
二
一

人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

今
　
　
井

昌
　
　
子

１

　
枕
詞
は
序
詞
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
古
代
文
学
、
と
り
わ
け
「
万
葉
集
」
を

中
心
と
す
る
和
歌
に
お
け
る
修
辞
の
特
色
の
も
っ
と
も
顕
著
な
も
の
の
一
つ
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
枕
詞
お
よ
び
序
詞
に
関
す
る
研
究
が
か
な

り
古
く
か
ら
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
の
も
理
由
な
し
と
は
し
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
枕
詞
研
究
の
代
表
的
労
作
で
あ
る
福
井
久
蔵
氏
の
「
枕
詞
の
研
究
と
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

義
」
あ
る
い
は
、
生
田
耕
一
氏
の
「
枕
詞
研
究
史
の
第
一
頁
」
な
ど
の
枕
詞
研

究
史
に
っ
い
て
の
検
討
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
研
究

は
枕
詞
の
本
質
を
十
分
に
つ
き
と
め
て
は
い
な
い
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。

　
福
井
氏
は
、
上
記
の
研
究
に
お
い
て
、
「
次
の
詞
を
引
き
発
す
と
い
ひ
、
他

に
諏
ふ
る
と
い
ふ
は
性
質
説
に
し
て
、
調
を
整
ふ
と
い
ひ
、
詞
の
装
を
な
す
と

い
ふ
は
目
的
説
と
称
す
べ
し
。
娩
曲
の
表
出
の
為
と
い
ひ
、
座
興
を
助
く
と
い

ふ
が
如
き
は
効
用
説
と
名
づ
く
べ
し
。
」
と
要
約
し
て
、
「
各
見
る
所
あ
り
と

い
へ
ど
一
方
に
偏
し
た
り
」
と
論
断
し
た
。
け
れ
ど
も
、
「
上
半
は
通
常
五
音

節
よ
り
成
り
下
半
の
為
に
従
属
の
地
位
に
立
ち
て
、
或
は
そ
の
修
飾
と
な
り
、

或
は
声
調
を
助
け
」
る
と
い
う
、
福
井
氏
の
所
説
そ
の
も
の
が
折
衷
論
の
域
を

出
て
は
い
な
か
っ
た
。
声
調
説
と
い
い
、
修
飾
説
と
い
う
も
、
結
局
は
、
形
式

を
主
と
す
る
か
、
内
容
を
主
と
す
る
か
の
視
点
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ま

で
の
枕
詞
の
研
究
は
、
ま
さ
に
、
「
文
献
に
現
れ
た
諸
例
を
並
立
的
・
固
定
的

に
見
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
生
成
と
変
化
に
対
す
る
歴
史
的
な
観
点
を
欠
い
て

居
り
、
真
の
意
味
の
発
生
史
的
見
解
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て

こ
れ
ら
の
特
殊
な
修
辞
現
象
の
表
面
的
な
解
釈
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
背
後
に
あ

る
古
代
人
の
生
活
と
心
意
の
表
現
と
し
て
、
こ
れ
を
内
面
的
に
深
く
捉
へ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。
」
と
い
う
批
判
は
正
し
い
。
そ
の
こ
と
は

枕
詞
研
究
史
上
画
期
的
な
福
井
氏
の
「
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
」
に
つ
い
て
も
例

外
で
は
な
い
。
枕
詞
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
古
代
人
の
生

活
と
心
意
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
生
成
と
変
化
の
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
よ
り



論
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
展
開
は
、
ひ
と
り
枕
詞

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
た
古
代
の
和
歌
の
世
界
の
全
容
そ

の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
く
べ
き
性
質
の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ

て
、
枕
詞
の
本
質
の
追
及
の
た
め
に
は
、
枕
詞
の
個
々
の
原
義
に
関
す
る
語
源

の
解
明
、
あ
る
い
は
、
一
対
の
固
定
的
な
修
飾
語
と
被
修
飾
語
で
あ
る
枕
詞
と

被
枕
の
結
合
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
考
察
と
と
も
に
、
歴
史
的
に
推
移
す
る
枕

詞
の
生
成
基
盤
と
そ
こ
に
お
け
る
機
能
的
側
面
を
重
視
す
る
方
法
も
ま
た
求
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
本
稿
で
は
、
柿
本
人
麻
呂
の
作
と
み
ら

れ
る
歌
に
お
け
る
枕
詞
を
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

２

　
「
万
葉
集
」
に
お
い
て
人
麻
呂
作
と
さ
れ
る
多
数
の
歌
の
中
で
も
、
残
宮
を

中
心
と
す
る
荘
重
な
礼
典
に
お
け
る
歌
で
あ
れ
、
行
幸
の
場
に
あ
っ
て
の
歌
で

あ
れ
、
何
ら
か
の
形
を
も
っ
て
宮
廷
へ
献
呈
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
成
立
事

情
を
推
測
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
人
麻
呂
の
歌
作
の
重
要
な
基
盤
が
そ
れ
ら
宮

廷
献
呈
歌
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
ら
献
呈
歌
と
よ
ぷ
も
の
は
そ
れ
ぞ

れ
に
多
様
な
枕
詞
を
含
ん
で
お
り
、
こ
こ
に
、
人
麻
呂
の
枕
詞
形
成
を
促
し
た

基
本
的
な
要
因
と
そ
の
特
質
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
ま
ず
磧
宮

時
献
呈
歌
を
中
心
と
す
る
皇
族
を
対
象
と
し
た
挽
歌
と
、
従
駕
歌
を
中
心
と
す

　
　
　
　
　
　
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

る
雑
歌
な
ど
献
呈
歌
と
み
ら
れ
る
歌
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
枕
詞
を
示
す
と
、

第
－
表
・
第
皿
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
左
の
表
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞
は
、
特
定

の
、
呪
的
祭
儀
的
な
い
し
は
政
治
的
に
み
て
、
尊
崇
し
頒
徳
す
べ
き
対
象
に
っ

い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
法
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
類

徳
的
機
能
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
、
こ
れ
を
「
類
徳
的
枕
詞
」
と
よ
ぷ

こ
と
に
す
る
。

　
人
麻
呂
献
呈
歌
の
枕
詞
に
お
け
る
類
徳
的
機
能
は
、
枕
詞
の
伝
統
的
発
想
形

式
に
連
な
っ
て
い
く
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
枕
詞
は
、
そ
の
よ
っ
て

た
っ
語
義
が
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
そ
う
で
な
い
も
の
で
あ
れ
、
特
定
の
地
名

な
と
の
対
象
に
対
す
る
、
し
た
が
っ
て
固
有
名
詞
に
対
す
る
云
統
的
慣
用
的
な

讃
美
的
機
能
を
第
一
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
枕
詞
は
そ
れ
を
必
然
的
に
想
起

せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
対
象
、
い
わ
ゆ
る
被
枕
の
特
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も

の
で
、
ヨ
ゴ
ト
の
系
譜
に
始
源
す
る
讃
め
詞
と
し
て
の
呪
術
的
機
能
に
端
を
発

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
枕
詞
も
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な

発
想
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
が
た
く
、
そ
の
作
歌
に
お
い
て
も
人
麻
呂
以
前
か

ら
用
い
ら
れ
て
い
る
伝
統
的
枕
詞
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
人
麻
呂
の
時
代
に
は
す
で
に
ヨ
ゴ
ト
の
機
能
は
変
質
し
て

い
た
。
「
本
来
的
な
『
よ
ご
と
』
は
、
生
命
・
建
物
な
ど
の
呪
言
と
し
て
の
性

格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
だ
い
に
そ
れ
は
ヤ
マ
ト
王
権
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



　
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

第
－
表
　
「
雑
歌
」
部
献
呈
歌
の
中
に
み
ら
れ
る
枕
詞

呪
的
宗
教
的
・
政
治
的
被
枕
に
冠
す
る
も
の

伝

統
　
的

枕
　
　
詞

名地
■

土国
■

都皇族皇
■

皇天象事的教宗的呪

隠
口
の

あ
を
に
よ
し

空
み
つ

百
磯
城
の

　
〃

天
離
る

泊
　
　
瀬

奈
良
山

大
　
　
和

大
　
　
宮

　
〃夷

八
隅
知
之

　
〃

　
〃

　
〃

安
見
知
之

高
照
ら
す

　
〃

高
輝
ら
す

わ
ご
大
王

　
〃

　
〃

　
〃

わ
ご
大
君

日
の
皇
子

　
〃

日
の
皇
子

ひ
さ
か
た
の

　
〃

　
〃

畳
づ
く

天〃〃
青
垣
山

４
５
長
歌

９２９２９２６３９２

長長長長長

６３５４洲２１

２
６

８３５４犯２１６２

長長長長長長長長

９３２０４２１

２
６

８３

長反長長

伝

統
的
枕
詞

の
改

変

御
心
　
　
広
田
国

　
　
　
長
田
国

　
　
　
↑

御
心
を
　
青
野
の
国

そ
ら
み
つ
大
和

　
↑

天
爾
満
犬
和

玉
橡
懸
の
よ
ろ
し
く

　
　
↑

玉
葎
畝
火
の
山

神
功
紀

３
６
　
長

己
１
２
７

ヨ
ロ
７
７
９

２
９
　
長

５
　
　
長

２
９
　
長

人
麻

ｕ倉

作

枕
詞

石
走
る
　
　
淡
海
の
国

楽
浪
の

楽
浪
の

　
〃

犬
津
宮

志
　
　
賀

　
〃

２
９９２０３１３

長長長短

（
文
献
上
、
人
麻
呂
初
出
と
思
わ
れ
る
も
の
を
”
人
麻
呂
創
作
枕
詞
”
と
し
て
と
り
扱
う
）

一
四の

従
属
の
誓
い
に
変
貌
し

　
　
　
　
　
　
＠

て
い
っ
た
の
で
あ
る
」
と

い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
枕
詞
の
形
成
さ
れ

る
歌
そ
の
も
の
も
古
代
的

心
性
と
そ
の
表
現
へ
の
志

向
に
支
え
ら
れ
た
言
語
行

為
と
し
て
の
呪
的
祭
儀
的

機
能
に
出
発
し
な
が
ら
、

す
で
に
宮
廷
の
政
治
的
な

要
請
に
奉
仕
す
る
も
の
へ

と
変
容
を
と
げ
て
い
っ
た

と
い
え
る
。

　
人
麻
呂
の
従
駕
歌
に
み

ら
れ
る
枕
詞
は
、
か
つ
て

国
讃
め
の
頒
辞
的
機
能
に

も
と
づ
き
な
が
ら
、
歌
そ

の
も
の
の
内
実
の
変
化
と

結
合
し
て
形
成
さ
れ
る
。

国
見
は
、
か
つ
て
、
「
見



第
皿
表
　
「
挽
歌
」
部
献
呈
歌
の
中
に
み
ら
れ
る
枕
詞

呪
的
宗
教
的
・
政
治
的
被
枕
に
冠
す
る
も
の

伝

統
　
　
的

枕
　
　
詞

伝

統
的
枕

詞
の

改
変

名地
■

土国
■

都皇族皇
■

皇天象事的教宗的呪

八
隅
知
之

　
〃

高
照
ら
す

わ
ご
犬
王

　
〃

日
の
皇
子

ひ
さ
か
た
の

　
〃

　
〃

　
〃

天
の
河
原

天
天
つ
御
門

天

９９１９９１７６１

長長長

７６１８６１９９１００２

長反長反

飛
鳥
の

飛
鳥
の

　
〃

飛
鳥
の

浄
御
原
宮

　
　
↑

明
日
香

　
　
〃

浄
の
宮

さ
す
竹
の

さ
す
竹
の

　
〃

君↑
皇
子

〃

天
武
紀
下

４９１６９１７６１

長長長

■己糸７６１９９１

長長

人
麻

ｕ倉

作

枕

詞

玉
垂
の

　
〃

御
食
向
ふ

あ
さ
も
よ
し

言
さ
へ
ぐ

高
麗
剣

鶏
が
鳴
く

さ
し
の
ぽ
る

越越

智野

木
瞳
之
宮

　
〃

百
済
の
原

和
箆
が
原

吾
妻
の
国

日
女
の
命

４９１５９１６９１９９１９９１９９１９９１

長反長長長長長

７６１

長

人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

る
こ
と
の
呪
術
的
意
義
」

に
も
と
づ
い
て
春
の
初
め

に
広
く
行
な
わ
れ
た
予
祝

行
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

天
皇
の
国
見
と
な
る
に
お

よ
ん
で
、
一
面
で
は
支
配

者
の
儀
礼
と
し
て
の
政
治

的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
人
麻

呂
の
時
代
に
お
い
て
は
恒

例
行
事
と
し
て
の
国
見
が

宮
廷
で
行
な
わ
れ
た
と
い

う
証
左
は
な
く
、
そ
れ
に

か
わ
っ
て
、
天
皇
の
行
幸

に
際
し
て
国
見
が
行
な
わ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

従
駕
の
際
に
人
麻
呂
は
作

歌
す
る
に
あ
た
っ
て
、
呪
術
的
性
格
を
も
っ
た
伝
統
的
な
讃
め
詞
、
と
り
も
な

お
さ
ず
枕
詞
を
用
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
人
麻
呂
の
枕
詞
は
そ
の
形
式
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
発
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
は
政
治
上
の
新
た
な
目
的
に
合
致
す

る
も
の
に
変
質
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
枕
詞
は
、
国
讃

め
の
脈
絡
の
な
か
に
機
能
の
基
盤
を
置
く
伝
統
的
な
慣
用
語
を
中
心
と
し
な
が

ら
も
、
場
の
性
質
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
よ
り
多
様
に
よ
り
自
在
に
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
野
の
地
に
対
す
る
「
御
心
を
　
吉
野
の
国
の
」
な
ど

の
用
法
ひ
と
っ
を
み
て
も
、
伝
統
に
立
脚
し
っ
っ
そ
れ
を
改
変
し
て
新
し
い
意

味
を
も
り
こ
も
う
と
す
る
人
麻
呂
の
独
創
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
御

心
を
　
吉
野
の
国
」
（
巻
一
、
三
六
）
は
、
吉
野
を
讃
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
土

地
の
属
性
を
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
行
幸
が
三
十
六
回
に
も
及
ん
だ
と
い

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
天
皇
（
持
統
）
が
御
心
を

お
寄
せ
に
な
る
吉
野
の
国
」
で
あ
り
、
天
皇
の
行
為
そ
の
も
の
を
主
体
に
し
て

生
み
出
さ
れ
て
き
た
新
し
い
発
想
の
枕
詞
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
人
麻
呂
が
献
呈
歌
に
伝
統
的
な
発
想
に
よ
る
枕
詞
を
多
用
す
る
こ
と
に
ょ
っ

て
、
対
象
へ
の
尊
崇
と
煩
徳
の
意
と
、
歌
そ
の
も
の
の
格
調
に
と
っ
て
の
儀
礼

的
荘
重
さ
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
枕
詞
の
実
態
に
お
い
て
、

人
麻
呂
の
位
置
か
ら
す
る
再
創
造
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
右
の
事
例
に
よ
っ

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
麻
呂
に
よ
る
伝
統
の
再
生
は
、
枕
詞
と

被
枕
の
結
合
を
慣
用
的
な
固
定
性
か
ら
脱
し
て
、
全
く
新
た
な
関
係
と
し
て
形

成
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
従
来
に
な
い
枕
詞
を
も
被
枕
の
求
め
る
ま
ま
に
自
由

に
創
作
す
る
こ
と
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
雑
歌
に
お
い
て
も
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み
う
け
ら
れ
る
が
、
挽
歌
に
い
た
っ
て
は
、
後
に
触
れ
る
ご
と
く
、
残
宮
時
献

呈
挽
歌
そ
れ
自
体
の
成
立
事
情
と
あ
い
ま
っ
て
、
伝
統
的
な
も
の
よ
り
も
、
む
し

ろ
人
麻
呂
創
作
と
み
ら
れ
る
も
の
の
方
が
多
い
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
人
麻
呂
献
呈

歌
に
お
け
る
枕
詞
の
形
成
の
特
質
が
そ
の
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
も
の
の
再
創
造
を
基
本
と
す
る
人
麻
呂
枕
詞
形
成
の

中
軸
は
雑
歌
と
挽
歌
の
両
部
立
に
わ
た
り
っ
っ
、
人
麻
呂
が
五
回
に
も
わ
た
っ

て
、
そ
の
長
歌
の
冒
頭
に
う
ち
す
え
た
、
伝
統
的
な
枕
詞
「
や
す
み
し
し
　
わ

ご
大
王
」
に
っ
い
て
み
る
と
き
に
知
り
え
よ
う
。
こ
の
枕
詞
は
、
吉
野
讃
歌
、

高
市
皇
子
残
宮
挽
歌
あ
る
い
は
軽
皇
子
従
駕
の
歌
な
ど
多
様
に
用
い
ら
れ
て
お

り
、
人
麻
呂
は
そ
れ
ら
に
、
「
八
隅
を
知
ら
し
め
す
」
か
「
安
ら
か
に
見
そ
な

わ
す
」
の
語
義
を
も
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
こ
れ
ら
の
枕
詞
は
そ
の
語
義
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
に
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
王
権
讃
美
の
固
定
的
・
慣
習
的
讃
め
詞
と
し
て
の
機

能
そ
の
も
の
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
人
麻
呂
に
お
い
て

彼
の
奉
仕
す
る
天
皇
へ
の
枕
詞
と
し
て
新
た
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
、
「
高
照
ら
す
　
日
の
皇
子
」
と
い
う
称
辞

を
も
あ
わ
せ
て
用
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
阿
蘇
瑞
枝
氏
は
「
『
や
す
み

し
し
　
わ
ご
大
君
高
照
ら
す
　
日
の
御
子
』
の
詞
旬
を
用
い
る
歌
は
持
統
朝

に
集
中
し
て
」
お
り
、
「
本
来
、
伊
勢
の
日
神
信
仰
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
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讃
辞
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
た
。
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
時
代
固
有



の
精
神
と
結
ぱ
れ
っ
っ
、
人
麻
呂
献
呈
歌
に
み
ら
れ
る
枕
詞
は
、
伝
統
的
な
も

の
で
あ
れ
そ
う
で
な
い
も
の
で
あ
れ
、
新
た
な
宮
廷
政
治
に
か
か
わ
る
「
煩
徳

的
機
能
」
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
人
麻
呂
に
お
け
る
枕

詞
の
第
一
義
的
な
特
質
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
人
麻
呂
の
枕
詞
の
特
質
は
、

さ
ら
に
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
場
の
考
察
を
通
し
て
よ
り
明
ら
か
に
な
る
に
ち
が

い
な
い
。

３

　
人
麻
呂
に
お
け
る
枕
詞
の
形
成
は
、
そ
れ
を
合
み
こ
む
歌
そ
の
も
の
の
制
作

事
情
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
人
麻
呂
に
お
け
る

枕
詞
の
第
一
次
的
な
形
成
は
、
他
な
ら
ぬ
拷
統
統
治
下
で
の
歌
群
の
う
ち
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
特
に
挽
歌
の
部
立
て
の
も
と
に
収
録
さ
れ

た
残
宮
献
呈
歌
に
つ
い
て
顕
著
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
挽
歌
が
具
体
的
に

い
か
な
る
場
に
お
い
て
献
呈
さ
れ
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
人
麻
呂
が
そ
れ
ぞ
れ
の
積
宮
の
時
に
、
宮
廷
で
の
葬
送
儀
礼
と
何
ら
か

の
形
で
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
磧
宮
挽
歌
を
献
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
「
万
葉
集
」
巻
二
か
ら
始
ま
る
挽
歌
の
採
録
に
あ
た
っ
て
、
人
麻
呂
が
主

と
し
て
作
歌
を
し
た
藤
原
宮
御
宇
天
皇
代
の
期
間
の
挽
歌
は
一
五
の
歌
群
の
う

ち
、
八
群
ま
で
が
人
麻
呂
作
歌
の
詞
書
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、

こ
れ
ら
人
麻
呂
作
磧
宮
挽
歌
は
そ
れ
以
前
の
も
の
と
そ
の
長
大
な
結
構
と
反
歌

　
　
　
　
　
　
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

歌
の
番
号

全
　
句
　
数

枕
詞
の
句
数

■
　
　
　
’
　
　
　
■
　
■
■
『
　
　
　
「
　
　
　
　
　
「
　
　
１
　
１
　
　
■
　
　
　
■
　
　
　
　
…
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
■

挽

巻
二
・
一
五
〇

一
三
句

○
句

の

一
五
三

一
三
句

二
句

前以

一
五
五

一
五
句

二
句

呂

一
五
九

二
一
句

二
句

麻

人
■
　
　
１

ニ
ハ
ニ

二
〇
句

四
句

歌挽

ニ
ハ
七

六
五
句

八
句

宮

一
九
四

二
九
句

蹟

七
句

呂

一
九
六

七
五
句

二
一
句

麻人

一
九
九

一
四
九
句

一
九
句

を
と
も
な
う
こ
と
で
相
違
す
る
。
人
麻
呂
作
残
宮
挽
歌
の
な
か
で
も
長
歌
に
っ

い
て
比
較
し
て
み
る
と
右
の
如
く
に
な
る
。

　
日
並
皇
子
積
宮
挽
歌
に
代
表
さ
れ
る
長
歌
に
は
句
数
の
長
大
化
と
、
そ
れ
に

呼
応
す
る
よ
う
に
枕
詞
の
使
用
が
き
わ
だ
っ
て
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か

も
、
そ
の
う
ち
、
「
春
花
の
」
「
天
っ
水
」
「
望
月
の
」
な
ど
は
、
人
麻
呂
作
歌

に
初
出
す
る
枕
詞
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
蹟
宮
時
献
呈
挽
歌
に
は
、
人
麻
呂
作

歌
の
事
情
と
主
想
の
基
盤
が
存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
「
形
の

上
か
ら
だ
け
で
も
、
挽
歌
が
、
第
二
期
た
る
持
統
文
武
朝
に
開
花
し
、
そ
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

役
に
人
麻
呂
が
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
と
か

か
わ
っ
て
人
麻
呂
に
お
け
る
枕
詞
の
多
用
の
理
由
と
そ
の
本
質
が
明
ら
か
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

る
で
あ
ろ
う
。

　
人
麻
呂
の
枕
詞
の
形
成
を
も
た
ら
し
た
献
呈
挽
歌
が
皇
子
・
皇
女
に
つ
い
て

の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
っ
い
て
、
「
人
麻
呂
が
天
皇
に
近
づ
き
え
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た
の
は
、
皇
子
を
通
し
て
の
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
」
と
み
る
こ
と
も
で

き
よ
う
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
人
麻
呂
の
献
呈
挽
歌
が
皇
子
・
皇
女
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
の
意
味
と
そ
れ
を
そ
う
さ
せ
た
要
請
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
挽
歌
を
献
ぜ
ら
れ
た
皇
子
皇
女
た
ち
が
、
そ
の
身
分
の
ゆ
え

の
み
で
は
な
く
、
そ
の
出
自
に
共
通
性
を
有
し
て
い
る
点
に
よ
り
基
本
的
な
問

題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
神
の
命
と
　
天
雲
の
　
八
雲
か
き
別

き
て
　
神
下
し
　
座
せ
ま
つ
り
し
　
高
照
ら
す
　
日
の
皇
子
」
で
あ
り
、
「
神

な
が
ら
　
太
敷
き
ま
し
て
　
や
す
み
し
し
　
わ
ご
大
王
」
と
称
さ
れ
る
皇
子
た

ち
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
ら
枕
詞
の
多
用
に
よ
っ
て
讃
美
す
る
の
は
、
い
う
と

こ
ろ
の
「
現
人
神
」
に
っ
い
て
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
れ
は
、

「
壬
申
の
乱
後
の
あ
る
期
問
に
集
中
的
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
（
中
略
）
す
な

わ
ち
、
現
人
神
の
思
想
は
天
武
天
皇
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
契
機
と
し
て
は
ふ
っ
う
言
わ
れ
る
よ
う
に
壬
申
の
乱
が
考
え
ら
れ
る
の
で

　
＠

あ
る
」
と
い
う
。
人
麻
呂
が
残
宮
挽
歌
を
献
じ
、
あ
る
い
は
従
駕
歌
を
奉
っ
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
皇
子
と
そ
れ
と
関
連
す
る
皇
女
た
ち
で
あ
っ
た
。
と
す
れ

ば
、
こ
の
こ
と
に
は
人
麻
呂
の
宮
廷
に
お
け
る
作
歌
の
範
囲
と
そ
の
目
的
が
こ
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め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
壬
申
の
乱
の
天
武
の

勝
利
に
始
発
す
る
権
勢
を
継
承
し
確
立
し
よ
う
と
す
る
持
統
天
皇
の
政
治
目
標

と
、
現
人
神
思
想
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
皇
族
に
対
す
る
挽
歌
の
献
呈
は
か
か
わ

り
あ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
残
宮
挽
歌
の
文
献
上
の
初
出
は
、
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
と
の
問
の
唯
一
の

皇
子
の
日
並
皇
子
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
献
呈
さ
れ
た
挽
歌
は

死
者
の
霊
魂
を
鎮
魂
す
る
目
的
を
有
し
て
い
る
と
は
み
え
な
い
。
あ
る
い
は
遺

さ
れ
た
者
の
悲
哀
を
詠
ず
る
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
、
「
皇
子
の
宮
人
行
方
知

ら
ず
も
」
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
死
も
ま
た
「
真
弓
の
岡
に
　
宮
柱

太
敷
き
座
し
」
と
い
う
問
接
的
な
表
現
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
「
天
地
の
初

の
時
」
以
来
の
神
話
的
形
態
を
も
っ
た
皇
統
譜
と
「
飛
鳥
の
　
浄
の
宮
」
の
治

政
を
讃
美
す
る
こ
と
に
挽
歌
の
過
半
は
占
め
ら
れ
て
い
る
。
「
万
葉
集
」
中
の

最
大
の
長
歌
で
あ
る
「
高
市
皇
子
尊
域
上
磧
宮
之
時
」
挽
歌
も
ま
た
、
尊
崇
さ

れ
て
い
た
太
政
大
臣
高
市
皇
子
莞
去
の
公
的
儀
礼
的
な
哀
悼
と
、
愛
孫
軽
皇
子

即
位
へ
の
期
待
と
の
入
り
混
じ
る
な
か
に
営
ま
れ
た
荘
大
な
葬
祭
の
時
の
作
で

あ
る
。
こ
の
挽
歌
は
、
高
市
皇
子
に
ふ
さ
わ
し
く
多
く
の
枕
詞
を
合
む
最
大
の

長
編
的
結
構
を
有
し
つ
つ
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
持
統
天
皇
か
ら
軽
皇
子
へ
と
継

承
さ
れ
て
い
く
べ
く
、
天
武
天
皇
の
偉
業
を
讃
美
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
そ

の
事
跡
の
一
コ
マ
に
高
市
皇
子
を
描
き
出
す
と
い
う
発
想
を
も
た
ら
し
た
の
で

あ
る
。
か
く
み
て
く
る
な
ら
ば
、
吉
永
登
氏
が
人
麻
呂
作
積
宮
時
挽
歌
の
考
察



を
通
じ
て
提
起
す
る
、
「
筆
者
の
企
図
し
た
と
こ
ろ
は
、
人
麻
の
献
呈
挽
歌
が

常
に
天
武
持
統
系
の
皇
子
皇
女
に
対
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
死

者
を
直
接
悼
む
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
生
き
残
っ
て
い
る
権
力
者
に
気
を
配

っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
の
立
証
に
あ
っ
た
。
（
中
略
）
し
か
も
、

こ
れ
ら
皇
子
が
か
の
天
武
八
年
の
吉
野
の
盟
の
場
に
出
席
し
た
六
皇
子
の
範
囲
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を
出
て
い
な
い
こ
と
は
単
な
る
偶
然
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
見
解

は
正
当
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
人
麻
呂
の
枕
詞
形
成
の
場
と
な
っ
た
持
統
朝
と
終
始
を
一
に
す
る
長
歌
耕
、

こ
と
に
濱
宮
時
献
呈
挽
歌
の
特
質
を
み
き
わ
め
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
っ

た
。
か
つ
て
、
北
山
茂
夫
氏
は
「
『
現
御
神
』
と
し
て
の
天
皇
を
頂
上
と
し
、

そ
れ
の
専
制
と
し
て
構
想
さ
れ
た
宮
人
的
全
秩
序
を
強
化
す
る
こ
と
が
、
と
り

も
な
お
さ
ず
全
国
の
豪
族
、
公
民
に
む
か
っ
て
更
新
さ
れ
た
支
配
力
を
浸
透
す

る
第
一
歩
で
あ
り
、
外
に
む
か
っ
て
は
、
唐
、
新
羅
に
対
し
て
国
威
を
示
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
宮
廷
の
諸
典
礼
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
」
と
述
べ

た
。
人
麻
呂
は
天
武
・
持
統
・
軽
皇
子
の
皇
統
の
連
続
と
確
立
と
い
う
政
治
的

企
図
に
そ
い
つ
つ
、
応
詔
歌
を
も
っ
て
典
礼
の
場
に
参
与
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
持
統
朝
よ
り
は
じ
ま
る
磧
宮
時
挽
歌
は
い
う
に
及
ば
ず
、

従
駕
歌
を
中
心
と
す
る
雑
歌
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
万
葉
集
」
巻
一
の
藤
原
宮
御
宇
天
皇
代
の
雑
歌
が
、
天
皇
御
製
歌
を
も
っ

て
始
ま
る
の
は
他
の
時
代
と
同
様
で
あ
っ
て
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

の
次
に
「
過
二
近
江
荒
都
一
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
粁
短
歌
」
を
置
く
こ

と
は
、
「
高
市
連
古
人
感
二
傷
近
江
旧
堵
一
作
歌
」
（
三
二
）
と
並
ぷ
も
の
と
い
う

ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
が
主
題
に
お
い
て
、
他
な
ら
ぬ
持
統
朝
を
築
き
あ
げ

る
基
盤
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
天
武
天
皇
と
壬
申
の
乱
の
戦
勝
に
か
か
わ
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
長
歌
の
作

歌
時
期
と
事
情
に
っ
い
て
種
々
の
論
が
提
出
さ
れ
な
が
ら
そ
の
問
題
解
決
に
至

っ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
わ
せ
て
み
る
と
き
、
作
歌
の
場
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
最

初
に
据
え
よ
う
と
し
た
編
者
の
意
図
が
か
え
っ
て
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
こ
と

に
、
こ
の
歌
が
、
巻
一
に
収
録
さ
れ
た
雑
歌
の
な
か
で
、
そ
の
長
大
さ
に
お
い

て
画
期
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
枕
詞
で
荘
重
性
を
付
与
さ
れ
た
神
話
的
な
皇

統
譜
を
も
っ
て
歌
い
は
じ
め
る
こ
と
な
ど
に
お
い
て
、
人
麻
呂
作
残
宮
時
献
呈

挽
歌
の
結
構
と
そ
の
企
図
の
同
一
性
を
認
め
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
い
ず
れ
も
が
天
武
天
皇
の
壬
申
の
乱
に
始
ま
る
事
跡
へ
の
持
統
朝
の
時
点
よ

り
の
回
帰
を
主
想
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
天
武
天
皇
に
連
な

る
持
統
天
皇
そ
れ
自
体
の
皇
統
譜
の
正
統
た
る
こ
と
を
宣
明
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
か
も
、
こ
の
二
首
の
長
歌
に
お
い
て
天
武
天
皇
は
そ
れ
ま
で
の
天
皇
と

は
異
質
と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど
飛
躍
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
づ
め
ろ
ぎ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
天
皇
の
　
神
の
尊
の
」
（
巻
一
、
二
九
）
と
い
い
、
「
神
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ろ
ぎ

ら
　
太
敷
き
ま
し
て
　
天
皇
の
　
敷
き
ま
す
国
」
（
巻
一
、
ニ
ハ
七
）
と
い
う
、

天
皇
の
神
格
の
強
調
は
、
と
り
わ
け
、
「
万
葉
集
」
の
歌
の
詞
句
の
な
か
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
　
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
げ
る
枕
詞

　
　
　
　
す
め
ろ
ぎ

初
見
の
「
天
皇
」
と
い
う
語
の
重
さ
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
増
す
こ
と
に
な
る
。

「
現
在
の
天
皇
を
オ
ホ
キ
ミ
と
い
う
の
に
対
し
て
、
主
と
し
て
、
皇
祖
の
天
皇

を
い
い
、
未
来
を
も
含
め
て
広
く
、
継
ぎ
来
た
り
　
継
ぎ
行
く
皇
統
そ
の
も
の

　
　
　
＠

を
も
い
う
」
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
今
、
天
武
天
皇
が
「
万
葉
集
」
に
お
い
て
初

め
て
、
人
麻
呂
作
献
呈
歌
の
う
ち
に
「
天
皇
」
の
表
現
を
も
っ
て
尊
崇
さ
れ
る

こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
天
武
天
皇
の
う
ち
立
て
た
神
聖
な
皇
統
は
持
統
期
に

ひ
き
っ
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
近
江
荒
都
が
持
統
期
に
お
い
て
天
武
天
皇
の
原
点
へ
の
回
帰
と
正
統
性
の
証

左
で
あ
る
な
ら
ば
、
吉
野
は
、
天
武
朝
と
そ
の
皇
統
の
確
立
の
中
心
と
よ
べ
る

地
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
持
統
天
皇
も
ま
た
、
三
年
正
月
「
辛
未
、
天
皇

幸
二
吉
野
宮
一
。
」
と
あ
り
、
つ
づ
い
て
八
月
、
「
甲
申
、
天
皇
辛
一
吉
野
宮
一
。
」

と
み
え
る
な
ど
、
前
後
三
十
数
回
に
も
お
よ
び
吉
野
行
幸
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
人
麻
呂
の
従
駕
歌
が
い
っ
の
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
歌
い
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
天
武
よ
り
継
承
す
る
吉
野
宮
と
そ
の
主
で

あ
る
現
人
神
た
る
天
皇
へ
の
讃
類
で
あ
る
。

　
人
麻
呂
作
雑
歌
が
表
明
す
る
天
武
・
持
統
の
神
聖
に
し
て
不
可
侵
の
皇
統

は
、
亡
き
日
並
皇
子
の
事
跡
を
媒
介
に
し
て
、
軽
皇
子
へ
と
う
け
継
が
れ
て
い

く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
「
軽
皇
子
宿
二
干
安
騎
野
一
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作

歌
」
が
そ
の
よ
う
な
企
図
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
「
し
た
ひ
ま
つ
る
壬
申
の
勝
利
者
天
武
天
皇
（
大
海
人
皇
子
）
は
、
壬
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

の
年
六
月
に
は
、
吉
野
を
進
発
し
て
こ
の
地
を
通
過
し
て
ゐ
る
。
そ
の
と
き

は
、
の
ち
の
持
統
天
皇
も
同
行
、
御
子
草
壁
皇
子
は
十
一
才
の
少
年
と
し
て
一

行
に
加
は
っ
て
ゐ
る
。
天
武
九
年
三
月
に
は
お
そ
ら
く
は
狩
猟
か
と
思
は
れ
る

行
幸
が
あ
り
、
ま
た
草
壁
（
日
並
皇
子
）
生
前
に
は
、
こ
の
地
へ
の
狩
猟
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
た
。
山
間
の
別
天
地
は
、
実
は
思
ひ
出
の
幾
重
に
も
か
さ
な
る
思
慕
の
地
」

で
あ
る
と
い
う
記
述
は
、
安
騎
野
が
三
代
に
わ
た
る
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
に
軽
皇
子
に
従
っ
て
人
麻
呂
の
献
じ

た
歌
は
、
た
だ
、
「
追
慕
で
あ
り
、
慰
霊
で
あ
り
、
軽
皇
子
そ
の
人
の
心
情
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
か
に
祖
先
の
霊
の
再
来
と
そ
の
実
現
を
期
す
る
祈
り
の
や
ど
さ
れ
た
」
と
す

る
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
、
よ
り
現
実
に
密
着
し
た
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
人
麻
呂
作
歌
、
こ
と
に
磧
宮
時
献
呈
挽
歌
や
従
駕
歌
な
ど
、
よ
り
長
編
化
し

た
長
歌
は
、
上
述
の
ご
と
く
、
壬
申
の
乱
を
基
点
と
す
る
天
武
天
皇
の
治
積
を

讃
類
し
、
そ
の
神
聖
な
皇
統
が
持
統
天
皇
さ
ら
に
軽
皇
子
へ
と
継
承
さ
れ
て
い

く
こ
と
の
正
統
性
を
歌
い
あ
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
政

治
的
な
企
図
が
根
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
集
約
的
に
示
し
て
い
る
。
人
麻
呂

の
枕
詞
の
多
用
と
創
造
は
そ
の
よ
う
な
歌
の
場
と
目
的
と
不
可
分
に
結
合
し
て

形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４



名地

、
綿
、自事人活生

１
）

詞名通普

第
皿
表

一
一
ム

統 献
呈
歌
の
中
に
み
ら
れ
る
美
的
描
写
的
枕
詞

時
●

節季到（詞名通普

ぬ
ば
た
ま
の

勺自
夜
床

草
枕
　
　
　
　
旅

〃ぬ
ば
た
ま
の

冬
木
成

〃夜春

枕

詞

…
…
挽
長

４
５
雑
長

…
…
挽
長

云イ

統

的

た
た
な
づ
く

〃

し
ぎ
た
へ
の

！１１！

枕
詞

青
垣↑

柔
肌

黒
髪↑袖〃

の

改
変

…
…
挽
反

…
…
挽
長

あ
か
ね
さ
す

　
〃

　
〃ぬ

ば
た
ま
の

　
〃

紫↑
日〃夜↑タ

記

３
０

…
…
挽
長

３９４閉
挽
反

閉
挽
長

２
０

ｍ
挽
反

…
…
挽
長

記
３

ｍ
挽
長

人
麻

呂

ｕ倉

乍イ

真
草
刈
る
　
　
荒
野

弱
薦
を
　
　
　
猟
路

あ
ぢ
さ
は
ふ
　
目

枕

詞

玉
か
ぎ
る

み
雪
ふ
る

タ冬

４
７
雑
短

閉
雑
長

閉
挽
長

　
呪
的
・
祭
儀
的
な
い
し
は
政
治
的
な
対
象
へ
の
讃
め
詞
と
し
て
機
能
す
る
本

来
的
な
枕
詞
は
被
枕
と
の
関
係
が
固
定
的
に
社
会
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

意
味
は
非
実
質
化
し
た
慣
用
語
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
麻
呂
に

お
い
て
そ
れ
を
「
頒
徳
的
枕
詞
」
と
よ
ん
だ
。
そ
れ
ら
に
対
し
、
歌
全
体
の
意
味

　
　
　
　
　
　
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

４
５
雑
長

…
…
挽
長

内
容
と
密
接
に
か
か
わ
る

も
の
で
、
意
味
の
実
質
性

を
示
し
て
い
る
枕
詞
が
人

麻
呂
の
献
呈
歌
に
存
在
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
お
お

む
ね
、
被
枕
と
の
関
係
は

非
固
定
的
で
、
一
首
の
歌

の
そ
の
箇
所
だ
け
に
お
い

て
用
い
ら
れ
る
、
一
回
性

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
と

り
わ
け
普
通
名
詞
を
対
象

と
す
る
こ
と
を
特
質
と
す

る
。
そ
の
よ
う
な
枕
詞
を

第
皿
表
に
列
挙
す
る
。

　
表
に
あ
げ
た
よ
う
に
、

こ
の
種
の
枕
詞
の
大
部
分

は
、
伝
統
的
な
も
の
を
改
変
し
た
も
の
と
、
人
麻
呂
が
創
作
し
た
枕
詞
で
あ

り
、
伝
統
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
。
こ
こ
に
自

ず
と
歌
の
場
と
機
能
の
変
質
に
と
も
な
う
枕
詞
そ
の
も
の
の
展
開
を
み
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
い
わ
ゆ
る
純
然
た
る
私
的
個
人
的
な
歌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

な
か
に
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

　
皇
子
に
献
ぜ
ら
れ
た
挽
歌
は
「
や
す
み
し
し
　
わ
ご
大
王
」
と
い
う
枕
詞
を

起
点
と
す
る
荘
重
な
皇
統
譜
と
、
「
神
に
ま
し
ま
す
」
天
子
の
威
厳
が
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
献
二
泊
瀬
部
皇
女
忍
坂
部
皇
子
一
歌
一
首
芹

短
歌
」
（
巻
二
、
一
九
四
Ｚ
五
）
お
よ
び
、
「
明
日
香
皇
女
木
瞳
蹟
宮
之
時
、
柿

本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
井
短
歌
」
（
巻
二
、
一
九
六
～
八
）
は
、
と
も
に
「
飛

鳥
の
　
明
日
香
の
河
」
の
「
玉
藻
」
を
起
句
と
し
て
死
者
と
の
再
び
帰
る
こ
と
の

な
い
生
活
を
追
憶
す
る
も
の
で
悲
歎
の
色
が
濃
い
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
皇
女
を
め
ぐ
る
挽
歌
は
私
的
に
感
情
を
述
べ
る
哀
傷
的
挽
歌
」
で
あ
ろ
う
と

い
う
中
西
進
氏
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
哀
傷
的
挽
歌
が

私
的
な
形
態
を
と
る
と
い
い
つ
つ
、
こ
れ
ら
も
人
麻
呂
が
宮
廷
の
要
請
に
応
じ

て
献
呈
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
し
は
か
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
事
の
本

質
は
、
人
麻
呂
作
残
宮
挽
歌
が
い
か
な
る
形
態
で
宮
廷
に
献
呈
さ
れ
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。
そ
れ
に
っ
い
て
、
「
持
統
を
中
に
据
え
て

取
巻
く
皇
子
・
皇
女
た
ち
の
形
成
す
る
社
会
、
そ
れ
を
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
後
宮
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
所

論
も
あ
る
。
記
紀
の
類
に
載
録
さ
れ
ず
に
、
し
か
も
歌
の
集
で
あ
る
「
万
葉
集
」

に
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
残
宮
挽
歌
を
い
わ
ば
準
公
的
な
も
の

と
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
は
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
挽
歌
に
お
け
る
哀
傷
的
性
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格
、
拝
情
性
へ
の
傾
斜
の
由
来
は
、
さ
し
あ
た
り
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　

人
麻
呂
作
の
残
宮
挽
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
に
応
じ
て
、
舎
人
や
従
者
あ
る

い
は
妻
な
ど
の
個
的
立
場
に
位
置
す
る
視
座
を
通
し
て
歌
い
あ
げ
て
い
く
と
い

う
ふ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
歌
の
主
題
を
自
ら
の
も
の
と
す

る
こ
と
を
仮
托
さ
れ
た
主
体
の
内
実
を
作
り
あ
げ
る
意
識
は
も
は
や
古
代
的
心

性
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
人
麻
呂
作
歌
の
定
立
の
冒
頭
に
隣
接
す
る
、
「
天
皇

崩
之
後
八
年
九
月
九
日
奉
為
御
斎
会
之
夜
夢
裏
賜
御
歌
一
首
」
（
巻
二
、
　
：
ハ

ニ
）
と
さ
れ
る
も
の
に
も
み
う
け
ら
れ
た
「
い
か
さ
ま
に
　
思
ほ
し
め
せ
か
」

と
い
う
旬
が
、
「
死
の
意
を
暗
示
」
す
る
こ
と
を
見
通
し
て
、
こ
れ
を
「
一
っ

の
熟
語
と
し
て
挽
歌
に
慣
用
さ
れ
た
句
で
、
特
殊
な
陰
影
を
も
っ
た
言
葉
だ
っ

た
よ
う
だ
。
即
ち
『
凡
慮
の
慮
り
が
た
き
よ
し
』
の
背
後
に
何
か
不
安
な
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

り
知
れ
ぬ
曜
れ
と
い
っ
た
も
の
が
ま
と
い
っ
い
た
言
葉
で
あ
る
」
と
説
い
た
の

は
杉
山
康
彦
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
内
面
に
深
く
根
ざ
す
心
情
を

歌
い
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
枕
詞
が
歌
の
格
調
を
高
め
る
要
請
を
も
っ
て
と
り

出
さ
れ
て
く
る
と
き
も
は
や
そ
れ
は
呪
的
な
言
語
行
為
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま

っ
て
は
い
な
い
。
枕
詞
と
い
う
儀
礼
的
形
態
を
と
り
っ
っ
、
そ
の
内
実
は
、
死

の
哀
傷
を
歌
い
あ
げ
る
と
い
う
発
想
に
密
接
に
結
合
し
て
く
る
。
被
枕
そ
の
も

の
が
よ
り
個
別
的
・
一
般
的
な
も
の
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
冠
す
る
枕
詞

も
、
よ
り
描
写
的
な
い
し
は
具
体
的
内
容
を
は
ら
む
修
飾
的
用
法
と
し
て
展
開



し
て
い
く
。
枕
詞
が
歌
意
そ
の
も
の
と
不
可
分
に
一
体
と
な
っ
て
、
い
う
と
こ

ろ
の
「
意
味
の
非
実
質
性
」
と
い
う
特
質
を
失
い
、
し
た
が
っ
て
、
「
固
定
的

杜
会
的
慣
習
性
」
を
も
失
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
枕
詞
の
機
能
の

展
開
と
拡
大
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
枕
詞
は
描
写
的
機
能
の
獲
得
と
い
う
方
向
に
際
だ
っ
て
変

質
し
て
い
く
。
し
か
し
そ
れ
は
、
枕
詞
の
変
質
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
歌
の
方
法
そ
れ
自
体
の
呪
的
発
想
か
ら
秤
情
的
発
想
へ
の
展
開
の
な
か
に

お
い
て
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
枕
詞
も
ま
た
、
歌
の
拝
情
的
発
想
を
高
め
深
化

さ
せ
る
と
い
う
機
能
を
果
す
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
図
式
的
に
い

え
ば
、
拝
情
詩
は
個
人
の
心
に
生
起
す
る
よ
ろ
こ
ぴ
や
、
苦
し
み
や
、
あ
こ
が

れ
や
、
哀
し
み
な
ど
の
感
情
を
、
小
宇
宙
と
し
て
表
わ
そ
う
と
す
る
文
学
の
形

式
で
あ
り
、
事
件
の
発
展
や
人
間
関
係
の
図
柄
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
叙
事
文

学
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秤
情
詩
は
、
外
界
を
映
し
と
ろ
う
と
す
る

の
で
は
な
く
そ
れ
を
自
己
の
な
か
に
収
敏
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
、
そ
の
点
そ
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れ
は
ま
た
共
同
体
の
歌
謡
と
も
ち
が
う
特
性
を
も
つ
。
」
と
い
う
仔
情
的
発
想

の
胎
動
は
他
な
ら
ぬ
人
麻
呂
の
生
き
た
時
代
に
確
固
た
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
拝
情
詩
成
立
の
外
側
の
理
解
は
一
応
そ
れ
で
こ
と
た
り
よ
う
。

他
な
ら
ぬ
言
語
行
為
の
一
つ
で
あ
る
拝
情
詩
の
内
面
的
生
成
は
、
土
橋
寛
先
生

の
説
か
れ
る
ご
と
く
、
「
先
呪
術
的
な
コ
ト
バ
の
遊
び
が
、
呪
術
的
．
社
会
的

な
目
的
の
喪
失
に
よ
っ
て
、
新
し
く
歌
の
世
界
に
復
活
し
た
も
の
が
秤
情
詩
で

　
　
　
　
　
　
人
麻
呂
作
献
呈
歌
に
お
け
る
枕
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
る
」
と
み
る
こ
と
に
お
い
て
把
握
で
き
ょ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
、
枕
詞
も
ま

た
、
そ
の
形
式
に
お
い
て
は
呪
的
言
語
行
為
と
し
て
の
讃
め
詞
の
発
想
を
引
き

継
ぎ
な
が
ら
も
、
呪
的
な
機
能
に
基
本
性
を
置
く
場
の
目
的
と
制
約
か
ら
解
き

放
た
れ
て
、
そ
れ
が
自
ら
の
内
面
的
心
情
を
表
現
せ
ず
に
は
や
ま
な
い
志
向
と

あ
い
ま
っ
て
、
現
実
的
な
表
現
・
描
写
へ
と
再
創
造
と
機
能
の
拡
大
変
質
を
遂

げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
持
統
朝
に
お
け
る
天
皇
制
の
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
、
政
治
的
共
同
体

の
宮
廷
儀
礼
の
場
は
、
そ
の
紐
帯
を
呪
的
宗
教
的
発
想
に
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、

し
か
も
そ
れ
を
拡
大
変
質
せ
し
め
て
、
よ
り
多
様
な
発
想
の
う
ち
に
定
着
さ
せ

た
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
に
お
け
る
枕
詞
の
伝
統
の
創
造
的
回
復
も
か
か
る
筋
道

の
上
に
立
っ
て
の
み
求
め
ら
れ
た
し
、
ま
た
自
ら
の
欲
求
と
し
て
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
作
歌
の
場
と
目
的
の
全
体
に
わ
た
っ
て
貫
徹
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た

が
、
本
論
の
目
標
で
あ
る
枕
詞
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
で
あ
る
。
人
麻
呂
は

伝
統
的
な
枕
詞
を
用
い
は
し
た
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
自
ら
の
歌
に
持
ち
こ

む
よ
り
は
、
改
変
を
加
え
、
よ
り
効
果
あ
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の

伝
統
再
創
造
の
志
向
は
、
枕
詞
の
独
自
的
創
作
、
こ
と
に
拝
情
的
．
叙
景
的
な

歌
に
お
け
る
描
写
的
・
美
的
形
容
的
な
そ
れ
に
お
い
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
人
麻
呂
に
お
け
る
枕
詞
形
成
の
真
髄
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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献
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大
久
保
正
氏
「
枕
詞
・
序
詞
－
回
顧
と
展
望
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑

　
賞
」
昭
和
三
十
年
六
月
号
）

　
　
ヨ
ゴ
ト
と
枕
詞
の
関
係
に
つ
い
て
は
土
橋
寛
先
生
「
古
代
歌
謡
の
世

　
界
」
等
参
照

＠
　
上
田
正
昭
氏
「
目
本
神
語
の
世
界
」

＠
　
土
橋
寛
先
生
「
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
」
第
四
章
他

＠
　
阿
蘇
瑞
枝
氏
「
宮
廷
讃
歌
の
系
譜
」
（
「
上
代
文
学
論
叢
」
）

＠
　
伊
藤
博
氏
「
挽
歌
の
世
界
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
四
五
年
七
月
）

＠
　
渡
瀬
昌
忠
氏
「
人
麻
呂
残
宮
挽
歌
の
登
場
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」

　
　
昭
和
四
五
年
七
月
）

　
　
難
波
喜
造
氏
「
柿
本
人
麿
１
そ
の
文
学
を
支
え
る
も
の
１
」
（
「
日
本
文

　
学
」
昭
和
二
七
年
十
一
月
号
）

＠
　
吉
永
登
氏
「
万
葉
－
文
学
と
歴
史
の
あ
い
だ
１
」

＠
　
北
山
茂
夫
氏
「
万
葉
の
創
造
的
精
神
」

＠
　
　
「
時
代
別
国
語
犬
辞
典
」
上
代
篇

＠
＠
　
犬
養
孝
氏
「
安
騎
野
の
冬
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
四
一
年
四
月

　
号
）

＠
　
中
酉
進
氏
「
柿
本
人
麻
呂
」

＠
　
橋
本
達
雄
氏
「
人
麻
呂
と
持
統
朝
－
後
宮
と
挽
歌
１
」
（
「
文
芸
と
挽

　
評
」
昭
和
三
九
年
三
月
、
九
月
号
）
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二
四

　
杉
山
康
彦
氏
「
人
麿
に
お
け
る
詩
の
原
理
」
（
「
目
本
文
学
」
昭
和
三
二

年
一
一
月
）

　
西
郷
信
綱
氏
「
日
本
古
代
文
学
史
改
稿
版
」

　
土
橋
寛
先
生
「
古
代
歌
藷
の
世
界
」


	１
	２
	３
	４



