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は
じ
め
に

　

万
葉
集
に
お
い
て
笠
女
郎
は
歌
人
窪
田
空
穂
を
し
て
「
知
性
の
持
つ
強
さ
と
、

感
性
の
持
つ
柔
ら
か
さ
を
兼
ね
備
へ
て
ゐ
る
人
で
、
そ
れ
が
融
け
合
つ
て
ゐ
る

と
い
ふ
趣
を
持
つ
た
人
で
あ
る
。
同
時
に
歌
才
の
豊
か
な
人
で
、
充
実
し
、
緊

張
し
た
感
を
、
余
裕
を
持
つ
て
細
か
く
現
し
得
る
人
で
、
歌
人
と
し
て
集
中
で

も
傑
出
し
た
一
人
で
あ
る
（
１
）」
と
、
端
的
に
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
集
中
異
彩

を
放
つ
注
目
さ
れ
る
歌
人
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
わ
り
に
人
麻
呂
や
笠
女
郎
以
前
の
歌
人
と
の
具
体
的
な
比
較
や

笠
女
郎
独
自
の
表
現
な
ど
の
研
究
は
部
分
的
に
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。　

　

こ
の
稿
に
お
い
て
は
従
来
論
議
さ
れ
て
き
た
歌
群
の
構
成
、
歌
と
恋
の
進
展

具
合
の
吟
味
、
恋
の
段
階
と
心
理
の
詮
索
な
ど
に
は
一
切
触
れ
な
い
。「
一
」

に
お
い
て
笠
女
郎
の
歌
の
み
に
見
ら
れ
る
語
句
、
ま
た
作
者
と
作
歌
事
情
か
ら

明
ら
か
に
笠
女
郎
以
後
に
作
ら
れ
た
歌
と
の
共
通
の
語
句
（
笠
女
郎
初
出
と
言

え
る
語
句
）
を
列
挙
し
て
、
笠
女
郎
の
表
現
の
開
拓
性
、
独
自
性
を
考
察
す
る
。

ま
た
「
二
」
に
お
い
て
作
者
名
か
ら
明
ら
か
に
笠
女
郎
以
前
の
歌
と
確
定
で
き

る
歌
、
具
体
的
に
は
人
麻
呂
作
歌
と
人
麻
呂
歌
集
の
歌
、
大
伴
旅
人
、
山
上
憶

良
と
そ
の
周
辺
の
歌
と
笠
女
郎
の
歌
と
の
共
通
の
語
句
を
い
く
つ
か
選
ん
で
取

り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
笠
女
郎
の
歌
の
中
で
ど
う
使
わ
れ
、
ど
う
工
夫
さ
れ
て
笠

女
郎
の
歌
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
か
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　

始
め
る
に
あ
た
っ
て
笠
女
郎
の
歌
の
作
ら
れ
た
時
期
を
簡
単
に
確
認
し
て
お

く
。
笠
女
郎
の
歌
は
全
部
で
二
十
九
首
あ
る
。
巻
三
の
比
喩
歌
に
三
首
、
巻
四

の
相
聞
歌
に
二
十
四
首
、
巻
八
の
、
春
と
秋
の
相
聞
に
一
首
ず
つ
で
あ
る
。
こ

れ
ら
巻
三
、
四
、
八
は
ほ
ぼ
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
前
後
の
歌
と
の
関

係
か
ら
笠
女
郎
の
歌
は
天
平
五
年
頃
の
か
な
り
短
い
期
間
に
作
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
は
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一　

笠
女
郎
が
は
じ
め
て
歌
に
使
っ
た
語
句

　

笠
女
郎
が
初
め
て
歌
に
詠
み
込
ん
だ
単
語
と
句
（
五
音
、
七
音
）
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
＊
印
以
下
は
大
伴
家
持
、
坂
上
郎
女
、
湯
原
王
、
大
伴
池
主
、

遣
新
羅
使
等
、
防
人
の
歌
で
、
い
ず
れ
も
笠
女
郎
以
後
に
詠
ま
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。（
坂
上
郎
女
に
は
笠
女
郎
以
前
の
歌
も
あ
る
が
、
当
該
歌
は
巻

四
と
巻
八
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
で
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
か
ら
笠
女
郎

笠
女
郎
の
歌
に
み
る
独
自
の
表
現
と
先
行
歌
人

吉

野

和

子
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の
歌
よ
り
後
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
）

託
馬
野
（
③395

）	

い
ま
だ
着
ず
し
て
（
③395

）

真
野
の
草
原
（
③396

）	

結
び
し
心
（
③397

）

わ
が
形
見
見
つ
つ
偲
は
せ
（
④587

）　　

打
廻
の
里
（
④589

）

待
て
ど
来
ず
け
る
（
④589

）	

知
る
れ
や
（
④591

）

夕
陰
草
（
④594
）	

全
け
む
限
り
（
④595

）

八
百
日
行
く
（
④596
）	

沖
つ
嶋
守
（
④596

）

山
川
も
隔
た
ら
な
く
に
（
④601
）	

心
ゆ
も
我
は
思
は
ず
き
（
④601

）

な
か
れ
（
④606

）　　

鐘
（
④607
）　　

大
寺
（
④608

）

※
こ
の
月
ご
ろ
（
④588

＊
坂
上
郎
女
④723

⑧1560

）

　

立
ち
嘆
く
（
④593

＊
遣
新
羅
使
等
⑮3580

）

　

間
近
き
（
④597

＊
湯
原
王
④640

⑥986
）

　

物
思
（
④602

＊
池
主
⑲4189　

4425

）

　

後
（
④608

＊
防
人
⑳4326

）

　

鴨
の
羽
色
（
⑧1451

＊
家
持
⑳4494

）

　

朝
ご
と
に
（
⑧1616

＊
家
持
⑱4122

）

　　

以
上
の
よ
う
に
万
葉
集
に
お
い
て
笠
女
郎
に
よ
り
初
め
て
歌
の
中
に
使
わ
れ

た
語
句
、
時
に
二
句
に
渡
る
表
現
は
合
計
二
十
三
に
お
よ
ぶ
。
女
郎
の
二
十
九

首
の
歌
の
う
ち
、
十
九
首
に
お
い
て
女
郎
が
初
め
て
用
い
た
語
句
が
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
今
、
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
検
討
を
記
す
余
裕
は
な

い
が
、
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
語
句
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の

中
で
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
し
、
作
者
の
実
感
の
こ
も
る
表
現
と
し
て
現
代
の

我
々
に
も
訴
え
る
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
女
郎
以
前
の
万
葉

集
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
表
現
を
意
図
的
に
変
え
て
新
た
な
表
現
を
試
み
て

い
る
も
の
も
あ
る
。

託
馬
野
に
生
ふ
る
紫
衣
に
染
め
い
ま
だ
着
ず
し
て
色
に
出
で
に
け
り
（
③

395

）

　

た
と
え
ば
、
こ
の
歌
に
お
い
て
「
い
ま
だ
着
ず
し
て
」
は
、
笠
女
郎
以
前
の

歌
に
お
い
て
似
た
よ
う
な
意
味
で
「
い
ま
だ
着
ね
ど
も
」（
人
麻
呂
歌
集
⑦

1296

）「
い
ま
だ
は
着
ね
ど
」（
沙
弥
満
誓
③336

）
と
詠
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
笠
女
郎
は
「
ど
」「
ど
も
」
の
不
確
実
、
不
確
定
、
あ
い
ま
い
さ
を
残
す
表

現
で
は
な
く
「
い
ま
だ
着
ず
し
て
（
全
く
着
て
も
い
な
い
の
に
）」
と
き
っ
ぱ

り
と
言
い
切
る
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
い
ま
だ
着
ず
し
て
」
と
い
う

断
言
的
な
表
現
と
「
色
に
出
で
に
け
り
」
の
気
づ
き
と
詠
嘆
を
表
わ
す
「
け

り
」
と
が
ぴ
っ
た
り
と
呼
応
し
て
「
ま
だ
着
て
も
い
な
い
の
に
、
な
ん
と
も
う

人
目
に
立
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
、
女
郎
の
驚
き
（
呆
れ
）
の
実
感
に
近
い

表
現
に
し
て
い
る
。「
着
ね
ど
も
」
で
は
出
せ
な
い
趣
で
あ
ろ
う
。

衣
手
を
打
廻
の
里
に
あ
る
我
を
知
ら
に
と
人
は
待
て
ど
来
ず
け
る
（
④589

）

　

こ
の
歌
の
「
待
て
ど
来
ず
け
る
」
は
耳
慣
れ
な
い
表
現
だ
が
似
た
表
現
に

「
待
て
ど
来
ま
さ
ず
」
が
あ
る
。
憶
良
作
か
と
言
わ
れ
る
志
賀
白
水
郎
の
歌

（
⑯3860
）
や
手
持
女
王
の
歌
（
③418

）
で
笠
女
郎
以
前
に
す
で
に
使
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
笠
女
郎
は
あ
え
て
「
来
ま
さ
ず
」
と
敬
語
を
使
っ
た
表
現
で

は
な
く
、
気
づ
き
の
「
け
り
」
を
使
っ
て
「
来
ず
け
る
」
と
し
、「
こ
ん
な
に
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近
く
に
私
が
い
る
こ
と
を
、
そ
う
か
、
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
だ
か
ら
あ
の
人

は
来
な
か
っ
た
の
か
」
と
、
他
に
例
の
な
い
、
新
た
な
表
現
を
試
み
て
い
る
。

打
廻
の
里
は
唯
一
の
例
で
固
有
名
詞
で
は
な
く
「
ほ
ん
の
す
ぐ
そ
こ
の
」
と
い

う
意
味
を
込
め
た
笠
女
郎
の
造
語
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
当
っ
て
い
よ
う
。

朝
ご
と
に
我
が
見
る
や
ど
の
な
で
し
こ
が
花
に
も
君
は
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
（
⑧

1616

）

　
「
朝
ご
と
に
」
は
二
例
の
み
で
使
わ
れ
て
い
る
。
他
の
一
例
は
家
持
の
歌
で
、

巻
十
八
に
お
い
て
「
安
佐
其
登
爾
」
と
一
字
一
音
表
記
で
使
っ
て
い
る
。
女
郎

の
原
文
は
「
毎
朝
」
で
あ
る
。
毎
朝
と
い
う
意
味
で
は
「
あ
さ
な
さ
な
」
と
い

う
や
ま
と
こ
と
ば
が
あ
り
、
人
麻
呂
の
二
例
を
初
め
と
し
て
憶
良
（
⑤904

）

家
持
（
③408

）
池
主
（
⑰4010

）
の
他
、
作
者
未
詳
歌
に
も
多
く
、
全
部
で

十
五
首
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
麻
呂
か
ら
後
期
の
歌
ま
で
「
あ
さ
な
さ

な
」
が
使
わ
れ
て
い
る
中
で
、
笠
女
郎
は
あ
え
て
「
朝
ご
と
に
」
を
用
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
毎
朝
自
分
の
庭
に
咲
く
な
で
し
こ
の
花
を
見
な
が
ら
「
あ
あ
、

こ
の
花
が
家
持
さ
ま
で
あ
っ
た
ら
な
あ
」
と
つ
ぶ
や
く
。「
あ
さ
な
さ
な
」
と

さ
ら
り
と
表
現
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
す
で
に
人
麻
呂
ら
に
よ
っ
て
「
見

る
ご
と
に
」「
八
十
隈
ご
と
に
」
な
ど
の
語
に
使
わ
れ
て
い
た
「
ご
と
に
」
を

使
っ
て
「
朝
ご
と
に
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
が
来
る
た
び
に
、
来
る
朝
来

る
朝
、
そ
の
朝
ご
と
に
な
で
し
こ
の
花
を
見
て
は
家
持
の
不
在
を
実
感
し
た
こ

と
が
よ
り
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
女
郎
が
い
か
に
自
分
な
ら
で
は
の
表
現
、

よ
り
自
分
の
気
持
ち
に
近
い
表
現
に
せ
ま
ろ
う
と
し
た
か
が
見
て
と
れ
る
。

わ
が
や
ど
の
夕
陰
草
の
白
露
の
消
ぬ
が
に
も
と
な
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
④594

）

　
「
ゆ
ふ
か
げ
」
は
「
暮
陰　

夕
陰　

夕
影
」
と
し
て
漢
語
に
あ
る
。「
ゆ
ふ
か

げ
草
」
は
笠
女
郎
の
造
語
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
説
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。
実

在
す
る
草
で
は
な
い
。
消
え
入
ら
ん
ば
か
り
の
思
い
を
夕
暮
れ
の
薄
暗
い
陰
に

生
え
て
い
る
草
の
、
し
か
も
そ
の
草
に
置
く
は
か
な
い
露
に
例
え
て
い
る
。
人

麻
呂
歌
集
に
「
水
陰
草
（
⑩2013

）」
が
あ
り
、
こ
れ
も
天
の
川
に
生
え
て
い

る
草
で
実
在
し
な
い
。
造
語
に
も
人
麻
呂
の
影
が
感
じ
ら
れ
る
。「
ゆ
ふ
か
げ
」

は
笠
女
郎
以
後
の
田
村
大
嬢
（
⑧1622

）
家
持
（
⑲4290

）
と
作
者
未
詳
歌

に
三
首
（
⑩2104　

2157　

2159

）
あ
る
。

　

な
お
笠
女
郎
と
作
者
未
詳
の
巻
七
、
十
、
十
一
、
十
二
に
の
み
あ
る
歌
、
お

よ
び
こ
れ
ら
の
巻
の
歌
と
作
歌
事
情
か
ら
明
ら
か
に
天
平
五
年
以
降
の
歌
に
の

み
使
わ
れ
て
い
る
語
句
は
ま
だ
十
例
ほ
ど
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
作
者
未
詳

歌
巻
は
天
平
五
年
以
降
、
万
葉
四
期
の
歌
を
多
く
擁
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
巻
に
あ
る
歌
を
四
期
以
降
と
す
る
こ
と
は
現
在
の
通
説
に
反
す

る
。
今
の
と
こ
ろ
筆
者
に
は
通
説
に
反
論
で
き
る
用
意
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら

の
語
句
を
笠
女
郎
の
初
出
と
し
て
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

二　

笠
女
郎
以
前
の
歌
人
と
共
通
の
語
句
と
表
現

　

笠
女
郎
よ
り
前
の
歌
人
で
、
笠
女
郎
が
も
っ
と
も
多
く
こ
と
ば
を
共
有
し
て

い
る
の
は
、
柿
本
人
麻
呂
で
あ
る
。
作
歌
、
歌
集
歌
あ
わ
せ
て
約
四
六
〇
首
、

圧
倒
的
に
歌
数
が
多
い
人
麻
呂
で
あ
る
か
ら
当
然
の
結
果
と
も
い
え
る
が
、
あ

ら
た
め
て
人
麻
呂
が
い
か
に
多
く
の
こ
と
ば
や
概
念
を
歌
に
定
着
さ
せ
た
か
が

認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
つ
い
で
山
上
憶
良
。
憶
良
以
前
の
作
者
で
は
人
麻
呂
が
圧
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倒
し
て
お
り
、
わ
ず
か
に
弓
削
皇
子
（「
痩
す
」「
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
」）、
藤
原

宇
合
（「
忘
れ
か
ね
つ
も
」）
が
あ
る
。
そ
の
他
に
は
大
宰
府
以
降
の
大
伴
旅
人
、

余
明
軍
、
丹
生
女
王
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

以
下
、
特
徴
的
な
こ
と
ば
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
。

Ⅰ　

人
麻
呂
が
使
っ
て
い
る
こ
と
ば

１　

お
も
か
げ

陸み
ち
の
く奥
の
真
野
の
草か
や
は
ら原
遠
け
ど
も
面
影
に
し
て
見
ゆ
と
い
ふ
も
の
を
（
③396

）

夕
さ
れ
ば
物も
の
も
ひ思
ま
さ
る
見
し
人
の
言こ
と

問と

ふ
姿
面
影
に
し
て
（
④602

）

　

笠
女
郎
は
二
首
に
「
お
も
か
げ
」
を
用
い
て
い
る
。

　

万
葉
で
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
人
麻
呂
歌
集
（
一
例
の
み
）
に
お
い
て
で
あ

る
。

今
作
る
斑ま
だ
ら

の
衣こ
ろ
も

面
影
に
我
に
思
ほ
ゆ
い
ま
だ
着
ね
ど
も
（
⑦1296

）

　
「
お
も
か
げ
」
は
万
葉
集
全
体
で
は
十
四
首
に
使
わ
れ
て
い
る
。
全
体
に
面

影
に
見
る
の
は
妹
や
子
ら
、「
妹
の
ゑ
ま
ひ
」
で
あ
っ
て
画
一
的
で
あ
る
。
笠

女
郎
が
面
影
と
し
て
見
る
の
は
「
陸
奥
の
真
野
の
草
原
」
で
あ
り
、「
見
し
人

（
家
持
）
の
言
問
ふ
姿
」
で
あ
る
。「
真
野
の
草
原
」
は
集
中
唯
一
の
例
で
、
真

野
は
都
か
ら
陸
奥
国
の
国
府
、
多
賀
城
へ
の
通
り
道
に
あ
た
る
。（
現
在
の
南

相
馬
市
（
２
））
こ
の
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
陸
奥
は
実
感
と
し
て
現
在
よ
り
は
る

か
に
遠
い
所
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
そ
ん
な
地
の
果
て
の
よ
う
な
陸
奥
の
真

野
の
草
原
で
さ
え
、
遠
い
け
れ
ど
も
面
影
に
し
て
見
え
て
く
る
の
に
、
近
く
に

い
る
は
ず
の
あ
な
た
が
一
向
に
見
え
て
こ
な
い
」
と
、
も
ど
か
し
さ
を
訴
え
る
。

ま
た
倒
置
法
を
使
っ
た602

歌
で
は
「
夕
方
に
な
る
と
ひ
と
し
お
物
思
い
が
つ

の
り
ま
す
。
愛
し
い
家
持
さ
ま
が
私
に
話
し
か
け
て
く
だ
さ
る
お
姿
が
心
に
浮

か
ん
で
」
と
詠
う
。
心
に
思
い
浮
か
べ
る
「
面
影
」
は
、
た
だ
顔
と
か
姿
で
は

な
く
、「
言
問
ふ
姿
」
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
で
あ
り
、
動
き
の
あ
る
映
像
で

あ
っ
て
、
よ
り
個
人
的
な
体
験
と
し
て
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
人
麻
呂
歌
集
の
歌
で
は
「
面
影
に
見
ゆ
」
で
あ
る
が
笠
女
郎
は
「
面
影

に
し
て
見
ゆ
」
で
あ
る
。
岩
波
古
語
辞
典
に
よ
る
と
、「
に
し
て
」
の
「
し
」

は
「
有
り
」
の
意
の
古
語
で
あ
る
と
い
う
。「
面
影
に
し
て
」
は
「
面
影
に

あ
っ
て
」
の
意
と
な
ろ
う
か
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』
で
は
「
面

影
に
浮
か
ん
で
」
と
訳
し
て
い
る
。
面
影
が
よ
り
印
象
と
し
て
強
調
さ
れ
、
情

景
や
姿
を
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

　

笠
女
郎
は
人
麻
呂
歌
集
の
歌
の
「
面
影
」
と
い
う
こ
と
ば
に
刺
激
を
受
け
て
、

自
分
の
歌
に
と
り
い
れ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
面
影
と
い
う
こ

と
ば
を
拝
借
し
た
だ
け
で
な
く
、
当
時
役
人
の
移
動
な
ど
で
広
が
り
始
め
て
い

た
地
方
の
風
物
を
巧
み
に
取
り
入
れ
て
比
喩
と
す
る
方
法
も
人
麻
呂
の
歌
か
ら

学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
（
３
）。
都
人
に
は
遠
い
、
し
か
し
や
や
ロ
マ
ン
を
か
き
た
て
て

人
々
の
口
に
上
っ
た
で
あ
ろ
う
陸
奥
と
い
う
地
方
を
取
り
上
げ
そ
の
景
と
し
て

想
像
を
広
げ
、
し
か
も
一
面
の
す
す
き
の
原
と
い
う
容
易
に
心
に
描
け
る
具
体

的
な
物
に
焦
点
を
あ
て
て
比
喩
と
し
て
い
る
。

２　

か
た
み

わ
が
形
見
見
つ
つ
偲
は
せ
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
わ
れ
も
思
は
む
（
④

587

）
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「
か
た
み
」
は
集
中
二
十
四
例
あ
る
。
う
ち
人
麻
呂
作
歌
に
四
例
、
人
麻
呂

歌
集
歌
に
三
例
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
人
を
偲
ぶ
歌
の
中
で
五
例
、
不
在
の
相
手

を
し
の
ぶ
歌
に
二
例
で
あ
る
。
人
麻
呂
が
好
ん
で
使
っ
た
こ
と
ば
と
い
え
る
。

ま
た
「
か
た
み
」
の
指
す
も
の
は
衣
が
八
例
、
植
物
が
六
例
、
場
所
が
四
例
、

残
さ
れ
た
子
ど
も
、
鏡
が
各
二
例
、
た
だ
「
も
の
」
と
あ
る
の
が
一
例
で
あ
る
。

二
十
四
例
の
う
ち
、
人
麻
呂
歌
集
の
旋
頭
歌
（
⑦1276

）
と
志
貴
皇
子
へ
の

金
村
の
挽
歌
の
或
本
歌
（
②233
）
で
は
「
形
見
」
と
「
見
つ
つ
偲
ぶ
」
が
一

首
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
。

池
の
辺
の
小
槻
が
下
の
篠
な
刈
り
そ
ね
そ
れ
を
だ
に
君
が
形
見
に
見
つ
つ
偲
は

む
（
⑦1276

）

高
円
の
野
辺
の
秋
萩
な
散
り
そ
ね
君
が
形
見
に
見
つ
つ
偲
は
む
（
②233

）

　

こ
の
二
首
は
下
二
句
「
君
が
形
見
に
見
つ
つ
偲
は
む
」
が
全
く
同
じ
で
あ
る

だ
け
で
な
く
植
物
（
篠
、
萩
）
を
君
の
形
見
と
し
、
そ
れ
を
見
て
偲
ぶ
の
で
刈

ら
な
い
で
く
れ
、
散
ら
な
い
で
く
れ
と
い
う
表
現
も
似
て
い
る
。
こ
れ
ぞ
類
歌

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
志
貴
皇
子
が
没
し
た
の
は
霊
亀
元
年
（
７
１
５
年
、
続
日

本
紀
に
よ
る
と
二
年
）
で
あ
る
か
ら
平
城
遷
都
以
前
に
没
し
た
と
い
わ
れ
る
人

麻
呂
の
旋
頭
歌
が
先
行
し
て
い
る
。

　
「
形
見
」
を
見
て
不
在
の
相
手
を
偲
ぶ
の
は
ご
く
当
た
り
前
の
よ
う
で
あ
る

が
、
万
葉
集
の
中
に
「
形
見
」
と
「
見
つ
つ
偲
ぶ
」
が
並
列
し
て
詠
わ
れ
て
い

る
の
は
こ
の
二
首
と
笠
女
郎
の
歌
し
か
な
い
。
ま
た
同
じ
「
形
見
」
と
「
見
つ

つ
偲
ぶ
」
で
は
あ
る
が
、
笠
女
郎
の587

歌
で
は
「
君
が
形
見
」
で
は
な
く

「
わ
が
形
見
」
で
あ
り
、
形
見
を
見
て
偲
ぶ
の
は
自
分
で
は
な
く
相
手
で
あ
る
。

相
手
に
「
見
つ
つ
偲
は
せ
」
と
敬
語
で
は
あ
る
が
命
令
し
て
い
る
。
二
十
四
例

の
「
形
見
」
に
お
い
て
誰
の
形
見
で
あ
る
か
を
見
て
み
る
と
、「
妹
・
吾
妹
子
」

（
十
一
例
）、「
君
・
吾
背
子
」（
六
例
）
あ
わ
せ
て
相
手
の
形
見
を
詠
う
の
が
十

七
首
、
第
三
者
で
あ
る
「
吾
王
・
母
」
の
形
見
と
し
て
詠
う
の
が
各
一
首
で
、

自
分
の
形
見
を
詠
う
の
は
当
該
歌
を
含
め
て
五
首
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
三
首
は

「
わ
が
形
見
」
と
い
う
こ
と
ば
は
使
っ
て
い
な
い
。
笠
女
郎
以
後
の
湯
原
王

（
④636

）
狭
野
弟
上
娘
子
（
⑮3753

）
中
臣
宅
守
（
⑮3765

）
の
歌
で
あ
る
。

「
吾
形
見
」
を
使
っ
て
い
る
の
は
次
の
一
首
で
あ
る
。

ま
そ
鏡
見
ま
せ
我
が
背
子
わ
が
形
見
持
て
ら
む
時
に
逢
は
ざ
ら
め
や
も
（
⑫

2978

）

　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
れ
ば
鏡
に
は
人
の
魂
や
姿
形
が
宿
る
と
い
う

古
代
の
思
考
に
の
っ
と
り
、「
あ
な
た
が
こ
の
形
見
を
手
に
取
り
さ
え
し
た
ら
、

鏡
の
中
に
宿
る
私
の
姿
に
い
つ
で
も
逢
え
る
で
は
な
い
か
」
と
い
う
歌
で
あ
る

と
す
る
。
形
見
の
鏡
を
渡
し
な
が
ら
や
さ
し
く
相
手
を
慰
め
て
い
る
。

　

一
方
、
笠
女
郎
は
形
見
が
何
で
あ
る
か
に
は
全
く
触
れ
ず
、
い
き
な
り
「
わ

が
形
見
」
と
詠
い
だ
し
、「
見
つ
つ
偲
ば
せ
」
と
、
上
二
句
で
一
文
を
完
成
、

「
私
が
差
し
上
げ
た
あ
れ
、
私
の
形
見
と
し
て
、
そ
れ
を
見
て
私
を
思
い
出
し

て
」
と
、
嘆
願
、
い
や
命
令
し
て
い
る
。
そ
し
て
下
句
で
「
私
も
い
つ
ま
で
も

ず
っ
と
あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
続
け
ま
す
」
と
自
分
の
気
持
ち
を
そ
え
て
い
る
。

自
分
の
形
見
と
し
て
相
手
に
差
し
出
す
歌
で
、
先
に
あ
げ
た
湯
原
王
の
歌
が
あ

る
。
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我
が
衣
形
見
に
奉
る
し
き
た
へ
の
枕
を
離
け
ず
ま
き
て
さ
寝
ま
せ
（
④636

）

　

こ
の
歌
で
は
自
分
の
衣
を
相
手
に
奉
っ
て
、
枕
か
ら
離
さ
ず
身
に
ま
と
っ
て

お
休
み
く
だ
さ
い
と
、
別
れ
に
際
し
て
形
見
の
衣
を
差
し
出
し
な
が
ら
丁
寧
な

こ
と
ば
で
相
手
を
な
だ
め
る
よ
う
な
歌
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
と
比
較
し
て

み
て
も
笠
女
郎
の
歌
の
大
胆
な
表
現
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
よ
う
。

３　

恋
ひ
渡
る

う
つ
せ
み
の
人
目
を
繁
み
石
橋
の
間
近
き
君
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
④597

）

朝
霧
の
お
ほ
に
相
見
し
人
ゆ
ゑ
に
命
死
ぬ
べ
く
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
④599

）

伊
勢
の
海
の
磯
も
と
ど
ろ
に
寄
す
る
波
畏
き
人
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
④

600

）

　
「
恋
ひ
渡
る
」
は
五
十
二
首
に
使
わ
れ
て
い
る
。
人
麻
呂
歌
に
一
首
（
②

200

）
人
麻
呂
歌
集
歌
に
九
首
あ
り
、
人
麻
呂
以
前
に
は
な
い
。
こ
の
う
ち

「
恋
ひ
渡
る
か
も
」
と
結
句
で
結
ぶ
歌
は
全
体
の
半
数
、
人
麻
呂
作
歌
に
一
首
、

人
麻
呂
歌
集
歌
に
五
首
あ
り
、
笠
女
郎
に
三
首
あ
る
。「
恋
ひ
渡
る
」
は
、
思

い
の
丈
を
歌
に
し
て
家
持
に
贈
っ
て
も
、
あ
ま
り
報
わ
れ
な
か
っ
た
笠
女
郎
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
麻
呂
の
恋
ひ
渡
る
状
況
は
「
日
月

も
知
ら
ず
」「
夜
昼
と
い
は
ず
」「
逢
は
ぬ
日
ま
ね
み
」「
千
重
し
く
し
く
に
」

「
根
深
め
て
」「
人
に
知
ら
え
ず
」
と
、
さ
す
が
に
形
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が

画
一
的
と
も
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
笠
女
郎
の
恋
い
渡
る
状
況
は
「
川
の
流

れ
に
渡
し
た
石
の
橋
を
ポ
ン
と
渡
る
、
そ
れ
ほ
ど
近
く
に
い
る
あ
な
た
な
の
に

人
目
が
多
く
て
逢
え
な
い
も
ど
か
し
い
気
持
ち
で
」（597

）
ま
た
「
朝
霧
に
包

ま
れ
て
い
る
よ
う
に
ほ
の
か
に
お
逢
い
し
た
人
だ
か
ら
こ
の
ま
ま
で
は
死
ん
で

し
ま
う
か
と
思
う
ほ
ど
」（599

）「
神
の
国
、
伊
勢
の
海
の
岩
場
に
ド
ド
ー
ン

と
う
ち
寄
せ
る
波
の
よ
う
に
恐
れ
多
く
図
り
が
た
い
人
に
恋
し
て
し
ま
っ
た
と

自
嘲
的
な
思
い
で
」（600

）
と
、
状
況
や
心
持
を
具
体
的
に
こ
と
ば
に
し
て
、

「
恋
ひ
渡
る
か
も
」
と
詠
嘆
の
気
持
を
こ
め
て
片
時
も
頭
を
離
れ
ず
恋
い
続
け

て
い
る
自
分
を
描
い
て
い
る
。

４　

わ
が
恋
ひ
渡
る

白
鳥
の
飛
羽
山
松
の
待
ち
つ
つ
そ
我
が
恋
ひ
わ
た
る
こ
の
月
ご
ろ
を
（
④

588

）

　
「
恋
ひ
渡
る
」
三
例
の
他
に
も
う
一
例
、「
吾
恋
ひ
渡
る
」
が
あ
る
。「
私
、

ず
う
っ
と
恋
い
し
た
っ
て
思
い
続
け
て
い
る
ん
で
す
」
と
、「
わ
が
」
を
添
え
、

私
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
が
、
全
体
で
は
六
例
、
人
麻
呂
歌
集
歌
に
一
例
あ
る
。

千
沼
の
海
の
浜
辺
の
小
松
根
深
め
て
我
恋
ひ
わ
た
る
人
の
子
ゆ
ゑ
に
（
⑪

2486

）

　

序
詞
の
松
か
ら
人
麻
呂
は
「
根
」
を
、
笠
女
郎
は
「
待
つ
」
を
縁
の
こ
と
ば

と
し
て
導
き
「
わ
が
恋
ひ
渡
る
」
に
つ
な
げ
て
い
る
。「
待
ち
つ
つ
」
は
人
麻

呂
が
死
に
臨
ん
で
詠
ん
だ
歌
「
鴨
山
の
岩
根
し
ま
け
る
我
を
か
も
知
ら
に
と
妹

が
待
ち
つ
つ
あ
る
ら
む
」（
②223

）
に
あ
る
。

　
「
恋
ひ
渡
る
」
を
使
う
歌
は
集
中
五
十
二
首
も
あ
る
が
、「
こ
の
月
ご
ろ
を
」

と
、
恋
い
し
く
思
い
続
け
て
い
る
期
間
ま
で
歌
に
し
て
い
る
の
は
笠
女
郎
の
み

で
あ
る
。
女
郎
は
こ
こ
数
日
で
も
な
く
、
数
週
に
わ
た
っ
て
で
も
な
く
、
も
う

幾
月
も
の
間
、
家
持
の
訪
れ
を
待
ち
な
が
ら
恋
し
い
思
い
を
抱
き
続
け
て
い
る
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と
言
う
。
具
体
的
な
表
現
で
あ
り
実
感
が
こ
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
わ
が
恋

ひ
渡
る
」
と
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
状
況
の
自
分
を
客
観
的
に
見
て
い
る
様

子
が
わ
か
る
。
類
型
的
な
恋
歌
か
ら
個
人
の
思
い
の
発
露
と
し
て
進
化
さ
せ
て

い
る
の
だ
。「
根
深
め
て
」（
③397

⑪2486

）「
白
鳥
の
」（
④588

⑨1687

）

は
人
麻
呂
歌
集
歌
と
笠
女
郎
の
み
が
使
っ
て
い
る
。

５　

君
に
恋
ひ

君
に
恋
ひ
い
た
も
す
べ
な
み
奈
良
山
の
小
松
が
下
に
立
ち
嘆
く
か
も
（
④

593

）

　
「
君
に
恋
ひ
」
を
初
句
に
置
く
歌
は
六
例
あ
る
。
作
者
、
出
典
の
わ
か
る
歌

は
人
麻
呂
歌
集
に
一
例
（
⑪2409

）
と
余
明
軍
の
、
旅
人
が
没
し
た
時
の
歌

（
③456

）
に
あ
る
。

君
に
恋
ひ
う
ら
ぶ
れ
居
れ
ば
く
や
し
く
も
わ
が
下
紐
の
結
ふ
手
い
た
づ
ら
に

（
⑪2409

）

君
に
恋
ひ
い
た
も
す
べ
な
み
蘆
鶴
の
音
の
み
し
泣
か
ゆ
朝
夕
に
し
て
（
③

456

）

　

笠
女
郎
の
歌
は
余
明
軍
の
歌
と
上
二
句
が
同
じ
で
あ
る
。
上
二
句
が
同
じ
な

の
は
こ
の
二
首
の
み
で
あ
る
。
不
在
の
家
持
を
恋
い
慕
う
笠
女
郎
の
気
持
ち
は

亡
く
な
っ
た
旅
人
を
慕
う
資
人
、
余
明
軍
の
気
持
ち
「
あ
な
た
が
恋
し
い
、
恋

し
く
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
恋
し
い
思
い
を
抱
い

て
「
う
ら
ぶ
れ
居
る
」
の
で
は
な
く
「
い
た
も
す
べ
な
み
」
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
な
が
ら
、
せ
め
て
家
持
の
家
の
近
く
に
と
、
奈
良
山

に
行
き
、
小
松
の
下
に
立
っ
て
嘆
く
の
で
あ
る
。
な
ぜ
小
松
の
下
な
の
か
。
旅

人
が
没
し
た
時
、
余
明
軍
が
比
喩
歌
（
③394

）
に
お
い
て
家
持
の
こ
と
を
小

松
に
た
と
え
て
い
る
こ
と
が
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

ち
な
み
に
「
君
に
恋
ひ
」
を
初
句
に
持
つ
残
り
の
三
首
は
巻
十
と
巻
十
一
に

あ
り
、「
う
ら
ぶ
れ
居
れ
ば
」（
⑩2143

）「
萎
え
う
ら
ぶ
れ　

我
が
居
れ
ば
」

（
⑩2298

）「
寝
ね
ぬ
朝
け
に
」（
⑪2654

）
で
あ
っ
て
「
い
た
も
す
べ
な
み
」

と
続
く
歌
は
な
い
。「
い
た
も
す
べ
な
み
（
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
じ
っ
と
し

て
い
ら
れ
ず
）」
に
続
く
下
三
句
は
家
を
出
て
奈
良
山
ま
で
歩
く
と
い
う
動
き

を
想
像
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
歩
み
は
小
松
の
下
で
ぴ
た
っ
と
止
ま
る
。
焦
点

を
合
わ
さ
れ
た
小
松
の
下
に
は
笠
女
郎
が
立
っ
て
い
る
。「
立
ち
嘆
く
」
は

「
立
つ
」
と
「
嘆
く
」
の
複
合
語
で
あ
る
。
た
だ
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

た
だ
嘆
い
て
い
た
の
で
も
な
い
。
小
松
の
下
に
立
ち
、
あ
る
い
は
幹
に
触
れ
、

あ
る
い
は
枝
を
見
上
げ
て
家
持
の
存
在
を
感
じ
つ
つ
、
不
在
を
嘆
い
て
い
た
の

で
あ
る
。

６　

死
に
す

恋
に
も
そ
人
は
死
に
す
る
水
無
瀬
川
下
ゆ
我
痩
す
月
に
日
に
異
に
（
④598

）

念
ひ
に
し
死
に
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
千
度
そ
わ
れ
は
死
に
か
へ
ら
ま
し

（
④603

）

天
地
の
神
の
理
な
く
は
こ
そ
我
が
思
ふ
君
に
逢
は
ず
死
に
せ
め
（
④605

）

　
「
死
に
す
」
は
岩
波
古
語
辞
典
に
よ
る
と
「
死
ぬ
こ
と
を
為
す
意
」
と
あ
り
、

つ
ま
り
死
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、「
死
ぬ
」
よ
り
も
死
が
強
調
さ
れ
た
強

い
こ
と
ば
で
あ
る
。
全
体
で
は
八
首
に
使
わ
れ
て
お
り
、
人
麻
呂
歌
集
に
一
首
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と
、
中
臣
宅
守
（
⑮3740

）
作
者
未
詳
歌
（
⑪2572

⑬2928

⑯3852

）
に

あ
る
。
こ
れ
を
笠
女
郎
は
三
首
の
歌
に
使
っ
て
い
る
。
な
か
で
も603

歌
は
人

麻
呂
歌
集
歌
の
「
死
に
す
」
を
使
っ
た
歌
の
類
歌
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

恋
す
る
に
死
に
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
我
が
身
は
千
度
死
に
か
へ
ら
ま
し

（
⑪2390

）

　

一
見
す
る
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
歌
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
二
首
に
つ
い
て

は
八
木
京
子
氏
（
４
）、
稲
岡
耕
二
氏
（
５
）が
す
で
に
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
詳

し
く
は
触
れ
な
い
。
つ
ま
り
一
見
す
る
と603

歌
と2390

歌
は
表
現
が
酷
似

し
て
い
て
類
歌
で
あ
る
と
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
が
、
人
麻
呂
歌
集
の

歌
は
「
世
間
で
は
恋
を
す
る
と
『
あ
あ
も
う
死
に
そ
う
』
な
ど
と
言
う
け
れ
ど
、

も
し
恋
す
る
た
び
に
死
ん
で
し
ま
う
と
し
た
ら
僕
な
ん
か
死
ん
で
は
生
き
返
り

死
ん
で
は
生
き
返
り
…
…
千
回
も
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
同
じ
構
図
を
借
り
な
が
ら
ほ
ん
の
少
し
の
こ
と
ば

を
変
え
る
だ
け
で
笠
女
郎
は
み
ご
と
に
後
述
の
よ
う
に
自
分
の
思
い
を
盛
り
込

ん
だ
歌
に
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
「
人
間
と
い
う
も
の
が
念
い
に
よ
っ
て
死

ぬ
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
こ
ん
な
に
一
途
に
家
持
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
い
る

私
は
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
が
、
何
度
死
ん
で
も
、
千
回
で
も
繰
り
返
し
生
き

返
っ
て
私
は
思
い
続
け
る
だ
ろ
う
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
こ
と
ば
を

変
え
る
だ
け
で
言
わ
ん
と
す
る
趣
旨
は
ま
る
で
ち
が
う
。
笠
女
郎
の
歌
作
へ
の

挑
戦
的
意
図
さ
え
感
じ
て
し
ま
う
。

　

ま
た598

歌
の
「
恋
に
も
そ
人
は
死
に
す
る
」
は
人
麻
呂
歌
集
歌
の
上
三
句

「
恋
ひ
す
る
に
死
に
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
」
に
答
え
る
よ
う
な
歌
に
な
っ

て
い
る
。「『
死
に
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
』
だ
な
ん
て
何
を
お
っ
し
ゃ
い
ま

す
、
恋
い
し
い
念
い
に
よ
っ
て
人
は
死
ぬ
の
で
す
」
と
、
き
っ
ぱ
り
と
宣
言
し

て
い
る
。「
水
無
瀬
川
も
人
に
は
見
え
な
い
で
し
ょ
う
が
下
に
は
水
が
流
れ
て

い
る
よ
う
に
、
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
日
に
日
に
私
は
痩
せ
て
い
っ
て
こ
の
ま
ま

で
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
恋
い
し
い
念
い
の
せ
い
で
人
は
死
ぬ
こ
と
は
あ
る

の
で
す
」
と
詠
う
。
こ
の
歌
が
人
麻
呂
歌
集
の
「
恋
す
る
に
死
に
す
る
も
の
に

あ
ら
ま
せ
ば
」
と
い
う
上
三
句
を
き
っ
か
け
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
見
る
の
は
よ
み
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

Ⅱ　

人
麻
呂
以
外
の
先
行
歌
人
が
使
っ
て
い
る
こ
と
ば

　

人
麻
呂
と
笠
女
郎
の
共
通
の
こ
と
ば
の
主
な
も
の
、
特
徴
的
な
こ
と
ば
を
選

ん
で
考
察
し
て
き
た
が
、
人
麻
呂
以
外
の
先
人
の
こ
と
ば
も
笠
女
郎
は
積
極
的

に
取
り
入
れ
て
い
る
。
主
な
も
の
を
挙
げ
て
い
く
。

１　

こ
と
わ
り

天
地
の
神
の
理
こ
と
わ
り

な
く
は
こ
そ
我
が
思
ふ
君
に
逢
は
ず
死
に
せ
め
（
④605

）

　
「
こ
と
わ
り
」
は
万
葉
集
の
中
で
は
憶
良
が
「
或
へ
る
情
を
反
さ
し
め
る
歌
」

（
⑤800

）
の
中
で
使
っ
て
い
る
。
憶
良
は
「
父
母
を
見
れ
ば
尊
し
妻め

子こ

見
れ

ば
め
ぐ
し
愛
う
つ
く
し

し
」
と
思
う
こ
と
が
「
世
の
中
の
こ
と
わ
り
」
で
あ
る
と
い
う
。

国
守
た
る
憶
良
が
人
民
の
間
違
い
を
正
す
、
説
教
の
長
歌
で
あ
る
。
こ
の
硬
い

こ
と
ば
を
笠
女
郎
は
短
歌
に
使
っ
て
い
る
。
笠
女
郎
以
後
の
「
こ
と
わ
り
」
は

三
例
、
中
臣
宅
守
（
⑮3761

）
家
持
（
⑱4106

）
坂
上
郎
女
（
⑲4220

）
で

作
者
未
詳
歌
に
は
な
い
。
い
ず
れ
も
「
世
の
こ
と
わ
り
」
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
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笠
女
郎
の
「
こ
と
わ
り
」
は
「
天
地
の
神
の
こ
と
わ
り
」
と
あ
る
。「
天
の
神
、

地
の
神
に
道
理
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り

え
な
い
か
ら
き
っ
と
こ
の
ま
ま
死
ぬ
ま
で
私
の
愛
し
い
人
に
逢
え
な
い
と
い
う

こ
と
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
」
と
、
こ
れ
は
も
う
神
を
持
ち
出
し
て
ひ
ら
き
な

お
っ
て
確
信
し
て
い
る
。「
神
」
は
三
百
首
ほ
ど
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
「
神
の

こ
と
わ
り
」
を
詠
う
の
は
唯
一
で
あ
る
。
天
神
地
祇
の
身
近
で
あ
っ
た
こ
の
時

代
に
「
天
地
の
神
の
理
な
く
は
こ
そ
」
と
い
う
歌
い
出
し
は
人
を
ひ
き
つ
け
る

に
充
分
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
も
前
項
の
「
死
に
す
」
が
使
わ
れ
て

い
る
。

２　

ぬ
か
つ
く

相
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
は
大
寺
の
餓
鬼
の
後し
り
へ

に
額
つ
く
ご
と
し
（
④608

）

　
「
ぬ
か
つ
く
」
は
憶
良
と
笠
女
郎
以
外
は
使
っ
て
い
な
い
。
憶
良
は
長
歌

「
恋
男
子
名
古
日
歌
（
⑤904

）」
の
中
で
古
日
の
無
事
を
、
天
つ
神
を
振
り
仰

ぎ
国
つ
神
に
伏
し
て
額
づ
き
、
祈
っ
て
い
る
。
祈
る
姿
と
し
て
は
普
通
の
姿
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
笠
女
郎
は
思
い
人
家
持
に
対
し
て
思
い
を
募
ら
せ
る
ば
か
り

で
一
向
に
報
わ
れ
な
い
自
分
の
姿
を
餓
鬼
の
し
り
へ
に
額
づ
く
よ
う
だ
と
、
自

嘲
的
に
詠
う
。
用
い
て
い
る
こ
と
ば
だ
け
で
な
く
発
想
に
お
い
て
も
独
創
的
で

他
に
例
を
見
な
い
。
餓
鬼
は
餓
鬼
道
に
落
ち
た
亡
者
の
こ
と
だ
が
「
大
寺
の
」

と
あ
る
の
で
、
筆
者
は
仏
さ
ま
を
守
る
四
天
王
が
踏
み
つ
け
て
い
る
邪
鬼
を
想

像
し
て
し
ま
う
。
仏
さ
ま
に
で
は
な
く
、
四
天
王
に
で
も
な
く
、
踏
み
つ
け
ら

れ
て
い
る
邪
鬼
の
し
か
も
そ
の
後
ろ
か
ら
額
を
床
に
付
け
て
お
願
い
し
て
い
る

よ
う
な
も
の
、
と
そ
の
ご
利
益
な
ど
と
う
て
い
望
め
な
い
、
あ
わ
れ
な
自
分
の

姿
を
笑
い
も
の
に
し
て
い
る
。

３　

心
ゆ
も

心
ゆ
も
我
は
思
は
ず
き
山
川
も
隔
た
ら
な
く
に
か
く
恋
ひ
む
と
は
（
④601

）

心
ゆ
も
我
は
思
は
ず
き
ま
た
更
に
わ
が
故
郷
に
帰
り
来
む
と
は
（
④609

）

　
「
心
ゆ
も
」
を
笠
女
郎
は
二
首
に
用
い
て
い
る
。
作
者
未
詳
歌
も
含
め
て
全

五
例
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
思
ふ
」
に
つ
な
げ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
笠
女
郎
以

前
の
歌
と
し
て
は
憶
良
の
長
歌
、「
日
本
挽
歌
」
に
「
…
…
年
月
も
い
ま
だ
あ

ら
ね
ば
心
ゆ
も
思
は
ぬ
あ
ひ
だ
に
」（
⑤794

）
が
あ
り
、
憶
良
以
前
の
吹
芡

刀
自
に
「
真
野
の
浦
の
淀
の
継
橋
心
ゆ
も
思
へ
や
妹
が
夢
に
し
見
ゆ
る
」（
④

490

）
が
あ
る
。
ま
た
作
者
未
詳
歌
に
一
首
（
⑦1354

）
あ
っ
て
全
五
例
で
あ

る
。「
思
ふ
」
の
は
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
主
語
は
一
人
称
で
あ
る
が
、
笠
女

郎
は
こ
と
さ
ら
「
我
は
」
を
入
れ
「
思
へ
や
」「
思
は
ぬ
あ
い
だ
に
」
と
い
っ

た
あ
い
ま
い
な
表
現
で
は
な
く
「
思
は
ず
き
」（
私
は
ま
っ
た
く
思
い
も
し
な

か
っ
た
）
と
い
い
切
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
は
述
部
に
く
る
こ
と
ば
で
あ
る

か
ら
普
通
の
語
順
か
ら
い
け
ば
結
句
に
く
る
は
ず
で
あ
る
が
二
首
と
も
に
初
句

に
お
い
て
用
い
て
い
る
。「
ま
っ
た
く
思
い
も
し
な
か
っ
た
な
あ
」
と
ま
ず
感

慨
を
初
句
に
お
い
て
、
あ
と
に
そ
の
驚
き
の
感
慨
の
内
容
を
「
か
く
恋
ひ
む
と

は
」「
帰
り
来
む
と
は
」
と
倒
置
し
て
結
び
、
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
二
句

「
心
ゆ
も
我
は
思
は
ず
き
」
は
集
中
女
郎
の
み
の
使
用
で
万
葉
集
で
は
以
後
使

わ
れ
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
平
安
以
降
に
は
「
思
ひ
き
や
」
と
一
語
に
集
約
さ

れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
古
今
集

を
初
め
と
し
て
勅
撰
集
の
七
五
首
に
使
わ
れ
て
い
る
。
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４　

あ
に

八
百
日
行
く
浜
の
沙
も
我
が
恋
に
あ
に
ま
さ
ら
じ
か
沖
つ
島
守
（
④596

）

　
「
豈
」
は
旅
人
に
二
首
、
笠
女
郎
に
一
首
あ
る
の
み
で
あ
る
。
旅
人
の
「
豈
」

は
二
首
と
も
賛
酒
歌
に
あ
る
。

価
な
き
宝
と
い
ふ
と
も
一
杯
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
ま
さ
め
や
も
（
③345

）

夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲
み
て
心
を
遣
る
に
あ
に
し
か
め
や
も
（
③346

）

　

笠
女
郎
の
歌
は
八
百
日
も
か
け
て
歩
く
ほ
ど
長
い
砂
浜
の
砂
の
量
と
自
分
の

恋
し
い
思
い
と
を
比
べ
て
「
そ
れ
だ
け
多
量
の
砂
の
量
も
わ
た
し
の
恋
の
思
い

に
ど
う
し
て
ま
さ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
。
笠
女
郎
は
旅
人
の
み
が

使
っ
て
い
る
「
あ
に
」
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
打
消
ま
た
は
反
語
を
導
く
副
詞

を
使
い
、「
ま
さ
ら
じ
か
」
と
、
打
消
の
推
量
「
じ
」
と
疑
問
の
「
か
」
で
結

ん
で
「
と
て
も
と
て
も
か
な
わ
な
い
で
あ
ろ
う
よ
ね
」
と
沖
の
島
守
に
共
感
を

求
め
て
い
る
。ま

と
め

　

笠
女
郎
は
人
麻
呂
、
憶
良
な
ど
先
人
の
歌
を
目
に
し
て
い
た
、
と
い
う
よ
り

深
く
読
み
こ
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
家
持
に
魅
か
れ
恋
す
る
気
持
ち
を
歌

に
託
そ
う
と
す
る
時
、
お
の
ず
と
先
人
の
歌
が
浮
か
ん
で
く
る
ほ
ど
に
先
人
の

歌
、
い
や
歌
そ
の
も
の
を
も
愛
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
家
持
に
恋
を
し
て
、

そ
の
気
持
ち
を
届
け
る
た
め
に
恋
の
歌
を
作
ろ
う
と
、
あ
わ
て
て
先
人
の
歌
集

を
ひ
も
と
い
た
…
…
の
で
は
な
い
。
自
分
の
気
持
ち
を
よ
り
忠
実
に
、
よ
り
印

象
深
く
歌
に
託
そ
う
と
模
索
す
る
中
、
先
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
こ
と
ば
を
た

だ
拝
借
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
感
性
で
こ
と
ば
を
選
び
、
新
た
な
解

釈
を
加
え
て
自
分
の
心
に
沿
う
歌
を
作
り
た
い
と
思
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
単

語
だ
け
で
な
く
、
比
喩
の
取
り
方
、
歌
に
す
る
題
材
ま
で
先
人
、
特
に
人
麻
呂

か
ら
多
く
示
唆
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
大
胆
な
前

提
を
初
句
に
も
っ
て
き
て
人
を
引
き
つ
け
る
人
麻
呂
の
手
法
は603

歌		605

歌
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
作
者
の
思
い
の
結
論
を
初
句
に
も
っ
て
く
る
人
麻

呂
の
手
法
（
⑪2377

・2389

・2394

）
も
笠
女
郎
は
多
用
し
て
い
る
。（
④

587

・598

・601

・602

・606

・609

）	

　

笠
女
郎
と
人
麻
呂
の
語
句
の
重
な
り
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
以
外
に
も
あ
り
、

全
部
で
二
十
例
を
こ
す
。
そ
れ
ら
の
語
句
は
巻
二
の
作
歌
と
巻
七
、
九
、
十
、

十
一
に
人
麻
呂
歌
集
の
歌
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
旅
人
、
余
明
軍
の

歌
は
巻
三
に
、
憶
良
の
歌
は
巻
五
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
巻
三
は
天
平
十
六
年

の
歌
を
収
録
し
て
お
り
、
編
纂
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
後
で
あ
る
か
ら
、
笠
女
郎

が
目
に
し
た
の
は
『
万
葉
集
』
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
前
の
状
態
で
あ
っ
た
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
。
人
麻
呂
歌
集
も
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
に
編
纂
さ
れ
る
前
の
も
の

で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

　

笠
女
郎
は
人
麻
呂
ら
の
開
拓
し
た
こ
と
ば
や
表
現
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、

自
分
の
心
を
よ
り
深
く
表
現
す
べ
く
、
詠
み
方
に
工
夫
を
く
わ
え
た
。
そ
し
て

今
ま
で
歌
の
題
材
に
な
り
え
な
か
っ
た
大
寺
、
鐘
、
沖
つ
嶋
守
な
ど
を
歌
に
と

り
い
れ
、「
八
百
日
行
く
浜
の
ま
さ
ご
」「
伊
勢
の
海
の
磯
も
と
ど
ろ
に
寄
す
る

波
」
な
ど
と
い
う
斬
新
な
例
え
を
用
い
、
夕
陰
草
、
打
廻
の
里
と
い
う
こ
と
ば

ま
で
作
り
出
し
て
い
る
。
ま
た
「
来
ず
け
る
」「
…
…
な
か
れ
」「
心
ゆ
も
我
は

思
は
ず
き
」
な
ど
曖
昧
さ
を
廃
し
て
き
っ
ぱ
り
と
言
い
切
る
表
現
を
工
夫
し
て
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い
る
。
こ
と
ば
の
工
夫
に
よ
り
、
一
首
に
盛
り
込
ま
れ
た
情
報
量
が
多
い
こ
と

も
特
色
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
以
前
の
和
歌
の
固
定
観
念
を
破
り
、
新
た
な
表

現
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
。
歌
を
自
身
の
「
個
」
の
発
露
の
道
具
と
し
て
最

高
に
生
か
し
き
っ
た
歌
人
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

引
用
し
た
万
葉
歌
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

萬
葉
集
』
一
九
九
九
・
五
・
二
〇　

第

一
刷
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る

注
１　

窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
第
三
巻　
ｐ
・
１
５
４　

昭
和
60
年
２
月
25
日　

新

訂
初
版　

東
京
堂
出
版

２　

史
跡
真
野
古
墳
群
周
辺
は
陸
路
水
路
の
結
節
点
で
弥
生
時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で

の
重
要
な
遺
跡
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
（
文
化
庁
『
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
２
０

１
９
』
こ
の
部
分
の
記
事
担
当 

川
田
強　

2019

・6
・3　

共
同
通
信
社
）

３　

た
と
え
ば
「
み
熊
野
の
浦
の
浜
木
綿
百
重
な
す
心
は
思
へ
ど
た
だ
に
逢
は
ぬ
か
も
」

（
万
葉
集
巻
四496

）
な
ど
が
そ
の
例
と
な
ろ
う
。

４　

八
木
京
子
「
笠
女
郎
の
文
字
『
死
変
』」
日
本
女
子
大
学
紀
要
文
学
部
52
号

５　

稲
岡
耕
二
『
萬
葉
集
全
注
』
巻
第
十
一　
ｐ
・
１
１
６　

平
成
10
年
９
月
20
日　

初
版　

有
斐
閣

（
よ
し
の
・
か
ず
こ　

平
成
五
年
度
大
学
院
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
）


