
奈
伎
志
曽
母
波
由
の
訓
詰

蔦

清

行

○

萬
葉

集
巻

二
十
、

四
三

五
七

番
歌

葦

垣

の
く
ま
と

に
立

ち

て
吾

妹

子
が
袖

も

し
ほ
ほ

に
奈

伎
志

曽

母
波

由

(な
き

し
そ

も
は

ゆ
)

の
、
結
句

に

つ
い
て
考
察
す

る
。

こ
の
歌

は
、

四

三
五
九

番

歌

の
後

に
付

さ

れ
た
左

注

、

「
二
月

の

九

日
、
上

総

の
国

の
防

人
部
領

使
少

目
従

七
位

下
茨

田
連
沙

弥
麻

呂
。

進

る
歌

の
数

十

九
首

。
但

し
、
拙
劣

の
歌

は
取

り
載

せ

ず
」

(訓

読

は
伊

藤
博

氏

(
 
九

八
四
)

に
よ

る
)

に
よ

っ
て
く

く
ら

れ
る
、

一

連

の
上
総

国
防

人
歌
群

に
属

す

る
。

校

本
萬
葉

集

に
よ

れ
ば

、

本
文

・
訓

と
も
に

、
問

題

の
部

分

に
関

し

て

の
異

同
は

な

い
。

一
首

の
大
意

は
、

最
も
新

し

い
注
釈

書

で
あ

る
新

大

系

に
よ

れ
ば

、

「
葦

垣

の
陰

に
立

っ
て
、
我

が
妻

が
袖

を

濡

ら

し
て
泣

い
た

こ
と
が

思

い
出
さ

れ
る
」

と

い

っ
た
も

の
で
あ
り
、

問
題

の
ナ

キ

シ
ソ

モ

ハ
ユ
は

「泣

き
し
そ

思
は

ゆ
」
と

解
釈
さ

れ

て

い
る
。

本

居

宣

長

は
、

『
詞

玉
緒

』

に

お

い

て

こ

の
歌

に
注

目

し
、

「萬

葉

集

の
中

て
に
を

は
た

が

へ
る
歌
」

と

し
て
挙
げ

て
、

以
下

の
よ
う

に
述

べ
る
。

此

結
句

は
泣

し
そ

思
ほ

ゆ
と

い
ふ

こ
と
也
。
上

に
ぞ
と
あ

れ
ば

。

ゆ

る
と
結

ぶ

べ
き

を
。

ゆ
と
結

び
た

る
は
。

る
も

じ
た

ら

で
と

ン
の
は
ず

。

(巻
七
)

こ
の
指
摘

の
前
半

は
、

モ

ハ
ユ
と

い
う
形

が
、

オ

モ

ハ
ユ
か
ら
第

一
音
節

オ
が
脱

落

し
た
形

で
あ

り
、

そ

の
オ

モ

ハ
ユ
は

オ

モ
ホ

ユ
と

い
う
語

と
意
味

的

に
同
等

の
も

の
で
あ
る

と

い
う

こ
と

を
述

べ

て
い

一1一



る

の
で
あ

ろ
う
。

ま
た
後

半

は
、
上

に
係

助
詞

ソ
が
あ

る

(
ナ
キ

シ

ソ
)

の
だ

か
ら
、

そ
れ

に
呼
応

し

て
オ

モ

ハ

ユ
ル
と
連

体
形

で
結

ぶ

べ
き
と

こ
ろ

が
、
実

際

に
は

(オ
)

モ

ハ
ユ
と
、

終
止

形

で
結

ん

で

お

り
、

「
と

Σ
の
は
ず

」
、

い
わ
ば

破

格

で
あ

る

こ
と

を
指

摘
す

る

も

の
と
な

っ
て
い
る
。

こ

の
句

に

は
、

モ

ハ
ユ
と

い
う

見
慣

れ
な

い

形
が
存

在
す

る
と

い
う
問

題

(
A
)

と
、

結
び

が
ソ

に
よ
る
係

り
結

び

に
お

い
て

予
想

さ

れ

る
連

体

形

に

な

っ
て

い
な

い
と

い
う
問

題

(
B
)

と

の
、

二

つ
の
問

題
が
存

す

る

の
で
あ

る
。

(
A
)

の
問

題

に

つ
い
て
。

当
該

歌
結
句

に

見
ら

れ
る

モ

ハ
ユ
や
、

そ
れ

か
ら
推
定

さ

れ
る
形

オ

モ

ハ

ユ
、

及
び

そ

の
活

用
形

は
、
萬

葉
集

の
中

に
例

を
見

つ
け

る

こ
と
が

で
き
な

い
。

た
だ

、

言
う
ま

で
も

な
く

ユ
は
動

詞
未
然

形

に

接

続
す

る
助

動
詞

で
あ

り
、

オ

モ
フ
に
接

続
す

る
場
合

は
オ

モ

ハ
ユ

と

い
う
形

を

と
る

の
が
本

来

の
は
ず

で
あ

る
。
集

中
に

広
く

見
ら

れ

る
形
が

オ

モ
ホ

ユ
で
あ
る

の
は
、
三
音

節

目

の

ハ
が
前

の
オ

列
音

モ

に

同
化

し

て

ホ
と

発
音

さ

れ

た

語

形

と

見
な

す

の
が
自

然

で
あ

ろ

う
。

そ
う
す

る
と
、

オ

モ
ホ

ユ
と
オ

モ

ハ
ユ
と

は
同

じ
語

の
異

形
態

と
考
え

て
よ

い
も

の
の
よ

う

で
あ

る
。

次

の

(
1
)

は
、
助

動
詞

ル

が

接
続

し
た

オ

モ

ハ
ル

(オ

モ

ハ
ル
ル
は

そ

の
連
体

形

)
と

い
う
語

形

で
は
あ

る
が

、
音
変

化
を

経

て

い
な

い
形
が

あ

り
得

た
と

い
う
考

え
方

を
傍

証
す

る
だ

ろ
う
。

(
1
)
相

模
道

の
余
呂

伎

の
浜

の
細

砂
な

す
児

ら

は
愛

し
く
於

毛
波

流
留

可
毛

(お
も

は
る

る
か
も

)
(巻

十
四

・
三
三

七

二
)

た

だ

こ

の
オ

モ

ハ
ル

の
形

も

萬
葉

集

中

に

右

の

一
例

だ

け

で
あ

り

、
ま

た

(
1
)
は
東

国

の
歌

で
あ

る
と

い
う
点

に
、

や
や

不
安
を

残
す

。
そ
れ

で
も

、
少
な

く
と

も
当
該

歌

の
オ

モ

ハ
ユ
に
限

っ
て
は
、

次

の
例

を
参
考

と
し

て
、
オ

モ
ホ

ユ
の
異
形
態

と

言

っ
て
よ

い

の
で

は

な

い
か
と
思

う
。

(
2
)
吾

妹
子

が
吾
を

送

る
と
白

妙

の
挟
漬

つ
ま

で
に

嬰
四
所

念

(な

き

し
お

も

ほ
ゆ
)

(巻
十

一

・
二

五

一
八
)

「我

妹

子
が

私
を

送

る
と

て

、

(白

た

へ
の
)
袖

が

濡

れ
る

ま

で

泣

い
た

こ
と
が

思
わ

れ
る

」
(新

大

系
)
と

い
う
意

味

の
歌

で
あ
り

、

校

本
萬
葉

集

に
よ
れ
ば

、
第

二
句

の
訓
に
若

干
異

同
が

あ
る

ほ
か
、

類

聚
古
集

が

「
わ
ぎ

も

こ
わ
れ
を

㌧
く
る

と
し

ろ
た

へ
の
袖

ひ

つ
ま

て
も
な

け
き

し
お
も

ほ
ゆ
」

と

い
う

訓
を
持

つ
が

、
右

に
掲
げ

た

訓

で
概

ね
問

題
な

い
と
思

わ

れ
る
。

当
該

歌

四
三
五

七
と

は
、
内

容
的

に

も
詞
句

の
上

で
も

よ
く
類

似
す

る
が

、
注

目
す

べ
き

は
結
句

「実

四

所
念

(な

き

し

お
も

ほ
ゆ

ご

で
あ

る

。

「
所

念
」

と

い
う

表

記

は
萬

葉
集

の
他

の
部

分

で
も

ほ
ぼ

全

て
オ

モ
ホ

ユ
か
そ

の
活

用
形

に

訓

ま
れ

て
お

り
、

こ

こ
も

オ

モ
ホ

ユ
で
問

題
な

い
と
判

断
さ

れ
る
。

こ

の
よ
う

な
、

類
歌

で
あ

る
と
言

っ
て
よ

い
よ
う
な

歌

に
お

い

て
交
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替
的

に
現

れ
る

こ
と
か
ら

、
オ

モ
ホ

ユ
と
オ

モ

ハ
ユ
と
が

同

一
の
語

の
異

形
態

だ
と
見

る

の
は
、
自
然

な
考

え
と

認

め
ら
れ

よ
う
。

な

お
頭
音

オ

の
有

無

に

つ
い

て
、

こ

こ
で
は
臨
時

的

に
脱
落

し

て

い
る
と
認

め

て
よ

い
も

の
と
思

わ
れ

る
が
、

能
動

の
形

で
あ

る
オ

モ

フ
の
頭
音
オ

が
脱
落

す

る

こ
と

が
珍

し
く
な

い
の
に
対

し
、
受
身

・

自
発

の
形

で
あ
る

オ

モ
ホ

ユ

(オ

モ

ハ

ユ
)

の
頭
音

オ

の
脱

落

は
、

当
該

歌
を
除

い
て
は
集
中

に
見

い
だ
さ

れ
な

い
。

こ

の
問

題

に

つ
い

て
は
第

三
節

後
半

で
も
う

一
度
触

れ

る

こ
と

に

し
た

い
。

・

二

(
B
)

の
問
題

に

つ
い

て
。

(
B
)

の
問
題

は
、
結

び
が

ソ
に

よ
る
係

り
結

び
に

お

い
て
予
想

さ
れ

る
連
体

形
に

な

っ
て

い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
が

、
大

半

の

萬

葉
集

の
注

釈
書

に
お

い

て
、
係
り
結

び

の
破
格

と
す

る

『
詞
玉
緒

』

の
説

が
踏
襲

さ
れ

て
お
り

、
古
義

な
ど

少
数

の
例

外

は
あ

る
も

の

の
、

ほ
ぼ

通
説
と

し

て
認
め
ら

れ

て
い
る
と

考
え

て
よ

い
。

し

か
し
、

い
わ

ゆ
る
破
格

の
中

で
も

、

ソ

の
結

び
が
終

止
形

に
な

る
形

の
も

の
は
、
管

見

の
限
り
萬

葉
集

に

こ

の

一
首

た
だ

―
例

だ
け

で
あ

り
、
宣
長

も
そ

の
よ
う

な
例

は
当
該

歌

の
他
に

は
挙
げ

て
い
な

い
。宣

長
が
当
該
歌
の
他
に
挙
げ
る
ソ
に
よ
る
係
り
結
び
の
異
例

(て

に
を

は
た

が

へ
る
歌

)

は
、
例

え
ば

次

の
歌

で
あ

る
。

(
3
)
か

ら

こ
ろ
む
裾

に
取

り
付
き

泣
く

子
ら
を

意
伎

弓
一曽
伎

怒
也

(お

き

て
そ

き
ぬ
や

)
母

無

し
に
し

て

(巻

二
十

・
四
四

〇

こ

(
3
)

は
、

ソ

の
係

り
に
対

し

て
結

び
が

動
詞

終
止

形

+
終

助
詞

ヤ
と
な

っ
て

い
る
例

で
あ
る
が

、
終
助

詞
を

後
に
伴

う
と

い
う
点

で
、

終

止
形
が

単
独

で
結

び

に
な

っ
て
い
る
と
さ

れ

る
当
該

歌
と

は
や
や

異
な

る
。

ま

た
、

次

の

(
4
)

は
、
結

び
が

用
言
連

体
形

で

は
な
く
体

言
と

な

っ
て

い
る
例

で
あ
り

、

こ
れ
も
係

り
結

び

の

―
般

か
ら
見

れ
ば
例

外
的

に
見
え

る
。

(
4
)
藤
浪

は
咲

き

て
散

り

に
き
う

の
は
な

は
伊

麻
曽

佐
可

理

等

(
い
ま

そ
さ

か

り
と
)

足
引

の
山

に
も

野
に
も

…

(巻

十

七

・
三

九
九
三
)

た

だ
宣
長

は

こ

の
よ
う

な
体

言

で
結

ぶ
例

を

「
動

か
ぬ
言

に

て
結

ぶ

ぞ
」

(『
詞

玉
緒

』

巻

三

)

と

し

て
ひ
と

ま

と

ま

り

に
扱

っ
て

お

り
、

「
て
に

を
は

た
が

へ
る
歌

」

に
は
含

め

て

い
な

い
。

現
代

で
も

同
様

に

一
つ
の
類

型
と

し

て
考

え
ら

れ
る

こ
と
が

多
く

、
そ

の
点

で

や

は

り
当
該

歌
と

は
異
な

る
と

言

っ
て
よ

い
。

こ
の
時
、

当
該
歌

四

三
五
七

に
お

い

て

の
み
、

ソ

の
結

び
が

終
止

形

に
な

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と

は

い
か

に
も

不

思
議

な

現
象

で
あ

り
、
事
実

を

も
う

少

し
検

討

し
て

み
る
必

要
が
あ

る

の
で
は
な

い
だ
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ろ
う

か
。

こ

の
よ
う

な
考

え
方

か
ら
萬

葉
集

の
ソ
に

つ
い

て
調

べ

て

み
る
と

、
当
該

歌

の
ソ
に

は
、
終

止
形

を
結

び

に
取

る

と

い
う
他

に

も

、
次

の
よ
う

な
問

題
点

を
指
摘

す

る

こ
と

が

で
き
る

の

で
あ

る
。

そ

れ
は

一
つ
に
は
オ

モ

ハ
ユ

(
オ

モ
ホ

ユ
)

が
結

び
と

な

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と

(
C
)

で
あ

り
、
も

う

「
つ
は
ナ
キ

シ
と

い
う

用

言
連

体
形

に
下

接

し
て

い
る
と

い
う

こ
と

(
D
)

で
あ

る
。

以
下

こ
の

二

つ
の
問
題

に

つ
い
て
検

討

し
、

そ
れ
を

も

っ
て
、
当

該
歌

の
結
句

に

見

ら
れ

る
曽
と

い
う

文
字
が

、
本

当

に
係
助

詞

ソ
を
表

す
表
記

で
あ

る

の
か
、

と

い
う

問
題

提
起

と

し
た

い
。

一

・
三

ま
ず

(
C
)

に

つ
い

て
。

ソ
に

よ
る
係

り
結

び
に

お

い
て
は
、
結

び
と

し
て
オ

モ

フ
が

現
れ

る
こ
と

は
、
次

の
よ
う

な
例

を

は
じ
め

、
数
多

い
。

(
5
)
振

別
け

の
髪
を

短

み
青

草

を
髪

に
た
く

ら

む
妹

乎
師

僧

於

母
布

(
い
も

を
し

そ
お
も

ふ
)

(巻
十

一
・
二
五

四
〇
)

(
6
)
行

方
無

み
隠

れ
る

小
沼

の
下
思

ひ

に
吾
曽
物
念

(あ
れ

そ
も

の
お

も
ふ
)

こ
の

こ
ろ

の
間

(巻

十

二

・
三
〇

二

二
)

こ

の
オ

モ
フ

の
例

は
、
東

歌

に
も
存
在

す

る
。

(
7
)
青
嶺

う

に
棚
引

く
雲

の
い
さ
よ

ひ

に
物

能
乎
曽

於
毛

布

(も

の
を
そ

お
も

ふ
)
年

の
こ

の
こ
ろ

(巻

十

四

二
二
五

「

一
)

こ
れ

に
対

し
、
オ

モ

フ
の
受
身

・
自

発

の
形

で
あ
る

オ

モ
ホ

ユ
が

結

び

と
な

る

こ
と
は
、

非
常

に
少
な

い
。

オ

モ

フ
が

結

び
と
な

る
用

例
が

三
五

例
あ

る

の
に
対

し
、
オ

モ
ホ

ユ
が
結

び

と
な

る
も

の
は
、

当
該

歌
四

三
五

七
を
除

い
て
は
、
次

の
た
だ

一
例

の
他

に
存

在

し
な

い
の
で
あ

る
。

(
8
)

春

の
日

の
霞
め

る
時

に
墨
吉

の
岸

に
出

で
居

て
釣
船

の

と
を

ら
ふ

見
れ
ば

古

の
事

曽

所
念

(
こ
と

そ

お
も

ほ
ゆ

る
)

・

(巻

九

・
一
七

四
〇
)

こ

の
よ

う
に
、

オ

モ

フ
と

オ

モ
ホ

ユ
と

の
間

で
、

ソ

に
よ

る
係

り

結

び

の
結

び
と
な

る
例

数
に

偏
り

が
見
ら

れ

る
理
由

に

つ
い

て
は
、

現
在

の
所

考
え
が

な

い
。

し
か

し
、
現
象

と

し

て
、
そ

こ
に
能

動

の

形

で
あ
る
オ

モ
フ
が
多

く
、
受

身

・
自

発

の
形

で
あ

る
オ

モ
ホ

ユ
が

非
常

に
少
な

い
こ
と
は

、
注

目
さ

れ

て
良

い
で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、
オ

モ
ホ

ユ
が
係

り
結

び

の
結
び

に
な

り
に

く

い

の
は

、

ソ
に

よ

る
係

り
結

び
に

限

っ
て

の

こ
と

で
は
な

い
。
萬

葉
集

に

は

]

二

二
例

の
オ

モ
ホ

ユ
の
用
例
が

あ

り
、

そ

の
う

ち

四
五
例
が

連

体
形

オ

モ
ホ

ユ
ル

で
あ

る
が

、

こ

の
オ

モ
ホ

ユ
ル
が

係

り
結

び

の
結

び

で

あ

る
も

の
は
、
先

に

挙
げ

た

(
8
)

(古

の
事

そ
思

ほ
ゆ

る
)

の

「

例

の
み
な

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、

オ

モ
ホ

ユ
に
は

カ

・
ヤ

の
係

り
結

び

の
結
び

と
な

る
例
も

見
ら

れ
な

い

の
で
あ

る
。
さ

ら

に
、
オ

モ
ホ

ユ
は

コ
ソ

の
結

び
と
な

る

こ
と
も

殆
ど
な

く
、

わ
ず

か

に
次

の

一
例

を
見

る
に
と

ど
ま

る
。
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(
9
)
草
枕

旅

に
は
妻

は
率

た
れ
ど
も

厘

の
内

の
珠

社

所
念

(た

ま

こ
そ

お
も

ほ
ゆ
れ

)

(巻

四

・
六
三

五
)

し

か
も
、

そ

の
わ

ず
か

な
例

で
あ

る

(
9
)

も
、

本
文

に
問

題
が

あ
る
例

な

の

で
あ

る
。
ま

ず
諸
本

の
多

く
は

「珠
社

所
念

」
と

い
う

本

文
、

タ

マ
ト

コ
ソ
オ

モ

へ
と

い
う
訓

を
も

つ
が
、

オ

モ

へ
と

い
う

訓
は

「
所
念

」
と

い
う
文
字

の
な

ら
び

に
見
合

う
も

の
で
は
な

い
。

そ

の
た

め

に
結

句

が

タ

マ

コ
ソ
オ

モ
ホ

ユ
レ
と
改

訓

さ

れ

た

の
だ

が

、

こ
れ
が
九

音

の
句

で
あ
る

こ
と
が

、
新

た
に
問

題
と
な

る
。

字

余

り
法

則
上
、

九
音

の
句

が
認

め
ら
れ

る
に

は
句
中

に
単
独

母
音

が

二

つ
な

く

て

は
な
ら

な

い
が

、

(
9
)

は

そ

の
例
外

と
な

っ
て
し
ま

う

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
、

紀
州

本
に

は
結
句

が

「珠

社
所

見
」

と

あ

り
、

た
だ

訓
は
タ

マ
ト

コ
ソ
オ

モ

へ
と
な

っ
て
い
る
。

元
暦
校

本

に
は

「
お
も

へ
」
と

あ
る

と

こ
ろ
に
姥

で
合
点

が
付
さ

れ
、

や
は

り

猪

で
右

に
ミ

レ
と
訓

が
付

け
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら

か
ら
、

澤
潟

久

孝

氏
は

注
釈

に
お

い
て
、

こ

の
六

三
五
結

句

は
も
と

も
と
、

本
文

が

「
珠
社

所

見
」
、

訓
が

タ

マ
ト

コ
ソ

ミ

レ
で
は
な

か

っ
た
か

と
推

定

さ

れ

た
。
現

行

見
ら

れ

る

「珠

社
所

念

」

と

い
う
本

文

は
、

「古

点

次
点

時
代

の
極

め

て
お
ほ
よ

そ
な

訓
下

し
と

し
て
タ

マ
ト

コ
ソ
ォ

モ

へ
と

い
ふ

訓
が

ま
つ
先

に
出
来

て
」

し
ま

っ
た

た
め

に
、
そ

の
訓

に

引

か
れ

て

「見
」

が

「念

」

に
誤

っ
た
も

の
、

つ
ま

り
訓
に

よ

っ
て

文
字
を

改
め

た
例

の

一
つ
で
あ
る
、

と
さ

れ
る
。

こ
の
説

の
当
否

を

私

は
に
わ

か
に

は
判
定

で
き
な

い
が

、
も

し
も

こ
れ
が

正

し

い
と
す

れ
ば

、

コ
ソ
に

よ
る
係

り
結

び
に

お

い
て
も
、

オ

モ
ホ

ユ

(オ

モ
ホ

ユ
レ
)
が
結

び

と
な

る
例
は
存
在

し
な

い

こ
と

に
な

る
。

こ

の
よ

う
に

、
萬

葉
集

に

お

い
て
は
、

オ

モ
ホ

ユ
が

係
り
結

び
句

の
結

び

に
現
れ

る

こ
と

は
、
極

め

て
ま
れ

な
現
象

で
あ

る
と

言
え
よ

う
。

特

に
能
動

の
形

で
あ
る

オ

モ
フ
に
比

べ
る
と

、
そ

の
少
な

さ

は

際
だ

っ
て
お
り
、

オ

モ
フ
が
次

の
よ
う

に

コ
ソ
や

カ

・
ヤ

の
結

び
と

な

り
得

る
こ
と
と

対
照

的

で
あ
る
と

言
え

る
。

(
10
)

吾
妹

子
を

相
知

ら
し
め

し
人
乎

許
曽

(
ひ
と
を

こ
そ
)

恋

の
ま
さ

れ
ば

恨

三
念

(う

ら
め

し

み
お
も

へ
)

(巻

四

・
四

九

四
)

(
H
)

子
持

山
若

か

へ
る
て

の
も
み

つ
ま

で
寝

も

と
我

は
思

ふ

汝

波

安
祥

可
毛

布

(な

は

あ

ど
か

も
ふ

)

(
巻
十

四

・
三

四
九

四
)

(
12
)
こ

の
こ
ろ
は
千
歳

や
行

き
も

過
ぎ

ぬ
る
と

吾
哉
然

念

(わ

れ
や

し
か
お

も
ふ
)

見
ま

く
欲

り
か

も

(巻

四

・
六
八
六

)

カ

・
ヤ

の
係

り
結

び

に

用

い
ら

れ

る
も

の
は

例
が

少

な

い
の
だ

が

、
少

な

い
な

が
ら

も

オ

モ
フ

の
方

に
例

が
存

在

す
る

の
に
比

べ
、

オ

モ
ホ

ユ
の
方

に

は

こ
の
形

の
確

実

な
例
が

見
ら

れ
な

か

っ
た

こ
と

は
、
注
意

さ

れ

て
よ

い
だ

ろ
う
。

な

お
、
オ

モ
ホ

ユ
が
係

り
結

び

の
結

び

に
用

い
ら
れ

る

こ
と

が
ま

れ

で
あ

る

の
は
、
上

代

に
特

有

の
現
象

で
あ

り
、
中

古

の
和
歌

に
は

次

の
よ
う

な
例

が
少

な

か
ら
ず
見

ら

れ
る
よ

う
に
な

る
。
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(
13
)

あ

め
ふ
ら

ん

ひ
そ
お
も

ほ
ゆ

る

ひ
さ

か

た

の
月
に
だ

に

こ
ぬ
人

の
こ
こ
ろ
を

(古
今

和
歌

六
帖

・
巻

五

・
二
八

一
七

・

人
を
ま

つ
)

(
14
)
初

時

雨
降
れ
ば

山

辺
ぞ
思

ほ
ゆ
る

い
つ

れ

の
方

か
ま
つ

も

み
づ

ら
ん

(後
撰

和
歌
集

・
巻

七

秋
下

・
三
七

五

・
題
し
ら

ず

・
よ

み
人

し
ら
ず

(巻

八
冬

・
四

四
三

に
重
出

)
)

・
四

次
に

(
D
)

の
問

題
に

つ
い
て
。

(
D
)

の
問
題

は
、

ソ
が
ナ

キ

シ
と

い
う
用

言
連
体

形
に

ド
接

し

て

い
る

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。
萬

葉

集

の
係
助

詞

ソ
は
次

の
よ
う

に
体

言

や
連
用

修
飾
成

分

に
下
接

す

る

の
で
あ

る
が
、
当
該

歌

の
よ

う

に
用

言

の
連

体
形

に
下
接

す

る
例

は
見

ら
れ
な

い
の
で
あ

る
。

(
15
)
我

が
欲

り
し

野
島

は
見

せ

つ
底

深

き
阿
胡

根

の
浦

の
珠

曽

不
拾

(た
ま

そ

ひ
り
は

ぬ
)

(巻

一
・

「
二
)

(
16
)
吾

が
宿

の
萩

の
下
葉

は
秋

風
も

い
ま

だ
吹

か
ね
ば
如

此

曽
毛

美
照

(か

く
そ

も
み

て
る
)

(巻

八

・
一
六

二
八
)

用
壬
.口
に
ド
接

す
る
例

で
は
、

そ

の
活

用
形

が
連

用
形

で
あ

る
場
合

と

巳
然
形

で
あ

る
場
合

と
が

見
え

る
。

そ

の
う
ち

ま
ず
連

用
形

に
ド

接

す
る
例

は
、

(
17
)
今

は
吾

は
和
備

曽
四

こ
結

類

(わ

び
そ
し

に
け

る
)

息

の
緒

に
思

ひ
し
君
を

ゆ
る
さ

く
思

へ
ば

(巻

四

・
六
四

四
)

(
18
)
海

原

の
遠

き
渡

り
を

遊
士

の
遊

び
を

見
む

と
莫

津

左
比

曽
来

之

(な
つ
さ

ひ
そ

こ
し
)

(巻

六

・

一
〇

一
六

)

の
よ
う

な

も

の
が
あ

る
。

(
17
)

の
ワ
ビ

は

、
四

段
動

詞

ワ
ブ

の
連

用

形

ワ
ビ
が
名

詞
に
転

成

し
た
も

の

(居
体

言
)

で
あ

っ
て
、
体

言

性

が
強

い
た
め

、
体

言

に
接

続
す

る

(
15
)

(玉

ソ
拾

は

ぬ
)

の
よ

う
な

も

の
と
同
様

に
考

え

る

こ
と

が

で
き
よ

う
。

ま
た

(
18
)

に

つ

い
て
は
、

複
合

語

で
あ

る
述

語
ナ
ヅ

サ

ヒ
ク

(巻

十

「
・
二

四
九

二

に

ナ
ヅ
サ

ピ

コ
シ
ヲ
、

巻
十

五

二

二
六
九

一
に

ナ
ヅ
サ

ヒ
キ

ニ
テ
な

ど

の
例
が

あ
る

)
に

お

い
て
、

そ
れ

を
分
割

す

る
位
置

に

ソ
が

挿

入

さ

れ

て

い
る

(
述
語

分
割

的

な
も

の
と

呼
ば

れ

る
)
。

語

構
成

上

、

前

項
ナ
ヅ

サ

ヒ
は
後

項
ク

に
対
す

る
連

用
修
飾

成

分
と
解

す

る
こ
と

が

で
き

る

か
ら

、

(
18
)

は
、

(
16
)

(か

く

ソ
も

み

て
る
)

の
よ
う

な
連

用
修

飾
成

分
に
接

続
す

る
も

の
に
、

い
わ
ば

連
続
す

る
も

の
と

捉

え
る

こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。

ま
た

已
然
形

に
接
続

す

る
例

は
次

の
よ
う

な
も

の
を

挙
げ

る

こ
と

が

で
き
る

。

(
19
)
時

々
の
花

は
咲

け
ど

も
奈
ホ

須
礼

曽

(な

に
す

れ
そ
)

母
と

ふ
花

の
咲

き
出
来

ず
け

む

(巻

二
十

・
四
三

二
三
)

(
20
)
朝
髪

の
思

ひ
乱

れ

て
か
く
ば

か
り
名

姉
之
懸
曽

(な
ね

が

こ
ふ
れ

そ
)

夢
ホ

所

見
家

留

(
い
め

に

み
え

け
る

)

(
巻

四

・
七

二
四
)
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(
20
)

の
第

四
句

は
、

已
然
形

で
あ

る

こ
と

が
表

記

の
上
か
ら

は

不
明
な

の
で
あ
る
が

、
旧
訓

「ナ

ニ
ノ

コ
ヒ
ソ

モ
」
で
あ

っ
た

の
を
、

代

匠
記

(精

)
が
現
在

の
訓
み

に
改
め

、
以
後

の
注

釈
書

も
多
く

こ

れ
に
従

っ
て

い
る
。

(
19
)
や

(
20
)

は
、

已
然
形

句
が

後
続
句

の
理

由
を

表
し

て

い

る
例

で
あ
る

が
、
理

由
を
表

す
要

素
は

、
広
義

の
連

用
修
飾

成
分

と

考

え
ら

れ
る

か
ら
、

こ
の
よ
う
な

例
も

や
は

り
ソ
が

連
用
修

飾
成

分

に
接
続

す
る
類

型
に
含

め

る

こ
と

が

で
き
よ
う

。

以
上

の
よ
う

に
係

助
詞

ソ
は
、

用
言

に
接
続

す
る
時

に

は
連
用

形

か

已
然

形
に
接

続
す

る
と

認
め
ら

れ
る

も

の
の
よ
う

で
あ

り
、
例

外

は

ク
語
法

に
ド
接

す

る
次

の

「
首

だ
け

で
あ

る
。

(
21
)
若

月

の
さ

や

に
も
見

え
ず
雲

隠

り
見
欲

(み

ま
く
そ

ほ

し

き
)
う

た

て
こ

の
こ
ろ

(巻

十

―

・
二
四
六

四
)

た
だ

し

(
21
)

は
、

ソ
が

仮
名

で
示
さ

れ
ず
読

み
添

え
ら

れ

て

い

る

も

の
で
あ

る

と

い
う

点

で
疑
問

を
残
す

例

で
あ
る
。

校
本
萬

葉
集

に

よ
れ
ば

諸
本

間

で
異

同

は
な

い
が
、

ミ

マ
ク
ソ
ホ

シ
キ
と

い
う
句

は
他

に
例
が

な

く
、
次

の
よ

う
な
例

に
見

ら
れ

る
よ
う

に

ミ

マ
ク

ノ

ホ

シ
キ
と

訓
む

可
能
性

も
あ

る
よ
う

に
思

う
。

(
22
)

な

で
し

こ
が
花

取
り
持

ち

て
う

つ
ら
う

つ
ら
美

麻
久
能

富
之
伎

(
み
ま
く

の
ほ
し
き
)

君

に
も
あ

る
か

も

(巻

二
十

・

四

四
四
九
)

た
だ

こ
の
ミ

マ
ク

ノ
ホ

シ
キ
と

い
う
形

は

(
22
)
を

含
め

て
集
中

五
例

を
数

え
る

(読

み
添

え
を
含

む

)

の
で
あ

る
が
、

す

べ
て
連
体

修

飾

に

用

い
ら

れ

て
お
り

、

(
21
)

の
よ
う

に

そ

こ
で
文

が
切

れ

る

用
法

と

は
な

っ
て

い
な

い
。

そ

の
観

点

か
ら

す

る

と
、

あ

る

い

は

(
21
)

に

は
ミ

マ
ク

ノ
ホ

シ
キ
で

は
な

い
訓
を
考

え
た

方
が

よ

い
の

か
も

し

れ
な

い
。

た

だ
そ

れ

で
も

、

「見

欲

」
と

い
う

表

記
か

ら
だ

け

で
は
、

ミ

マ
ク
ソ
ホ

シ
キ

と

い
う

訓
が
妥

当

で
あ
る

と
断
モ
.口
す

る

こ
と

は
難

し

い
よ
う

に

思
わ

れ
る
。

ま
た

ソ

の
読

み
添

え
を
妥

当
と

認
め

る
と

し
て
も
、

ミ

マ
ク

ホ

シ
と

い
う
複

合
語

に
対

し

て
述

語
分

割

的

で
あ

る
と

い
う

点

は
、
考
慮

さ

れ
る

必
要
が

あ
る
だ

ろ
う

。

な

お
、
終

止
用
法

の
ソ
に

は
、

(
23
)

吾
が
衣

摺

れ
る

に
は
あ

ら
ず
高

松

の
野

辺
行
き

し
か
ば

芽

子

之
楷

類
曽

(は
ぎ

の
す

れ
る

そ
)

(巻

十

・
二

「
○

「
)

の
よ
う

に
連
体

形

に
接
続

す

る
例
が

見
ら

れ
る
。

し
か

し
、
終

止
用

法

の
ソ
と
係

り
用
法

の
ソ
と
が

同

一
の
語

で
あ

る
こ
と

は
疑

い
な

い

に

し
て
も
、
接

続
す

る

語
な
ど

の
文

法
的
特

徴
ま

で
同

「
で
あ

る
か

否
か

は
、
判

断
に
留

保
が

必
要

で
あ

ろ
う
。

い
ず

れ

に
し

て
も

、

少
な
く

と
も

係
り

用
法

の
ソ
が
連

体
形

に
下

接

す

る
と
見
ら

れ

る
例

は
、
集
中

に
存

在

し
な

い
。

そ
う

す

る
と
、

当

該
歌

四
三

五
七

の
結
句

は
、

ナ
キ

シ
と

い
う
連
体

形

に
ソ
が

下
接

し

て
い
る
と

い
う
点

で
も
、
例

外
的

な
現
象

を

示
し

て

い
る

こ
と

に

な

る
。

し
か

し
、
例

外
的

と

し
な

く

て
は
な

ら
な

い

の
は
、
係

助
詞

ソ

の
存
在

を
前

提

に
す

る
か
ら

で
あ

る
。

こ

こ
の

「曽
」

文
字

は
、
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本

当
に

係
助

詞

ソ
を

表
し

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。

以
下
、

問
題

の
部

分

に
係

助
詞

ソ
を
認

め
な

い
可
能

性

に

つ
い
て
検
討

し
て
み
た

い
。

さ

て
、
萬
葉

集
中

、
オ

モ
ホ

ユ
は

一
二
二
例

用

い
ら

れ

て

い
る

が
、

そ

の
用

例
を
調

べ
て
み
る

と
、

オ

モ
ホ

ユ
の
上

に
助
詞

シ
が
存
在

す

る
例
が

非
常

に
多

い

こ
と

に
気
づ

く
。

い
く

つ
か

の
例

を

こ
こ
に
挙

げ

て
み
ょ
う
。

(
24
)
秋

の
野

の
み
草

苅

り
葺
き

宿

れ
り

し
宇

治

の
都

の
借

五

百
磯

所
念

(か

り

い
ほ

し
お
も

ほ
ゆ

)

(巻

}

.
七

)

(
25
)
海

原

に
霞
棚

引
き
鶴

が
音

の
悲

し

き
夕

は
久
ホ
弊

之
於

毛

保
由

(く

に

へ
し
お
も

ほ
ゆ
)

(巻

二
↑

・
四

三
九
九

)

(
26
)
春

の
日
に
張

れ

る
柳

を
取

り
持

ち

て
見
れ

ば
都

の
大
路

所
念

(お
ほ
ち

し
お

も

ほ
ゆ
)

(巻
十

九

・
四

一
四
二
)

(
26
)

の
結

句

は

シ
が

仮
名
書

き
さ

れ

て
お

ら
ず
、

旧
訓

オ
ホ

チ

オ

モ
ホ

ユ
と
あ

っ
た

も

の
を
古
義

が
改

め

た
も

の
で
あ

る
が

、
現
行

の
注
釈
書

は
多

く

こ

の
訓

を
採

っ
て
い
る
。

毛
利

正
守

氏

(
一
九

七

九

)
は
、

短
歌

の
初

句

・
第

三
句

・
結

句

は
、
句

中

に
単
独

母
音
を

含

む
場
合

、
積

極
的

に
字
余

り
に
読

ん
だ
方

が

よ

い
と

さ
れ

る
が
、

そ
れ
に

従

っ
て
現
在

の
訓

の
方

を
妥
当

と

認
め

た

い
。

数

の

面

か

ら

い
う

と

、

.
二

二

例

の
オ

モ
ホ

ユ

の
内

、

右

の
よ

う

に

オ

モ
ホ

ユ
の
上

に

助
詞

シ
が
存

在

す

る

も

の
は
三

三

例

で
あ

っ

て
、
約

三
五

パ
―
セ

ン
ト
と
多

数

と

は
思

え
な

い
か
も

し
れ
な

い
。

し
か
し
当

該
歌

や
右

に
挙
げ

た

(
24
)
・
(
25
)
・
(
26
)

の
よ
う

に
、

オ

モ
ホ

ユ
が
後

に
助

詞
や
接

辞
を

伴
わ

ず

に
単

独

で
句

の
末
尾

を
結

ぶ

場
合
、

全
体

で
四

二
例

の
う
ち

助

詞

シ
が
存

在

す

る

の
は

二
三
例

で
、
過

半
を
占

め
る

よ
う

に
な

る
。

オ

モ
ホ

ユ
は
上

に

シ
を

取
る

こ

と

が
多

か

っ
た

、
と

言

っ
て
よ

い
だ

ろ
う
。

こ
の

シ
で
あ

る
が

、
接
続

の
面
か

ら

い
う

と
、

単
文

中

に
用

い
ら

れ

る
時

は
、
倥

 .口
や
体

=.雨
相

当

の
語

に
接
す

る

の
が

一
般
的

と
さ

れ

る
。
体

言

に
接

続

す

る
も

の
は
先

の

(
24
)
・
(
25
)
・
(
26
)

に

明

ら

か

で
あ

る
と

し

て
、
体

言
相
当

と

分
類
さ

れ

る

の
は
、
動

詞
が

ク

語

法
を

取
る
次

の
よ

う
な

も

の
が

代

表
的

で
あ

る
。

(
27
)

…
紐
解

か
ぬ
旅

に
し
あ

れ
ば

吾

の
み
し

て
清
き

川
原

を

見
良

久

之
惜
蒙

(
み
ら
く

し
を

し
も

)

(巻

六

・
九

一
三
)

(
28
)
春

山

の
咲
き

の
を

を
り

に
春
菜

摘

む
妹
が

白
紐

見
九

四

与

四
門

(み
ら

く

し
よ

し
も
)

(巻

八

・
一
四

こ

こ

ま
た

動
詞
連

体
形

に
接
続

す

る
も

の
も
存

在
す

る

よ
う

で
あ
る
。

次

の
例

、(
29
)
賢

し

み
と
物

言

ふ
よ
り

は
酒
飲

み

て
酔

実
為
師

(ゑ

ひ

な

き
す

る

し
)

勝

り
た

る
ら

し

(巻

三

・
三
四

こ

に
お

い
て
は

、

「為

」

が
連

体

形

ス

ル
と

訓
読

さ

れ

る

こ
と

が
、

表

記

面
か

ら
保

証
さ

れ
る
わ

け

で
は
な

い
。

し
か

し
諸
本

の
う

ち
神

田
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本
、

古
葉

略
類

従
抄

で

ス
ル
ソ
と

訓
ま

れ
て

い
る
他

は
、
問

題

の
部

分

に
関

し
て

は
異

同
が

な

い
う

え
、

こ

こ
を

ソ
と
訓

み
え
な

い

こ
と

は

、

「師

」

と

い
う

表
記

か
ら

も
、

結
句

が

ラ

シ
と
終

止

形

に
結
ば

れ

て

い
る

こ
と

か
ら
も

明
ら

か

で
あ

る
。
更

に

い
え
ば

、
ラ

シ
も

ま

た
、

係
助

詞

ソ
に
呼
応
す

る
結

び

に
は
現

れ
に
く

い
も

の
な

の
で
あ

る

(萬

葉

集

中

に

は
確

例

・
読

み
添

え

と
も

に

例

が

認
め

ら

れ
な

い
)
。
従

っ
て
、

ス

ル
ソ
と

い
う

訓
が
成

立
す

る
可
能

性

は
極

め

て

低

い
と

言
わ
ざ

る
を
得
な

い
。

そ

し
て
、

こ

の
よ
う

に
他

に
有

力
な

訓
が

考

え
ら

れ
な

い
以
上

、

(
29
)

の
第

四
句

は

訓
を

ヱ
ヒ
ナ

キ

ス

ル
シ
と
認

め
、

こ
れ
を

シ
が
用

言
連
体

形

に
接
続

し

て
い
る
例

と
考

え

て
よ

い
だ
ろ
う
。

た
だ

、
管

見

の
限
り
、

上
代

の
歌
謡

に

ま

で
範

囲
を
広

げ

て
見

て
も

、
用

言
連
体

形

に

シ
が
接

続
す

る
例

は

こ

の

一

例
に

限
ら
れ

る
。

ま
た
用

言

の
ク
語
法

に

シ
が
接
続

す

る
例

に
し

て

も
、

用

例

は

(
27
)
・
(
28
)

と

し

て
挙
げ

た

も

の
の
他

に

も
存

在

す

る

の

で
あ

る
が

、
ク
語

法
に
な

る
用

言
は

「
見

る

・
闘

く
」

に
、

シ
に
続

く
述

語
は

「
良

し

・
惜

し
」

に
、
ど
ち

ら
も

ほ
ぼ

限
ら

れ
、

か
な

り
固
定
的

な
用

法
と

言
わ
ざ

る
を

得
な

い
。

そ

の
意
味

で
、

シ

が

体
言
相

当

の
句

に
接
続
す

る

と

い
う

記
述

に
は
問

題
が

残

る

の
で

あ

る
が

、
孤

例

で

は
あ

る
け

れ
ど

も

(
29
)

(酔

ひ
泣

き

ス

ル
シ
)

を

根
拠

に
し

て
、
体

言
相
当

の
句

、

し
か
も

用
言
連
体

形

に
接
続

で

き

た
と
考

え

た

い
。

係
り

用
法

の
ソ
は
連

体
形

に
接

続
す

る
例
が

全

く
な

く
、

ク
語

法
に
接

続
す

る
例

も
確
実

な
例

が
存
在

し
な

か

っ
た

こ
と
を
考

え

る
と
、

少
な

く
と
も

ソ
よ

り
は

可
能
性

が
あ

る
よ
う

に

思
う

。
こ
の
こ
と

か
ら
、

私
は
当
該

の
部

分

に

つ
い
て
、

も
と
も

と

(ナ

キ

シ
ソ
オ

モ

ハ
ユ
や

ナ
キ

シ
ソ
オ

モ

ハ
ユ
ル
で
は
な

く
)
ナ

キ

シ
シ

オ

モ

ハ
ユ
と

い
う

形

で
あ

っ
た
と
考

え
た

い
。

そ

の
理
由
を

ま
と
め

る
と

、
次

の
よ
う

に
な

る
。
ま

ず

ソ
に
よ

る

係

り
結

び
に
お

い

て
、

い
わ

ゆ
る
破

格
と

さ
れ

る
例

の
中
に

も
、
当

該
歌

の
よ

う
な
、

結

び
が
単

独

の
終

止
形

と
な

る
よ
う

な
形

は
存
在

し
な

い
。

次
に
、

ソ

の
結

び

に
オ

モ
ホ

ユ
が
現

れ
る

こ
と
も
、

全
く

な

い
わ
け

で
は
な

い
が

、
極

め

て
ま
れ

で
あ
る

と
言

っ
て
よ

い
。
さ

ら

に
、
係

り
用
法

の
ソ
は

「
(我
妹

子
が
袖

も

し
ほ

ほ
に
)
泣

き
し

」

の
よ
う

な
準
体

句

に
続

く
例
が

、
集

中
に

見
ら

れ
な

い
。

一
方

助
詞

シ
は
、
ま
ず

オ

モ
ホ

ユ
の
上

に
現

れ
る

こ
と
が
非

常
に
多

い
。

そ
れ

に
加

え

て
文
法
的

に
も

、
対
応

す

る
述
語

の
活
用

形
が
終

止
形

で
あ

っ
て
矛
盾
が
な

く

、
接
続

の
面

で
も

ク
語
法
や

、

「
例

の
み

で
は
あ

る
が
用

言
連
体

形

に
接
続

し

た
例
を

見

つ
け
る

こ
と
が

で
き

る

の
で

あ

る
。

当
該

歌

四
三
五
七

は
形

の
上

で
は

助
詞

シ
が
存

在

し
な

い
よ
う

に

見

え
る

が
、
想

定
さ

れ

る
ナ
キ

シ

シ
オ

モ

ハ

ユ
と

い
う

形
は
、

助
詞
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シ

(＼ωく
)

と

、
単

独

母
音

で
あ

る

オ

モ
ホ

ユ
の
頭

音

オ

(δ
＼)

と

が
隣
接

し

て

い
る
た
め

に
母
音

連
続

と
な

っ
て
い
る
。

上
代

語
に

お

け
る

母
音
連

続
は
、

母
音

の
脱

落
や
融

合

に
よ

っ
て
回
避
さ

れ
る
傾

向

が
あ

る

か
ら
、

こ
こ
も
前

の
音

節

の
母
音
ミ
が
脱

落

し

て
、

ナ

キ

シ
ソ

モ

ハ
ユ
と

い
う

形
に

な

っ
て

い
る
と
考

え
ら

れ

る

の
で
は
な

い

だ

ろ
う

か
。

こ
の
母
音

の
脱
落

に

つ
い

て
は
、
も

う
少

し
説

明
を
補

っ
て
お
く
。

当
該

歌

の
結
句

が
、

ナ
キ

シ

シ
オ

モ

ハ

ユ
か
ら

ナ
キ

シ
ソ

モ

ハ
ユ
に

変

化

し

た

も

の

で
あ

る

と

す

る

と

、

言
巴
島
帥＼+
＼蔓
+
＼冒

o
聞
3
ミ

↓

診
葵
邑
。゚p
巨
o
閏
鎚
ξ
と
表
す

こ
と
が

で
き

る
変

化

で
あ

る
。

こ
れ
は
、

句
中

の
母
音
連
続

に

お

い
て
前
項

の
母

音

の
方

が
狭

い
母
音

で
あ

っ

て
、

か

つ
そ

の
狭

い
母
音
が

脱
落

す
る

類
型

と
解
す

る

こ
と
が

で
き

る
。
上
代

の
母
音
脱
落

現
象

に

つ
い
て
は
、
早

く
は
岸

田
武
夫

氏

(
}

九

四

二
)
や

橋

本
進

吉
氏

(
「
九

四

八
)
、
最

近

で
は

山

口
佳
紀

氏

(
}
九

八
五
)
や

柳

田
征
司

氏

(
}
九

九
三
)

に

よ

っ
て
か
な

り
詳

細
な

部
分

ま

で
明
ら

か
に
な

っ
て

い
る

が
、
右

の
類

型
は

そ

の
中

で

既

に
共
通

に
承

認
さ

れ
て

い
る
と

言

っ
て
よ

い
。
同
種

の
例

と

し

て
、

ニ
ア

ル
が

ナ

ル
に

変

化

す

る

例

(＼巳
＼+
＼壁

↓
ぎ
豊

)

や

、

ク

ニ

ゥ

チ
が

ク

ヌ

チ
に

変

化

す

る

例

(＼昇
§
ぐ
十
霞

酌＼↓

＼貯
巷

堕
凶＼
)
、

ナ

カ

ツ

ォ

ミ

が

ナ

カ

ト

ミ

に

変

化

す

る

例

(
診
磐
ミ
+
＼巳
＼+
＼p
巨

＼↓

診
群
鎮
o
墜

＼)

な

ど

を
挙

げ

る

こ
と
が

で
き

る
。

防

人

歌
群

に
お

い

て

も
、

オ

モ
ピ

ア

ヘ
ナ

ク

ニ
が

オ

モ

ハ

ヘ
ナ

ク

ニ

へ
と
変

化

す

る

(＼O
ヨ
O
悶
く
十
電

①
口
鉾

旨

一＼↓

＼O
ヨ
O
聞
覧

0口
艮

二巳
＼)
、

(
30
)

潮

船

の
舳

越

そ

白

波

に

は

し

く

も

負

ふ

せ

給

ほ

か

於

母

波

弊
奈

久

ホ

(お

も

は

へ
な

く

に

)

(
巻

二
十

・
四

三

八
九
)

の
よ

う
な

例

が

あ
り

、

イ
列

音

(
こ

こ
で

は
＼頃
S

の
後

に
よ

り
広

い
母
音

(ミ

)
が

あ

る
環
境

で
、

狭

い
方

の
母
音
ミ
が

脱
落

し

て

い

る
。

当
該

歌

四
三
五

七

に
お

い
て
想
定

さ

れ
る

ナ
キ

シ

シ
オ

モ

ハ
ユ

の
、

シ
オ

(＼°・陣o
＼)
と

い
う

連

続

で
も

、
ミ
よ
り

も
δ
＼
の
方

が

広

い

母
音

で
あ
る
た

め
、
ミ
が
脱

落

し
た
結

果
、
＼°。°
＼と

い
う
音

が
生

じ

、

ナ

キ

シ
ソ

モ

ハ

ユ
と

い
う
形

に
な

っ
て

い
る
と
考

え
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

ソ
は
甲

乙

の
別

の
あ

る
音
節

で
あ

り
、

当
該

歌

で
用

い
ら
れ

て

い
る
曽

と

い
う

文
字

は

乙
類

の
ソ
を
表

す
仮

名

で
あ

る

(迫

野
度
徳

氏

(
一
九

八
〇
)
に

よ
れ
ば

、
当
該

歌
を

含
む

上
総

国
防

人
歌

群
は

、

イ

列

・
工
列

の
甲

乙

の
表
記

に
は

混
乱

が
多
数

見

ら
れ

る
が
、

オ
列

の
甲
乙

に
関
し

て
は

四
〇
例

以
上

あ

る
中

で

一
切

混
乱
が

見
ら

れ
な

い
と

い
う

)
が

、
ア
行

の
オ

は
甲

乙

の
別

の
な

い
音
節

で
あ

る
た

め
、

問
題

の
四

三
五

七

の
ソ
が
本

当
に

シ
と

オ

の
連

続

か
ら

母
音

が

脱
落

し

て
生
じ

た
も

の
で
あ

る
か

は
疑

い
を
持

た

れ
る

か
も

し
れ
な

い
。

し

か
し

ア
行

の
オ

の
音

価
は

、
オ

列

乙
類

の
母
音

に
近

い
と
推

定
さ

れ

て
い
る

(大
野

晋
氏

(
一
九
五

三
)
な

ど
)

か
ら

、
母
音

脱

落

の

結

果
生

ず

る

オ

列
音

は

乙

類

の
オ
列

音

に

近

い

も

の
に

な

る

こ
と

が
、

]
応

は

予
想

で
き

る
。

ア
行

の
オ

(＼o
＼)

の
音

が

乙
類

の
オ

列
音

に
近

い
も

の
で
あ

る
と
す

れ
ば

、

子
音

(＼°。＼)
と
δ
＼と
が
結

び
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つ
い

て
生
ず

る
＼ωo
＼も
、

乙
類

の
オ
列

音

に
近

い
母
音

を
持

つ
と
考

え
る

の
が
自
然

だ

か
ら

で
あ
る
。

実
際

の
例

と

し
て
、
次

の
例
を

参

照
さ

れ
た

い
。
先

に
挙
げ

た
、

ナ
カ

ツ
オ

ミ
が
ナ

カ
ト

ミ

へ
と
変

化

す
る
例

で
あ

る
が

、

(
31
)

奈
加
等

美

乃

(な

か
と

み

の
)

太
祝

詞
言
言

ひ
祓

へ
瞭

ふ
命

も
誰
が

た
め

に
な
れ

(巻

十
七

・
四
〇

三

一
)

母
音
脱

落

の
結

果
生

じ
た

ト
は
、

乙
類

の
ト

を
表
す

仮
名

「等
」

で

表
さ

れ

て
い
る
。

ツ
オ

(＼ε
o
＼)

と

い
う

母
音
連

続

か
ら
、

母
音
ミ

の
脱
落

が
起

こ

っ
た
結

果
、

子
音

(ミ
)

と
δ
＼と
が
結

び

つ
き

、

乙

類

の
ト
が
形
成

さ

れ

て
い
る
と
考

え
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
、

右

の
予
想
を
裏

付

け
る
現
象

と

言
う

こ
と
が

で
き

よ
う
。

従

っ
て
、

当

該

歌
四

三

五
七

に
お

い

て
想
定

さ

れ

る
、
＼ψδ
＼と

い
う
母

音
連

続

か
ら

生

じ
た
誘
o
＼
の
音

を

表
す

の
に
、

乙
類

の
ソ
を

表
す

曽

と

い
う

仮

名
が

用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と

は
、
母

音

の
脱

落

の
法
則

か
ら
説

明

さ

れ

る
と
言

っ
て
よ

い
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

た
だ

、
助

詞

の
よ
う
な

一
音
節

語

に
お

い
て
、

そ

の
音
節

の
母
音

が

脱
落

し

て
し
ま
う

と
、

語

の
同
定
が

困
難

に
な

っ
て
し

ま
う

の

で

は

な

い
か
、

と

い
う

疑
問
が

生
ず

る
。

し
か

し
、
実

際
に

は

ニ
ア

ル

が

ナ

ル
に

変

化
す

る
例

(＼旦

+
＼覧

↓

＼5
艶

)

や
、

ト
イ

フ
が

チ

フ
に
変

化
す

る
例

(>
O
＼十
鳶
閏
ミ
↓

＼昌
閃
ミ
)

で

は
、

↓
音

節

の
助
詞

で

あ

る

二

・
ト

の
母
音

が
脱
落

し

て
お
り

、

一
音

節

の
助
詞

に
お

い

て

も

母
音

の
脱

落
す

る
例

が
見

ら
れ

る

こ
と
が
分

か
る
。

特

に
後
者

の

ト
イ

フ
が

チ

フ
に
変

化

す
る
例

で
は
、
通
常

の
法

則

か
ら
考

え
れ
ば

狭

い
方

の
母
音

(ミ
)
が
脱

落

し

て
ト

フ

(〉
巳
+
〉
聞
魚
↓
>
o
「
ξ
)
と

な
る

は
ず

で
あ
り
、

実
際

に

そ

の
例

も
存
在

す

る
。

(
32
)

海
神

の
神

の
命

の
み
匝

に
た

く
は

ひ
お
き

て
伊
都

久
等

布

(
い

つ
く
と

ふ
)
珠

に
勝
り

て
…

(巻

十

九

・
四

二
二
〇
)

し

か

し
、

次

の
例

で
は

逆

に
、

広

い
方

の
母
音

(＼o
＼)

が

脱
落

し

て
い
る
。

(
33
)

…

い
と

の
き

て
痛

き
傷

に
は
戯

塩
を
灌

知

布
何
其

等
久

(そ

そ
く
ち

ふ
が
ご

と
く
)

…

(巻

五

・
八
九
七
)

通
常
脱

落

し
に
く

い
、

よ
り
広

い
方

の
母
音

が
脱

落

し
て

い
る

こ
と

か
ら
、

却

っ
て
助

詞

の
母
音

の
方
が

脱
落

し
や
す

い
よ
う

に
さ

え
思

わ
れ

る
。
恐

ら
く
、

ニ
ア
リ
や

ト
イ

フ
と

い

っ
た

頻
繁

に
用

い
ら
れ

る
形

で
は
、

母
音
が

弱

化

・
脱
落

す

る
よ
う

な
、

規
範
的

で
な

い
発

音

で
も
意
味

を
了
解

す

る

こ
と

が

で
き
た

た
め

に
、

こ
の
よ
う

な
現

象

が

見
ら

れ
る

の
だ
と
推

測
さ

れ
る
。

現
代

語

に
お

い
て
も
、

例
え

ば

コ
ノ

ア
イ
ダ

(涛
O
=
O＼十
＼巴
血
ミ
)

と

い
う
形

が

、

ぞ

ん
ざ

い
に

発

音

さ

れ

る
時

に
は

、

助

詞

ノ

の
母
音

δ
＼が

脱

落

し
た

、

コ
ナ

イ
ダ

(涛
o
昌
巳
α
ミ
)

と

い
う
形

に
な

る

こ
と

が

あ
る

の
は

、

こ

の
推

測
を

傍

証
す

る
も

の
と
な

ろ
う
。

当
該

歌

に
お

い

て
想
定

さ

れ
る

シ
オ

モ

ハ
ユ

(
シ
オ

モ
ホ

ユ
)

の
形

は
、
集

中
に

三
〇
例

、

シ
オ

モ
フ

の
形

を
含
め

る
と

五

一
例

を
数

え
ら

れ
、

あ
る

程
度

の
頻
度

で
用

い
ら

れ

て

い
た

形

で
あ

る
た

め

に
、
助

詞

シ
の
母
音

が
脱
落

し

て
発
音

さ
れ
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て
も

、
了
解

で
き
た
と
考

え

ら
れ

る

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
、
当
該

歌

に
お

い

て
想
定

さ

れ
る

よ
う
な

シ
オ

モ

ハ
ユ

(
シ
オ

モ
ホ

ユ
)
と

い
う
形

で
は

な

い
が
、
同
様

に
助

詞

シ

の
母
音
ミ

が
脱
落

す

る
例
と

し

て
は

、
防

人
歌
群

の
う
ち

に
、

(
34
)
大

王

の
美
許
等

ホ
作

例
波

(
み

こ
と
に
さ

れ
ば

)
父

母

を
斎

翁

と
お

き

て
参

出

で
来

に

し
を

(巻

二
十

・
四
三

九
三
)

と

い
う

例
を
見

つ
け

る

こ
と
が

で
き

る
。

た
と
え

ば
新

大
系

で
は

こ

の
歌
は

「天
皇

の
お

ユ、口
葉
な

の
で
、

父
母

を
斎

盆

の
よ

う
に
大
事

に

残

し
て
参

じ

て
来

た

の
だ

が

」

と

口
語

訳

さ

れ

、

「
「さ

れ

ば
」

は

「
し
あ

れ
ば
」

の
約

」
と

注
が
付

け
ら

れ

る
。

ニ
サ

レ
バ
は
、
前

句

と

後
句

と
を

「～
な

の
で
」
で
結
ば

れ

る
関
係

で
接
続

し

て

い
る

が
、

次

の

(
35
)
・
(
36
)

に

見
ら

れ

る

、

母
音

が

脱

落

し

て

い
な

い

ニ

シ
ア

レ
バ

の
形

も
、

同
様

の
は

た
ら
き

を

し
て

い
る
と

見

て
よ

い
。

(
35
)
留

め
得

ぬ
壽
ホ

之
在

者

(
い
の
ち

に
し
あ

れ
ば

)
敷

細

の
家

ゆ

は
出

で
て
雲
隠

り

に
き

(巻

三

・
四

六

こ

(
36
)
山
遠

き
京

ホ
之

有
者

(
み
や

こ
に

し
あ

れ
ば

)
さ
牡

鹿

の
妻

呼
ぶ
声

は
乏

し
く

も
あ

る
か

(巻

十

・
二

一
五

一
)

こ
れ

を
根

拠

に
、

(
34
)

の

ミ

コ
ト

ニ
サ

レ
バ

は
、

助
詞

シ
の
母

音
ミ
が

、

母
音

連

続

に
よ

っ
て
脱

落

す
る

確
実
な

例

と
認

め

て
よ

い

と
思

わ

れ
る
。

シ
の
母
音
〉
＼
の
脱

落

と
認

め
ら

れ
る
確

実
な

例

は

こ

の

}
例

を

見
る

の
み

で
あ
る

が
、

シ
ア
レ
バ
と

い
う

形
は
集

中

に
三

〇
例
存

在

し
、
や

は
り

用

い
ら
れ

る

こ
と

の
多

い
形

で
あ

っ
た
た

め

に
、
脱

落

し
て
も
語

の
同
定

が

可
能

で
あ

っ
た

の
で

は
な

い
か
と
思

わ
れ

る

の
で
あ

る
。

な

お
巻

四

・
七
九

〇
や
巻

十

七

・
三
九

三
三

に
ア

リ
サ
リ

テ
と

い

う

語

が

あ

り

、

こ

れ

が

ア

リ

シ

ア

リ

テ

か

ら

の

母

音

の

脱

落

(＼巴

・゚宰

＼曾

ζ

↓
＼巴
款
巨

o＼)

で

は
な

い
か
と

す

る
説

が
あ

る
。

説

得

力

の
あ

る
説

で
あ

り
、

そ
う
考

え

て
歌

の
意
味

に

も
矛
盾

を
き

た

さ

な

い

の
で
あ

る
が

、
実

際

の
表

記

の
上

で

シ
が
仮
名

で
示

さ
れ

た

例

が
見

あ
た
ら

な

い
点

に
不
安
を

残

し

て
い
る
。
ま

た

「夕

さ

れ
ば

」

「
秋
さ

れ
ば
」

の
サ

レ
バ
を
、

シ

ア
レ
バ

か
ら

の
母
音

の
脱
落

で
あ

る
と
す

る
説
も

あ

る

(
谷
川

士
清

『
和

訓
栞

』

「
さ

れ
ば

」

の
項

な

ど

)
が

、

こ
ち

ら
は

現
在

一
般

に
は

認
め
ら

れ

て

い
な

い
も

の
の
よ

う

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な

例
も
考

慮

に
入
れ

て
、
助

詞

シ

の
母
音
ミ

の
脱

落

が
、

萬
葉

集

の
中

で
頻
繁

に
見
ら

れ

る
現
象

だ
と
考

え

る
な

ら
ば
、

当
該

歌

四
三

五
七

に

お
い

て
も

シ

の
母
音

〉
＼が

脱
落

し

て

い
る
と

い
う

見

方

は
、
よ

り
強

い
信
頼

性
を

得

る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

た
だ

ア
リ
サ

リ
テ
や

タ
サ

レ
バ

・
秋

サ

レ
バ

の
よ
う
な

例

は
認
め

ず
、

助

詞

シ

の
母
音
ミ
が
脱

落
す

る

例
が

当
該

歌

の
他

に
は

(
34
)

(
ミ

コ
ト

ニ
サ

レ
バ
)

た
だ

}
例

で
あ

る
と
す

る
と

、
な
ぜ

当
該

歌

や

(
34
)

に
限

っ
て
そ

れ
が

見
ら

れ

る

の
か
、

と

い
う

こ
と
が
考

え

ら

れ
な
く

て
は
な

ら
な

い
。

こ
れ
は

以
下

の
よ
う

に
説

明
さ

れ
る
。

ま
ず

、
オ

モ
ホ

ユ
が
短

歌
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結

句

に
現
れ

る
場
合

、
そ

の
殆
ど

が
字
余

り
句

に
な

り
、
特

に
当
該

歌

の
よ

う
に

助
詞

シ
+
オ

モ
ホ

ユ

(終

止
形
)

で
句

が
結
ば

れ
る

場

合

、

一
つ
の
例
外
も

な
く
字

余

り
句
と
な

っ
て

い
る
。

毛
利

正
守

氏

(
一
九

八
八
)

は

「字

余

り
は

一
句
中

文
字
が

余
り

、
脱
落

現
象

は

余

ら
な

い
の
で
、
表

記
上

で
は
す

こ
ぶ

る
離

れ
た
存
在

の
よ

う
に

も

み
ら
れ

る
が

、
(引
用
者

注

・
単

語
結

合

の
度
合

い
と

い
う
点

で
は
)

そ

の
実

態
は
近

い
も

の
で
あ

っ
た

」
と
さ

れ

る
が
、
こ
れ

に
従

え
ば

、

ナ
キ

シ

シ
オ

モ

ハ
ユ
の
よ
う

な
字
余

り
句

が
、

音
声
的

・
臨

時
的

に

母
音
を
脱

落
す

る

こ
と
も
あ

っ
た

と
考
え

ら

れ
る

の
で
は
な

い
だ

ろ

う

か
。

し
か
も

、
毛

利
氏

に
よ
れ
ば

、
東

歌
及

び
防

人
歌

は
、
そ

れ

以
外

の
も

の
に
比

べ
て
母
音

の
脱

落
が

現
れ
や

す

い
傾

向
が

あ

る
と

い
う
。

例
え
ば

オ

モ

ハ

ユ

(オ

モ
ホ

ユ
)

に
対

応
す

る
能
動

の
形

オ

モ

フ

の
場
合

、

〈
四
音
節

(
語
)

+

オ

モ

フ
〉

と

い
う

環
境

で
母

音

オ

が
脱

落
を
起

こ
す

の
は
、

東
歌

・
防

人
歌

以
外

で
は
、

イ

ハ
フ
ト

モ

ヒ
テ

(巻

十

九

・
四

二

六
三

)
・
ア

ハ
ム
ト

モ

ヘ
ヤ

(巻

】

∴

二

一
)
な

ど
助

詞
ト

に
続
く

場
合

に
限
ら

れ
る
が

、
東
歌

及

び
防

人
歌

に
お

い

て
は
、

コ

コ
ロ

ハ
モ

ヘ
ド

(巻

十

四

・
三

三
六

七
)
・
ア

レ

ヲ
シ

モ

ハ
バ

(巻

二
十

・
四
四

二
六
)

の
よ
う

に
、

ハ
オ

モ
フ

・
シ

オ

モ
フ

の
場
合

な
ど

に
も
幅

広
く

脱
落

が
見
ら

れ
る

と

い
う

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

東
歌

及
び
防

人
歌

は
、

母
音

の
脱
落

を
起

こ

し
や

す

い
た
め

に
、
あ

る

い
は
そ

の
脱
落

が
表

記
面

に
反
映
さ

れ
や

す

い
た

め

に
、

通
常

母

音

の
脱

落
例

が
見

ら
れ
な

い
シ
オ

モ

ハ
ユ

(オ

モ
ホ

ユ
)

の
形

に
お

い
て
も
、

防

人
歌
群

に
属
す

る
当
該

歌

で
は
脱

落
例

と
な

っ
て
い
る
、
と

考
え

ら

れ
る

の
で
あ

る
。

シ
ア

レ
バ

の
唯

↓
の

脱

落
例

で
あ

っ
た

(
34
)

も

下
総
国
防

人
歌

群

に
属

し
て
お

り
、
同

様

に
考

え

る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

そ

し

て
以
上

の
説

明

は
、
本
稿

}
・

一
節

末

で
述

べ
た
オ

モ
ホ

ユ

の
頭
音

オ

の
脱
落

に

つ
い

て
も

説
明

す
る

も

の
と

な

っ
て

い
る

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

オ

モ
ホ

ユ
の
頭
音

オ
が
脱
落

す

る

こ
と
は
、

確
か

に
萬
葉

集

に
お

い
て

一
般

的
な

現
象

で
は
な

い
が

、
当
該

歌
が

防

人

歌

で
あ

っ
て
、
そ

れ
以

外

の
も

の
に
比

べ
て
母
音

の
脱
落

が
現

れ
や

す

い
傾

向
が

あ
る

た
め

に
、
音
声

的

・
臨
時

的

に
脱
落

し

て
い
る
、

あ
る

い
は

そ

の
音
声

的
な

脱
落

が
表

記
に

ま

で
反
映

し
て

い
る
、
と

考

え
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

た
だ

、
防

人
歌
群

と

一
口
に
言

っ
て
も
、

国
ご

と
に
相

当
大

き
な

異

な

り
が
あ

る

こ
と
は

注
意

し
な
く

て
は
な

ら
ず

、
特

に
当
該

歌
を

含

む
上

総
国
防

人
歌

群

に
お

い
て

は
、
東
歌

・
防

人
歌

に
特
有

と
思

わ
れ

る
母
音
脱

落

の
例

が
見
ら

れ
な

い
。
上

総
国

防
人
歌

群

は
、
防

人
歌
群

の
中

で
も
、

イ

列

・
工
列

の
甲

乙

の
混

乱
が
見

ら
れ

る
他

は

誰
音
的

な
表

記
が

見
ら

れ
な

い
群

で
あ
り

、
何

ら
か

の
規
範

(正
書

法
)

に
則

っ
て
表

記
さ

れ

て
い
る
ら

し

い
。
従

っ
て
、

こ
こ
に
限

っ

て

は
防

人
歌

だ

か
ら
母
音

の
脱

落
を

起

こ
し
や

す

い
と

は
言

え
な

い

か
も

し
れ
な

い
。

こ

の
点
に

つ
い
て
は
さ

ら
に
考

慮
す

る

必
要
が

あ

ろ
う
が

、

少
な
く

と
も

母
音
脱

落

の
法
則

か
ら

言
え
ば

、
中

央
語

に
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も
同
様

の
例

が
見
ら

れ

る
可
能

性
が
あ

る

、

つ
ま
り
、

現
在

こ
れ
ら

の
例
が

中
央

の
歌

に
見
ら

れ
な

い
の
は
、

偶
然

に
過
ぎ

な

い
可
能
性

も
あ

る

の
だ

と

い
う

こ
と

は
、

付
言

し

て
お
き

た

い
。

四

以
上

、
本
稿

で
は
萬

葉
集

巻

二
十

・
四

三
五
七

番
歌

の
結
句

に

つ

い

て
、

従
来
考

え
ら

れ

て
き
た
ご

と
く

ナ

キ

シ
ソ
オ

モ

ハ
ユ

(
ル
)

で
は
な

く
、

ナ
キ

シ

シ
オ

モ

ハ
ユ
と
考

え

た
方
が

本
来

の
姿

に
近
づ

く

で
あ

ろ
う
事

を
、

主
と

し

て
文
法

面
か

ら
論

じ
、
そ

う
考
え

て
音

韻

面
に

も
矛
盾

を
き

た
さ
な

い
こ
と
を

確

認
し

て
き
た
。

な
お

、
右

の
よ
う

に
考

え

る
と
、

ソ
に

よ
る
係

り
結

び
に

お

い
て

は
、
東

歌

・
防

人
歌

で
あ

る
か

否
か

に
関

わ
ら
ず

、
結

び
が
用

言
終

止

形
と
な

る
よ

う
な
破

格

の
例

は
存
在

し
な

く
な

る
。

一
つ
の
訓

み

を
考

え

る
過
程

の
中

で
、
上

代

に
お
け

る
係

り
結

び
が
、

後

の
時

代

に
お
け

る
よ

り
も
、

係
り

と
結

び

の
外

形
的

呼
応

と

い
う

点

に
お

い

て
強

い
拘

束
力

を
持

つ
、

と

い
う

文
法

的
な

問
題

に
及

ぶ

こ
と

が

で

き

た
な
ら

、
本

稿

の
目
的

は
達

せ
ら

れ
た

と
言
え

よ
う
。

〔補

論
〕

と

こ
ろ

で
本
稿

の
中

で
問
題

の
歌

の
類
歌

と
考

え

た
巻

十

一

・
二
五

一
八

に

つ
い
て
、
木

下

正
俊

氏

(
↓
九
五

八
)
が

既

に

触
れ
ら

れ

て

い
る

こ
と

で
は
あ

る
が

、
結

句

の
改

訓

の
可
能

性
が

考
え

ら
れ
な

い
だ

ろ
う

か
。

(
2
)

吾
妹

子
が
吾

を
送

る

と
白
細

の
挟
漬

つ
ま

で
に
突

四

所
念

(な
き

し

お
も

ほ
ゆ
)

(巻

十

一

・
二
五

一
八
)

既

に
述

べ
た
よ

う

に
、

短
歌

結
句

に

お

い
て
句
中

に
単
独

母
音

が
存
在

す

る
場
合

、
字
余

り
句

に
な

る

も

の
の
方
が

圧
倒
的

に
多

い

(毛

利
正

守

氏

(
一
九

七

九
)

の
調
査

に
よ

る

)
。

ま
た

オ

モ

ホ

ユ
が
短
歌
結

句

に
現

れ
る
場

合

も
、

ほ
ぼ

例

外
な

く
字
余

り
句

と
な

る

こ
と

も
、

既

に
述

べ
た
。

(
2
)

の
結

句

は
単
独

母

音

を

含

む

に
も

か
か
わ

ら
ず

七
音

で
訓

ま
れ

て

い
る
が
、

こ
れ

は
む

し

ろ
例

外
的
な

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
巻

十

}
に
限

り
、

し
か
も

人
麻

呂
歌

集

の
例

を
除

い
て
も
、
過

去

(回
想
)

の
助

動

詞
キ

の
連
体

形

シ
が
補
読

さ

れ

る

こ
と
は
少

な
く

な

い
例

が
あ

る
。

(
37
)

大
原

(お

ほ
は
ら

の
)

古
郷

(
ふ
り

に
し
さ

と
に
)

妹

を
置

き

て
吾

い
ね
か
ね

つ
夢

に

見
え

つ
つ

(巻

十

一

・
二

五
八
七

)

(
38
)

夕
さ

れ
ば
君

来
ま

さ

む
と
待

夜
之

(ま

ち

し
よ

の
)

名

残

り
そ
今

も
寝

ね
か

て
に
す

る

(巻

十

―
・
二
五

八
八
)

(
37
)

は
、
巻

二

・
一
〇

三
に

「大

原
乃
古

ホ
之
郷

ホ
」

と
あ

り
、

オ
ホ

ハ
ラ

ノ

ブ
リ

ニ
シ
サ

ト

ニ
と

訓
読
す

る

こ
と
は
殆

ど
疑

問
が
な

い
。

ま
た

(
38
)

は
、

巻

十
二

・
二
九

四
五

に

「
玉
梓

の

君
が
使

ひ
を

待
之
夜

乃

(ま
ち

し

よ

の
)

名
残

り
そ
今

も
寝

ね

ぬ
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夜

の
多

き
」
と

い
う
類

歌
が

あ

っ
て
、
三

句

目
を

マ
チ

シ

ヨ
ノ
と

訓

む

こ
と
、

こ
れ
も
殆

ど
疑

わ
れ
な

い
。

ま

た
、

言
う

ま

で
も

な

い

こ
と

で
あ

る

が
、

「四

」

は

シ

の
音

に

あ

て
ら

れ

る
仮

名
と

し

て
用

い
ら

れ
る

こ
と
が

あ

り
、
助

詞

シ

を

表
す
例

も
多

く
存
在

す
る
。

巻
十

一
の
中

で
も
、

(
39
)
真

十
鏡
直

二
四
妹

乎

(
た
だ

に
し

い
も
を
)

相

見
ず

は
我

が
恋

止
ま

じ
年
は
経

ぬ
と

も

(巻

十

―
・
二
六
三

二
)

と

い
う
例

を
見

つ
け

る

こ
と
が

で
き

る
。

以
上

か

ら
、

「突

」
字

を
、

助

動
詞

キ

の
連
体

形

シ
を
補

読

し

て
ナ

キ

シ
と
訓

み
、

「四

」
字

を
助

詞

シ
に

訓

み
な

し

て
、
結

句

を

ナ
キ

シ

シ
オ

モ
ホ

ユ
と
訓

む

こ
と

を
提
案

し
た

い
。

こ
れ

に
伴

っ
て
考
え
ら

れ
な

く

て
は
な
ら

な

い
文
法
的

問
題

に

つ
い

て
は

、

本
論

中
に

既
に
述

べ
た
。
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〇
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ゆ
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