オ
段

の
も

の
を

工
段

に
交

替
表

記
し
た
も

の
で
、
す

べ
て
駿
河

国
の
防
人
歌
中
に
見

え
る
も

の
で
あ
る
。

従
来

は
、

こ
の
交

替
表

記
を
駿
河
国

に
著
し
か

っ
た
転
註
現
象
と
し

て
説

明

す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。
転
説
と

い
っ
て
も
、
右

の
例

の
あ
り
か

た
か
ら
し

て
、

「
阿
之
賀
利

(
足
柄
)
」

「伊
波

(家
)
」

の
よ
う
な
語
彙
的

な
変
形
で
は
な
く
、
音
韻
上
の

一
つ
の
傾
向
と
み
て
よ
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
も

と

の
オ
段

の
形

で
、
特
殊
仮
名
遣

の
二
類

の
別
の
あ
る
も

の
は
、
右

の
例

で
は

す

べ
て
乙
類

の
も

の
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
偶
然

で
な

い
と
す
れ
ば
、

こ
の
現
象
を

「
転
誼
」
と
み
る
従
来

の
説
は
、
結
局
、

駿
河
国

で
は
、

オ
段
、

と
り
わ
け
そ
の
乙
類

の
も
の
に
発
音
上
、
問
題
が
あ

っ
て
、

そ
れ
を
、

エ
段

の

音

に
な
ま

っ
て

(転
じ

て
)
発
音
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

っ
た
と
解
し
て

い

る
と

い
う

こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う

に
解
す
る
と
き
、
気

が
か
り
な
の
は
、

こ
の
転
誰

の
現

象
が
、
ほ
ぼ
、
駿
河
国

一
国
に
限
ら
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

他

に
は
、

遠
江
国

に
、

「
等
倍
多
保

美

(遠
江

四
三
二
四
)
」
と

い
う
例

が
わ
ず
か
に
あ
る
く
ら

い
、

い
わ
ゆ
る
誼
形
の
多

い
東
歌

・
防
人
歌

の
中

に
あ

っ
て
、

こ
の
現
象
だ
け
は
、
著
し
く
駿
河
国
の
防
人

の
歌

に
偏
在

し
て
い
る
。

も

っ
と
も
、

「加
其

(
影

四
三

二
二
)」

「佐

々
己
弓
(捧

四
三
二
五
)
」

が
遠
江
国

に
あ
り
、
類

似
の
も

の
が
下
総
国
に

「加
多
米
等
之

(固
め

て
し

四
三
九
○
)
」
、
信
濃
国

に

「
古
与
旦

(越
え
て

四
四
○
三
)
」

と
あ

る
。

こ

れ
も
ま
た
、

工
段

の
も
の
が
オ
段

(乙
類
)
に
な
ま

っ
た

(
転
じ
た
)
も

の
と

み
れ
ば
、
駿
河
国

の
も
の
と
、
ち

ょ
う
ど
、

逆
の
関
係

に
な
り
、

オ
段
と

工
段

と
の
交
替
す

る
現
象
は
、
駿
河
国
だ
け
に
限
ら
ず
、
あ

る
程
度

の
ひ
ろ
が
り
を

も

っ
て
い
た
と
み
る

こ
と
も

で
き

る
。

し
か
し
、
と
も
か
く
、
オ
段

の
も

の
が

エ
段

に
転
ず

る
現
象
は
、

ま
ず
駿
河
国

に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
浅
見
徹
氏
な
ど
は

「
こ
の
様

に
国
に
よ

っ
て
非
常
に
顕
著

な
偏

り

の
あ
る
事
実
を
、
駿
河
国
の
音
韻
状
態

の
実

態
と
直
ち

に
結
論
づ
け
る
の
は
、

非
常
に
危
険

で
あ

る
」
と
し
て
、

こ
の
現
象
を
、

駿
河
国

の
方
言
的
実
相
を

つ

た
え
る
も

の
と
み
る
こ
と

に
疑

い
を
示
さ
れ
た
。
実
際
、
駿
河
国
で
は
、

こ
れ

ほ
ど
著
し

い
現
象

で
あ
り
な
が
ら
、
他

の
国

の
防
人
歌

や
、
ま
た
、

同
じ
駿
河

か
ら
採
録
し

た
か
も
知
れ
な

い
東
歌

に
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
例
を
み
な

い
と
い
う

の
は
、

い
ぶ
か
し

い
限
り

で
、
何

か
の
意
図
が
あ

っ
て
、

こ
の
よ
う
な
方

言
形

を
捏
造
し
た
の
で
は
な

い
か
と
疑
わ
れ

る
の
も
無

理
か
ら
ぬ
と

こ
ろ
が
あ
る
よ

う
に
思
え
る
。

し
か
し
、

こ
れ
を

「
転
誼
」
と
み
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も

一
つ
の
解
釈
で
し

か
な
い
。

駿
河
国

の
登
載
歌

は
、
全
部

で
十
首
。

そ
の
う
ち
七
首
ま

で
に
右

の
現
象

が

み
ら
れ
る
。

こ
れ
を
転
説
と
み

て
、
十

人
の
防
人

の
う
ち
、
七
人
ま

で
が

タ
タ

ミ
ケ
メ

(畳
薦

)
、

ケ
ト
バ
ゼ

(言
葉

ぞ
)

の
よ
う
に
な
ま

っ
た
発
音

で
歌

を

よ
ん
だ
と

い
う

の
は
、
他

の
周
辺
の
諸
国
と
比
較
し
て
、
や

は
り
尋
常

で
は
な

さ
そ
う
だ
と

い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
十
首
中
七
首
ま

で
共
通

す
る
の
は
、
筆
録

者
の
態
度

に
起
因
す
る
こ
と
を
示
す

の
で
は
な

い
か
と
疑

っ
て
み
る
余
地
が
あ

る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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す
な
わ
ち
、

こ
の
駿
河
国

の
防
人
歌

に
は
、

已
蘇
岐

(急
)
、
已
麻

(今
)
、

已
蘇

(磯
)

、
已
波
比

亘

(斎
)

、
巳
麻
勢

(
坐
)

、
已
比

(家
)

の
よ
う

に
、
他

の
国

で
は
使

用
し
な
い

「
巳
」

の
仮
名

を
平
均
し

て
用

い
て
い
て
、

一

人
の
人
物

が
筆
録
し
た
ら
し

い
跡
が

い
ち
じ
る
し

い
が
、
右

の
現
象
も
、

こ
の

入
物

の
筆
録
態
度

に
原
因

し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え

て
み
て
は
ど
う
か

と

い
う
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
人
物
が
誰

で
あ

っ
た
か
は
、
厳
密

に
は
、
不
明
と

い
う
べ

き

で

あ

る

が
、
今

日

一
般
的
な
見
方

に
し
た
が

っ
て
、

こ
の
国

の
防
人
部
領
使
、
駿
河
国

守
従

五
位
下
布
勢
朝
臣
人
主

で
あ

っ
た
と
す
る
と
、

こ
の
現
象
は
、
従
来
と
全

く
違

っ
た
形

に
解
釈
し
得

る
。

布
勢
朝
臣
人
主
は
、
天

平
勝
宝
七
歳

の
防
人
歌

が
書
き
と
め
ら
れ
た
半
年
ほ

ど
前

の
、
天
平
勝
宝
六
年
七
月

に
駿
河
守

に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し

て
、

そ
れ
よ

り
三
ケ
月
ほ
ど
前
の
、
天
平
勝
宝
六
年

四
月

に
、
入
唐
第
四
船
の
人
と
し

て
帰

朝
し
た
ば
か
り

(続

日
本
紀
)

の
、

ま
ず

は
当
代
き

っ
て
の
知
識
人

の

一
人
で

あ

っ
た
と

い

っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
人
物

が
、
駿
河
国
の
防
人
た
ち

の
歌
を

書
き
と
め
た
と
す
る
と
、

そ
の
書
き
と
め
ら
れ
た

の
は
、

い
う
ま

で
も
な
く
、

こ
の
人
物

の
耳
を

一
度
通
し

て
の
も
の
で
あ
る
こ
と

に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
そ
う
す
る
と
、

こ
の
交

替
表

記
は
、
必
ず
し
も
転
託
現
象
と
み
な
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
は
な
く
、
防
人
た
ち
は
、
彼
等
な
り

に
、

「多

々
美
許
母
」

「
許
等
婆
曽
」
と
発
音
し

た

つ
も
り
な

の
に
、
筆
録
者
は
、
そ
れ

を
、

「多

々
美
気
米
」

「
気
等

婆
是
」

の
よ
う

に
聞
き
な
し

た
と
解
せ
な

い
こ

と
は
な

い
。
東
国

の
方
言
と
中
央

語
と
、

オ
段
や

エ
段

の
発
音
が
、
そ
れ
ぞ
れ

全
く
同
じ
で
あ

っ
た
と

い
う
保

証
は
な
い
。
中
央
語
を
話
す
筆
録
者
に
は
、
彼

ら

の

「多

々
美

許
母
」
は
、
む
し
ろ

「
多

々
美
気
米
」
に
、

「
許
等
婆
曽
」

は

む
し
ろ
、

「
気
等
婆
是
」

の
よ
う
に
聞
え

る
と

い
う
の
が
、

こ
の
駿
河
国

の
オ

段
↓

工
段
の
交
替
表
記

の
意
味

で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う

で
あ
る
な
ら

ば
、

こ
れ
は
、
転
誰

の
現
象
と

い
う
よ
り
、

二
つ
の
言
語
の
照
合
の
問

題
で
あ

っ
て
、

一
つ
の
言
語
を
も

っ
て
、
他

の
言
語
を
解

釈
し
た
、
そ

の
こ
と
の
文
字

表
記

で
あ
る
と

い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
、

こ
の
よ
う
に
筆
録
者

の
聞
き
な
し
と
し

て
、

こ
の
現
象
を
解
し
う

る
と
す

る
な
ら
、
駿
河
国

に
だ
け
、
ど
う
し

て
こ
の
よ
う
な
交
替
表
記
が
多

い

か
と

い
う
理
由
が
、
よ
く
理
解

で
き
る
よ
う

に
思
う
。

い
い
か
え

れ

ば

こ

れ

は
、
駿
河
国
だ
け
に
あ

っ
た
特
異
な
現
象

な
ど

で
は
な
く
て
、
あ

る
い
は
、

こ

の
国

の
筆
録
者
が
、
武

蔵
国
や
上
総
国

の
防
人

の
歌
を
筆
録
し
た
な
ら
、
や
は

り
、
同
じ
よ
う
な
表
記

を
そ
れ
ら

の
国

に
も
残
し
た
か
も
し

れ
な

い
と

い
う
こ

と

で
、

そ
の
可
能
性

は
、
ま
た
、
否
定
し
が
た

い
よ
う
に
思
う
。

さ
て
、

こ
の
よ
う
に
、
防
人
歌
に
は
、
中
央
語
を
も

っ
ぱ
ら

に
す
る
筆
録
者

が
、
防
人
た
ち
の
歌
を
自
分
な
り
に
解
釈
し

て
、
記
述
す

る
と

い
う
点
が
い
ろ

い
ろ
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ

で
は
、
す

べ

て
中
央
出

身

の
筆
録
者
が
記
録
し
た
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
、

そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
な

の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
上
総
国

の
い
わ
ゆ
る
上
代
特
殊
仮
名
遣

の
表
記
な
ど
を
み
て
み

る
と
、

こ
れ
は
、
中
央
語
を
日
常

語
と
す
る
筆
録
者

の
手

に
な

っ
た
も

の
と
は

、
と

て
も
思
え
な

い
。

イ
甲
ー
イ
乙

紀
余
志
乎

(来

に
し
を

四

三
四
九
)

伊
波
非

畳

(齎
ひ
て

四
三
四
七
)

多

非

(旅

四
三
四
八
)

イ
乙
ー

イ
甲

司
美

(神

四
三
五
○
)
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余
曽
余
能
美

(助
詞

の
み

四
三
五
五
)

エ
甲
ー

工
乙

波
気
流

(個
け
る

四
三
四
七
)

伊
閑

(家

四
三
四
七
)

伊
倍
加
是

(
家
風

四

三
五
三
)

伊
倍
其
登

(家

言

四
三
五
三
)

加
倍
理

(帰
り

四
三

五
○
)

美
知
乃
倍

(
道
の
辺

四
三
五

二
)

都
久
之
閑

(
筑
紫

辺

四

三
五
九
)

夜
倍

(
八
重

四
三
五

「
)

工
乙
ー

工
甲

O

へ

敵
牟
加
流

(
舳
向
か

る

四
三
五
九
)

都
加
敵
麻
都

里
豊

(仕
奉

四
三
五
九
)

た
だ
し
、

四
十
例
以
上

に
の
ぼ
る
オ
段

の
も

の
に
つ
い
て
は
、
全
く
混
乱
が
み

ら
れ
な

い
。

こ
れ
は
、

上
総
国

の
わ
ず
か
十
三
首
の
登
載
歌
中
に
認
め
ら
れ

る
も

の
で
あ

る

こ
と
を
思
え
ば
、

や
は
り
、
そ

の
混
乱

は
、
相
当
な
も
の
が
あ
る
と

い

っ
て

よ

い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
の
混
乱

の
傾
向
は
、
明
ら
か
に
、
中
央
語
の
場
合
と
異

っ
て

い

る
と

い

っ
て
よ

い
よ
う

で
あ
る
。
亀
井

孝
氏

に
よ

る
と
、
天
平
後
期

の
中
央

語

注
6

の
特
殊
仮
名
遣

は
、
次

の
よ
う
で
あ

っ
た
と

い
う
。

①
少
く
と
も
、
文
字

の
上

に
、
キ

・
ヒ

・
ミ
の
混
乱
を
確
認
す
る
こ
と
は

で

き
な

い
。

②

ケ

・
へ

・
メ
は
、
天
平
後
期

に
は
、
す

で
に
多
か
れ
少
か
れ
動

揺
し

て

い

る
。

③

オ
段

の
ば

あ
い
は
、
各
音
節

に
よ

っ
て

一
律
に

い
え
な

い
が
、

ト
の
混
同

は
天
平
後
期

に
は
完
全
な
と
こ
ろ
ま

で
達
し
て
い
る
。

先

ほ
ど

の
混
同
例

と
く
ら

べ
て
み
る
と
、
ω
②
③
の
各
項

に
わ
た

っ
て
、
特

に

①
と
③
は
、

そ
の
あ
り
か
た
が
、
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
そ
の
混
同

の
量
的

な
多
さ
と

い
い
、
質
的
な
相

違
と
い
い
こ
の
上
総
国

の
特
殊
仮
名

遣

の

表

記

は
、

こ
の
土
地

の
方
言

の
状
態
を
か
な
り
忠
実

に
反
映
し
た
も
の
と
み
て
よ

い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

こ
の
国

の
表

記
態
度

一
般
か
ら
し

て
、
中
央

出
身

の
筆
録
者

が
防
人
ひ
と
り
ひ
と
り

の
発
音
を
忠
実

に
模
し
た
が
た
め

(
こ

の
こ
と
自
体
、
問
題

の
多

い
こ
と
い
う
ま

で
も
な

い
が
)
と

い
う
よ
う
な
も

の

で
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。
こ
の
上
総
国

の
防
人
歌

に
は
、
特
殊
仮
名
遣

の
混
乱

を

の
ぞ
く
と
、

い
わ
ゆ
る
誰
形
と
み
な
す

べ
き
も
の
が
極
め

て
す
く
な
い
。

そ

の
点
、
逆
に
、
特
殊
仮
名

遣
の
違
例
は

一
例

も
な
く
、

い
わ
ゆ
る
誼
形
表
記

の

多

い
駿
河
国
な
ど
と
よ

い
対
照
を
な
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
駿
河
国

の
筆
録
者

が
、
歌
う
こ
と

に
関
心
を

い
だ

い
て
、
そ

の
音
形
を
観
察
的
に
筆
録

す
る
こ
と

が
多

か

っ
た
の
に
対
し
て
、

こ
の
上
総
国
の
筆
録
者

は
、
む
し
ろ
、
歌

そ
の
も

の
の
筆
録

を
心

が
け
た
と

い
う
筆
録
態
度

の
相

違
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
、

こ
の
国

の
筆
録
者
が
、

こ
の
土
地
出
身
の
人
で
あ

っ
た
た
め
、
特
殊
仮
名

遣
な
ど
、
中
央
と
異

っ
た
音
韻

の
状
態
が
、

お
の
ず
と
表
記

の
上
に
露
呈
す
る

こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
誼
形
の
表
記
が
す
く
な

い
中

で
、
特

殊
仮
名
遣

の
違
例
だ
け
が
、
右

の
よ
う

に
数
多
く
あ
ら
わ
れ

る

と

い

う
、

一

見
、
相
反
す
る
が
ご
と
き
事
実
も
、
よ
く
理
解

で
き
る
よ
う
に
思
う
。

(上
総

国
の
防
人
部
領
使
は
、
そ
の
末
尾

の
記
事
に
よ
る
と
、
少
目
従
七
位

下
茨

田
連

沙
弥
麻

呂
と

い
う
人
で
あ
る
が
、
経
歴
等
、

一
切
不
明

で
あ
る
。
)

こ
の
よ
う
な

こ
と
が
認

め
ら
れ
る
な
ら
、

一
口
に
防
人
歌
と
い

っ
て
も
、
そ

の
内
実

は
、
決
し
て

一
様

で
は
な

い
と

い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
国

に
よ

っ
て
、
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東
国

の
出
身
者

で
あ

っ
た
り
、
中
央

の
人

で
あ

っ
た
り
、

そ
の
筆
録
者
の
出
自

が
異

っ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ

の
筆
録
者
の
、
筆
録

に
あ
た

っ
た
態
度
も
、
決

し

て
同
じ
で
は
な

い
。
し
た
が

つ
て
、
防
人
歌
は
、
厳
密

に
は
、
十

ケ
国
十
人

の

筆
録
者

に
よ

っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格

の
異
る
十
個

の
作
品
群
と

し
て
と
り
あ

つ
か
わ
れ
る
べ
き

で
、
全
体
を
等
質
な

一
個
の
資
料

で
あ
る
よ
う

に
み
な
し

て

一
律
に
あ

つ
か
う

の
は
、
た
だ
し

い
あ

つ
か

い
方

で
は
な

い
と

い

う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、

い
わ
ゆ
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
東
国

で
の
状
態
を
明
ら
か

に
す

る
た
め
に
、
防
人
歌
の
全
体
調
査
が
よ
く
な
さ
れ
る
が
、

こ
れ
な
ど
は
、
そ

の

意
味

で
は
、
た

い

へ
ん
問
題
が
多

い
と

い
え
そ
う
で
あ

る
。

ま
ず
、
特
殊
仮
名
遣

の
表
記
と
い

っ
て
も
、
筆
録
者

が
東
国
出

身
の
人

で
あ

る
か
、
申
央

の
人

で
あ
る
か
に
よ

っ
て
、
意
味

が
同
じ
と

は
思
え
な

い
の
で
あ

る
。
先
述

の
よ
う
に
、
上
総
国
の
特
殊
仮
名
遣

の
違
例

は
、
防
人
た
ち
の
な
ま

り

の
忠
実

な
反
映
と

い
う
よ
り
、

筆
録
者
自
身

の
音
韻
の
露
呈
と

考

え

た

方

が
、

こ
の
国

の
防
人
歌

の
筆
録
の
態
度

一
般
か
ら
見

て
矛
盾

が
す
く
な

い
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し

こ
の
場
合
、
特
殊
仮
名
遣

の
違
例

の
質
的
量
的
傾
向

か
ら

し

て
、
筆
録
者

は
東
国

の
人
と
し
た
方

が
ふ
さ
わ
し

い
か
ら
、
結
果
は
、

防
人

た
ち

の
な
ま
り
を
う

つ
し
た
場
合
と
、

さ
し

て
変
ら
な

い
こ
と

に
な

っ
た
の
で

あ

る
が
、
筆
録
者

が
中
央

の
人
で
あ

っ
た
場
合
、
特
殊
仮
名
遣

の
そ
の
表

記
の

意
味
は
、
か
な
り
む

つ
か
し

い
も

の
に
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

奈
余
波
都
余
余

曽
比
余
曽
比
亘
気
布
能
比
夜
伊
田
亘
麻
可
良
武
美
流
波
々
奈

之
余

(難
波
津
に
装
ひ
装

ひ
て
今
日
の
日
や
、
出

で
て
罷
ら
む
見

る
母
な
し
に

四
三
三
○
)

相
模
国

の
三
首

の
登
載
歌

の
う
ち

の

一
首
で
、

そ
の
中
に
、
今

日
を
気
布
と
し

た
仮
名
遣

の
誤
り
が
あ
る
。
相
模
国

の
防
人
部
領
使
は
、
守
藤
原
朝
臣
宿
奈
磨

で
、

こ
の
人
が
み
ず

か
ら

こ
の
国

の
防
人

の
歌
を
筆
録
し
た
と
す

る
と
、

こ
の

表

記
の
意
味
は
、
た
い

へ
ん
む

つ
か
し

い
。

(宿
奈
磨
は
、

の
ち

に
良
継
と
改

名

。
内
大
臣
従

二
位

に
至
り
、
宝
亀
八
年
六

二
才

で
聚
じ
た
。
藤
原
宇
合

の
第

二
子
)
す
く
な
く
と
も
、
相
模
国

の
防
人
の
歌

で
あ
る
か
ら
、
相
模
国

の
ケ
の

甲
乙
の
混
乱
例
と
何

の
疑

い
も
な
く
き
め

つ
け
て
し
ま
う
に
は
、

は
ば
か
ら
れ

る
も
の
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

駿
河
国

に
は
、
中
央
出
身

の
筆
録
者
の
聞
き
な
し
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
オ
段

「

エ
段

の
い
ち
じ
る
し

い
交
替
表
記
が
多

く
見

え
る
こ
と
は
、
先
述

の
通
り

で

あ
る
が
、
特
殊
仮
名

遣
に

つ
い
て
は
、
全
く
誤
り
が
見
ら
れ
な

い
。

こ
れ
は
、

こ
の
注

意
深

い
筆
録
者
に
し
て
、
耳

に
し
た
限
り
で
は
、

こ
の
国

に
特
殊
仮
名

遣

の
混
乱
が
み
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
た
だ
ち
に
示
す
も

の
で
あ

る

か

ど

う

か
。
あ
る

い
は
ま
た
、
武

蔵
国

に
は
、
設
形
の
場
合
を
除

い
て
、
特
殊
仮
名
遣

の
関
係
音
節

は
六
十
余

例
あ
る
が
、
そ

の
う
ち
誤
り
と
思
わ
れ
る
も

の
は
、
都

x

注
7

×

久
之
倍
夜
里
旦

(四
四

二
三
)
の

一
例
だ
け
で
あ

る
。
都
久
之
倍
だ
け

は
、
防

人

の
発
音
の
反
映
と

い
う

の
も
言
い
に
く
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
他

の

「
正
例
」

も
防
人
た
ち

の
発
音
通
り
と
す
る
と
、
今
度
は
、

近
く

の
上
総
国

の
状
態
と
あ

ま
り

に
不
釣
合

に
な

っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

し

て

み

る

と
、
筆
録
者

が
中
央

の
人

で
あ
る
場
合
、
ど

こ
ま
で
東
国

の
特
殊
仮
名
遣

の
状

態
を
反
映
し
て

い
る
の
か
、
か
な
り
疑
わ
し

い
よ
う
に
思
う
。

い

い
か

え

れ

ば
、
単

に
防
人
歌

に
見
え

る
例
と

い
う
こ
と

で
、

す

べ
て
ひ
と
し
な
み
に
あ

つ

か
う

の
は
、
問
題
が
多

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

さ
て
し
か
し
、
中
央
出
身

の
筆
録
者

の
手

に
な
る
か
と
推
定
さ
れ
る
も

の
で

も
、
他

の
巻
の
中
央
語

の
場
合
に
く
ら

べ
る
と
、
や
は
り
混
乱
は
か
な
り
目
立

つ
わ
け
で
、

現
地

の
状
態
と
は
全
く
無
関
係

で
あ

っ
た
と
も
言

い
が
た

い
よ
う
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で
あ
る
。
オ
段

に
混
乱
し

た
例
が

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い
と

い
う
こ
と
も
、
東

国

の
方
言

の
状
態
を
あ
る
程
度
反
映
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
先

に
、
阿

米
都
之
、
阿
母
志
々
の
よ
う
な
表
記
を
な
す
筆
録
者
は
、
申
央

語
を
日
常
語
と

し

て
い
た
人
が
ふ
さ
わ
し

い
と
述

べ
た
が
、

そ
の
例

の
見
ら
れ
る

諸

国

の

う

ち
、
武
蔵
は
先
述

の
よ
う
に
都
久
之
倍
の

一
例

の
み
、
そ
れ
に
対
し

て
、
常
陸

は
、
キ

・
ヒ

・
ミ
に
三
例
、

ケ

・
へ

・
メ
に
五
例
、
下
野
は
、
前
者
に

二
例
、

後
者

に
三
例
、
下
総
も
、

そ
れ
ぞ
れ
四
例

つ

つ
の
混
乱
が
見

ら

れ

る
。

こ

れ

は
、
や
は
り
決
し

て
少

い
混
乱
と
は
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
中
央

語

で
は
、
天
平
の
後
期

に
ま
だ
混
乱
が
確
認
で
き
な

い

と

さ

れ

る
キ

・
ヒ

・
ミ

に
、
右

の
よ
う
に
か
な
り

の
混
乱
が
み
ら
れ

る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
れ
ら
の
国

々
の
特
殊
仮
名
遣

の
表
記
に
、
あ
ッ'
程
度
、
東
国

の
方

言
の
状
態
が
反
映
し

て

い
る

こ
と
は
否
定
し
得
な

い
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
子
細

に
混
乱
例
を
み
て
み
る
と
、
そ

こ
に
は
、
あ
る
意
味

が
あ

り

そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
国
々
の
防
人
歌

に
み
ら
れ
る
キ

・
ヒ

・
ミ
の
混
乱
例

注
8

は
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

夜
奈
枳

(柳

下
総

四
三
八
六
)

阿
我
古
比
乎

(恋

常

陸

四
三
六
六
)
古
比
須

(
恋

同

四
三
七

一
)

古
比
須

々

(恋

下
総

四
三
八
六
)

可
志
麻
能
可
美

(神

常
陸

四
三
七
○
)
阿
米
都
知

乃
可
美

(神

下

野

四
三
七

四
)
可
美
佐
夫
流

(神

同

四
三
八
○
)
夜
之
里
乃
加

美

(神

下
総

四
三
九

一
)
以
都
例
乃

可
美

(神

同

四
三
九

二
)

右

に
見

る
よ
う

に
、
混
乱
し
た
例

は
、

恋
と
神

の
二
語
に
ほ
ぼ
限

ら

れ

て

い

る
。
し

た
が

っ
て
、

こ
れ
ら
か
ら
、
キ

・
ヒ

・
ミ
の
混
乱

は
、
東
国
に
お
い
て

も
、
ま
だ
、

一
、

二
の
語
に

つ
い
て
み
ら
れ
る
ぐ
ら
い
の
、
語
彙
的
な
段
階

に

あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
定
し

て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
東
国

の
そ
の
い
く

つ
か
の
語
に

つ
い
て
の
混
乱

が
、
な
お
キ

・
ヒ

・
ミ
に

つ
い
て
は
厳
密
な
区
別

を
保

っ
て
い
た
筆
録
者
た
ち

に
は
、
耳
に
た

っ
て
意
識
さ
れ
、
東
国

の
な
ま
り

と
し

て
、

こ
と
さ
ら

に
文
字
表
記
の
上

に
の
ぼ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
考

え

て
み
る

こ
と
も

で
き
よ
う
。

し
か
し
、
東
国
出
身

の
筆
録
者

自
身
の
音
韻
が
反
映
し

た
の
で
は
な

い
か
と

考
え
ら
れ
る
上
総
国

の
キ

・
ヒ

:
・・
の
状
態
を
み
る
と
、
す

で
に
、
語
彙
的

な

段
階
と
ば
か
り
も

言
え
な

い
よ
う
に
思
え
る
し
、

ま
た
、
右

の
混
乱
例

も
、

「

恋
」
と

「
神
」

の
二
語
に

つ
い
て
、
あ
ま
り

に
徹
底
し

す
ぎ

て
い
る
点
が
、
か

え

っ
て
不
審
に
思
え
な

い
こ
と
も
な

い
。

そ

こ
で
、

こ
れ
ら

の
国

の
キ

・
ヒ

・
ミ
の
表
記
全
体
を
あ
ら
た
め

て

見

直

す

と
、
実

は
、
次

の
よ
う
な
表

記
の
中

で
、
混
用
例

と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る

の
で
あ
る
。

常
陸
国

奴
伎

(
貫
)
許
伎
奴

(
漕
)
佐
伎
牟
理

(
防
人
)
佐
和
伎

(騒
)
弊
伎

(
べ

き
)
伎
奴

(来
)
伎
余
之

(来
)
可
具
波
之
伎

(香
ぐ
は
し
き
)
世

伎

(関

)
佐

伎

(崎
)
都
岐
許
曽

(告
)

与
曽
比

(装
)
比

留

(
昼
)
比
多
知

(常
陸
)
古
比

(恋
)
古
比

須

(恋
)

美
布
余

(御
)
美
都

々

(見

)
美
久
佐

(御
)
美
佐
可

(御
)
可
閑
理
美
須

(
顧
)
可
美

(神
)

下
野
国

意
富
伎
美

(大
君
)
奴
伎

(
貫
)
由
岐

(行
)
伊
多
太
伎

(頂
)
己
岐

(漕

)
佐

岐
毛
利

(防
人
)
等

伎

(時
)
奈
伎
佐

(
渚
)

都
久
比

(月

日
)
都
度
比

(集
)
比
等

(入
)
由
麻
比

(病
)
録
曽
比

(装
)

意
富
伎
美

(大
君
)
美
多

昼

(御
)
奈
美

(並
)
美
礼
婆

(見

)
美
都
良

(

角
髪
)
之
良
奈
美

(
白
波

)
須
倍
奈
美

(
術
無

)
宇
美

(海
)
可
美

(神
)
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可
美
佐
夫
流

(神
)

下
総
国

阿
加
等
伎

(暁
)
己
枳

(漕
)
等

枳

(時
)
他
都
枳

(方
便

)
作
枳

(先
)

於
枳
弓

(置
)
枳
奴

(来
)
枳
世
之

(
着
)
都
枳

(着
き
)
久
枳

(釘
)
於

保
伎
美

(大
君
)
夜
奈

枳

(柳
)
之
麻
加
枳

(島
か
げ
)

以
波
比
弊

(斉
)

阿
加
古
比
須
奈
牟

(
不
詳
)
古
比
須
々

(
恋
)

奈
美

(波
)
加
奈
之
美

(悲
)
志
良
奈
美

(白
波
)
美
許
等

(命
)
加
之
古

美

(畏
)
由
美

(
弓
)
夜
之
里
乃
加
美

(神
)
以
都
例
乃
可
美

(神
)
美
他

(共
)

右
を

一
見
し

て
明
ら
か
な
よ
う

に
、

こ
れ
ら
の
国

で
は
、
キ

・
ヒ

・
ミ
に
伎

(

岐

・
枳
)

・
比

・
美
の
甲
類

の
仮
名

一
種
類
が
使
用
さ
れ
て

い
る

だ

け

で

あ

る
。

「
恋
」
や

「
神
」

は
、

こ
の
よ
う
な
中

で
混
用
例

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
た

い
へ
ん
注
目
さ
れ
る

こ
と
で
あ

る
。

も

っ
と
も
、

こ
れ
は
、
乙
類
音
を
含
む

「恋
」
や

「
神
」
が
甲
類

に
誤

っ
た

た
め
、
た
ま
た
ま
、

甲
類

の
仮
名

一
種
類
が
使
用
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
見
え
る

だ
け
と
も
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し

て
は
、
あ
ま
り
に
整

一
に
す
ぎ
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
乙
類
音
を
含
む

「
恋
」
と

「
神
」
は
、

あ
ら
わ
れ
た
か
ぎ
り

は
、
す

べ
て
甲
類
に
転
じ

て
い
る
し
、

こ
の
二
語
以
外
に
乙
類
音
を
含
む
語
に

は
、
あ
と
た
だ

一
つ

「柳
」
と

い
う
語
が
あ
る
が
、

こ
れ
も
ま

た
、
甲
類
に
転

じ

て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
偶
然

で
あ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、

こ
れ
は
、

こ
れ
ら

の
国

々
で
は
、

は
じ
め
か
ら
、
キ

・
ヒ

:
・・
に

は
、
た
だ

一
種
類

の
仮
名

が
用
意
さ
れ

て
い
た
だ
け
と
み
る

べ
き
な

の
で
は
な

か

ろ
う
か
。
甲
類
の
仮
名

ひ
と

つ
だ
け
を
使

用
す
る
こ
と
に
し

て
い
た
と
す
る

と
、
お

の
ず
か
ら
、
乙
類
音
を
含
む
語
は
仮
名
ち
が

い
と

い
う
こ
と

に
な
る
。

そ
し

て
、

こ
れ
ら
の
国

の
防
人
歌
に
あ
ら
わ
れ

る
乙
類
音
を
含
む

語

と

い

え

ば
、
た
ま
た
ま
、
恋
と
神

に
限
ら
れ
て

い
た
。

そ
の
た
め
に
、
キ

・
ヒ

・
ミ
の

混
用
例

は
、
ほ
と
ん
ど

こ
の
二
語

の
場
合

に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と

い
う

こ
と
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ
る
誼
形

の

「都

岐
許
曽

(告
げ

こ
そ
)

」

「
之
麻
加

枳

(島
か
げ
)
」

「
美
他

(
ム
タ
共
)
」

な
ど

に
も
例
外
な
く

こ

の

一
類

の
仮
名

が
用

い
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

こ
の
統

一
的
な
文
字

つ

か

い
が
単
な
る
偶
然

の
結
果
な
ど
で
は
な
か

っ
た

こ
と
を
示
す
も

の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
キ

・
ヒ

・
ミ
に
意
図
的
に
伎

・
比

・
美

の

一
種
類

の
仮
名
し
か
用
意

し

て
い
な
か

っ
た
と
す

る
と
、
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
国

々
で
は
、

キ

・
ヒ

・
ミ
の
二
類
の
別

が
完
全
に
崩
壊
し

て
、

一
類
に
化
し

て
し
ま

っ
て

い
た

こ
と
を
示
す
も
の
と

み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、

キ

・
ヒ

・
ミ
の
甲
乙

の
別
が
完
全
に
失
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
表
記
も
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
形

に
な
る

の
が

一
番
自
然

で
あ
る
。
す
で
に
無
意
味
化

し
た
臨
時
的
な
音
の
変
容

を
、
自
分

の
音
韻

に
な
ぞ
ら
え
て
、

一
語

一
語
書
き
と
る
よ
り
も
、
そ
の
あ

り

か
た
そ

の
も
の
を
解
釈
す
る

こ
と
の
方
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、

ケ

・
へ

・
メ
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
国

で
も
、
キ

・
ヒ

・
ミ
の
よ

う

に
は
仮
名

そ
の
も

の
の
整
理
は
お
こ
な
わ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

ケ

・
へ

・
メ
は
、

キ

・
ヒ

・
ミ
に
く
ら

べ
る
と
、
東
国

で
も
、
な
お

二
類
の
別

の

有
意
味
さ
が
完
全

に
は
失
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
オ
段
の
解
釈

の
し
か
た
と
あ
わ
せ

て
、
な
お
考
え

て
み
る
余
地
が
あ
り

注
9

そ
う

で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、

キ

・
ヒ

:
・・
に

つ
い
て
は
右

の
よ
う
な
こ
と
が
お

こ
な
わ
れ

て

い
た
と
す
る
と
、
中
央
語
を
話
す
筆
録
者

の
手
に
な
る
か
と
推
定
さ
れ
る
防
人

歌

に
も
、
た
し

か
に
東
国

の
特
殊
仮
名
遣

の
状
態
は
た
だ
し
く

「
反
映
」
さ
れ

て
い
た
と

い
う
こ
と

に
な
る
が
、

こ
の
よ
う
な
反
映

の
し
か
た

の
あ
り
得

る
こ

「9一



と

は
、

防

人

歌

が
作

歌
者

自

身

で
な

く
、

別

な

人

の
手

に
よ

っ
て
筆

録

さ
れ

た

も

の

で
あ

る
と

い
う

こ
と

を
考

慮

に
入

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

は

じ

め

て
よ

く

了
解

さ

れ

る

こ
と

で
あ

ろ

う

と

思
う

。

以

上

、

表

記

の
問

題

に
、

当

然

の

こ
と

な

が

ら
、

表

記

者

の
問

題

が

重
要

な

も

の
と

し

て
あ

る

こ
と

を

防

人
歌

の
場

合

に
み

て

き

た

の

で
あ

る

が
、

個

々

の

解

釈

に

つ

い
て

は
、

な

お

異

論

の
余

地

が
多

く

あ

る

で

あ

ろ
う

。

御

教

示

い
た

だ

け

れ

ば
幸

い

で
あ

る

。

注1
、
亀
井
孝

「方
言
文
学
と
し
て
の
東
歌

・
そ
の
言
語
的
背
景
」

「日
本
語
系
統
論
の
み
ち
」

2
、
浅
見
徹

「上
代
の
東
国
僅
言
=
東
歌

・
防
人
歌
の
解
釈
方
法
に
関
す
る
問
麺
」
万
葉
四
十
号

3
、
有
坂
秀
世

「奈
良
時
代
東
国
方
言
の
チ

・
ツ
に
つ
い
て
」

「
国
繕
音
韻
史
の
研
究
」
。

「上
代
音

韻
放
」
枷
P
以
下
も
ほ
ぼ
同
。

4
、
亀
井
氏
は
、
注
1
論
文
で
、
む
し
ろ
音
韻
転
化
の
現
象
と
み
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
こ
の
現
象
の
解

釈
に
は
、
東
国
の
シ
の
音
価

の
こ
と
も
闘
係
し
て
い
て
、
な
お
異
論
が
あ
り
得
る
か

も
し

れ

な

い
。

5
、
注

2
論
文

6
、
注
1
論
文

7
、
異
伝
歌
が
昔
年
防
人
歌
の
中
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
郁
久
志
波
夜
利
昼
と
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で

塙
書
房
万
葉
集
な
ど
で
は
、

脚
ク
シ
ハ
ヤ
リ
テ
と
よ
ん
で
お
り
、
こ
の
よ
う
に
よ
む
な
ら
、
も
ち

ろ
ん
混
乱
に
な
ら
な
い
。

8
、
こ
れ
ら
以
外
の
国
で
は
、

「非
毛

(紐

上
野

四
四
○
四
)
」

「古
比
之
久

(恋

上
野

四

四
○
七
)
」

「賀
美
乃
美
佐
賀

(紳

信
濃

四
四
○
二
)
」
な
ど
の
混
乱
が
あ
る
。

9
、
ケ

・
へ
・
メ
の
混
乱
は
、
上
総
国
の
例
な
ど
か
ら
し
て
も
相
当
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
む
し
ろ
、

キ

・
ヒ

:
ミ
と
同
様
の
処
理
が
な
さ
れ
な
か

っ
た

(よ
う
に
見
え
る
)
の
は
、
中
央
語
自
身
の
問

頬
が
大
き
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
央

の
人
の
筆
録
か
と
推
定
さ
れ
る
も
の
に
も
、
か
な
り
の

ケ

・
へ
・
メ
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、

一
語

一
語
、
防
人
の
発
音
を
う
つ
し
た
か
ら
と

い
う
よ
り
、

一
種
の
相
乗
効
果
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
東
歌
の
混
乱
が
、
ケ

・
へ
・
メ
に
多

く
、
オ
段
は
コ
の
例
を
の
ぞ
く
と
さ
し
て
多
く
な
い
。
そ
し
て
、
キ

・
ヒ

:
ミ
に
は
、
全
く
混
乱

例
が
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
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