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万葉集二六七五番歌「立てば継がるる」について

問
題
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

右
は
万
葉
集
巻
十
一
、
二
六
七
五
番
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』
（
小
学
館
）
、
『
万
葉
集
注
輝
』
（
澤
潟
久

孝
）
、
『
万
葉
集
鐸
注
』
（
伊
藤
博
）
『
万
葉
集
全
注
』
（
稲
岡
耕
三
な
ど
、

現
行
の
注
釈
書
類
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
お
り
、
特
に

は
じ
め
に

新
全
集

万
葉
集
二
六
七
五
番
歌
「
立
て
ば
継
が
る
ろ
」
に
つ
い
て

君
が
着
る
三
笠
の
山
に
居
る
雲
の

制
引
Ｎ
側
綱
翻
切
ｑ
劉
（
立
者
継
流
）
恋
も
す
る
か
も

（
巻
十
一
・
二
六
七
五
）

…
…
雲
が
立
っ
て
は
ま
た
涌
き
出
る
よ
う
に
絶
え
間

無
い
恋
さ
え
も
す
る
こ
と
よ
・

と
こ
ろ
が
新
全
集
『
万
葉
集
』
の
頭
注
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら

れ
る
。 『
万
葉
集
鐸
注
』
…
…
雲
が
立
て
ば
ま
た
涌
き
出
る
よ
う
に
、
あ
と
か

「
万
葉
集
全
注
』
…
…
雲
の
よ
う
に
次
々
と
湧
き
起
こ
っ
て
や
ま
な
い

切
な
い
恋
を
す
る
こ
と
で
す
。

『
万
葉
集
注
鐸
』
…
…
雲
の
立
ち
登
っ
て
は
ま
た
あ
と
か
ら
繼
い
で
来

る
や
う
に
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
つ
づ
い
て
絶

え
な
い
懸
を
す
る
こ
と
よ
・

ら
あ
と
か
ら
燃
え
立
つ
せ
つ
な
い
恋
を
し
て
い

る
。

小

山
な
か
ば
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こ
の
よ
う
に
疑
問
点
を
明
ら
か
に
示
し
た
の
は
こ
の
新
全
集
の
み
で
あ

る
。
し
か
し
解
釈
に
お
い
て
は
「
雲
が
立
っ
て
は
ま
た
浦
き
出
る
よ
う
に

絶
え
間
な
い
恋
さ
え
も
す
る
こ
と
よ
」
と
い
う
よ
う
に
他
と
ほ
と
ん
ど
変

わ
り
は
な
く
、
疑
問
に
対
す
る
明
確
な
解
答
が
出
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
「
立
て
ば
継
が
る
る
」
と
い
う
表
現
の
ど
こ
に
問
題
が
あ

る
の
か
。

「
条
件
を
置
く
こ
と
の
理
由
は
不
明
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
ま
ま
で
は

「
継
が
る
ろ
」
を
起
こ
す
契
機
と
し
て
「
立
て
ば
」
と
い
う
条
件
を
与
え

る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
現
行
の
解
釈
で
は

「
立
て
ば
」
と
い
う
条
件
表
現
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
お
ら
ず
、
な
ぜ

わ
ざ
わ
ざ
置
か
れ
て
い
る
の
か
が
不
明
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
問
題
は
立
シ
と
継
グ
と
い
う
二
つ
の
語
の
関
係
に

あ
る
と
み
て
、
新
た
な
解
釈
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

て
い
る
類
歌
と
比
較
し
て
み
た
い
。

一
類
歌
に
つ
い
て

ま
ず
は
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
新
全
集
頭
注
の
後
半
部
分
に
も
挙
げ
ら
れ

継
ガ
ル
ル
は
、
ル
ル
が
自
発
を
表
し
、
思
い
続
け
る
意
だ
が
、
そ
れ

に
立
テ
バ
と
い
う
条
件
を
置
く
こ
と
の
理
由
は
不
明
。
山
部
赤
人
の

「
一
員
座
の
…
…
」
（
三
七
三
）
は
こ
れ
の
類
歌
だ
が
、
そ
の
ほ
う
が
わ

か
り
や
す
い
。

類
歌
で
あ
る
巻
一
一
一
の
三
七
一
一
一
番
歌
は
、
一
一
一
笠
の
山
に
鳴
い
て
い
る
鳥
の

声
が
止
ん
で
は
ま
た
繰
り
返
さ
れ
る
、
そ
ん
な
絶
え
間
な
い
恋
を
し
て
い

る
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
り
、
解
釈
も
一
定
し
て
お
り
問
題
は
な
い
。
な

ぜ
「
断
て
ば
継
が
る
ろ
」
で
は
都
合
が
わ
る
く
、
類
歌
は
「
わ
か
り
や
す

い
」
と
い
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

類
歌
で
は
当
該
歌
と
同
様
に
、
動
詞
止
ム
の
已
然
形
に
（
が
付
い
た
確

定
条
件
で
あ
る
が
、
「
止
め
ば
継
が
る
る
」
は
鳥
の
声
が
止
ム
と
い
う
条

件
を
受
け
て
、
鳴
き
止
ん
だ
鳥
が
ま
た
鳴
き
は
じ
め
る
、
と
い
う
結
果
を

は
っ
き
り
と
読
み
取
る
事
が
で
き
る
。
「
立
て
ば
継
が
る
ろ
」
に
お
い
て

も
何
ら
か
の
条
件
を
提
示
し
、
そ
の
条
件
下
で
の
結
末
が
表
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

山
口
佳
紀
『
古
代
日
本
語
文
法
の
成
立
の
研
究
』
（
有
精
堂
・
’
九
七
二

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ま
た
「
条
件
関
係
の
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し

前
句
が
後
句
の
情
態
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
形
式
が
、
両
句
の
内
容

で
あ
る
二
つ
の
事
態
の
因
果
性
が
問
題
に
さ
れ
る
段
階
に
至
っ
て
、

条
件
表
現
の
形
式
へ
と
転
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
前
句

の
内
容
は
、
後
句
の
内
容
と
一
応
独
立
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
事

態
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

高
座
の
三
笠
の
山
に
鳴
く
鳥
の

Ⅱ
別
剤
刷
咽
刎
引
引
（
止
者
継
流
）
恋
も
す
る
か
も

（
巻
一
一
一
・
一
一
一
七
三
）
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万葉集二六七五番歌「立てば継がるる」について

こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
玉
藻
を
手
で
引
っ
張
れ
ば
ち
ぎ
れ
る

（
絶
え
る
）
と
い
う
の
は
当
然
の
事
実
で
あ
る
し
、
鳥
が
鳴
き
止
め
ば
ま

た
鳴
き
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。

□
然
形
十
（
の
条
件
句
を
な
す
場
合
、
絶
１
－
生
１
ま
た
は
止
ム
ー
継

グ
と
い
う
（
を
挟
ん
だ
前
句
ｌ
後
句
の
間
に
は
、
極
端
に
言
え
ば
逆
の
意

味
を
示
す
と
い
え
る
ほ
ど
の
距
離
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
立
て
ば
継

が
る
る
」
に
疑
問
が
生
じ
た
原
因
も
、
立
シ
と
継
グ
と
い
う
二
つ
の
動
作

の
間
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
前
句
「
立
シ
」
を
動
詞
「
断
シ
」
と
の
掛
詞
で
あ
る

と
考
え
、
「
断
て
ば
継
が
る
る
」
と
し
て
の
解
釈
を
提
案
し
た
い
。

て
、
因
果
性
の
認
識
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
も
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
条
件
句
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
（
を
挟
ん
だ
前
句

と
後
句
の
間
に
何
ら
か
の
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
前
句
立
テ

バ
と
後
句
継
ガ
ル
ル
と
の
間
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
問
題

で
あ
る
と
い
え
る
。

木
下
正
俊
『
万
葉
集
語
法
の
研
究
』
（
塙
書
房
・
’
九
七
二
）
で
は
、
「
具

体
的
な
多
く
の
事
実
を
帰
納
し
て
、
諺
・
定
義
・
習
慣
な
ど
の
超
時
間
的

な
事
実
を
表
す
」
条
件
表
現
の
例
と
し
て
次
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
。

常
陸
な
る
浪
逆
海
の
玉
藻
こ
そ
引
州
倒
制
哨
引
可
刎

…
…
（
巻
十
四
・
一
一
一
三
九
七
）

当
然
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
回
想
も
な
け
れ
ば
予
想
も
な
い
。
そ
の
た

め
こ
こ
に
は
常
に
呼
応
が
存
す
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
呼
応
な
ど
を

論
ず
ろ
対
象
と
な
り
え
な
い
、
と
い
う
方
が
正
し
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
テ
を
表
記
し
た
例
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
似
ル
＋
鴫
ク
、
継

グ
＋
言
う
と
い
う
二
つ
の
動
詞
が
つ
な
が
れ
た
形
で
あ
る
。
こ
の
点
で
当

二
立
シ
か
ら
断
シ
へ

ま
ず
問
題
の
箇
所
の
表
記
は
〔
立
者
継
流
〕
で
あ
る
。
先
ほ
ど
か
ら

「
た
て
ば
つ
が
る
ろ
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、
こ
の
訓
み
方
に
問
題
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

『
万
葉
集
全
注
』
に
「
略
解
に
タ
チ
テ
ハ
ッ
ゲ
ル
と
改
め
た
が
、
諸
注

の
ほ
と
ん
ど
が
旧
訓
の
通
り
に
訓
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
正
し
い
と
思
う
。
」

と
あ
る
よ
う
に
現
在
の
と
こ
ろ
揺
れ
は
な
く
、
「
タ
テ
バ
ッ
ガ
ル
ル
」
と

み
て
間
違
い
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
略
解
で
タ
チ
テ
ハ
ッ
ゲ
ル
と
訓
ま

れ
て
い
た
の
を
み
る
と
、
や
は
り
「
立
て
ば
継
が
る
ろ
」
と
い
う
語
形
に

違
和
感
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
の
類
歌
の
表
記
は

〔
止
者
継
流
〕
で
あ
り
、
当
該
歌
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
の
類
歌
の
訓
み
は
「
ヤ
メ
バ
ッ
ガ
ル
ル
」
で
一
定
し
て
お
り
、
こ
ち
ら

も
問
題
は
な
い
。

仮
に
こ
れ
ら
の
表
記
で
「
タ
チ
テ
ハ
」
「
ヤ
ミ
テ
ハ
」
と
訓
む
に
は
テ

を
読
み
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
に
テ
ハ
を
含
ん
だ
歌
を
音
仮
名

表
記
以
外
の
巻
か
ら
見
て
み
る
と
、
「
而
者
」
で
表
記
し
て
い
る
も
の
が

み
ら
れ
る
。

汝
が
父
に
似
て
は
鳴
か
ず
（
似
而
者
不
鳴
）

継
ぎ
て
は
言
へ
ど
も
（
継
而
者
錐
云
）
・
・

Ｉ

・
・
（
巻
九
・
一
七
五
五
）

（
巻
十
三
・
’
一
一
二
五
五
）
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そ
れ
で
は
、
立
シ
を
掛
詞
と
考
え
、
断
シ
へ
と
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

「
立
て
ば
継
が
ろ
る
」
の
一
番
の
問
題
点
は
、
立
シ
と
縦
グ
と
の
因
果
関

係
が
明
白
で
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
前
句
は
後
句
「
継
が
る
ろ
」
を
引

き
起
こ
す
原
因
と
し
て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
継
グ
た
め
に

は
そ
の
前
に
ど
の
よ
う
な
動
作
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

該
歌
、
類
歌
と
同
形
で
あ
る
が
、
「
立
者
継
流
」
で
は
「
而
」
が
表
記
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
「
立
ち
テ
ハ
」
と
訓
む
の
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
よ

っ
て
表
記
の
面
か
ら
も
訓
み
は
タ
テ
バ
ッ
ガ
ル
ル
で
問
題
は
な
い
と
い
え

る
。＠
は
当
該
歌
と
同
じ
く
雲
を
う
た
っ
た
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
絶
１

に
よ
っ
て
雲
が
途
切
れ
る
か
ら
こ
そ
「
継
が
む
」
と
願
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
⑥
は
長
歌
の
一
節
で
あ
る
が
、
遠
く
離
れ
た
妻
を
想
い
、
衣

で
あ
る
な
ら
破
れ
た
ら
継
ぎ
を
す
る
の
に
、
緒
が
切
れ
た
ら
く
く
る
こ
と

が
で
き
る
の
に
、
と
い
う
よ
う
に
離
れ
て
し
ま
っ
た
苦
し
さ
を
う
た
っ
て

い
る
。
逆
に
い
え
ば
破
れ
て
い
な
い
衣
は
継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
も

と
も
と
切
れ
て
い
な
け
れ
ば
く
く
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

⑥
…
そ
れ
閥
利
ぬ
れ
ば
綱
割
つ
つ
も
…
…

緒
の
綱
刻
ぬ
れ
ば
ｑ
ｄ
Ｍ
川
つ
つ

③
…
白
雲
の
絢
刻
つ
っ
も
綱
刑
。
ｕ
と
恩
へ
や

（
巻
十
四
・
三
一
一
一
六
○
或
本
）

（巻十一一一・一一一一一一一一一○）

こ
の
よ
う
に
「
消
え
う
せ
る
と
」
と
他
と
は
逆
の
解
釈
を
し
て
い
る

が
、
特
に
そ
の
理
由
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
類
歌
か
ら
の
類

推
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
み
て
も
「
消
え
う
せ
る
」
、
す
な
わ
ち
い

っ
た
ん
途
切
れ
た
も
の
が
ま
た
継
が
れ
る
、
と
解
釈
す
る
ほ
う
が
よ
り
自

然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
「
立
て
ば
継
が
る
ろ
」
を
断
シ
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
止
め
ば
継
が
る
ろ
」
と
同
様
に
一
度
途
切
れ
る
と
ま
た
続
く
、
と
い
う

意
味
と
な
り
、
因
果
関
係
が
明
確
に
な
る
。
つ
ま
り
立
テ
バ
と
い
う
条
件

他
に
も
言
上
継
グ
、
語
り
継
グ
、
間
キ
継
グ
な
ど
の
例
が
多
く
み
ら
れ

る
が
、
い
ず
れ
も
複
合
動
詞
化
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
例
も

あ
る
人
が
語
る
言
葉
を
次
の
人
が
受
け
継
ぎ
、
ま
た
次
の
人
へ
受
け
渡
す

意
味
を
示
す
と
考
え
る
と
、
先
に
述
べ
た
継
グ
の
も
つ
機
能
と
合
致
す
る

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
「
立
て
ば
緋
が
る
る
」
で
は
、
前
句
は
も
く
も
く
と
立
ち
昇

る
雲
を
意
味
し
て
お
り
、
い
っ
た
ん
途
切
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
類

歌
「
止
め
ば
継
が
る
ろ
」
が
わ
か
り
や
す
い
と
言
わ
れ
る
の
は
、
継
グ
と

い
う
後
句
を
引
き
起
こ
す
た
め
の
前
句
が
、
烏
の
声
が
い
っ
た
ん
途
切
れ

る
意
味
の
「
止
ム
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
最
初
に
挙
げ
た
注
釈
謁
類
の
ほ
か
、
日
本
古
典
文
学
大
系

『
万
葉
集
』
だ
け
が
大
意
と
し
て
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

古
典
文
学
大
系
…
…
雲
が
消
え
失
せ
る
と
す
ぐ
か
か
っ
て
絶
え
な
い

よ
う
に
、
止
む
時
も
な
い
恋
を
す
る
こ
と
で
あ

る
。
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万葉集二六七五番歌「立てば継がるる」について

次
に
表
記
の
面
か
ら
検
討
を
加
え
る
。
「
立
て
ば
縦
が
る
る
」
の
表
記

は
「
立
者
継
流
」
で
あ
る
が
、
上
か
ら
の
意
味
は
「
雲
が
立
つ
」
で
あ

る
。
そ
の
立
ッ
と
い
う
語
が
転
換
さ
れ
「
恋
心
を
断
て
ば
」
と
し
て
下
へ

と
続
く
。
こ
の
と
き
の
表
記
は
転
換
前
の
「
立
」
の
字
を
用
い
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
掛
詞
と
な
る
語
の
変
換
前
の
意
味
が
表
記
上
優

先
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

を
置
く
意
味
が
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

例
＠
は
雪
が
淵
刻
引
意
味
の
「
梢
（
ケ
ピ
が
転
換
し
て
日
数
を
表
す

④
…
入
江
の
薦
を
カ
リ
に
こ
そ
我
を
ぱ
…
（
巻
十
一
・
二
七
六
六
）

薦
を
回
る
（
団
が
）
↓
偶
に

、
…
泊
瀬
の
山
に
降
る
雪
の
ヶ
長
く
恋
ひ
し
君…
（
巻
十
・
三
一
一
四
七
）

雪
が
囮
え
る
（
圃
長
）
↓
剛
が
長
い

×
雲
ｌ
立
つ
ｌ
継
ぐ

←

○
恋
ｌ
断
つ
ｌ
継
ぐ

○
鳥
ｌ
止
む
ｌ
継
ぐ

…
タ
テ
ぱ
継
が
る
る
恋
も
す
る
か
も

雲
が
回
っ
（
回
者
）
↓
断
て
ば
継
が
る
ろ
恋

掛
詞
と
い
う
と
例
え
ば
植
物
の
「
松
」
と
人
を
「
待
つ
」
と
い
っ
た
名

詞
に
よ
る
も
の
、
「
竜
田
川
」
と
「
立
つ
」
の
よ
う
な
地
名
を
用
い
た
も

の
は
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
。
し
か
し
今
回
提
案
す
る
の
は
立
シ
↓
断
シ
と

い
う
動
詞
か
ら
動
詞
へ
の
掛
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
動
詞

間
の
掛
詞
も
万
葉
集
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
日
（
ヶ
）
」
と
な
る
。
こ
の
と
き
の
表
記
は
「
消
」
で
あ
り
、
転
換
後
の

「
日
」
よ
り
も
上
か
ら
の
意
味
で
あ
る
「
消
」
の
ほ
う
が
表
記
上
優
先
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
＠
も
同
様
に
薦
を
刈
り
取
る
意
味
の
「
苅
り

（
カ
リ
）
」
が
同
音
の
掛
詞
と
し
て
「
仮
（
カ
リ
ピ
ヘ
と
転
換
し
て
い
る

が
、
そ
の
表
記
は
上
か
ら
の
意
味
で
あ
る
「
苅
」
を
と
っ
て
お
り
、
「
立

て
ば
継
が
る
る
」
の
場
合
も
表
記
が
「
立
」
で
あ
っ
て
も
「
断
つ
」
へ
と

転
換
し
た
可
能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
⑥
で
は
乙
女
た
ち
が
麻
糸
を
紡
ぐ
意
味
の
「
績
む
」
か
ら
、
同
音

⑧
…
川
岸
の
妹
が
ク
ュ
べ
き
心
は
持
た
な
じ
（
巻
一
一
一
・
四
一
二
七
）

川
が
圖
ゅ
↓
（
可
側
）
掴
ゅ
べ
き
心

⑥
…
打
ち
麻
懸
け
ウ
ム
時
な
し
に

恋
ひ
渡
る
か
も
（
巻
十
二
・
二
九
九
○
）

麻
を
圖
む
（
圖
時
）
↓
掴
む
時
な
し

①
…
ま
そ
鏡
力
「
ケ
て
偲
ひ
つ
逢
ふ
人
ご
と
に
（
巻
十
二
・
二
九
八
一
）

鏡
を
回
け
る
↓
（
綱
匝
鋼
け
る
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を
利
用
し
た
掛
詞
と
し
て
倦
怠
を
意
味
す
る
「
倦
む
」
へ
と
転
換
す
る
。

こ
の
と
き
の
表
記
は
先
ほ
ど
の
ｏ
⑥
と
同
じ
く
上
か
ら
の
意
味
で
あ
る

「
績
む
」
を
表
す
「
続
」
字
が
と
ら
れ
て
い
る
。

次
の
例
①
は
新
全
集
の
解
釈
に
「
ま
そ
鏡
の
よ
う
に
か
け
て
ｌ
事
寄
せ

て
あ
の
人
を
偲
ん
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鏡
を
壁
な
ど
に
掛
け
る
と
い
う

「
掛
ク
」
と
、
関
連
さ
せ
る
、
結
び
付
け
る
と
い
っ
た
意
味
の
「
懸
ク
」

と
の
掛
詞
で
あ
る
。
⑧
で
も
河
岸
が
崩
れ
る
意
味
の
「
崩
ゆ
（
ク
ュ
）
」

と
い
う
音
を
利
用
し
て
、
後
悔
を
表
す
「
悔
ゆ
（
ク
ュ
）
」
へ
と
転
換
さ

れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
動
詞
間
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
の
三
⑤
の

表
記
は
⑥
と
は
逆
に
上
か
ら
の
意
味
が
優
先
さ
れ
て
お
り
、
表
記
に
お
い

て
は
厳
密
な
決
ま
り
は
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
動
詞
間
の
掛
詞

で
上
か
ら
の
意
味
を
表
記
上
優
先
し
た
例
は
皆
無
で
は
な
い
し
、
立
ッ
を

断
シ
と
の
掛
詞
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
因

果
関
係
が
明
確
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

三
序
詞
に
つ
い
て

立
シ
を
断
シ
と
の
掛
詞
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
歌
の
持
つ

も
う
一
つ
の
問
題
で
あ
る
序
詞
に
つ
い
て
も
一
つ
の
読
み
方
が
提
案
で
き

る
。
序
詞
の
判
断
の
場
合
、
そ
の
歌
が
序
歌
で
あ
る
か
ど
う
か
の
選
定
に

も
出
入
り
が
あ
る
が
、
当
該
歌
、
類
歌
と
も
に
序
歌
で
あ
る
こ
と
は
一
定

し
て
お
り
、
従
っ
て
よ
い
と
思
う
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
ど
こ
ま
で

が
序
詞
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ａ
〈
三
笠
の
山
に
居
る
雲
の
〉
Ⅱ
立
て
ぱ
を
起
こ
す
序

序
詞
の
判
定
に
は
、
右
の
よ
う
に
三
句
目
「
居
る
雲
の
」
ま
で
を
序

と
す
る
Ａ
と
、
「
立
て
ば
」
ま
で
が
「
継
が
る
る
」
を
起
こ
す
序
で
あ
る

と
す
る
Ｂ
の
二
つ
が
あ
る
。
最
も
伝
え
た
い
核
と
な
る
部
分
は
「
立
て
ば

継
が
る
ろ
恋
」
で
あ
る
。
そ
の
恋
の
内
容
を
示
す
た
め
の
立
シ
を
引
き
出

す
た
め
に
「
雲
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
ろ
と
、
Ａ
説
が
妥
当
で
あ
る

二
７
．類
歌
の
場
〈
ロ
「
鳴
く
鳥
」
が
核
と
な
る
「
止
め
ば
継
が
る
ろ
恋
」
を
導

く
序
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
止
ム
と
い
う
語
に
転
換
は
な
く
単
純
な

構
造
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
本
論
は
立
シ
と
断
シ
と
の
掛
詞
で
あ

る
と
考
え
る
た
め
、
核
と
な
る
の
は
「
剛
割
削
凶
継
が
る
る
恋
」
で
あ
る
。

そ
れ
を
導
く
第
一
段
階
と
し
て
、
雲
は
立
ち
昇
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

発
想
か
ら
「
…
…
雲
の
」
ま
で
を
「
立
つ
」
を
起
こ
す
序
と
す
る
。
さ
ら

に
第
二
段
階
で
「
立
つ
（
タ
ツ
）
」
の
音
を
利
用
し
て
「
断
つ
」
へ
と
転

換
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
こ
の
二
つ
の
タ
ツ
の
間
に
は
解
釈
上
の

関
わ
り
は
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
「
立
つ
」
と
「
継
が
る
ろ
」
を

つ
な
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
「
立
て
ば
」
ま
で
を
序
と
す
る
Ｂ
説

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

手
間
の
か
か
る
特
異
な
例
の
よ
う
だ
が
、
二
章
で
挙
げ
た
＠
か
ら
⑧
の

例
は
す
べ
て
序
詞
を
含
む
序
歌
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
歌
と
同
じ
手
順
を

踏
ん
で
い
る
。
特
に
①
例
は
当
該
歌
と
同
様
に
寄
物
陳
思
に
属
し
て
い
る

が
、
こ
れ
を
見
て
も
掛
詞
と
な
る
語
の
双
方
が
必
ず
し
も
解
釈
上
強
固
な

（
『
鐸
注
』
・
『
全
注
』
・
日
本
古
典
文
学
全
集
）

Ｂ
〈
三
笠
の
山
に
居
る
雲
の
立
て
ば
〉
Ⅱ
継
が
る
る
を
起
こ
す
序

（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
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｢立てば継がるろ」について万葉集二六七五番歌

万
葉
集
二
六
七
五
番
歌
は
、
従
来
「
立
て
ば
縦
が
る
る
」
と
い
う
訓
み

の
ま
ま
で
「
雲
が
立
ち
昇
っ
て
は
ま
た
湧
き
Ⅲ
る
よ
う
に
」
と
い
っ
た
あ

い
ま
い
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
問
題
視
さ
れ
な
が
ら
も
そ
の

ま
ま
で
あ
っ
た
「
立
て
ば
継
が
る
る
」
に
つ
い
て
、
掛
詞
に
よ
る
言
葉
の

転
換
に
よ
っ
て
疑
問
を
解
消
で
き
る
と
考
え
、
条
件
表
現
、
表
記
、
序
詞

の
各
面
か
ら
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
「
タ
テ
バ
ッ
ガ
ル
ル
〔
立
者
継

流
〕
」
を
「
立
シ
」
と
「
断
シ
」
と
の
掛
詞
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
問

題
解
決
の
一
つ
の
方
法
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
一
首
の
解
釈
を
試
み
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
立
ッ
と
断
シ
と
の
解
釈
上
の
関
わ
り
は
な
い
も
の

つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
序
詞
に
関

し
て
も
立
ッ
か
ら
断
シ
へ
の
掛
詞
に
よ
る
転
換
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

①
序
〈
斎
く
み
も
ろ
の
ま
そ
鏡
〉

序
〈
一
一
一
笠
の
山
に
居
る
雲
の
〉

図 国

←

懸
ク
Ⅱ
懸
け
て
偲
ひ
つ

断
シ
Ⅱ
断
て
ば
継
が
る
ろ
恋

←
⑪
は
春
の
野
に
草
が
び
っ
し
り
と
茂
っ
て
い
る
様
子
か
ら
、
ま
た
①
で

は
海
人
が
休
む
こ
と
な
く
船
を
漕
ぐ
様
子
か
ら
絶
え
間
な
い
恋
心
を
表
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
該
歌
も
自
ら
の
意
思
で
断
ち
切
ろ
う
と

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
た
続
い
て
し
ま
う
恋
心
の
強
さ
、
そ
の
苦
し
さ

を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
次
の
よ
う
に
解
釈
を

示
し
て
終
わ
り
た
い
。

と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
歌
の
核
と
な
る
部
分
は
「
断
て
ば
継
が
る
ろ

恋
」
と
な
る
。

ま
た
「
恋
も
す
る
か
も
」
と
歌
っ
た
例
は
万
葉
集
中
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
が
、
い
ず
れ
も
恋
の
良
し
悪
し
に
か
か
わ
ら
ず
程
度
の
強
さ
を
表
す
表

現
の
よ
う
で
あ
る
。

①
庭
清
み
沖
へ
漕
ぎ
川
る
海
人
舟
の

楢
取
る
間
な
き
恋
も
す
る
か
も

⑪
貌
烏
の
間
な
く
し
ば
鳴
く

春
の
野
の
草
根
の
繁
き
恋
も
す
る
か
も
（
巻
十
・
一
八
九
八
）

（
君
が
祷
る
）
三
縦
の
山
に
雲
が
か
か
っ
て
い
る
。
雲
と
い
え
ば
立

つ
も
の
で
あ
る
が
、
い
く
ら
断
ち
切
っ
て
も
ま
た
自
然
と
続
い
て
ゆ

く
、
そ
ん
な
切
な
い
恋
を
私
は
し
て
い
る
も
の
だ
な
あ
。

（
お
や
ま
な
か
ば
・
修
士
課
程
二
年
）

（
巻
十
一
・
二
七
四
六
）
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