
楴
本
人
麻
呂
の
対
旬
表
現

田
　
中

真
　
理

　
記
紀
歌
謡
及
び
萬
葉
集
に
お
け
る
対
旬
の
展
開
は
、
柿
本
人
麻
呂
を
以

て
転
換
期
を
迎
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一
般
に
、
対
旬
は
言
い
換
え
、
繰

り
返
し
と
対
照
性
を
持
つ
表
現
法
の
二
種
に
大
別
さ
れ
、
前
者
か
ら
後
者

へ
と
い
う
流
れ
で
捉
え
ら
れ
る
。
な
か
で
、
人
麻
呂
の
対
句
が
分
水
嶺
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
）

見
傲
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
形
式
の
多
様
健
、
使
用
率
の
高
さ
の
み
な
ら

ず
、
従
前
の
も
の
と
は
質
的
に
異
な
る
特
徴
的
な
あ
り
よ
う
に
あ
る
。
諸

説
は
、
口
調
か
ら
記
載
へ
と
い
う
作
歌
条
件
の
変
化
、
及
び
漢
詩
文
の
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

容
が
そ
ザ
」
へ
関
わ
っ
た
と
す
る
が
、
現
状
は
概
ね
要
因
の
指
摘
に
止
ま
る

た
め
、
改
め
て
人
麻
呂
の
対
旬
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
が

求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
プ
」
で
必
要
と
な
る
の
が
、
二
種
の
対
旬
に
お
け
る
差

異
の
把
握
で
あ
る
。

　
二
種
の
対
旬
は
、
対
旬
の
前
半
と
後
半
と
が
示
す
意
味
関
係
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

相
違
す
る
。
そ
れ
を
、
類
似
性
と
隣
接
性
の
相
違
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
語

旬
の
配
置
が
そ
の
境
界
を
明
確
に
す
る
。
た
と
え
ば
、
対
旬
の
最
も
基
本

的
な
形
と
見
う
る
二
旬
対
を
例
と
し
た
場
含
、
五
音
旬
に
詠
み
込
ま
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
？
一

二
語
は
、
語
固
有
の
意
味
に
お
い
て
次
の
三
種
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
狭
義
の
、
同
義
及
び
類
義
の
関
係
に
あ
る
も
の
、
対
義
の
関
係
に
あ

る
も
の
、
及
び
、
互
い
に
相
異
な
る
語
義
を
持
ち
、
同
義
、
類
義
、
対
義

の
い
ず
れ
の
関
係
に
も
属
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
七
音
旬
に
お
い

て
は
、
五
音
旬
と
関
連
を
有
す
る
二
語
を
指
摘
し
う
る
。
こ
れ
は
語
旬
の

対
照
か
ら
旬
の
対
照
へ
と
繋
が
る
橋
渡
し
の
役
目
を
担
い
、
そ
の
有
無
に

よ
っ
て
二
種
の
対
旬
を
分
か
つ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
句
の
意
味
の
隣
接
を

こ
の
対
が
形
式
的
に
保
証
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
叙
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
対
旬
を
形
式
か
ら
分
類
す
る
な
ら
ば
、

言
い
換
え
、
繰
り
返
し
と
対
照
性
を
持
つ
表
現
法
は
、
五
音
旬
と
七
音
旬

の
関
連
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ひ
と
ま
ず
句
の
対
照
を
有
さ
な
い
も
の
と

有
す
る
も
の
に
捉
え
直
さ
れ
る
。
両
者
は
、
単
純
な
同
一
線
で
結
び
付
け

る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
一
方
で
、
二
旬
が
連
な
る
と
い
う
接
点

を
有
し
て
お
り
、
共
に
視
野
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
人
麻
呂

作
歌
に
お
い
て
は
、
二
種
の
対
旬
の
使
用
に
、
時
期
的
な
い
し
数
量
的
な

偏
り
は
特
に
見
ら
れ
な
い
ゆ
え
、
検
討
の
焦
点
は
、
そ
れ
ら
が
歌
一
首
に

お
い
て
い
か
に
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
絞
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
か
よ

う
な
形
式
と
意
味
の
考
察
か
ら
、
対
旬
に
お
け
る
人
麻
呂
の
方
法
を
具
体

一13一



的
に
明
ら
か
に
し
た

二

い

　
人
麻
呂
作
歌
に
お
い
て
、
並
列
的
な
句
か
ら
成
る
対
旬
の
使
用
が
目
立

つ
の
は
、
高
市
皇
子
挽
歌
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
天
武
天
皇
が
皇
子
に
敵

軍
制
圧
を
命
ず
る
く
だ
り
に
は
次
の
如
く
あ
る
。

　
　
…
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
の
　
聞
テ
」
し
め
す
　
背
面
の
国
の
　
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
木
立
つ
　
不
破
山
越
え
て
　
高
麗
剣
　
和
射
見
が
原
の
　
行
宮
に

　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
天
降
り
い
ま
し
て

一
い
∴
一
“
十
一
が
一
－
一
の
一
の
一
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
を
召
し
た
ま
ひ
て

一
一
一
一
一
ド
一
∵
妻
－
一
け
た
－
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
ニ
ム
、
払
へ
と
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
∴
九
九
一

示
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
対
旬
は
旬
が
等
し
く
後
続
旬
に
係
り
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
〕

含
む
旬
末
に
助
詞
「
て
」
を
伴
っ
た
一
続
き
の
表
現
が
継
起
的
な
叙
述
を

な
す
。
か
か
る
あ
り
よ
う
は
、
た
と
え
ば
次
の
歌
謡
と
比
較
さ
れ
る
。

□
㍑
㍑
H
㍑
何

□
㍑
に
㌶
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

□
む
緒
も
然
㍑
　
　
一
記
歌
謡
－
二
一

　
こ
こ
に
見
え
る
対
旬
は
、
二
句
が
助
詞
「
て
」
と
関
わ
り
つ
つ
並
列
的

に
在
る
点
で
、
高
市
皇
子
挽
歌
の
場
含
と
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
対
旬
の

連
続
が
二
旬
を
単
位
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
韻
律
と
う
た
わ
れ
た
場
に

お
け
る
動
作
性
と
の
関
わ
り
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ラ
ー
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
＾
6
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ス
『
リ
ズ
ム
の
本
質
』
は
、
韻
律
の
意
義
の
土
台
を
支
え
る
根
拠
を
「
現

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
＾
7
）

実
時
間
の
脈
動
的
進
行
」
の
中
に
見
出
し
た
。
そ
の
上
で
、
抽
子
に
対
し

て
韻
律
を
「
同
一
者
の
反
復
」
に
対
す
る
「
類
似
者
の
再
帰
」
と
捉
え
、

端
的
に
、
「
抽
子
は
反
復
し
、
リ
ズ
ム
は
更
新
す
る
」
と
定
義
す
る
。
こ

の
指
摘
は
、
歌
謡
の
進
行
に
お
い
て
二
旬
が
並
べ
ら
れ
る
こ
と
の
本
質
と

韻
律
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
。
な
お
、
韻
律
の
作
用
を
古
事
記
歌
謡
の
対

旬
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
七
音
句
に
お
い
て
は
、
語
句
に
表
れ
た
反
復

と
し
て
の
繰
り
返
し
の
裏
に
、
動
作
と
結
び
付
い
た
更
新
の
質
が
潜
在
す

る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
五
音
旬
の
言
い
換
え
は
、
そ
の
質
が
語
句
に
お
い

て
顕
在
化
し
た
一
例
と
見
う
る
。
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
二
旬
の
連
続
は
、

繰
り
返
し
と
韻
律
と
が
表
裏
し
つ
つ
歌
が
進
行
す
る
形
式
と
捉
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
高
市
皇
子
挽
歌
の
場
合
は
、
対
旬
が
後
続
句
の
由
因
を
示
す
点

に
加
え
、
「
ち
は
や
ぶ
る
　
人
を
和
せ
と
　
ま
つ
ろ
は
ぬ
　
国
を
治
め
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

と
古
事
記
、
景
行
天
皇
の
条
、
「
爾
、
天
皇
、
亦
、
頻
詔
二
倭
建
命
一
、
言
二

〇
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
〇
　
　
　
〇
　
　
　
〇
　
　
　
〇

向
和
三
平
東
方
十
二
遣
之
荒
夫
琉
神
及
摩
都
楼
波
奴
人
等
一
而
」
と
の
類
似

が
注
意
さ
れ
る
。
か
か
る
旬
作
り
は
、
既
に
草
壁
皇
子
挽
歌
に
、

一
一
一
一
一
一
∴
一
ガ
い
て
三
一
一
一
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○

と
あ
る
如
く
、
古
事
記
、
神
代
の
条
、
「
爾
、
思
金
神
及
八
百
万
神
、
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
o

自
之
」
、
及
び
祝
詞
、
「
八
百
万
神
等
乎
神
集
集
賜
比
、
神
議
議
賜
弓
一
」
一
六
月

晦
大
祓
一
と
類
似
す
る
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
表
現
の
成
立
に
お
け
る
類

旬
と
の
先
後
関
係
は
判
断
し
が
た
い
が
、
こ
れ
は
、
人
麻
呂
が
長
歌
の
冒

頭
部
で
あ
る
「
天
地
の
　
初
め
の
時
に
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
叙
述
す

べ
く
、
敢
え
て
並
列
的
な
旬
を
対
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
高
市

皇
子
挽
歌
の
場
合
も
、
同
様
に
見
て
よ
い
。
ま
た
、
そ
の
態
度
は
、
同
じ

く
草
壁
皇
子
挽
歌
後
半
部
の
対
旬
、
「
春
花
の
　
貴
か
ら
む
と
　
望
月
の

た
た
は
し
け
む
と
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
認
め
う
る
。
と
い
う
の
も
、
皇

子
の
即
位
と
い
う
待
ち
望
ま
れ
た
状
態
に
つ
い
て
、
詩
の
表
現
を
摂
取
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
五
音
旬
の
枕
詞
と
七
音
旬
の
和
語
を
関
連
さ
せ
、
技
巧
を
凝
ら
し
た
と

こ
ろ
に
、
人
麻
呂
の
並
々
な
ら
ぬ
意
図
が
察
せ
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
人
麻
呂
の
対
句
に
は
確
か
に
歌
謡
と
類
似
す
る
例
も
見
え
る

が
、
そ
れ
ら
は
歌
の
進
行
と
関
わ
る
形
式
と
い
う
よ
り
も
、
文
脈
に
即
し

た
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
捉
え
う
る
。

　
さ
ら
に
、
歌
謡
の
進
行
形
式
の
一
つ
と
し
て
尻
取
式
繰
り
返
し
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
語
句
の
繰
り
返
し
の
裏
に
、
景
物
の
提
示
か
ら
人
事

　
　
　
一
且

へ
の
転
換
と
い
う
更
新
の
質
を
持
つ
も
の
で
、
人
麻
呂
作
歌
で
は
、
石
見

相
聞
歌
の
二
つ
の
長
歌
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
長
歌
に
お
い
て
は
、

　
　
石
屍
の
海
　
角
の
浦
廻
を

□
帥
㍍
一
一
憂
し
と
一
讐
㍑
舳

■
＾
汽
㍑
㍉
ザ
な
く
と
も

　
　
い
さ
な
と
り
　
海
辺
を
さ
し
て
　
に
き
た
づ
の
　
荒
磯
の
上
に
　
か

　
　
青
く
生
ふ
る
玉
藻
沖
つ
藻

□
補
讐
讐
㌶
㍊

　
　
波
の
む
た
　
か
寄
り
か
く
寄
る
　
玉
藻
な
す
寄
り
寝
し
妹
を
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
ニ
ニ
一
）

と
、
石
見
の
海
の
浦
、
潟
の
提
示
か
ら
妹
へ
と
焦
点
を
絞
る
叙
述
で
、
長

歌
の
半
分
近
く
が
占
め
ら
れ
る
。
他
方
、
第
二
長
歌
で
は
、
尻
取
式
繰
り

返
し
が
簡
素
化
さ
れ
、

　
　
…
玉
藻
な
す
　
な
び
き
寝
し
児
を
　
深
海
松
の
　
深
め
て
思
へ
ど

　
　
さ
寝
し
夜
は
　
い
く
だ
も
あ
ら
ず
延
ふ
つ
た
の
　
別
れ
し
来
れ
ば

　
　
肝
向
か
ふ
　
心
を
痛
み
　
思
ひ
つ
つ
　
か
へ
り
見
す
れ
ど
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
二
二
五
）

の
よ
う
に
、
接
続
助
詞
を
伴
っ
た
条
件
旬
に
よ
る
叙
述
が
目
立
つ
。
こ
の
こ
と

は
、
第
一
長
歌
で
う
た
っ
た
山
で
の
情
況
を
第
二
長
歌
で
精
細
に
描
き
、
か
つ

主
題
に
即
し
て
心
惰
を
よ
り
顕
わ
に
う
た
う
表
現
の
展
開
が
あ
る
こ
と
と
関

連
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
人
麻
呂
が
尻
取
式
繰
り
返
し
に
対
し
て
、
接
続

助
詞
を
伴
っ
た
条
件
旬
に
よ
る
叙
述
の
方
法
を
採
用
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。

　
か
よ
う
な
条
件
旬
は
、
次
の
泣
血
哀
働
歌
、
第
二
長
歌
に
多
用
さ
れ
、

さ
ら
に
対
旬
と
し
て
の
例
も
見
え
る
。

　
　
う
つ
せ
み
と
　
思
ひ
し
時
に
く
ニ
ム
、
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
V
取
り
持
ち
て

　
　
我
が
二
人
見
し
　
走
り
出
の
　
堤
に
立
て
る
　
槻
の
木
の
　
こ
ち
ご

　
　
ち
の
枝
の
　
春
の
葉
の
　
繁
き
が
ご
と
く

「
ザ
ギ
∵
の
－
－
一
－
－
一
ね
一
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か
ぎ
ろ
ひ
の
　
も
ゆ
る
荒
野
に
　
自
た
へ
の
　
朝
立
ち
い
ま
し
て
　
入
臼

　
　
な
す
　
隠
り
に
し
か
ば
　
我
妹
子
が
　
形
見
に
置
け
る
　
み
ど
り
子
の

　
　
乞
ひ
泣
く
ご
と
に
　
取
り
与
ふ
る
　
物
し
な
け
れ
ば
　
男
じ
も
の
　
わ
き

　
　
挟
み
持
ち
　
我
妹
子
と
　
二
人
我
が
寝
し
　
枕
づ
く
　
つ
ま
屋
の
内
に

□
汽
い
㍊
げ
し
点
挑
も
鮎
淋
”
が

　
　
犬
鳥
の
　
羽
易
の
山
に
　
我
が
恋
ふ
る
　
妹
は
い
ま
す
と
　
人
の
言

　
　
へ
ば
　
岩
根
さ
く
み
て
　
な
づ
み
来
し
　
良
け
く
も
そ
な
き

　
　
う
つ
せ
み
と
　
思
ひ
し
妹
が
　
玉
か
ぎ
る
　
ほ
の
か
に
だ
に
も
　
見

　
　
え
な
く
思
へ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
・
二
一
〇
）

　
妹
の
死
は
、
対
旬
に
よ
る
逆
接
の
表
現
か
ら
「
世
の
中
を
背
き
し
得

ね
ば
」
に
至
っ
て
暗
示
さ
れ
る
。
或
本
歌
は
、

□
賦
㍑
雛
雛
　
　
　
一
ニ
ニ
ニ
三
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
一

の
如
き
本
文
を
持
ち
、
こ
れ
を
初
案
と
す
れ
ば
、
人
麻
呂
が
七
音
旬
の
繰

り
返
し
を
避
け
、
「
児
ら
に
は
あ
れ
ど
」
と
改
め
た
こ
と
に
な
る
。
意
昧

に
犬
差
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
或
本
歌
の
本
文
が
、
次
の
、
古
事
記
、
応

神
天
皇
の
歌
謡
の
対
句
と
形
式
的
に
類
似
す
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

　
　
ち
は
や
人
　
宇
治
の
渡
り
に
　
渡
り
瀬
に
　
立
て
る
　
梓
弓
檀

□
㍑
㍑
舳
鮎
ル

□
練
娯
帥
㍑

□
河
川
∴
誌
㍑

　
　
い
伐
ら
ず
そ
来
る
　
梓
弓
檀
　
　
　
　
　
　
　
一
記
歌
謡
・
五
こ

　
最
初
の
対
句
は
、
七
音
旬
の
繰
り
返
し
に
加
え
、
「
思
ふ
」
と
い
う
語

を
含
み
旬
末
に
逆
接
の
接
続
助
詞
を
有
す
る
点
で
、
泣
血
哀
働
歌
、
或
本

歌
の
対
旬
と
共
通
す
る
。
こ
こ
で
は
、
大
山
守
命
が
檀
の
木
に
警
え
ら
れ

て
お
り
、
木
を
伐
る
か
否
か
遼
巡
す
る
こ
と
と
並
列
的
な
旬
が
結
び
付

き
、
韻
律
を
伴
い
つ
つ
末
尾
の
「
い
伐
ら
ず
そ
来
る
」
へ
と
続
く
。
同
様

の
例
は
、
記
紀
歌
謡
で
は
他
に
、

　
　
ひ
は
ぼ
そ
　
　
た
わ
　
　
が
ひ
な

　
　
繊
細
　
擦
や
腕
を

□
㌶
㍑
師
服

　
　
な
　
　
　
　
け

　
　
汝
が
着
せ
る
　
襲
の
裾
に
　
月
立
ち
に
け
り
　
　
一
記
歌
謡
・
二
七
一

が
残
る
の
み
で
、
こ
の
場
合
も
、
逆
接
の
対
旬
が
直
後
の
心
外
な
結
果
へ

と
続
い
て
ゆ
く
例
と
い
え
る
。

　
歌
の
末
尾
と
関
わ
る
条
件
旬
は
、
高
市
皇
子
椀
歌
の
後
半
に
も
見
出
し
う

る
が
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
前
掲
の
例
と
は
異
質
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

n
㌶
ボ
讐
蛙
と
㌶
の
鮎
け
㍗

　
　
鶉
な
す
　
い
這
ひ
も
と
ほ
り

□
㌶
峠
蝸
服
れ
ば
＾
㍑
…
服
服
肌

　
　
言
さ
へ
く
　
百
済
の
原
ゆ
　
神
葬
り
　
葬
り
い
ま
せ
て
　
あ
さ
も
よ

　
　
し
　
城
上
の
宮
を
　
常
宮
と
　
高
く
し
た
て
て
　
神
な
が
ら
　
鎮
ま

　
　
り
ま
し
ぬ

　
　
然
れ
ど
も
　
我
が
大
君
の
　
万
代
と
　
思
ほ
し
め
し
て
　
作
ら
し
し

　
　
香
具
山
の
宮
万
代
に
　
過
ぎ
む
と
思
へ
や

一五6一



　
　
天
の
ご
と
　
振
り
放
け
見
つ
つ
　
玉
だ
す
き
　
か
け
て
偲
は
む
　
恐

　
　
く
あ
り
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
・
一
九
九
）

残
宮
の
叙
述
は
、
接
続
助
詞
を
伴
っ
た
対
句
を
経
て
収
東
し
、
「
然
れ
ど

も
」
以
下
が
続
く
。
対
旬
の
連
続
は
、
文
脈
上
、
皇
子
が
城
上
の
宮
に
葬

ら
れ
た
こ
と
へ
と
続
き
な
が
ら
、
従
者
達
の
悲
し
み
の
表
現
と
し
て
、
「
然

れ
ど
も
」
以
下
の
「
偲
ひ
」
が
由
来
す
る
心
情
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の

場
合
、
条
件
句
の
対
句
は
、
直
後
の
旬
へ
の
繋
が
り
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
偲

ひ
」
の
叙
述
を
導
き
、
行
動
の
基
づ
く
と
こ
ろ
を
示
す
点
で
重
み
を
持
つ
。

　
こ
の
よ
う
な
表
現
の
連
鎖
が
顕
著
に
見
受
け
ら
れ
る
の
が
、
泣
血
哀
働

歌
と
い
え
る
。
最
初
の
条
件
旬
の
対
旬
、
及
び
「
世
の
中
を
　
背
き
し
得

ね
ば
」
は
、
次
の
「
か
ぎ
ろ
ひ
の
…
隠
り
に
し
か
ば
」
の
原
因
と
し
て
後

続
旬
と
関
わ
る
。
か
か
る
連
鎖
を
経
た
後
半
の
「
昼
は
も
　
う
ら
さ
び
暮

ら
し
　
夜
は
も
　
息
づ
き
明
か
し
」
は
、
「
夕
さ
れ
ば
　
あ
や
に
悲
し
み

明
け
来
れ
ば
　
う
ら
さ
び
暮
ら
し
」
（
二
∴
五
九
－
持
統
天
皇
）
と
類

似
の
詞
旬
を
持
ち
、
嘆
き
を
時
間
の
広
が
り
と
と
も
に
う
た
う
表
現
で
あ

る
。
続
く
対
旬
の
、
「
嘆
く
－
恋
ふ
」
は
、
人
麻
呂
が
詠
み
込
む
に
際
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o
　
　
o

先
立
つ
、
「
離
れ
ゐ
て
　
朝
嘆
く
君
　
離
り
ゐ
て
　
我
が
恋
ふ
る
君
」
一
二
・

一
五
〇
）
を
或
い
は
想
起
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
後
二
句
の
、
「
思

ひ
も
　
い
ま
だ
尽
き
ね
ば
」
は
接
続
助
詞
を
伴
う
が
、
た
と
え
ば
、

　
　
い
ち
ひ
ゐ
　
　
　
　
　
わ
　
に
　
さ

　
　
櫟
升
の
　
丸
魎
坂
の
土
を

　
　
　
　
　
　
　
は
だ

□
艀
は
抽
㍑
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
か
ぶ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
よ

　
　
三
つ
栗
の
　
そ
の
中
つ
土
を
　
頭
衝
く
真
火
に
は
当
て
ず
眉

　
　
が

　
　
画
き
　
こ
に
画
き
垂
れ
　
逢
は
し
し
女
・
：
　
　
　
（
記
歌
謡
・
四
二
）

の
よ
う
に
、
「
三
つ
栗
の
…
」
を
導
く
た
め
、
対
旬
が
形
式
的
に
在
る
場

合
と
は
異
な
り
、
「
岩
根
さ
く
み
て
　
な
づ
み
来
し
」
と
関
わ
る
心
情
を

示
す
表
現
と
し
て
う
た
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
つ
ま
り
、
人
麻
呂
作
歌
に
お
い
て
、
条
件
旬
が
心
情
を
表
す
語
と
共
に

対
旬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
並
列
的
な
旬
が
行
動
と
密
接
に
関

わ
る
心
情
表
現
と
し
て
機
能
し
な
が
ら
後
続
旬
と
の
繋
が
り
を
持
？
」
と

に
な
る
。
こ
の
場
合
、
結
果
と
し
て
説
明
的
に
な
る
憾
み
は
あ
る
が
、
後

続
旬
と
の
関
連
が
意
味
の
対
応
に
止
ま
る
歌
謡
の
対
句
と
は
、
少
し
く
質

を
異
に
す
る
と
い
え
よ
う
。

三

　
一
方
、
旬
の
対
照
を
有
す
る
対
旬
は
、
前
後
の
旬
の
意
味
的
な
重
な
り

が
比
較
的
少
な
い
点
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
景
に
つ
い
て
用
い

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
舘
明
天
皇
御
製
歌
の
対
旬
、

一
－
一
－
腓
む
一
∴
∵
り
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
一
一

に
お
け
る
国
見
の
対
象
は
、
「
国
原
－
海
原
」
「
煙
－
か
ま
め
」
の
配
置
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
風
景
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
通
し
て
統
治
す
る
全
体
と

し
て
の
「
国
」
を
も
示
す
。
こ
の
構
造
的
な
旬
の
並
び
は
、
見
え
た
も
の

の
愁
意
的
な
点
在
を
う
た
う
場
含
と
異
な
り
、
対
象
を
構
成
的
に
捉
え
る

　
一
H
一

視
線
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
並
列
的
な
対
旬
と

は
、
形
態
的
に
類
似
し
つ
つ
、
そ
の
発
想
の
段
階
に
お
い
て
相
違
す
る
。

　
か
よ
う
な
景
の
把
握
は
、
「
見
る
」
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
付
く
。
人
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麻
呂
の
吉
野
讃
歌
は
国
見
歌
と
の
関
わ
り
が
顕
著
で
、
対
旬
に
よ
る
景
の

表
現
を
持
つ
。
な
か
で
も
、
第
一
長
歌
の
山
川
対
比
の
対
旬
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
の
　
聞
こ
し
食
す
　
天
の
下
に
　
国
は
し

　
　
も
　
さ
は
に
あ
れ
ど
も
　
山
川
の
　
清
き
河
内
と
　
御
心
を
　
吉
野

　
　
の
国
の
　
花
散
ら
ふ
　
秋
津
の
野
辺
に
　
宮
柱
　
太
敷
き
ま
せ
ば

　
　
も
も
し
き
の
　
大
宮
人
は

　
　
ー
み
な
そ
そ
く
滝
の
み
や
こ
は
　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丁
三
六
一

　
最
初
の
対
旬
で
は
大
宮
人
の
奉
仕
の
姿
が
描
か
れ
、
尻
取
式
繰
り
返
し

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
先
述
の
如
く
、
か
か
る
繰
り
返
し
は
主
と
し
て

景
物
か
ら
人
事
へ
の
転
換
を
行
い
、
た
と
え
ば
、

　
　
し「

㍑
い
∵
一
－
か
－
一
一
一
一
．
一
一
一

の
よ
う
に
、
呪
物
（
椿
）
の
描
写
が
転
じ
て
本
旨
で
あ
る
犬
君
の
寿
ぎ
と

な
る
。
一
」
の
場
合
、
対
旬
で
う
た
わ
れ
る
景
物
の
呪
性
が
転
換
さ
れ
た
対

象
に
直
接
的
に
及
ぼ
さ
れ
る
点
で
、
景
物
の
提
示
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　
か
た
や
、
吉
野
讃
歌
の
対
旬
に
見
え
る
「
朝
川
－
夕
川
」
の
語
は
、

各
々
人
麻
呂
以
前
に
見
え
ず
、
対
と
し
て
も
唯
一
の
例
で
あ
る
。
ア
」
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

は
、
お
そ
ら
く
、
次
の
君
讃
め
の
表
現
、
「
朝
間
に
は
　
い
符
り
立
た
し

ゆ
ふ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

夕
間
に
は
　
い
符
り
立
た
す
」
一
記
歌
謡
・
一
〇
四
一
、
及
び
、
「
朝
狩
に

今
立
た
す
ら
し
　
夕
狩
に
　
今
立
た
す
ら
し
」
（
丁
三
・
中
皇
命
）
を

踏
ま
え
た
も
の
で
、
こ
こ
に
、
尻
取
式
繰
り
返
し
を
、
呪
的
表
現
で
は
な

く
、
一
日
の
時
間
的
広
が
り
を
含
ん
だ
新
た
な
君
讃
め
の
表
現
と
し
て
用

い
た
人
麻
呂
の
創
意
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
な
お
、
前
の
対
旬
か
ら
長

歌
末
尾
の
讃
辞
へ
と
移
行
す
る
箇
所
に
、
「
こ
の
川
の
…
こ
の
山
の
…
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
o

差
し
挟
ま
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
結
び
の
、
「
昆
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
と
の

関
わ
り
に
お
い
て
、
景
の
表
現
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
と
理
解
し
う
る
。

　
た
だ
し
、
後
続
の
対
旬
の
あ
り
よ
う
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
前
の

対
旬
を
指
示
語
で
受
け
る
も
の
に
は
、

　
　
み
吉
野
の
　
耳
我
の
嶺
に

□
㍗
㍍
帥
㍑
H
暮
㍍
㌶
一
一
㍑
く

　
　
隈
も
落
ち
ず
　
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
　
そ
の
山
遣
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丁
二
五
・
天
武
天
皇
一

が
あ
り
、
提
示
さ
れ
た
「
雪
－
雨
」
が
比
況
の
語
を
伴
い
つ
つ
転
換
さ
れ

る
け
れ
ど
も
、
後
の
対
旬
で
新
た
に
対
比
的
な
構
造
が
打
ち
出
さ
れ
る
訳

で
は
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
対
旬
の
片
方
の
み
を
後
続
句
に

受
け
止
め
さ
せ
る
技
法
だ
が
、
先
立
つ
も
の
と
し
て
、

　
　
隠
国
の
　
泊
瀬
の
川
ゆ
　
流
れ
来
る
　
竹
の
　
い
組
み
竹
世
竹

□
㍍
㍍
け
吹
き
嶋
す
御
諸
が
上
に
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
歌
謡
・
九
七
）

の
よ
う
な
、
対
句
に
よ
る
「
琴
」
「
笛
」
の
提
示
を
受
け
、
後
続
旬
で

「
笛
」
に
引
か
れ
て
「
吹
き
嶋
す
」
を
用
い
る
例
が
ま
ず
見
受
け
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
形
式
を
持
つ
も
の
に
、
額
田
王
の
三
輪
山
の
歌
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が
あ
る
。

　
　
昧
酒
　
三
輪
の
山
　
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
の
山
の

け
雛
い
雛
デ
島
砧
㌍
け
㍑
を

　
ー
心
な
く
　
雲
の
　
隠
さ
ふ
べ
し
や
　
　
　
　
　
　
　
（
一
・
一
七
）

後
半
部
の
対
旬
に
お
い
て
は
、
「
つ
ば
ら
に
も
　
見
つ
つ
行
か
む
を
」
と

「
し
ば
し
ば
も
　
見
放
け
む
山
を
」
が
逆
接
の
表
現
と
し
て
並
ぶ
と
共
に
、

「
山
を
ー
心
な
く
　
雲
の
　
隠
さ
ふ
べ
し
や
」
と
い
う
続
き
が
意
識
さ
れ

る
。
そ
こ
で
、
長
歌
の
冒
頭
か
ら
続
く
三
輪
山
の
叙
述
か
ら
雲
へ
と
い
う

視
点
の
転
換
が
あ
り
、
雲
の
叙
述
は
反
歌
へ
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
対

旬
に
お
け
る
「
山
」
の
語
は
前
後
の
繋
が
り
に
お
い
て
二
重
に
機
能
し
、

転
換
の
契
機
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
視
点
の
転
換
に
よ
っ
て
そ
の
契
機

が
顕
わ
と
な
っ
た
例
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
れ
と
接
近
し
た
あ
り
よ
う
を
呈
す
る
の
が
、
石
見
相
聞
歌
、
第
一
長

歌
の
対
旬
で
あ
る
。

一
一
一
一
い
宰
一
－
∴
パ
ボ

　
　
夏
草
の
　
思
ひ
し
な
へ
て
　
偲
ふ
ら
む
　
妹
が
門
見
む
　
な
び
け

　
　
こ
の
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
・
二
三
・
人
麻
呂
一

こ
の
対
旬
は
、
人
麻
呂
が
「
山
の
際
に
…
遣
の
隈
…
」
を
念
頭
に
お
き
つ

つ
、
眼
前
の
景
を
家
と
現
在
地
と
の
隔
た
り
と
捉
え
、
空
間
的
な
広
が
り

を
持
た
せ
て
対
旬
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
冒
頭
か
ら
の
石
見
の
海
の
叙
述

は
、
こ
こ
で
、
遣
を
経
て
「
山
」
の
叙
述
へ
と
転
換
さ
れ
る
。
先
述
の
如

く
、
石
免
相
聞
歌
は
、
前
半
部
に
も
「
朝
は
ふ
る
　
風
ツ
」
そ
寄
せ
め
　
夕

は
ふ
る
　
波
一
」
そ
来
寄
れ
」
の
対
旬
か
ら
焦
点
を
妹
へ
と
絞
る
叙
述
が
あ

り
、
尻
取
式
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
半
部
の

対
旬
は
、
「
山
」
が
後
二
句
で
提
示
さ
れ
、
か
つ
長
歌
末
尾
及
び
反
歌
二

首
と
も
関
わ
る
。
こ
の
場
含
、
後
二
句
に
詠
み
込
む
語
に
よ
っ
て
意
図
的

な
視
点
の
転
換
が
行
わ
れ
る
と
い
え
る
。

　
同
様
の
構
造
は
、
石
中
死
人
歌
の
対
旬
に
つ
い
て
も
指
摘
し
う
る
。

　
　
…
荒
床
に
　
こ
ろ
臥
す
君
が

□
繍
㍑
独
肘
㍑
㍑

　
　
玉
鉾
の
　
道
だ
に
知
ら
ず
　
お
ほ
ほ
し
く
　
待
ち
か
恋
ふ
ら
む

　
　
愛
し
き
妻
ら
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ニ
一
二
〇
一

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
螂
〕

既
に
指
摘
が
あ
る
如
く
、
対
句
の
内
部
に
お
い
て
我
か
ら
妻
へ
と
い
う
主

語
の
転
換
が
あ
り
、
妻
の
行
動
が
反
実
仮
想
の
旬
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
る
。

こ
の
場
含
も
、
後
二
句
の
．
「
妻
」
が
、
反
歌
第
一
首
の
「
妻
も
あ
ら
ば
」

と
対
応
す
る
。
た
だ
し
、
対
旬
が
「
家
知
ら
ば
…
妻
知
ら
ば
…
」
と
い
う

仮
定
条
件
の
旬
を
含
み
、
「
家
－
妻
」
「
行
－
来
」
の
対
応
を
以
て
旬
の
対

照
を
有
す
る
点
で
、
語
の
意
識
的
な
提
示
が
顕
わ
な
例
と
い
え
る
。
つ
ま

り
、
石
見
相
聞
歌
、
石
中
死
人
歌
の
対
句
は
、
語
旬
の
繰
り
返
し
で
は
な

く
、
対
句
と
い
う
形
式
の
中
で
転
換
を
行
う
例
と
把
握
さ
れ
る
。

　
対
し
て
、
吉
野
讃
歌
の
「
こ
の
川
の
…
こ
の
山
の
…
」
の
対
旬
に
お
け

る
人
麻
呂
の
意
図
は
、
転
換
で
は
な
く
、
≒
山
－
川
」
の
提
示
に
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
う
た
わ
れ
る
の
は
吉
野
の
景
で
は
あ
る
が
、
「
山

－
川
」
は
対
象
を
構
成
的
に
捉
え
る
視
線
に
よ
っ
て
対
置
さ
れ
た
と
い
う

よ
り
も
、
修
飾
旬
で
そ
れ
ぞ
れ
表
さ
れ
る
時
間
の
永
続
性
と
発
展
性
に

よ
っ
て
取
り
含
わ
せ
ら
れ
た
と
見
う
る
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
前
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掲
、
天
武
天
皇
の
例
と
比
較
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
の
対
旬

を
後
の
対
旬
が
指
示
語
で
受
け
止
め
る
構
造
が
共
通
し
、
七
音
旬
の
「
絶

ゆ
る
こ
と
な
く
」
が
「
滝
の
み
や
こ
」
に
係
る
さ
ま
と
、
天
武
天
皇
の
例

の
、
直
楡
を
介
し
て
「
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
」
に
係
る
さ
ま
が
類
似
す
る
。

た
だ
し
、
吉
野
讃
歌
の
場
含
は
、
後
の
対
句
が
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
」
と
の

関
わ
り
か
ら
構
成
さ
れ
た
景
の
表
現
と
い
う
点
に
お
い
て
、
質
を
異
に
す

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
こ
の
山
の
　
い
や
高
知
ら
す
」
に
お
け
る
、
「
高
」

の
意
味
の
二
重
性
は
、
長
歌
末
尾
へ
の
繋
が
り
と
音
の
繋
が
り
を
有
す
る

点
か
ら
、
三
輪
山
の
歌
に
此
し
て
か
な
り
意
図
的
な
用
法
と
い
え
よ
う
。

　
人
麻
呂
は
、
三
輪
山
の
歌
に
倣
い
つ
つ
、
反
歌
を
も
含
め
た
歌
の
構
成

に
お
い
て
語
旬
を
詠
み
込
み
、
対
旬
に
よ
る
意
識
的
な
語
の
提
示
を
行
っ

た
。
石
見
相
聞
歌
、
石
中
死
人
歌
の
対
句
に
お
い
て
は
、
視
点
の
転
換
の

方
を
意
図
し
、
語
旬
を
二
重
に
機
能
さ
せ
る
一
方
、
吉
野
讃
歌
で
は
、
記
紀

歌
謡
以
来
の
尻
取
式
繰
り
返
し
を
、
景
物
の
提
示
か
ら
人
事
へ
の
転
換
で

は
な
く
、
前
の
対
旬
に
お
け
る
景
物
の
提
示
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
さ
ら
な
る

提
示
を
重
ね
る
形
式
と
し
て
用
い
た
。
と
い
う
7
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
人
麻

呂
の
対
旬
の
用
法
に
お
い
て
は
、
対
旬
の
後
二
旬
に
詠
み
込
ま
れ
た
語
が

重
要
な
意
昧
を
持
つ
次
第
と
な
る
。
か
か
る
あ
り
よ
う
は
、
人
麻
呂
が
記
紀

歌
謡
以
来
の
尻
取
式
繰
り
返
し
を
、
独
自
に
用
い
た
結
果
と
捉
え
ら
れ
る
。

　
尻
取
式
繰
り
返
し
に
お
け
る
人
麻
呂
独
自
の
用
法
は
、

歌
に
お
い
て
さ
ら
に
発
展
し
た
形
で
認
め
ら
れ
る
。

　
　
飛
ぶ
鳥
の
　
明
日
香
の
川
の

明
日
香
皇
女
挽

□
篶
㍑
㍑
㍑
〈
一
一
巧

「
｝
㍗
い

石
な
み
V

玉
藻
も
ぞ
　
絶
ゆ
れ
ば
生
ふ
る

川
藻
も
ぞ
　
枯
る
れ
ば
生
ゆ
る

　
　
な
に
し
か
も
　
我
が
大
君
の

n
㍑
㍊
H
一
㌶
㍍

　
　
な
び
か
ひ
し
　
宜
し
き
君
が

□
㌶
㍑
汽
　
　
　
一
二
∴
九
六
一

　
こ
こ
で
の
、
明
日
香
川
の
景
物
か
ら
人
事
へ
の
転
換
は
、
記
紀
歌
謡
以

来
の
尻
取
式
繰
り
返
し
を
形
式
的
に
襲
う
。
た
だ
し
、
同
じ
く
「
上
つ
瀬

－
下
つ
瀬
」
か
ら
転
換
さ
れ
る
、

　
　
こ
も
り
く
の
　
泊
瀬
の
川
の

π
郎
繍
け
㍑

□
郎
㍍
㌶
け

　
　
　
□
雛
す
㌶
㌶

　
　
在
り
と
　
言
は
ば
こ
そ
よ

　
　
家
に
も
行
か
め
　
国
を
も
偲
は
め
　
　
　
　
　
（
記
歌
謡
・
九
〇
）

と
比
較
す
れ
ば
、
両
者
に
は
幾
つ
か
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
明
日
香
皇

女
挽
歌
の
対
旬
が
呪
的
表
現
で
は
な
い
点
、
及
び
警
楡
の
あ
り
よ
う
に
加
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え
て
、
通
常
、
最
初
の
対
旬
か
ら
直
ち
に
皇
女
の
姿
の
形
容
へ
と
移
行
す

る
と
こ
ろ
に
、
四
旬
対
と
「
な
に
し
か
も
　
我
が
犬
君
の
」
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。

　
こ
の
四
旬
対
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
平
舘
英
子
氏
『
萬
葉
歌
の
主
題
と

意
匠
』
（
第
二
章
第
一
節
）
に
考
察
が
あ
る
。

　
　
こ
も
り
く
の
　
泊
瀬
の
川
の

□
＾
㍑
雛
”
帥

□
篶
洲
㍑
鮎
㍑

　
　
く
は
し
妹
に
　
鮎
を
惜
し
み
　
く
は
し
妹
に
　
鮎
を
惜
し
み

　
　
投
ぐ
る
さ
の
　
遠
ざ
か
り
居
て

□
村
㌶
姉
㍑
㍑

□
崇
㍑
鮎
㌶
㍑
パ
㍗
汽
い
㍑
㍑

　
　
ま
た
も
逢
は
ぬ
も
の
は
　
妻
に
し
あ
り
け
り
一
士
二
・
三
三
三
〇
一

一
」
の
例
と
の
比
較
に
お
い
て
、
後
半
の
四
旬
対
は
、
修
復
可
能
な
物
と
修

復
不
可
能
な
人
の
命
と
を
対
比
し
、
か
つ
「
上
つ
瀬
－
下
つ
瀬
」
か
ら
主

想
部
へ
と
転
換
す
る
点
で
、
明
日
香
皇
女
挽
歌
と
類
似
す
る
。
と
同
時
に
、

巻
十
三
の
場
合
は
物
と
人
の
命
の
差
異
が
嘆
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
明
日

香
皇
女
挽
歌
で
は
「
玉
藻
－
川
藻
」
と
皇
女
の
生
と
の
対
比
が
あ
る
と
い

う
、
氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
巻
士
二
の
例
の
前
半
の
対
旬
に
着
目
し
た
場
合
、
明
日
香
皇

女
挽
歌
の
尻
取
式
繰
り
返
し
と
少
し
く
異
な
る
点
を
指
摘
し
う
る
。
語
旬

の
尻
取
式
繰
り
返
し
は
、
厳
密
に
は
、
二
番
目
の
対
旬
、
「
上
つ
瀬
に

鮎
を
食
は
し
め
　
下
つ
瀬
に
　
鮎
を
食
は
し
め
」
と
「
く
は
し
妹
に
　
鮎

を
惜
し
み
」
の
二
旬
繰
り
返
し
の
間
の
み
で
あ
り
、
前
の
対
旬
と
は
、

「
鵜
」
か
ら
「
鮎
」
と
い
う
連
想
で
繋
が
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
古
事

記
歌
謡
の
例
は
語
旬
が
完
全
な
尻
取
式
の
対
応
を
な
す
が
、
こ
れ
も
景
物

が
場
に
応
じ
て
連
想
で
繋
が
る
点
で
、
巻
士
二
の
例
と
変
わ
り
は
な
い
。

　
一
方
、
明
日
香
皇
女
挽
歌
の
尻
取
式
繰
り
返
し
は
、
「
玉
藻
－
川
藻
」

が
そ
れ
ぞ
れ
皇
女
の
死
の
暗
示
と
姿
の
類
似
を
表
し
、
二
重
に
機
能
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奮
一

る
。
身
崎
壽
氏
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
残
宮
挽
歌
試
論
」
が
指
摘
す
る
如
く
、

「
石
橋
－
打
橋
」
に
相
聞
的
交
歓
を
喚
起
す
る
要
素
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
石
橋
－
打
橋
」
「
玉
藻
－
川
藻
」
は
、
主
想
部
に
至
る
ま
で
の
歌
の
構

成
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
語
と
把
握
さ
れ
る
。
確
か
に
、
そ
れ
ら
は
明

日
香
川
の
景
物
で
あ
り
、
連
想
に
よ
っ
て
尻
取
式
に
繰
り
返
さ
れ
る
が
、

古
事
記
歌
謡
、
巻
士
二
の
例
と
此
べ
、
語
の
選
択
を
場
に
依
拠
す
る
面
は

少
な
い
。
む
し
ろ
、
人
麻
呂
の
意
識
は
そ
の
語
が
表
象
す
る
も
の
に
向
け

ら
れ
て
い
よ
う
。

　
ま
た
、
四
旬
対
は
、
藻
と
皇
女
の
死
の
相
違
と
共
に
、
姿
の
類
似
を
提

示
す
る
。
同
様
の
手
法
は
、
長
皇
子
へ
の
献
呈
歌
の
対
旬
に
も
見
え
る
。

　
　
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
　
高
光
る
　
我
が
日
の
皇
子
の
　
馬
並

　
　
め
て
　
み
狩
り
立
た
せ
る
　
若
薦
を
　
猟
路
の
小
野
に

n
讐
ば
…
㍑
ボ

□
讐
の
い
㍑
ボ

　
　
恐
み
と
　
仕
へ
奉
り
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
・
；
二
九
）
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ザ
」
の
場
合
、
前
の
対
句
に
よ
る
「
鹿
－
鶉
」
と
の
相
違
の
提
示
を
受
け
、

後
の
対
旬
で
類
似
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
君
に
仕
え
る
さ
ま

が
う
た
わ
れ
る
。
「
鹿
－
鶉
」
を
用
い
た
表
現
は
、
他
に
も
高
市
皇
子
挽

歌
に
見
出
さ
れ
る
。
先
述
の
如
く
、
対
旬
の
直
後
、
「
侍
へ
ど
　
侍
ひ
得

ね
ば
　
春
鳥
の
　
さ
ま
よ
ひ
ぬ
れ
ば
」
「
嘆
き
も
　
い
ま
だ
過
ぎ
ぬ
に
　
思

ひ
も
　
い
ま
だ
尽
き
ね
ば
」
は
、
心
情
表
現
と
し
て
機
能
し
つ
つ
後
続
旬

と
関
わ
っ
て
い
た
。
対
し
て
、
長
皇
子
へ
の
献
呈
歌
に
お
い
て
は
、
条
件

旬
で
は
な
く
、
後
の
対
旬
に
お
け
る
直
楡
の
前
提
と
し
て
語
を
提
示
し
、

そ
れ
を
二
重
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
を
展
開
す
る
。
明
日
香
皇
女

挽
歌
の
対
旬
は
、
語
旬
を
尻
取
式
繰
り
返
し
と
共
に
用
い
て
趣
向
を
凝
ら

し
た
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
朝
－
夕
」
の
対
が
従
来
の
例
と
異
な
る
点
に
つ
い

て
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
挽
歌
に
お
け
る
「
朝
－
夕
」
「
昼
－
夜
」
は
、

残
さ
れ
た
者
が
一
日
中
悲
し
む
さ
ま
を
う
た
う
も
の
と
し
て
、
既
に
初
期

萬
葉
か
ら
見
え
る
。
人
麻
呂
は
、
高
市
皇
子
挽
歌
、
泣
血
哀
働
歌
で
は
、

か
よ
う
な
対
句
の
後
に
心
情
表
現
と
し
て
の
条
件
旬
の
対
句
を
用
い
て
い

た
が
、
明
日
香
皇
女
挽
歌
に
お
い
て
は
、
「
朝
宮
－
夕
宮
」
を
皇
女
が
忍

壁
皇
子
と
共
に
在
っ
た
場
所
と
し
て
提
示
し
、
か
つ
、
「
ぬ
え
鳥
の
　
片

恋
づ
ま
　
朝
鳥
の
　
通
は
す
君
が
」
の
枕
詞
の
対
を
詠
み
込
む
こ
と
で
、

残
さ
れ
た
皇
子
の
悲
し
み
を
一
日
と
い
う
時
間
に
お
い
て
示
唆
す
る
。
こ

れ
も
ま
た
、
条
件
旬
で
は
な
く
警
楡
を
介
し
て
尻
取
式
に
展
開
さ
せ
る
用

法
と
い
え
よ
う
。

　
か
よ
う
な
語
旬
に
二
重
の
意
味
を
持
た
せ
る
趣
向
が
、
吉
備
津
采
女
挽

歌
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
技
巧
的
な
形
で
認
め
ら
れ
る
。
長
歌
は
三
段
に

　
　
　
亘
一

区
分
さ
れ
、
第
一
段
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
露
－
霧
」
が
、
第
三
段
に

　
　
　
　
　
　
あ
さ
っ
ゆ
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

お
い
て
、
再
度
「
朝
露
－
夕
霧
」
の
対
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
、
ま
ず
は

注
意
が
向
け
ら
れ
よ
う
。

□
㍊
の
讐
卵
は

　
　
い
か
さ
ま
に
　
思
ひ
居
れ
か

　
　
楮
縄
の
　
長
き
命
を

□
竺
㌶
㍑
讐
㍑
㍑
㌶
㍑

　
　
梓
弓
　
音
聞
く
我
も
　
凡
に
昆
し
こ
と
　
悔
し
き
を
　
し
き
た
へ
の

　
　
手
枕
ま
き
て
　
剣
犬
刀
　
身
に
副
へ
寝
け
む
　
若
草
の
　
そ
の
夫
の

　
　
子
は

只
㍊
か
雛
㌶

　
　
時
な
ら
ず
　
過
ぎ
に
し
児
ら
が

□
納
㍍
　
　
　
　
一
二
．
二
一
七
一

　
「
露
」
や
「
霧
」
を
は
か
な
い
も
の
の
警
楡
と
し
て
用
い
た
例
は
、
清

水
克
彦
氏
が
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
作
者
の
明
ら
か
な
作
に
は
人
麻
呂
以
前

　
　
　
　
　
　
売
）

に
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
対
と
し
て
の
例
も
同
様
に
見
え
ず
、
人
麻
呂

独
自
の
表
現
と
捉
え
う
る
。
既
に
、
人
麻
呂
は
献
呈
挽
歌
に
お
い
て
、

　
あ
さ
つ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

「
朝
露
に
　
玉
裳
は
ひ
づ
ち
　
夕
霧
に
　
衣
は
濡
れ
て
」
（
ニ
エ
九
四
一
と

　
　
　
あ
さ
つ
ゆ
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

い
う
、
「
朝
露
－
夕
霧
」
を
用
い
、
衣
を
濡
ら
す
も
の
と
し
て
「
露
」
「
霧
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
つ
ゆ

を
対
に
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
と
見
ら
れ
る
葛
井
子
老
の
挽
歌
「
朝
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

に
　
裳
の
裾
ひ
づ
ち
夕
霧
に
　
衣
手
濡
れ
て
」
一
十
五
・
三
六
九
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
っ
ゆ
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

も
、
衣
を
濡
ら
す
「
露
」
「
霧
」
の
例
で
、
「
朝
露
－
夕
霧
」
の
対
は
、
こ
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扁
）

の
二
例
と
当
該
歌
に
の
み
見
出
せ
る
。
な
お
、
「
露
」
に
つ
い
て
は
、
作

者
未
詳
歌
に
お
い
て
、

　
　
か
く
恋
ひ
む
も
の
と
知
り
せ
ば
夕
置
き
て
朝
は
消
ぬ
る
露
な
ら
ま
し

　
　
を
（
十
二
・
三
〇
三
八
）

　
　
夕
置
き
て
朝
は
消
ぬ
る
自
露
の
消
ぬ
べ
き
恋
も
我
は
す
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
・
三
〇
三
九
）

の
如
く
、
人
麻
呂
の
例
と
は
逆
の
、
「
夕
に
置
き
朝
に
消
え
る
露
」
の
例

も
残
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
人
麻
呂
は
、
吉
備
津
采
女
挽
歌
の
四
句
対
に
お
い
て
、
「
露
」
と
「
霧
」

を
対
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
朝
－
夕
」
を
対
応
さ
せ
つ
つ
用
い
た
。
そ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
っ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

呼
応
す
る
、
末
尾
の
「
朝
露
の
ご
と
　
夕
霧
の
ご
と
」
に
お
い
て
は
、
漢

　
　
　
て
う
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
ろ

語
の
「
朝
露
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
「
朝
露
」
は
、
既
に
指
摘
が

　
　
　
　
｛
〃
）

あ
る
よ
う
に
、

　
　
浩
浩
陰
陽
移
　
　
年
命
如
二
朝
露
一

　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
文
選
』
巻
二
十
九
、
「
古
詩
十
九
首
」
其
十
三
一

　
　
　
　
　
〇
　
　
　
〇

　
　
人
生
警
二
朝
露
一
居
レ
世
多
一
屯
塞
一

　
　
　
（
後
漠
、
秦
嘉
「
贈
レ
婦
詩
三
首
」
第
一
首
『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）

と
、
人
命
の
は
か
な
さ
の
警
楡
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
対
し
て
、

せ
き
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
）

「
夕
霧
」
は
一
般
に
は
景
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
「
霧
」
の
み
の
場
合
と
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
ろ

に
、
人
命
の
は
か
な
さ
が
警
え
ら
れ
た
例
は
見
出
し
難
い
。
ま
た
、
「
朝
露

　
せ
き
む

－
夕
霧
」
の
対
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
て
う
ろ

　
一
方
、
「
朝
露
」
と
同
様
、
人
命
の
は
か
な
さ
に
警
え
ら
れ
る
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
＾
鵬
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
さ
う

は
、
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
漢
語
の
「
朝
霜
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
　
o

　
　
天
地
無
二
終
極
一
人
命
著
廟
霜
一

　
　
　
一
魏
、
曹
植
「
送
二
応
氏
一
詩
二
首
」
第
二
首
『
文
選
』
巻
二
十
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
　
o

　
　
人
寿
幾
何
　
　
　
逝
如
二
朝
霜
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晋
、
陸
機
「
短
歌
行
」
『
文
選
』
巻
二
十
八
一

か
よ
う
な
警
楡
は
、
萬
葉
集
に
お
い
て
も
、

　
　
筐

　
　
朝
露
の
消
易
き
我
が
身
老
い
ぬ
と
も
ま
た
を
ち
反
り
君
を
し
待
た
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
・
二
六
八
九
）

僚

　
　
朝
霜
の
消
易
き
命
誰
が
た
め
に
千
歳
も
が
も
と
我
が
思
は
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
・
二
二
七
五
）

の
如
く
見
え
る
。
巻
十
二
の
例
が
、
初
旬
の
枕
詞
の
み
を
異
に
し
た
類
歌
、

　
　
便

　
　
露
霜
の
消
易
き
我
が
身
老
い
ぬ
と
も
ま
た
を
ち
反
り
君
を
し
待
た
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
ニ
ニ
ニ
〇
四
三
）

を
持
つ
こ
と
か
ら
、
人
命
の
は
か
な
さ
の
警
楡
と
し
て
「
露
」
に
対
す
る

「
霜
」
が
想
起
さ
れ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
お
そ
ら
く
「
朝
－
夕
」
の
対
を

考
え
た
場
合
、
「
露
」
の
対
と
し
て
「
霜
」
は
考
え
難
く
、
か
つ
「
黒
髪

に
霜
の
置
く
ま
で
に
」
（
二
・
八
七
・
磐
姫
皇
后
）
と
も
あ
る
よ
う
に
、

必
ず
し
も
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
采
女
を
う
た
う
表
現
と
し
て
相
応
し

い
と
は
言
い
難
い
。
一
方
の
「
霧
」
は
、
「
凡
に
見
し
」
と
い
う
表
現
と

も
関
わ
り
を
持
つ
た
め
、
「
霜
」
に
代
わ
っ
て
、
選
び
取
ら
れ
た
と
見
う
る
。

　
つ
ま
り
、
人
麻
呂
は
、
吉
備
津
采
女
挽
歌
に
お
い
て
、
人
命
の
は
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
つ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

さ
に
警
え
ら
れ
る
漢
語
の
「
朝
露
」
を
意
識
し
た
「
朝
露
」
に
、
「
夕
霧
」

を
合
わ
せ
て
対
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
句
対
は
、
「
朝
－
夕
」
「
タ
ー
朝
」

の
逆
順
の
対
を
有
す
る
が
、
朝
に
置
き
夕
に
消
え
る
「
露
」
、
ま
た
、
夕

に
立
ち
朝
に
失
わ
れ
る
「
霧
」
は
、
旬
に
お
い
て
対
照
的
に
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
露
」
及
び
「
霧
」
は
、
采
女
の
生
を
表
現
す
る
「
拷
縄
の
　
長
き

命
を
」
と
対
比
さ
れ
る
。
明
日
香
皇
女
挽
歌
に
用
い
ら
れ
た
、
人
の
命
と

物
と
の
椙
違
を
最
初
の
対
句
で
提
示
す
る
趣
向
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
認
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め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
采
女
は
予
想
に
反
し
て
は
か
な
く
世
を
去
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
つ
ゆ

却
っ
て
、
四
旬
対
が
そ
の
死
を
暗
示
す
る
一
」
と
に
な
る
。
そ
れ
と
、
「
朝
露

　
　
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

の
ご
と
　
夕
霧
の
ご
と
」
と
が
対
応
し
、
歌
の
末
尾
に
お
い
て
、
采
女
と

「
露
」
「
霧
」
と
の
類
似
が
顕
わ
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
露
－
霧
」
は
、

警
楡
の
在
り
方
と
し
て
の
相
違
、
類
似
の
両
面
を
提
示
し
つ
つ
、
後
の
対

旬
に
お
い
て
類
似
面
を
際
立
た
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
よ
う
。
同
時
に
、

最
初
の
「
露
－
霧
」
が
受
け
継
が
れ
る
の
が
、
前
の
対
旬
の
直
後
で
は
な

い
点
も
注
意
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
尻
取
式
繰
り
返
し
な
ど

で
、
語
旬
が
後
続
旬
に
受
け
継
が
れ
る
場
合
、
韻
律
と
関
わ
っ
て
提
示
か

ら
転
換
が
行
わ
れ
る
場
含
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
吉
備
津
采
女
挽
歌
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
っ
ゆ
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

合
は
、
前
に
提
示
さ
れ
た
「
露
－
霧
」
と
末
尾
の
「
朝
露
－
夕
霧
」
と
が

響
き
あ
い
、
す
ぐ
れ
た
表
現
効
果
を
持
つ
反
面
、
語
旬
が
繰
り
返
し
う
た

い
継
が
れ
る
こ
と
と
不
可
分
に
在
っ
た
韻
律
の
重
み
に
つ
い
て
は
後
退
が

見
ら
れ
る
と
い
え
る
。

　
加
え
て
、
二
番
目
の
対
句
、
「
さ
ぶ
し
み
か
　
思
ひ
て
寝
ら
む
　
悔
し

み
か
　
思
ひ
恋
ふ
ら
む
」
が
、
短
歌
二
首
の
末
尾
の
語
と
対
応
す
る
点
も
、

歌
の
構
成
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
見
過
ご
す
訳
に
は
い
か
な
い
。

　
　
楽
浪
の
　
志
賀
津
の
児
ら
が
　
罷
り
遺
の
　
川
瀬
の
遺
を
　
見
れ
ば

　
　
さ
ぶ
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
二
一
八
一

　
　
そ
ら
数
ふ
犬
津
の
児
が
　
逢
ひ
し
日
に
　
凡
に
見
し
く
は
　
今
ぞ

　
　
o
　
　
　
o
　
　
　
o

　
　
悔
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
二
一
九
）

　
　
　
　
一
2
0
〕
　
　
　
　
　
　
　
一
幻
一

　
伊
藤
博
氏
、
身
崎
壽
氏
が
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
人
麻
呂
は
、
長
歌
に
お

い
て
、
「
さ
ぶ
し
」
「
悔
し
」
を
「
夫
の
子
」
の
心
中
に
つ
い
て
用
い
、
さ

ら
に
短
歌
二
首
に
お
い
て
は
「
我
」
の
心
情
に
つ
い
て
用
い
て
い
る
。
そ

の
こ
と
は
、
人
麻
呂
が
、
長
歌
で
提
示
し
た
語
を
、
短
歌
で
再
度
提
示
し

発
展
さ
せ
た
プ
」
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
吉
備
津
采
女
挽
歌
に
お
い
て

は
、
語
が
そ
れ
ぞ
れ
二
重
の
意
味
を
持
ち
対
応
し
つ
つ
歌
の
構
成
と
関
わ

る
が
、
対
旬
の
連
続
に
お
い
て
韻
律
と
共
に
転
換
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

一
首
の
情
調
を
漂
わ
せ
る
と
い
う
方
向
で
用
い
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　
明
日
香
皇
女
挽
歌
、
及
び
吉
備
津
采
女
挽
歌
の
対
句
に
見
ら
れ
る
語
旬

は
、
場
に
応
じ
た
景
物
と
し
て
よ
り
も
、
語
そ
の
も
の
の
表
象
性
に
着
目

し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
と
見
う
る
。
人
麻
呂
は
、
独
立
し
た
対
旬
に
お
い

て
詠
み
込
ま
れ
た
語
を
二
重
に
機
能
さ
せ
、
歌
の
展
開
と
関
わ
る
技
巧
的

な
表
現
に
仕
立
て
た
と
い
え
よ
う
。

　
か
く
て
、
人
麻
呂
の
対
句
に
は
、
語
句
を
意
識
的
に
詠
み
込
み
、
対
応

さ
せ
る
こ
と
で
、
歌
一
首
の
展
開
と
関
わ
ら
せ
る
と
い
う
一
貫
し
た
方
法

が
認
め
ら
れ
る
。
歌
謡
の
進
行
形
式
に
は
、
対
照
を
有
さ
な
い
句
を
並
べ

る
形
式
と
尻
取
式
繰
り
返
し
が
見
ら
れ
る
が
、
二
つ
は
、
歌
謡
の
進
行
の

際
に
韻
律
に
よ
る
更
新
の
質
を
持
ち
つ
つ
、
そ
の
形
骸
と
し
て
語
旬
の
繰

り
返
し
を
留
め
る
点
、
ま
た
、
文
脈
の
展
開
が
語
旬
の
意
味
の
段
階
に
お

い
て
外
的
に
行
わ
れ
る
点
に
お
い
て
共
通
す
る
。
お
そ
ら
く
、
人
麻
呂
の

根
底
に
は
、
か
よ
う
な
記
紀
歌
謡
以
来
の
並
列
的
な
旬
の
連
続
に
よ
る
歌

の
進
行
と
い
う
こ
と
が
息
づ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
対
句
を
進

行
形
式
と
い
う
よ
り
も
、
文
脈
に
即
し
た
表
現
と
し
て
用
い
た
と
こ
ろ
に
、

人
麻
呂
の
方
法
の
基
本
が
あ
る
と
見
う
る
。

　
そ
の
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
が
、
条
件
旬
に
よ
る
心
情
表
現
で
あ
る
。

人
麻
呂
は
、
特
に
泣
血
哀
働
歌
、
第
二
長
歌
に
お
い
て
こ
れ
を
用
い
、
条
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件
旬
の
連
鎖
的
な
関
連
に
よ
る
叙
述
を
展
開
し
た
。
そ
チ
」
で
は
、
接
続
助

詞
に
よ
る
文
脈
の
帰
結
が
歌
の
構
成
と
内
的
な
関
わ
り
を
有
し
て
お
り
、

主
題
に
即
し
て
心
情
を
顕
わ
に
詠
出
す
る
表
現
が
昆
ら
れ
る
。
こ
の
場

合
、
形
式
的
に
は
歌
謡
と
の
連
続
性
が
確
か
に
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
進

行
形
式
と
し
て
の
対
句
と
は
異
質
の
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。

　
一
方
、
旬
の
対
照
を
有
す
る
対
旬
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
音
野

讃
歌
、
第
一
長
歌
の
対
旬
の
連
続
、
「
船
並
め
て
朝
川
渡
り
船
競
ひ

夕
川
渡
る
」
「
こ
の
川
の
　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
　
こ
の
山
の
　
い
や
高
知
ら

す
」
で
あ
る
。
後
の
対
旬
に
お
け
る
、
前
二
旬
に
後
二
旬
が
取
り
含
わ
せ

ら
れ
る
構
造
は
、
語
が
二
重
に
機
能
す
る
点
で
、
額
田
王
の
三
輪
山
の
歌

と
近
似
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
対
旬
は
、
前
の
対
旬
を
受
け
た
景
物
の
提

示
か
ら
の
転
換
で
は
な
く
、
提
示
の
連
続
と
い
う
あ
り
よ
う
を
示
す
。
そ

甲
」
に
お
い
て
「
山
」
は
、
長
歌
末
尾
へ
の
繋
が
り
と
音
の
繋
が
り
か
ら
二

重
の
機
能
を
持
つ
。
他
方
、
語
の
二
重
性
に
よ
る
視
点
の
転
換
に
つ
い
て

は
、
石
見
相
聞
歌
及
び
石
中
死
人
歌
に
、
対
句
内
部
で
行
う
手
法
が
見
出

せ
る
。
こ
れ
ら
の
旬
の
対
照
を
有
す
る
対
旬
は
各
々
異
な
る
形
式
を
持
つ

が
、
同
じ
く
三
輪
山
の
歌
に
倣
い
、
前
後
の
文
脈
と
繋
が
り
を
持
つ
語
の

提
示
を
行
う
点
で
通
底
す
る
。
こ
の
場
合
、
対
旬
の
後
二
旬
に
よ
る
語
旬

の
提
示
が
重
い
意
昧
を
持
つ
こ
と
は
、
語
旬
の
繰
り
返
し
に
よ
る
転
換
の

意
義
が
少
し
く
失
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
人
麻
呂
の
語
句
の
提
示
に
対
す
る
意
識
は
、
記
紀
歌
謡
の
尻
取
武
繰
り

返
し
に
新
た
な
表
現
の
広
が
り
を
与
え
た
。
人
麻
呂
は
、
明
日
香
皇
女
挽

歌
に
括
い
て
、
語
の
表
象
性
に
着
目
し
た
上
で
、
警
楡
に
お
け
る
相
違
、

類
似
の
両
面
を
顕
在
化
さ
せ
、
二
重
に
機
能
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
一
己
つ
ゆ
　
　
　
ゆ
ふ
｝
己
帖
リ

備
津
采
女
挽
歌
で
は
、
漢
詩
文
の
例
を
踏
ま
え
た
「
朝
露
－
夕
霧
」
と
い

う
対
を
案
出
し
、
警
楡
に
お
け
る
相
違
、
類
似
面
の
提
示
と
い
う
こ
と
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
首
の
情
調
を
形
成

さ
せ
て
い
る
。
加
え
て
、
長
歌
の
、
「
さ
ぶ
し
－
悔
し
」
を
、
反
歌
で
主

体
を
異
に
し
た
形
で
用
い
、
新
た
な
る
展
開
を
担
わ
せ
た
の
も
、
対
旬
と

歌
の
構
成
と
を
密
接
に
関
わ
ら
せ
た
趣
向
と
い
え
る
。
甲
」
の
よ
う
に
、
条

件
旬
を
用
い
た
叙
述
に
対
す
る
、
警
楡
を
介
し
た
尻
取
式
繰
り
返
し
は
、

語
の
表
象
性
と
関
わ
っ
て
歌
の
展
開
と
不
可
分
に
結
び
付
き
つ
つ
、
表
現

と
し
て
の
深
化
を
遂
げ
た
。
そ
れ
は
、
韻
律
と
共
に
在
っ
た
歌
の
進
行
形

式
と
は
明
ら
か
に
異
質
の
、
人
麻
呂
の
独
自
性
が
際
だ
っ
た
対
旬
の
用
法

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
総
じ
て
、
人
麻
呂
の
対
旬
は
、
条
件
旬
に
お
け
る
接
続
助
詞
の
意
味
の

対
応
や
、
場
に
即
し
た
語
句
を
詠
み
込
む
と
い
っ
た
、
歌
謡
の
場
合
の
よ

う
な
文
脈
と
外
的
に
関
わ
る
形
式
と
は
異
な
り
、
歌
の
構
成
と
有
機
的
な

関
連
を
持
た
せ
る
方
向
で
一
貫
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
人
麻
呂
が
、
提
示
し
た
語
を
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
転
換
す
る
の
で
は

な
く
、
対
旬
と
い
う
形
式
に
い
か
な
る
語
句
を
詠
み
込
み
、
展
開
さ
せ
る

か
と
い
う
こ
と
に
意
を
払
っ
た
結
果
、
獲
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
叙
上
の
よ
う
に
、
対
旬
を
構
成
と
緊
密
に
関
わ
ら
せ
、
歌
一
首
の

展
開
を
行
う
こ
と
こ
そ
が
、
対
旬
の
可
能
性
を
開
い
た
人
麻
呂
の
方
法
で

あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

↓注
一
2
一

岡
部
政
裕
氏
『
万
葉
長
歌
考
説
』
n
l
五
、
阿
蘇
瑞
枝
氏
「
万
葉
長
歌
対
旬
表
現

論
－
初
期
万
葉
か
ら
人
麻
呂
ま
で
－
」
一
『
論
集
上
代
文
学
』
二
二
）
参
照
。

柿
村
重
松
氏
『
上
代
日
本
漠
文
学
史
』
二
二
、
大
畑
幸
恵
氏
「
〈
対
句
〉
論
序
説

一25一



一
3
一

一
4
一

一
5
）76一

8
）

王09

1
記
紀
歌
謡
及
び
初
期
万
葉
長
歌
の
〈
対
句
〉
1
」
一
「
国
語
と
国
文
学
」
五
五
－

四
）
、
稲
岡
耕
二
氏
「
万
葉
集
の
方
法
－
対
句
の
本
質
ー
し
一
「
国
文
学
　
解
釈
と

教
材
の
研
究
」
二
八
－
七
一
参
照
。

ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
、
西
洋
詩
及
び
漠
詩
に
見
ら
れ
る
「
平
行
詩
行
」
に
つ
い
て
、

「
意
昧
的
レ
ヴ
エ
ル
に
お
い
て
は
、
《
中
略
》
平
行
旬
が
類
似
性
と
隣
接
僅
に
そ

れ
ぞ
れ
基
づ
く
隠
楡
と
換
楡
で
あ
り
う
る
」
と
し
、
同
様
に
、
「
平
行
性
の
統
辞

的
局
面
は
、
対
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
提
示
す
る
2
行
目
が
先
行
の
行
に
対
し
て

、
　
　
、

類
似
の
パ
タ
ー
ン
を
呈
す
る
か
、
二
つ
の
行
が
一
つ
の
文
法
的
構
造
の
二
つ
の

隣
接
す
る
構
成
要
素
と
し
て
互
い
に
補
完
し
合
う
か
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

一
ロ
マ
ー
ン
・
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
選
集
3
『
詩
学
』
第
2
都
一
「
文
法
的
平
行
性
と

そ
の
ロ
シ
ア
語
に
お
け
る
面
」
予
葉
文
夫
・
尾
山
純
一
郎
訳
、
大
修
館
書
店
、

昭
和
6
0
。
）

井
手
至
氏
「
万
葉
集
に
お
け
る
対
偶
語
の
用
法
」
一
「
国
語
と
国
文
学
」
五
三
－

五
一
に
、
「
和
歌
の
申
に
、
こ
れ
一
執
筆
者
注
－
対
偶
語
）
が
対
匂
の
一
部
な
ど

と
し
て
対
置
し
て
用
い
ら
れ
た
場
含
に
は
、
そ
の
語
義
は
、
そ
の
語
単
独
で
用
い

ら
れ
た
際
に
有
す
る
固
有
の
本
質
的
意
昧
の
ほ
か
に
、
対
置
せ
ら
れ
た
対
偶
語

禍
互
間
の
類
縁
関
係
か
ら
生
ず
る
臨
時
的
意
昧
が
そ
こ
に
添
加
せ
ら
れ
る
」
と
い

う
璽
要
な
指
摘
が
あ
る
。
語
義
の
関
係
か
ら
対
旬
に
詠
み
込
ま
れ
た
語
句
の
分

類
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
か
か
る
二
つ
の
意
味
を
区
別
し
た
上
で
、
ま
ず
語
固

有
の
本
質
的
な
意
昧
の
方
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

村
田
正
博
氏
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
一
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
二
集
）
が
、
句
末
の
助

詞
「
て
」
が
文
脈
の
流
れ
に
お
い
て
呼
吸
を
置
く
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
指
摘
す

る
。L

・
ク
ラ
ー
ゲ
ス
『
リ
ズ
ム
の
本
質
』
一
杉
浦
実
訳
、
み
す
ず
書
房
、
昭
和
蝸
。
）

原
文
は
．
、
違
一
轟
8
艮
9
蟹
Ω
塞
的
宗
H
乏
姜
9
竃
黒
津
、
，
（
第
十
章
「
展
望
」
）
。

な
お
傍
点
は
訳
者
に
従
う
。

自
升
伊
津
子
氏
「
修
辞
と
し
て
の
枕
詞
－
柿
本
人
麻
呂
の
方
法
－
」
一
「
萬
葉
」
一

六
七
一
。

土
橘
寛
氏
『
古
代
歌
謡
論
』
第
三
章
二
節
。

曽
倉
峯
氏
「
万
葉
集
巻
一
・
巻
二
に
お
け
る
人
麻
呂
歌
の
異
伝
－
詞
旬
の
比
較
を

通
し
て
－
」
一
「
国
語
と
国
文
学
」
四
〇
1
八
）
、
伊
藤
博
氏
『
万
葉
集
の
表
現
と

至2 1114 ！3
一
1
5
一

（
蝸
）

（
1
7
一

一
1
8
）

21 20 19

方
法
』
下
、
第
七
章
三
節
参
照
。

内
田
賢
徳
氏
『
万
葉
の
知
』
第
五
章
第
一
節
参
照
。

三
田
誠
司
氏
「
人
麻
呂
挽
歌
の
一
考
察
－
石
申
の
死
人
を
見
る
歌
－
」
一
「
萬
葉
」

一
四
二
一
。

「
文
学
・
語
学
」
九
三
。

神
堀
忍
氏
「
『
吉
備
津
采
女
』
と
『
天
数
ふ
大
津
の
子
』
」
（
「
萬
葉
」
八
三
一
の
段

落
分
け
に
従
い
、
第
一
段
一
冒
頭
－
失
す
と
い
へ
一
、
第
二
段
一
梓
弓
－
思
ひ
恋

ふ
ら
む
一
、
第
三
段
（
時
な
ら
ず
－
夕
霧
の
ご
と
一
と
す
る
。
な
お
、
武
田
祐
吉

氏
『
萬
葉
集
全
註
釈
』
は
、
全
体
を
一
段
と
す
る
。

清
水
克
彦
氏
『
柿
本
人
麻
呂
－
作
晶
研
究
－
』
一
「
吉
備
津
采
女
死
せ
る
時
の
歌
」
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
〇

参
照
。
た
だ
し
、
作
者
未
詳
歌
に
お
い
て
は
、
「
朝
露
の
消
易
き
我
が
身
」
一
十

丁
二
六
八
九
一
の
如
く
、
「
朝
露
」
を
命
の
懐
さ
に
警
え
る
例
が
数
例
昆
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o

ら
れ
る
。
ま
た
、
く
だ
っ
て
は
、
「
朝
露
の
消
易
き
我
が
身
」
一
五
・
八
八
五
・
麻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o

田
陽
春
一
が
あ
り
、
か
つ
広
瀬
本
、
類
聚
古
集
、
紀
州
本
の
本
文
が
「
朝
霧
の
消

易
き
我
が
身
」
に
作
る
点
に
注
意
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⊥
曲
さ
つ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ψ
ム
ぎ
L
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
き
』
リ

萬
葉
集
に
お
い
て
、
「
朝
露
」
は
「
夕
霧
」
と
の
み
対
を
な
す
。
一
方
、
「
夕
霧
」

　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
く
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

の
場
合
は
、
他
に
「
朝
雲
に
　
鶴
は
乱
れ
　
夕
霧
に
か
は
づ
は
騒
く
」
一
三
・
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
く
も
　
　
ゆ
ふ
ぎ
り

二
四
・
山
都
赤
人
）
の
、
「
朝
雲
－
夕
霧
」
の
例
が
他
に
一
例
見
え
る
。

林
古
渓
氏
「
萬
葉
集
に
現
は
れ
た
る
支
那
恩
想
」
一
「
国
語
と
国
文
学
」
五
－
一
〇
）

参
照
。

せ
き
む

「
夕
霧
」
が
葬
送
と
関
わ
る
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o

　
蝕
暉
蓋
二
天
末
一
夕
霧
起
二
山
根
一

　
　
一
北
周
、
王
褒
「
送
二
観
寧
侯
葬
一
詩
」
『
芸
文
類
聚
』
人
都
十
八
「
哀
傷
」
一

を
見
出
し
う
る
が
、
こ
の
場
含
、
「
夕
霧
」
は
「
餓
曄
」
と
共
に
夕
方
の
景
を
示

し
て
お
り
、
人
命
の
は
か
な
さ
の
警
楡
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
な
お
、
詩
の
本
文

を
『
芸
文
類
聚
』
は
「
天
義
」
に
作
る
が
、
門
文
苑
英
華
』
宵
古
詩
紀
』
に
よ
っ
て

「
轟
天
」
に
改
め
た
。

注
一
U
参
照
。

伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
下
一
「
人
麻
呂
に
お
け
る
幻
視
」
参
照
一
。

身
崎
壽
氏
「
柿
本
人
麻
呂
泣
血
哀
働
歌
試
論
一
二
一
」
（
「
国
語
国
文
研
究
」
七
四
）

参
照
。

一26一



符
霞

　
稿
を
成
す
に
際
し
ま
し
て
、
終
始
、
芳
賀
先
生
の
御
指
導
を
仰
ぎ
ま
し

た
。
ま
た
、
内
田
賢
徳
先
生
か
ら
も
、
貴
重
な
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。

末
尾
な
が
ら
、
記
し
て
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
た
な
か
　
ま
り

筑
波
犬
学
犬
学
院
博
士
課
程

文
芸
・
言
墨
醐
研
究
科
　
日
本
文
学
一
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