
− 37 −

一　

は
じ
め
に

　

二
群
の
長
反
歌
か
ら
な
る
石
見
相
聞
歌
は
、
現
在
で
も
さ
ま
ざ
ま

解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
大
き
な
問
題
と
し
て

は
、
二
群
を
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
（
巻
２
・
一
三
一
～
一
三
三
）・
Ｂ
（
一
三
五
～

一
三
七
）
と
す
る
と
、
こ
の
Ａ
Ｂ
は
、
構
成
上
、
次
の
三
説
が
現
在
で

も
鼎
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
�
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
と
時
間
・
空
間
的
に

�
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
と
時
間
・
空
間
的
に

Ａ
か
ら
Ｂ
へ
と
時
間
・
空
間
的
に

進
行
し
て
い
く
と
い
う
賀
茂
真
淵
以
来
の
通
説
、
�
Ｂ
は
Ａ
の
中
に

�
Ｂ
は
Ａ
の
中
に

Ｂ
は
Ａ
の
中
に

収
ま
る
「
求
心
的
構
図
」
を
と
る
と
す
る
説（

�
）

、
�
Ａ
と
Ｂ
と
は
視
点

�
Ａ
と
Ｂ
と
は
視
点

Ａ
と
Ｂ
と
は
視
点

を
変
え
て
同
じ
場
面
を
詠
ん
だ
「
同
時
・
並
行
の
構
図
」
を
と
る
と

す
る
説（

�
）

で
あ
る
。

　

ま
た
、「
露
霜
の　

置
き
て
し
く
れ
ば
」や「
夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て
」

と
い
っ
た
枕
詞
と
被
枕
詞
と
が
連
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
形

象
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
、
枕
詞
と
い
え
ど
も
、「
露

霜
の
」「
夏
草
の
」
と
い
う
季
を
異
に
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
の

二
つ
の
表
現
が
混
在
す
る
意
味
も
、
定
説
を
み
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。

　

さ
ら
に
Ａ
群
第
二
反
歌
「
小
竹
の
葉
は
…
…
」
の
「
乱
友
」
の
�

…
…
」
の
「
乱
友
」
の
�

」
の
「
乱
友
」
の
�

み
な
ど
、
一
首
の
解
釈
も
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

こ
の
石
見
相
聞
歌
に
つ
い
て
は
、
渡
瀬
昌
忠
氏
に
よ
る
一
連
の
精

力
的
な
成
果
が
あ
る（

3
）

。
ま
た
多
田
一
臣
氏
は
、
語
句
の
一
つ
一
つ
を

丁
寧
に
検
証
し
解
釈
を
定
め
、
そ
の
解
釈
を
組
み
上
げ
た
詳
細
な
石

見
相
聞
歌
論
を
世
に
示
し
て
い
る（

4
）

。
さ
ら
に
川
島
二
郎
氏
に
よ
る
枕

詞
を
中
心
と
し
た
詳
細
な
検
考
が
あ
る（

5
）

。
本
論
は
、
こ
れ
ら
諸
氏
の

成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
人
麻
呂
歌
集
や
『
文
選
』
と
の
関
連
を
考
え
、

特
に
「
夏
草
の
」
と
「
露
霜
の
」
と
の
二
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

石
見
相
聞
歌
に
お
け
る
「
夏
草
」
と
「
露
霜
」

塩
沢　

一
平
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二　

夏
草
の
思
ひ
萎
え
て

　

人
麻
呂
の
「
石
見
相
聞
歌
」
は
、
妻
か
ら
別
れ
都
に
去
っ
て
い
く

と
い
う
設
定
の
歌
で
あ
る
が
、
対
応
す
る
二
群
に
分
け
ら
れ
る
。
こ

の
二
群
の
時
空
関
係
は
、「
一　

は
じ
め
に
」
で
示
し
た
よ
う
に
三

説
鼎
立
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
�
の
時
空
が
「
同
時
・
並
行
の
構

�
の
時
空
が
「
同
時
・
並
行
の
構

の
時
空
が
「
同
時
・
並
行
の
構

図
」
を
と
る
と
い
う
橋
本
達
雄
氏
の
説
は
、
二
群
の
長
歌
一
三
一
と

一
三
五
と
を
対
応
す
る
部
分
に
分
け
、
五
つ
の
部
分
に
分
け
て
分
析

し
て
い
る（

6
）

。
菊
川
恵
三
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
「
二
つ
の
歌
群
、
中
で

も
長
歌
を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
見
や
す
い（

7
）

」
比
較
で
あ
る
。

　

時
空
の
問
題
は
、
ひ
と
ま
ず
棚
上
げ
に
し
て
、
左
の
よ
う
に
二
群

の
長
歌
を
「
１　

石
見
の
描
写
が
あ
る
」
～
「
５　

４
を
承
け
て
高

潮
し
た
感
情
の
表
白
で
閉
じ
る
」
と
五
つ
の
対
応
部
分
で
分
け
た
橋

本
説
の
対
応
構
造
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

　
　

�　

一
三
一
か
ら
一
三
三
ま
で
の
長
反
歌
（
Ａ
と
す
る
）
と
一
三
五

か
ら
一
三
七
ま
で
の
長
反
歌
（
Ｂ
と
す
る
）
と
、
Ａ
Ｂ
の
長
歌
は
、

そ
れ
ぞ
れ
１
～
５
の
対
応
す
る
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

１　

石
見
の
海
岸
の
描
写
が
あ
る

２　

�

海
藻
を
序
と
し
て
妻
と
の
共
寝
を
描
き
、
別
れ
て
来
た
こ
と
を

述
べ
る

３　

妻
に
対
す
る
顧
み
が
歌
わ
れ
る

４　

山
を
越
え
て
き
た
こ
と
を
歌
う

５　

４
を
承
け
て
高
潮
し
た
感
情
の
表
白
で
閉
じ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ

　

��
�

　

�'

　
　

石
見
の
海　

角
の
浦
廻
を　

浦
な
し
と　

人
こ
そ
見
ら
め�
　
　

つ
の
さ
は
ふ　

石
見
の
海
の　

言
へ
さ
く　

韓
の
崎
な
る

　
　

潟
な
し
と　

人
こ
そ
見
ら
め　

よ
し
ゑ
や
し　

浦
は
無
く
と
も�
　
　

海
石
に
そ　

深
海
松
生
ふ
る　

荒
磯
に
そ　

玉
藻
は
生
ふ
る

　
　

よ
し
ゑ
や
し　

潟
は
無
く
と
も　

鯨
魚
取
り　

海
辺
を
指
し
て

　
　

和
多
津
の　

荒
磯
の
上
に　

か
青
な
る　

玉
藻
沖
つ
藻

　
　

朝
は
ふ
る　

風
こ
そ
寄
せ
め　

夕
は
ふ
る
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浪
こ
そ
来
寄
せ

　
　

波
の
共　

か
寄
り
か
く
寄
る

　

��
�

　

�'

　
　

玉
藻
な
す　

寄
り
寝
し
妹
を　

露
霜
の　

置
き
て
し
来
れ
ば�

　
　

玉
藻
な
す　

靡
き
寐
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　

這
ふ
蔦
の��

別
れ
し
来

�
�

　

れ
ば

　

3�
�

　

3'

　
　

こ
の
道
の　

八
十
隈
毎
に　

万
た
び�

か
へ
り
み
す
れ
ど�

　
　

肝
向
か
ふ　

心
を
痛
み　

思
ひ
つ
つ　

か
へ
り
み
す
れ
ど

　

4�
�

　

4'

　
　

い
や
遠
に　

里
は
放
り
ぬ　

い
や
高
に��
山
も
越
え
来
ぬ�

　
　

大
船
の　

渡
の
山
の　

黄
葉
の　

散
り
の
乱
ひ
に

�
�

　
　

妹
が
袖　

さ
や
に
も
見
え
ず　

嬬
隠
る　

屋
上
の
山
の

�
�

　
　

雲
間
よ
り�

渡
ら
ふ
月
の　

惜
し
け
ど
も　

隠
ろ
ひ
来
れ
ば

�
�

　
　

天
つ
た
ふ��

入
日
さ
し
ぬ
れ

　

5�
�

　

5'

　
　

夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て　

偲
ふ
ら
む��

妹
が
門
見
む�

　
　

大
夫
と　

思
へ
る
わ
れ
も　

敷
栲
の　

衣
の
袖
は

　
　

靡
け
こ
の
山�
　
　

通
り
て
濡
れ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
一
）�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
五
）

　
　
　
　

反
歌
二
首�

　
　
　
　

反
歌
二
首

　
　

石
見
の
や
高
角
山
の
木
の
際
よ
り�

　
　

青
駒
の
足
掻
を
早
み
雲
居
に
そ

　
　

わ
が
振
る
袖
を
妹
見
つ
ら
む
か�

　
　

妹
が
あ
た
り
を
過
ぎ
て
来
に
け
る
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（
一
三
二
）�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
六
）

　
　

小
竹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
乱
げ
ど
も�

　
　

秋
山
に
落
つ
る
黄
葉
し
ま
し
く
は

　
　

わ
れ
は
妹
念
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば�

　
　

な
散
り
乱
ひ
そ
妹
が
あ
た
り
見
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
三
）�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
七
）

　

わ
か
り
や
す
い
２
と
�'
の
部
分
を
見
て
み
る
と
、
�'
の
「
玉
藻
な

す　

寄
り
寝
し
妹
を　

露
霜
の　

置
き
て
し
来
れ
ば
」
と
�'
「
玉
藻

な
す　

靡
き
寐
し
児
を　

深
海
松
の　

深
め
て
思
へ
ど　

さ
寐
し
夜

は　

い
く
だ
も
あ
ら
ず　

這
ふ
蔦
の　

別
れ
し
来
れ
ば
」
と
は
、「
玉

藻
な
す
」が
全
く
同
じ
表
現
で
あ
る
。加
え
て
こ
の
部
分
の
最
後
の「
露

霜
の　

置
き
て
し
来
れ
ば
」と「
這
ふ
蔦
の　

別
れ
し
来
れ
ば
」と
は
、

「
露
霜
の
」
と
「
這
ふ
蔦
の
」
が
枕
詞
と
な
っ
て
お
り
、「
置
き
て
し

来
れ
ば
」と「
別
れ
し
来
れ
ば
」も
類
句
と
な
っ
て
い
る
。
３
と
3'
は
、

と
も
に
「
か
え
り
み
す
れ
ど
」
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

多
田
一
臣
氏
は
、
二
群
の
長
歌
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ

　
　

�
「
石
見
の
海
」
～
「
浪
こ
そ
来
寄
せ
」

�
「
石
見
の
海
」
～
「
浪
こ
そ
来
寄
せ
」

「
石
見
の
海
」
～
「
浪
こ
そ
来
寄
せ
」�

　
　

�
「
つ
の
さ
は
ふ
」
～
「
玉
藻
は
生
ふ
る
」

�
「
つ
の
さ
は
ふ
」
～
「
玉
藻
は
生
ふ
る
」

「
つ
の
さ
は
ふ
」
～
「
玉
藻
は
生
ふ
る
」

　
　
　

序
に
あ
た
る
部
分�

　
　
　

序
に
あ
た
る
部
分　

　
　

�
「
浪
の
共
」
～
「
山
も
越
え
来
ぬ
」

�
「
浪
の
共
」
～
「
山
も
越
え
来
ぬ
」

「
浪
の
共
」
～
「
山
も
越
え
来
ぬ
」�

　
　

�
「
玉
藻
な
す
」
～
「
入
日
さ
し
ぬ
れ
」

�
「
玉
藻
な
す
」
～
「
入
日
さ
し
ぬ
れ
」

「
玉
藻
な
す
」
～
「
入
日
さ
し
ぬ
れ
」

　
　
　

妻
と
の
別
離
を
述
べ
た
主
想
部�

　
　
　

主
想
部

　
　

�
「
夏
草
の
」
～
５
「
靡
け
こ
の
山
」

�
「
夏
草
の
」
～
５
「
靡
け
こ
の
山
」

「
夏
草
の
」
～
５
「
靡
け
こ
の
山
」�
　
　

�
「
大
夫
と
」

�
「
大
夫
と
」

「
大
夫
と
」�

～
「
通
り
て
濡
れ
ぬ
」

　
　
　

結
び
に
あ
た
る
部
分�
　
　
　

結
び
に
あ
た
る
部
分

の
よ
う
に
分
け
て
い
る（

8
）

。
橋
本
・
多
田
両
論
は
、
五
つ
に
分
け
る
か

三
つ
に
分
け
る
か
の
違
い
と
、
句
の
微
妙
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

対
応
関
係
は
近
似
し
て
い
る
。
橋
本
論
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
行

く
な
ら
ば
、
二
群
Ａ
Ｂ
長
歌
の
１
～
５
ま
で
の
分
け
方
と
対
応
は
、
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ひ
と
ま
ず
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
石
見
相
聞
歌
は
、「
一　

は
じ
め
に
」
で
少
し
く
触
れ

た
「
露
霜
」
と
「
夏
草
」
に
関
連
し
て
、
二
群
の
詠
ま
れ
た
背
景
と

な
る
季
節
が
ａ
秋
で
あ
る
と
い
う
説
と
ｂ
夏
で
あ
る
と
い
う
二
説
が

あ
る
。

　
ａ
は
稲
岡
耕
二
氏
に
代
表
さ
れ
る
説
で
あ
る
。
稲
岡『
全
注
』で
は
、

「
夏
草
」
と
い
う
語
は
「
夏
草
の
茂
き
は
あ
れ
ど
」（
９
・
一
七
五
三
）、「
夏

草
の
刈
り
掃
へ
ど
も
生
ひ
し
く
ご
と
し
」（
�0
・
一
九
八
四
）「
夏
草
の

刈
り
除
く
れ
ど
も
生
ひ
し
く
ご
と
し
」（
��
・
二
七
六
九
）
な
ど
の
よ

う
に
、
蓬
々
と
生
い
茂
っ
た
状
態
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
万
葉
以

後
の
枕
詞
も
「
夏
草
の
か
り
そ
め
に
と
て
」（
新
古
今　

５
・
五
四
七
）「
夏

草
の
し
げ
き
お
も
ひ
は
」（
新
勅
撰　

��
・
七
〇
九
）
の
よ
う
に
、
夏
草

の
茂
り
や
刈
る
こ
と
を
被
枕
詞
と
す
る
。
古
今
に
「
吹
く
か
ら
に
秋

の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
む
べ
山
風
を
嵐
と
い
ふ
ら
む
」（
二
四
九
）
と

あ
る
よ
う
に
、
夏
草
が
萎
れ
る
の
は
秋
で
あ
り
、「『
露
霜
の
』
な
ど

か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
歌
わ
れ
て
い
る
季
節
は
秋
で
あ
り
、
共

に
過
ご
し
た
夏
の
間
、
生
き
生
き
と
よ
ろ
こ
び
に
あ
ふ
れ
て
い
た
状

態
と
、
今
別
れ
て
き
た
の
ち
に
お
そ
ら
く
し
ょ
ん
ぼ
り
と
生
気
を
失

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
状
態
と
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
想
像
さ
れ
る
」

と
し
て
い
る（

9
）

。

　

一
方
ｂ
の
「
夏
」
説
は
さ
ら
に
、
細
か
く
�
～
�
の
三
説
に
分
か

�
～
�
の
三
説
に
分
か

～
�
の
三
説
に
分
か

�
の
三
説
に
分
か

の
三
説
に
分
か

れ
る
。『
代
匠
記
』（
精
撰
本
）
に

　
　

�

夏
ノ
日
盛
ニ
草
ノ
ヨ
ラ
レ
テ
ナ
ヨ
ナ
ヨ
ト
シ
ホ
ル
ル
ヲ
、
歎
ア

ル
人
ノ
物
思
フ
時
、
心
モ
ヨ
ハ
リ
身
モ
ウ
ナ
タ
ル
ル
ニ
譬
タ
リ
。

と
あ
る
よ
う
に
ｂ
�
「
夏
草
が
夏
の
酷
�
に
よ
っ
て
萎
れ
る
」
と
す

�
「
夏
草
が
夏
の
酷
�
に
よ
っ
て
萎
れ
る
」
と
す

「
夏
草
が
夏
の
酷
�
に
よ
っ
て
萎
れ
る
」
と
す

る
説
。

　

二
番
目
は
、
真
淵
の
『
冠
辞
考
』
に
よ
る
「
こ
は
夏
草
は
ま
だ
弱

け
れ
ば
、
な
よ
よ
か
に
う
な
だ
る
る
を
、
人
の
物
お
も
ひ
す
る
時
の

さ
ま
に
た
と
へ
た
り
」
と
い
う
、
ｂ
�
「
夏
草
が
ま
だ
弱
い
の
で
し

�
「
夏
草
が
ま
だ
弱
い
の
で
し

「
夏
草
が
ま
だ
弱
い
の
で
し

お
れ
る
」
と
す
る
説
。
そ
し
て
三
番
目
は
、渡
瀬
昌
忠
氏
の
ｂ
�
「
夏

�
「
夏
「
夏

の
異
常
気
象
・
異
変
と
も
い
う
べ
き
露
霜
に
よ
っ
て
夏
草
が
し
な
え

る
」
と
い
う
説
で
あ
る（

�0
）

。

　

い
っ
た
い
ど
の
考
え
が
蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

三　
「
夏
草
」
と
「
露
霜
」

　
「
夏
草
」
が
蓬
々
と
生
い
茂
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
稲
岡
氏
に
よ

る
具
体
的
な
万
葉
の
用
例
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
頷
か
れ
よ

う
。
こ
の
点
は
ｂ
説
を
と
る
渡
瀬
氏
も
万
葉
の
「
夏
草
の
刈
り
掃
へ

ど
も
生
ひ
し
く
ご
と
し
」（
�0
・
一
九
八
四
）「
夏
草
の
刈
り
除
く
れ
ど

も
生
ひ
し
く
ご
と
し
」（
��
・
二
七
六
九
）
な
ど
の
同
じ
例
を
引
い
て
、

　
　

�「
夏
草
」
は
刈
り
払
っ
て
も
刈
り
除
い
て
も
「
生
ひ
し
く
」「
繁
」

き
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
性
に
お
い



− 4� −

て
「
ま
だ
弱
け
れ
ば
、
な
よ
よ
か
に
う
な
た
る
る
」
な
ど
と
言

え
る
も
の
で
は
な
い（

��
）

と
認
め
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
渡
瀬
説
に
よ
っ
て
、
ｂ
�
の
真
淵
説
は
、
ひ
と
ま
ず

�
の
真
淵
説
は
、
ひ
と
ま
ず

の
真
淵
説
は
、
ひ
と
ま
ず

論
の
外
に
置
い
て
良
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
渡
瀬
氏
は
、
稲
岡
氏
と

同
じ
「
吹
く
か
ら
に
秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
」
の
例
や
家
持
の
「
秋

草
に
置
く
白
露
の
」（
�0・
四
三
一
二
）
か
ら
、
現
在
が
秋
な
ら
ば
、「
秋

の
草
木
」「
秋
草
」
と
表
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
ａ
説
を
否
定
す
る
。

し
か
し
渡
瀬
ｂ
�
説
に
も
従
え
な
い
点
が
残
る
。
渡
瀬
氏
は

�
説
に
も
従
え
な
い
点
が
残
る
。
渡
瀬
氏
は

説
に
も
従
え
な
い
点
が
残
る
。
渡
瀬
氏
は

　
　

�

人
麻
呂
の
石
見
相
聞
歌
の
「
夏
草
の
思
ひ
萎
へ
て
」
を
、
通
説

に
従
っ
て
夏
の
日
盛
り
、
そ
の
酷
�
に
よ
る
も
の
と
解
す
る
と
、

同
じ
長
歌
の
「
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
」
と
い
う
表
現
の
も

つ
寒
さ
冷
た
さ
と
の
間
に
感
覚
上
の
矛
盾
が
生
じ
る（

��
）

。

と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
矛
盾
の
解
決
法
と
し
て
、
ｂ
�
の
「
夏
の
異

�
の
「
夏
の
異

の
「
夏
の
異

常
気
象
・
異
変
と
も
い
う
べ
き
露
霜
に
よ
っ
て
夏
草
が
し
な
え
る
」

と
い
う
説
を
打
ち
出
し
た
。

　

確
か
に
「
露
霜
」
は
、「
妻
ご
も
る
矢
野
の
神
山
露
霜
に
に
ほ
ひ
始

め
た
り
ち
ら
ま
く
惜
し
も
」（
�0
・
二
一
七
八　

非
略
体
歌
）「
秋
萩
は
露

霜
負
ひ
て
散
り
に
し
も
の
を
」（
８
・
一
五
八
〇　

文
忌
寸
馬
養
）「
露
霜

に
逢
へ
る
黄
葉
を
手
折
り
来
て
」（
８
・
一
五
八
九　

秦
許
遍
麻
呂
）
と
あ

る
よ
う
に
「
山
の
木
の
葉
を
色
づ
か
せ
、
花
や
葉
を
散
ら
す
原
因
と

し
て
表
現
さ
れ
て
」
お
り
、「
そ
の
『
露
霜
』
が
夏
の
旅
路
に
『
置
く
』

な
ら
ば
、『
夏
草
』
を
『
萎
え
』
さ
せ
る
原
因
と
な
る
は
ず
で
あ
る（

�3
）

」。

　

だ
が
、
渡
瀬
氏
が
現
に
あ
げ
た
例
は
、「
秋
萩
は
」「
黄
葉
」
と
取

り
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、「
露
霜
」
が
秋
の
景
物
で
あ
る
こ
と

を
、
逆
に
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、「
夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て
」
は
、
集
中
も
う
一
例
見
ら

れ
る
。
同
じ
人
麻
呂
の
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（
２
・
一
九
六
～
一
九
七
）

の
長
歌
の
中
に
で
あ
る
。

　

石
見
相
聞
歌
と
同
じ
よ
う
に
「
玉
藻
」
の
よ
う
に
馴
れ
親
し
ん
だ

皇
女
が
、
夫
君
を
捨
て
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
こ
と
に
対
す
る
「
哀

惜
の
く
ど
き
の
部
分
」（
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
』）
に
続
く
後
半
の
部

分
で
、「
ぬ
え
鳥
の　

片
恋
嬬
」
か
ら
「
大
船
の　

か
行
き
か
く
行
き
」

ま
で
の
「
枕
詞
＋
被
枕
詞
」
を
四
回
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
を

亡
く
し
た
夫
忍
壁
皇
子
の
傷
心
の
さ
ま
を
丁
寧
に
叙
し
た
部
分
に
、

「
夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て
」
は
、
登
場
す
る
。

　

こ
の
挽
歌
に
は
、
歌
わ
れ
た
季
節
を
殊
更
強
調
す
る
表
現
は
見
ら

れ
な
い
。
だ
が
、
皇
女
は
、
文
武
四
年
四
月
四
日
に
没
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
題
詞
に
あ
る
よ
う
な
「
城
上
の
殯
宮
」
は
、
ひ
と
ま
ず
夏

に
設
営
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

川
島
二
郎
氏
は
、「
夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
明
日
香
皇
女
挽
歌
に
、
稲
岡
・
渡
瀬
説
が
石
見
相
聞
歌
で
関
連
づ
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け
ら
れ
て
い
た
「
露
霜
の
」
や
そ
れ
に
類
す
る
語
句
が
詠
み
込
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
両
説
に
は
無
理
が
あ
る
と
し
た
。

「
夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て
」
は
、
秋
で
な
く
夏
に
、
強
烈
な
日
差
し
が

生
命
力
豊
か
な
夏
草
を
萎
え
さ
せ
る
も
の
で
、そ
れ
に
よ
っ
て「
夏
草
」

の
よ
う
に
生
命
力
が
充
溢
し
て
い
た
石
見
妻
が
、一
挙
に「
思
ひ
萎
え
」

て
し
ま
っ
た
悲
嘆
の
激
し
さ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た（

�4
）

。
川

島
氏
の
論
は
集
中
の
「
夏
草
」
の
用
例
を
丁
寧
に
追
い
、「
春
花
の　

移
ろ
ひ
」
な
ど
と
い
う
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
枕
詞
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ

ー
ジ
の
被
枕
詞
が
接
続
す
る
例
な
ど
と
の
比
較
を
行
う
な
ど
、
詳
細

な
も
の
で
あ
り
、「
夏
草
の
」
と
「
思
ひ
萎
え
て
」
と
が
、
落
差
が
大

き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
丁
寧
に
検
証
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
日
香
皇
女
挽
歌
と
石
見
相
聞
歌
の
先
後
関
係
は
ど

う
で
あ
ろ
う
。
石
見
相
聞
歌
に
は
、
正
確
な
作
歌
年
代
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。

　

つ
と
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
石
見
相
聞
歌
は
、
宮
廷
サ
ロ
ン
に
要

請
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
余
技
的
作
品
で
あ
る（

�5
）

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

制
作
年
代
は
、
人
麻
呂
の
宮
廷
歌
作
成
時
期
と
重
な
る
。
つ
ま
り
、

持
統
四
年
か
ら
文
武
四
年
の
間
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、
稲
岡
耕
二
氏
は
、
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
反
歌
の
う
ち
、

「
短
歌
」
と
さ
れ
る
も
の
は
、
持
統
六
年
以
後
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
拠

り
所
と
し
て
、「
反
歌
」
と
頭
書
さ
れ
る
石
見
相
聞
歌
を
、
持
統
朝
前

半
の
も
の
で
あ
る（

�6
）

と
年
代
を
絞
り
込
ん
で
い
る
。

　

一
方
明
日
香
皇
女
挽
歌
に
は
、
他
の
人
麻
呂
作
歌
に
見
ら
れ
る
表

現
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
吉
野
讃
歌
に
よ
っ
て
創
始

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」
が
用
い
ら
れ
る
。
ま

た
泣
血
哀
慟
歌
と
同
様
に
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
時
」
に
よ
っ
て
前

段
の
内
容
を
転
換
し
歌
い
起
こ
し
、「
長
い
人
麻
呂
の
作
歌
生
活
を
総

集
す
る
か
の
ご
と
き
相
貌
を
持
」
つ
作
品
と
い
わ
れ
る（

�7
）

。

　

表
現
か
ら
見
て
も
先
後
関
係
は
、
如
上
の
よ
う
に
、
明
日
香
皇
女

挽
歌
が
、
石
見
相
聞
歌
の
成
立
後
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
柿
本
人
麻

呂
は
、
石
見
相
聞
歌
で
試
み
た
「
夏
草
の　

思
ひ
萎
へ
て
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
落
差
が
大
き
い
枕
詞
と
被
枕
詞
と
を
再
び
明
日
香
皇
女

挽
歌
に
用
い
た
。「
夏
草
の　

思
ひ
萎
へ
て
」
は
、
皇
女
を
失
っ
て
悄

然
と
し
て
い
る
忍
壁
皇
子
の
様
子
を
強
調
し
よ
う
と
い
う
叙
法
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
石
見
相
聞
歌
の
Ａ
の
長
歌
一
三
一
は
、
そ
の
詠
ま
れ
て

い
る
内
容
の
季
を
、
枕
詞
に
よ
っ
て
、「
夏
」「
秋
」
の
ど
ち
ら
か
に

確
定
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

Ｂ
の
長
反
歌
に
は
「
黄
葉
の　

散
り
の
乱
ひ
に
」（
一
三
五
）、「
秋

山
に
落
つ
る
黄
葉
」（
一
三
七
）
と
、
枕
詞
で
な
い
秋
の
イ
メ
ー
ジ
が

ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
仮
に
、
石
見
相
聞
歌
の
生
成
が
Ｂ
を
も
と

に
Ａ
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
或
い
は
、
Ａ
Ｂ
が
同
時
連
作
と
さ
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れ
る
な
ら
ば
、
Ｂ
か
ら
の
影
響
も
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

石
見
相
聞
歌
の
生
成
過
程
は
、
伊
藤
博
氏
に
よ
る
と
、
ま
ず
、

Ａ
の
或
本
歌
で
あ
る
一
三
八
・
一
三
九
が
披
露
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
に
Ｂ
の
初
案
が
加
わ
り
Ａ
Ｂ
の
二
群
（
一
三
一
の
一
云
＋

一
三
四
、一
三
五
＋
一
三
七
の
一
云
）
を
な
す
形
に
推
敲
さ
れ
、
さ
ら
に

現
在
の
Ａ
Ｂ
の
二
群
と
な
っ
た
。
こ
の
考
え
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る（

�8
）

。

ま
た
、
神
野
志
隆
光
氏
は
、
も
と
も
と
Ａ
の
或
本
歌
か
ら
、
そ
れ
が

推
敲
さ
れ
た
一
三
一
の
一
云
＋
一
三
四
が
一
首
構
成
と
し
て
完
結
し

た
。
そ
れ
に
Ｂ
系
統
と
し
て
の
二
首
目
が
加
わ
り
、
現
在
の
形
に
推

敲
さ
れ
て
い
っ
た
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る（

�9
）

。
成
立
過
程
に
違
い
が

あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
Ａ
が
Ｂ
に
先
立
ち
成
立
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
Ａ
長
歌
の
或
本
歌
で
あ
り
、
Ａ
に
先
立
っ
て
、

最
初
に
披
露
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
三
八
の
長
歌
に
は
、
す
で
に

「
露
霜
の　

置
き
て
し
来
れ
ば
」
と
「
夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て
」
の
両

方
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
の
季
を
根
拠
に
Ａ
の

季
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
や
は
り
、
Ａ
長
歌
は

季
の
統
一
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ

を
ど
ち
ら
か
の
季
に
重
ね
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ａ
の
稲
岡

案
も
ｂ
�
の
渡
瀬
案
に
も
無
理
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

�
の
渡
瀬
案
に
も
無
理
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
渡
瀬
案
に
も
無
理
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
露
霜
の
」
も
「
夏
草
の
」
も

比
喩
的
な
枕
詞
で
あ
り
、
直
接
Ａ
の
季
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

両
枕
詞
の
こ
の
作
品
内
で
の
表
現
効
果
な
り
記
号
性
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
の
方
が
、
作
品
の
有
効
な
解
明
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
記
号
性
を
解
く
か
ぎ
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う

に
『
文
選
』
に
あ
る
と
考
え
る
。

四　

人
麻
呂
と
『
文
選
』

　
『
文
選
』
は
六
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
中
国
の
詩
文
集
で
、
周
の
時

代
か
ら
梁
の
時
代
ま
で
の
著
名
な
詩
文
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
『
文
選
』
は
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
が
詠
ま
れ
た

時
代
に
は
、
必
須
の
教
養
と
し
て
官
人
た
ち
が
学
ん
で
い
た
作
品
で

あ
る
。
こ
の
『
文
選
』
か
ら
『
万
葉
集
』
は
、
文
字
・
表
現
・
発
想

に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
受
け
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

万
葉
集
の
作
り
手
で
あ
る
歌
人
の
多
く
が
、『
文
選
』
を
享
受
す
る
官

人
層
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
石
見
終
焉
説
は
、
認
め
ら
れ
な
い
に

し
て
も
、
人
麻
呂
は
、
辺
境
石
見
に
赴
任
し
た
経
験
を
も
つ
で
あ
ろ

う
官
人
で
あ
っ
た
。

　
「
石
見
相
聞
歌
」
と
『
文
選
』
と
の
関
係
は
、
早
く
谷
馨
氏
や
中
西

進
氏
が
、
陸
士
衡
行
旅
詩
「
赴
洛
二
首
」・「
赴
洛
道
中
作
二
首
」
と

の
発
想
の
類
同
性
を
指
摘
し
た（

�0
）

。
ま
た
、
吉
田
と
よ
子
氏
は
、
江
淹

（
江
文
通
）
の
「
別
賦
一
首
」
や
「
古
離
別
」
と
、
石
見
相
聞
歌
の
妹

の
描
写
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る（

��
）

。
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古
離
別

　
　

遠
與
レ
君
別
者　

乃
至
二
鴈
門
關
一

　
　
　

�

遠
く
君
と
別
る
る
者
あ
り　

乃
ち
鴈
門
の
關
に
至
ら
ん

　
　

横
雲
蔽
二
千
里
一　

遊
子
何
時
還　

　
　
　

�

横
雲
千
里
を
蔽
ひ　

遊
子
何
の
時
に
か
還
ら
ん

　
　

送
レ
君
如
二
昨
日
一　

簷
前
露
已
團

　
　
　

君
を
送
る
こ
と
昨
日
の
如
く
な
れ
ど　

簷
前
露
已
に
團
か
な
り

　
　

不
レ
惜
二
蕙
草
晩
一　

所
レ
悲
道
里
寒

　
　
　

�

蕙
草
の
晩
る
る
を
惜
し
む
に
あ
ら
ず　

悲
し
む
所
は
道
里
の
寒
き
こ

と

　
　

君
行
在
二
天
涯
一　

妾
身
長
別
離

　
　
　

君
は
行
き
て
天
涯
に
在
り　

妾
が
身
は
長
く
別
離
せ
り

　
　

願
三
一
見
二
顔
色
一　

不
レ
異
二
瓊
樹
枝
一

　
　
　

一
た
び
顔
色
を
見
ん
こ
と
を
願
へ
ど
も　

瓊
樹
の
枝
に
異
な
ら
ず

　
　

菟
絲
及
二
水
蓱
一　

所
レ
寄
終
不
レ
移　

　
　
　

菟
絲
と
水
蓱
と　

寄
す
る
所
は
終
に
移
ら
ず（
��
）

　

吉
田
氏
に
よ
れ
ば
、
右
の
よ
う
に
、「
簷
前
」（
軒
下
）
の
「
露
」
に

弱
る
「
蕙
草
」（
香
り
草
）
が
、
１
Ａ
の
一
三
一
の
「
露
霜
」
と
「
夏

草
」
に
類
似
し
、「
菟
絲
及
二
水
蓱
一　

所
レ
寄
」（
日
陰
の
葛
と
浮
き
草

が
、
い
つ
ま
で
も
身
を
寄
せ
る
所
）
は
「
玉
藻
沖
つ
藻
」
が
寄
る
こ
と
と

類
似
す
る
と
い
う
。
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
よ
う
に
も
理
解
で
き
る
が
、

古
離
別
は
、「
露
」
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、「
夏
草
」
で
は
な
く
「
蕙
草
」

が
衰
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
よ
り
関
係
性
が
深
い
資
料
は
別
に
あ
り
そ

う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
以
外
に
も
、
私
見
に
寄
れ
ば
、
石
見
相
聞
歌
と
関

係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
『
文
選
』
詩
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
示

し
た
王
粲
（
王
仲
宣
）
作
の
「
従
軍
詩
五
首
」（
巻
二
十
七
）
の
第
三
首

で
あ
る
。
カ
ッ
コ
内
に
は
対
応
す
る
李
善
注
を
加
え
た
。

　
　

従
軍
詩
五
首　

王
仲
宣
（
第
三
首
）

　
　

�

従
レ
軍
征
二
遐
路
一　

討
二
彼
東
南
夷
一

　
　
　

軍
に
従
ひ
て
遐
き
路
を
征
き　

彼
の
東
南
の
夷
を
討
た
ん
と
す

　
　

方
レ
舟
順
二
廣
川
一　

薄
暮
未
レ
安
レ
抵

　
　
　

舟
を
方
べ
て
廣
川
に
順
ひ　

薄
暮
に
も
未
だ
抵
に
安
ん
ぜ
ず

　
　

白
日
半
二
西
山
一　

桑
梓
有
二
餘
暉
一

　
　
　

白
日
は
西
の
山
に
半
ば
に
し
て　

桑
梓
に
餘
の
暉
有
り

　
　

�（
古
歩
出
夏
門
曰
、行
行
復
行
行
、白
日
薄
西
山
。
桑
梓
、二
木
名
也
。
餘
暉
、

言
將
夕
也
。）

　
　

蟋
蟀
夾
レ
岸
鳴　

孤
鳥
翩
翩
飛
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蟋
蟀
は
岸
を
夾
み
て
鳴
き　

孤
鳥
は
翩
翩
と
し
て
飛
ぶ

　
　

征
夫
心
多
レ
懐　

悽
愴
令
二
吾
悲
一

　
　
　

征
夫
心
懐
多
し　

悽
愴
と
し
て
吾
を
悲
し
ま
し
む

　
　
（
礼
記
曰
、
霜
露
既
降
、
君
子
履
之
必
有
悽
愴
之
心
。）

　
　

下
レ
船
登
二
高
防
一　

草
露
沾
二
我
衣
一

　
　
　

船
よ
り
下
り
て
高
防
に
登
れ
ば　

草
露
我
が
衣
を
沾
す

　
　

�（
説
文
曰
防
、
堤
也
。
春
秋
元
苞
曰
、�

露
所
以
閏
草
。
説
苑
曰
、
孺
子
不

覺
露
之
沾
衣
。）

　
　

迴
レ
身
赴
二
牀
寝
一　

此
愁
當
レ
告
誰

　
　
　

身
を
迴
ら
し
て
牀
寝
に
赴
く　

此
の
愁
ひ
當
に
誰
に
か
告
ぐ
べ
き

　
　

身
服
二
干
戈
事
一　

豈
得
レ
念
レ
所
レ
私

　
　
　

身
は
干
戈
の
事
に
服
へ
り　

豈
私
す
る
所
を
念
ふ
を
得
ん
や

　
　

即
レ
戎
有
レ
授
レ
命　

茲
理
不
レ
可
レ
違

　
　
　

戎
に
即
き
て
は
命
を
授さ
さ

ぐ
る
有
り��

茲
の
理
違
ふ
可
か
ら
ず

　

例
え
ば
、
石
見
相
聞
歌
１
Ｂ
の
4'
部
分
「
雲
間
よ
り　

渡
ら
ふ
月

の　

惜
し
け
ど
も　

隠
ら
ひ
来
れ
ば　

天
伝
ふ　

入
り
日
さ
し
ぬ
れ
」

は
、
右
の
第
五
句
目
「
白
日
半
西
山
」（
輝
く
日
も
、
西
の
山
に
懸
か
っ

て
半
円
と
な
り
）
と
非
常
に
似
通
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

石
見
相
聞
歌
１
Ｂ
の
5'
部
分
「
大
夫
と　

思
へ
る
わ
れ
も　

敷
栲
の

　

衣
の
袖
は　

通
り
て
濡
れ
ぬ
」
は
、
従
軍
詩
の
第
九
句
か
ら
第
十

句
「
征
夫
心
多
懐��

悽
愴
令
吾
悲
」（
国
う
ち
で
た
武も
の
の
ふ士
は
、
胸
内
に
思
う

こ
と
が
多
く
、
痛
ま
し
く
も
、
我
が
心
を
悲
し
ま
す
）
と
第
十
二
句
「
草

露
沾
我
衣
」（
草
葉
の
上
の
露
が
、
我
が
衣
を
湿
ら
せ
て
い
く
）
を
合
わ
せ

て
縮
め
た
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

石
見
相
聞
歌
の
Ｂ
が
「
従
軍
詩
」
に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
5'
の
部
分
は
、「
大
夫
と　

思
へ
る
わ
れ
」、
つ
ま
り

強
い
男
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
私
の「
敷
栲
の　

衣
の
袖
」は「
悽
愴
」

つ
ま
り
妻
と
の
別
れ
に
よ
る
痛
い
ほ
ど
の
哀
し
み
に
よ
っ
て
「
通
り

て
濡
れ
ぬ
」、
す
な
わ
ち
涙
で
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ

う
に
細
か
く
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
Ａ
５
「
夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て
」
は
、「
三
」
で
示
し

た
川
島
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
生
命
力
あ
る
も
の
が
一
挙
に
悄
然
と

し
て
し
ま
う
、
妹
の
悲
嘆
の
激
し
さ
を
表
現
し
た
も
の
と
理
解
で
き

た
。
Ａ
の
５
に
対
応
す
る
Ｂ
の
5'
は
、
わ
れ
を
主
体
と
す
る
も
の
の
、

非
常
に
よ
く
似
た
内
容
を
述
べ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解

で
き
よ
う
。
と
す
る
と
、
Ａ
・
Ｂ
が
揃
っ
た
石
見
相
聞
歌
の
最
終
段

階
に
お
い
て
、
５
は
、「
大
夫
」
と
同
様
に
、
繁
殖
力
あ
る
強
い
「
夏

草
」
が
萎
れ
る
よ
う
に
「
し
ょ
ん
ぼ
り
と
し
て
」
い
る
様
子
に
、「
悽

愴
」
と
同
様
に
強
い
痛
ま
し
さ
を
感
じ
て
い
る
の
だ
と
理
解
で
き
よ

う
。
だ
が
、「
三
」
で
先
述
し
た
、
石
見
相
聞
歌
の
生
成
過
程
か
ら
鑑

み
る
と
、
こ
れ
は
逆
立
ち
し
た
理
論
と
な
る
。
初
案
と
な
る
Ａ
の
或
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本
歌
に
す
で
に
み
ら
れ
た
「
露
霜
」
と
「
夏
草
」
と
の
関
係
を
、
後

か
ら
加
わ
っ
た
Ｂ
系
統
で
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
現

在
あ
る
か
た
ち
か
ら
の
説
明
以
外
の
合
理
的
な
考
え
が
必
要
に
な
る
。

こ
の
こ
と
と
、「
夏
草
」
が
萎
え
る
こ
と
の
「
強
い
痛
ま
し
さ
」
に
つ

い
て
は
、
次
に
語
る
こ
と
す
る
。

五　
「
石
見
相
聞
歌
」
と
李
善
注
『
文
選
』

　

と
こ
ろ
で
、「
従
軍
詩
五
首
」
を
含
む
『
文
選
』
は
、
周
知
の
よ
う

に
李
善
注
『
文
選
』
と
い
う
形
で
、『
万
葉
集
』
の
時
代
に
は
享
受
さ

れ
て
い
た
。
万
葉
の
時
代
の
人
々
は
、『
文
選
』
を
単
な
る
テ
キ
ス
ト

と
し
て
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
解
説
付
き
の
受
験
参
考

書
を
ま
る
ま
る
読
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
の
「
従
軍
詩
五
首
」

の
カ
ッ
コ
内
に
示
し
た
も
の
が
、
李
善
が
注
し
た
部
分
で
あ
っ
た
。

　

李
善
注
『
文
選
』
と
「
石
見
相
聞
歌
」
の
関
係
の
深
さ
は
、
す
で

に
渡
瀬
昌
忠
氏
に
指
摘
が
あ
る
。
先
に
も
「
四
」
で
石
見
相
聞
歌
と

関
係
が
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
陸
士
衡
の
「
赴
洛

二
首
」
で
あ
る
。
こ
の
の
第
一
首
目
の
十
三
句
・
十
四
句
目
「
南
望

泣
二
玄
渚
一　

北
邁
渉
二
長
林
一
」（
南
の
か
た
望
み
て
玄
渚
に
泣
き　

北
の

か
た
邁
き
て
長
林
を
渉
る
）
の
下
に
李
善
は
「
西
京
賦
曰
、
海
若
游
二
於

玄
渚
一
」
と
注
し
て
い
る
。「
西
京
賦
」
の
こ
の
部
分
に
は
「
鯨
魚
失

レ
流
蹉

」
が
続
い
て
い
る
。
Ａ
１
「
鯨
魚
取
り
」
の
枕
詞
は
、「
鯨

魚
失
レ
流
蹉

」
と
か
か
わ
る
と
述
べ
て
い
る（
�3
）
。
そ
の
他
詳
細
に
李
善

注
と
「
石
見
相
聞
歌
」
と
の
関
わ
り
を
細
か
く
指
摘
し
て
お
り
、
渡

瀬
氏
の
説
は
従
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、「
四
」
で
そ
の
対
応
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
石
見
相
聞
歌
５
・

5'
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
従
軍
詩
五
首
」
の
第
九
句
か
ら
第

十
句
「
征
夫
心
多
懐��

棲
愴
令
吾
悲
」
の
「
李
善
注
」
を
見
る
と
、「
礼

記
曰
、
霜
露
既
降
、
君
子
履
之
必
有
悽
愴
之
心
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。「
悽
愴
之
心
」
は
、「
霜
露
」
を
踏
む
こ
と
に
よ

っ
て
起
こ
る
と
注
さ
れ
て
い
る
。
こ
の「
霜
露
」は
、ま
さ
に
Ａ
の「
露

霜
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
霜
露
」
と
「
露
霜
」
と
に
関
し
て
、
小
島
憲
之
氏
に
も
指

摘
が
あ
る
。
小
島
氏
は
、和
語
の
「
つ
ゆ
し
も
」
は
、漢
語
の
「
霜
露
」

が
天
下
り
的
に
潤
色
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
し
た
。
そ
の

裏
側
に
は
、
類
似
の
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
い
う
心
が
す
で
に
あ
り
、

そ
れ
が
外
来
文
学
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
て
万
葉
語
「
露

霜
」と
な
っ
た
。こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

や
や
長
く
な
る
が
、
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　

�
詩
語
「
霜
露
」
と
歌
語
「
露
霜
」
と
の
借
用
関
係
は
如
何
に
。

時
代
的
に
見
れ
ば
枕
詞
で
は
あ
る
が
「
つ
ゆ
し
も
の
」
は
人
麻

呂
の
造
語
で
あ
り
最
も
古
い
も
の
と
思
は
れ
る
。
露
や
霜
が
置
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き
或
は
消
え
る
こ
と
は
漢
語
に
よ
ら
な
い
で
も
容
易
に
観
測
で

き
る
も
の
で
あ
る
が
、
短
歌
と
し
て
は
五
言
七
言
に
制
約
さ
れ
、

歌
の
中
に
用
ゐ
る
た
め
に
は
露
或
は
霜
だ
け
で
は
何
に
も
な
ら

な
い
。
従
つ
て
そ
れ
を
歌
と
し
て
表
現
す
る
為
に
は
他
の
糧
を

必
要
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
た
か
も
詩
語
と
し
て
婁
々
用
ゐ

ら
れ
て
ゐ
る
同
義
語
の
「
霜
露
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
表
現
へ
と

至
る
直
接
の
火
花
（
触
撥
物
）
と
な
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

人
麻
呂
の
枕
詞「
つ
ゆ
し
も
の
」か
ら
普
通
名
詞
の「
つ
ゆ
し
も
」

が
生
ま
れ
た
と
は
限
ら
な
い
、む
し
ろ
人
麻
呂
の「
つ
ゆ
し
も
の
」

の
表
現
の
過
程
に
は
既
に
詩
語
「
霜
露
」
が
溶
け
こ
ん
で
ゐ
た

の
で
は
な
か
ら
う
か（

�4
）

。

　

５
に
見
ら
れ
た
「
露
霜
」
は
、「
露
」
や
「
霜
」
も
つ
、「
置
く
」「
消

え
る
」
と
い
っ
た
和
語
の
イ
メ
ー
ジ
の
共
通
性
か
ら
、
こ
れ
ら
に
か

か
る
枕
詞
「
つ
ゆ
し
も
の
」
と
し
て
熟
語
化
し
た
か
た
ち
で
人
麻
呂

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う
の
は
穏
当
で
は
な
い
。
小
島
氏
の
い

う
よ
う
に
、「
露
霜
」
と
熟
語
化
し
て
和
歌
世
界
の
中
で
表
現
さ
れ
る
。

そ
れ
が
枕
詞
と
い
っ
た
和
歌
の
五
音
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
き
、
漢

語
の
「
霜
露
」
が
す
で
に
、
柿
本
人
麻
呂
の
脳
裏
に
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

李
善
注
『
文
選
』
と
い
う
形
で
、
石
見
相
聞
歌
へ
の
影
響
を
考
え

直
し
て
み
る
と
、「
従
軍
詩
五
首
」
は
、
Ｂ
系
統
が
加
わ
る
と
き
に
初

め
て
そ
こ
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で

に
Ａ
制
作
時
に
、
李
善
の
「
注
」
を
含
め
た
形
で
、
柿
本
人
麻
呂
の

意
識
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

し
た
が
っ
て
、「
四
」
で
示
し
た
、「
強
い
痛
ま
し
さ
」、
つ
ま
り
生

命
力
溢
れ
る
「
夏
草
」
を
「
萎
え
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
「
強
い
痛

ま
し
さ
」、
こ
れ
を
感
じ
さ
せ
る
原
因
は
、
草
木
を
萎
れ
さ
せ
る
「
露

霜
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
夏
草
」
と
「
露
霜
」
と
の
季
の
不

統
一
感
は
、
李
善
注
『
文
選
』
に
着
想
を
得
た
世
界
を
表
現
し
た
た

め
で
あ
り
、「
夏
草
」「
大
夫
」
と
い
う
力
強
い
も
の
が
萎
れ
た
り
涙

を
ぐ
っ
し
ょ
り
流
し
て
し
ま
う
と
い
う
落
差
の
大
き
さ
を
、
人
麻
呂

は
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六　

人
麻
呂
歌
集
と
李
善
注
『
文
選
』

　

次
に
、
石
見
相
聞
歌
の
解
釈
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
と
思
わ
れ

る
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

万
葉
集
巻
十
一
の
柿
本
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
に
左
の
よ
う
な
歌
が

あ
る
。

　
　

行
々
不
相
妹
故　

久
方　

天
露
霜　

沾
在
哉
（
��　

二
三
九
五
）

　
　

�
行
き
行
き
て
あ
は
ぬ
妹
ゆ
ゑ
ひ
さ
か
た
の
天
の
露
霜（
天
露
霜
に
）

沾
れ
に
け
る
か
も
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こ
の
歌
の
「
行
行
」
部
分
の
�
み
と
解
釈
に
つ
い
て
も
、
や
は
り

渡
瀬
昌
忠
氏
に
詳
細
な
論
考
が
あ
る（

�5
）

。

　

こ
の
歌
の
初
句
「
行
行
」
の
部
分
は
、�
「
行
き
行
け
ど
」
�
「
行

�
「
行
き
行
け
ど
」
�
「
行

「
行
き
行
け
ど
」
�
「
行

�
「
行
「
行

き
行
き
て
」
と
い
う
に
二
つ
の
「
�
み
」
の
可
能
性
が
あ
る
。
渡
瀬

氏
は
、
こ
の
う
ち
、
�
は
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
の
逆
接
を
表
す
「
�
」

�
は
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
の
逆
接
を
表
す
「
�
」

は
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
の
逆
接
を
表
す
「
�
」

が
本
文
に
な
い
こ
と
か
ら
誤
�
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
「
行

行
」の
方
向
性
を
、ａ
私
は
妻
の
所
へ
す
す
ん
で
行
き
ま
た
す
す
ん
で
、

近
づ
い
て
行
く
（
し
か
し
妻
は
私
に
会
っ
て
く
れ
な
い
）、
ｂ
私
は
妻
の

所
か
ら
す
す
ん
で
行
き
ま
た
す
す
ん
で
、遠
ざ
か
っ
て
い
く
（
だ
か
ら
、

私
は
妻
に
会
え
な
い
）
と
い
う
二
つ
の
解
釈
に
つ
い
て
『
文
選
』
の
「
行

行
」
の
用
例
を
詳
細
に
検
討
し
な
が
ら
、
ｂ
の
解
釈
が
正
し
い
こ
と

を
示
し
た
。

　

そ
の
「
行
行
」
の
う
ち
『
文
選
』
本
文
に
見
ら
れ
る
「
行
行
」
は
、

左
の
よ
う
に
十
例
で
あ
る
。

　
　

１
固
行
行
其
必
凶
兮
、
免
盜
亂
爲
頼
道
（
巻
�4�

班
固
「
幽
通
賦
」）

　
　

２
戚
戚
多
遠
念�

行
行
遂
成
篇
（
巻
�4�

陸
機
「
答
張
士
然
」）

　
　

３
行
行
道
轉
遠�

去
去
情
彌
遲
（
巻
�5�

謝
恵
連
「
西
陵
遇
風
献
康
楽
」）

　
　

４
行
行
遂
已
遠�

野
途
曠
無
人
（
巻
�6�

陸
機
「
赴
洛
道
中
作
二
首
」）

　
　

５
行
行
日
已
遠�

人
馬
同
時
飢
（
巻
�7�

魏
武
帝
「
苦
寒
行
」）

　
　

６
行
行
日
已
遠�

遂
造
匈
奴
城
（
巻
�7�

石
崇
「
王
明
君
詞
一
首
」）

　
　

７
行
行
将
復
去�

長
存
非
所
営
（
巻
�8�

陸
機
「
齋
謳
行
」）

　
　

８
行
行
重
行
行�

與
君
生
別
離
（
巻
�9�

古
詩
十
九
首
）

　
　

９
行
行
入
幽
荒�

欧
駱
從
祝
髮
（
巻
�9�

張
協
「
雑
詩
十
首
」）

　
　

�0
行
行
鄙
夫
志
、
悠
悠
故
難
量
（
巻
56�

崔
瑗
「
座
右
銘
一
首
」）

　
「
行
行
」
は
主
に
（
１
）「
剛
強
な
様
子
」（
２
）「
す
す
ん
で
行
き
ま

た
す
す
ん
で
行
く
様
子
」の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
１
と
�0
は（
１
）

の
意
味
で
あ
る
。
残
り
の
２
～
９
は
、
２
が
、
張
士
然
か
ら
贈
ら
れ

た
詩
に
対
し
て
、
陸
機
が
行
幸
に
侍
従
し
て
出
遊
し
た
と
き
に
答
え

た
歌
。遙
か
故
郷
へ
向
か
う
思
い
を
、同
郷
の
友
へ
漏
ら
す
詩
で
あ
る
。

「
戚
戚
多
遠
念
」
と
あ
る
よ
う
に
、
遠
く
は
な
れ
て
行
く
意
味
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
３
は
、
恵
連
が
都
へ
の
途
中
、
浙
江
省
の
西
陵
湖

で
暴
風
雨
に
あ
っ
て
船
を
と
ど
め
て
い
た
と
き
、
謝
霊
運
に
贈
っ
た

も
の
で
、「
行
行
道
轉
遠
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
紛
れ
も
な
く
遠

く
は
な
れ
て
行
く
意
味
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
４
～
９
い
ず
れ
も
渡

瀬
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
行
行
」
は
離
れ
て
い
く
場
合
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。

　

万
葉
二
三
九
五
番
歌
の
�
み
と
解
釈
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
渡

瀬
氏
は
、
先
の
「
従
軍
詩
」
と
李
善
注
に
も
注
目
し
た
。
例
え
ば
第

一
句
「
従
軍
征
遐
路
」
に
つ
い
て
、ま
ず
字
書
の
「
遐
」
は
「
遠
」、「
征
」
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は
「
行
」
の
意
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
た
。
つ
ま
り
「
征
遐
路
」
は

「
行
遠
路
」
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
行
行
」
と
も
同
じ
意
味

で
あ
る
こ
と
は
、
李
善
が
引
い
て
い
る
「
古
歩
出
夏
門
行
」
の
詞
句

の
語
る
と
こ
ろ
で
、
第
５
句
「
白
日
半
西
山
」
が
「
古
歩
出
夏
門
行
」

の
「
白
日
薄
西
山
」
に
通
じ
る
以
上
、「
征
遐
路
」
も
ま
た
「
行
行
復

行
行
」
に
通
じ
る
と
述
べ
る
。

　

ま
た
、
二
三
九
五
の
「
行
き
行
き
て
」
妹
に
「
あ
は
ぬ
」
男
は
、

そ
れ
「
ゆ
ゑ
」
に
、
夕
刻
に
置
く
「
天
の
露
霜
」
に
「
沾
れ
に
け
る

か
も
」
と
嘆
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
李
善
の
引
く
礼
記
に
通
じ
る
。

つ
ま
り「
霜
露
」を「
履
」ん
で「
悽
愴
之
心
」を
い
だ
く
こ
と
に
通
じ
、

「
悽
愴
」
を
「
悲
」
し
ん
で
、「
草
露
」
に
「
我
が
衣
を
沾
」
ら
す
「
征

夫
の
心
」
に
等
し
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
理
解

す
る
と
、
二
三
九
五
は
「
李
善
注
の
文
選
の
『
従
軍
詩
』
第
三
首
を

踏
ま
え
た
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
く
る
」
と
し
、

　
　

�

人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
の
「
行
行
」
は
、
単
に
そ
の
表
記
を
文
選

（
李
注
）
か
ら
借
り
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
李
善
注
に
よ
っ
て

文
選
の
「
従
軍
詩
」
や
「
古
詩
」
を
読
む
こ
と
の
中
か
ら
、
そ

の
歌
の
発
想
や
表
現
を
得
て
い
る
の
で
あ
る（

�6
）

。

と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

当
該
石
見
相
聞
歌
に
は
、「
行
行
」
の
句
は
な
い
。
し
か
し
、「
五
」

で
示
し
た
よ
う
に
、
二
三
九
五
同
様
、「
従
軍
詩
」
が
李
善
注
を
含
め

た
形
で
着
想
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
第
五
句
目
「
白
日

半
西
山
」
は
「
四
」
で
先
述
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
二
三
九
五
同
様

に
石
見
相
聞
歌
と
似
通
っ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
柿

本
人
麻
呂
の
脳
裏
に
は
、注
さ
れ
た
「
古
歩
出
夏
門
曰
、行
行
復
行
行
、

白
日
薄
西
山
」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
「
行
行
」
が
表
す
「
す
す
ん
で
行
き
ま
た
す
す
ん
で
、
遠
ざ
か
っ
て

い
く
」
も
の
は
、
ま
さ
に
石
見
相
聞
歌
に
お
け
る
、
我
が
妹
か
ら
別

れ
て
遠
ざ
か
っ
て
い
く
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
妻
に
対

す
る
顧
み
が
歌
わ
れ
る
」
石
見
相
聞
歌
の
３
の
部
分
は
、
Ａ
が
「
こ

の
道
の　

八
十
隈
ご
と
に　

万
た
び　

か
え
り
み
す
れ
ど
」
遠
ざ
か

っ
て
い
く
距
離
感
が
感
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
Ｂ
は
、「
肝
向
か
ふ　

心

を
痛
み　

思
ひ
つ
つ　

か
へ
り
み
す
れ
ど
」
と
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
な

い
。「
山
を
越
え
て
き
た
こ
と
を
歌
う
」
続
く
４
も
、
Ａ
は
、
ス
ト
レ

ー
ト
に
「
い
や
遠
に　

里
は
放
り
ぬ　

い
や
高
に　

山
も
越
え
来
ぬ
」

と
離
れ
て
行
き
行
く
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｂ
は
、「
四
」

で
前
述
し
た
よ
う
に
「
従
軍
詩
」
と
類
同
す
る
表
現
を
持
つ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、「
さ
や
に
も
見
え
ず
」「
隠
ろ
ひ
来
れ
ば
」
と
妹
の
姿
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
従
軍
詩
」

李
善
注
は
、
Ｂ
を
待
た
ず
し
て
、
す
で
に
Ａ
の
制
作
時
に
、
柿
本
人

麻
呂
の
脳
裏
に
深
く
印
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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七　

結
論

　

以
上
「
二
～
六
」
ま
で
の
詳
し
く
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
結

ば
れ
る
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

柿
本
人
麻
呂
の
石
見
相
聞
歌
Ａ
・
Ｂ
群
は
、
と
も
に
『
文
選
』
の

影
響
を
、
李
善
注
を
含
め
て
受
け
て
い
た
。
特
に
王
粲
（
王
仲
宣
）
作

「
従
軍
詩
五
首
（
第
三
首
）」
の
影
響
を
、
李
善
注
を
含
め
て
顧
慮
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
両
群
の
対
応
す
る
部
分
の
解
釈
や
、
一
見
季
に
不

統
一
が
あ
る
か
の
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
「
夏
草
の
」・「
露
霜
の
」
と

い
っ
た
枕
詞
の
形
象
化
す
る
世
界
が
、
明
確
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

（
１
）�

石
見
相
聞
歌
Ａ
群
長
歌
一
三
一
中
の
「
夏
草
の　

思
ひ
萎
え
て
」

（
Ａ—

５
波
線
部
）
は
、
実
際
の
季
節
を
直
接
反
映
し
た
表
現
で
は

な
く
、詩
的
世
界
に
お
い
て「
繁
殖
力
あ
る
強
い『
夏
草
』が
、『
露

霜
』
に
よ
っ
て
一
気
に
萎
れ
る
よ
う
に
」
妹
が
悄
然
と
し
て
い

る
悲
嘆
の
激
し
さ
を
表
現
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。
そ
れ
は
、
対
応
す
る
Ｂ
群
「
大
夫
と　

思
へ
る
わ
れ
も　

敷
栲
の　

衣
の
袖
は　

通
り
て
濡
れ
ぬ
」
部

分
が
、
主
体
を
男
性
と
し
て
の
我
に
変
え
、「
大
夫
」
た
る
強

き
男
が
、「
衣
の
袖
は　

通
り
て
濡
れ
ぬ
」
と
悄
然
と
悲
嘆
す

る
と
い
う
落
差
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

（
２
）�

石
見
相
聞
歌
Ａ
群
長
歌
一
三
一
中
の
「
露
霜
の　

置
き
て
し
来

れ
ば
」（
Ａ—

２
傍
線
部
）
に
は
、
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌

　
　

�　

�

行
き
行
き
て
あ
は
ぬ
妹
ゆ
ゑ
ひ
さ
か
た
の
天
の
露
霜
沾
れ
に

け
る
か
も
（
��　

二
三
九
五
）

　
　

�

と
同
様
に
、『
文
選
』
李
善
注
部
に
見
ら
れ
る
「
行
行
」
の
「
ど

ん
ど
ん
遠
ざ
か
っ
て
い
く
」
イ
メ
ー
ジ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
顧
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
露
霜
の　

置
き
て
し
来
れ
ば
」

と
い
う
部
分
は
、「
露
や
霜
を
置
く
よ
う
に
愛
す
る
妹
を
遠
く
に

置
き
去
り
に
し
て
来
た
の
で
」
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
注
】

（
１
）�

伊
藤
博
「
石
見
相
聞
歌
の
構
造
と
形
成
」（『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』

一
九
七
五
年　

初
出
一
九
七
三
年
五
月
）。

（
２
）�

橋
本
達
雄
「
石
見
相
聞
歌
の
構
造
」（『
万
葉
集
の
作
品
と
歌
風
』

一
九
九
一
年　

初
出
一
九
七
七
年
六
月
）。

（
３
）�「
柿
本
人
麻
呂
の
石
見
歌
」（『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集　

第
七
巻　

柿
本
人

麻
呂
作
品
論
』
第
四
章　

二
〇
〇
三
年
）　

な
ど
に
詳
し
い
。

（
４
）�「
石
見
相
聞
歌
」（『
万
葉
歌
の
表
現
』
一
九
九
一
年　

初
出
一
九
八
八

年
三
月
）。
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（
５
）�「
敷
栲
の
衣
の
袖
は
通
り
て
濡
れ
ぬ
」（『
山
辺
道
』
第
三
二
号　

一
九
八
八
年
三
月
）、「『
夏
草
の
思
ひ
萎
え
て
』
考
」（『
山
辺
道
』
第

三
三
号　

一
九
八
九
年
三
月
）、「『
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
』
考
」（『
山

辺
道
』
第
三
五
号　

一
九
九
一
年
三
月
）
な
ど
。

（
６
）
前
掲
（
２
）。

（
７
）�「
石
見
相
聞
歌―
二
つ
の
歌
群
の
時
間
と
意
識
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
国

文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
八
年
八
月
号
）。

（
８
）
前
掲
（
４
）。

（
９
）�「
人
麻
呂
の
枕
詞
に
つ
い
て
」（『
万
葉
集
研
究
』第
一
集
）、稲
岡
耕
二『
万

葉
集
全
注　

巻
第
二
』（
一
九
八
五
年
）。

（
�0
）�「
人
麻
呂
の
石
見
相
聞
長
歌
第
一
編
」（『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集　

第
七
巻

　

柿
本
人
麻
呂
作
品
論
』
二
〇
〇
三
年　

初
出
一
九
八
六
年
二
月
）、「
万

葉
一
枝
」（『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集　

補
巻　

万
葉
学
交
響
』（
二
〇
〇
三

年　

初
出
一
九
九
五
年
十
月
）。

（
��
）
前
掲
（
�0
）「
万
葉
一
枝
」。

（
��
）
前
掲
（
�0
）「
万
葉
一
枝
」。

（
�3
）
前
掲
（
�0
）「
万
葉
一
枝
」。

（
�4
）
前
掲
（
５
）「『
夏
草
の
思
ひ
萎
え
て
』
考
」。

（
�5
）
前
掲
（
１
）。

（
�6
）�

稲
岡
耕
二
「
石
見
相
聞
歌
と
人
麻
呂
伝
」（『
万
葉
集
の
作
品
と
方
法
』

一
九
八
五
年　

初
出
一
九
八
〇
年
）。

（
�7
）
橋
本
達
雄
『
謎
の
歌
聖　

柿
本
人
麻
呂
』（
一
九
八
四
年
）。

（
�8
）
前
掲
（
１
）。

（
�9
）「
石
見
相
聞
歌
論
」（『
柿
本
人
麻
呂
研
究
』
一
九
九
二
年
）。

（
�0
）�

谷
「
万
葉
集
歌
と
中
国
韻
文
」（『
万
葉
集
大
成
』
七
巻　

一
九
五
四

年
）、
中
西
「
人
麻
呂
と
海
彼
」（『
万
葉
論
集
』
第
一
巻　

第
五
章　

一
九
九
五
年　

初
出
一
九
六
二
年
七
月
）。

（
��
）�

吉
田
と
よ
子
「
柿
本
人
麻
呂
の
空
間
・
時
間
意
識―

漢
・
六
朝
の
賦
詩

と
の
関
連
に
お
い
て―

」（『
上
代
文
学
』
四
十
二
号　

一
九
七
九
年
四

月
）。

（
��
）�

�
み
・
日
本
語
訳
は
、
花
房
英
樹
『
文
選
』（
全
釈
漢
文
大
系
）
に
従
う
。

以
下
も
同
じ
。

（
�3
）�「
人
麻
呂
と
漢
文
学
」（『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集　

第
七
巻�

柿
本
人
麻
呂
作

歌
論
』
第
四
章　

第
四
節
二
〇
〇
三
年
三
月　

初
出
一
九
八
六
年
九

月
）。

（
�4
）�「
万
葉
人
の
庖
厨
に
漢
籍
あ
り
」（『
国
語
国
文
』
二
二
七
号��

一
九
五
三

年
六
月
）。

（
�5
）�「
�
読
漢
字
に
よ
る
歌
の
表
記
」（『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集　

第
一
巻�

人
麻

呂
歌
集
略
体
歌
論
上
』
第
一
章　

第
二
節　

二
〇
〇
二
年
九
月　

初
出

一
九
八
八
年
八
月
）。

（
�6
）
前
掲
（
�5
）。


