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は
じ
め
に

『
古
今
和
歌
六
帖
』（
以
下
『
古
今
六
帖
』）
は
約
四
五
〇
〇
首
の
歌

を
採
録
し
た
大
部
の
私
撰
集
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
全
体
の
四
分
の

一
以
上
を
占
め
る
一
二
〇
〇
首
近
く
が
万
葉
歌
で
あ
る
こ
と
は
注
目

に
値
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
万
葉
歌
は
、『
古
今
六
帖
』
に
よ
る
『
万
葉

集
』
享
受
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
う
え
で
も
、『
万
葉
集
』
の
古
訓
に

つ
い
て
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
『
古
今
六
帖
』
は
十
世
紀
後
半
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
か
つ
て
山
田
孝
雄
氏⎠

1
⎝

は
、
天
暦
古
点
を
伝
え
る

資
料
と
し
て
『
古
今
六
帖
』
を
顧
み
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
に
は
『
万
葉
集
』
の
本
文

と
大
き
く
相
違
す
る
も
の
が
存
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
な
か
に

「
伝
承
歌
を
供
給
源
と
」
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
と
の
指
摘
が
な

さ
れ⎠

2
⎝

、
山
田
氏
の
こ
の
見
解
は
大
幅
な
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

そ
の
の
ち
長
ら
く
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
と
『
万
葉
集
』
の
古
点

と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

し
か
し
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
に
、『
万
葉
集
』
の
漢
字
本
文
か

ら
逸
脱
し
た
特
異
な
本
文
を
有
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
確

か
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
、
互
い
に
成
立
時
期
の
近

い
『
古
今
六
帖
』
と
古
点
と
が
ま
っ
た
く
無
縁
の
存
在
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い⎠

3
⎝

。
本
稿
の
目
的
は
、『
古
今
六
帖
』

の
万
葉
歌
の
本
文
と
古
点
の
訓
と
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
、『
万
葉

集
』
の
古
訓
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
の
『
古
今
六
帖
』
の
意
義
を
再

考
す
る
こ
と
に
あ
る
。

古
今
和
歌
六
帖
の
万
葉
歌
と
天
暦
古
点

田
中　

智
子
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一　

古
今
六
帖
と
万
葉
集

も
と
よ
り
『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
と
古
点
と
の
関
係
性
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。そ
の
要
因
は
様
々
に
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
ら
を
稿
者
な
り
に
整
理
す
れ
ば
、

１
、 

天
暦
古
点
本
が
現
存
せ
ず
、
古
点
の
訓
を
正
確
に
知
る
の
が

困
難
で
あ
る
こ
と

２
、  『
古
今
六
帖
』
の
伝
本
が
中
世
末
期
以
降
の
も
の
し
か
現
存

せ
ず
、
そ
の
本
文
に
は
乱
れ
が
少
な
く
な
い
と
さ
れ
る
こ
と

３
、  『
古
今
六
帖
』
が
撰
集
資
料
と
し
た
『
万
葉
集
』
が
ど
の
よ

う
な
形
態
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
（
附
訓
本
だ
っ
た
の
か
、
全

二
十
巻
が
揃
っ
て
い
た
の
か
等
）
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と

以
上
の
三
点
が
特
に
問
題
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
１
に
つ
い
て
は
近

時
、
小
川
靖
彦
氏⎠

4
⎝

に
よ
っ
て
、
桂
本
と
次
点
本
諸
本
の
共
通
訓
を
通

じ
て
古
点
の
具
体
相
を
う
か
が
い
う
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
本

稿
で
は
こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、『
古
今
六
帖
』
と
古
点
と
の

関
係
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。

ま
た
、
２
に
つ
い
て
も
、『
古
今
六
帖
』
の
諸
伝
本
の
う
ち
、
写
本

系
伝
本
の
本
文
が
古
態
を
伝
え
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
が

福
田
智
子
氏⎠

5
⎝

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
誤
写
等
の
可
能
性

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
に
せ
よ
、
写
本
系
伝
本
を
も
と
に
『
古
今

六
帖
』の
万
葉
歌
の
本
文
を
検
討
す
る
こ
と
で
、『
古
今
六
帖
』と『
万

葉
集
』の
古
訓
の
関
係
性
に
迫
る
余
地
は
充
分
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、３
は
、『
古
今
六
帖
』
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
『
万
葉
集
』

を
撰
集
資
料
と
し
た
の
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
、
考

察
の
前
提
と
も
な
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、『
古

今
六
帖
』
が
そ
も
そ
も
『
万
葉
集
』
を
撰
集
資
料
と
な
し
え
た
か
に

つ
い
て
再
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
に
は
伝
承
歌
を
供
給

源
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、『
新
撰
和
歌
』
や
『
後
撰
集
』
等
を

通
じ
て
採
録
さ
れ
た
も
の
も
存
す
る
と
み
ら
れ
る
が⎠

6
⎝

、
一
方
で
、『
万

葉
集
』
か
ら
直
接
採
歌
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
歌
が
少
な
か
ら
ず
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
万
葉
集
』
で
連
続
し

て
配
さ
れ
て
い
る
歌
が
そ
の
歌
序
の
ま
ま
に
採
録
さ
れ
て
い
る
箇
所

（「
万
葉
連
番
歌
」）
な
ど
は
、
基
本
的
に
は
『
万
葉
集
』
か
ら
直
接
採

ら
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る⎠

7
⎝

。
ま
た
、
従
来
指
摘

さ
れ
て
き
た
「
万
葉
連
番
歌
」
以
外
に
も
、『
万
葉
集
』
の
特
定
の
巻

の
歌
が
『
古
今
六
帖
』
に
ま
と
め
て
採
録
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
多
く

存
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
歌
も
『
万
葉
集
』
か
ら
直
接
に
採
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。例
え
ば
、『
古
今
六
帖
』第
四
帖「
恋
」

項
「
恋
」
題
の
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
八
は
、二
〇
〇
六
が
『
古
今
集
』

歌
で
あ
る
の
を
除
け
ば
、
す
べ
て
『
万
葉
集
』
巻
四
の
歌
と
な
っ
て
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い
る
。
そ
の
八
首
の
『
万
葉
集
』
で
の
歌
番
号
を
順
に
掲
げ
る
と
、

五
九
五
、
六
〇
五
、
六
七
八
、
七
四
八
、
七
五
〇
、
七
五
一
、

七
五
三
、
七
五
五

と
な
る
。『
古
今
六
帖
』
に
お
け
る
歌
の
配
列
が
『
万
葉
集
』
で
の

歌
序
と
一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
歌
も
『
万
葉
集
』
か
ら
直
接
採

歌
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る⎠

8
⎝

。

た
だ
し
、『
古
今
六
帖
』
が
『
万
葉
集
』
を
撰
集
資
料
と
し
た
と
み

て
よ
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
、『
古
今
六
帖
』
が
『
万
葉
集
』

の
二
十
巻
す
べ
て
を
撰
集
資
料
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、『
古
今
六
帖
』の
万
葉
歌
に
み
ら
れ
る
、

『
万
葉
集
』
の
巻
ご
と
に
お
け
る
採
歌
率
の
顕
著
な
偏
り
は
、
単
に

各
巻
の
所
載
歌
の
表
現
や
内
容
の
差
異
の
み
に
起
因
す
る
も
の
と
は

考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
巻
四
・
巻
十
一
か
ら
は
四
〇
％
以

上
の
歌
が
採
歌
さ
れ
て
い
る⎠

9
⎝

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
十
八
か
ら
は
一

首
も
採
歌
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
巻
十
八
は
、
大
伴
家
持
の
越
中
時
代
の
作
を
中
心
に
収

め
た
巻
々
（
巻
十
七
～
巻
十
九
）
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
巻
は
連

続
し
た
内
容
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
古
今
六
帖
』に
は
、

巻
十
七
の
歌
が
一
四
二
首
中
九
首
、
巻
十
九
の
歌
が
一
五
四
首
中
四

一
首
採
録
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
巻
十
八
の
歌
は
一
首
も
採
録
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
巻
十
八
に
つ
い
て
は
、
複
雑
な

伝
来
の
過
程
を
経
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
古
点
の

成
立
時
期
の
頃
に
破
損
が
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
こ
と
を
合
わ
せ

考
え
れ
ば⎠

₁₀
⎝

、『
古
今
六
帖
』
編
者
が
、
少
な
く
と
も
巻
十
八
を
目
に
し

え
な
か
っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
平
安
朝
に
は
『
万
葉
集
』
が
「
巻
や
そ
れ
以
下
の
単
位⎠

₁₁
⎝

」

で
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、『
古
今
六
帖
』
が
そ
の

よ
う
な
万
葉
集
抄
を
資
料
と
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
巻
十
二
に
関
し

て
は
、夙
に
新
沢
典
子
氏⎠

₁₂
⎝

に
よ
っ
て
、『
古
今
六
帖
』
の
参
照
し
た
『
万

葉
集
』
巻
十
二
が
、「
作
者
未
詳
歌
の
み
で
成
る
真
名
書
き
の
歌
集
」、

し
か
も
「
校
合
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
側
の
（
あ
る
い
は
そ
の
系
統

の
）
歌
集
で
あ
っ
た
」
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

稿
者
も
新
沢
氏
の
見
解
に
左
袒
し
た
い
が
、
一
方
で
、『
古
今
六
帖
』

が
撰
集
資
料
と
し
た
『
万
葉
集
』
の
巻
々
の
す
べ
て
が
「
真
名
書
き

の
歌
集
」
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
点
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
『
万
葉
集
』
巻

四
の
歌
に
焦
点
を
絞
り
、『
古
今
六
帖
』
が
撰
集
資
料
と
し
た
『
万
葉

集
』
の
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
巻
四
を
考
察
の
対
象
と

す
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、『
古
今
六
帖
』
が
『
万
葉
集
』
巻

四
を
直
接
の
撰
集
資
料
と
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、『
人
麿
集
』
等
の
他
の
「
仮
名
万
葉
」
に
は
『
万
葉
集
』
巻
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四
の
歌
が
ほ
と
ん
ど
採
歌
さ
れ
て
お
ら
ず⎠

₁₃
⎝

、
巻
四
の
歌
は
十
世
紀
後

半
頃
に
そ
れ
ほ
ど
流
布
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
が
、『
古
今

六
帖
』に
は
巻
四
の
歌
が
大
量
に
採
歌
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

『
古
今
六
帖
』
は
そ
れ
ら
の
歌
を
『
万
葉
集
』
か
ら
直
接
採
歌
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、巻
四
の
歌
の
な
か
に『
万

葉
集
』
の
配
列
に
従
う
か
た
ち
で
『
古
今
六
帖
』
に
採
歌
さ
れ
た
も

の
が
存
す
る
こ
と
も
、
こ
の
推
測
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。
も
う
一
つ

は
、
巻
四
の
み
、『
万
葉
集
』
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
り
、
古
点
を
伝

え
る
と
さ
れ
る
桂
本
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
古
今
六
帖
』

の
万
葉
歌
の
本
文
の
性
格
を
考
え
る
に
際
し
て
、
桂
本
の
訓
と
の
比

較
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
考
え
る
。

こ
こ
で
予
め
、『
古
今
六
帖
』
が
資
料
と
し
た
『
万
葉
集
』
巻
四
の

形
態
に
つ
い
て
の
本
稿
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
こ
う
。『
古
今
六
帖
』

所
載
の
『
万
葉
集
』
巻
四
の
歌
の
な
か
に
、
古
点
の
特
異
な
訓
と
一

致
す
る
本
文
が
散
見
す
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、『
古
今
六
帖
』
編
者
が
古

点
の
訓
（
あ
る
い
は
古
点
の
成
立
に
近
い
時
代
の
古
訓
）
を
参
照
し
た
可

能
性
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、『
古
今
六
帖
』
が
撰
集
資
料
と

し
た
『
万
葉
集
』
巻
四
は
、
漢
字
本
文
の
み
か
ら
成
る
真
名
本
で
は

な
く
、
仮
名
書
き
の
訓
を
有
す
る
本
だ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
以
下
、
具
体
例
に
即
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

二　

古
今
六
帖
の
万
葉
歌
と
古
点
（
一
）

先
述
し
た
よ
う
に
『
万
葉
集
』
の
天
暦
古
点
本
そ
の
も
の
は
散
逸

し
て
し
ま
っ
た
が
、
小
川
靖
彦
氏⎠

₁₄
⎝

に
よ
れ
ば
、「
桂
本
と
次
点
本
諸
本

に
共
通
す
る
訓
」
が
「
天
暦
古
点
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
」
と
い
う
。

氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
古
今
六
帖
』
の

万
葉
歌
の
本
文
に
、
そ
れ
ら
の
「
桂
本
と
次
点
本
諸
本
に
共
通
す
る

訓
」
と
一
致
す
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、『
万
葉

集
』
の
漢
字
本
文
に
即
応
し
な
い
特
異
な
訓
に
つ
い
て
も
両
者
が
一

致
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
こ
こ
で
、
漢
字
本
文

に
即
さ
な
い
特
徴
的
な
訓
が
『
古
今
六
帖
』
と
桂
本
・
次
点
本
諸
本

と
で
一
致
す
る
例
を
具
体
的
に
確
認
し
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
と

古
点
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

（
以
下
、
桂
本
に
よ
っ
て
『
万
葉
集
』
の
漢
字
本
文
を
掲
げ
、
続
い
て
『
古

今
六
帖
』
の
永
青
文
庫
本
（
中
世
末
期
に
書
写
さ
れ
た
、
現
存
最
古
の
写
本
）

の
本
文
を
、
次
に
『
万
葉
集
』
桂
本
の
訓
と
西
本
願
寺
本
の
訓
を
載
せ
た
。

桂
本
の
訓
の
あ
と
に
は
次
点
本
諸
本
の
訓
の
異
同
を
、
西
本
願
寺
本
の
訓
の

あ
と
に
は
仙
覚
本
諸
本
の
訓
の
異
同
を
示
し
た
。
な
お
、
本
稿
で
検
討
を
加

え
る
句
の
み
異
同
を
掲
げ
た
が
、
そ
の
際
、
そ
れ
が
何
句
目
の
訓
で
あ
る
か

を
①
～
⑤
の
番
号
で
示
し
た
（
例
え
ば
第
二
句
で
あ
れ
ば
②
）。
た
だ
し
仮

名
遣
い
の
異
同
は
考
慮
し
な
い
。
ま
た
『
古
今
六
帖
』
に
つ
い
て
は
桂
宮
本
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・
寛
文
九
年
版
本
の
本
文
も
確
認
し
、
重
要
な
異
同
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の

都
度
注
記
し
た
）

Ａ
百
年
尓　

老
舌
出
而　

与
余
牟
友　

吾
者
不
厭　

戀
者
益
友

 

（
四
・
七
六
四
②
）

︿
六
帖
﹀
も
ゝ
と
せ
に
お
い
く
ち
ひ
そ
み
な
り
ぬ
と
も
わ
れ
は

わ
す
れ
すし

こ
ひ
や
ま
す
と
も 

（
お
む
な
・
一
四
〇
九
）

︿
桂
﹀
も
ゝ
と
せ
に
お
い
く
ち
ひ
そ
む
よ
ゝ
む
と
も
わ
れ
は
い

と
は
し
こ
ひ
は
ま
す
と
も

（
元
「
お
ひ
く
ち
ひ
そ
み
」、
廣
「
オ
イ
ク
チ
ヒ
ソ
ミ
」、
紀
「
オ
ヒ
シ

タ
イ
テ
ヽ
」）

︿
西
﹀
モ
ヽ
ト
セ
ニ
オ
イ
シ
タ
イ
テ
ヽ
ヨ
ヽ
ム
ト
モ
ワ
レ
ハ
イ

ト
ハ
シ
コ
ヒ
ハ
マ
ス
ト
モ

（
仙
覚
本
諸
本
も
同
じ
（
な
お
西
左
・
矢
左
「
オ
イ
ク
チ
ヒ
ソ
ミ
」、
京

左
「
オ
イ
ク
チ
ヒ
ソ
ニ
」）

Ａ
の
第
二
句
は
、
今
日
で
は
「
お
い
し
た
い
で
て
」
と
訓
み
、「
年

老
い
た
た
め
に
歯
が
抜
け
落
ち
て
舌
が
出
て
い
る
さ
ま
」
の
意
に
解

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
一
方
で
桂
本
に
は
「
お
い
く
ち
ひ
そ
む
」

と
あ
り
、
元
暦
校
本
・
廣
瀬
本
に
も
「
お
ひ
く
ち
ひ
そ
み
」・「
オ
イ

ク
チ
ヒ
ソ
ミ
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
古
点
で
は
、「
お
い
し
た
い

で
て
」
で
は
な
く
「
お
い
く
ち
ひ
そ
む
（
お
い
く
ち
ひ
そ
み
）」
と
訓

ま
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、「
老
い
舌
出
で
て
」
と
い

う
他
に
用
例
の
な
い
、解
釈
の
難
し
い
表
現
を
避
け
、平
安
朝
の
人
々

に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
「
老
い
く
ち
ひ
そ
む
（
老
い
く
ち

ひ
そ
み
）」（
年
老
い
て
口
元
が
ゆ
が
む
）
と
訓
読
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
が
、「
老
舌
出
而
」
と
い
う
漢
字
本
文
に
即
応
し
な
い
、
多
分
に

意
訳
的
な
性
格
の
訓
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
当
該
万
葉
歌
が
、『
古
今
六
帖
』
に
お

い
て
も
、古
点
と
酷
似
（
あ
る
い
は
一
致
）
す
る
「
お
い
く
ち
ひ
そ
み
」

の
本
文
で
採
歌
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
お
い
く
ち
ひ
そ
み
」

が
漢
字
に
即
さ
な
い
特
異
な
訓
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、『
古
今

六
帖
』
編
者
が
真
名
書
き
の
『
万
葉
集
』
を
独
自
に
訓
ん
だ
結
果
、

偶
然
に
古
点
と
同
じ
「
お
い
く
ち
ひ
そ
み
」
の
訓
に
な
っ
た
と
は
考

え
難
い
。『
古
今
六
帖
』の
撰
集
資
料
と
な
っ
た『
万
葉
集
』巻
四
が
、

も
と
も
と
「
お
い
く
ち
ひ
そ
み
（
お
い
く
ち
ひ
そ
む
）」
の
訓
を
有
し

て
い
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Ａ
以
外
に
も
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
の
本
文
が
、「
桂
本
と
次
点

本
諸
本
に
共
通
す
る
訓
」
と
一
致
あ
る
い
は
酷
似
し
て
い
る
例
は
散

見
す
る
。
い
ま
、
そ
の
な
か
で
も
特
徴
的
な
も
の
を
み
て
み
よ
う
。

Ｂ
思
遣　

為
便
乃
不
知
者　

片
垸
之　

底
曽
吾
者　

戀
成
尓
家

類 

（
四
・
七
〇
七
③
）

︿
六
帖
﹀
お
も
ひ
や
る
か
た
は
し
ら
ね
と
か
た
お
も
ひ
の
そ
こラ

に
そ
わ
れ
は
こ
ひ
は
なナ
リ
ニり

に
け
る
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（
片
恋
・
二
〇
二
七　

※
④
、
桂
宮
本
で
は
「
そ
らこ

」）

︿
桂
﹀
お
も
ひ
や
る
す
へ
の
し
ら
ね
は
か
た
お
も
ひ
の
そ
こ
に

そ
わ
れ
は
こ
ひ
な
り
に
け
る

（
古
も
同
じ
。
元
・
紀
・
類
「
か
た
も
ひ
の
」）

︿
西
﹀
オ
モ
ヒ
ヤ
ル
ス
ヘ
ノ
シ
ラ
ネ
ハ
カ
タ
モ
ヒ
ノ
ソ
コ
ニ
ソ

ワ
レ
ハ
コ
ヒ
ナ
リ
ニ
ケ
ル

（
陽
以
外
の
仙
覚
本
も
同
じ
。
陽
「
カ
タ
モ
イ
ノ
」）

Ｂ
は
、『
万
葉
集
』
の
左
注
に
「
注
二
土
垸
之
中
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、

土
製
の
「
垸も
ひ

」（
食
器
）
の
中
に
書
き
付
け
ら
れ
た
歌
で
あ
っ
た
。

こ
の
左
注
の
記
述
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
今
日
で
は
、
当
該
歌
の
第

三
句
を「
か
た
も
ひ
の
」と
訓
ん
で「
片
垸も
ひ

」（
蓋
の
な
い
食
器
）
と「
片

思も

ひ
」
と
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
確

か
に
、『
和
名
抄
』「
盌
」
に
「
俗
云
二
毛
比
一
」
と
あ
り
、
ま
た
中
世

の
『
字
鏡
集
』「
垸
」
に
「
埦
同
モ
ヒ
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま

え
れ
ば
、「
垸
」
の
字
は
「
も
ひ
」
と
訓
む
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
桂
本
と
古
葉
略
類
聚
鈔
に
「
か
た
お
も
ひ
の
」

と
あ
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、古
点
で
は
「
か
た
も
ひ
の
」
で
は
な
く
「
か

た
お
も
ひ
の
」
と
訓
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。「
か
た
お
も
ひ
」
と
訓

ん
だ
場
合
、「
片
垸も
ひ

」
と
「
片
思も

ひ
」
の
掛
詞
と
い
う
当
該
歌
の
趣
向

は
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
点
の
施
訓
者
は
、

漢
字
本
文
に
即
さ
な
い
「
か
た
お
も
ひ
」
の
訓
を
選
び
と
っ
た
こ
と

に
な
る
。
あ
る
い
は
、
平
安
和
歌
で
は
「
お
も
ひ
」
の
語
が
広
く
用

い
ら
れ
た
の
に
対
し
、「
も
ひ
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
極
め
て

少
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

興
味
深
い
の
は
、『
古
今
六
帖
』
に
も
、
桂
本
等
と
同
じ
「
か
た
お

も
ひ
の
」
の
本
文
で
採
歌
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
お
も
ひ
」

の
訓
が
「
垸
」
の
字
に
即
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

や
は
り
当
該
歌
に
つ
い
て
も
、『
古
今
六
帖
』
編
者
と
古
点
の
施
訓
者

が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
当
該
歌
を
訓
ん
だ
結
果
、
両
者
の
訓
が
偶
然
に

一
致
し
た
と
は
考
え
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｃ
三
埼
廻
之　

荒
礒
尓
縁　

五
百
重
浪　

立
毛
居
毛　

我
念
流

吉
美 

（
四
・
五
六
八
①
）

︿
六
帖
﹀
み
さ
き
ま
ひ
あ
ら
い
そ
に
よ
る
い
ほ
へ
な
み
た
ち
て

も
ゐ
て
も
君
を
しこ
そ
ま
て
イ

そ
思 

（
崎
・
一
九
三
九
）

︿
桂
﹀
み
さ
き
ま
ひ
あ
ら
い
そ
に
よ
す
る
い
ほ
へ
な
み
た
ち
て

も
ゐ
て
も
わ
か
お
も
へ
る
き
み

（
元
・
類
・
紀
も
同
じ
）

︿
西
﹀
ミ
サ
キ
ワ
ノ
ア
ラ
イ
ソ
ニ
ヨ
ス
ル
イ
ホ
ヘ
ナ
ミ
タ
チ
テ

モ
ヰ
テ
モ
ワ
カ
オ
モ
ヘ
ル
キ
ミ

（
仙
覚
本
諸
本
も
同
じ
（
な
お
西
・
矢
・
京
・
陽
「
ワ
ノ
」
青
））

Ｃ
の
初
句
は
、仙
覚
本
諸
本
は
い
ず
れ
も
「
ミ
サ
キ
ワ
ノ
」
と
し
、

今
日
で
は
「
み
さ
き
み
の
」
と
訓
む
の
が
通
説
だ
が
、『
古
今
六
帖
』
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と
桂
本
・
次
点
本
諸
本
に
は
「
み
さ
き
ま
ひ
」
の
訓
が
み
え
る
。
古

点
で
は
、
漢
籍
の
訓
読
の
際
に
不
読
の
助
字
と
し
て
扱
わ
れ
る
字

（「
之
」「
者
」「
乎
」
等
）
を
訓
読
し
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
と
さ
れ

る
が⎠

₁₅
⎝

、「
み
さ
き
ま
ひ
」
も
ま
さ
し
く
、「
三
埼
廻
之
」
の
「
之
」
の
字

を
訓
ま
な
い
特
徴
的
な
訓
法
の
一
例
と
い
え
よ
う
。
古
点
の
施
訓
者

は
、「
廻
」
の
字
を
「
ま
ひ
」
と
訓
ん
だ
う
え
で
、
初
句
を
五
音
に
整

え
る
た
め
に
「
之
」
の
字
を
不
読
と
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、

「
み
さ
き
ま
ひ
」
の
訓
は
解
釈
し
づ
ら
い
が
、
波
が
岬
の
周
囲
を
め

ぐ
る
よ
う
に
寄
せ
る
さ
ま
の
意
と
な
ろ
う
か
。

以
上
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
の
本
文
に
、
古
点
の
特
徴
的
な
訓

と
一
致
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
が
複
数
の
歌
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ

る
こ
と
は
、『
古
今
六
帖
』
が
、仮
名
書
き
の
訓
を
有
す
る
『
万
葉
集
』

巻
四
を
撰
集
資
料
と
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
そ
れ
ら
の
例
す
べ
て
を
掲
げ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
も
の
を
左
に
い
く
つ
か
示
し
て
お
こ

う
。

〇
今
夜
之
（
四
・
五
四
八
①⎠

₁₆
⎝

）

　

 ︿
六
帖
﹀
こ
よ
ひ
の
や
（
暁
に
起
く
・
二
七
四
〇
）︿
桂
﹀
こ
よ

ひ
の
や
（
元
も
同
じ
。
紀
「
コ
ノ
ヨ
ノ
ヤ
」）︿
西
﹀
コ
ノ
ヨ
ラ

ノ（
仙
覚
本
諸
本
も
同
じ（
な
お
西
・
矢
・
京
・
陽「
ノ
ヨ
ラ
ノ
」青
。

西
左
・
温
左
・
宮
左
「
コ
ノ
ヨ
ハ
ノ
」、
京
左
「
コ
ノ
ヨ
ハ
ノ
・
コ

ノ
ヨ
ル
ノ
」））

〇
肌
之
寒
霜
（
四
・
五
二
四
⑤
）

　

 ︿
六
帖
﹀
は
た
へ
さ
む
し
も
（
衾
・
三
三
三
〇
）︿
桂
﹀
は
た

へ
さ
む
し
も
（
元
・
古
・
紀
も
同
じ
。
類
「
は
た
さ
む
し
か
も
」、

廣
「
タ
ヱ
シ
サ
ム
シ
モ
」）︿
西
﹀
ハ
タ
シ
サ
ム
シ
モ
（
仙
覚
本

諸
本
も
同
じ
（
な
お
西
・
陽
・
矢
・
近
・
京
は
上
の
「
シ
」
青
。
宮

左
「
ハ
タ
ヘ
サ
ム
シ
モ
」））

〇
聞
之
好
毛
（
四
・
五
三
一
⑤
）

　

 ︿
六
帖
﹀
き
く
か
う
れ
し
さ
（
み
ゆ
き
・
一
二
二
六
）︿
桂
﹀
き

く
は
う
れ
し
も
（
廣
も
同
じ
。
元
後
加
「
き
く
か
う
れ
し
さ
」、

元
墨
「
き
く
か
う
れ
し
も
」、
古
・
紀
「
キ
ク
カ
ウ
レ
シ
モ
」）︿
西
﹀

キ
ク
ハ
シ
ヨ
シ
モ
（
仙
覚
本
諸
本
も
同
じ
（
な
お
西
・
陽
・
矢
・

近
・
京
「
ハ
シ
ヨ
シ
」
青
。
西
左
「
キ
ク
カ
ウ
レ
シ
モ
」））

右
の
三
つ
も
、
漢
字
本
文
に
即
さ
な
い
古
点
特
有
の
訓
が
『
古
今

六
帖
』
と
一
致
す
る
例
で
あ
り
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
の
本
文
が

古
点
の
訓
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

三　

古
今
六
帖
の
万
葉
歌
と
古
点
（
二
）

前
節
で
は
桂
本
と
次
点
本
諸
本
と
で
訓
が
一
致
す
る
場
合
に
限
っ

て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
一
方
で
、
桂
本
が
次
点
本
諸
本
の
い
ず
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れ
の
訓
と
も
異
な
る
独
自
の
訓
を
有
し
て
い
る
場
合
も
し
ば
し
ば
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
桂
本
独
自
の
訓
が
、古
点
を
伝
え
る
も
の
な
の
か
、

あ
る
い
は
桂
本
が
古
点
を
改
訓
し
た
も
の
な
の
か
を
判
別
す
る
の
は

容
易
で
は
な
い
が
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
の
本
文
が
古
点
の
訓
を

少
な
か
ら
ず
留
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
古
今
六
帖
』
の
本
文

と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
桂
本
独
自
の
訓
が
古
点
で
あ

る
か
否
か
を
う
か
が
い
う
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Ｄ
鴨
鳥
之　

遊
此
池
尓　

木
葉
落
而　

浮
心　

吾
不
念
國

 

（
四
・
七
一
一
①
②
）

︿
六
帖
﹀
水
と
り
の
う
か
ふ
こ
の
い
け
の
こ
の
は
お
ち
て
う
け

る
心
を
わ
か
お
も
は
な
く
に 
（
水
鳥
・
一
四
七
〇
）

︿
桂
﹀
み
つ
と
り
の
う
か
ふ
こ
の
い
け
に
こ
の
は
お
ち
う
か
へ

る
こ
ゝ
ろ
わ
か
お
も
は
な
く
に

（ 

元
「
か
も
と
り
の
あ
そ
ふ
こ
の
い
け
に
」（
な
お
右
赭
「
ウ
カ
フ
」）、

紀
「
カ
モ
ト
リ
ヲ
ハ
ナ
チ
ノ
イ
ケ
ニ
」）

︿
西
﹀
カ
モ
ト
リ
ノ
ア
ソ
フ
コ
ノ
イ
ケ
ニ
コ
ノ
ハ
オ
チ
テ
ウ
カ

ヘ
ル
コ
ヽ
ロ
ワ
カ
オ
モ
ハ
ナ
ク
ニ

（ 

仙
覚
本
諸
本
も
同
じ
（
な
お
、
温
左
・
陽
左
「
ミ
ツ
ト
リ
イ
」、
矢
左

・
京
左
「
ミ
ツ
ト
リ
」））

Ｄ
の
初
二
句
の
「
鴨
鳥
之
遊
」
は
、
桂
本
を
除
く
『
万
葉
集
』
の

諸
伝
本
の
訓
に
は
「
か
も
と
り
の
あ
そ
ふ
」
と
あ
る
一
方
、
桂
本
で

は「
み
つ
と
り
の
う
か
ふ
」と
い
う
特
異
な
訓
が
附
さ
れ
て
い
る
。「
水

鳥
」
は
、
鴨
を
含
む
、
水
辺
に
生
息
す
る
鳥
の
総
称
で
あ
り
、
主
に

「
水
鳥
の
」
の
か
た
ち
で
「
鴨
」・「
青
葉
」・「
う
き
寝
」
等
に
か
か

る
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
。
桂
本
の
訓
「
み
づ
と
り

の
」
は
、『
万
葉
集
』
の
中
で
は
他
に
用
例
の
な
い
「
鴨か
も

鳥と
り

」
の
語
を

避
け
、
同
時
に
、「
水
鳥
の
」
と
い
う
語
の
用
例
が
多
い
こ
と
を
ふ
ま

え
た
う
え
で
、「
鴨
鳥
之
」
の
本
文
を
「
み
づ
と
り
の
」
と
訓
ん
だ
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
遊
」
の
字
を
「
う
か
ぶ
」
と
訓
む
の
も
特

徴
的
だ
が
、
こ
れ
は
「
水ミ
ツ
ト
リ
ノ

鳥
之
浮ウ
キ

宿ネ

」（
万
葉
集
・
七
・
一
二
三
五
）

の
表
現
な
ど
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、「
遊
」
の
字
を
意
訳
し
た
も
の
と

み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
桂
本
独
自
の

特
異
な
訓
が
、『
古
今
六
帖
』
の
本
文
と
一
致
し
て
い
る
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
見
、『
古
今
六
帖
』
の
本
文
が
桂
本
と
の
対
校
に
よ
っ
て
後

世
に
校
訂
を
受
け
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
当
該
歌
が
『
古

今
六
帖
』
で
「
水
鳥
」
題
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
古

今
六
帖
』
の
本
文
は
『
古
今
六
帖
』
成
立
時
か
ら
「
水
鳥
の
」
で
あ

っ
た
と
お
ぼ
し
く
、
桂
本
に
基
づ
い
て
『
古
今
六
帖
』
の
本
文
が
校

訂
さ
れ
た
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る⎠

₁₇
⎝

。

『
古
今
六
帖
』
と
桂
本
と
が
互
い
に
直
接
的
な
影
響
関
係
に
な
い

と
の
前
提
に
た
て
ば
、「
み
づ
と
り
の
う
か
ぶ
」
の
訓
が
両
者
に
共
通
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す
る
理
由
は
、
そ
れ
が
と
も
に
古
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め

と
み
る
の
が
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
鴨
鳥
」
を
水
鳥
類
の
総
称

で
あ
る
「
み
づ
と
り
」
と
訓
む
訓
法
が
、「
夏
葛
之
」（
万
葉
集
・
四
・

六
四
九
）
の
漢
字
本
文
を
、
蔓
草
類
の
総
称
で
あ
る
「
た
ま
か
づ
ら
」

と
訓
む
古
点
の
訓
法
の
あ
り
よ
う⎠

₁₈
⎝

と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と

も
、「
水
鳥
の
浮
か
ぶ
」
の
訓
が
古
点
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｄ
と
同
様
に
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
の
本
文
と
桂
本
の
独
自
訓

と
の
あ
い
だ
で
、
単
な
る
偶
然
の
結
果
と
は
思
え
な
い
一
致
が
み
ら

れ
る
例
は
ほ
か
に
も
存
す
る
。
い
ま
、
そ
の
う
ち
二
例
を
左
に
掲
げ

よ
う
。〇

遠
哉
妹
之
（
四
・
七
六
七
②
）

　

 ︿
六
帖
﹀
と
ほ
み
や
（
都
・
一
二
四
〇
）︿
桂
﹀
と
ほ
み
や
︿
次

点
本
・
仙
覚
本
﹀
ト
ホ
ク
ヤ

〇
昨
夜
者
令
還
（
四
・
七
八
一
②
）

　

 ︿
六
帖
﹀
よ
む
へ
は
（
来
れ
ど
逢
は
ず
・
三
〇
二
三
）︿
桂
﹀
よ

む
へ
は
︿
元
﹀
よ
う
へ
は
︿
元
赭
﹀
ヨ
モ
ヘ
ハ
︿
紀
・
仙
覚

本
﹀
ヨ
フ
ヘ
ハ

こ
の
よ
う
な
事
例
が
複
数
あ
る
こ
と
は
、『
古
今
六
帖
』
編
者
が
、

仮
名
書
き
の
訓
を
有
す
る
『
万
葉
集
』
巻
四
（
古
点
本
そ
の
も
の
で
あ

る
か
は
即
断
し
難
い
に
せ
よ
、
古
点
と
極
め
て
近
い
時
代
の
古
訓
を
伝
え
る

と
み
ら
れ
る
も
の⎠

₁₉
⎝

）
を
目
に
し
た
こ
と
の
証
左
と
な
り
う
る
と
同
時

に
、
翻
っ
て
、『
古
今
六
帖
』
を
通
じ
て
『
万
葉
集
』
の
古
点
の
姿
を

推
測
し
う
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四　

古
今
六
帖
の
万
葉
歌
の
本
文
の
変
容

前
節
ま
で
で
は
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
の
本
文
と
桂
本
等
と
の

訓
の
一
致
箇
所
の
み
に
注
目
し
、『
古
今
六
帖
』
が
『
万
葉
集
』
巻
四

の
古
訓
点
を
ふ
ま
え
て
い
る
可
能
性
を
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
同
時
に
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
に
は
、
と
て
も
古
点
の
訓
を

伝
え
て
い
る
と
は
考
え
難
い
本
文
を
も
つ
も
の
も
散
見
す
る
の
で
あ

り
、そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
『
古
今
六
帖
』
の
本
文
が
桂
本
の
特
徴
的
な
訓
と
一
致
す

る
も
の
と
し
て
例
示
し
た
Ｂ
に
も
、『
古
今
六
帖
』
の
本
文
と
桂
本
の

訓
と
で
相
違
す
る
箇
所
が
み
ら
れ
る
。

Ｂ
思
遣　

為
便
乃
不
知
者　

片
垸
之　

底
曽
吾
者　

戀
成
尓
家

類 

（
四
・
七
〇
七
）

︿
六
帖
﹀
お
も
ひ
や
る
か
た
は
し
ら
ね
と
か
た
お
も
ひ
の
そ
こラ

に
そ
わ
れ
は
こ
ひ
は
なナ
リ
ニり
に
け
る 

（
片
恋
・
二
〇
二
七
）

Ｂ
の
第
二
句
は
、
桂
本
以
下
の
諸
本
が
「
す
へ
の
し
ら
ね
は
」
と

附
訓
す
る
（
元
の
み
「
す
へ
な
し
ら
へ
は
」）
と
こ
ろ
を
、『
古
今
六
帖
』

で
は
「
か
た
は
し
ら
ね
と
」
の
本
文
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
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背
景
に
は
、「
思
ひ
や
る
」
の
語
の
和
歌
中
の
用
法
が
、
上
代
か
ら
中

古
に
か
け
て
変
遷
し
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
『
万
葉
集
』
で
は
、

︙
︙
思オ

モ
ヒ

遣ヤ
ル　

鶴タ
ツ

寸キ

乎ヲ

白シ
ラ

土ニ

︙
︙ 

（
万
葉
集
・
一
・
五
）

思オ
モ
ヒ

遣ヤ
ル　

為ス

便ヘ

乃ノ

田タ

時ト
キ

毛モ　

吾ワ
㆑

者ハ

無ナ
シ　

不ア
ハ

相ス
テ

數ア
マ

多タ　

月ツ
キ

之ノ

経ヘ

去ユ
ケ

者ハ 

（
万
葉
集
・
十
二
・
二
八
九
二
）

の
例
が
あ
る
よ
う
に
、「
思
ひ
や
る
」
は
、
し
ば
し
ば
「
た
づ
き
（
た

ど
き
）」
や
「
す
べ
」
の
語
に
上
接
し
、「
辛
い
気
持
ち
を
晴
ら
す
」

の
意
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
。
一
方
で
平
安
和
歌
で
は
、「
思
ひ

や
る
」
の
語
が
「
た
づ
き
」
や
「
す
べ
」
の
語
と
と
も
に
詠
ま
れ
る

こ
と
は
な
く
な
り
、

我
が
恋
は
む
な
し
き
空
に
み
ち
ぬ
ら
し
思
ひ
や
れ
ど
も
ゆ
く
方

も
な
し 

（
古
今
集
・
恋
一
・
四
八
八
）

思
ひ
や
る
方
も
知
ら
れ
ず
苦
し
き
は
心
ま
ど
ひ
の
常
に
や
あ
る

ら
む 

（
後
撰
集
・
雑
四
・
一
二
八
六
）

の
よ
う
に
、「
方
」
の
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

こ
こ
で
の
「
思
ひ
や
る
」
は
、「
辛
い
気
持
ち
を
晴
ら
す
」
の
意
よ
り

も
、「
思
い
を
遠
く
に
や
る
」「
思
い
を
馳
せ
る
」
ほ
ど
の
意
に
解
す

る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。『
古
今
六
帖
』の
Ｂ
で
は
、

「
思
ひ
や
る
」
の
語
の
和
歌
で
の
用
法
の
変
遷
に
合
わ
せ
る
か
の
よ

う
な
か
た
ち
で
本
文
が
変
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｂ
の
第
二
句
に
つ
い
て
、『
万
葉
集
』
で
は
「
不し
ら
ね
ば

知
者
」
の

順
接
表
現
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
、『
古
今
六
帖
』
で
は
「
知
ら
ね
ど
」

の
逆
接
表
現
に
転
じ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
も
と
の『
万
葉
集
』

歌
の
眼
目
が
、
思
い
を
晴
ら
す
術
を
知
ら
な
い
た
め
に
「
片
も
ひ
」

の
底
に
沈
ん
で
ゆ
く
ほ
か
な
い
、
諦
め
に
も
似
た
恋
の
辛
さ
を
詠
む

こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、『
古
今
六
帖
』
歌
の
眼
目
は
、
思
い
の
や

り
場
が
な
い
と
一
方
で
は
知
り
な
が
ら
、
片
思
い
の
底
に
沈
む
ほ
か

な
い
恋
心
の
あ
や
め
の
な
さ
―
―
す
な
わ
ち
、
片
思
い
が
む
な
し
く

甲
斐
の
な
い
も
の
と
理
性
で
は
知
り
つ
つ
も
、
そ
の
思
い
の
底
に
沈

ん
で
ゆ
く
ほ
か
な
い
辛
さ
―
―
に
あ
る
と
解
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。『
古
今
六
帖
』
に
お
け
る
万
葉
歌
の
本
文
の
変
容
は
、
時
に
、

一
首
全
体
の
歌
意
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｂ
と
同
じ
く
、
Ａ
と
Ｃ
の
本
文
に
も
、『
古
今
六
帖
』
と
桂
本
の
あ

い
だ
で
異
同
が
み
と
め
ら
れ
る
。

Ａ
百
年
尓　

老
舌
出
而　

与
余
牟
友　

吾
者
不
厭　

戀
者
益
友

 

（
四
・
七
六
四
）

︿
六
帖
﹀
も
ゝ
と
せ
に
お
い
く
ち
ひ
そ
み
な
り
ぬ
と
も
わ
れ
は

わ
す
れ
すし

こ
ひ
や
ま
す
と
も 

（
お
む
な
・
一
四
〇
九
）

Ａ
の
第
三
句
は
桂
本
・
次
点
本
・
仙
覚
本
の
す
べ
て
が
「
よ
ゝ
む

と
も
」
と
附
訓
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
古
点
で
も
「
よ
ゝ
む
と

も
」
と
訓
読
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
が
、『
古
今
六
帖
』
で
は
「
な
り
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ぬ
と
も
」
と
な
っ
て
い
る
。「
よ
よ
む
」
は
『
万
葉
集
』
中
で
も
当

該
歌
の
み
に
み
え
る
特
異
な
語
で
あ
り
、
平
安
和
歌
に
も
用
例
が
な

い
。
あ
る
い
は
、
平
安
朝
の
人
々
に
と
っ
て
解
釈
の
難
し
い
「
よ
よ

む
と
も
」
の
表
現
を
避
け
る
か
た
ち
で
「
な
り
ぬ
と
も
」
と
い
う
本

文
異
同
が
生
じ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
つ
ぎ
の
歌

な
ど
の
表
現
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

他ヒ
ト

言コ
ト

者ハ　

真マ
コ
ト

言コ
チ

痛タ
ク　

成ナ
リ
ヌ

友ト
モ　

彼カ
㆑
ニ

所サ
ハ

将ラ

障ム　

吾ワ
㆑

尓ニ

不ア
ラ

有ナ
ク

國ニ

 

（
万
葉
集
・
十
二
・
二
八
八
六
）

︙
︙
越
の
国
な
る　

白
山
の　

頭
は
白
く　

な
り
ぬ
と
も
︙
︙

（
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
〇
三
／
古
今
六
帖
・
四
・
長
歌
七
首
・
二
五

〇
六
）

右
の
二
首
は
い
ず
れ
も
「
な
り
ぬ
と
も
」
と
い
う
句
を
含
む
が
、
特

に
『
古
今
集
』
歌
で
は
、「
頭
は
白
く
な
り
ぬ
と
も
」
と
、
老
い
を
詠

む
表
現
の
な
か
に
「
な
り
ぬ
と
も
」
の
句
が
見
え
て
お
り
、
同
じ
く

老
い
を
詠
ん
だ
Ａ
の
表
現
に
与
え
た
影
響
は
小
さ
く
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
四
句
の
「
吾
者
不
厭
」
は
、
桂
本
以
下
の
諸
本
で
「
わ

れ
は
い
と
は
し
」と
訓
読
さ
れ
て
お
り（
京
の
み「
ワ
レ
ハ
イ
ト
ハ
ス
」）、

古
点
で
も
「
わ
れ
は
い
と
は
し
（
い
と
は
す
）」
と
訓
ま
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
が
、『
古
今
六
帖
』
で
は
、
左
の
歌
を
は
じ
め
と
す
る
複

数
の
万
葉
歌
に
み
ら
れ
る⎠

₂₀
⎝

類
句
「
我
は
忘
れ
ず
」
の
か
た
ち
に
な
っ

て
い
る
。

木キ
ノ

國ク
ニ

之ノ　

飽ア
ク

等ラ
ノ

濱ハ
マ

之ノ　

忘ワ
ス
㆑

貝カ
ヒ　

我ワ
㆑

者ハ

不ワ
ス

忘㆑
ス　

年ト
シ

者ハ

雖フ
㆑

歴ト
モ

（
万
葉
集
・
十
一
・
二
七
九
五
／
古
今
六
帖
・
三
・
貝
・
一
九
〇
二
）

Ａ
歌
の
第
三
句
に
こ
の
よ
う
な
本
文
の
変
容
が
生
じ
た
理
由
は
定

か
で
は
な
い
が
、「
厭
は
じ
（
厭
は
ず
）」
が
、
平
安
和
歌
に
用
例
の
な

い
、
平
安
朝
の
人
々
に
と
っ
て
馴
染
み
の
な
い
表
現
で
あ
っ
た
一
方

で
、「
忘
れ
ず
（
忘
れ
じ
）」
が
、
平
安
和
歌
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ

る
表
現
で
あ
っ
た⎠

₂₁
⎝

ゆ
え
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
。

Ｃ
三
埼
廻
之　

荒
礒
尓
縁　

五
百
重
浪　

立
毛
居
毛　

我
念
流

吉
美 

（
四
・
五
六
八
）

︿
六
帖
﹀
み
さ
き
ま
ひ
あ
ら
い
そ
に
よ
る
い
ほ
へ
な
み
た
ち
て

も
ゐ
て
も
君
を
しこ

そ
ま
て
イ

そ
思 

（
崎
・
一
九
三
九
）

Ｃ
の
末
句
は
、
桂
本
以
下
の
諸
本
に
「
わ
か
お
も
へ
る
き
み
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
古
点
で
は
「
わ
か
お
も
へ
る
き
み
」
と
訓
ま
れ
た

と
お
ぼ
し
い
が
、『
古
今
六
帖
』
で
は
、
つ
ぎ
の
二
首
の
万
葉
歌
に
み

ら
れ
る
「
君
を
し
ぞ
思
ふ
」
の
表
現
へ
と
本
文
が
変
容
し
て
い
る
。

秋ア
キ

去サ
㆑

者ハ　

鴈カ
リ

飛ト
ヒ

越コ
ユ
ル　

龍タ
ツ

田タ

山ヤ
マ　

立タ
チ

而テ

毛モ

居ヰ

而テ

毛モ　

君キ
ミ

乎ヲ

思シ

曽ソ

念オ
モ
フ 

（
万
葉
集
・
十
・
二
二
九
四
）

遠ト
ヲ

津ツ

人ヒ
ト　

猟カ
リ

道チ

之ノ

池イ
ケ

尓ニ　

住ス
ム

鳥ト
リ

之ノ　

立タ
チ
テ

毛モ

居ヰ
テ

毛モ　

君キ
ミ

乎ヲ

之シ

曽ソ

念オ
モ
フ 

（
万
葉
集
・
十
二
・
三
〇
八
九
）

参
考
）
春ハ
ル

楊ヤ
ナ
キ　

葛
カ
ツ
ラ
キ

山ヤ
マ
ニ　

發タ
ツ

雲ク
モ
ノ　

立
タ
チ
テ
モ

座ヰ
テ
モ　

妹
イ
モ
ヲ
シ

念
ソ
オ
モ
フ
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（
万
葉
集
・
十
一
・
二
四
五
三
）

右
の
三
首
を
み
る
に
、『
万
葉
集
』
で
は
し
ば
し
ば
「
立
ち
て
も
居
て

も
︙
︙
を
し
ぞ
思
ふ
」の
表
現
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

「
︙
︙
を
し
ぞ
思
ふ
」
の
句
が
、『
万
葉
集
』
の
み
な
ら
ず
平
安
和
歌

に
も
類
型
表
現
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
ろ

う
（
例
え
ば
「
唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅

を
し
ぞ
思
ふ
」（
古
今
集
・
羈
旅
・
四
一
〇
））。
こ
こ
で
も
や
は
り
、『
古

今
六
帖
』
の
万
葉
歌
の
本
文
が
、
平
安
和
歌
と
し
て
よ
り
自
然
な
も

の
へ
と
変
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
の
本
文
が
、
時
に
『
万
葉
集
』
の

古
点
の
訓
を
大
き
く
離
れ
、
よ
り
平
安
和
歌
と
し
て
解
し
や
す
い
歌

句
に
変
わ
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、そ
し
て
そ
れ
ら
の
歌
句
に
、

他
の
万
葉
歌
等
に
み
ら
れ
る
類
句
か
ら
の
影
響
を
思
わ
せ
る
も
の
が

少
な
く
な
い
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
万

葉
歌
の
本
文
の
変
容
は
、『
古
今
六
帖
』
の
み
な
ら
ず
、『
赤
人
集
』『
人

麿
集
』『
家
持
集
』
等
の
い
わ
ゆ
る
「
仮
名
万
葉
」
一
般
に
広
く
み

ら
れ
る
事
象
で
は
あ
る⎠

₂₂
⎝

。
し
か
し
同
時
に
、こ
れ
ら
の
『
古
今
六
帖
』

の
万
葉
歌
の
本
文
が
、
い
ず
れ
も
、『
万
葉
集
』
の
古
訓
点
を
ふ
ま
え

た
と
み
る
ほ
か
な
い
特
異
な
訓
を
含
ん
で
い
た
こ
と
を
改
め
て
想
起

し
た
い
。

畢
竟
、『
古
今
六
帖
』
が
撰
集
資
料
と
し
た
『
万
葉
集
』
巻
四
は
、

十
世
紀
中
頃
に
行
わ
れ
た
『
万
葉
集
』
の
訓
読
作
業
の
成
果
を
ふ
ま

え
た
、
仮
名
書
き
の
訓
を
有
す
る
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
み

ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
訓
は
、
漢
字
本
文
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
よ
り

も
、
平
安
和
歌
と
し
て
よ
り
馴
染
み
深
い
表
現
で
あ
る
こ
と
を
重
視

し
て
の
変
容
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。つ
ま
る
と
こ
ろ
、

『
古
今
六
帖
』
編
者
が
目
に
し
た
『
万
葉
集
』
巻
四
は
、現
存
の
『
赤

人
集
』
―
―
『
万
葉
集
』
巻
十
前
半
部
の
歌
を
ほ
と
ん
ど
『
万
葉
集
』

の
配
列
の
ま
ま
に
採
歌
す
る
が
、
そ
の
本
文
に
は
『
万
葉
集
』
の
漢

字
本
文
か
ら
逸
脱
し
た
箇
所
も
少
な
く
な
い
―
―
の
よ
う
に
、
遡
れ

ば
『
万
葉
集
』
そ
の
も
の
に
端
を
発
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
伝
来

の
過
程
で
本
文
に
少
な
か
ら
ぬ
異
同
の
生
じ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
仮
名

万
葉
」
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る⎠

₂₃
⎝

。お
わ
り
に

本
稿
で
は
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
に
古
点
の
特
徴
的
な
訓
と
一

致
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
一
方
で
、
そ
の

本
文
に
は
、『
古
今
六
帖
』
独
自
の
平
安
和
歌
的
な
変
容
が
生
じ
て
も

い
る
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
本
文
の
揺
ら
ぎ
ゆ
え
に
、

長
ら
く
、
古
点
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
の
『
古
今
六
帖
』
の
意

義
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
が
、
古
点
の
具
体
相
が
明
ら
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か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
改
め
て
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
と
古

点
と
の
関
係
性
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
古

今
六
帖
』
と
古
点
と
の
関
係
を
探
る
こ
と
は
、『
万
葉
集
』
の
古
訓
の

あ
り
よ
う
を
知
る
資
料
と
し
て
『
古
今
六
帖
』
を
位
置
づ
け
直
す
う

え
で
重
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
十
世
紀
後
半
頃
の
万
葉
歌
享
受
の
様

相
の
一
端
を
う
か
が
い
、
更
に
は
『
古
今
六
帖
』
が
ど
の
よ
う
な
態

度
で
万
葉
歌
を
摂
取
し
た
の
か
を
考
え
る
う
え
で
も
欠
か
せ
な
い
こ

と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

︻
注
︼

　

※
『
万
葉
集
』
の
本
文
と
訓
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
西
本
願
寺
本
（『
西

本
願
寺
本
萬
葉
集
（
普
及
版
）』
主
婦
の
友
社
・
お
う
ふ
う
、
一
九
九

三
～
一
九
九
六
年
）
に
拠
り
、
そ
の
他
諸
本
の
本
文
と
訓
は
『
校
本

萬
葉
集
』
に
拠
っ
た
。
ま
た
、勅
撰
集
と
『
新
撰
和
歌
』
の
引
用
は
『
新

編
国
歌
大
観
』
に
、『
古
今
六
帖
』
永
青
文
庫
本
は
『
細
川
家
永
青
文

庫
叢
刊　

古
今
和
謌
六
帖　

上
・
下
』（
汲
古
書
院
・
一
九
八
二
～
一

九
八
三
年
）に
、桂
宮
本
は『
図
書
寮
叢
刊　

古
今
和
歌
六
帖　

上
』（
養

徳
社
、
一
九
六
七
年
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、『
和
名
抄
』
は
京
都
大
学

文
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
』
に
、『
字

鏡
集
』
は
中
田
祝
夫
・
林
義
雄
編
『
字
鏡
集　

白
川
本
影
印
編
』
に

拠
っ
た
。

（
1
）「
万
葉
集
と
古
今
六
帖
」（『
萬
葉
』
三
、
一
九
五
二
年
四
月
）

（
2
）
大
久
保
正
「
古
今
和
歌
六
帖
の
萬
葉
歌
に
つ
い
て
」（『
萬
葉
の
伝
統
』

塙
書
房
、
一
九
五
七
年
）

（
3
）
平
井
卓
郎
「
古
今
和
歌
六
帖
と
万
葉
集
」（『
古
今
和
歌
六
帖
の
研
究
』

明
治
書
院
、
一
九
六
四
年
）
は
、「
桂
本
と
六
帖
と
の
不
一
致
は
大
い

に
期
待
に
背
く
も
の
が
あ
り
、
六
帖
が
果
た
し
て
古
点
を
伝
へ
た
か

ど
う
か
疑
は
し
い
こ
と
に
な
り
古
点
と
は
別
に
古
伝
誦
の
ま
ま
を
伝

へ
た
場
合
が
あ
り
得
る
」
と
し
、「
い
は
ゆ
る
古
点
の
姿
を
明
確
に
把

握
す
る
の
は
困
難
」
で
あ
る
と
し
た
。
確
か
に
桂
本
の
訓
と
『
古
今

六
帖
』
の
本
文
の
あ
い
だ
に
相
違
点
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
は
留
意

が
必
要
だ
が
、
そ
も
そ
も
桂
本
自
体
が
古
点
の
訓
を
忠
実
に
伝
え
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
4
）「
天
暦
古
点
の
詩
法
」（
初
出
一
九
九
九
年
、『
萬
葉
学
史
の
研
究
』
お

う
ふ
う
、
二
〇
〇
七
年
）

（
5
）「
題
と
本
文
の
間
―
『
古
今
和
歌
六
帖
』諸
本
の
本
文
異
同
と『
万
葉
集
』

―
」（『
同
志
社
国
文
学
』
七
八
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
6
）
例
え
ば
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
『
万
葉
集
』
巻
四
の
歌
で
い
え
ば
、

「
八ヤ

百ホ

日カ

徃ユ
ク　

濱ハ
マ

之ノ

沙マ
サ
コ

毛モ　

吾ワ
カ

戀コ
ヒ

二ニ　

豈ア
ニ

不マ
サ

益ラ
メ

歟ヤ　

奥オ
キ
ツ

嶋シ
マ

守モ
リ

」（
四

・
五
九
六
）
は
、『
古
今
六
帖
』
に
「
な
ぬ
か
ゆ
く
は
ま
の
ま
さ
こ
と

わ
か
こ
ひ
と
い
つ
れ
ま
さ
れ
り
お
き
つ
し
ら
な
み
」（
古
今
六
帖
・
恋

・
一
九
八
八
）
と
い
う
『
万
葉
集
』
と
大
き
く
異
な
る
本
文
で
採
歌
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さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
『
新
撰
和
歌
』
の
「
な
ぬ
か
ゆ
く
は
ま

の
ま
さ
ご
と
わ
が
恋
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
お
き
つ
し
ら
波
」（
二
三
二
）

に
拠
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

（
7
）
池
原
陽
斉
「『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
「
萬
葉
連
番
歌
」
一
覧
」（『
日
本

文
学
文
化
』
一
三
、
二
〇
一
四
年
二
月
）。
ま
た
、
池
原
陽
斉
「
赤
人

集
と
古
今
和
歌
六
帖
―
十
世
紀
後
半
の
萬
葉
歌
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
萬
葉
集
訓
読
の
資
料
と
方
法
』
笠
間
書
院
、二
〇
一
六
年
）
は
、

『
古
今
六
帖
』が『
赤
人
集
』を
撰
集
資
料
と
し
た
と
す
る
滝
本
典
子「
古

今
六
帖
と
赤
人
集
」（『
皇
学
館
論
叢
』
一
―
四
、
一
九
六
八
年
十
月
）

の
説
に
再
検
証
を
加
え
、
そ
の
論
証
方
法
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
う

え
で
、『
古
今
六
帖
』
が
『
赤
人
集
』
で
は
な
く
『
万
葉
集
』
か
ら
採

歌
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
8
）『
貫
之
集
』歌
に
つ
い
て
も
同
様
の
配
列
が
な
さ
れ
た
箇
所
が
あ
り
、『
古

今
六
帖
』
が
『
貫
之
集
』
を
撰
集
資
料
と
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
青
木
太
朗
「『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
配
列
を
め
ぐ
っ
て
―
編

纂
意
識
の
一
側
面
」（『
和
歌
文
学
研
究
』八
三
、二
〇
〇
一
年
十
二
月
）。

（
9
）
巻
四
の
三
〇
九
首
中
一
四
七
首
、
巻
十
一
の
五
一
四
首
中
二
一
一
首

が
採
歌
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
、『
古
今
六
帖
』
の
万
葉
歌
に
つ

い
て
は
、
お
お
む
ね
三
句
以
上
の
歌
句
が
『
万
葉
集
』
と
一
致
し
、

歌
意
に
大
き
な
差
異
が
み
ら
れ
な
い
も
の
を
同
歌
と
認
定
し
て
採
歌

数
（
重
出
を
含
め
た
「
延
べ
歌
数
」
で
は
な
く
、重
出
を
含
め
な
い
「
異

歌
数
」（
実
歌
数
））
を
掲
げ
た
。
ま
た
、万
葉
歌
の
認
定
に
際
し
て
は
、

中
西
進
『
古
今
六
帖
の
万
葉
歌
』（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
四
年
）
を

参
考
に
し
た
が
、
同
書
で
は
『
古
今
六
帖
』
一
五
九
五
番
歌
の
出
典

と
し
て
『
万
葉
集
』
巻
七
・
一
一
四
一
と
巻
十
七
・
四
〇
二
二
の
両

首
を
挙
げ
る
と
こ
ろ
、
本
稿
で
は
そ
の
出
典
を
巻
七
・
一
一
四
一
の

み
と
認
定
し
、
同
書
が
万
葉
歌
と
認
定
し
な
い
一
九
三
二
番
歌
の
出

典
を
巻
十
九
・
四
一
四
六
と
認
定
し
た
。

（
10
）
大
野
晋
「
万
葉
集
巻
第
十
八
の
本
文
に
就
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』

二
二
―
三
、
一
九
四
五
年
四
月
）。
な
お
、
巻
十
八
補
修
説
に
対
す
る

批
判
も
あ
る
（
乾
善
彦
「『
万
葉
集
』
巻
十
八
補
修
説
の
行
方
」（『
高

岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
』
一
四
、
二
〇
〇
四
年
三
月
））。

（
11
）
新
沢
典
子
「
古
今
和
歌
六
帖
と
万
葉
集
の
異
伝
」（『
日
本
文
学
』
五

七
―
一
、
二
〇
〇
八
年
）

（
12
）
注
11
新
沢
論
文

（
13
）『
人
麿
集
』
に
は
一
〇
首
、『
家
持
集
』
に
は
二
首
採
歌
さ
れ
て
い
る
が
、

『
赤
人
集
』
に
は
一
首
も
採
歌
さ
れ
て
い
な
い
。『
古
今
六
帖
』
の
『
万

葉
集
』
巻
四
の
本
文
に
は
『
人
麿
集
』
等
と
の
不
一
致
も
多
く
、
こ

れ
ら
の
歌
集
か
ら
採
歌
し
た
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
。『
古
今
六

帖
』
が
『
赤
人
集
』
や
『
家
持
集
』
を
撰
集
資
料
と
し
た
可
能
性
が

低
い
こ
と
は
既
に
指
摘
が
あ
る
（『
赤
人
集
』
に
つ
い
て
は
注
７
池
原

論
文
、『
家
持
集
』
に
つ
い
て
は
鉄
野
昌
弘
「
家
持
集
と
万
葉
歌
」（
鈴
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木
日
出
男
編
『
こ
と
ば
が
拓
く
古
代
文
学
史
』
笠
間
書
院
、
一
九
九

九
年
）
に
詳
し
い
）。

（
14
）
注
４
小
川
論
文

（
15
）
注
４
小
川
論
文

（
16
）「
こ
よ
ひ
の
や
」
は
、
初
句
の
字
足
ら
ず
を
避
け
て
五
音
節
句
と
す
る

た
め
に
助
詞
「
や
」
を
補
っ
た
も
の
だ
ろ
う
が
、漢
字
本
文
「
今
夜
之
」

か
ら
直
接
に
導
か
れ
る
訓
と
は
言
い
難
い
。
古
点
で
は
字
余
り
を
避

け
る
た
め
に
漢
字
本
文
を
犠
牲
に
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
が
（
注

４
小
川
論
文
）、
こ
れ
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
字
足
ら
ず
を
避
け
る

た
め
に
漢
字
本
文
に
な
い
語
を
補
っ
て
訓
読
し
た
例
と
い
え
る
。

（
17
）
福
田
智
子
「『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
嘉
暦
伝
承
本
『
万
葉
集
』
―
『
万

葉
集
』
の
訓
の
生
成
と
流
布
に
つ
い
て
―
」（『
社
会
科
学
』
一
〇
二
、

二
〇
一
四
年
五
月
）は
、巻
十
一
・
二
五
〇
四
の「
浮
沙
」（
現
行
訓「
う

き
ま
な
ご
」）
が
、
嘉
暦
伝
承
本
等
の
訓
と
『
古
今
六
帖
』
の
本
文
で

は
「
う
き
く
さ
の
」
と
あ
り
、
か
つ
『
古
今
六
帖
』
で
「
浮
草
」
題

に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
Ｄ
と
同
様
の
事
象
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
福
田
氏
は
「『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
万
葉

歌
は
、
こ
れ
以
後
の
『
万
葉
集
』
の
訓
、
と
く
に
非
仙
覚
本
の
訓
に
、

少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
が
、
稿
者
は

む
し
ろ
『
古
今
六
帖
』
が
『
万
葉
集
』
の
古
訓
を
ふ
ま
え
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
18
）
注
４
小
川
論
文

（
19
）
古
点
以
前
か
ら
『
万
葉
集
』
の
訓
読
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
と
の
指

摘
も
あ
り
（
大
久
保
正
「
古
代
萬
葉
集
研
究
史
稿
（
そ
の
二
）
―
古

点
以
前
の
萬
葉
研
究
―
」（『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
十
、
一
九

六
一
年
十
一
月
）
等
）、
こ
れ
が
古
点
本
そ
の
も
の
だ
っ
た
か
は
特
定

で
き
な
い
。

（
20
）
四
・
五
〇
四
、
四
・
七
〇
二
、
七
・
一
二
三
〇
、
十
一
・
二
七
九
五
、

十
七
・
三
八
九
四
。

（
21
）
飛
鳥
川
淵
は
瀬
に
な
る
世
な
り
と
も
思
ひ
そ
め
て
む
人
は
忘
れ
じ
（
古

今
集
・
恋
四
・
六
八
七
）
等
。

（
22
）注
13
鉄
野
論
文
は
、『
家
持
集
』で
の
万
葉
歌
の
本
文
の
変
容
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
「
単
に
万
葉
集
の
解
読
と
い
う
よ
り
、
一
首
の
可
能
性
を
探

っ
て
行
く
、
再
生
産
の
営
み
と
も
い
え
」
る
と
指
摘
す
る
。

（
23
）
た
だ
し
『
古
今
六
帖
』
編
者
が
分
類
題
に
合
わ
せ
本
文
を
改
変
し
た

可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
青
木
太
朗
「『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
お

け
る
万
葉
集
歌
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
題
と
の
比
較
を
通
し
て
」（
久

保
木
哲
夫
編
『
古
筆
と
和
歌
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
注
５
福

田
論
文
）。
確
か
に
『
古
今
六
帖
』
編
者
が
本
文
を
改
変
し
た
可
能
性

も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
一
見
、
題
に
適
合
す

る
よ
う
本
文
が
改
変
さ
れ
た
か
に
み
え
る
歌
の
な
か
に
、『
万
葉
集
』

の
古
訓
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
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例
え
ば
Ｄ
に
つ
い
て
、
青
木
氏
は
、「
水
鳥
」
と
い
う
題
に
合
わ
せ
て

の
本
文
改
変
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
第
三
節
で

検
討
し
た
よ
う
に
、
古
訓
を
伝
え
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。
ま
た
「
お

と
め
こ
か
た
ま
く
し
け
な
る
た
ま
く
し
けの

み
る
こ
と
い
ま
は
め
つ
ら

し
や
君
」（
古
今
六
帖
・
珍
し
・
二
九
五
〇
）
も
、「
オ
ト

嬬メ

等ラ

之カ　

珠タ
マ

篋ク
シ
ケ

有ナ
ル　

玉タ
マ

櫛ク
シ

乃ノ　

神
メ
ツ
ラ
シ

家ケ

武ム

毛モ　

妹イ
モ

尓ニ

阿ア

波ハ

受ス

有ア
㆑

者ハ

」（
四
・
五
二

二
）
の
本
文
を
「
珍
し
」
と
い
う
題
に
合
わ
せ
て
改
変
し
た
も
の
と

の
指
摘
が
あ
る
（
注
３
平
井
論
文
）。
第
四
句
の
「
神
家
武
毛
」
が
今

日
「
か
み
さ
び
け
む
も
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
に
基
づ
く
説
だ
が
、
桂

本
で
は
「
め
つ
ら
し
け
な
む
」
と
附
訓
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
『
古

今
六
帖
』
の
本
文
「
め
つ
ら
し
や
君
」
は
無
関
係
に
生
じ
た
も
の
と

は
考
え
難
い
。
な
お
、『
古
今
六
帖
』
編
者
に
よ
る
本
文
改
変
の
可
能

性
に
つ
い
て
は
慎
重
に
考
え
る
べ
き
と
の
批
判
も
あ
る
（
久
保
木
哲

夫
「
古
今
和
歌
六
帖
に
お
け
る
重
出
の
問
題
」
初
出
二
〇
一
二
年
、『
う

た
と
文
献
学
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
年
）。

﹇
付
記
﹈ 

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
（
Ｄ
Ｃ
２
）
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


