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人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

七
夕
歌
の
世
界
と
の
つ
な
が
り

倉

住

薫

は
じ
め
に

万
葉
集
巻
十
一
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
旋
頭
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る

(

１)

。

天あ
め

な
る
一
つ
棚
橋

た
な
は
し

い
か
に
か
行ゆ

か
む

若
草
の
妻
が
り
と
い
は
ば
足
壮
嚴

(

⑪
二
三
六
一
番
歌)

天
在

一
棚
橋

何
将
行

穉
草

妻
所
云

足
壮
嚴

二
三
六
一
番
歌
は
、｢

棚
橋｣

を
渡
っ
て
の
妻
問
い
を
歌
う
旋
頭
歌
で
あ
る
。
次
歌
の
二
三
六
二
番
歌
の
左
注
に
は

｢

右
の
十
二
首
、
柿
本

朝
臣
人
麻
呂
が
歌
集
に
出
で
た
り｣

と
あ
り
、
当
該
歌
を
含
む
二
三
五
〇
〜
二
三
六
二
番
歌
は
人
麻
呂
歌
集
収
載
の
歌
で
あ
る
。

当
該
歌
は
、
茂
吉
評
釈
が
、

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

一

大
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こ
の
歌
は
、
天
在

あ
め
な
る

と
あ
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
天
上
の
牽
牛
織
女
に
関
係
せ
し
め
な
く
と
も
い
い
や
う
で
あ
る
。
や
は
り
民
謡
風
で
、

気
が
利
い
て
相
当
面
白
い
歌
で
あ
る
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、｢

天
な
る｣

と
い
う
七
夕
歌
を
想
起
さ
せ
る
表
現
が
詠
み
込
ま
れ
、
同
時
に
男
性
が
川
を
渡
り
女
性
の
も
と
を
訪
れ
る
当

時
の
婚
姻
習
俗
に
根
ざ
し
た
相
聞
の
旋
頭
歌
と
し
て
の
一
面
を
持
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

と
い
う
通
い
路
を
歌
っ
た
当
該
歌
に
つ
い
て
、
個
々
の
表
現
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
七
夕
歌
の
世
界
と

の
関
わ
り
を
考
察
し
人
麻
呂
歌
集
の
旋
頭
歌
の
発
想
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣
の
情
景

当
該
歌
は
、
男
性
が

｢

天｣

に
あ
る

｢

一
つ
棚
橋｣

を
渡
り
女
性
の
元
に
訪
れ
よ
う
と
す
る
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

と
は
ど
の
よ
う
な
橋
と
解
釈
で
き
る
か
考
え
て
み
た
い
。

｢

一
つ
棚
橋｣

の
所
在
に
よ
っ
て
、
地
上
の
橋
を
渡
る
男
の
歌
と
と
る
か
、
天
上
世
界
に
あ
る
天
の
川
の
橋
を
渡
る
男
の
歌
と
と
る
か
で
解

釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
詞
林
采
葉
抄
は

｢

天
の
川
棚
橋
渡
せ｣

(
⑩
二
〇
八
一)

を
挙
げ

｢

天
河
ノ
橋｣

と
す
る
。
仙
覚
抄
は

｢

天
に
あ
る
日

と
つ
ゝ
け
ん
た
め
に
い
へ
り｣

、
つ
ま
り

｢

天
な
る｣

を
枕
詞
と
と
り
地
上
の
橋
す
る
が
、｢

天
な
る｣

に
続
く
べ
き

｢

日ヒ｣

と

｢

一
つ｣

の
ヒ

と
同
音
で
あ
り
、
掛
け
た
と
し
て
い
る
。

金
子
評
釈
で
は

｢

天
に
在
る
日
の
意
で

｢

ひ｣

の
一
音
に
か
け
、
そ
れ
を

｢
一
つ｣

と
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
が
、｢

天
な
る｣

は
い
か
に
も

奇
抜
で
あ
る｣

と
、
枕
詞
と
し
て
捉
え
な
が
ら
も
、｢

天
な
る｣

の
必
然
性
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
そ
こ
で
当
該
歌
が
、
地
上
の
恋
を
詠
ん

だ
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
天
上
の
恋
つ
ま
り
七
夕
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二



ま
ず
は
、｢

ヒ｣

音
に
掛
か
る
枕
詞
と
も
さ
れ
る

｢

天
な
る｣

の
用
例
は
以
下
の
歌
が
あ
る
。

１

…
…
竹
玉

た
か
た
ま

を

間ま

な
く
貫ぬ

き
垂た

れ

木ゆ

綿ふ

だ
す
き

か
ひ
な
に
掛
け
て

天あ
ま

な
る

さ
さ
ら
の
小を

野の

の

七な
な

ふ
菅す
げ

手
に
取
り
持
ち

て

ひ
さ
か
た
の

天あ
ま

の
河
原

か

は

ら

に

出い

で
立
ち
て

み
そ
ぎ
て
ま
し
を

高
山

た
か
や
ま

の

巌
い
は
ほ
の
上う
へ

に

い
ま
せ
つ
る
か
も

(

③
四
二
〇
番
歌

丹
生
王)

２

天あ
め

な
る
日
売
ひ

め

菅
原

す
が
は
ら

の
草
な
刈
り
そ
ね

蜷み
な

の
腸わ
た

か
黒ぐ
ろ

き
髪
に
あ
く
た
し
付
く
な

(

⑦
一
二
七
七

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌)

３

天あ
め

な
る
や
月つ
き

日ひ

の
ご
と
く
我あ

が
思お
も

へ
る
君
が
日ひ

に
異け

に
老お

ゆ
ら
く
惜を

し
も

(

⑬
三
二
四
六

作
者
未
詳)

４

天あ
め

な
る
や
神さ

楽さ

良ら

の
小を

野の

に
茅ち

草が
や

刈か

り
草か
や

刈
り
ば
か
に
鶉
う
づ
ら
を
立
つ
も

(

⑯
三
八
八
七

作
者
未
詳)

１
２
は

｢

天
な
る｣

が

｢

さ
さ
ら
の
小
野｣
｢

日
売
菅
原｣

と
い
う
地
名
に
直
接
か
か
っ
て
い
る
。
１
は
、
石
田
王
の
死
に
際
し
丹
生
王
が

詠
ん
だ
挽
歌
で
あ
る
。｢

天
な
る
さ
さ
ら
の
小
野｣
に
生
え
る

｢

七
ふ
菅｣

を
用
い
、｢

み
そ
ぎ｣

を
行
え
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
後
悔
が
詠
ま
れ

て
い
る
。
神
事
に
用
い
る
七
つ
の
節
を
も
つ

｢

七
ふ
菅｣

は
、
天
上
世
界
の

｢

さ
さ
ら
の
小
野｣

に
生
え
て
い
る
と
想
像
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

２
は
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
で
あ
る
。
女
性
の
黒
髪
に
塵
が
付
く
の
で
、
日
売
菅
原
で
草
刈
り
を
す
る
の
を
止
め
な
さ
い
と
い
う
歌
だ
が
、｢

天

な
る
日
売
菅
原｣

と
あ
り
、
当
該
歌
と
同
じ
く

｢

天
な
る｣
に
ヒ
の
音
が
下
接
し
て
い
る
。
３
４
は

｢

天
な
る
や｣

と
間
投
助
詞

｢

や｣

が
間

に
入
り
、｢

月
日｣
｢

神
楽
良
の
小
野｣

に
続
く
。
３
は
、
天
上
に
輝
く

｢

月
日｣

と
自
身
が
仕
え
る
主
で
あ
る

｢

君｣

と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い

る
。
４
は
１
と
同
じ
く
天
上
世
界
の

｢

さ
さ
ら

(

神
楽
良)

の
小
野｣
が
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

茅
草｣

を
刈
っ
て
い
る
と

｢

鶉｣

が
飛
び
出
し

て
き
た
こ
と
へ
の
驚
き
を
歌
う
巻
十
六
の

｢

怕
物
歌｣

で
あ
る
。
２
の

｢

日
売
菅
原｣

は
、
４
と
同
じ
く

｢

草｣

を
刈
る
場
で
あ
り
、
天
上
世

界
に
想
像
さ
れ
た
場
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
枕
詞
的
用
法
の
１
２
の
用
例
も
、
間
投
助
詞
を
と
も
な
う
３
４
の
用
例
も
、｢

天｣

は
天
上
世
界
の
情
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

三



こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
当
該
歌
に
お
い
て
も
、｢

ヒ｣

に
掛
か
る
枕
詞
と
し
て

｢

天
な
る｣

が
機
能
し
か
つ
、
天
上
世
界
の

｢

一
つ
棚
橋｣

を
渡
る
恋
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
と
い
え
よ
う
。

加
え
て
、
逢
瀬
の
際
に
渡
る

｢

棚
橋｣

も
ま
た
、
天
上
の
恋
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
表
現
で
あ
る
。
当
該
歌
以
外
に

｢

棚
橋｣

が
詠
ま
れ
た

の
は
、
以
下
の
歌
で
あ
る
。

５

天あ
ま

の
川が
は

棚た
な

橋は
し

渡わ
た

せ
織た
な

女ば
た

の
い
渡
ら
さ
む
に
棚
橋
渡
せ

(

⑩
二
〇
八
一

作
者
未
詳)

５
は
、
彦
星
の
元
を
訪
れ
る
織
姫
の
た
め
に

｢

棚
橋｣

を
渡
し
て
欲
し
い
と
願
う
七
夕
歌
で
あ
る
。
当
該
歌
と
は
異
な
り
、｢

天
の
川｣

を

渡
る
主
体
は
織
姫
だ
が
、
棚
の
よ
う
に
一
枚
板
を
置
い
た
だ
け
の

｢

棚
橋｣

を
天
の
川
に
渡
す
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、｢

橋｣

を
渡

す
こ
と
が
詠
ま
れ
た
歌
を
七
夕
歌
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

６

天
の
川
打
橋

う
ち
は
し

渡
せ
妹い
も

が
家い
へ

道ぢ

止や

ま
ず
通か
よ

は
む
時
待
た
ず
と
も

(

⑩
二
〇
五
六

作
者
未
詳)

７

機
は
た
も
の
の
踏ふ

み
木ぎ

持
ち
行ゆ

き
て
天
の
川
打
橋

う
ち
は
し

渡
す
君
が
来こ

む
た
め

(

⑩
二
〇
六
二

作
者
未
詳)

６
は
、
七
夕
の

｢

時｣

を

｢

待
た
ず
と
も｣

い
つ
で
も
織
姫
の
元
へ
通
え
る
よ
う
に

｢

打
橋｣

を
渡
し
て
欲
し
い
と
願
う
彦
星
の
立
場
の
歌

で
あ
り
、
７
は
、
彦
星
を
渡
す
た
め
に

｢

打
橋｣

と
し
て
織
り
機
の
踏
み
木
を
天
の
川
に
架
け
る
織
姫
の
歌
で
あ
る
。｢

打
橋｣

と
は
、
７
で

詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
踏
み
木
と
な
る
角
材
の
よ
う
な
も
の
を
川
に
置
い
た

｢
橋｣
で
あ
り
、｢

棚
橋｣

と
同
じ
く
、
架
け
外
し
可
能
な
橋
な
の

で
あ
ろ
う
。
年
に
一
度
限
り
の
逢
瀬
だ
か
ら
こ
そ
、｢

棚
橋｣

や

｢

打
橋｣

と
い
っ
た
仮
設
の
橋
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
６
７

の
七
夕
歌
は
、
と
も
に
逢
瀬
の
た
め
に
橋
を
渡
そ
う
と
す
る
状
況
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
七
夕
歌
の
中
で
は
、
彦
星
は
舟
で
天
の
河
を
渡
る
と
歌

四



わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
よ
う
に
仮
の
橋
を
渡
る
歌
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

｢

打
橋｣

は
、
男
性
の
逢
瀬
を
女
性
が
承
諾
す
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。

８

千
鳥

ち

ど

り

鳴
く
佐
保
さ

ほ

の
川か
は

門と

の
瀬
を
広
み
打
橋

う
ち
は
し

渡
す
汝な

が
来く

と
思
へ
ば

(

④
五
二
八

坂
上
郎
女)

９

背
の
山
に
直た
だ

に
向
か
へ
る
妹い
も

の
山
事
許ゆ
る

せ
や
も
打
橋

う
ち
は
し

渡
す

(

⑦
一
一
九
三

作
者
未
詳)

８
で
は
、
川
幅
の
広
い

｢
佐
保
の
川
門｣

に
あ
な
た
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
っ
て

｢

打
橋｣

を
渡
す
。
９
で
は
、｢

背
の
山｣

と
正
面
に
向

か
い
合
う

｢

妹
の
山｣

に

｢

打
橋｣
が
渡
し
て
あ
る
。｢

事
許
せ
や
も｣

と
あ
る
よ
う
に
、
女
性
で
あ
る

｢

妹
の
山｣

が
、
男
性
の

｢

背
の
山｣

を
迎
え
入
れ
た
か
ら
、｢

打
橋｣

を
渡
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
架
け
外
し
可
能
な

｢

棚
橋｣
や

｢

打
橋｣

を
川
に
渡
す
と
い
う
の
は
、
女
性
が
男
性
の
逢
瀬
を
迎
え
入
れ
る
用
意
が
整
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
該
歌
の
よ
う
に
、
天
上
の
川
に

｢

棚
橋｣

が
渡
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
、
女
性
が
男
性
を
迎
え
入
れ
る
用
意
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

天
上
世
界
の
天
の
川
に
浮
か
ぶ
た
っ
た
一
つ
の
た
っ
た
一
晩
限
り
の

｢

棚
橋｣

を
ど
の
よ
う
に
渡
ろ
う
か
、
と
彦
星
が
織
姫
と
の
逢
瀬
を
心
待

ち
に
し
て
い
る
様
子
が

｢

い
か
に
か
行
か
む｣

に
は
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

｢

足
壮
嚴｣

の
解
釈

次
に
、
下
三
句

｢

若
草
の
妻
が
り
と
い
は
ば
足
壮
嚴｣

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
｢

若
草｣

の

｢

若｣

の
本
文

｢

穉｣

は
、
西
本
願
寺
本

｢�｣
、
嘉
暦
伝
承
本
・
金
澤
文
庫
本
・
紀
州
本

｢�｣
、
細
井
本
・
大
矢
本
・
京
都

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

五



大
学
本

｢�｣
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

｢

穉｣

の
異
体
字
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。｢

穉｣

は
、
小
島
憲
之
が
指
摘
す
る
よ
う
に

『
篆
隷
万
象
名
義』

に
、

穉

除
致
反

外
麦
也

幼
稚
也

小
晩
也

と
あ
る

(

２)

。｢

穉｣

と
は

｢
稚｣

の
意
で
あ
り
、｢

穉
草｣

と
は

｢

若
草｣

の
意
で
あ
る
。
こ
の

｢

若
草
の｣

は
、｢

つ
ま｣

(

夫
・
妻)

に
掛
か
る

枕
詞
で
あ
る

(

３)

。

10

若
草
の
新に

ひ

手た

枕
ま
く
ら

を
ま
き
そ
め
て
夜よ

を
や
隔へ
だ

て
む
憎
く
あ
ら
な
く
に

(

⑪
二
五
四
二

作
者
未
詳)

10
の
例
で
は
、
新
妻
と
の
共
寝
が

｢

若
草
の
新
手
枕｣

と
詠
ま
れ
て
お
り
、｢

若
草｣

の
み
ず
み
ず
し
く
柔
ら
か
な
様
に
新
妻
の
若
々
し
さ

が
連
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

(

４)

。

す
な
わ
ち
、
当
該
歌
は
新
妻
の
元
へ
訪
れ
る
際
の
歌
と
し
て
発
想
さ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
当
該
歌
の
第
六
句

｢

足
壮
嚴｣

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
句
の
訓
み
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
。

ａ

ア
シ
ノ
カ
サ
リ
ヲ

古
葉
略
類
聚
抄

ｂ

ア
シ
ノ
サ
カ
リ
ヲ

嘉
暦
伝
承
本

ｃ

ア
シ
ヲ
ウ
ツ
ク
シ

西
本
願
寺
本
・
紀
州
本
・
代
匠
記
・
仙
覚
註
釈

ｄ

ア
シ
ヨ
ソ
ヒ
セ
ン

(

ム)

童
蒙
抄
・
総
釈

(

春
田
政
二)

・
佐
佐
木
評
釈
・
私
注
・
大
系
・
講
談
社
文
庫

六



ｅ

ア
ユ
ヒ
ス
ラ
ク
ヲ

万
葉
考

ｆ

ア
ユ
ヒ
シ
タ
ヽ
ス

略
解

(

宣
長
説

｢

壮
嚴｣

を

｢

結
發｣

の
誤
り
と
す
る)

ｇ

ア
ユ
ヒ
シ
タ
タ
ム

古
義

(｢

壮
嚴｣

を

｢

帯
發｣

の
誤
り
と
す
る)

ｈ

フ
ネ
ヨ
ソ
ハ
ク
モ

井
上
新
考

(｢

足｣

を

｢

船｣

の
誤
り
と
す
る)

ｉ

ア
ユ
ヒ
カ
タ
メ
ム

折
口
口
訳

ｊ

ア
シ
ヤ
カ
ザ
ラ
ム

全
註
釈
・
茂
吉
評
釈

ｋ

ア
シ
ヲ
カ
ザ
ラ
ム

窪
田
評
釈
・
澤
瀉
注
釈
・
全
注

(

稲
岡
耕
二)

・
全
解
・
新
大
系
・
和
歌
大
系

ｌ

ア
シ
カ
ザ
リ
セ
ム

全
集
・
集
成
・
新
編
・
釈
注
・
全
歌
講
義

ｈ

｢

フ
メ
ヨ
ソ
ハ
ク
モ｣

は

｢

足｣
を
｢
船｣

と
し

｢

船
渡
り｣

を
想
定
す
る
。
ｆ

｢

ア
ユ
ヒ
タ
ヽ
ス｣

は

｢

壮
嚴｣

を

｢

結
發｣

、
ｇ

｢

ア
ユ
シ
ヒ
タ
タ
ム｣

は

｢

壮
嚴｣

を

｢

帯
發｣
と
、
い
ず
れ
も
誤
字
説
を
と
る
が
、
写
本
に
は
ｈ
ｆ
ｇ
の
よ
う
な
異
同
は
な
く
、
本
文
は

｢

足
壮
嚴｣

と
認
め
ら
れ
る

(

５)

。｢

壮
嚴｣

は

｢

カ
ザ
ル｣

(
ａ
ｊ
ｋ
ｌ)

、｢

ヨ
ソ
フ｣

(

ｄ)

と
訓
む
か
で
、
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
澤
瀉
注
釈
が

指
摘
す
る
よ
う
に

『

類
聚
名
義
抄』

に

｢

荘｣
(

僧
上)
に

｢
カ
ザ
ル｣

｢

ヨ
ソ
ホ
ヒ｣

の
訓
、｢

嚴｣
(

仏
中)

に

｢

カ
ザ
ル｣

｢

ヨ
ソ
フ｣

と

あ
り
、
両
訓
に
可
能
性
が
あ
る
。
全
註
釈
で
は

｢

腰
細
に
取
り
飾
ら
ひ

(

餝
氷)｣

(

⑯
三
七
九
一)

の
用
例
か
ら
、
澤
瀉
注
釈
で
も
、
西
本
願

寺
本
金
光
明
最
勝
王
経

(

四
天
王
護
国
品
第
十
二)

の

｢

莊｣
｢

嚴｣
に

｢

カ
ザ
リ｣

、
斯
道
文
庫
蔵
本
願
経
四
分
律
の

｢

荘｣

に

｢

カ
ザ
ル｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、｢

カ
ザ
ル｣

の
訓
が
適
切
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
澤
瀉
注
釈
の
指
摘
を
受
け
、
以
降
の
注
釈
書
の
多
く
が

｢

カ
ザ
ル｣

の
訓
を
採
用
し
て
い
る
。｢

壮
嚴｣

は
仏
典
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、｢

カ
ザ
ル｣

と
訓
む
蓋
然
性
は
高
い
。
ｊ

｢

ア
シ
ヤ
カ
ザ
ラ

ム｣

ｋ

｢

ア
シ
ヲ
カ
ザ
ラ
ム｣

ｌ

｢

ア
シ
カ
ザ
リ
セ
ム｣

の
訓
み
が
候
補
と
し
て
残
る
が
、
こ
こ
に
は
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
の
訓
み
添
え
の
問

題
が
生
じ
る
。
全
注

(

稲
岡)

は
、
ｌ

｢

ア
シ
カ
ザ
リ
セ
ム｣

の
訓
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

七



人
麻
呂
歌
集
古
体

(

略
体
―
引
用
者
注)

短
歌
の
コ
ヒ
ス。
、
シ
ニ
ス。
が

｢

戀
為｣
｢

死
為｣

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
否
定
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
の
訓
み
添
え
に
関
し
て
は
、
先
行
の
研
究
に
よ
っ
て
、
訓
み
添
え
の
法
則
が
明
確
に
な
っ
て
き
た

(

６)

。
訓
み
添
え
の
基
準

に
照
ら
す
と
、
ｌ

｢
セ
ム｣

の
訓
は
該
当
し
な
い
。
一
方
、｢

ヲ｣

は
訓
み
添
え
が
行
わ
れ
易
い
助
詞
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
ｋ

｢

ア
シ
ヲ
カ

ザ
ラ
ム｣

の
訓
が
最
も
適
切
と
い
え
よ
う
。

次
に
、｢

足
を
飾
ら
む｣

の
意
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
略
解
は

｢

足
壮
嚴｣

を
ｆ

｢

ア
ユ
ヒ
シ
タ
ヽ
ス｣

と
訓
み
、
宣
長
説
を
引
用
し

｢

人
が
妻
許
ゆ
く
と
い
ひ
て
あ
ゆ
ひ
し
出
立
つ
よ
と
也｣

と
す
る
。｢

あ
ゆ
ひ｣

と
は

｢

足
結｣

、
足
を
結
ぶ
紐
の
こ
と
で
あ
り
、
足
元
の
準
備

を
し
て
出
か
け
る
様
子
と
捉
え
て
い
る
。
ｄ
｢
ア
シ
ヨ
ソ
ヒ
セ
ン

(

ム)｣

と
訓
む
万
葉
集
総
釈
も

｢

足
を
し
っ
か
り
準
備
し
て
い
か
う｣

と

す
る
。

一
方
、
最
も
妥
当
性
の
高
い
訓
ｋ

｢

ア
シ
ヲ
カ
ザ
ラ
ム｣

を
採
用
す
る
澤
瀉
注
釈
で
も

｢

足
ご
し
ら
へ
を
し
て
行
か
う｣

と
し
、
釈
注
も
ま

た

｢

一
枚
板
の
仮
橋
で
は
さ
ぞ
危
険
で
あ
り
水
し
ぶ
き
を
浴
び
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
次
第
で
、
ま
ず
は
し
っ
か
と
足
装
い
を
し
よ
う｣

と
、

｢

ヨ
ソ
フ｣

の
訓
と
同
様
に
身
支
度
を
整
え
る
表
現
と
し
て
理
解
す
る
。
足
の
支
度
を
整
え
る

｢

足
結｣

は
、
万
葉
集
に
お
い
て
以
下
の
よ
う

に
詠
ま
れ
て
い
る
。

11

湯ゆ

種だ
ね

蒔ま

く
あ
ら
き
の
小を

田だ

を
求
め
む
と
足
結
あ

ゆ
ひ

出で

で
濡ね

れ
ぬ
こ
の
川
の
瀬
に

(

⑦
一
一
一
〇

作
者
未
詳)

12

朝あ
さ

戸と

出で

の
君
が
足
結
あ

ゆ
ひ

を
濡ぬ

ら
す
露
原

つ
ゆ
は
ら

早
く
起
き
出い

で
つ
つ
我わ
れ

も
裳も

の
裾す
そ

濡
ら
さ
な

(

⑪
二
三
五
七

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌)

13

…
…
食を

す
国
の

事こ
と

取
り
持
ち
て

若
草
の

足
結
あ

ゆ
ひ

た
づ
く
り

群
鳥

む
ら
と
り

の

朝あ
さ

立だ

ち
去い

な
ば

後お
く

れ
た
る

我あ
れ

や
悲
し
き

旅
に
行ゆ

八



く

君
か
も
恋こ

ひ
む
…
…

(

⑰
四
〇
〇
八

大
伴
池
主)

11
に
は
開
墾
地
を
探
し
て
川
瀬
で

｢

足
結｣

を
濡
ら
し
た
こ
と
が
歌
わ
れ
、
12
に
は
朝
早
く
出
て
い
く
男
性
の

｢

足
結｣

を
露
が
濡
ら
す
こ

と
が
歌
わ
れ
、
13
に
は
公
務
の
た
め

｢

足
結｣

を
整
え
朝
出
立
す
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
出
立
前
に
整
え
た

｢

足
結｣

は
、
水
に
濡
れ
や

す
い
も
の
で
あ
っ
た
。

当
該
歌
は

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

を
渡
る
歌
で
あ
り
、
天
の
川
に
浮
か
ぶ
板
を
渡
し
た
だ
け
の
不
安
定
な
橋
を
渡
る
前
に
し
っ
か
り
と
足
支

度
を
整
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
と
な
る
の
は

｢

足
壮
嚴｣

の
文
字
か
ら
は

｢

足
結｣

の
意
味
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

だ
。
仏
教
語
で
あ
る

｢

壮
嚴｣
は
、｢

壮｣
｢

嚴｣

と
も
に
飾
る
の
意
を
持
つ
。
窪
田
評
釈
は

｢

あ
の
妻
の
許
へ
行
く
の
だ
、
足
結
を
美
し
い
も

の
に
し
て
、
お
し
や
れ
を
し
て
行
か
う｣
と
理
解
す
る
。｢

足
を
飾
る｣

と
い
う
表
現
は
、
万
葉
集
に
は
な
い
が
、
以
下
の
例
が
参
考
に
な
る

だ
ろ
う
。

14

足
玉

あ
し
だ
ま

も
手
玉

た

だ

ま

も
ゆ
ら
に
織お

る
服ば

た

を
君
が
御
衣

み

け

し

に
縫
ひ
も
あ
へ
む
か
も

(

⑩
二
〇
六
五

作
者
未
詳)

14
は
、｢

足
玉｣

と

｢

手
玉｣

が
音
を
立
て
る
ほ
ど
揺
ら
し
な
が
ら
彦
星
の
た
め
の
布
を
織
姫
が
織
っ
て
い
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
古
事
記
に
は
、
以
下
の
例
が
あ
る
。

15

宮
人

み
や
ひ
と

の

足
結

あ

ゆ

ひ

の
小
鈴

こ

す

ず

落
ち
に
き
と

宮
人
響と
よ

む

里
人

さ
と
び
と

も
ゆ
め

(

古
事
記
歌
謡

81
番)

15
は
、
穴
穂
御
子
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
軽
太
子
が
大
前
小
前
宿
禰
の
家
に
逃
げ
込
み
、
そ
の
際
、
大
前
小
前
宿
禰
が
舞
を
舞
い
な
が
ら
歌
っ

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

九



た
宮
人
振
で
あ
る
。
宮
廷
に
仕
え
る

｢

宮
人｣

の

｢

足
結｣

に
付
け
た
小
鈴
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
が
、｢

里
人｣

は
騒
ぐ
な
と
歌
わ
れ
て
い
る
。

宮
中
に
あ
る
人
々
は
、
足
に
鈴
な
ど
の
装
飾
品
を
付
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
埴
輪
か
ら
当
時
の
大
宮
人
た
ち
の
足
装
飾
の
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
も
い
る

(

７)

。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
窪
田
評
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
該
歌
は
妻
と
の
逢
瀬
に
当
た
っ
て
足
飾
り
を
付
け
て
出
か
け
る
こ
と
を
詠
ん
だ

歌
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

(

８)

。

当
該
歌
は
、｢

棚
橋｣
を
男
性
が
足
に
飾
り
を
付
け
て
愛
し
い
女
性
と
の
逢
瀬
に
出
か
け
る
歌
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。｢

天
な
る
一
つ

棚
橋｣

と
い
う
天
に
架
か
る
一
晩
限
り
の

｢

棚
橋｣

を
め
ぐ
る
逢
瀬
に
は
、
七
夕
歌
の
発
想
が
背
景
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

旋
頭
歌
と
し
て
の
抒
情

こ
れ
ま
で
、｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣
｢

足
を
飾
ら
む｣

の
分
析
を
中
心
に
、
当
該
歌
が
天
上
世
界
の
逢
瀬
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
当
該
歌
が
人
麻
呂
歌
集
の
旋
頭
歌
と
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
考
察
す
る
。

旋
頭
歌
は
万
葉
集
に
六
十
五
首
あ
り
、
そ
の
う
ち
人
麻
呂
歌
集
の
旋
頭
歌
は
、
巻
七
の

｢

雑
歌｣

に
二
十
三
首
、
巻
十
一

｢

古
今
相
聞
往
来

歌
類
の
上｣

の
冒
頭
に
十
七
首
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
歌
数
か
ら
見
て
も
、
人
麻
呂
歌
集
は
旋
頭
歌
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
重
要
な
も
の
と
な

る
。
当
該
歌
が
位
置
す
る
巻
十
一

｢

古
今
相
聞
往
来
歌
類｣

の
旋
頭
歌
の
抒
情
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

旋
頭
歌
は
、
脇
山
七
郎
に
よ
っ
て
以
下
の
五
形
式
に
分
類
さ
れ
る

(

９)

。

Ａ

問
答
形
式

Ｂ

呼
び
か
け
形
式

Ｃ

呼
び
か
け
形
式
の
変
形

Ｄ

繰
り
返
し
形
式

Ｅ

そ
の
他

一
〇



人
麻
呂
歌
集
の
旋
頭
歌
の
研
究
に
お
い
て
も
、
脇
山
の
五
分
類
が
稲
岡
耕
二
や
島
田
修
三
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
て
き
た
が

(�)

、
諸
氏
に
よ
っ
て
、

分
類
結
果
に
相
違
が
生
じ
て
い
る
。
以
下
に
諸
氏
の
巻
十
一
の
分
類
を
挙
げ
る
。

歌
番
号

脇
山

稲
岡�
稲
岡�
島
田

二
三
五
一

Ｂ

Ｂ

Ｂ

二
三
五
二

Ｃ

Ｂ

二
三
五
三

Ｅ

Ｅ

二
三
五
四

Ｅ

Ｅ

二
三
五
五

Ｅ

Ｅ

二
三
五
六

Ｅ

Ｅ

二
三
五
七

Ｅ

Ｅ

二
三
五
八

Ｅ

Ｅ

Ｅ

二
三
五
九

Ｅ

Ｅ

Ｅ

二
三
六
〇

Ｅ

Ｅ

Ｅ

二
三
六
一

Ｅ

Ｅ

Ｅ

二
三
六
二

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｄ

脇
山
は
、
人
麻
呂
歌
集
の
す
べ
て
の
旋
頭
歌
を
分
類
し
て
い
な
い
た
め
、
所
属
が
不
明
な
歌
が
多
い
が
、
稲
岡��
・
島
田
の
分
類
か
ら
、

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

一
一



人
麻
呂
歌
集
の
巻
十
一
旋
頭
歌
に
は
Ａ

｢

問
答
形
式｣

が
な
く
、
Ｅ
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
旋
頭
歌
の
発
生
を
考
え
た
時
、

Ａ

｢
問
答
形
式｣

が
最
も
原
始
的
で
あ
り
、
Ｂ

｢

呼
び
か
け
形
式｣

Ｃ

｢

呼
び
か
け
形
式
の
変
形｣

Ｄ

｢

繰
り
返
し
形
式｣

は
集
団
歌
謡
を
背

景
と
す
る

(�)
。
Ｄ

｢

繰
り
返
し
形
式｣

は
、
Ｂ
Ｃ
の
集
団
に
対
す
る
問
答
や
呼
び
か
け
の
際
に
表
現
が
繰
り
返
し
た
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
Ｅ

｢

そ
の
他｣

は
、
個
的
抒
情
性
の
強
い
歌
が
多
く
含
ま
れ
る
。
旋
頭
歌
は
お
お
む
ね
Ａ
↓
Ｂ
↓
Ｃ
↓
Ｄ
↓
Ｅ
の
順
に
発
展
展
開
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
麻
呂
歌
集
の
巻
十
一
旋
頭
歌
は
、
原
始
的
口
誦
性
か
ら
は
逸
脱
し
個
別
な
歌
へ
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
る
。

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
は
、
岩
下
武
彦
が

｢

自
ら
の
抒
情
を
自
覚
的
に
追
求
す
る
文
学
的
営
為
の
中
に
旋
頭
歌
を
と
り
入
れ
た
人
麻
呂
の
意
識｣

と
指
摘
し
た
〈
人
麻
呂
の
文
学
的
営
為
〉
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
の
に
他
な
ら
な
い

(�)

。

当
該
歌
は
、
稲
岡
・
島
田
に
よ
っ
て
Ｅ

｢

そ
の
他｣

に
分
類
さ
れ
る
。
だ
が
、
品
田
悦
一
は
異
な
る
見
解
を
示
す
。
品
田
は

｢

主
題
―
説
明｣

の
関
係
を
旋
頭
歌
の
基
本
と
捉
え
、
従
来
の
Ａ

｢

問
答
形
式｣

を
捉
え
な
お
し
、
当
該
歌
も
同
質
の
旋
頭
歌
と
判
断
す
る

(�)

。

人
麻
呂
歌
集
に
お
い
て
、
最
も
原
始
的
な
Ａ
｢

問
答
形
式｣

に
分
類
さ
れ
る
の
は
二
首
の
み
で
あ
る
。

16

住
吉

す
み
の
え

の
小
田
を

だ

を
刈
ら
す
児こ

奴
や
つ
こ

か
も
な
き

奴
あ
れ
ど
妹い
も

が
み
た
め
と

私
わ
た
く
し

田だ

刈
る

(

⑦
一
二
七
五)

17

水み
な

門と

の
葦あ
し

の
末う
ら

葉ば

を
誰た
れ

か
手た

折を

り
し

我わ

が
背せ

子こ

が
振
る
手
を
見
む
と
我わ
れ

そ
手
折
り
し

(

⑦
一
二
八
八)

と
も
に
巻
七
に
収
載
さ
れ
た
二
首
で
あ
る
。
16
は
、
田
を
お
刈
り
に
な
る
男
性
に
は
奴
が
い
な
い
の
か
と
問
い
、
そ
の
男
性
が
奴
は
い
る
が

妹
の
た
め
に
私
田
を
刈
っ
て
い
る
の
だ
と
答
え
る
。
17
は
、
湊
の
葦
の
葉
先
を
誰
が
折
っ
た
の
か
と
問
い
、
あ
の
人
が
振
る
手
を
見
よ
う
と
し

て
私
が
手
折
っ
た
と
答
え
る
。
16
は
、
問
い
に
は

｢

す｣

と
い
う
敬
語
が
含
ま
れ
、
答
え
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
主
体
が
異
な
る
問
答

の
歌
で
あ
る
。
17
は
、
主
体
の
転
換
を
示
す
明
確
な
表
現
は
な
く
、
自
問
自
答
の
旋
頭
歌
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
自
問
自
答
と
い
う

｢

問
答

形
式｣

は
、
当
該
歌
で
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
窪
田
評
釈
は
当
該
歌
を

｢

前
半
は
自
問
、
後
半
は
自
答
で
、
旋
頭
歌
の
古
い
形
を
用
ゐ

一
二



て
ゐ
る
も
の
で
あ
る｣

と
す
る

(�)
。
ま
た
、
品
田
は
当
該
歌
と
16
17
の
近
さ
を
、
以
下
の
よ
う
に

｢

主
題
―
説
明｣

の
関
係
と
し
て
捉
え
直
す

(�)

。

冒
頭
に
提
示
さ
れ
た
主
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

賤
か、
も、
無
き｣

｢

誰、
か、
手
折
り
し｣

｢

い、
か、
に、
か、
行
か
む｣

と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
、

そ
の
問
い
に
た
い
し

｢

奴
在
れ

(

ど)｣
｢

我
そ
手
折
り
し｣

｢

足
壮
厳
せ
む｣

と
い
う
答
え
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
説
明
の
力
点
は
む

し
ろ

｢

妹
が
御
為
と
私
田
苅
る｣

｢

吾
が
背
子
が
振
る
手
を
見
む
と｣

｢

穉
草
の
妻
が
り
と
云
へ
ば｣

に
あ
る
…
…

品
田
は
16
17
と
当
該
歌
を
同
一
の
構
造
を
も
つ
旋
頭
歌
と
し
て
位
置
付
け
る
。
し
か
し
、
青
木
周
平
は
、
当
該
歌
と
Ａ

｢

問
答
形
式｣

の

歌
と
の
差
異
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

二
三
六
一
番
歌
の
場
合
、｢

い
か
に
か
行
か
む｣

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、｢

足
飾
り
せ
む｣

は
向
か
い
あ
っ
た
答
え
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

｢

ど
う
や
っ
て
渡
ろ
う｣

と
橋
の
渡
り
方
を
問
う
た
の
に
対
し
、｢

し
っ
か
り
足
ご
し
ら
え
を
し
よ
う

(『

新
編
全
集』)

｢

足
を

(

玉
な
ど

で)

か
ざ
っ
て
行
こ
う｣
(『

全
注』)

と
い
う
答
え
は
、
橋
の
渡
り
方
と
い
う
よ
り

｢

ま
ず
は
…｣

と
一
呼
吸
お
い
て
対
応
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
向
か
い
合
う
関
係
性
は
よ
み
と
れ
な
い
。

青
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
該
歌
を
Ａ

｢

問
答
形
式｣

と
捉
え
る
と
、
問
い
と
答
え
の
対
応
に
ず
れ
が
生
じ
る
。
そ
の
ず
れ
は
、
品
田
が

指
摘
す
る

｢

主
題
―
説
明｣

の
関
係
と
捉
え
直
し
た
と
し
て
も
、
同
様
に
生
じ
る
。
従
来
、
Ａ

｢

問
答
形
式｣

と
さ
れ
る
16
17
は
、
提
示
さ

れ
た

｢

奴｣
｢

刈
る｣

・｢

手
折
る｣

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
同
じ
表
現
を
繰
り
返
し
て
答
え
て
い
る
。
当
該
歌
は
、
そ
う
し
た
繰
り
返
し
は

な
く
、｢

い
か
に
か
行
か
む｣

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
の
直
接
の
答
え
を
と
も
な
わ
ず
、｢

足
を
飾
ら
む｣

と
い
う
逢
瀬
の
た
め
の
準
備
に

言
及
さ
れ
る
。
や
は
り
、
Ａ

｢

問
答
形
式｣

の
16
17
と
当
該
歌
を
同
質
の
形
式
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
当
該
歌
の

｢

い
か

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

一
三



に
か｣

と
い
う
疑
問
の
表
現
を
も
っ
て
、
16
17
と
同
一
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

旋
頭
歌
の
基
本
的
な
形
式
か
ら
逸
脱
し
た
当
該
歌
は
、
旋
頭
歌
と
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

逢
瀬
の
承
諾
を
示
す
一
晩
限
り
の

｢

棚
橋｣

が
天
上
に
架
か
り
、
そ
の

｢

棚
橋｣

を
通
い
路
と
し
て
ど
の
よ
う
に
渡
ろ
う
か
と
問
う
。
続
け

て
、
新
妻
の
も
と
へ

｢

足
を
飾｣

っ
て
行
こ
う
と
言
う
。｢

棚
橋｣

を
渡
る
す
べ
は
答
え
ず
に
、
足
飾
り
を
し
て
妻
の
も
と
へ
向
か
お
う
と
を

歌
う
。
暗
闇
の

｢
棚
橋｣

を
渡
る
危
険
に
は
焦
点
が
あ
て
ら
れ
ず
、
新
妻
と
の
逢
瀬
に
出
か
け
る
い
そ
い
そ
と
し
た
心
情
を

｢

足
を
飾｣

ろ
う

と
す
る
こ
と
で
歌
う
の
で
あ
る
。
武
田
全
註
釈
で
は
、
男
性
の
逢
瀬
へ
の
こ
う
し
た
期
待
の
情
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

妻
の
も
と
を
お
と
ず
れ
る
時
の
事
を
、
仰
山
に
歌
つ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
ツ
棚
橋
イ
カ
ニ
カ
行
カ
ム
と
い
う
の
も
仰
山
で
あ
り
、
荘
厳

の
字
を
使
つ
た
の
も
仰
山
で
あ
る
。
宮
廷
奉
仕
の
身
で
、
恋
の
た
め
に
冒
険
を
す
る
気
持
ち
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

武
田
は
、
当
該
歌
の
大
仰
さ
か
ら
、
宮
廷
人
の
恋
を
描
く
旋
頭
歌
と
す
る
が
、
宮
廷
で
の
恋
愛
と
は
限
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
大

げ
さ
な
表
現
に
よ
っ
て
、
二
人
を
取
り
巻
く
世
界
が
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
と
な
り
、
逢
瀬
へ
向
か
う
男
性
の

｢

恋
の
た
め
に
冒
険
す
る｣

よ
う
な
高
揚
し
た
気
分
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

当
該
旋
頭
歌
の
問
い
で
は
暗
闇
で
渡
る
不
安
定
な

｢

棚
橋｣
を
渡
る
と
い
う
困
難
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
困
難
の
解
決
よ
り
も

｢

足
を
飾
ら

む｣

と
逢
瀬
へ
の
は
や
る
気
持
ち
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
危
険
な
通
い
路
を
渡
る
手
段
を
聞
く
問
い
に
対
し
て
、
逢
瀬
へ
の
期
待
の
情
を
詠
む
旋

頭
歌
な
の
で
あ
る
。

当
該
旋
頭
歌
が
、
天
上
の
恋
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
発
想
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
。
当
該
旋
頭
歌
が
、
七
夕
歌
と
し
て
詠
ま
れ

た
と
は
明
言
で
き
な
い
が
、
年
に
一
度
の
天
上
で
の
逢
瀬
と
い
う
七
夕
歌
の
発
想
を
背
景
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
七

夕
歌
と
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
と
の
繋
が
り
は
、
巻
七
の
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
に
も
確
認
で
き
る
。

一
四



朝
月
の
日
向
の
山
に
月
立
て
り
見
ゆ

遠
妻

と
ほ
づ
ま

を
持
ち
た
る
人
は
見
つ
つ
偲し
の

は
む

(

⑦
一
二
九
四)

こ
の
人
麻
呂
歌
集
巻
七
旋
頭
歌
は
、｢

日
向
の
山｣

に
現
れ
た
新
た
な
月
を
見
上
げ
、
遠
く
離
れ
た
地
に
い
る
妻
を
持
つ
人
は
自
分
と
同
じ

よ
う
に
こ
の
月
を
見
な
が
ら
相
手
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
歌
で
あ
る

(�)

。
こ
の
旋
頭
歌
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ

た
こ
と
が
あ
る

(�)
。

天
上
を
見
上
げ
、
そ
こ
に
浮
か
ぶ
月
を
同
じ
く
眺
め
る
で
あ
ろ
う
第
三
者
を
想
起
し
、
託
し
て
、
そ
の
存
在
に
恋
を
描
く
。
そ
こ
に
は
天

上
を
見
つ
め
、
他
者
の
心
情
に
託
し
て
思
い
を
詠
む
と
い
う
、
七
夕
歌
の
発
想
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
一
二
九
四
番
歌
も
当
該
歌
同
様
、
Ｅ

｢
そ
の
他｣

の
形
式
に
分
類
さ
れ
る
旋
頭
歌
で
あ
る
。
当
該
歌
は
、
め
っ
た
に
果
た
す
こ
と
の
で

き
な
い
妻
と
の
逢
瀬
を
、
一
年
に
一
夜
限
り
の
逢
瀬
で
あ
る
七
夕
歌
の
世
界
に
引
き
付
け
て
詠
ん
だ
旋
頭
歌
で
あ
り
、
一
二
九
四
番
歌
は
、

｢

月｣

を
見
上
げ
、
天
空
の
恋
物
語
で
あ
る
七
夕
歌
の
発
想
と
重
ね
詠
ん
だ
旋
頭
歌
な
の
で
あ
る
。
当
該
歌
よ
り
も
一
二
九
四
番
歌
は
、
個
的

抒
情
に
傾
い
た
旋
頭
歌
と
い
え
る
。
二
首
の
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
が
、
七
夕
歌
を
背
景
と
し
、
形
式
か
ら
逸
脱
し
た
旋
頭
歌
で
あ
る
こ
と
は
偶

然
で
は
な
い
。
一
年
に
一
度
の
天
上
の
逢
瀬
と
い
う
壮
大
な
恋
物
語
が
発
想
の
基
盤
と
な
り
、
新
た
な
旋
頭
歌
の
世
界
が
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

当
該
歌
は
、
天
上
に
架
か
る
一
晩
限
り
の

｢

棚
橋｣

と
い
う
通
い
路
を
渡
り
、
新
妻
の
も
と
へ

｢

足
を
飾｣

っ
て
い
そ
い
そ
と
出
か
け
よ
う

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

一
五



と
す
る
男
性
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
闇
夜
に
川
を
渡
る
と
い
う
逢
瀬
は
、
当
時
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
地
上

で
の
逢
瀬
を
、
天
上
で
の
一
年
に
一
度
の
逢
瀬
と
い
う
雄
大
な
恋
物
語
で
あ
る
七
夕
歌
の
世
界
に
関
連
さ
せ
て
詠
む
。
集
団
的
口
誦
的
と
さ
れ

る
旋
頭
歌
は
、
七
夕
歌
の
世
界
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
歌
の
よ
う
に

｢

問
答｣

と
い
う
形
式
か
ら
逸
脱
し
、
個
人
の
想
い
を
詠
む

旋
頭
歌
へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
問
い
は
逢
瀬
へ
の
困
難
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
解
決
を
示
す
こ
と
な
く
、｢

足
を
飾｣

ろ
う
と
い
う
逢
瀬

へ
の
は
や
る
気
持
ち
が
詠
ま
れ
た
。
地
上
で
の
困
難
を
伴
う
逢
瀬
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
天
上
の
恋
と
繋
が
る
こ
と
で
、
通
い
路
を
渡
る
男
性

の
喜
び
を
歌
う
と
い
う
、
新
た
な
旋
頭
歌
の
抒
情
性
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注

(

１)

万
葉
集
の
引
用
は

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

に
よ
る
。
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

(

２)

小
島
憲
之

｢

万
葉
用
字
考
証
実
例

(
三)｣
(『

万
葉
集
研
究』

第
四
集
、
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
七
月)

『

篆
隷
万
象
名
義』

(『

弘
法
大
使
空
海
全
集』

第
七
集
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
八
月)

(

３)
｢

夫｣

に
掛
か
る
例
…
…
②
一
五
三

倭
太
后
、
②
二
一
七

吉
備
津
采
女
挽
歌
、
⑨
一
七
四
二

高
橋
虫
麻
呂
歌
集

｢

妻｣

に
掛
か
る
例
…
…
⑦
一
二
八
五

人
麻
呂
歌
集
略
体
旋
頭
歌
、
⑩
二
〇
八
九

作
者
未
詳

七
夕
、
⑬
三
三
三
六

作
者
未
詳
、
⑳
四
三
三

一

大
伴
家
持

追
痛
防
人
悲
別
之
心
、
⑳
四
四
〇
八

大
伴
家
持

陳
防
人
悲
別
情

(

４)

和
歌
文
学
大
系
は
、
毛
詩
小
雅

｢

彼
ニ

有
リニ

不
ルレ

穫
ラ

穉
一｣

に

｢

穉
は
幼
禾
な
り｣

(

集
伝)

と
あ
る
こ
と
を
受
け
、｢

穉
草｣

を

｢

若
い
稲｣

の

意
と
と
る
。

(

５)
｢

壮｣

は
嘉
暦
伝
承
本
・
紀
州
本
・
陽
明
堂
本
・
大
矢
本
・
京
都
大
学
本
に
よ
る
。
古
葉
略
類
聚
抄

｢

莊｣

、
西
本
願
寺
本

｢

牡｣

、
金
澤
文
庫
本
・

細
井
本
・
寛
永
版
本

｢

荘｣

と
あ
る
。｢

壮｣

と

｢

荘｣

と
は
通
じ
る
字
体
で
あ
る
。

(

６)

稲
岡
耕
二

『

万
葉
表
記
論』

(

塙
書
房
、
一
九
七
八
年
一
月)

渡
瀬
昌
忠

『

人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
論
上』

(

渡
瀬
昌
忠
著
作
集
第
一
巻
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
二
年
九
月)

、『

人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
論
下』

(

渡
瀬
昌

忠
著
作
集
第
二
巻
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
二
年
十
月)

一
六



阿
蘇
瑞
枝

『

柿
本
人
麻
呂
論
考』

増
補
改
訂
版

(

お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
年
三
月)

(
７)

増
田
美
子

『

古
代
装
飾
の
研
究

縄
文
か
ら
奈
良
時
代』

(

源
流
社
、
一
九
九
五
年
三
月)

(
８)
足
の
支
度
と
と
る
注
釈
…
…
万
葉
考

(｢

ア
ユ
ヒ
ス
ラ
ク
ヲ｣

と
訓
む)

・
略
解

(｢

ア
ユ
ヒ
ス
ラ
ク
ヲ｣

と
訓
む)

古
義

(｢

ア
ユ
ヒ
シ
ダ
ヽ
ム｣

と

訓
む)
・
総
釈

(｢

ア
シ
ヨ
ソ
ヒ
セ
ム｣

と
訓
む)

・
佐
佐
木
評
釈

(｢

ア
シ
ヨ
ソ
ヒ
セ
ム｣

と
訓
む)

・
沢
瀉
注
釈
・
茂
吉
評
釈

(｢

ア
シ
ヨ
ソ
ヒ
セ
ム｣

と
訓
む)
・
全
集
・
集
成
・
新
編
全
集
・
釈
注

足
飾
り
と
と
る
注
釈
…
…
仙
覚
抄

(｢

ア
シ
ヲ
ウ
ツ
ク
シ｣

と
訓
む)

・
窪
田
評
釈
・
武
田
全
註
釈
・
私
注

(｢

ア
シ
ヨ
ソ
ヒ
セ
ム｣

と
訓
む)

・
大
系

(｢

ア
シ
ヨ
ソ
ヒ
セ
ム｣

と
訓
む)

・
全
注
・
全
歌
講
義
・
全
解
・
新
大
系
・
和
歌
大
系

な
お
、
代
匠
記
・
童
蒙
抄
は

｢

ア
シ
ヲ
ウ
ツ
ク
シ｣

と
訓
み
、｢

足
を
労
る｣

と
理
解
す
る
。

(

９)

脇
山
七
郎

｢

万
葉
集
の
旋
頭
歌｣

(『

万
葉
集
大
成』

七
、
平
凡
社
、
一
九
五
四
年
十
月)

(

10)

稲
岡
耕
二�｢
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
の
位
置｣
(『

万
葉
集
研
究』

三
、
塙
書
房
、
一
九
七
四
年
六
月)

、�『

人
麻
呂
の
表
現
世
界』

(

岩
波
書
店
、

一
九
九
一
年
七
月)

島
田
修
三

｢
旋
頭
歌
論｣
(『

古
代
和
歌
生
成
史
論』

砂
子
屋
書
房
、
一
九
九
七
年
七
月)

(

11)

旋
頭
歌
の
発
生
に
関
し
て
は
、
片
歌
起
源
や
そ
れ
に
反
対
す
る
説
な
ど
議
論
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
な
お
、
発
生
論
に
関
し
て
は
、

岩
下
武
彦

｢

旋
頭
歌
の
始
原｣

(『

万
葉
集
を
学
ぶ』

七
、
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
六
月)

な
ど
に
に
詳
し
く
議
論
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

(

12)

岩
下
注
10
論
文

(

13)

品
田
悦
一

｢

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
に
お
け
る
叙
述
の
位
相｣

(『

万
葉』

一
四
九
、
一
九
九
四
年
二
月)

(

14)

私
注
も

｢

旋
頭
歌
本
来
の
問
答
の
形
に
な
つ
て
居
る｣
と
当
該
歌
の
問
答
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

(

15)

品
田
注
11
論
文

(

16)

一
二
九
四
番
歌

｢

朝
月
日
向
山｣

に
は

｢

朝
づ
く
日

向
ひ
の
山
に｣

の
訓
も
あ
る
。

(

17)

拙
稿

｢

巻
七
の
旋
頭
歌｣

(『

柿
本
人
麻
呂

こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
の
探
求』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
一
月)

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌

｢

天
な
る
一
つ
棚
橋｣

一
七


