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「
浜

風

爾
…

紐

吹

返
」
考

黒

岩

駒

男

粟
路

の

野
島
の
崎
の

浜
風
爾

妹
が
結
び
し

紐
吹
返

(
二
五

一
)

こ
れ
は
人
麻
呂
の
霧
旅

の
歌
八
首
中
の
第
三
首
目
の
歌
で
、

一
見

さ
し
て
難
解

の
歌
と
も
思
は
れ
な
い
し
、
現
に
こ
の
歌
を
人
麻
呂
短

歌
中
の
佳
品
と
す
る
評
価
は
定
ま
っ
て
ゐ
る
と
見
て
よ
い
位
の
歌
で

あ
る
。

然
し
又

一
方
、

古
く
か
ら
三
句
と
五
句
の
間
に
語
法
的
に
問
題
の

あ
る
歌
と
さ
れ
、
近
く
は
万
葉
集
大
成
の
訓
詰
篇
に
お
い
て
吉
永
登

氏
が
取
上
げ
ら
れ
、
更
に
沢
潟
博
士
が
万
葉
集
講

話

十

五

(
「
万

葉
」
十
九
号
)

で
詳
細
に
問
題
点
を
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
励
ま
さ
れ
て
、
私
も
亦
別
の
角
度
か
ら
の
説
明
を
試

み
て
み

た
い
。

先
づ
第
五
句
の
訓
は
、
旧
訓
以
来

「
フ
キ
カ
ヘ
ス
」

に
従

ふ
者
多

く
、

今
で
は
殆
ど
決
定
的
と
見
て
よ
い
位
に
支
持
さ

れ

て

ゐ

る
。

「
フ
キ
カ

ヘ
ル
」
の
訓
と
比
較
し
て
、

そ
の
表
現
効
果
が
遙
か
に
勝

れ

て

ゐ

る
か

ら

で

あ

つ

て
、
以

下

こ

の
訓

に
従

っ
て

論

を

進

め

る
が

、

必
要

に
応

じ

て

「
フ
キ

カ

ヘ
ル

」

の
訓

を

も

考

慮

す

る
事

と

す

る

。

従

来

の
諸

註

釈

の
説

を
分

類

す

る
と

、

畧
ゝ

次

の

三
種

に
分

類

出

来

る

。

第

一
類

。

「
浜

風

に

」

の
原

文

に
も

か

ゝ
は
ら

ず

、

「
浜

風

の
」

と
等

し

く

、
浜

風

を

主

語

と

し

て
解

釈

す

る

も

の
。

第

二
類

。

「
浜

風

に

」

は

そ

の
ま

ゝ
と

す

る

か

は

り

に

、

述

語

「
吹

き

か

へ
す

」

を

、

「
吹

き

か

へ
さ

れ

る
」

或

い

は

「
吹

き

か

へ
さ

せ

る

」

と
受

身

や
使

役

に
す

る
も

の
。

第

三
類

。

「
浜

風

」

を

主

語

に
も

せ
ず

、

「
吹

き

か

へ
す

」

を

受

身

、

使

役

に
変

へ
る

必

要

も

な
く

、

原

文

そ

の
ま

ゝ
で

よ

い

と

す

る

も

の
。

以

下

諸

説

を
検

討

し

た
後

、
私

見

を

述

べ

た

い
。

〔
第

剛
類

〕



斎
藤
茂
吉
博
士
は

「
柿
本
人
麿
」

(評
釈
篇

巻

之
上
)

に

お

い

て
、

【,浜
風
に
」
の

「
に
」
に
つ
い
て
、

「
元
来
こ
の
天
爾
遠
波
を
ば
、

先
進
は
そ
れ
ほ
ど
疑
問
を
抱
か
ず

に
解
釈
し
て
来
た
。
例

へ
ば
、

「
浜
風
の
吹
ひ
る
が

へ
す
と
也
」

(
拾
穂
抄
)

「
浜
風

の
紐
を
吹
返
す
に
付
て
」

(代
匠
記
)

「
浜

風
の
荒
き
に
吹
き
返
さ
れ
て
」

(
童
子
問
)

「
浜
風

の
荒
く
は
げ

し
き
ま
ま
に
と
け
や
ら
ぬ
紐
を
も
吹
か
へ
す
に
つ
け
て
」

(童
蒙

抄
)

「
風
の
吹
き
か

へ
す
こ
と
よ
と
い
へ
る
也
」

(致
詮
)
等
と

い
つ
て
毫
も
疑
を
存
じ
て
ゐ
な
い
。

つ
ま
り

「
に
」
を
ば

「
の
」

(
ガ
、

ハ
に
通
ふ
主
格
の

【、
の
」
)
と
解
し

て

ゐ

る
。

そ

れ

ほ

ど
、

こ
の
歌
の

「
に
」
が
官
然
に
無
理
な
く
使
は
れ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
誰
か
が
疑
問
を
出
さ
な
か

つ
た
ら
、

い
ろ

い
ろ

の
説
が
出
ず
に
済
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。

第

一
作
者
自
身
の

人
麿
が
さ
う
細
か
に
気
に
し
つ
つ
使

つ
た
も
の
で
な
く
、

自
然
に

か
う

い
ふ
旦
ハ合
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
言
を
換

へ
れ
ば
、
自
然

的

「
剛
断
」
の
技
法
な
の
で
あ
る
。
」

と
言

つ
て
ゐ
る
。
人
麻
呂
の

「剛
断
」

に
つ
い
て
は
後

に
触

れ

る

と
し
て
、
こ
れ
等
諸
説
が

「
浜
風
に
」
を
主
語
に
転
換
し
て

「
浜
風

の
」
と
同
じ
に
解
し
て
ゐ
る
事
を
単
に

「
自
然
」
な
解
釈
と
見
て
す

ま
す
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。

問
題
意
識
は
未
だ
明
確
で
な
か

つ
た
に

せ
よ
、

や
は
り
語
法
的
に
扱
ひ
か
ね
て
安
易
に
つ
い
た
と
見
ら
れ
て

も
仕
方
な
い
で
あ
ら
う
。
殊
に
童
子
問
の
如
く
、

氏
は
誤
つ
て
此
所

に
並

べ
入
れ
た
か
と
思
は
れ
る
が
、

既
に
主
語
化
以
外

の
道
を
求
め

た
説
も
あ
る
の
で
あ
る
。

最
初
に
は
つ
き
り
問
題
を
提
示
し
た
の
は
藤
井
高
尚
の

「
歌
の
し

る
べ
」
で
、「

三

の
句
浜
風
の
と
云
ふ
べ
き
こ
と
わ
り
な
る
に
、

に
と
い
へ
る

は
、
事
た
が
ひ
た
る
や
う
な
れ
ど
さ
に
あ
ら
ず
」

(
・
点
筆
者
。

以
下
同
じ
)

と
言

ひ
な
が
ら
、

「
に
」
に
よ
つ
て
除
情
が
添

へ
ら
れ
る
と
、
交
学

的
な
説
明
を
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
古
義

も
、
高
尚
と
殆
ど
同
じ

様
な
問
題
提
起
を
し
て
、

「
に
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
強
調
し
な

が
ら
実
際

は

「
…
そ
の
浜
風
が
…
紐
を
さ
へ
に
、
う
ら
め
し
く
吹
翻
す
…
」

と
浜
風
を
主
語
に
訳
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。

近
代
に
入

っ
て
も
、
古
義
と
同
じ
様
な
弊

に
陥

っ
た
も

の
が

多

い
。
例

へ
ば
、
新
釈
に
お
け
る
沢
潟
博
士
、

総
釈
に
お
け
る
吉
沢
博

士
は
共
に
、
こ
れ
を
人
麻
呂
独
特
の
句
法
だ
と
し
て
、

「
…
に
…
吹

き
か
へ
す
」
を
そ
の
ま
ゝ
認
め
る
と
い
は
れ

な
が
ら
、

訳
文
で
は
「
浜

風
が
…
ふ
き
か

へ
し
て
ゐ
る
」
と
主
語
化
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。

(
沢
薦
博
士
は
前
掲
講
話
十
五
に
お
い
て
、

そ
の
無
理
を
認
め
て
を

ら
れ
る
。
)

茂
吉
も

「
浜
風
に
」
を

「
浜
風
が
」

に
等

し
い
用
法
だ
と
は
解
釈

し
な
い
と
い
っ
た
後
で
、



人
麿
は
第
三
旬

で

一
寸
息
を
切
る
技
法
を
よ
く
用
ゐ
て

い
る
。

…

「
に
」
で

一
寸
息
を
休
め
、

「
そ
の
浜
風
が
」

と
い
ふ
主
格

の

気
持
を
其
処
に
含
め
た
と
解
釈
し
て
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
」

と

い
ふ
説
を
出
し
、
遂

に
は
フ
キ
カ
ヘ
ス
の
訓
を
無
視
し
て

「浜
風

に
…
旅
衣

の
紐
が
か
く
も
廃
き
ひ
る
が

へ
る
こ
と
で
あ
る
。
」

と
訳

す
に
至

っ
た
。

古

義
以
下
は
何
れ
も

「
に
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
認
め
な

が
ら
、
主
語
化
を
避
け
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

〔
第
二
類
〕

古

く
は
、
先
に
掲
げ
た
童
子
問
が

「
浜
風
の
荒
き
に
吹
き
返
さ
れ
て
」

と
述
語
を
受
身
に
し
て
ゐ
る
。
近
く
は
新
考
が

コ
ニ
句
と
結
句
と
う
ち
合
は
ず
。
即
ち
ハ
マ
カ
ゼ

ニ
と
あ
る
を
受

け

て
は
フ
キ
カ
ヘ
サ
ル
と
い
は
ぎ
る
べ
か
ら
ず
。」

・

と
述

べ
て
ゐ
る
し
、
銭
田
博
士
は
新
解
で
は

「
浜
風
に
…
紐
が
吹
か
れ
て
謙

る
こ
と
で
あ
る
。」

と
口
訳
し
、
全
注
釈
に
お
い
て
も
同
じ
訳
を
掲
げ
て
を
ら
れ
る
。

何
れ

も

「
浜
風
」
を
主
語
化
す
る
事
は
避
け
得
た
が
、

述
語
を
受
身

に
変

へ
て
ゐ
る
。

次

に
折
口
博
士
の
口
訳
万
葉
集
は

「
浜
風
で
…
紐
を
、
吹
き
返
さ
せ
て
ゐ
る
。」

と

「
吹
き
か
へ
す
」
を
使
役
に
訳
し
て
ゐ
る
し
、
短
歌
講
座
所
収
の

万
葉
集
講
義
に
お
い
て
も
同
様
の
訳
文
を
見
る
。

沢
潟
博
士
も
早
く
新
釈
に
お
い
て
、
使
役
に
解
す
る
説
に
触
れ
て

を
ら
れ
る
が
、

佐
伯
梅
友
博
士
が
万
葉
語
研
究
で
説
か
れ
た
所
に
も

「
浜
風
に
向

つ
て
自
分
が
紐
を
吹
き
か

へ
ら
せ
る
」

と
い
ふ
意
味
に

取
れ
な
い
か
と
い
は
れ
て
、

「
吹
き
か

へ
す
」

に
使
役
の
意
味
を
感

じ
て
を
ら
れ
る
。

最
近

の
所
説
と
し
て
沢
潟
博
士
は
、
前
述

「万
葉
集
講
話
」
十
五

に
お
い
て
、

「
風
に
」
と
云
つ
て

「
か

へ
す
」

と
い
ふ
以
上
、

折
口
信
夫
博
士

の
口
訳
に

「
吹
き
返
さ
せ
て
ゐ
る
」

と
訳
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、

そ
の

「
か
へ
す
」
を

「
か

へ
さ
せ
る
」
,
と
解
釈
す
る
可
能
を
認
め

る
以
外
に
道
は
な
い
と
考

へ
ま
す
。
」

と
言
は
れ
た
上
で
、

「
風
が
散
ら
す
」
と

「
風
に
散
ら
す

」
の
例
を

あ
げ
、
前
者
は
自
動
詞

「
散
る
」
に
対
す
る
他
動
詞

「散
ら
す
」
で

あ
り
、
後
者
は
使
役
の
意
を
持
つ
た
も
の
で
、

こ
の
二
つ
の
相
違
は

戴
然
と
別
れ
る
も
の
で
な
く
、
程
度
の
差

と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
し

て
、
集
中
の
例
を
あ
げ
、

「
浜
風
に
吹
き
か

へ
す
」
は

「
浜
風
に
吹
き
か

へ
さ
せ
る
」
意
で

あ
る
が
、

「
吹
き
か

へ
さ
し
む
」
と
云

つ
て
は

云

ひ
過

ぎ

で

あ

り
、

「
浜
風
が
吹
き
か

へ
す
」
又
は

「
浜
風
に
吹
き
か

へ
る
」
と

云
つ
た
の
で
は
云
ひ
足
ら
ず
、

「
浜
風

の
吹
き

か

へ
す

に
ま

か

す
」
と
云
ふ
に
近
い
意
味
を
あ
ら
は
す

に
は
当
時
と
し
て

「
浜
風



に
吹
き
か
え
す
」

と
い
ふ
よ
り
ほ
か
な
か
つ
た
と
云

へ
る
の
で
な

い
で
せ
う
か
。

と
述

べ
ら
れ
る
。

言
葉
の
微
細
な
表
現
相
を
彫
り
起
し

た

解

釈

で

あ

る
と
考

へ
る
。
然
し
、
結
び
の
訳
文
に
も

「
浜
風
の
吹
き
か

へ
す

に
ま
か
せ
つ
ゝ
」
と
い
は
れ
る
処

な
ど
に
、
第

一
類
の
主
語
化
を
含

み
、
全
體
と
し
て
は
、
主

語
化
と
使
役
化
の
妥
協
調
和
を
は
か
ら
れ

た
も

の
と
見

る
事
が
出
来
る
が
、

な
ほ
使
役
説

へ
の
傾
き
が
強
い
…様

で
あ

る
。

〔
第
三
類
〕

山
田
孝
雄
博
士
は
万
葉
集
講
義
に
お
い
て

「
浜
風
に
…
…

紐
を

ば

、
吹
き
ひ
る
が

へ
す
こ
と
よ
。
」
と
訳
し
、

「
浜
風
に
　
吹
き
か

へ
す
」
そ
の
ま
ゝ
で
よ
い
と
し
て
、

「
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
浜
風
の
吹
く
に
ま
す
か
す
る
意
を
い
へ

る
な
れ
ば
な
り
。

か
く
吹
き
か

へ
さ
す
る
を
わ
が
す
る
事
に
し
て

た
だ

「
ふ
き
か

へ
す
」
と
い
へ
る
は
語
足
ら
ぬ
や
う
な
れ
ど
、

こ

の
頃
の
語
遣
と
し
て
は
さ
ま
で
あ
や
し
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
」

と
言
は
れ
た
。原
文
の
ま
ゝ
と
い
ふ
態
度
は
正
し
い
し

、訳
交
も
署
　

こ
れ
で
よ
い
と
考

へ
る
が
、
既
に
沢
潟
博
士
が
評
さ
れ
た
、

「
ふ
き
か

へ
さ
す
」
を
な
ぜ

「
ふ
き
か

へ
す
」

と
云

つ
た
か
と
い

ふ
事
を
、
も
少
し
説
明
を
加

へ
な
い
と

「
あ
や
し
む

べ
き
に
あ
ら

ず

」
と
云
は
れ
て
も
納
得
が
ゆ
か
ぬ
の
で
は
な

い
か

と
考

へ
ま

す
。
」

と
い
ふ
言
葉
の
ご
と
き
不
満
が
残
る
。

武
田
博
士
の
全
注
釈
の
「釈
」

の
項
に

「
主
語
と
し
て
、
吾
は
の
如
き
句
の
省
略
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
る

の
で
あ
る
。

浜
風
に
吾
は
衣
の
紐
を
吹
き
か

へ
す
と
い
ふ
の
で
あ

る
。
」

と
述

べ
て
あ
る
の
は
、
大
体
山
田
博
士
説
の
系
統

に

あ

つ

て
、

一

層
文
脈
を
は
つ
き
り
捉
へ
て
ゐ
る
様
で
あ

る
が
、

「
訳
」
の
項
に
は

上
述
の
如
く
、

「
衣
の
紐
が
吹
か
れ
て
翻

る
こ
と
で
あ
る
。」
と
受
身

に
し
て
し
ま

つ
て
ゐ
る
の
は
惜
し
む
べ
く
、
不
徹

底

な
点

で

あ
る
。

土
屋
文
明
氏
の
私
注
に
は

「
淡
路
の
野
島
が
崎
の
浜
風
に
、
妹

の
結
ん
だ
紐

を
吹

き
か

へ

す
。
」

と
あ

つ
て
、

「
そ
の
ま
ゝ
」
説
で
あ

る

が
、
「
語

釈
」

の
項

に
は
、

「
前
の
ハ
マ
カ
ゼ
ニ
を
受
け
る
の
で
、

此
の
自
他
が
問
題
に
な
り
フ

キ
カ
ヘ
ル
の
訓
も
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、

此
の
頃
に
は
自
他
の
区
別

の

裁
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
か
ら
、

現
在
の
文
法
と
い
ふ
よ
り
は
認

識
法
に
よ
つ
て
、
強
ひ
て
自
他
の
区
別

を
論
ず
る
に
は
及
ば
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。」
と
い
は
れ
た
の
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
万
葉
の
歌

に
対
す
る
語
法
研
究
の
放
棄
を
意
味
す

る

こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

)

〔
私
案
〕

、
「
全
釈
」
の
訳
文
も

こ
の
類

に
属

す
る
が
、

r問
題
と
し
て
取
上
げ
て

ゐ
な

い
。



以
下
、
第
三
類

「
原
交
の
ま
ゝ
」
に
解
釈
す
る
説

を
支

持

し

つ

つ
、

従
来
の
諸
説
に
歓
け
た
語
法
的
説
明
に
つ
い
て

一
つ
の
試
案
を

記
し
て
み
た
い
。

集

中

「
吹
き
か

へ
し
」
の
語
例
は
、

こ
の
他
に
妹
女
の
袖
吹
反
明

日
香
風
京
を
遠
み
い
た
づ
ら
に
吹
く

(
五

一
)

水
茎
の
岡
の
田
葛
葉
を
吹
変

(
三
〇
六
八
)

が
あ

る
。
何
れ
も

「
吹
き
か

へ
す
」
の
主
語
は

「
風
」

と
考

へ
ら
れ

て
、
五

一
を
例
に
取
る
と

(
明
日
香
風
が
)

か 吹
へ き

す

と

な

る
が

、
問

題

の

二

五

一
の

場
合

は

 で

は

、
①

「
浜

風

に

」

は

「
吹

き

」

に
続

か

な

い

し

、

②

「
か

へ

す

」

と

い

ふ
語

に
使

役

を

感
ず

る

人

に

は

、

「
浜

風

に

か

へ
す

」

も

問

題

に

な

る

。

こ

の
困

難

を
避

け

る

た

め

に
第

一
類

に

あ

げ

た

諸

説

、

は

五

一
の

場

合

の
如

く

浜
風
に

浜
風
が

吹
き
①

か

へ
す
②

吹
き

か

へ
す

の
形

を
取
っ
て
、
主
語
化
し
、
第
二
類
に
あ
げ
た
諸
説
は

浜
風
に

吹

き

(
か

せ

・
か

れ

)

か

へ
さ

せ
る

(
れ

る
)

の

形

を

取

つ

て

、
使

役

か
受

身

に
変

へ
た

の
で

あ

る
。

然

し

こ

れ
以

外

に
①

、

②

の
困

難

を
解

く

途

は

無

い
の

で

あ

ら

う

か

。

①

「
浜

風

に
」
　

「
吹

き

」

の
続

き

の

問

題

。

武

田

博

士

の
新

解

が

「
紐

吹

き

反

る

と
云

ふ

べ
き

で

あ

る

か

も
知

れ

な

い
が

、

そ

れ

で

は
吹

き

が

意

義

を

失

ふ

」

と

述

べ
て

ゐ

る

の

も

、

「
吹

き

」

「
反

る

」

を
夫

々

独

立

の

動

詞

を

連

ね
た

も

の

と
見

て

、
浜

風

に
紐

が

反

る

と

は
云

へ
る

が

、

浜

風

に
紐

が

吹

く

と

は
云

へ
な

い
と
考

へ
た

の

で

あ

ら

う
。

然

し

「
吹

き

し

と

「
か

へ
す

(
る
)
」
は

こ

の
様

に

二
語

に
分

離

す

べ
き

も

の
で

あ

ら

う

か

。

人

麻

呂

の
原

歌

を

、

そ

の

ま

ゝ
見

つ
め

て

ゐ

る

と
、
「
ふ

き

か

へ
す

」

は

一
語

に
な

つ
て

、

浜

風

に
を

受

け

て

ゐ

る
様

に
思

は

れ

る
。

名

義

抄

(
観

智

院

本

)
に
は

「
反

」

の

字

に

カ

ヘ

ス

・
カ

ヘ

ル

・
ヒ

ル

ヵ

ヘ
ス

・
ヒ
ル

ヵ

ヘ
ル

の

訓

が

あ

り

、

「
醜

」

の
字

に

ヵ

ヘ

ス

・

ヵ

ヘ
ル

.
ヒ

ル
ガ

ヘ
ル

の
訓

が

あ

る

。

カ

ヘ
ス

の
意

味

は
、

反

・
醗

の
字

で

も

大

体

の
見

当

は

つ
き

さ

う

で

あ

る

。
集

中

の

例

を

見

て

も

、
裏

か

へ
す

、

ひ

つ
く

り

か

へ
す
等

の
意

味

か

ら

、

五

一
や

こ
の

場

合

な

ど

は

恐

ら

く

、

「
か

へ
す

」

が

連
続

繰

返

さ

れ

る

の
が

実

景



で

あ

つ
た

ら

う

。

然

る

に
同

じ
名

義

抄

に

、

「
飄

」

の
字

に
、

カ

ヘ

ル

・

ヒ
ル

カ

ヘ
ル

の
訓

と

共

に

「
ビ
ラ

(
ロ
)

メ
ク
」

・

「
フ
ク

」

の
訓

が
附

し

て
あ

る
。

ヒ

ル

カ

ヘ

ル

(
ス
)

は

、

カ

ヘ

ル

(
ス
)

と

、

ヒ
ラ

メ
ク

・
ヒ

ロ
メ

ク

の

ヒ
ラ

・
ヒ

ロ
と

同

じ

意

味

の

接

辞

ヒ

ル

と

が

融

合

し

た

の
か

も

知

れ

な

い
。

ヒ
ラ

ヒ
ラ

と

カ

ヘ
ス
印

象

を

我

々

に
与

へ
る
語

で

あ

る
。

或

い

は

ヒ
ラ

リ

と

カ

ヘ
ス
意

味

も

あ

る

の

で

あ

ら

う

。
(
神

武

紀

、
「
猶

守

迷

図

、

無

復

改

意

」

の

「
改

意

」

に

ヒ
ル
ガ

ヘ
ル

コ

コ

ロ
」

の
訓

が

あ

る

)
然

も

飄

の
字

が

ヒ
ラ

(
ロ
)

メ
ク

・
カ

ヘ
ル

と
共

に

フ
ク

の
訓

を

有

す

る
事

も

、

次

の
様

な

事

の

可

能

性

を
示

唆

し

な

い
で

あ

ら

う

か

。

即

ち

フ

キ

カ

ヘ
ル

(
ス
)

の

フ
キ

と

、

ヒ
ル

カ

ヘ
ル

(
ス
4

の

ヒ
ル

が

、
夫

々

、

「
飄

」

の
訓

フ

ク

と

ビ

ラ

(
ロ
)

メ
ク

と

に
同

じ
意

味

の
成

分

で

あ

る

と
す

れ

ば

、

ヒ

ル

カ

ヘ
ル

(
ス
)

が

完

全

に

一
語

に

融

合

し

て

ゐ
る
如

く

に

、

フ
キ

・
カ

ヘ
ル

(
ス
)

が

一
語

に
融

合

す

る
可

能

性

が

あ

り

は

し

な

か

つ
た

か

と

い

ふ
事

で

あ

る

。

そ

し

て

フ
キ

ヵ

ヘ

ス
が

一
語

の
資

格

を
与

へ
ら

れ

れ

ば

、

も

早

フ

キ

は

そ

れ

自

身

単

独

に

、

上

の

「
浜

風

に
」

に
対

し

て

語

法

上

の
限

定
ぜ

受

け

る

責

任

は
無

く

な

つ
て

、

フ
キ

カ

ヘ

ス
全

体

で

「
に
」

を

受

け

れ

ば

よ

く

な

る
。

こ

れ
は

、

例

へ
ば

ヒ
ル

ガ

ヘ

ス
が
全

一
語

と

し

て

「
に

」

を

受

け

て
、

ヒ
ル
だ

け
切

離

し

て

、
浜

風

に
　

ヒ

ル

の

続

き

方

を

問

題

に

す

る

必

要

が

無

い

の

に
等

し

い
。

こ

れ

が

認

め

ら

れ

る
と

、

第

一
類

の
説

の
如

く

「
浜

風

が
　

吹

き

」

と

主

語

化

す

る

必
要
が
な
く
な
る
。

②

「
か

へ
す
」

を
使
役
に
解
す
る
説
に
つ
い
て
。
カ

ヘ
ス
を
受
身

に
解
す
る
事
の
い
わ
れ
な
き
事
は
特
に
論
ず
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

然
し
カ
ヘ
ル
に
対
す
る
他
動
表
現
カ

ヘ
ス
に
使
役
の
意
味
を
感
ず

る

事
は
理
由
の
無
い
事
で
は
な
い
。
殊

に
集
中
で
、
令
還
、
令
動
の
如

く

「
令
」
字
表
記
の
八
七
例
中
、

サ
行
語
尾
の
例
が
少
く
も
六
四
例

を
占
め
、
更
に
そ
の
六
四
例
中
四
四
例
ま
で
が
カ

ヘ
ル
ー
カ
ヘ
ス
の

如
く
終
止
形
語
尾

に
ル
ー
ス
の
対
応
を
考

へ
得
る
語

に
よ
つ
て
占

め

ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
カ
ヘ
ス
と
い
ふ
様

な
語

に

「
令
」
字
に
よ
つ

て
表
さ
れ
る
意
味
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、

平
安
朝
以
後
使
役
の

ス

・
サ
ス
を
発
達
さ
せ
て
行
く
事
と
も
つ
な
が
る
事
実
で
あ
ら
う
。

然
し

「
令
」
字

に
よ
つ
て
表
さ
れ
た
も

の
が
す
べ
て
直
ち
に
使
役

の
意
味
で
あ
る
か
否
か
。

君
待

つ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
ば
わ
が
屋
戸

の
す
だ
れ
令
動
秋
の
風
吹

く

(
一
六
〇
六
)

は
全
く
同
じ
歌
が
四
八
八
で

は

動

之
と

書
か
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
場

合
、
令
動
を

「
動
か
き
せ
」
コ
動
か
し
め
」
と
訳
す
れ
ば
原
意
か
ら
外

れ
る
の
で
あ
つ
て
、令
字
は
使
役
を
表
は
す
の
で
は
な
く
、
動
ク
に
対

す
る
他
動
的
意
味
を
表
す
に
過
ぎ
な
い
と

い
ふ
方
が
正
確
で
あ
る
。

如
是
、
令
字
表
記
の
語
で
も
、
今
日
、

使
役
の
助
動
詞
を
加

へ
て

解
釈
す
る
必
要
の
無
い
も
の
ゝ
方
が
多

い
事
は
注
目
す
べ
き
事
で
あ

り
、
ま
し
て
令
を
用
ゐ
な
い
、
遙
か
に
多
数
の
サ
行
他
動
詞
表
現
は



令
字

か
ら
自
由
で
あ
る
。

他
動
詞
の
或
も
の
と
使
役
表
現
と
は
程
度

の
差
だ
と
い
ふ
事
は
肯
定
さ
れ
る
が
、

止
む
を
得
な
い
場
合
以
外
は

使
役
助
動
詞
を
加

へ
な
い
で
、
原
文
の
ま
ゝ
の
他
動
詞
相
で
解
す
る

方
が
よ
り
忠
実
な
態
度
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
風

に
散
ら
す
」
と
い
ふ
場
合
、

こ
の
表
現
以
前
の
客
観
的
事
実

と
し
て
は
、
風
を
し
て
花
を
散
ら
さ
せ
る
と
い
ふ
様
な
使
役
関
係
が

存
在

し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

表
現
自
体
は
ま
だ
決
定
的
な
使
役
表

現
で
は
な
い
。
散
ら
す
と
い
ふ
他
動
詞
は
、
今
も
そ
の
ま
ゝ
で
わ
か

る
語

で
あ
る
。

特
に
使
役
関
係
を
強
調
し
て
ゐ
る
事
が
明
か
な
場
合

以
外

は
、
使
役
の
助
動
詞
を
加

へ
な
い
で

「
散
ら
す
」

そ
の
ま
ゝ
で

理
解
す

る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

問
題

の
場
合

に
つ
い
て
見
る
に
、
浜
風
に
紐
を
吹
き
か
へ
す
と
い

ふ
の
は
、
作
者

(遊
子
)
が
、

自
分
の
手
を
触
れ
て
紐
を
裏
返
す
の

で
は

な
く
、
直
接
紐

に
触
れ
て
醗
す
の
は
風
で
あ
る
。

即
ち
客
観
的

事
実

と
し
て
は
正
に
風
を
し
で
醗
さ
せ
る
と
見
る
事
の
出
来
る
関
係

を
含

ん
で
ゐ
る
。
然
し
表
現
と
し
て
は
、

「
浜
風

(
の
中
)
に
、

ひ

る
が

へ
す
」
と

「
浜
風
で
も
つ
て
、
ひ
る
が
へ
さ
せ
る
」
と
で
は
、

は
つ
き
り
別
の
表
現
に
な
る
。

こ
の
場
合
ひ
る
が

へ
す
は
単
な
る
他

動

詞
で
あ
る
。
し
か
も
今
で
も

「
こ
こ
城
南
の
朝
風
に

学
び
の
旗

を

ひ
る
が

へ
す
」
と
い
ふ
様
な
表
現
を
す
る
の
で
あ
る
。

使
役
相

に
変

へ
な
く
て
も
、
そ
の
ま

ゝ
で
わ
か
る
の
で
あ
る
。

フ
キ
カ
ヘ
ス
は
こ
の
ヒ
ル
ガ

ヘ
ス
と
同
じ
他
動
相
の
表
現
で
、

フ

キ

カ

ヘ
サ

ス
と

使

役

相

に

は

な

つ

て

ゐ

な

い
。

勿

論

フ
キ

カ

ヘ

ス
と

ヒ

ル

ガ

ヘ

ス
、

は
少

く

も

フ

キ

と

ヒ
ル

と

の

差

だ

け

の
意

味

の
差

が

あ
ら

う

。

前

者

は
蘇

す
原

因

が

風

吹

く

事

に
あ

る

こ

と
を

強

調

し

、

後

者

は

ヒ
ラ

メ
ク
姿

形

を

強

調

し

て

ゐ

渇
語

と

い

へ
よ

う

か

。

然

し

「
浜

に
」

を

受

け

る
語

法

上

の
資

格

に

お

い
て

は

、

同

等

の
も

の

と

し

て
扱

ふ
事

が
出

来

る
表

現

で

あ

。

ヒ
ル

ガ

ヘ

ス
の
如

く

熟

合

し

た

一
語

と

し

て

は

現
代

語

に
使

用

さ

れ

て

ゐ

な

い

と

は

い

へ
、

「
浜

風

に

ふ
き
謙

す

」

と
他

動

詞

の
ま

ゝ
で
わ

か

る
語

で

あ

つ
て

「
吹

き

か

へ
さ

す

」

と
使

役
相

に
す

る
必

要

は

な

い

と
考

へ
ら

れ

る

。

因

に
、

「
風

に
」

は

、
集

中

の
用

例

で

は

、

「
風

に

よ

つ

て
」

「
風

で
も

つ

て

」

の
例

が

圧

倒

的

で

あ

る

が

潮

騒

に
伊

良

虞

の

島

辺

こ

ぐ
船

に

(
四

二

)

朝

な

ぎ

に
水

手

の

声

よ
び

(
五

〇

九
)

.
夕

霧

に
か

は

つ

は

さ
わ

ぐ

(
三

二

四

)

山
下

と

よ

み
行

く
水

に

か

は

つ
鳴

く

な

り

(
一
二

六

二
)

の
如

く

「
に
」

は

、
…

…

の

中

に

・
…

…

に
対

し

て

の
意

に
用

ゐ

る

事

も

多

い
助

詞

で

あ

る

。

こ

の
場

合

も

【,
に

」

は

醗

す

「
場

」

を
表

現

す

る
も

の

と

し

て

、

「
浜

風

(
の
中

)

に

」
乃

至

「
浜

風

に

(
向

っ

て
)

」

と

い

ふ
意

味

に
取

つ
た

方

が

よ
さ

さ

う

で
あ

る
。

以

上

①

②

の
問

題

に
筆

者

な

り

の
説

明

を

し

て
見

た

の

で

あ

る
。

所

で

ヒ

ル
ガ

ヘ
ス

(
ル
)

と

い

ふ
語

は
万

葉

集

中

、

歌

語

と

し

て

は

用

ゐ

ら

れ

て

ゐ

な

い
。

こ

の

語

が

ま

だ

出

現

し

て

ゐ

な

か

つ

た

の



か
、
或

い
は
所
謂
訓
点
語
系
統
の
語
で
、
歌
語
と
じ
て
は
用
ゐ
ら
れ
な

か
つ
た
と
い
ふ
様
な
事
情
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
人
麻
呂

に
取

つ
て
は
、
ヒ
ル
ガ

ヘ
ス
が
無
か
つ
た
た
め
、
代
用
と
し
て
臨
時

に
フ
キ
カ
ヘ
ス
を
用

ゐ
た
と
い
ふ
様
な
消
極
的
表

現

で

は

あ

る

ま

い
。

「
浜
風

に
」
ま
で
表
現
さ
れ
た
時
既
に

「
ふ
き
か
へ
す
」
は
、

「
舞
女

の
袖
吹
き
か

へ
す
明
日
香
風
」
の
場
合
の
如

く

に

は

、

フ

キ
と
カ

ヘ
ス
と
の
二
語
で
は
あ
り
得
な
く
な
つ
て
、

一
語
に
ま
で
融

合
変
化

す
る
に
足

る
詩
的
燃
焼
の
増
蝸
の
巾
に
入
れ
ら
れ
て
ゐ
た
の

だ
と
解
釈
す
る
方
が
、
創
作
の
真
実
に
近
い
の
で
あ
ら
う
。

上
述
茂

吉
の

「
剛
断
」
の
概
念
も
、
か
ゝ
る
創
作
時
に
お
け
る
語
性
変
化
の

飛
躍
を
説
明
す
る
も
の
と
す
れ
ば
納
得
出
来
た
で
あ
ら
う
。

た
し
か

に
古
典
解
釈
に
お
け
る
実
証
的
用
例
主
義
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

が
、
こ

の

「
ふ
き
か

へ
す
」
の
場
合
の
如
く
、

唯

一
例
而
も
恐
ら
く

一
回
性

の
例
か
も
知
れ
な
い
が
、
主
体
的
表
現
そ
の
も
の
が
、

外
在

的
用
例

(五

一
・
三
〇
六
八
)
を
超
え
て
、
語
性
を
飛
躍
変
化
さ
せ

る
事
が
あ
り
得

る
事
、

そ
し
て
其
処
に
用
例
主
義
の
限
界
が
あ
る
事

を
も
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

か
く

て
、

「
吹
き
」

「
か

へ
す
」
は
、
人
麻
呂
に
よ
つ
て
新
生
命

を
与

へ
ら
れ
、
唯

一
例
唯

一
回
で
は
あ
つ
て
も
、

完
全
な

一
語
フ
キ

ヵ

ヘ
ス
と
し
て

「
浜
風
に
」
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
事
に
な
る
。

浜
風
を
主
語

に
し
た
り
、
吹
き
か

へ
す
を
受
身
や
使
役
に
解
し
た
り

す
る
の
は
原
歌
に
忠
実
な
る
所
以
で
は
な
い
と
考

へ
る
。
そ
し
て
如

上
の
語
法
的
説
明
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば

、
殆
ど
原
文
そ
の
ま
ま

で
理
解
出
来
る
歌
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。

(
一
日
の
旅
路
の
果
て
、
)
粟
路
の
野
島

の
崎
の
浜
風
に
、

(
門

出
の
日
)
妹
が
結
び
し

(衣
の
)
紐
を
、

ふ
き
謙
す

(吾
は
)

括
弧
の
中
の
詞
は
既
に
露
出
過
度
で
あ
ら

う
。

(
三

一
・
八
由
布
山
下
に
て
)


