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四
〇

万

葉

集

巻

十

四
東

歌

私

見

坂

本

信

幸

　

周
知

の
よ
う

に
、
万
葉
集
巻

十
四

は
、
は
じ
め
に

「
東
歌
」
と
記
さ
れ
て
あ

り
、
東

国
の
歌

を
集

め
た
巻
と
考

え
ら
れ
、
東
国
誰
語
が
多
く
用

い
ら
れ
て
い

る
ほ
か
、
表
現
技
巧

の
点
か
ら
も
他

の
巻

々
と
は
性
質
を
異

に
し
て
お
り
、
集

中

に
お
け
る
特
殊

な
巻

で
あ
る
。
東
国
設
語
を
含

む
と
い
う
点

で
は
、
巻
二
十

の
防
人

歌
に
通

じ
て
い
る
が
、
音
韻

に
お

い
て
東
歌

の
方
が
防
人
歌
よ
り
中
央

語
と

一
致
す

る
事
例
が
多

く
、
巻
十
四
の
蒐
集

と
編
纂

の
事
情
の
複

雑
さ
が
思

わ
れ
る
。
従
来
東
歌
は
、
国
土
別

に
よ
る
分
類

が
な
さ
れ
東
国
の
地
名

が
多
く

詠

み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
又
序
詞
が
多
く
用

い
ら
れ

て
い
る
こ
と
、

そ
の
他

か
ら
、
「
東
国

の
民
謡
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き

た
。　

し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
東
歌

の

一
首

一
首
の
解
釈

に

つ
い
て
は
ど
う

か
と

い
う
と
、
往

々
に
し
て
将

情
詩
的

(狭
義

の
将
情
詩
的
)
な
解
釈

を
施

す
傾
向
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
の
と

こ
ろ
に
、
従
来

の
東
歌
杷
握
の
矛
盾
が
あ

っ
た
。
近
時
、
水
島
義
治
氏

は
こ
の
よ
う
な
従
来

の

「
東
国

の
民
謡
」
と
し
て
の
東
歌
の
概
念
設
定

に
疑

い

を
抱

か
れ
、
東
歌
が
民
謡
的

で
あ

る
こ
と
を
認

め

つ
つ
も

「東
国
民
謡
圏

の
申

に
息
づ

い
た
東
国
民
衆

の
拝
情
詩
-

創
作
的
短
歌
、
個
入
的
文

学

的

短

歌

ー

で
あ
る
」

と
考

え
ら
れ
、
民
謡
で
は
な
い
と
す
る
新
見

を
、

そ
の
著

『
万

葉
集
東
歌
及
び
防
人
歌
』

の
中
に
お
い
て
述

べ
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
が
、
東
歌

の

一
首

一
首

を
考

え
て
み
る
時
、
私
は
水
島
氏

の
意
見

に
従

い
難
く
考
え
る
。

　
　
足
柄

の
箱
根

の
山

に
粟
蒔
き
て
実
と

は
な
れ
る
を
逢

は
な
く
も
あ
や
し

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
(
三
三
六
四
)

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

①

と

い
う

「
.粟
」

と

「
逢

は
」
と
の
語

呂
合

せ
の
歌
と
か
、

　
　
葛

飾
の
真
間

の
手
児
名
を
ま
こ
と

か
も
吾

に
寄
す
と
ふ
真
間

の
手
児

名
を

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
(三
三
八
四
)

　
　
　
　
　

　
②

と

い
う
歌

と
か
、

　
　
筑
波

嶺
の
嶺

う
に
霞
居
過
ぎ
か
て
に
息
づ
く
君

を
率
寝

て
や
ら
さ
ね

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
(三
三
八
八
)



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

と

い
う
か
ら
か
い
の
歌
と
か

　
　
鳥
と

ふ
大
を
そ
鳥

の
ま
さ

で
に
も
来
ま
さ
ぬ
君
を
子
ろ
来
と
そ
鳴
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
五
二

一
)

と
い
う
禦

藁

た
し
て

「東
国
民
衆
の
繕

詩
-

創
作
的
短
歌
・
個
人
的

文
学
的
短
歌
」
と
言

え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
歌

の
中

に
は
他
に
、

一
見
個

人

の
将
情

の
表
出
と
も
見

ら
れ
る
べ
き
歌
、
例
え
ば

　
　
鳩
鳥

の
葛
飾
早
稲
を
に

へ
す
と
も
そ
の
か
な
し
き
を
外

に
立
て
め
や
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
三
八
六
)

　
　

上

つ
毛
野
乎
度

の
多
仔

里
が
川
路

に
も
子
ら
は
逢

は
な
も

ひ
と
り
の
み
し

　
　

て
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(三
四
〇
五
)

　
　
悩
ま

し
け
人
妻
か
も
よ
漕
ぐ
船
の
忘
れ
は
せ
な
な
い
や
思
ひ
増

す
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
五
五
七
)

等
の
如
き
歌

が
多
く
含
ま
れ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
東
国
民
衆
が
文
字
を
用

い
て

文
筆
作

品
を
生

ん
だ
と

い
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
な

い
限

り
、
当
然

こ
れ
ら
の
歌

は

口
頭
に
謡

わ
れ
た
も
の
の
は
ず

で
あ
り
、
厳
密
な
意
味

で
の
拝
情
詩
と
は
考

え
ら
れ
な

い
。
文
字

を
用

い
ず

に
口
頭

に
謡

わ
れ

て
い
た
歌
が
残
存

し
得

る
に

は
、

口
請
の
場

を
必
要

と
す
る
。
第
三
者

を
含

む
場

で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
共

同

の
場

に
お

い
て
は
、
個
人

の
将
情
は
即

ち
民
衆

の
仔
情
で
あ
り
、
個
人

の
歌

は
存
在
し
得

な

い
の
で
あ
る
。
私
に
は
到
底
東
歌
を

「
個
人
的
文
学
的
短
歌
」

と
考

え
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
さ
す
れ
ば
、
東
歌
を
民
謡
と
し
て
考

え
る
の
か

　
　
　
　
　

万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

と

い
う
と
、
私

も
東
歌
を
単
に

「
東
国

の
民
謡
」
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
に
は

躊
躇
を
感
じ
る
。

そ
れ
で
は
、
東
歌
は
ど

の
よ
う
に
考

え
れ
ば
良

い

だ

ろ

う

か
。
東
歌
の
矛
盾
、
私

に
は
そ
の
よ
う

な
矛
盾
こ
そ
が
東
歌

の
特
色

で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
民
謡
と
浮
情
詩
の
両
面
性
を
持

つ
と
こ
ろ
に
東
歌
の
本
質

が
在

る
の

で
は
な
い
か
。

こ
こ
に
、
脚
か
卑
見
を
述

べ
て
み
た
く
思
う
。

二

　
夙

に
東
歌

の
修
辞
に

つ
い
て
考
察
か
ら
、
そ
の
民
謡
性

に
言
及

さ

れ

た

の

は
、
森
本
治
吉
博
士

(「東
歌

の
修
辞
に

つ
い
て
」
『
心

の
花
』
第
三
十
巻
三
号
)

で
あ

っ
た
が
、
最
近
、
大
久
保
正
氏
は

「
万
葉
集
東
歌

の
掛
詞

に

つ

い

て
」

(『
万
葉
』
第

六
十

一
号

・
第

六
十
二
号
)
と

い
う
論
孜

に
お
い
て
、
東
歌

に
お

け
る
掛
詞
、
特

に

「
一
語
を
も

っ
て
二
語
に
兼
用
す

る
」
い
わ
ゆ
る
A
型
掛
詞
、

の
重
要
性

に
留
意

し
考
察
を
加

え
ら
れ
、
東
歌
の
掛
詞
が
そ
の
民
謡
的
性
格

に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
掛
詞
の
発
生

が
、
諺

.
民
謡
な
ど
の
口

頭
言

語
に
あ

っ
た
こ
と
を
述

べ
ら
れ
た
。

こ
れ
は
傾
聴
す

べ
き
意

見

で

あ

る

が
、
そ
れ
で
は
口
頭
言
語

に
そ
の
発
生
が
あ

っ
た
と
考

え
ら

れ
る
掛
詞
が
、
東

歌

の
中

に
お
け
る
時
、
ど
う
し
て
現
今

の
学
者

に
知
的
技
巧

の
結
果
と
見
誤
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
迄

一
部
の
学
者

に
見
誤
ら
れ
て
き
た
こ
と

に
つ
い
て

は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
考

え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
今
見

る
東
歌
自
体

が
、
そ

の
よ
う
に
見
誤

ら
れ
る
べ
き
要
因

を
含
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

一



　
　
　
　
　

万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

　

こ
の
問
題
の
解
明

の
為

に
は
、
我

々
は
民
謡
と
し
て
の
東
歌
の

口
請
の
世
界

と
、
万
葉
集
巻
十
四

を
形
成
す
る
に
い
た

る
と
こ
ろ
の
東
歌

の
交
筆

の
世
界

と

の
二

つ
の
世
界

を
考
慮

し
な
く
て
は
な
ら
な

い
b
東
国
民
衆
が
文
字

を
駆

使
す

る
と

い
う
こ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
東
歌

は
最
初
か
ら
文
字

を
も

っ
て
表
記
す
る
こ
と
を
予
想
し
て
作
ら
れ
た
歌
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ

の
初

め
に
は
、

口
請
の
場

を
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
筆

録
前
の
東
歌
は
、
都
人
の
創
作

と
い
う

こ
と
を
考
え
な
い
限
り

に
お

い
て
は
、

東
歌
の
原
形
と
し
て
の
東
国
の
民
謡

で
あ

っ
た
と
考

え
て
よ
い
。
東
歌
の
原
形

は
、
お
そ
ら
く
、

そ
の
よ
う
に
民
謡
と

し
て
、
東
国
の
村

々
に
お
い
て
、
作
業

場

・
酒
席

・
歌
垣
等

の
場

に
お
い
て
口
諦

さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な

口
請
の
場

に
お
い
て
謡
詠

さ
れ
た
民
謡
と
し
て
の
東
歌
が
、
現
在
見

る

が
如
き
定

型
の
短
歌
体

で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
東
歌
と
共
通
す

る
歌

謡
的
基
盤

を
も

つ

『
東
遊
歌
』
に
は
そ
の

「
一
歌
」

に
万
葉
集
東
歌

の

　
　

相
模
嶺

の
小
峯
見
そ
く
し
忘
れ
来

る
妹
が
名
呼
び
て
吾
を

ね
し
泣
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
一二
一二
山ハ
ニ
)

の

一
句
を
残
し
た
も

の
か
と
も
考

え
ら
れ

る

　
　

を
を
を
を
　

は
れ
な
　
手

を
調

へ
う
な
　
歌
調

へ
む

な
　
相
模
の
嶺
　
を

　
　

を
を
を

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と

い
う
歌
が
見

ら
れ
、
　
「
二
歌
」
に
は

　
　

足
柄

の
吾

を
可
鶏
山
の
か
つ
の
木
の
吾
を
か
つ
さ
ね
も
か
つ
さ
か
ず
と
も

四

二

(三
四

三
二
)

の
断
片
を
残
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

　
　

え
　
我
が
夫
子
が
　
今
朝

の
言
出

は
　
七
絃

の
　
八
絃
の
琴

を
　
調

べ
た

　
　

る
如
や
　
汝

を
か
け
山

の
　

か
つ
の
木

や
　
を
を
を
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

と

い
う
歌
が
見

ら
れ
る
が
、

一
種
の
曲

調
を
伴

い
謡
詠
さ
れ
る
民
謡

の
如
き
も

の
は
、
時
歳
を
経
て
も
そ
の
形
を
著
し
く
変

え
る
も

の
で
は
な

い
こ
と
か
ら
老

え
て
、
民
謡
と
し
て
東
国

の
地
方

に
於
い
て
謡

わ
れ
て
い
た
東
歌
の
原
型
が
ど

の
よ
う
な
も
の

で
あ

っ
た
か
を
想
像
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
く
な
い
。
東
歌

は

そ
の
よ
う
な

口
論

の
世
界

を
持

つ
他
に
、

口
諦
歌
謡
を
文
字

に
固

定

す

る

た

め
、
高
唱

の
ざ
わ
め
き
か
ら
離
れ
て
、
静

か
に
歌
を
見

る
、
個

と
し
て
の
文

筆

の
世
界

を
持

っ
て

い
た
。

そ
こ
に
は
、
高

ぶ
っ
た
感
情

に
支
配
さ
れ
な
い
、
反

省
的

、
理
性
的
な
内
面
世
界
が

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
歌

は
客
観
的

、
意
味
的

な

世
界

に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
筆
録
者

は
、
聞
手
と

し
て

東
歌

を
享
受
す

る
立
場

に
あ
り
な
が
ら
、
同
時

に
、
書
手
と
し
て
東
歌

を
読
手

に
授
与
す

る
立
場

に
立

っ
て
お
り
、
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
口
講

の
場
に
お

い
て
、
謡
手
が

一
時

に
複
数
の
聞

手
を
持

っ
た

の
に
対
し
、
文
筆

の
場

に
お

い

て
は
、
筆
録
者

が
、
多
数

で
は
あ

っ
て
も

一
人
ず

つ
の
読
手

を
対
象
と
し

て
い

る
こ
と
で
あ

る
。

　
東
歌

は
、

こ
の
よ
う
な
二

つ
の
世
界

を
持

つ
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で
、
実
は

こ
の
よ
う
な

二
つ
の
世
界

を
持

つ
こ
と
こ
そ
が
、
東
歌
の
特

色
と
し
て
掛
詞
を



生
む
原
因

で
あ
り
、
東
歌
を
民

謡
と
将
情
詩

の
い
ず

れ
の
範
躊

に
置
く
こ
と

に

も
躊
躇
さ
せ
る
原
因

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、
東

歌
の
本
質

に
影
響
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

口
諦

の
世
界
と
文
筆

の
世
界
と

の
間
に
は
大
き
な
差
違
が
あ
る
。

今

、

『
琴
歌
譜
』

の
曲
名
の
下

に
記
さ
れ
た
歌
詞

と
、
譜

の
申
に
配
ら

れ
た
歌

詞
と
の
相

違
に
、
我

々
は
、

口
調
世
界

か
ら
文
筆
世
界

に
移

行
す
る
時

に
お
け

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

⑦

る
歌
詞
の
変
化

の
片
鱗
を
覗
う
こ
と
が
出
来

る
。
曲

調
を
伴

い
謡
詠
さ
れ
、
聴

覚

に
訴
え
て
い
た
口
調
歌
は
、
リ
ズ

ム
を
整

え
る
為

の
引
く
音
を

必
要
と
し
た

し
、
強
調

の
為

の
繰
り
返
し
を
必
要
と
し
た
し
、
拍
子
詞

や
難

し
詞
を
必
要
と

し
た
。
殊

に
繰
り
返
し

は
、

口
諦
文
学

に
お
け

る
大
き
な
特
色

で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
る
に
、
文
字

を
も

っ
て
書
き
表
わ
さ
れ
、
視
覚

に
訴
え

る
こ

と

に
よ
り
意
味

を
伝

え
る
文
筆

の
世
界

は
、
理
知
的

で
あ
り
、
内
省
的

で
あ
り
、

意
味
の
優

位
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
意
味

を
持

た
な
い
拍
子
詞
や
難

し
詞
や
引

く
音
、
叉
同

じ
意
味

の
重
複
で
あ
る
繰
り
返
し
等
は
、
必
要

な
い
ば

か
り
か
邪

魔

で
さ
え
あ
る
。
意
味
的

で
あ
る
故
に
、
そ

こ
に
は
、
統

一
的

な
意
味
が
必
要

と
さ
れ

る
。
口
調
の
歌
謡
が
文
字

に
記
録
さ

れ
る
中
に
、
歌
謡

の
歌
詞

は
整
理

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
東
歌

に
お

い
て
も
、

こ
の
よ
う
な

口
諦
世
界

か
ら
文
筆

世
界

へ
の
推
移
に
お
け
る
歌
の
変

貌
と
い
う

こ
と

に
注
意
を
は
ら
わ
ね
ば
な
ら

な

い
。
文
字
化

さ
れ
る
ま

で
は
、
二

つ
の
言
葉

の
ど
ち
ら
に
も
受

け
と
れ

る
よ

う

に
謡
わ
れ
て
い
た
言
語
も
、
文
字
化

に
よ
り
敦
れ
か

一
方

の
言
葉

に
固
定
さ

れ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
り
、
そ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て

い
た
二

つ
の
言

葉
の

万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

意
味

の
理
解

は
壊
さ
れ
、
文
字

に
固
定
さ
れ
た
言
葉

の
意
味
の
後

に
今

一
方

の

意
味

は
隠

れ
て
い
く

こ
と
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
景
物

か
ら
心
情

へ
の
転
換

に
繰

り
返

し
を
重

ね
る
こ
と
に
よ
り
、
徐

々
に
理
解

を
促

し
て
い
た
即
境
的
発

想
法

に
よ
る
歌
も
、
繰
り
返
し
を
省

か
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
卓
越

し
た
統
覚
作

用

を
必
要

と
す
る

一
種

の
技
巧
を
生

む
こ
と

に
な

っ
て
い

っ
た

で
あ
ろ
う
。
東

歌
の
掛
詞

も
こ
の
よ
う
な
中
に
お
い
て
発
達
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例

え
ば

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

ゆ
つ

　
　
天

の
原

ふ
じ
の
柴
山
己
能
久
礼
能
時
移
り
な
ば
逢

は
ず
か
も
あ
ら
む

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
(三
三
五
五
)

の
歌
に
お
い
て
、
文
字

に
移
さ
れ
る
前

の
旦
訥
さ
れ
て
い
た
時
の
姿

を
想
像

し

て
、
景
物

か
ら
心
情

へ
転
換
し
て
い
く
時

に
お
け

る
繰

り
返

し
を

「
己
能
久
礼

能
」
に
置

い
て
み
た
ら
ど
う

で
あ
ろ
う

か
。
　
「
木
の
暗
」
と

「
此

の
暮

」
の
二

つ
の
異
な

っ
た
意
味

は
、
何

の
抵
抗
も
な
く
知
覚
さ
れ
る
で
は
な

い
か
。
雄

々

し
く
、
秀

麗
な
る
富
士

の
山
、
こ
の
歌

は
そ

の
富
士
の
山
麓

に
住
む
人

々
に
よ

っ
て
謡

わ
れ
て
い
た
民
謡

で
あ
ろ
う
。

　
彼
等

は
そ
の
時
、
木

々
の
小

暗
く
生

い
繁

る
富
士
の
裾
野

で
、
共
同
で
柴
刈

り
作
業

を
し
て
い
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
も
う
先
か
ら
、
少

々
疲
れ
て
き
た
の

か
、
仕
事

は
遅
遅
と

し
て
捗

っ
て

い
な
い
。
見
上
げ
る
と
、

日
は
西
に
傾

き
は

じ
め
て

い
る
。
能
率
を
上
げ

て
夕
暮

ま
で
に
刈
り
終

え
な
く
て
は
、
仕
事

が
明

　
　

　
　
　
　
　

⑨

日

に
残

っ
て
し
ま
う
。
今

は
皆
黙
り
こ
く

っ
て
、
仕
事

が
済

ん
で
か
ら
の
恋
人

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

四
三



　
　
　
　
　
万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

と
の
逢

い
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
ー

け
れ
ど
、
仕
事

は
暮
ま

で
に
終

る
か

知
ら
ん
、
ま
だ
こ
ん
な
に
残

っ
て
い
る
ー

、
そ
ん
な
不
安
を
抱

い
て
か
、
仕

事
の
雰
囲

気
は
余
り
愉
快

で
な
い
。
誰

か
が
そ
の
時

即
境
的

に
、
眼
前

の
富

士

の
景
色
を
、
「天

の
原
富
士
の
:
:
」
と
謡

い
は
じ
め
る
。

そ
れ
が

「
木
の
暗

」

ま
で
謡
わ
れ
、
繰

り
返
さ
れ

る
内
、　
「
此

の
暮

の
時
移
り
な
ば

:
:
」
と
、
景

物

の
謡
詠
か
ら
心
情

の
謡
詠

へ
と
転
換

さ
れ
て
い

っ
た
。　
「
.
:
.柴
山
木

の
暗

の
　
此

の
暮

の
時
移
り
な
ば

:
:
」
、　
歌

は
大

い
に
受
け
て
、
共

通
し
た
思

い

の
彼
等

の
間

に
再
三
再
四
謡

わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仕
事
の
雰
囲
気

は
に
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

わ

い
、
能
率

は
向
上
し
た
に
違

い
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
だ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

つく

　
　

小
筑
波

の
嶺
う
に
月

立
し
間
夜
は
さ
は
だ
な
り

の
を
ま
た
寝
て
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
三
九
五
)

の
歌
に
お
い
て
も
、
歌
垣
な
ど
の
口
請
の
場

で
の
歌

の
在
り

よ
う
を
考
え
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

「
嶺
ろ
」
と

「
寝

ろ
」
、
新
月

の

「
月
立

し
」
と
月
経

の

「
月
立
し
」
と
の

二
っ

の
意
は
、
す
な
お
に
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
の
時

は
、
歌
垣
の
最
中
だ

っ
た
か
も
知

れ
な
い
。
次

々
と
謡
わ
れ
、
競

わ

れ
、
今
度

の
テ
ー

マ
は

「小
筑
波

の
嶺
ろ
」
で
い
こ
う
と
誰

か
が
言

い
出

す
。

テ
ー

マ
は
謡

い
繰

り
返
さ
れ
、
誰
か
謡

い
継
ぐ
の
が
待

た
れ
る
　
　

ハ
筑
波
の

嶺
ろ
　
や
　
小
筑
波
の
嶺
ろ
　
き
さ
　
嶺
ろ
　
や
　
嶺
ろ
ー

拍
子
詞
や
難
し

詞

も
交
え
謡

い
継

ぎ
を
催
す
内
に
、　
「
嶺

ろ
」
か
ら

「
寝
ろ
」

へ
の
連
想
も
働

く
で
あ
ろ
う
、
嶺
を

ふ
り
仰

い
で
新
月

の
出
た
る
景
情
に
心
動

か
さ
れ
た
り
も

四
四

し

よ

う
。

そ

の
内

、

誰

か

に
謡

い
継

が
れ

「
:

:
嶺

う

に
月

立

し
間

夜

.

.

.

.」

と
謡

い
進
め
ら

れ
て
ゆ
く
、
-

彼

女
が
月

の
障
り

で
ネ

ロ
と
い

っ
た

っ
て
寝

れ
や
し
な
い
ー

、
笑
わ

せ
歌
と
も
と
れ
そ
う

で
あ
る
。
座
は
沸

い
た
こ
と

で

あ
ろ
う
傷
文
字
化

さ
れ
て
は
、
A
型
の
掛
詞
と
と

れ
る
歌

で
あ
る
。

　
　
筑
波
嶺

に
か
か
鳴

く
鷲

の
禰
乃
未
乎
可

な
き
渡
り

な
む
逢

ふ
と
は
無

し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
三
九
〇
)

こ
の
歌

に
お
い
て
も
口
請

さ
れ
て
い
た
時

の
姿

の
想
像

か
ら
、
「
禰
乃
未
乎
可
」

に
繰

り
返

し
を
置

い
て

み
る
と
、
筑
波
嶺

の
嶺
の
あ
た
り
ば

か
h
・輪
を
か

い
て

飛
び
渡

っ
て
い
る
鷲
の
描

写
か
ら
、
心
情

へ
と
転
換
し
て

い
く
発
想

の
妙
が
理

解
出
来

る
の
で
あ

る
。
鷲

に
お

い
て

「
嶺
ば

か
り
を
な
き
渡

る
こ
と
で
あ
ろ
う

か
」
と
謡
い
、
私

に
お

い
て

「
泣

き
に
泣

き
渡

る
ば

か
り

で
あ
ろ
う
か
」
と
謡

っ
た

二
つ
の
意
味
を
、
は

っ
き
り
と
知
覚
出
来

る
。

　

さ
て
、
そ
の
よ
う
に

口
諦

さ
れ
て
い
た
歌
が
、
筆
録
さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
て
、

歌
詞
は
整
理
さ
れ
、
歌
意
は
ま
と
め
ら
れ
、
繰
り
返
し
は
掛

け
詞

と
生
ま

れ
変

わ
り
、
整
理
統

一
さ
れ
た
表
現
は
仔
情
詩
的
な
様
相
を
さ
え
帯
び
て
ゆ
く
、
筆

録

の
世
界

の
、
群

衆
の
ざ

わ
め
き
か
ら
離
れ
た
沈
静

し
た
観
照
の

こ
こ
ろ
は
、

自
覚
的

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
内
省
的
な
主
観

が

一
つ
の
位
置
を
占
め
て
、
歌

を
対
象
的

に
把
え
る
態
度
が
あ
る
。

そ
こ
に
野
情
味

が
加
味
さ
れ
で
ゆ
く
素
因

が
あ

っ
た
。
中

に
は

　
　

安
太
多
良

の
禰
爾
布
須

思
之
能

あ
り

つ
つ
も
吾
は
到

ら
む
寝
処
な
去
り
そ



　
　

ね
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(
三
四

二
八
)

の
よ
う
に
、
恐
ら
く

は
口
請
時

に
は
繰
り
返
し
や
強

調
そ
の
他

に
よ
り
、
嶺

に

　
　

し　　し

伏

す
鹿
猪

の
存
在
と
、

い
と
し
い
女

の
家

に
寝
臥
す
女
の
父

(
し
し
)
の
存
在

と
の
両
意

を
理
解
さ

せ
る
こ
と
か
ら
、
女

の
父
母
に
気
を
配
り

な
が
ら
夜
這
い

　
　
　

⑪

に
通

っ
た
当
時

の
若
者

の

一
般

の

こ
こ
ろ
を
謡

っ
て
人
気
が
あ

っ
た
の

で
あ
ろ

う
と
想
像

し
得

る
歌
も
、
整
理
統

一
さ
れ
筆
録
さ
れ
る
と
、　
「
嶺

に
伏
す
鹿
猪

の
・
:
・」

の
景
物

の
謡
詠

か
ら

「
寝

に
臥
す
父
の
・
:
」

の
心
情
の
謡
詠

へ
の

転
換
は
も
は
や
探
り
難
く
、
真
意

の
解

し
…難
い
歌
も
出
て
く
る
。
そ
し

て
、
そ

れ
ら
の
傾
向

に
大
き
く
影

響
を
及

ぼ
し
た
も
の
と
し
て
、
東
歌
の
短
歌
体

へ
の

志
向
が
考

え
ら

れ
る
。
東
歌
に
お
け
る
掛
詞
技
巧
の
卓
越
性

は
此
処
に
因

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

む
ろ

ん
、

口
論

の
間

に
お
け

る
掛
詞
の
成
長
と

い
う

こ
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
東
歌

に
お
け
る
飛
躍
的

な
成
長

は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
え
ず

し
て
は
解

き
難

い
。
万
葉
集

は
、

そ
の
歌

の
九
十
パ

ァ
セ
ン
ト
が
短
歌
体
で
あ

り
、
短
歌
が
申
心
の
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ィ
で
あ

っ
て
、
殊

に
、
巻
十
四
は
全
歌
が
短

歌
体
だ
け
で
成
り
立

っ
て

い
る
点

に
お
い
て
特
徴
的

で
あ
り
、
上
述

の
歌
詞
の

整
理
の
方
向

に
も
、
当
然
、
短
歌
体

へ
の
志
向
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。

三

万
葉
集
は
、
貴
族

の
手

に
成

る
、
貴
族

の
世
界

の
享
受
す
る
、

　
　
　
　

万
葉

集
巻
十
四
東
歌
私
見

貴
族
の
文
学

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
?
そ

こ
に
行

な
わ
れ
た
歌
体

は
、
洗
練
さ
れ
た
定
型

の
短

歌
体
が
中
心

で
あ

っ
た
。
周
知

の
こ
と
な
が
ら
、
歌
集

は
人
為

的
所

産
で
あ
る

一
つ
の
有
機
体

で
あ

る
。
歌
集

は
当
然
歌
集
を
形
成
す

る
者

の
意
志
に
影
響

を

受
け
る
し
、
個

々
の
歌
巻
も
そ
の
影
響
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
東
歌

が
巻

十
四
と
し
て
形
成
さ
れ
る
に
当
り
、　

『
東
遊
歌
』
や

『
風
俗
歌
』
の
如
く
に
は

な
ら
ず
、
文
学
的

に
高
度
な
も
の
に
と
成
長

し
て
い
る
要
因

に
は
、
そ
の
よ
う

な
、
歌
詞

の
整
理

に
お
け
る
短
歌
体

へ
の
志
向
が
あ

っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
そ

の
よ
う
な
志
向

で
も

っ
て
総

べ
て
の
歌
が
最
初

か
ら
筆
録

さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
と
、
東
歌
は
、
そ
の
集
録
事
情

か
ら
推
察
す

る

と
、
そ
う

は
考
え
難

い
よ
う
で
あ

る
。
東
歌

の
蒐
集

に

つ
い
て
、
佐
佐
木
信
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

博
士

は
高
橋
姦
麻
呂
を
挙
げ
、
又
荒
木
田
楠
千
代
氏

は
田

口
益

人
を
挙
げ
、
彼

等
宮
人
が
東
国
に
お
い
て
蒐
集

し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
説
を
述
べ
て
お
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭
　
　
　
　
⑮

れ
る
け

れ
ど
も
、

い
ず

れ
も
、
水
島
氏
、
大
久
保
氏
も
言
わ
れ
る
如
く
、
国
土

判
明
歌
が
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
国
土
判
明
歌
が
所
属
の
明
瞭

な
地
名

を

有
す

る
歌

に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
未
勘
国
歌

の
中

に
東
国
で
蒐
集

し
た
と
す

る
時

に
は
そ

の
所
属
が
不
明

で
あ

っ
た
筈

が
無

い
と
老
え
ら
れ
る
歌

が
か
な
り

含

ま
れ
て
い
る
こ
と
等

か
ら
首
肯
し
難
く
、
か
と
言

っ
て
、
市
川
寛
氏

の
言
わ

　
　
　
　
⑯

れ
る
如

く
、
防
人
よ
り
の
聞

き
書
き
と
す
る
説

も
、
国
土
未
勘
歌
が
過

半
数

も

あ
る
こ
と
、
国
土
判

明
歌
が
所
属

の
明
瞭
な
地
名

を
有
す

る
歌
に
限

ら
れ
て
い

る
こ
と
、

に
対
す
る
疑

問
を
解
消
す
る

こ
と
が
出
来
ず
、
首
肯
す
る
こ
と
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

五



　
　
　
　
　

万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

来

な
い
。
福

田
良
輔
博
士
は
、
巻
十
四

に
使
用
さ
れ
て
い
る
仮
名
字
母

の
考
察

か
ら
、
巻
十
四

の
蒐
録
者
及

び
資
料
と
な

っ
た
文
献

が
複
数

で
あ

っ
た
ろ
う

こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
を
述
べ
ら
れ
た
が
、
お
そ
ら
く
万
葉
集
東
歌
の
蒐
録

は
、
大
久
保
氏
も
言

わ

　
　
　

⑱

れ
る
如

く
、
特
定
の
個
人
が

一
時
期

に
蒐
録

し
た
も
の
で
は
な
く
、
長
期

に
わ

た
り
中
央

に
流
入
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
蒐
録

も
数
人

の
手

に
よ

っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
短
歌
体

へ
の
志
向

が
東
歌

の
総

べ
て
に
わ
た

っ
て
加
え
ら
れ
た

の
は
東
歌
編
集
時

に
お
い
て
で
あ

っ
た
ろ
う
。

　

我

々
は
此

処
に
、

口
説
さ
れ
て
い
る
時
点

に
お
け
る
東
歌

の
原
型

(今
仮

に

「
原
東
歌
」
と
呼
ぶ
)
と
、
そ
の
口
論

さ
れ
て
い
た
東
歌

が
何
人
か

の
手
に
よ

り
文
字

に
移

さ
れ
て
、
し
か
し
ま
だ
万
葉
集
巻
十
四
東
歌

と
し
て
編
纂
さ
れ
る

に
は
至
ら
な
い
時
点

に
お
け
る
、
現
在
見

る
東
歌
の
資
料

と
な

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
歌
群

(仮

に

「
元
東
歌
」
と
呼

ぶ
)
と
、
今
見

る
が
如

く
万
葉
集
巻
十
四

を
形
成

す
る
東
歌

(仮

に

「
現
東
歌

」
と
呼

ぶ
)
と
の
三

つ
の
東
歌
発
展
の
段

階

に
お
け
る
相
違

を
考
慮

に
入
れ
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

　

編
纂
さ
れ
る
前

の
歌
の
中
に
は
、
鄙

の
根
元

に
胚

胎
す
る
都
雅

へ
の
志
向
か

ら
、
初
め
か
ら
短
歌
体

で
作
ら
れ
て
い
た
も
の
も
在

っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
都
か

ら
の
流
布
伝
調
に
よ
り
、

そ
の
地
に
謡
わ
れ
て
い
た
短
歌
体
の
も
の
も
在

っ
た

で
あ
ろ
う

し
、
又

口
調

の
間

に
短
歌
体

に
成
長

し
て
い
た
も

の
も
あ

っ
た
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ろ
う
し
、
芸
謡
歌
人
等
に
よ
り
採
択
さ
れ
短
歌
体

に
整
え
ら
れ
て

い
た
も
の
も

あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
原
東
歌
の
記
載
時

に
短
歌

四
六

体

に
整
え
ら
れ
て
い

っ
た
も

の
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
猶

雑
多

な
形

の
歌
群

で
あ

っ
た
と
す
る
の
が
元
東
歌
の
本

当
の
姿

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、

そ
れ
が

万
葉
集
巻
第
十
四
と
い
う
編
纂
意
図
に
よ

っ
て
歌
詞
に
整
理
が
施

さ
れ
、
即
ち

短
歌
体

に
整
え
ら
れ
て
、
現
凍
歌
に
な

っ
て
い

っ
た
。
従
来

の
問
題
点

の
解
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

の
端
緒
は
、
こ
の
よ
う

な
考
え
の
下
に
見

つ
け
る
こ
と
が
出
来

よ
う
。

　

そ
れ

で
は
、
そ
の
よ
う

に
巻
十
四
を
編
纂

し
た
者
は
誰

で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

こ
れ
は
非
常
に
重
要

な
問
題

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
は
や
は
り
従

来
言

わ
れ

て

　
　
　
　
⑳

い
る
如
く
、
大
伴
家
持

が
編
纂

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
信
じ
る
。

そ
し
て
、
今

新

た
に
、
巻
十
四
の
編
纂
者

が
家
持

で
あ
る
と
い
う
仮
説

の
下

に
老
察

を
進

め

て
み
た

い
。

　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
先
述

の
歌
詞

の
整
理
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
今

ま
で
単

に
整
理
と
述

べ
て
来

た
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
過
程
に
お

い
て
、
家
持

の
如
き
高
度
の
文
学
的

趣
味
を
有

す
る
貴
族
が
単
な
る
整
理
に
終

始
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
巻
十
四
の
編
纂
は
読
手
の
享
受

の
為

に
な
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
。

そ
こ
に
は

「見

せ
る
」
為

の
編
纂
意
志
が
あ
る
。
個

の
意
志
が
存

す

る
。
東
歌

の
歌
詞

の
過
程

に
お
い
て
、
そ

の
よ
う
な
意

志
が
高

じ
は
し
な
か

っ

た
か
。
そ
こ
に
或

る

一
つ
の
意
欲

が
働
く

の
は
自

然
の
成
り
行
き

で
あ
る
。
私

は
家
持

に
よ
る
元
東
歌
か
ら
現
東
歌

へ
の
意
欲
的
意
識
的
整
理
-

詠

み
変

え

を
1

考

え
た
い
。
既

に
東

歌
の
表
記

に
お
い
て
は
、
意
義
連
想
の
音
仮
名

・

訓
仮
名

・
変
字
法

の
用
法
か
ら
、
家
持

の

「
書
き
改
め
」

と
い
う

こ
と
が
言

わ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
な
し
に

「
詠

み
変
え
」
と

い
う
こ
と

も

考

え
た
く
思
う
α

　
東
歌

の
中

に

　
　
小

里
な
る
花
橘
を
比
伎
余
治
旦
折
ら
む
と
す
れ
ど
う
ら
若

み
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
五
七
四
)

と
い
う
歌
が
あ
る
。
目
を

つ
け
た
女

の
未
だ
手
を
出
す
に
は
若
す
ぎ
る
と
い
う

讐
喩
歌

で
、
女
を
草
木

に
讐

え
、
契

る
こ
と
を
草

木
を
折

る
こ
と

に
讐

え
て
い

る
点

、

　
　
山

へ
あ
が
れ
ば
霧
島

つ
つ
じ

　
　
見

れ
ば
折
り
た
い
契
り

た
い
　

　

(石
川
県

　
雑
歌
)

　
　

お
姿
吉
野

の
糸
桜
　

一
枝
折

ろ
う
と
思
え
ど
も

　
　

殿
の
物

な
ら
折
ら
れ
ま
い
　
　
　
　
(徳
島
県
　

お
姿
節
)

　
　

わ
た
し

ゃ
外
山
の
日
蔭
の
わ
ら
び

　
　
誰

も
折
ら

ぬ
で
ほ
だ
と

な
る
　
　
　
(岩

手
県
　
外
山
節
)

等
の
民
謡
と
類
型
を
な
す
発

想
で
あ
り
、
民
謡
で
あ

っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

歌
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
こ
の
歌

の
中

に
見
ら
れ
る

「
ひ
き
よ
ぢ

(引
き
塞

ぢ
)
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

と
い
う
語

は
、
小
島
憲
之
博

士
の
御
説

に
従
え
ぱ
漢
詩

な
ど

の
翻
読
語
と
考

え

ら
れ
る
語

で
あ
り
、
到
底
、
漢
詩

な
ど

の
教
養
を
持

ち
得

な
か

っ
た
東
国
民
衆

の
歌
と
考

え
る
こ
と
は
出
来
ず
、
納
得

い
か
な
い
点
を
含
む
。
今

ヒ
キ
ヨ
ヅ
及

び

ヨ
ヅ

の
語

の
あ
る
集
中
の
用
例

を
調

べ
て
見

る
と
、

　
　
　
　
　

万
葉

集
巻
十
四
東
歌
私
見

　
　
ひ
き
よ
ぢ
て

　
　
引
墓
而
折
ら
ば
散
る
べ
み
梅

の
花

袖
に
扱

入
れ

つ
染
ま
ば
染

む
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(巻
八

・
一
六
四
四
、
三
野
連
石
守
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
よ
　
ち

　
　
妹
が
手
を
取
り
て
引
与
治

ふ
さ
手
折
り
吾
が

か
ぎ
す

べ
く
花
咲

け
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(巻

九

・
一
六
八
三
、
舎
人
皇
子
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
よ
ぢ
て

　
　

:
:
た
わ
や
女
に
吾

は
あ
れ
ど
も
引
禁
而
う
れ
も
と
を
を
に
ふ
さ
手
折
り

　
　
吾

は
持
ち

て
ゆ
く
君

が
か
ざ
し

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(巻
十
三

・
三

二
二
一二
、
作
者
不
明
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
よ
ぢ
て

　
　
う

つ
せ
み
は
恋
を
繁

み
と
春
ま
け
て
思

ひ
繁
け
ば
引
肇
而
折
り

も
折
ら
ず

　
　

も
見

る
ご
と
に
こ
こ
ろ
和
ぎ
む
と
繁
山

の
錨
辺

に
生

ふ
る
山
吹

を
屋
戸

に

　
　
引
き
植
ゑ
て
朝
露

に
に
ほ

へ
る
花

を
。
:
.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(巻

十
九

・
四

一
八
五
、
大
伴
家
持
)

　
　

:
:
遙
遙

に
鳴
く
雷
公
鳥
立
ち
潜
く
と
羽
触

に
散
ら
す
藤
浪

の
花
な

つ
か

　
　
　
　
ひ
き
よ
ぢ
て

　
　

し
み
引
馨
而
袖
に
扱

入
れ

つ
染
ま
ば
染

む
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(巻
十
九

・
四

一
九

二
、
大
伴
家
持
)

　
　

・
:
・う
れ
た
き
や
し
こ
窪

公
鳥
暁
の
う
ら
悲
し
き
に
追

へ
ど
追

へ
ど

な
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ぢ
て　
た　
を
り
つ

　
　

し
来
鳴
き

て
い
た
づ
ら
に
地

に
散
ら
せ
ば

す
べ
を
無

み
蓼
而

手
折
都
見
ま

　
　

せ
吾
妹
子
　
　

　
　
　
　

　
　
　

(巻

八

・
一
五
〇
七
、
大
伴
家
持
)

　
　
　
　
　
　
　
　

よ
　
ぢ
　
と
　
り

　
　
青
柳

の
上

つ
枝
与
治
等
理
か
づ
ら
く
は
君
が
屋
戸

に
し
千
年
寿

く
と

そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(巻
十
九

・
四

二
八
九
、
大
伴
家
持
)

と

な

っ
て
お
り
、

ヒ
キ

ヨ
ヅ

の
用
例
全

六
例

の
中
、
巻
十
三
と
十
四

の
作
者
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

明
歌
を

一
応
除
外
す
れ
ば
、
四
例
の
中
半
数

の
二
例
が
家
持

の
用
例
と

い
う
こ

と

に
な
り
、

ヨ
ヅ

は
二
例
共
家
持
の
用
例

で
あ
る
。
こ
れ

に
関
連

し
て
、
集
申

の
題
詞
及
び
左
注
に

「
墓
」

の
字

を
含

む
も
の
を
検
し

て
み
る
と
、
巻

八
の

一

四
六
〇

・
一
四
六

一
の
左
注
、

一
五
〇
七
の
題
詞
、

=
ハ
ニ
七

.
一
六
二
八
の

題
詞
、
巻
十
九

の
四

一
四
二
の
題
詞
、
四

一
四
三
の
題
詞
、
四

二
〇
四

.
四

二

〇
五
の
題
詞
、
四

二
八
九
の
題
詞
、
巻

二
十
の
四
三
〇

三
の
左
注
、
計

八
例

を

挙
げ
る
こ
と

が
出
来
、
そ
の
内

一
四

六
〇

・

一
四
六

一
の
左
注
の
外
Φ
七
例

は

総

べ
て
家
持

の
歌

に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
猶
、

一
四

六
〇

.

一
四
六

一

の
歌
は
題
詞

に
見
ら
れ
る
如
く
紀
女
郎
が
家
持

に
贈

っ
た
歌

で
あ
る
こ
と

(
一

四
六

二

・
一
四
六
三

の
二
首

は
家
持

の
贈
和
歌

で
あ
る
)

を
考

え
る
と
、
「
墓
」

は
家
持

の
好

ん
だ
語

で
あ
る
と
考

え
ら
れ

る
。
以
上
の
こ
と
を
考

え

合

せ

る

と
、
三
五
七
四
に

「
ひ
き
よ
ぢ
て
」
と
歌

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
家
持
の
東
歌

詠

み
変
え
の
軽
微

な
る
証
左
と
考

え
ら
れ
は
す
ま

い
か
。
こ
の
歌

に
用

い
ら
れ

て
い
る

「小
里
」
と

い
う
語
も
、
家
持

の

　
　

天
地
に
足
ら
は
し
照
り
て
吾
が
大
君
敷
き
坐

せ
ば
か
も
楽

し
き
小
里

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

(四

二
七
二
)

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

⑳

と

い
う
歌
の
用
例
と
、
集
中

二
例

の
み
で
あ
り
、
興
味
深

い
。
又

　
　

多
胡
の
嶺

に
寄

せ
綱
延

へ
て
寄

す
れ
ど
も
阿
爾
来
や
し
つ
く
そ
の
か
ほ
よ

　
　

き
こ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(三
四

一
一
)

に
用

い
ら
れ
て
い
る
ア

ニ
と
い
う
語

は
、
「
な

に

(何
∀
」
の
古
形
の
方
言
的

な

四
八

な

ご
り
と
も
考

え
ら

れ
る
が
、
又
漢
文

の
訓
読
か
ら
来

た
語

で
あ
る
と
も
考
え

ら
れ
る
語
で
あ
る
が
、

こ
の
歌
を
除
外
す
る

ア

ニ
の
集

中
例
全
四
例

で
、
旅
人

の
讃
酒
歌

に
見

え
る

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

あ
に

　
　
価
無
き
宝
と
い
ふ
と
も

一
圷
の
濁

れ
る
酒

に
量
ま
さ
め
や
も

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

(巻

三

・
三
四

五
)

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

あ
に

　
　
夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲

み
て
心
を
や
る
に
量
し
か
め
や
も

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

(巻
三

・
三
四

六
)

と
、
笠
女
郎
が
家
持

に
贈

っ
た

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

あ
に

　
　

八
百
日
ゆ
く
浜

の
沙

も
吾
が
恋

に
宣
ま
さ
ら

じ
か
奥

つ
島
守

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

(巻
四

・
五
九
六
)

に
見

え
る
も
の
、
巻
十
六
の
竹
取
翁
歌

に
和

す
る
娘
子
の
歌

の
中
の

一
首

に
見

え
る

　
　

あ
に

　
　

宣
も
あ
ら
じ
己
が
身
の
か
ら
人

の
子

の
言
も
尽
さ
じ
我

も
寄
り
な
む

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

(巻
十
六

・
三
七
九
九
)

と
な

っ
て
お
り
、
使
用

に
偏
向
が
見

ら
れ
る
の
も
注
意
さ
れ
る
。
家
持
と
東
国

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
⑳

語
彙
と

の
関
連

に
つ
い
て
は
、
既

に
諸
氏
に
よ

っ
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、

そ
の

こ
と

か
ら
巻
十
四
の
編
纂
者

に
家
持
を
推
定
し
た
り
す

る
こ
と
も
な
さ
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
又

こ
の
よ
う
に
家
持
の
特

徴
的
語
彙
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
東

歌
に
見
ら

れ
る
と

い
う
こ
と
も
顧
慮
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

家
持

の
詠

み
変

え
を
考
え
る
と
、
斎
藤
茂
吉

が
家
持

の



　
　

針
袋
取
り
上
げ
前

に
置
き
反

さ

へ
ば
お
の
と
も
お
の
や
裏
も
継
ぎ
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(四

一
二
九
)

　
　
竪
様

に
も
彼

に
も
横
様

も
奴

と
そ
吾
は
あ
り
け
る
主

の
殿
門

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(四

一
三

二
)

　
　

鵜
河
立

ち
取
ら
さ
む
鮎
の
其

が
鰭

は
吾

に
か
き
向

け
思

ひ
し
思
は
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(四

一
九

一
)

　
　
卯

の
花

を
腐
す
森
雨
の
水
始

に
寄

る
木
積

な
す
寄
ら
む
児
も
が
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(四

一二

七
)

等

の
歌

を
挙
げ

て
、
声
調
が
小
き
ぎ

み
で
東
歌
の
声
調
と
似

て
い
る
と
指
摘

し

　
　
　
　

⑳

て
い
る
こ
と
も
首
肯
さ
れ
る
し
、
東
歌
が
音
韻

に
お
い
て
防
人
歌
に
比
べ
中
央

語

と

一
致
す

る
事
例

の
多

い
こ
と
、
も
し
く
は
、
浅
見
徹
氏

の
言

わ
れ
る

「
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

念
的
埋
言
」

の
疑

い
も
、
或

る
程
度
納
得

い
く
と
思
わ
れ
る
。
東
歌
の
将
情

の

不

思
議

も
、

こ
の
よ
う

に
考

え
れ
ば
不
思
議
で
は
な
い
。
民
謡
と
仔
情
詩

の
両

面
性

を
持

つ
こ
と
こ
そ
東
歌
真
面
目
な

の
で
は
な
い
か
。
東
歌
は
家
持

の
意
欲

的

な
新

し
い
文
学

的
意

図
に
よ
り
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
詠

み
変
え

は

家
持

の
文
雅

の
楽
し
み
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

四

　
大
伴
家

は
代

々
武
将

の
家
柄

で
あ
る
。
歌
諄

い
の
時
代

の
先
行
と

い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

が
考
え
ら
れ
れ
ば
、
又

一
方

歌
の
家
柄

で
も
あ

っ
た
。
武

将
の
家
柄

で
あ
る
大

　
　
　
　
　
万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

伴
家
は
、
東
国

と
関
係

は
濃

い
。
遅
く
ま

で
朝

廷
に
帰
順
し
な

い
国

々
で
あ

っ

た

「
天
ぎ
か
る
夷
」

の
国
を
治
め
る
に
は
武
力
が
必
要

で
あ
る
。
大
伴

一
族

の

東
国
任
官
が
多

い
の
も
、
そ
の
辺
の
事
情

に
因

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
古
代

に
お
い
て
は
、
言
葉

は
霊
力
を
持

っ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
観

念

が

あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

『
続
日
本
紀
』

に
見
ら
れ
る
国

々
の
歌
舞
を
天
皇
に
奏
上
す
る
儀
式
は
、
元
来

は
歌
に
内

蔵
さ
れ
て
お
る
霊
力
を
天
皇

に
献
じ
て
服
従
を
誓
う
も
の
で
あ

っ
た

　
　
　
　
　
　

⑳

と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
初
め
は
、
戦
闘
を
交
え
征
服

す
る
と
、
そ
の
征
服

し
た

国

々
か
ら
服
属

の
し

る
し

に
奉

ら
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
謀
叛

を
起

こ
す
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
歌

は
、

古
く
は
武

将
の
家
と
し

て
直
接
戦
闘

に
あ
ず
か
る
大
伴
家

に
よ

っ
て
管
理

さ
れ

て
い
た
の
で
あ

る
ま

い
か
。
東

国
は
朝
廷

へ
の
帰
属

の
遅

か

っ
た
国
で
あ
る
。

武
将
の
家
柄

で
あ
り
、
歌

の
家
柄

で
あ
る
大
伴
家

に
、
他
の
国

々
の
歌
群
よ
り

は
幾
分
重
要
な
歌
群

と
し
て
、
東
国
の
歌
群

が
保
存
さ
れ

て
い
た
と

い
う

こ
と

は
十
分
老
え
ら
れ
る
。
私

は
斯
く
推
定
す
る
。
東
歌

は
、
そ
れ
ら
大
伴
家

に
伝

え
ら

れ
て
い
た
東

国
の
歌
群
を
中
心
と
し
て
、
あ
る
時
期

に
家
持

の
意
欲
的
な

新

し
い
文
学

的
意
図

に
よ
り
生

み
出
さ
れ
た
歌
巻
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

単

に
民
謡
と
し
て
取

り
扱
う

べ
き
性
格

の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
か
と
言

っ
て

「東
国
民
衆
の
将
情
詩
-

創
作
的
短
歌
、
個
人
的
文
学
的
短
歌
」
と
言
わ
れ

る
べ
き
性
格

の
も
の
で
も
な
く
、
家
持

の
意
欲

に
よ
り

、
本
来

は
民
謡

で
あ
り

な
が
ら
も
、
詠

み
変

え
と

い
う
個
人
的
情
意
を
賦
与

さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
生
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
九



　
　
　
　
　

万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

れ
変

っ
て
来

た
歌
巻
、
強
い
て
言

え
ば

「
民
謡

と
将
情
詩
と

の
間
」

と
も
言

う

べ
き
歌
巻
な
の
で
は
な
か

っ
た
か
。

い
み
じ
く
も
水
島
氏

の
提
言

さ
れ
た

「
創

作
的
」
、
「
個
人
的
文
学
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
家
持

に
お
い
て
こ
そ
言

わ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
発
生
.が
口
頭
言
語
に
あ

っ
た
掛
詞
は
、
交
字
化
と

い
う
過
程

の
中

に
飛

躍
的
な
成
長

を
遂
げ
る
が
、
そ
の
よ
う

に
文
字
化

さ
れ
整
理
さ
れ
た
歌

を
享
受

し
、
創
作

に
あ
た

っ
て
は
初

め
か
ら
文
字

を
予
想
す

る
者
達
の
間

に
う

け
入

れ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
更

に
成
長
を
遂
げ
、
古
今
集
時
代
の
掛
詞

へ
と
発
達

し

て
ゆ
く
。
我

々
は
そ
の
途
に
家
持

の
如
き
文
雅
の
楽

し
み
を
営
む
者

を
位
置

せ

し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
平
安
朝
歌
風

へ
の

つ
な
が
り
と
同
時

に
、
掛
詞

の
問

題

も
よ
ど
み
な
き
流
れ
の
中
に
把

え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
家
持

は
東
国

の
歌

に

影
響
を
受
け
、
東
国
語
を
受
け
入

れ
な
が
ら
、
詩
想

は
や
は
り
万
葉
第

四
期

の

歌
人
と
し
て
平
安
朝

に
近
い
も
の
で
あ

っ
た
。
東
歌
と

は
全
く
異
な
る
詩
想
を

有

す
る
家
持

が
東
歌

に
接

す
る
時
、
彼
は
新
鮮

な
感
動

に
魂
を
ゆ
り
動

か
さ
れ

た
に
違

い
な
い
。
又
、
民
謡
と
し

て
の
東
歌

の
、
周
囲

の
景
物

か
ら
謡

い
始

め

て
心
情

の
陳
露

に
転
換

し
て
ゆ
く
そ
の
意
の
受

け
取
り
方
、
景
物

を
心
の
中

の

も
の
に
置
き
換
え

て
ゆ
く
や
り
方

に
、
興
味
を
喚
起
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
景
物

に
対
し
て
、
最
早
感
動
的

に
、
意
欲
的

に
己
を
対

せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、

内
省
的

な
観
照

の
世
界

へ
と
変
転
し

つ
つ
あ

っ
た
当
時

の
歌
人
故
で
あ

っ
た
。

東
歌
の
、
景
物

か
ら
引
き
起

こ
さ
れ
た
第

一
人
称
我

の
心
情
を
第

二
人
称
汝

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

表
出
す

る
連
関
の
相

を
、
詠

み
変
え
と
い
う

そ
れ
ら

の
領
域

か
ら
離

れ
た
領
域

に
お
い
て
見
る
こ
こ
ろ
の
在
り
方

は
、
幾
分
古
今
の
在
り
方

に
近

い
。
歌

の
場

へ
の
依
存
が
断
ち
切
ら

れ
て
い
る
が
故

に
、
そ

の
よ
う
な
詠

み
変

え
に
お
け
る

景
物
と
心
情
と
の
対
立
的
把
握
と
元
東
歌

の
短
歌
体

へ
の
志
向

は
、
心
情
を
導

き
出
す
為

の
景
物

と
い
う
、
民
謡
と
は
逆
の
発
想
を
生
ん
で
ゆ
く
。

そ
れ

は
古

今
集

の
、
観
念
の
世
界

の
中

に
事
物

を
把

え
て
ゆ
く
発
想

へ
と
連
結

し
て
ゆ
く

も

の
で
あ

っ
た
。

　

い
ず
れ

に
せ
よ
、
東
歌

の
掛
詞
は
上
述
の
よ
う
な
過
程
の
中

に
成
長

し
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
東
歌

の
野
情
も
亦
、
そ
の
中

に
成
長

し
て
き
た
も
の
で
あ
る

と
老

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方

か
ら
す
れ
ば
、
「
東
歌

の
ほ
と
と
ぎ
す
」

(『
万
葉

の
伝
統

』
所
収
)
と

い
う
論
致
に
お
い
て
大
久

保
正
氏
が
す

ぐ
れ
た
見

解

を
御
示

し
に
な

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
と
ぎ
す

　
　
信
濃
な
る
須

賀
の
荒
野

に
窪
公
鳥
鳴

く
声
聞
け
ば
時
過
ぎ
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
三
五
二
)

の
歌

に

つ
い
て
も
、

一
応
元
東
歌
の
家
持

に
よ
る
改
作

で
は
な
い
か
と

い
う
疑

い
が
持
た

れ
る
。
愛

す
る
男
女

の
相
会

う
時

の
経
過
を
嘆

じ
た
。

　
　
天

の
原

ふ
じ
の
柴

山
こ
の
く
れ
の
時
移

り
な
ば
逢
は
ず

か
も
あ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
三
五
五
)

　
　
中
麻
奈

に
浮
き
を
る
船

の
こ
ぎ
出

な
ば
逢

ふ
事
難
し
今

日
に
し
あ
ら
ず
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(三
四
〇

一
)



　
　
彼

の
子

う
と
宿
ず
や
な
り
な
む
は
だ
す
す
き
宇
良
野

の
山

に
月
片
寄

る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
三
五
六
五
)

等
の
歌
と
類
想

の
歌
だ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
或
い
は
、
折

口
信
夫
の
言

う
如

遍

田
の
為
事
と
関
係
あ
る
歌

だ

っ
た

か
も
知

れ
な
い
・
そ

の
よ
う
に
・
た
ま

た
ま
民
謡
と
し

て
の
元
東
歌

に
謡

い
込
ま
れ

て
い
た
ほ
と
と
ぎ
す
を
、
集
中

に

お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
を
謡

ん
だ
歌
百
五
十
六
首

の
中

の
六
十
三
首

を
詠
作

し
た

と
見
ら

れ
る
家
持
が
、
伝
統
的
な

ほ
と
と
ぎ
す
の
風
雅

の
発
想
を
基
盤

と
し
た

興
味

か
ら
取
り
上
げ
て
、
風
雅

の
美

意
識
で
も

っ
て
改
作
し
た
も
の
と
考

え
ら

れ
な
く
も
な
い
。

　
東
歌

の
解

釈

に
あ
た

っ
て
は
、
原
東
歌
と
し
て
の
口
説
時
を
想
像

し
、
そ
れ

が
元
東
歌
と
し
て
記
載

さ
れ
、
そ
し
て
現
東
歌

へ
と
編
纂

さ
れ
て
ゆ
く
、
そ
の

過
程
を
考
慮
に
入
れ
て
、
真
意

に
せ
ま
る
べ
き
も

の
と
思
わ
れ
る
。

注①

佐
竹
昭
広
氏

「
独
り
の
み
き
ぬ
る
衣

の
」
『
万
葉
』
創

刊
号
。

②
　

こ
の
歌

に

つ
い
て
は
、

沢
潟
久
孝
博
士
の

『
万
葉
集
新
釈
』
の
考
え
が

　
妥
当

の
よ
う

に
思
う
。

③

土
橋
寛
博
士

『
古
代

歌
謡
と
儀
礼

の
研
究
』
四
七
八
頁
参
照
。

④
　
注
①

に
同
じ
。

⑤

『
日
本
文
学
大
辞
典
』

(新
潮
社
)

の

「
東
遊
歌
」

の
項

(藤
田
徳
太
郎

　
　
　
　
万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

　

氏
解
説
)
参

照
。

⑥

注
⑤
、

及
び
折

口
信
夫
博
士
に
よ

る

『
万
葉

集
総
釈
』
巻
十
四
の
こ
の

　

歌

の

「
鑑
賞
」

の
条
参
照
。

⑦

志
田
延
義
博
士

「
万
葉

集
の
歌
謡
」

(『
万
葉
集
大
成
7
』
所

収
)

の
所

　

説
参
照
。

⑧

参
考

ひ

る
に
な

っ
た
の
に

ま
だ
荻
取
れ
ぬ

今
日
の
わ

っ
は
か

　
　
　
　
　

日
が
暮
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(宮
城
県
　
木
伐
り
唄
)

⑨

歌

で
や
ら
か
せ
こ
の
位

な
仕
事

仕
事

苦
に
す
り

ゃ
日
が
永
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(宮
城
県
　
刈
干
切
歌
)

　

と

い
う
よ
う
な
わ
け
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
三
三
五
五
の
歌
な
ど

は
、
労

　

働
歌
と
し
て

　
　

早
よ
田
を
植

え
て
農
休

み
　

お
色
男

と
大
塚
沼
の
蓮
の
花
見

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(山
梨
県
　
草
取
歌
)

　

の
歌
の
類
の
よ
う

に
、
労
苦
を
忘
れ
さ
せ
て
能
率
を
高
め
る
た
め
に
、
古

　
代

の
東
国
地
方

に
お
い
て
好
ん
で
謡

わ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑩

土
屋
文

明
氏

『
万
葉
集
私
注
』
巻
第
十
四
の

こ
の
歌
の
条
参
照
。
土
屋

　

氏
の
意
見

と
私
見

で
は

「
嶺
ろ
」

の
あ

つ
か

い
が
異
な
る
。

⑪

巻
十
三

・
三
三

=

あ

「
こ
も
り
く
の

長
谷
小
国

に

よ
ば
ひ
せ
す

　
吾
が

天
皇
よ
　
奥
床
に
　

母
は
睡
た
り
　
外

床
に
　

父
は
森
た
り
　
起
き

　
立
た
ば
　
母
知
り

ぬ
べ
し
　
出

で
行
か
ば
　

父
知
り

ぬ
べ
し
　

ぬ
ば
玉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

一



⑫⑬⑭⑮⑯⑰
　
　

　
万
葉
集
巻
十
四
東
歌
私
見

夜

は
明
け
さ
り
ぬ
　

こ
こ
だ
く
も
　
思
ふ
如

な
ら

ぬ

は
、
女
の
方
か
ら
の
歌
だ
が
参
考
と
な
ろ
う
。

こ
も
り

妻
か
も
」

『
和
歌

史
の
研

究
』
五
七
頁
。

「
万
葉
集
巻
十
四

の
研
究
」
(『
国
文
学

と
日
本
精
神
』
所

収
)

「
万
葉

集
巻
十
四
成
立
孜
」
(
『
国
語
国
文
研
究
』
第
十
三
号
)

「
万
葉
集
東
歌
の
分
類

に
つ
い
て
」
(『
国
語
国
文
研
究
』
第

二
十
九
号
)

「
東
歌
防
人
歌

の
蒐
録
事
情
に

つ
い
て
」
(『
国
語
国
文
』
第
四
巻

一
号
)

「
仮
名
字
母
よ
り
見
た

る
万
葉
集
巻
十
四

の
成
立
過
程

に

つ

い

て
」

　

(『
万
葉
』
第
五
号
)

⑱

注
⑮

に
同
じ
。

⑲

「
芸
謡
歌
人
」
と

い
う
語
は
未
だ
誰
も
言

っ
て
い
な
い
が
、
大
浜
厳
比

　
古
先
生
が
談
話

の
申

で
用

い
て
お
ら
れ
た

の
で
、
借
用
し
た
。

⑳

古
今
六
帖
歌
の
供
給
源
に
伝
承
歌
の
流
れ
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
先

　
覚
の
指
摘
の
通
り

で
あ

る
が
、

そ
の
六
帖

の
万
葉
集
該
当
歌
を
、
中
西
進

　
博
士

の

『
古
今
六
帖

の
万
葉
歌
』
の
調
査
に
よ

っ
て
見

る
と
、

巻
七
や
巻

　
十

・
十

一
等
の
作
者
未
詳
歌
の
該
当
歌
の
多

い
の
に
比

べ
、
巻
十
四

の
該

　
当
歌
は
少
な
く
、
そ

の
辺
か
ら
も
、

口
請
歌
謡
と
し
て
の
東
歌

の
元

の
形

　

は
今
見

る
如
き
歌
体

で
は
な
か

っ
た
よ
う

な
気
が
す
る
。

⑳
　
夙
に
、
巻
十
四
の
編
纂

者
に
大
伴
家
持
を
擬
す
る
説
は
、
新
村
出
博
士

　

『
東
方
言
語
史
叢
考
』
を
始
め
と
し
て
、
井
上
通
泰
博
士

『
万
葉
集
新
考

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

五

二

　
第

五
』
、
鴻
巣
盛
広
氏

『
万
葉
集
全
釈
第
四
冊
』
、
豊
田
八
十
代

氏

『
万
葉

　
集
東
歌

の
研
究
』
、
久
松
潜

一
博
士

『
和
歌
史
総
論
古
代
篇
』
、
沢
潟
久

孝

　
博
士

「
万
葉

集
巻
々
の
性
質
」

(『
万
葉
集

大
成
総

記
篇
』
所
収
)

等
の
諸

　
先
学
が
述

べ
て
お
り
、
最
近

で
は
水
島
義
治
氏

(注
⑭
)

が
従
来

の
諸
説

　
の
詳
細
な
る
検
討
の
下

に
家
持
編
纂

説
を
支
持

し
て
お
り
、
又
大
久
保

正

　
氏

(注
⑮
)
も

東
歌

の
分
類

に

つ
い
て
の
考

察
か
ら
、
家
持
編
纂

説
の
蓋
、

　
然
性
の
大
き
い
こ
と
を

述
べ
て
お
り
、
更

に
福
田
良
輔
博
士

「
表
記
法
か

　
ら
見
た
万
葉
集
巻
十
四

(東
歌
)
の
成
立
に

つ
い
て
」

(『
奈
良
時
代
東
国

　
方

言
の
研
究
』)

は
表
記
法
か
ら
見
て
家
持
説
を
支
持
し

て
い
る
。

⑳

　
こ
れ

に
つ
い
て
は
注
⑳

の
福
田
博
士
の
論
文

に
詳
し

い
。

私

の

い

う

　

「
書
き
改
め
」

と
は
福
田
博
士
の
所

説
と
同
じ

で
、
漢
字
の
義

訓
正
訓
で

　

記
さ
れ

て
い
た
も
の
の
書

き
改

め
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。

⑳

　

「
万
葉
集
歌
表
記
の

一
面
」

(『
万
葉
』
第
二
号
)

⑳

　
こ
の
ほ
か
、
タ

バ
ナ
レ

(集
中

二
例
、
東
歌

三
五
六
九

・
家
持
四
〇

一

　

一
)
、

ヒ
ラ
セ

(集
中

二
例
、
東
歌
三
五
五

一
・
家
持
四

一
八
九
)
、

フ
タ

　

ユ
ク

(集
申

二
例
、
東
歌
三
五
二
六

・
家
持
七
三
三
)
、

モ
リ

ベ

(
地
名

・

　
人
名
を
除
き

て
集
申
三
例
、
東
歌
三
三
九
三

・
家

持
四
〇

一
一
・
四
〇
八

　

五
)
、
　

ヲ
テ
モ
コ
ノ
モ

(集
中

四
例
、
東
歌

三
三
六

一
・
三
三
九
三

・
家

　

持
四
〇

一
一
・
四
〇

=
二
)

の
よ
う
な
語
が
、
東
歌
と
家
持
歌
に
し
か
あ

　

ら
は
れ
な
い
語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。



@
　
武
智
雅

一
氏

「
大
伴
家
持
と
万
葉
集
巻
十
四
と
の
関
係
」
(『
国
語
国
交
』

　
第
九
巻

一
号
)
。
　
蜂
矢
宣
朗
先
生

「
大

伴
家
持
の
語
彙

」
(『
万
葉
』
第
九

　
号
)
。
中
西
進
博
士

「
東
方
の
歌
謡
」

(『
交
学
』
第
三
十
三
巻
ご
号
)
。
遠

　
藤
宏
氏

「
家
持
と
東
国
歌
」
(『
国

語
と
国
文
学
』
第
五
百
六
号
)
。

⑳

『
斎
藤
茂
吉
全
集
第

二
十

一
巻
』
「
万
葉
短
歌
声
調
論
」
。

⑳

　
　「
上
代
の
東
国
狸
言
-
東
歌
防
人
歌
の
解
釈
方
法

に
関
す
る
問

題
ー
」

　

(『
万
葉
』
第
四
十
号
)
参
照
。
巻

二
十
の
防
人
歌

に

つ
い
て
、
家
持
の
添

　
削

の
手
が
加
わ

っ
て
い
る
と
見
る
説
が
あ
る
が
、
防
人
歌

に
お

い
て
は
個

　
人
名
を
付
し
た
も
の
で
あ
り

(そ
れ
故
に
添
削

の
上
を
出

な
い
も
の
で
あ

　
ろ
う
。
)
、
東
歌
に
お
い
て
は
作
者
不
明
の
民
謡

な
の
で
あ
り
音
韻
の
相

違

　
も

そ
こ
に
基
づ

こ
う
。

⑳
▼

高
崎
正
秀
博
士

「
大
伴
旅
人
」
(『
日
本
歌
人
講
座

1
上
古
の
歌
人
』)

一

　

七
四
頁
参
照
。

⑳

『
続

日
本
紀
』
和
銅
三
年
春
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　

シテ

　

ニ

ヒ

ヲ

ノ

　
ニ

　
　

ニ

　ス

　
　
　
丁
夘

。
天
皇
御
二重
閣
門
鱒
賜
二
宴
文
武
百
宮
井
隼
人
蝦
夷

鱒
　
奏

二諸

　
　
　

ノ　　ヲ

　
　
　
方
楽
而

　
　
養
老
元
年
夏
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ニ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ　
　
　
　
　
　
　
　
　ス　
　
　
　
ノ
　
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　

ス

　
　
　
甲
午
。
天
皇
御
昌西
朝
鱒
大
隅
薩
摩

二
国
隼
人
等
。
奏
二
風
俗
歌
憐
叩

　
　
同
年
九
月

　
　
　
　
　
　

ル

ノ

ニ

　
　

ハ

ヨ
リ

カ
タ

　
　
ハ

ヨ
リ

ヵ
タ

　
　
　
甲
寅
。
至
美
濃
国

項
東
海
道
相
模

以
来
。
東
山
道
信
濃

以
来
。
北

　
　
　
　
万
葉

集
巻
十
四
東
歌
私
見

　

　

　

　

ハ　
　
　ヨ
リ
　
　
　カ
タ
ノ
　
ノ
　
　
　
　
　
　
シテ
　
　
　
　
　ニ　
　
　ス
　
　
　ノ
　
　
　
　
ヲ

　

　

　

陸

道

越

申

以

来
。

諸

国

司
等

詣

笛
行

在
所

ゆ
奏

風

俗

之

雑

伎

㊨

⑳

　

『
折

口
信

夫

全

集

』

一
巻

三

七

七
頁

、

三

巻

二

=

二
頁

、

十

二
巻

二

七

　

〇

二

二
〇

一

・
四

五

二

・
四

五

三
頁

。

⑳

　

『
折

口
信

夫

全

集

』

十

三

巻

十

六
頁

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(天

理

大

学

研

究

生
)

五
三


