
- 1 -

萬
葉
集
巻
四
、
五
七
一
「
行
毛
不
去
毛
」
の
訓
詁

蔦

清

行

一

は
じ
め
に

萬
葉
集
巻
四
、
五
七
一
番
歌
の
第
四
句
「
行
毛
不
去
毛
」
の
訓
読
に
つ

い
て
考
え
、
そ
れ
を
通
じ
て
一
首
全
体
の
解
釈
を
検
討
す
る
。

（

）
月
夜
良
し

川
の
音
清
し

い
ざ
こ
こ
に

行
毛
不
去
毛

1
遊
び
て
行
か
む

こ
の
歌
は
、
「
大
宰
帥
大
伴
卿
被
任
大
納
言
臨
入
京
之
時
、
府
官
人
等

餞
卿
筑
前
國
蘆
城
驛
家
歌
四
首
」
と
い
う
題
詞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
四
首

の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。
題
詞
の
大
意
は
「
大
宰
帥
で
あ
る
大
伴
旅
人
が
、

大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
九
州
の
大
宰
府
か
ら
京
に
帰
ろ
う
と
す
る
時
に
、

大
宰
府
の
役
人
た
ち
が
、
筑
前
國
の
蘆
城
と
い
う
駅
家
で
餞
別
と
し
て
作

っ
た
歌
四
首
」
と
い
う
も
の
。
問
題
の
第
四
句
は
、
萬
葉
集
の
最
新
の
注

釈
書
の
一
つ
、
岩
波
文
庫
『
萬
葉
集
（
一
）
』
で
は
「
ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ
モ
」

と
訓
読
さ
れ
、
「
い
い
月
だ
。
川
の
音
も
清
ら
か
だ
。
さ
あ
こ
こ
で
都
へ

行
く
人
も
留
ま
る
人
も
楽
し
く
遊
ん
で
帰
ろ
う
」
と
い
う
口
語
訳
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
訓
読
と
解
釈
は
近
年
の
殆
ど
の
注
釈
書
で
も

同
様
で
あ
り
、
通
説
と
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
当
該
部
分
は
、
古
写
本
・
版
本
で
は
、
一
致
し
て
「
ユ
ク
モ
ト
マ

ル
モ
」
と
い
う
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ

モ
と
い
う
訓
は
、
契
沖
が
『
萬
葉
代
匠
記
』
（
精
選
本
）
に
お
い
て
「
不

去
毛
ハ
、
今
按
、
字
ニ
任
セ
テ
ユ
カ
ヌ
モ
ト
読
ヘ
キ
ニ
ヤ
」
と
主
張
し
、

以
後
多
く
の
注
釈
書
が
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
契
沖
よ
り
続
く
こ
の
訓
は
、
萬
葉
集
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
の
言

語
と
表
現
か
ら
考
え
る
と
、
適
切
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ど
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
ど
の
よ
う
に
改
め
れ
ば

よ
り
も
と
の
形
に
近
い
訓
に
な
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら

を
通
じ
、
こ
の
時
代
の
言
語
の
性
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二

ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ
モ
の
問
題

二
・
一

文
法
的
問
題

「
行
毛
不
去
毛
」
に
対
し
て
契
沖
の
提
示
し
た
ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ
モ
と
い

う
訓
は
、
文
法
的
に
は
〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋
モ
〕

A

A

と
分
析
さ
れ
る
。
こ
の
形
式
は
、
『
小
倉
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
て
い

る
次
の
有
名
な
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
以
降
に
は
比
較
的
多
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く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（

）
こ
れ
や
こ
の

ゆ
く
も
か
へ
る
も

わ
か
れ
つ
つ

知
る
も

2
知
ら
ぬ
も

逢
坂
の
関
（
『
後
撰
集
』
雑
一
、
一
〇
八
九
、
蝉
丸
「
相

坂
の
関
に
庵
室
を
つ
く
り
て
す
み
侍
り
け
る
に
、
ゆ
き
か
ふ
人
を
見

て
」
）

し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
平
安
時
代
以
降
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
。
萬

葉
集
に
は
こ
の
種
の
例
は
一
切
現
れ
ず
、
そ
れ
ば
か
り
か
〔
動
詞
（
助
動

詞
）
連
体
形
＋
モ
〕
と
い
う
形
式
自
体
殆
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
萬

葉
集
に
は
文
中
で
用
い
ら
れ
る
係
助
詞
の
モ
が
一
四
五
一
例
存
在
す
る

（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集

四
』
（
高
木
市
之
助
、
五
味
智
英
、

大
野
晋
校
註
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
）
四
一
七
五
番
歌
頭
注
所
引
赤
間

淳
子
氏
の
調
査
に
よ
る
）
が
、
そ
の
中
で
〔
動
詞
（
助
動
詞
）
連
体
形
＋

モ
〕
と
い
う
構
成
を
持
つ
も
の
は
、
当
該
歌
を
除
け
ば
、
わ
ず
か
八
例
に

過
ぎ
な
い
。
次
に
そ
の
全
例
を
挙
げ
る
（
以
下
、
巻
数
と
歌
番
号
（
旧
編

国
歌
大
観
番
号
）
の
み
を
掲
げ
る
用
例
は
、
全
て
萬
葉
集
か
ら
の
も
の
で

あ
る
）。

（

）
…
ま
つ
ろ
は
ず

立
ち
向
か
ひ
し
も
（
立
向
之
毛
）

露
霜

3
の

消
な
ば
消
ぬ
べ
く

行
く
鳥
の

あ
ら
そ
ふ
は
し
に
…
（
巻
二
、

一
九
九
）

（

）
…
石
花
海
と

名
付
け
て
あ
る
も
（
名
付
而
有
毛
）

そ
の

せ

の

う
み

4
山
の

つ
つ
め
る
海
そ

富
士
川
と

人
の
渡
る
も
（
人
乃
渡
毛
）

そ
の
山
の

水
の
た
ぎ
ち
そ
…
（
巻
三
、
三
一
九
）

（

）
来
む
と
言
ふ
も
（
将
レ

来
云
毛
）

来
ぬ
時
あ
る
を

来
じ

5

と
言
ふ
を

来
む
と
は
待
た
じ

来
じ
と
言
ふ
も
の
を
（
巻
四
、
五

二
七
）

（

）
吾
が
恋
は

千
引
き
の
岩
を

七
ば
か
り

首
に
か
け
む
も

6
（
頸
二
将
レ

繋
母
）

神
の
ま
に
ま
に
（
巻
四
、
七
四
三
）

（

）
吾
が
心

焼
く
も
吾
な
り
（
焼
毛
吾
有
）

は
し
き
や
し

7
君
に
恋
ふ
る
も
（
君
尓
戀
毛
）

吾
が
心
か
ら
（
巻
十
三
、
三
二
七

一
）

（

）
こ
の
雪
の

消
残
る
と
き
に

い
ざ
行
か
な

山
橘
の

実

8
の
照
る
も
見
む
（
實
光
毛
将
レ

見
）
（
巻
十
九
、
四
二
二
六
）

萬
葉
假
名
で
記
さ
れ
た
確
実
な
例
と
な
る
と
さ
ら
に
わ
ず
か
で
、
右
に

挙
げ
た
例
の
う
ち
（

）
の
た
だ
一
例
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、

3

右
の
諸
例
を
一
覧
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
当
該
歌
の
よ
う
な
、

〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋
モ
〕
と
い
う
形
式
に
な
っ

A

A

て
い
る
も
の
は
、
一
例
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
『
萬
葉
集
』
に
の
み
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
記
紀
歌

謡
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
上
代
の
文
献
に
も
、
〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋

A

モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋
モ
〕
の
確
実
な
例
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

A

当
該
歌
の
「
行
毛
不
去
毛
」
を
ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ
モ
と
訓
む
上
で
、
決
定
的

な
障
碍
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
先
に
平
安
時
代
以
降
に
は
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
た
点
に
つ
い

て
も
、
重
大
な
注
意
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
安
時
代

終
わ
り
ご
ろ
ま
で
は
、
こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
が
ご
く
一
部
の
語
に

限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
知
る
も
知
ら
ぬ

も
」
と
い
う
、
動
詞
「
知
る
」
を
用
い
た
も
の
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
例
え
ば
先
に
挙
げ
た
（

）
に
お
い
て
も
、
「
知
る
も
知
ら
ぬ
も
逢

2
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坂
の
関
」
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
電
子
版

の
『
新
編
国
歌
大
観
』
を
用
い
て
、
平
安
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
（
一
一
〇

〇
年
を
一
応
の
下
限
と
し
た
）
ま
で
の
こ
の
形
式
の
例
を
調
べ
る
と
、「
知

る
も
知
ら
ぬ
も
」
が
十
七
例
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
知
る
」
以
外

の
動
詞
を
用
い
る
も
の
は
次
に
例
を
挙
げ
る
二
例
に
す
ぎ
な
い
。

（
散
る
も
散
ら
ぬ
も
）

（

）
山
は
る
け

か
す
み
の
な
か
の

さ
く
ら
花

ち
る
も
ち
ら

9
ぬ
も

見
え
ぬ
け
ふ
か
な
（
『
安
法
法
師
集
』
八
一
「
ひ
ん
が
し
山

の
花
を
み
て
」
）

（
守
る
も
守
ら
ぬ
も
）

（

）
小
山
田
の

も
る
も
も
ら
ぬ
も

よ
の
人
の

す
べ
て
は
か

10
り
の

や
ど
り
な
り
け
り
（
『
和
泉
式
部
集
』
三
五
七
）

ま
た
散
文
に
お
い
て
は
、
国
歌
大
観
・
日
本
古
典
文
学
大
系
・
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
の
電
子
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
検
索
す
る
限

り
、
そ
も
そ
も
用
例
が
あ
ま
り
多
く
な
い
が
、
そ
の
数
少
な
い
例
も
（

）
11

や
（

）
、（

）
の
よ
う
な
「
知
る
も
知
ら
ぬ
も
」
の
例
が
過
半
を
占
め

13

15

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（

）
…
す
ぎ
に
し
な
つ
の
あ
せ
も
よ
に
、
し
る
せ
る
こ
と
ば
を
こ

11
な
れ
ど
、
し
る
も
し
ら
ぬ
も
み
な
ひ
と
の
、
な
を
よ
し
た
だ
と
ま
う

す
を
た
の
み
て
、
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
は
べ
る
な
る
べ
し
。（
『
三
条

左
大
臣
殿
前
栽
歌
合
』
九
十
三
番
歌
詞
書
）

（

）
…
あ
は
れ
、
世
中
は
さ
さ
が
に
の
い
や
し
き
も
た
ふ
と
き
も
、

12
は
る
の
た
の
す
く
も
す
か
ぬ
も
、
い
ひ
せ
め
て
は
、
お
な
じ
み
や
ま

の
く
も
か
す
み
と
の
ぼ
り
ぬ
る
を
や
と
い
へ
る
事
ど
も
を
、
又
あ
る

ふ
や
わ
ら
は
の
あ
ざ
な
聖
寂
と
い
ふ
人
、
…
（
『
恵
慶
法
師
集
』
二

百
六
番
歌
詞
書
）

（

）
…
よ
さ
の
う
み
の
あ
ま
の
は
し
だ
て
わ
た
り
よ
り
、
な
か
た

13
え
て
ほ
ど
へ
に
け
る
と
い
ひ
を
こ
し
、
し
る
も
し
ら
ぬ
も
、
み
み
に

も
め
に
も
、
を
か
し
き
と
き
か
せ
、
お
も
し
ろ
し
と
み
せ
て
、
こ
こ

ろ
の
う
ち
に
お
も
ひ
け
る
こ
と
の
は
に
あ
ら
は
し
、
お
も
ひ
つ
つ
へ

に
け
る
恋
を
、
う
た
の
う
ち
に
そ
な
へ
た
る
…
（
『
好
忠
集
』
四
百

八
十
四
番
歌
左
注
）

（

）
御
共
に
、
世
に
殘
る
な
く
、
君
達
の
殿
上
し
た
る
も
せ
ぬ
も
、

14
藏
人
五
位
ど
も
仕
う
ま
つ
れ
り
。
（
『
栄
花
物
語
』
巻
四
十
、
紫
野
）

（

）
こ
の
さ
と
は
、
よ
ろ
づ
の
ま
ら
う
ど
あ
つ
む
る
ほ
う
し
せ
う

15
と
の
か
た
は
ら
な
れ
ば
、
た
よ
り
に
は
し
る
も
し
ら
ぬ
も
う
ち
お
と

な
ふ
に
、
と
ほ
た
あ
ふ
み
の
ぜ
じ
の
り
し
げ
と
か
、
ゆ
あ
み
に
き
た

る
、
か
く
い
ひ
た
る
（
『
出
羽
弁
集
』
十
六
番
歌
詞
書
）

こ
れ
ら
は
電
子
化
さ
れ
た
資
料
を
中
心
と
し
た
調
査
で
あ
る
か
ら
、
ま

だ
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
未
調
査
の
資
料
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ

も
散
文
に
例
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
全
体
の
傾
向
を
大
づ
か
み
に
理
解
す
る
の
に
は
十
分
で
は
な
い
か
。

平
安
時
代
の
〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋
モ
〕
と
い
う

A

A

形
式
は
、
和
歌
に
お
い
て
も
散
文
に
お
い
て
も
、
主
に
「
知
る
」
と
い
う

動
詞
の
み
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
動
詞
に
は
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
管
見
で
は
、
こ
の
形
式
が
他
の
動
詞
に
使
用
範
囲
を
拡
張
し
て
ゆ
く

の
は
、
鎌
倉
時
代
の
初
期
、
千
五
百
番
歌
合
な
ど
に
お
い
て
で
あ
る
。
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（

）
う
の
花
の

か
は
ら
ぬ
色
を

な
ご
り
に
て

い
る
も
い
ら

16
ぬ
も

在
明
の
月
（
『
千
五
百
番
歌
合
』
夏
一
、
六
五
二
、
保
季
朝

臣
）

（

）
木
の
葉
ち
る

み
や
ま
の
お
く
の

し
ぐ
れ
こ
そ

ふ
る
も

17
ふ
ら
ぬ
も

袖
ぬ
ら
し
け
れ
（
『
千
五
百
番
歌
合
』
冬
一
、
一
六
八

五
、
寂
蓮
）

（

）
み
な
人
の

世
に
ふ
る
道
ぞ

あ
は
れ
な
る

お
も
ひ
い
る

18
る
も

お
も
ひ
い
れ
ぬ
も
（
『
千
五
百
番
歌
合
』
雑
一
、
二
七
〇
三
、

左
大
臣
）

以
上
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
文
法
的
観
点
か
ら
考
え
て
、
当
該
部

分
に
「
行
く
も
行
か
ぬ
も
」
と
い
う
訓
を
与
え
る
の
は
難
し
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
・
二

解
釈
上
の
問
題

こ
こ
で
も
う
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
当
該
歌
の
解
釈
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
で
あ
る
。

〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋
モ
〕
の
形
式
は
萬
葉
集

A

A

に
は
他
に
例
が
な
い
が
、
同
じ
形
式
の
平
安
時
代
以
降
の
例
か
ら
、
体
言

的
な
要
素
の
並
列
と
理
解
さ
れ
る
。
既
に
挙
げ
て
き
た
歌
を
例
と
し
て
、

具
体
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
知
る
も
知
ら
ぬ
も
）

（

）
こ
れ
や
こ
の

ゆ
く
も
か
へ
る
も

わ
か
れ
つ
つ

知
る
も

2
知
ら
ぬ
も

逢
坂
の
関
（
『
後
撰
集
』
雑
一
、
一
〇
八
九
、
蝉
丸
「
相

坂
の
関
に
庵
室
を
つ
く
り
て
す
み
侍
り
け
る
に
、
ゆ
き
か
ふ
人
を
見

て
」
）

（
散
る
も
散
ら
ぬ
も
）

（

）
山
は
る
け

か
す
み
の
な
か
の

さ
く
ら
花

散
る
も
散
ら

9
ぬ
も

見
え
ぬ
け
ふ
か
な
（
『
安
法
法
師
集
』
八
一
「
ひ
ん
が
し
山

の
花
を
み
て
」）

（
守
る
も
守
ら
ぬ
も
）

（

）
小
山
田
の

も
る
も
も
ら
ぬ
も

よ
の
人
の

す
べ
て
は
か

10
り
の

や
ど
り
な
り
け
り
（
『
和
泉
式
部
集
』
三
五
七
）

（

）
は
「
こ
れ
が
、
ま
さ
し
く
、
行
く
人
も
帰
る
人
も
こ
こ
で
何
度

2

も
別
れ
、
知
っ
て
い
る
人
も
知
ら
な
い
人
も
こ
こ
で
何
度
も
逢
う
と
い
う

逢
坂
の
関
な
の
だ
な
あ
」
、
（

）
は
「
山
は
は
る
か
で
、
霞
の
中
の
桜
の

9

花
は
、
散
っ
て
い
る
の
も
散
っ
て
い
な
い
の
も
見
え
な
い
今
日
で
あ
る
こ

と
よ
」
、
（

）
「
小
山
田
を
守
る
の
で
は
な
い
が
、
守
る
人
も
守
ら
な
い

10

人
も
、
世
の
人
の
全
て
は
こ
の
世
を
假
の
宿
り
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
い
っ
た
大
意
で
あ
り
、
〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋

A

A

モ
〕
の
部
分
は
「
～
す
る
人
も
し
な
い
人
も
、
ど
ち
ら
も
…
」
と
い
う
意

味
を
持
つ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
三
例
だ
け
で
あ
る
が
、
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集

全
評
釈
』
は
、
一
〇
九
六
番
の
歌
「
つ
く
は
ね
の
峯
の
も
み
ぢ
ば
お
ち
つ

も
り
し
る
も
し
ら
ぬ
も
な
べ
て
か
な
し
も
」
の
注
の
中
で
、
「
知
る
も
知

ら
ぬ
も
」
の
表
現
を
取
り
上
げ
、
『
国
歌
大
観
』
に
現
れ
る
「
知
る
も
知

ら
ぬ
も
」
の
用
例
を
精
査
し
て
、
「
す
べ
て
「
知
る
人
も
知
ら
ぬ
人
も
」

○

○

の
意
で
あ
っ
て
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
（

）
「
散
る
も
散
ら
ぬ

9

も
」
の
よ
う
な
例
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
、

A
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動
詞

＋
ヌ
＋
モ
〕
の
全
て
に
及
ぼ
す
こ
と
は
許
さ
れ
ま
い
。
し
か
し
そ

A

の
「
散
る
も
散
ら
ぬ
も
」
に
し
て
も
、
「
散
る
人
も
散
ら
な
い
人
も
」
で

は
な
い
も
の
の
、
「
散
る
花
も
散
ら
な
い
花
も
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

あ
っ
て
、
こ
の
形
式
が
、
「
～
す
る
何
か
も
、
～
し
な
い
何
か
も
」
と
い

う
、
体
言
的
な
要
素
を
並
列
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
を
当
該
歌
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
る
と
、
「
行
毛

不
去
毛
」
を
「
行
く
も
行
か
ぬ
も
」
と
訓
ん
だ
場
合
、
そ
れ
は
、
「
行
く

人
も
行
か
な
い
人
も
」
と
い
う
意
味
を
表
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
書
で
示
さ
れ
て
き
た
解
釈
に
も
合
致
す
る
も
の

で
あ
り
、
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
の
第
三
句

に
用
い
ら
れ
て
い
る
イ
ザ
（
第
三
句
は
「
率
此
間
」
と
い
う
表
記
で
あ
る

が
、
「
率
」
を
イ
ザ
と
訓
ず
る
例
は
萬
葉
集
中
に
こ
の
例
の
ほ
か
五
例
が

認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
根
拠
に
こ
の
例
も
イ
ザ
と
訓
ず
る
も
の
と
認

め
る
）
の
用
法
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
行
く
人
も
行
か
な
い
人
も
」

と
い
う
解
釈
は
異
例
で
あ
る
こ
と
を
、
付
言
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の

は
、
イ
ザ
の
後
に
そ
の
よ
う
な
動
作
主
体
を
表
す
語
が
現
れ
る
例
は
、
萬

葉
集
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。イ
ザ
の
用
例
は
萬
葉
集
に
二
十
五
例
、

う
ち
動
作
主
体
を
明
示
す
る
も
の
は
二
例
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
い
ず
れ
も

イ
ザ
よ
り
も
前
に
ハ
で
示
さ
れ
て
い
る
。

（

）
玉
守
に

玉
は
授
け
て

か
つ
が
つ
も

枕
と
吾
は

い
ざ

19
二
人
寝
む
（
枕
与
吾
者

率
二
将
レ

宿
）
（
巻
四
、
六
五
二
）

（

）
天
の
川

波
は
立
つ
と
も

吾
が
舟
は

い
ざ
漕
ぎ
出
で
む

20
（
吾
舟
者

率
滂
出
）

夜
の
更
け
ぬ
間
に
（
巻
十
、
二
〇
五
九
）

こ
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
「
い
ざ
子
ど
も
」
の
例
が
六
例
存
在
す
る
。

た
だ
し
こ
れ
は
、
動
作
の
主
体
で
は
な
く
、
呼
び
か
け
を
表
す
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
呼
び
か
け
の
対
象
と
な
る
の
は
、
萬
葉

集
で
は
「
子
ど
も
」
に
限
ら
れ
る
。

（

）
い
ざ
子
ど
も
（
去
来
子
等
）

早
く
大
和
へ

大
伴
の

御

21
津
の
濱
松

待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
（
巻
一
、
六
三
）

（

）
い
ざ
子
ど
も
（
伊
射
子
等
毛
）

た
は
わ
ざ
な
せ
そ

天
地

22
の

か
た
め
し
国
そ

大
和
島
根
は
（
巻
二
十
、
四
四
八
七
）

こ
の
よ
う
な
イ
ザ
と
動
作
主
体
と
の
関
係
は
、
記
紀
歌
謡
ま
で
範
囲
を

広
げ
て
も
同
様
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
例
の
「
吾
君
」
あ
る
い
は
「
子
ど

あ

ぎ

も
」
は
、
い
ず
れ
も
呼
び
か
け
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（

）
い
ざ
吾
君
（
伊
裝
阿
藝
）

五
十
狹
茅
宿
禰

た
ま
き
は
る

あ

ぎ

い

さ

ち

す
く

ね

23内
の
朝
臣
が

頭
椎
の

痛
手
負
は
ず
は

鳰
鳥
の

潛
き
せ
な

く
ぶ
つ
ち

（
日
本
書
紀
歌
謡
、
二
九
）
（
古
事
記
歌
謡
三
八
に
異
伝
が
あ
る
）

（

）
い
ざ
吾
君
（
伊
裝
阿
藝
）

野
に
蒜
摘
み
に

蒜
摘
み
に

あ

ぎ

24
我
が
行
く
道
に

香
ぐ
は
し

花
橘

下
枝
ら
は

人
皆
取
り

上

枝
は

鳥
居
枯
ら
し

三
栗
の

中
つ
枝
の

含
隱
り

赤
れ
る
孃

子

い
ざ
さ
か
ば
良
な
（
日
本
書
紀
歌
謡
、
三
五
）
（
古
事
記
歌
謡

四
三
に
異
伝
が
あ
り
、
該
当
部
は
「
い
ざ
子
ど
も
（
伊
邪
古
杼
母
）
」

と
い
う
本
文
に
な
っ
て
い
る
）

一
方
次
の
例
の
場
合
は
、
「
鬪
ふ
」
の
主
体
と
な
る
「
吾
は
」
が
明
示

あ

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
倒
置
さ
れ
た
位
置
に
あ
り
、
今
問
題
に
し

て
い
る
「
イ
ザ
こ
こ
に
ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ
モ
遊
び
て
行
か
む
」
と
単
純
な
比
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較
は
で
き
な
い
。

（

）
彼
方
の

あ
ら
ら
松
原

松
原
に

渡
り
行
き
て

槻
弓
に

25ま
り
矢
を
副
へ

貴
人
は

貴
人
ど
ち
や

親
友
は
も

親
友
ど

ち

い
ざ
鬪
は
な
我
は
（
伊
裝
阿
波
那
和
例
波
）

た
ま
き
は
る

あ

内
の
朝
臣
が

腹
内
は

小
石
あ
れ
や

い
ざ
鬪
は
な
我
は
（
伊
裝

あ

阿
波
那
和
例
波
）
（
日
本
書
紀
、
二
八
）

し
か
し
少
な
く
と
も
、
当
該
歌
の
よ
う
な
〔
イ
ザ
＋
動
作
主
体
＋
動
詞
〕

と
い
う
語
順
を
持
つ
よ
う
な
例
が
、
上
代
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
注
目
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
行
毛
不
去
毛
」
を
「
行
く
も
行
か
ぬ
も
」
と
訓
み
、「
さ
あ

こ
こ
で
都
へ
行
く
人
も
留
ま
る
人
も
楽
し
く
遊
ん
で
帰
ろ
う
」
と
解
釈
す

る
と
、
以
上
の
イ
ザ
に
関
す
る
語
順
の
実
例
か
ら
見
て
異
例
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
イ
ザ
自
体
の
例
が
少
な

い
こ
と
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ザ
は
「
二
人
称
に
対
し

て
自
己
と
共
な
る
行
動
を
誂
え
望
む
」
あ
る
い
は
「
相
手
に
与
同
を
う
な

が
す
」（
い
ず
れ
も
内
田
賢
德
「
イ
ザ
ワ
攷
」
）
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
持

つ
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
如
上
の
解
釈
は
少
な
く
と
も
意
味
の
上

で
大
き
な
破
綻
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
実
例

を
重
視
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
萬
葉
集
に
他
に
例
を
見
な
い

〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋
モ
〕
を
用
い
て
い
る
こ
と

A

A

か
ら
も
、
や
は
り
別
の
訓
・
別
の
解
釈
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思

う
。

三

ユ
ク
モ
ト
マ
ル
モ
の
問
題

「
行
毛
不
去
毛
」
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
訓
と
し
て
考
え
得
る
可
能
性

の
一
つ
は
、
古
写
本
・
版
本
の
通
り
に
、
ユ
ク
モ
ト
マ
ル
モ
と
訓
む
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
可
能
性
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ

て
お
き
た
い
。
二
・
一
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
〔
動
詞
（
助
動
詞
）
連
体

形
＋
モ
〕
と
い
う
形
式
が
そ
も
そ
も
萬
葉
集
に
殆
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
に

加
え
、
「
不
去
」
を
ト
マ
ル
と
い
う
語
の
表
記
に
使
う
こ
と
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。

萬
葉
集
総
索
引
漢
字
篇
に
よ
れ
ば
、
「
去
」
は
、
正
訓
字
と
し
て
は
、

動
詞
イ
ヌ
・
サ
ル
・
ユ
ク
お
よ
び
助
動
詞
ヌ
の
表
記
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
正
訓
字
を
ど
の
よ
う
に
訓
む
か
と
い
う
こ
と
は
、
究
極

的
に
は
決
定
不
可
能
な
問
題
で
あ
る
。
た
だ
「
去
」
に
限
っ
て
見
れ
ば
、

「
去
」
を
用
い
る
歌
の
中
に
、
同
一
歌
の
異
伝
や
類
歌
、
ま
た
類
似
す
る

語
句
を
含
ん
だ
、
假
名
書
き
の
歌
が
存
在
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
ら
と
の
比
較
を
根
拠
に
、
動
詞
イ
ヌ
・
サ
ル
・
ユ
ク
お
よ
び
助
動
詞
ヌ

を
、
「
去
」
文
字
の
正
訓
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
際
に

比
較
し
て
考
察
で
き
る
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

イ
ヌ

（

）
相
見
て
は

千
歳
や
い
ぬ
る
（
千
歳
八
去
流
）

否
を
か
も

26吾
や
し
か
思
ふ

君
待
ち
が
て
に
（
巻
十
一
、
二
五
三
九
）

（

）
相
見
て
は

千
歳
や
い
ぬ
る
（
千
等
世
夜
伊
奴
流
）

否
を

27
か
も

吾
や
し
か
思
ふ

君
待
ち
が
て
に
（
巻
十
四
、
三
四
七
〇
）

サ
ル

（

）
春
さ
れ
ば
（
春
去
者
）

花
咲
き
を
を
り

秋
づ
け
ば

丹

28
の
ほ
に
も
み
つ
…
（
巻
十
三
、
三
二
六
六
）
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（

）
山
城
の

恭
仁
の
都
は

春
さ
れ
ば
（
春
佐
礼
播
）

花
咲

29
き
を
を
り

秋
さ
れ
ば

紅
葉
に
ほ
ひ
…
（
巻
十
七
、
三
九
〇
七
）

ヌ

（

）
青
柳

梅
と
の
花
を

折
り
か
ざ
し

飲
み
て
の
後
は

散

30
り
ぬ
と
も
よ
し
（
知
利
奴
得
母
與
斯
）
（
巻
五
、
八
二
一
）

（

）
酒
坏
に

梅
の
花
浮
か
べ

思
ふ
ど
ち

飲
み
て
の
後
は

31
散
り
ぬ
と
も
よ
し
（
落
去
登
母
与
之
）
（
巻
八
、
一
六
五
六
）

ユ
ク

（

）
白
妙
の

藤
江
の
浦
に

い
ざ
り
す
る

海
人
と
か
見
ら
む

32旅
行
く
吾
を
（
旅
去
吾
乎
）（
巻
三
、
二
五
二
イ
）

（

）
白
妙
の

藤
江
の
浦
に

い
ざ
り
す
る

海
人
と
や
見
ら
む

33旅
行
く
吾
を
（
多
妣
由
久
和
礼
乎
）
（
巻
十
五
、
三
六
〇
七
）

（

）
草
枕

旅
行
く
君
を
（
客
去
君
乎
）

人
目
多
み

袖
振
ら

34
ず
し
て

あ
ま
た
悔
し
も
（
巻
十
二
、
三
一
八
四
）

（

）
草
枕

旅
行
く
君
を
（
多
妣
由
久
吉
美
乎
）

幸
く
あ
れ
と

35い
は
ひ
へ
す
ゑ
つ

吾
が
床
の
辺
に
（
巻
十
七
、
三
九
二
七
）

簡
単
に
説
明
を
加
え
て
お
く
と
、
（

）
と
（

）
は
、
全
体
が
同
一

26

27

歌
の
異
伝
で
あ
り
、
（

）
の
假
名
書
き
か
ら
（

）
の
「
去
流
」
を
イ

27

26

ヌ
ル
と
訓
む
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
（

）
と
（

）
は
「
春
さ
れ
ば
花

28

29

咲
き
を
を
り
」
の
部
分
、
（

）
と
（

）
は
「
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ

30

31

と
も
よ
し
」
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て

「
春
去
者
」
「
落
去
」
の
訓
み
を
確
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ユ
ク
に
つ

い
て
は
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
語
で
あ
る
か
ら
慎
重
を
期
し
て
二
例

挙
げ
た
が
、
（

）
と
（

）
は
ほ
ぼ
同
一
歌
の
異
伝
で
あ
り
、
（

）
の

32

33

32

「
旅
去
」
の
訓
は
（

）
の
「
多
妣
由
久
和
礼
乎
」
か
ら
決
定
す
る
こ
と

33

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
（

）
と
（

）
は
や
や
一
致
部
分
が
少

34

35

な
い
が
、
「
草
枕
旅
行
く
君
を
」
の
部
分
が
同
一
で
あ
る
と
見
て
、
そ
こ

か
ら
「
客
去
」
は
タ
ビ
ユ
ク
と
訓
む
も
の
と
考
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

「
去
」
と
い
う
文
字
は
、
イ
ヌ
・
サ
ル
・
ヌ
と
い
っ
た
語
に
加
え
、
ユ
ク

と
い
う
語
の
正
訓
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
訓
ず
る
確
実
な
例
が
あ
る
こ
と
は
、
疑
わ
れ
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
「
不
去
」
を
ト
マ
ル
と
訓
ず
る
、
あ
る
い
は
そ
の
蓋
然
性
の
高

い
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
萬
葉
集
に
は
「
不
去
」
と
い
う
表
記
が
十
二

例
あ
っ
て
、
全
て
の
諸
本
・
注
釈
書
等
を
確
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

お
お
む
ね
九
例
は
サ
ラ
ズ
、
三
例
が
ユ
カ
ズ
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

ト
マ
ル
と
い
う
語
は
、
集
中
に
数
例
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
対
に
な
る

語
は
次
の
例
の
よ
う
な
イ
ヌ
が
多
い
よ
う
で
あ
り
、
ユ
ク
と
対
に
な
る
例

は
見
つ
か
ら
な
い
。
こ
の
例
は
、
「
印
南
の
川
」
の
「
い
な
」
と
い
う
音

が
序
に
な
っ
て
、
イ
ナ
バ
が
導
か
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（

）
明
日
よ
り
は

印
南
の
川
の

出
で
て
い
な
ば
（
出
去
者
）

い

な
む

36と
ま
れ
る
吾
は
（
留
吾
者
）

恋
ひ
つ
つ
や
あ
ら
む
（
巻
十
二
、

三
一
九
八
）

こ
の
よ
う
に
「
去
」
と
い
う
文
字
、
あ
る
い
は
「
行
毛
不
去
毛
」
全
体

か
ら
見
た
「
不
去
」
と
い
う
表
記
に
対
し
て
、
ト
マ
ル
と
い
う
訓
は
、
相

当
考
え
に
く
い
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
も
、
も
し
も
ユ
ク
モ
ト
マ
ル
モ
と
い
う
訓
が
、
萬
葉
集
に
お
い

て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
行
毛

不
去
毛
」
の
よ
う
な
簡
略
な
表
記
で
そ
の
よ
う
に
読
ま
せ
る
こ
と
も
あ
り
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え
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
萬
葉
集
に
は
実
際
に
、
非
常
に
簡
略
な
表
記
で

表
さ
れ
た
次
の
（

）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
、
た
と
え

37

ば
四
句
め
の
「
立
座
」
を
「
た
ち
て
も
ゐ
て
も
」
と
訓
む
こ
と
は
、
そ
の

次
に
挙
げ
た
（

）
や
（

）
の
よ
う
な
歌
の
「
た
ち
て
も
ゐ
て
も
」
か

38

39

ら
「
君
を
し
そ
思
ふ
」
に
続
く
例
か
ら
の
類
推
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
簡
略
な
表
記
は
、
比
較
的
固
定
し

た
類
型
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
と
き
に
初
め
て
、

解
読
可
能
な
表
記
と
し
て
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
。

（

）
春
楊

葛
山

發
雲

立
座

妹
念
（
は
る
や
な
ぎ

か
づ

37
ら
き
や
ま
に

た
つ
く
も
の

た
ち
て
も
ゐ
て
も

い
も
を
し
そ
お

も
ふ
）
（
巻
十
一
、
二
四
五
三
）

（

）
秋
さ
れ
ば

雁
飛
び
越
ゆ
る

龍
田
山

立
ち
て
も
居
て
も

38
（
立
而
毛
居
而
毛
）

君
を
し
そ
思
ふ
（
巻
十
、
二
二
九
四
）

（

）
遠
つ
人

狩
道
の
池
に

住
む
鳥
の

立
ち
て
も
居
て
も
（
立

39
毛
居
毛
）

君
を
し
そ
思
ふ
（
巻
十
二
、
三
〇
八
九
）

し
か
し
当
該
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
、
先
に
例
を
挙
げ
て
説
明
し
た
よ
う

に
、
萬
葉
集
に
は
〔
動
詞
（
助
動
詞
）
連
体
形
＋
モ
〕
と
い
う
形
式
自
体

殆
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。そ
う
い
う
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
形
式
は
、

他
に
読
み
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
と
も
か
く
、
原
則
的
に
は
一
文
字
一
文

字
を
誤
読
の
恐
れ
の
な
い
よ
う
に
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
簡
略
に
表
す

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
ユ
ク
モ

ト
マ
ル
モ
は
、
文
法
面
か
ら
も
表
記
の
原
則
の
面
か
ら
も
、
許
容
で
き
な

い
訓
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

四

ユ
キ
モ
ユ
カ
ズ
モ
の
可
能
性

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
従
来
当
該
部
分
に
与
え
ら
れ
て
き
た
訓

は
、
ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ
モ
に
せ
よ
ユ
ク
モ
ト
マ
ル
モ
に
せ
よ
、
文
法
面
あ
る

い
は
表
記
の
原
則
の
面
か
ら
、
萬
葉
集
の
訓
と
し
て
は
認
め
難
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
当
該
部
分
は
、
ど
の
よ
う
に
訓
ず
る
の
が
妥
当
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
こ
で
、
「
ユ
キ
モ
ユ
カ
ズ
モ
」
と
い
う
訓
を
提

案
し
た
い
。四

・
一

〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕

A

A

形
式
の
文
法
的
意
義

萬
葉
集
に
は
、
〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕
と

A

A

い
う
形
式
を
持
つ
例
が
、
数
例
存
在
し
て
い
る
。
確
例
の
も
の
は
、
α
と

し
て
挙
げ
る
次
の
三
例
で
あ
る
。

（
α
）（

）
小
山
田
の

池
の
堤
に

刺
す
柳

な
り
も
な
ら
ず
も
（
奈

40
里
毛
奈
良
受
毛
）

汝
と
二
人
は
も
（
巻
十
四
、
三
四
九
二
）

（

）
…
は
し
き
よ
し

そ
の
妻
の
子
と

朝
夕
に

笑
み
も
笑
ま

41
ず
も
（
恵
美
々
恵
末
須
毛
）

う
ち
嘆
き

語
り
け
ま
く
は
…
（
巻

十
八
、
四
一
〇
六
）

（

）
…
天
つ
神

あ
ふ
ぎ
乞
ひ
祷
み

地
つ
祇

伏
し
て
額
つ
き

42か
か
ら
ず
も
（
可
加
良
受
毛
）

か
か
り
も
（
可
賀
利
毛
）

神

の
ま
に
ま
と

立
ち
あ
さ
り

我
乞
ひ
祷
め
ど
…
（
巻
五
、
九
〇
四
）
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一
つ
ず
つ
解
説
す
る
。
（

）
「
な
り
も
な
ら
ず
も
」
は
、
「
山
田
の
池

40

の
堤
に
挿
す
柳
の
よ
う
に
、
う
ま
く
行
っ
て
も
行
か
な
く
て
も
、
あ
な
た

と
二
人
な
の
だ
よ
」
（
『
新
大
系
』
）
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
形
式

は
「
～
し
て
も
し
な
く
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
…
」
と
い
っ
た
意
味
に
理
解

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
（

）
「
笑
み
も
笑
ま
ず
も
」
は
、
「
…
愛
し
い
そ

41

の
妻
と
、
朝
も
夕
も
、
微
笑
ん
で
い
る
時
も
そ
う
で
な
い
時
も
、
た
め
息

を
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
に
は
…
」
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
文
法
的
意
味

は
（

）
と
同
様
で
あ
る
。
な
お
こ
の
「
恵
美
々
恵
末
須
毛
」
は
、
表
記

40

の
と
お
り
に
は
ヱ
ミ
ミ
ヱ
マ
ズ
モ
と
い
う
訓
み
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な

訓
み
が
許
容
で
き
な
い
こ
と
、
こ
こ
に
は
何
ら
か
の
誤
字
が
あ
り
、
本
来

は
ヱ
ミ
モ
ヱ
マ
ズ
モ
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど

は
、
拙
稿
「
「
恵
美
々
恵
末
須
毛
」
本
文
批
判
」
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
（

）
の
「
か
か
ら
ず
も
か
か
り
も
」
は
、
前
の
二
例
と
は
順
序
が

42

逆
で
、
〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
ズ
＋
モ
＋
動
詞

＋
モ
〕
と
い
う
形
式

A

A

で
あ
る
が
、「
天
つ
神
を
ふ
り
仰
い
で
祈
り
、
国
つ
神
に
伏
し
て
額
づ
き
、

治
ら
な
い
の
も
、
治
る
の
も
、
ど
ち
ら
も
神
の
御
心
の
ま
ま
だ
と
、
取
り

乱
し
て
、
祈
り
に
祈
っ
た
け
れ
ど
も
、
…
」
と
、
や
は
り
「
～
し
て
も
し

な
く
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
…
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
語
順
は
異
な

る
も
の
の
、
同
種
の
例
と
判
断
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕
は
、

A

A

「
～
し
て
も
し
な
く
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
…
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
形
式
と
意
味
と
の
対
応
に
基
づ
く
と
、
次

に
β
と
し
て
挙
げ
る
五
例
も
、
確
例
で
は
な
い
が
、〔
動
詞

（
連
用
形
）

A

＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕
で
読
ん
で
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
（
な
お
、
先

A

の
α
の
三
例
と
こ
の
β
の
五
例
と
を
合
わ
せ
る
と
、
現
在
こ
の
形
式
で
読

ま
れ
て
い
る
、
萬
葉
集
中
の
全
用
例
と
な
る
）
。

（
β
）（

）
…
天
雲
の

そ
く
へ
の
極
み

天
地
の

至
れ
る
ま
で
に

43
杖
つ
き
も

つ
か
ず
も
行
き
て
（
杖
衝
毛

不
レ

衝
毛
去
而
）

夕

占
問
ひ

石
卜
以
ち
て
…
（
巻
三
、
四
二
〇
）

（

）
杖
つ
き
も

つ
か
ず
も
吾
は
（
杖
衝
毛

不
レ

衝
毛
吾
者
）

44行
か
め
ど
も

君
が
来
ま
さ
む

道
の
知
ら
な
く
（
巻
十
三
、
三

三
一
九
）

（

）
梅
の
花

折
り
も
折
ら
ず
も
（
折
毛
不
レ

折
毛
）

見
つ
れ

45
ど
も

今
宵
の
花
に

な
ほ
如
か
ず
け
り
（
巻
八
、
一
六
五
二
）

（

）
時
ご
と
に

い
や
め
づ
ら
し
く

咲
く
花
を

折
り
も
折
ら

46
ず
も
（
折
毛
不
レ

折
毛
）

見
ら
く
し
よ
し
も
（
巻
十
九
、
四
一
六

七
）

（

）
う
つ
せ
み
は

恋
を
繁
み
と

春
ま
け
て

思
ひ
繁
け
ば

47
引
き
よ
ぢ
て

折
り
も
折
ら
ず
も
（
折
毛
不
レ

折
毛
）

見
る
ご
と

に

心
な
ぎ
む
と
…
（
巻
十
九
、
四
一
八
五
）

（

）
（

）
は
い
ず
れ
も
「
杖
突
き
も
突
か
ず
も
」
と
訓
ぜ
ら
れ
る

43

44

例
で
あ
る
が
、
（

）
は
「
…
天
雲
の
た
な
び
く
遙
か
の
果
て
、
天
と
地

43

の
接
す
る
地
の
果
て
ま
で
、
杖
を
つ
い
て
も
つ
か
な
く
て
も
何
と
し
て
で

も
行
っ
て
、
夕
占
で
占
っ
た
り
、
石
占
の
石
を
持
っ
て
み
た
り
…
」
、（

）
44

は
「
杖
を
突
い
て
も
、
突
か
な
く
て
も
、
何
と
し
て
で
も
私
は
お
迎
え
に

行
き
た
い
の
で
す
が
、
君
が
帰
っ
て
来
ら
れ
る
道
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
（

）
～
（

）
は
い
ず
れ
も
「
折
り
も
折
ら

45

47

ず
も
」
と
い
う
訓
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
（

）
「
梅
の
花
は
、
折
っ
て
見

45

た
り
、
折
ら
ず
に
見
た
り
し
た
け
れ
ど
も
、
今
夜
の
花
に
は
と
て
も
及
び
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ま
せ
ん
」
、
（

）
「
季
節
ご
と
に
ま
す
ま
す
目
に
も
新
た
に
咲
く
花
を
、

46

折
っ
て
も
折
ら
な
い
で
も
、
見
る
の
は
心
地
よ
い
も
の
だ
」
、
（

）
「
人

47

の
身
は
恋
が
多
い
の
で
、
春
に
な
っ
て
も
の
思
い
が
頻
り
な
ま
ま
に
、
枝

を
た
ぐ
り
よ
せ
て
折
っ
た
り
、
あ
る
い
は
折
ら
な
い
ま
で
も
、
と
も
あ
れ

見
る
た
び
に
恋
心
は
慰
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
、
…
」
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

よ
う
（
以
上
β
の
解
釈
は
全
て
『
新
大
系
』
に
よ
る
）。
い
ず
れ
も
、
「
～

し
て
も
し
な
く
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
…
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
α
に
見
た
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

A

＋
ズ
＋
モ
〕
と
い
う
訓
が
穏
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
逆
に
「
杖

A突
く
も
突
か
ぬ
も
」
「
折
る
も
折
ら
ぬ
も
」
の
よ
う
な
〔
動
詞

（
連
体

A

形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕
の
形
式
は
、
意
味
の
上
で
「
杖
を
突
く

A

人
も
突
か
な
い
人
も
」「
折
る
人
も
折
ら
な
い
人
も
」
の
よ
う
に
な
っ
て
、

歌
全
体
の
整
合
性
が
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
妥
当
な
訓
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
β
の
諸
例
が
、
外
形
上
〔
漢
字

＋
A

モ
＋
不
＋
漢
字

＋
モ
〕
と
い
う
構
成
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
外
形

A

を
持
つ
も
の
が
、
〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕
と

A

A

い
う
訓
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
〔
動
詞

（
連
体
形
）

A

＋
モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋
モ
〕
と
い
う
訓
（
具
体
的
に
は
「
杖
突
く
も
突
か

A

ぬ
も
」
や
「
折
る
も
折
ら
ぬ
も
」
の
よ
う
な
も
の
）
は
持
ち
に
く
い
と
い

う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
外
形
を
持
つ
も
の
に
、
読
み
方
と
意

味
が
異
な
る
二
つ
の
訓
が
あ
る
こ
と
は
、
表
記
体
系
と
し
て
合
理
的
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
こ
の
形
式
〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
＋
動
詞

A

＋
ヌ
＋
モ
〕
は
、
本
稿
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
萬
葉
集
中

Aに
確
実
な
例
は
一
例
も
存
在
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

当
該
歌
の
「
行
毛
不
去
毛
」
も
、
〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

A

A

＋
ズ
＋
モ
〕
の
形
式
、
す
な
わ
ち
ユ
キ
モ
ユ
カ
ズ
モ
と
訓
ず
る
の
が
良
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。

四
・
二

〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕

A

A

形
式
の
生
産
性

し
か
も
、
先
の
〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋
モ
〕
が
、

A

A

平
安
時
代
以
降
あ
る
時
期
ま
で
固
定
し
た
例
し
か
持
た
ぬ
も
の
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
こ
の
〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕
は
、

A

A

平
安
時
代
以
降
に
も
あ
る
程
度
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
形
式
で
あ

る
。
い
く
つ
か
、
用
い
て
い
る
動
詞
の
異
な
る
例
を
挙
げ
る
。

（

）
を
ふ
の
う
ら
に

か
た
え
さ
し
お
ほ
ひ

な
る
な
し
の

な

48
り
も
な
ら
ず
も

ね
て
か
た
ら
は
む
（
『
古
今
集
』
東
歌
、
一
〇
九

九
「
伊
勢
う
た
」
）

（

）
を
み
な
へ
し

を
り
も
を
ら
ず
も

い
に
し
へ
を

さ
ら
に

49
か
く
べ
き

こ
と
な
ら
ぬ
か
な
（
『
伊
勢
集
』
三
四
七
）

（

）
行
さ
き
は

あ
り
も
あ
ら
ず
も

時
鳥

啼
く
こ
こ
に
て
を

50き
き
て
く
ら
さ
ん
（
『
貫
之
集
』
三
八
三
「
天
慶
二
年
四
月
右
将

軍
殿
御
屏
風
の
歌
廿
首
」
「
を
と
こ
山
里
に
行
く
つ
い
で
に
、
木
の

本
に
時
鳥
を
き
く
」
）

（

）
見
も
み
ず
も

た
れ
と
し
り
て
か

こ
ひ
ら
る
る

お
ぼ
つ

51
か
な
さ
の

け
ふ
の
な
が
め
や
（
『
大
和
物
語
』
二
七
七
、
第
百
六

十
六
段
）

（

）
あ
づ
さ
ゆ
み

ゆ
づ
か
あ
ら
た
め

な
か
ひ
さ
し

ひ
か
ず

52
も
ひ
き
も

き
み
が
ま
に
ま
に
（
『
猿
丸
集
』
二
九
「
あ
ひ
し
れ
り
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け
る
女
、
ひ
さ
し
く
な
か
た
え
て
お
と
づ
れ
た
り
け
る
に
よ
み
て
や

り
け
る
」
）

（

）
み
わ
た
せ
ば

く
れ
も
く
れ
ず
も

さ
ほ
や
ま
の

も
み
ぢ

53
も
秋
の

こ
こ
ろ
な
り
け
り
（
『
道
済
集
』
二
二
〇
「
く
れ
の
あ
き
」
）

（

）
い
ま
さ
ら
に

よ
り
も
よ
ら
ず
も

し
ら
な
み
の

あ
は
あ

54
は
し
く
も

う
ら
む
な
る
か
な
（
『
左
兵
衛
佐
師
時
家
歌
合
』
三
二
、

す
け
あ
き
ら
）

（

）
は
「
お
ふ
の
浦
に
片
方
の
枝
が
伸
び
拡
が
り
一
面
に
覆
っ
て
実

48

の
成
る
あ
の
梨
じ
ゃ
な
い
が
、
成
る
も
成
ら
ぬ
も
、
寝
て
語
り
あ
っ
て
み

よ
う
よ
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
な
り
も
な
ら
ず
も
」
は
「
う
ま
く
い
っ
て

も
い
か
な
く
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
…
」
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。（

）
49

は
、
「
を
み
な
へ
し
を
り
け
む
え
だ
の
ふ
し
ご
と
に
す
ぎ
に
し
君
を
思
ひ

い
で
や
せ
し
」
と
い
う
、
昔
の
恋
を
思
い
出
す
と
い
う
歌
に
対
す
る
返
し

で
、
「
女
郎
花
を
折
っ
て
も
折
ら
な
く
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
、
昔
の
こ
と

を
今
さ
ら
心
に
か
け
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
意
味
。（

）
50

「
行
き
先
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
こ
こ
で
、
そ
の

鳴
き
声
を
聞
い
て
暮
ら
そ
う
」
。
（

）
「
見
た
に
し
て
も
、
見
な
い
に
し

51

て
も
、
わ
た
く
し
を
だ
れ
と
思
っ
て
恋
い
慕
い
な
さ
る
の
で
す
か
。
そ
れ

も
ご
存
じ
な
い
の
で
し
た
ら
、
今
日
の
物
思
い
と
や
ら
も
た
よ
り
な
い
こ

と
で
す
」
。
以
下
歌
全
体
の
解
釈
は
省
略
す
る
が
、
い
ず
れ
も
「
～
し
て

も
し
な
く
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
…
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
は
疑
わ
れ

ま
い
。
〔
動
詞

（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕
の
形
式
は
、

A

A

奈
良
時
代
・
平
安
時
代
を
通
じ
て
、
一
定
の
生
産
性
を
保
っ
て
使
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
と
照
ら
し
あ
わ
せ
れ
ば
、
当
該
歌
を
ユ
キ

モ
ユ
カ
ズ
モ
と
訓
む
こ
と
も
、
相
当
の
説
得
力
を
持
つ
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。た

だ
し
当
該
歌
の
表
記
は
、
「
行
毛
不
去
毛
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
図
式
化
す
れ
ば
〔
動
詞
漢
字

＋
モ
＋
不
＋
動
詞
漢
字

＋
モ
〕

A

B

の
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
β
に
挙
げ
た
よ
う
な
、
〔
動
詞
漢
字

＋
A

モ
＋
不
＋
動
詞
漢
字

＋
モ
〕
と
は
わ
ず
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
と
は
言

A

う
も
の
の
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
「
去
」
は
ユ
ク
と
い
う
訓
を
持
つ
も

の
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
行
」
も
同
じ
く
ユ
ク
と
い
う
訓
を
持
つ
。

常
識
的
な
訓
で
あ
り
、
敢
え
て
論
証
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
か
ら
実
証
可
能
で
あ
る
。

（

）
あ
し
ひ
き
の

山
行
き
し
か
ば
（
山
行
之
可
婆
）

山
人
の

55吾
に
得
し
め
し

山
づ
と
そ
こ
れ
（
巻
二
十
、
四
二
九
三
）

（

）
あ
し
ひ
き
の

山
に
ゆ
き
け
む
（
山
尓
由
伎
家
牟
）

山
人

56
の

心
も
知
ら
ず

山
人
や
誰
（
巻
二
十
、
四
二
九
四
）

（

）
玉
桙
の

道
に
出
で
立
ち

あ
し
ひ
き
の

野
行
き
山
行
き

57
（
野
行
山
行
）

に
は
た
づ
み

川
行
き
渡
り
…
（
巻
十
三
、
三
三

三
九
）

（

）
忘
ら
む
て

野
行
き
山
行
き
（
努
由
伎
夜
麻
由
伎
）

吾
来

58
れ
ど

吾
が
父
母
は

忘
れ
せ
ぬ
か
も
（
巻
二
十
、
四
三
四
四
）

最
初
の
二
例
は
、
四
二
九
三
と
四
二
九
四
と
い
う
隣
接
す
る
二
つ
の
歌

が
そ
れ
ぞ
れ
「
山
行
」「
山
尓
由
伎
」
と
い
う
表
記
を
持
っ
て
お
り
、「
行
」

を
ユ
キ
と
訓
む
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
次
に
挙
げ
た
二
例
も
、「
野

行
き
山
行
き
」
と
い
う
一
連
の
成
句
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
、
「
行
」
の

訓
が
ユ
キ
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
次
の
例
で
は
、
当
該
歌
と
同
じ
く
、
「
行
」
と
い
う
表
記
と
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「
不
去
」
と
い
う
表
記
が
対
応
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（

）
吾
が
宿
の

君
ま
つ
の
樹
に

降
る
雪
の

行
き
に
は
行
か

59
じ
（
行
者
不
レ

去
）

待
ち
に
し
待
た
む
（
巻
六
、
一
〇
四
一
）

こ
の
例
で
は
「
降
る
雪
の
」
ま
で
が
「
行
き
」
を
導
く
序
で
あ
ろ
う
か

ら
、
「
行
」
を
ユ
キ
と
訓
む
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
ま
た
第
五

句
の
「
待
ち
に
し
待
た
む
」
が
「
待
つ
」
と
い
う
同
じ
動
詞
を
二
回
重
ね

て
使
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
第
四
句
も
そ
れ
と
同
様
に
、
「
行

く
」
と
い
う
同
じ
動
詞
を
二
度
繰
り
返
し
て
用
い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
行
き
に
は
行
か
じ
」
と
い
う
訓
は
き
わ
め
て
蓋

然
性
の
高
い
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
そ
の
表
記
に
、「
行
」
と
「
不

去
」
と
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
「
行
毛
不
去
毛
」
と
い
う
表
記
も
、
β
の
グ
ル
ー
プ
に

見
ら
れ
た
、
〔
動
詞
漢
字

＋
モ
＋
不
＋
動
詞
漢
字

＋
モ
〕
と
い
う
図

A

A

式
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
考
え
、
ユ
キ
モ
ユ
カ
ズ
モ
と
い
う
訓
を
与
え
て

よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
・
三

解
釈
面
か
ら
の
確
認

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
当
該
歌
の
「
行
毛
不
去
毛
」
は
、
文
法

と
表
記
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
ユ
キ
モ
ユ
カ
ズ
モ
と
い
う
訓
を
与
え
て
よ

い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
訓
は
、
歌
全
体
に
整
合
的
な
解
釈
を

も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
論
を
総
合
す
れ
ば
、
当
該
歌
の
「
行
毛
不
去
毛
」
を
ユ
キ

モ
ユ
カ
ズ
モ
と
訓
む
と
き
、
そ
の
解
釈
は
「
行
っ
て
も
行
か
な
く
て
も
ど

ち
ら
で
も
」
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
歌
全
体
の
中
に
当
て
は

め
て
み
れ
ば
、
「
月
が
よ
い
。
川
の
音
も
は
っ
き
り
聞
こ
え
る
。
さ
あ
こ

こ
で
、
行
っ
て
も
行
か
な
く
て
も
ど
ち
ら
で
も
遊
ん
で
い
こ
う
」
の
よ
う

な
解
が
得
ら
れ
る
。
ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ
モ
と
訓
ん
だ
場
合
と
、
そ
れ
ほ
ど
大

き
な
違
い
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
解
釈
上
大

き
な
不
都
合
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
二
・
二
節
で
検
討
し
た
イ
ザ
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
ユ
キ
モ

ユ
カ
ズ
モ
の
場
合
は
、
イ
ザ
の
呼
び
か
け
の
対
象
は
漠
然
と
し
た
そ
の
場

の
人
々
で
あ
っ
て
、
明
示
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の

よ
う
な
そ
の
場
の
不
特
定
の
人
々
に
、「
行
く
の
で
も
そ
う
で
な
く
と
も
、

こ
こ
で
遊
ん
で
行
こ
う
で
は
な
い
か
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
、
ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ
モ
と
訓
ず
る
よ

り
も
、
萬
葉
集
の
イ
ザ
の
用
法
と
し
て
は
穏
当
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
よ

う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
イ
ザ
の
側
か
ら
見
て
も
、
ユ
キ
モ
ユ
カ
ズ
モ
と
い

う
訓
が
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

む
す
び
に

以
上
本
稿
は
、
萬
葉
集
巻
四
、
五
七
一
番
歌
の
訓
読
と
、
そ
こ
か
ら
派

生
す
る
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
、
考
え
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
萬
葉
集
の
、

あ
る
い
は
当
該
歌
の
解
釈
を
、
大
き
く
展
開
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
稿
は
そ
の
考
察
の
過
程
で
、
二
つ
の
こ
と
を
明

ら
か
に
し
得
た
。
一
つ
は
〔
動
詞

（
連
体
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ヌ
＋

A

A

モ
〕
と
い
う
形
式
が
萬
葉
集
の
中
に
は
確
実
な
例
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
平
安
時
代
以
降
に
も
動
詞
「
知
る
」
を
用
い
た
「
知
る

も
知
ら
ぬ
も
」
に
用
例
が
偏
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
〔
動
詞
A
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（
連
用
形
）
＋
モ
＋
動
詞

＋
ズ
＋
モ
〕
と
い
う
形
式
で
あ
れ
ば
、
萬
葉

A

集
中
に
例
が
見
ら
れ
、
平
安
時
代
以
降
に
も
生
産
性
を
持
っ
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
も
し
も
本
稿
の
主
張
の
と
お
り
、

当
該
歌
が
ユ
ク
モ
ユ
カ
ヌ
モ
で
は
な
く
ユ
キ
モ
ユ
カ
ズ
モ
と
訓
ま
れ
る
な

ら
ば
、
萬
葉
集
に
お
け
る
文
法
的
な
例
外
で
あ
っ
た
も
の
が
、
実
は
例
外

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
瑣
末
な
考
証
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
細
部
の
地
道
な
訓
詁
を
通
し
て
、
萬
葉
集
の

言
語
と
表
現
を
研
究
す
る
基
礎
を
固
め
る
こ
と
が
、
古
代
の
人
の
心
に
近

づ
く
迂
遠
な
が
ら
も
確
実
な
道
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
む
す
び
と
し

た
い
。
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文
献
］

栄
花
物
語

日
本
古
典
文
学
大
系
『
栄
花
物
語

上
・
下
』
松
村
博
司
・
山
中
裕
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
四
～
五
年

萬
葉
集

『
萬
葉
集
本
文
編
』
（
旧
版
）
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之
、

塙
書
房
、
一
九
六
三
年
（
萬
葉
集
か
ら
の
用
例
は
、
注
目
部
分
以
外

は
適
宜
表
記
を
改
め
た
）

萬
葉
代
匠
記
（
精
選
本
）

『
契
沖
全
集
』
久
松
潜
一
監
修
、
岩
波
書
店
、
一
九

七
三
～
六
年

そ
の
他
の
和
歌
の
用
例
は
全
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
～

九
二
年
）
に
よ
る
。

（
つ
た

き
よ
ゆ
き
・
大
阪
大
学
日
本
語
日
本
文
化
教
育
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）


