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は
じ
め
に

　
『
後
撰
集
』
恋
二
に
、
中
将
更
衣
、
藤
原
伊
衡
女
の
歌
が
、

　
　
　
　

ま
か
り
い
で
ゝ
御
ふ
み
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば　
　
　

中
将
更
衣　
参
議
伊
衡
女

　
　

け
ふ
す
ぎ
ば
し
な
ま
し
物
を
夢
に
て
も
い
づ
こ
を
は
か
と
君
が
と
は
ま
し
（
六
四
〇
）

　
　
　
　

御
返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

延
喜
御
製

　
　

う
つ
ゝ
に
ぞ
と
ふ
べ
か
り
け
る
夢
と
の
み
迷
し
ほ
ど
や
は
る
け
か
り
け
ん
（
六
四
一
）

の
よ
う
に
、
醍
醐
帝
か
ら
の
返
歌
と
共
に

）
1
（

入
集
す
る

）
2
（

。
こ
の
伊
衡
女
詠
の
第
二
句
か
ら
結
句
に
は
、
亡
き
女
性
を
想
っ
て
そ
の
行
方
を
尋

ね
て
訪
れ
よ
う
と
す
る
男
性
の
姿
が
描
か
れ
る
。

女
子
大
國
お　

第
百
七
十
号　

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日

　
　
『
後
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伊
衡
女
詠
と
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― 

歌
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
か
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（
上
） 

―
北

條

暁

子
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更
衣
に
す
ぎ
な
い
妃
の
一
人
に
と
っ
て
、
帝
へ
の
和
歌
に
そ
う
し
た
関
係
性
を
詠
む
こ
と
は
、
分
に
過
ぎ
た
振
る
舞
い
に
な
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
二
．（
２
）
節
に
後
述
す
る
が
、
伊
衡
女
詠
は
葬
る
場
所
を
指
す
「
は
か
」
の
意
を
掛
詞
と
し
て
裏
に
詠
み
込
ん

で
い
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
し
た
詠
み
方
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
範
囲
に
お
け
る
初
例
で
あ
り
、
「
墓
」
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は

稀
で
あ
る
。
仮
に
伊
衡
女
が
「
墓
」
を
詠
ん
だ
と
す
る
と
、
そ
の
歌
を
帝
に
贈
っ
た
こ
と
、
あ
ま
つ
さ
え
帝
が
伊
衡
女
の
墓
を
捜
し
求
め
る
、

も
し
く
は
訪
れ
る
、
と
い
う
内
容
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
異
様
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
伊
衡
女
詠
は
勅
撰
集
入
集
と
い
う
高

い
評
価
を
得
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
ま
し
」
は
「
話
手
に
よ
つ
て
仮
想
さ
れ
た
事
実
の
中
で
、
現
実
に
は
起
こ
り
得
な
い
、
ま
た
考
へ
得

ら
れ
な
い
や
う
な
事
柄
の
判
断
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る

）
3
（

」
と
い
う
助
動
詞
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
ま
し
」
を
伴
う
こ
の
描
写
は
仮
想
に
過
ぎ
な

い
か
ら
問
題
は
な
い
、
と
言
え
ば
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
仮
想
と
は
言
え
文
字
に
表
現
さ
れ
、
帝
の
目
に
触
れ
た
意
味
は

重
い
上
に
、
そ
の
仮
想
が
字
数
の
大
半
を
占
め
る
中
将
更
衣
詠
は
高
く
評
価
さ
れ
た
。
亡
き
女
性
を
捜
し
て
訪
ね
る
男
の
姿
を
仮
想
す
る

こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

亡
き
女
性
を
愛
惜
し
、
捜
し
て
亡
き
女
性
の
居
場
所
を
訪
れ
る
行
為
を
、
い
ま
仮
に
、
亡
魂
探
訪
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
日
本
の
古
典

文
学
に
は
、
そ
う
し
た
亡
魂
探
訪
の
描
写
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
先
行
研
究
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、「
い

づ
こ
を
は
か
と
」
の
歌
句
を
中
心
に
亡
魂
探
訪
描
写
の
源
泉
の
解
明
を
目
指
す
。
以
下
、
先
行
研
究
を
概
観
す
る
。

　

伊
衡
女
詠
を
先
蹤
と
す
る
、
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
の
歌
句
を
持
つ
平
安
時
代
の
和
歌
群
は
、
『
小
大
君
集
』
七
二
、
『
栄
花
物
語
』

四
五
、
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
七
五
三
、
『
更
級
日
記
』
二
〇
で
あ
る
。
伊
衡
女
詠
と
歌
句
は
一
致
し
な
い
も
の
の
、
『
源
氏
物
語
』
花
宴
巻

一
〇
三
の
朧
月
夜
詠
、

　
　

う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ

）
4
（

と
や
思
ふ

へ
の
影
響
関
係
も
、
『
後
撰
集
』
『
源
氏
物
語
』
の
古
注
釈

）
5
（

に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
の
句
を
持
つ
和
歌
や
歌
句
自
体
、
そ
の
話
型
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
、
寺
本
直
彦
氏
「
延
喜
期
後
宮
和
歌
と

源
氏
物
語

）
6
（

」
、
大
槻
修
氏
「
『
か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
』
物
語
の
復
元

）
7
（

」
、
柏
木
由
夫
氏
「
『
更
級
日
記
』
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て

）
8
（

」
、
今
野
（
鬼
塚
）

厚
子
氏
「
『
源
氏
物
語
』
と
『
延
喜
御
集
』
―
「
い
づ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
」
へ
の
一
想
定

）
9
（

」
、
池
田
和
臣
氏
「
『
源
氏
物
語
』
の
水
脈
―
浮

舟
物
語
と
『
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
三
宮

）
10
（

』」、
和
田
律
子
氏
「『
更
級
日
記
』
論
に
む
け
て
―
「
荻
の
葉
」
の
段
か
ら
考
え
る

）
11
（

―
」、
服
部
友
香
氏

「
小
野
小
町
髑
髏
説
話
の
展
開
・
変
遷
―
『
江
家
次
第
』
を
中
心
に

）
12
（

―
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
古
注
を
含
む
各
作
品
の
注
釈
に
お
い
て
も
、

相
互
の
歌
句
の
共
通
点
が
早
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
、
伊
衡
女
詠
お
よ
び
影
響
を
与
え
た
歌
五
首
に
共
通
す
る
亡
魂
探
訪
の
主
題
に
つ
い
て
、
早
く
に
整
理
し
論

じ
ら
れ
た
の
は
吉
野
瑞
恵
氏
「
朧
月
夜
物
語
の
深
層

）
13
（

」
で
あ
り
、

　
　

 

そ
れ
に
し
て
も
残
さ
れ
た
者
は
な
ぜ
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
捜
し
て
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
く
ら
当
時
の
墓
地

が
荒
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
と
も
な
死
に
方
を
し
た
人
の
場
合
に
は
、
墓
を
探
す
あ
て
ど
ぐ
ら
い
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
残
さ
れ
た

者
が
死
者
の
墓
を
探
し
て
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
死
者
が
残
さ
れ
た
者
の
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
異
常
な
死
に
方
を
し
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
14
（

。

と
分
析
さ
れ
る
。
稿
者
は
、
吉
野
論
と
大
き
く
重
な
る
問
題
意
識
を
持
っ
て
お
り
、
対
象
と
す
る
作
品
も
重
な
る
為
、
当
時
の
墓
参
に
つ

い
て
検
討
す
る
点
な
ど
一
部
に
お
い
て
吉
野
論
と
論
じ
方
に
も
自
ら
重
な
り
が
生
じ
る
が
、
本
稿
は
、
物
語
の
展
開
に
主
軸
を
置
い
て
論

ず
る
吉
野
論
と
異
な
り
、
先
蹤
で
あ
る
伊
衡
女
詠
の
解
釈
と
そ
の
典
故
の
検
討
に
中
心
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
吉
野
論
は
朧

月
夜
詠
と
の
「
発
想
」
の
類
似
を
指
摘

）
15
（

さ
れ
な
が
ら
も
、
伊
衡
女
詠
の
亡
魂
探
訪
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
深
刻
さ
の
乏
し
い
、

恋
死
を
ほ
の
め
か
す
修
辞

）
16
（

に
過
ぎ
な
い
も
の
と
処
理
さ
れ
る
。
対
し
て
稿
者
は
、
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
と
い
う
歌
句
を
用
い
て
和
歌
に
亡

魂
探
訪
と
い
う
話
型
を
持
ち
込
ん
だ
先
蹤
こ
そ
伊
衡
女
詠
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
伊
衡
女
詠
の
仮
想
に
描
か
れ
た
亡
魂
探
訪
の
世
界
を
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検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
上
）
に
お
い
て
は
、
伊
衡
女
詠
の
解
釈
の
修
正
、
詠
作
年
次
推
定
、
第
四
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」

の
新
奇
性
の
確
認
を
行
い
、
（
下
）
に
お
い
て
は
、
平
安
期
に
お
け
る
亡
魂
探
訪
の
実
態
と
霊
魂
観
を
、
葬
送
や
墓
参
を
通
じ
て
検
証
し
た

上
で
、
伊
衡
女
詠
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
上
の
亡
魂
探
訪
が
「
長
恨
歌
」
に
源
を
発
し
て
い
る
可
能
性
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　

一
．
『
後
撰
集
』
伊
衡
女
詠
の
先
行
注
釈
と
そ
の
課
題

　
『
後
撰
集
』
伊
衡
女
詠
の
注
釈
史
を
確
認
し
、
特
に
、
注
釈
間
に
解
釈
の
差
異
の
見
ら
れ
る
、
ま
し
・
夢
・
は
か
と
い
う
三
点
に
留
意
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈

）
17
（

の
見
解
を
押
さ
え
た
い
。

　

最
も
古
い
注
釈
に
『
後
撰
集
正
義
』
（
一
三
〇
四
頃
成
立

）
18
（

、
以
下
、
『
正
義
』
と
略
称
す
る
）
の
、

　
　

 

何
期
を
遥
に
君
は
と
は
で
あ
る
ら
む
と
云
也
。
け
ふ
あ
す
に
か
ぎ
り
た
る
身
の
た
の
み
な
き
を
、
い
つ
も
は
る
か
に
あ
る
べ
き
身
と

お
ぼ
し
て
や
、
と
ひ
給
は
ざ
ら
む
、
は
か
な
し
と
う
ら
み
申
た
る
な
る
べ
し

）
19
（

。

が
あ
る
。
試
訳
す
る
な
ら
ば
、「
い
つ
ま
で
ず
っ
と
あ
な
た
様
は
訪
ね
ず
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
、（
と
も
す
れ
ば
）
今
日
明
日
が
最
期
と
な
る
、

当
て
に
な
ら
な
い
我
が
身
を
、
常
に
ず
っ
と
生
き
る
は
ず
の
身
と
お
思
い
に
な
っ
て
か
、
お
訪
ね
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
は
か
な
い

こ
と
だ
、
と
怨
み
申
し
上
げ
た
の
だ
ろ
う
。
」
と
な
ろ
う
か
。
『
正
義
』
は
助
動
詞
「
ま
し
」
を
仮
想
で
な
く
、単
純
な
推
量

）
20
（

と
解
し
て
い
る
。

こ
れ
は
「
中
世
に
お
け
る
一
つ
の
用
法
の
変
化

）
21
（

」
で
あ
り
、
詠
作
時
点
で
の
用
法
と
は
異
な
る
。

　
　

 「
ま
し
」
自
体
に
反
実
仮
設
の
意
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
伴
え
る
「
ば
」
と
の
照
応
と
、
「
も
の
を
」
又
は
「
を
」

の
咏
嘆
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

）
22
（

、

と
前
後
の
文
脈
を
重
視
す
る
説
も
あ
る
が
、
伊
衡
女
詠
初
二
句
は
「
ば
」
「
も
の
を
」
の
双
方
を
伴
う
た
め
、
確
実
に
仮
想
と
見
做
す
こ
と

が
出
来
る
。
よ
っ
て
、『
正
義
』
の
解
釈
は
、
成
立
年
代
ゆ
え
に
生
じ
た
誤
り
と
言
え
る
。
ま
た
、「
夢
」
と
い
う
要
素
が
一
切
考
慮
さ
れ
ず
、
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「
は
か
」
は
「
は
か
な
し
」
と
取
り
違
え
ら
れ
て
い
る
。
「
ま
し
」
の
解
釈
の
誤
り
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
『
正
義
』
は
、
成
立
こ
そ
他
の
注

釈
に
比
べ
て
格
段
に
詠
作
時
に
近
く
と
も
、
解
釈
は
伊
衡
女
詠
の
詠
作
時
の
意
図
か
ら
は
遠
い
。

　

次
に
古
い
注
釈
は
北
村
季
吟
の
『
八
代
集
抄

）
23
（

』
で
あ
り
、
「
は
か
」
の
表
の
意
を
「
し
る
べ
」
と
し
、
「
墓

）
24
（

」
の
掛
詞
と
指
摘
す
る
注
釈

の
先
蹤
で
あ
る
。

　
　

ま
か
り
出
て
御
文
つ
か
は
し

　
　
　
　

更
衣
内
裡
を
退
出
し
給
ひ
て
、
帝
よ
り
御
文
遣
し
た
る
べ
し
。
程
有
て
と
み
ゆ
。

　
　

け
ふ
す
ぎ
ば
し
な
ま
し
物
を

　
　
　
　

 

久
〻
御
音
信
も
な
き
に
思
ひ
侘
て
、
已
に
け
ふ
過
ば
死
べ
か
り
し
に
、
若モ

シ

死
た
ら
ば
い
づ
こ
を
し
る
べ
と
か
と
は
せ
給
は
ん
、

あ
や
う
く
も
御
無
音
哉
と
也
。
い
づ
こ
を
は
か
は
、
そ
こ
は
か
と
同
じ
心
也
。
墓
を
そ
へ
た
る
べ
し
。

と
の
内
容
は
、
『
正
義
』
と
は
異
な
り
、
「
ま
し
」
を
仮
想
と
正
し
く
解
し
て
い
る
。

　
『
後
撰
集
新
抄

）
25
（

』
（
一
八
一
四
刊
行
）
は
、
第
三
句
「
夢
に
て
も
」
を
初
め
て
説
明
す
る
注
釈
で
あ
り
、
「
仮
に
も
」
、
「
は
か
な
き
」
、
と

解
し
て
夢
と
は
捉
え
な
い
。
助
動
詞
「
ま
し
」
、
掛
詞
「
は
か
」
に
つ
い
て
は
『
八
代
集
抄
』
と
同
様
に
解
す
る
。

　

次
い
で
現
代
注
を
概
観
す
る
。
解
釈
の
共
通
点
は
以
下
の
四
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
助
動
詞
「
ま
し
」
を
仮
想
と
扱
う
。
第
二
に
、
設

定
を
、
便
り
の
無
さ
か
ら
の
恋
死
と
解
す
る
。
第
三
に
、
「
夢
に
て
も
」
を
実
際
の
夢
と
解
す
る
。
第
四
に
、
古
注
釈
に
掛
詞
と
指
摘
さ
れ

て
い
た
「
墓
」
の
意
味
も
表
に
出
し
て
訳
す
。

　

以
下
、
現
代
注
三
種
の
違
い
の
み
を
挙
げ
る
。
仮
想
の
含
意
は
三
種
す
べ
て
異
な
り
、
木
船
重
昭
氏
『
後
撰
和
歌
集
全
釈

）
26
（

』
（
以
下
、
木

船
全
釈
と
略
称
す
る
）
で
は
、
墓
を
訪
れ
て
頂
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
片
桐
洋
一
氏
校
注
の
新
大
系

）
27
（

（
以
下
、
新
大
系
と
略
称
す
る
）
で
は
、

墓
に
手
紙
を
頂
く
こ
と
は
な
い
、
工
藤
重
矩
氏
校
注
『
後
撰
和
歌
集

）
28
（

』
（
以
下
、
工
藤
校
注
と
略
称
す
る
）
で
は
、
現
実
で
は
期
待
し
得
な
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い
が

）
29
（

死
ぬ
と
訪
れ
が
期
待
で
き
る
、
と
分
か
れ
る
。
こ
の
三
種
は
、
仮
想
の
内
容
の
位
置
付
け
か
ら
二
種
に
大
別
で
き
る
。
木
船
全
釈
、

新
大
系
は
、
手
紙
や
訪
問
の
あ
る
現
実
が
望
ま
し
く
、
場
所
が
わ
か
ら
ず
そ
れ
ら
が
不
可
能
に
な
る
死
は
忌
避
さ
れ
る
と
解
す
る
。
工
藤

校
注
で
は
、
訪
れ
を
期
待
し
得
な
い
現
実
よ
り
も
、
訪
れ
ら
れ
る
可
能
性
の
生
ず
る
死
が
願
わ
れ
る
と
解
す
る
。
工
藤
校
注
の
注
目
す
べ

き
転
換
は
、
「
ま
し
」
の
解
釈
に
二
つ
あ
る
方
向
性
の
う
ち
、
「
反
実
仮
設
の
方
が
望
ま
し
く
な
い
意

）
30
（

」
で
解
し
た
木
船
全
釈
、
新
大
系
と

は
異
な
り
、
「
事
実
よ
り
は
仮
設
想
像
し
た
事
の
方
が
望
ま
し
い
場
合
…
（
中
略
）
…
普
通
の
希
望
と
は
違
つ
て
、
可
能
性
の
な
い
、
事
実

に
反
す
る
場
合
を
想
像
し
た
結
果
、
空
想
的
の
希
望
と
な
つ
た

）
31
（

」
と
い
う
方
の
意
味
、
つ
ま
り
仮
想
的
希
望

）
32
（

、
吉
田
金
彦
氏
『
上
代
語
の

助
動
詞
』（
以
下
、吉
田1973
と
略
称
す
る
）
に
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
仮
想
・
空
し
い
希
望

）
33
（

」
に
よ
る
解
釈
へ
修
正
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
工
藤
校
注
前
後
で
、
死
の
仮
想
の
位
置
付
け
が
真
反
対
と
な
っ
た
か
。
理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
『
後
撰
集
』
の
詞

書
が
、
帝
の
手
紙
の
到
着
と
の
前
後
関
係
に
お
い
て
、
『
延
喜
御
集
』
と
は
逆
の
設
定
を
持
つ
こ
と
、
第
二
に
、
帝
の
手
紙
に
よ
っ
て
生
か

さ
れ
る
現
実
以
上
に
死
ぬ
こ
と
を
庶
幾
す
る
と
い
う
解
釈
が
、
従
来
は
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
補
足
し
よ
う
。

詞
書
に
お
い
て
、
『
延
喜
御
集
』
で
は
二
日
も
経
過
し
て
な
お
届
い
て
い
な
か
っ
た
手
紙
、
帝
か
ら
の
音
信
が
、
『
後
撰
集
』
で
は
届
き
、

日
数
の
経
過
も
示
さ
れ
な
い
、
と
い
う
設
定
の
違
い
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
『
後
撰
集
』
の
み
に
見
え
る
、
「
現
実
で
は
手
紙
を
受
け
取
っ
た
」

設
定
を
基
準
に
据
え
る
と
、
「
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
か
っ
た
」
で
は
、
一
見
、
歌
の
意
味
が
通
り
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
は
、
伊

衡
女
詠
の
「
ま
し
も
の
を
」
を
、工
藤
校
注
同
様
に
仮
想
的
希
望
と
解
釈
す
る
こ
と
が
順
当
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、内
容
的
に
考
え
て
、

現
実
に
手
紙
が
来
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
初
句
で
仮
想
さ
れ
る
の
は
、
手
紙
が
来
ず
に
今
日
が
過
ぎ
て
し
ま
う
と
い
う
、
帝
を
恋
い
慕

う
妃
に
と
っ
て
は
耐
え
難
い
状
況
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
語
法
と
し
て
も
、
吉
田1973

の
、
「
「
ず
は
…
…
ま
し
」
の
形
式
…
…
空
し
い

希
望
、
は
か
な
い
嘆
き
の
意
を
表
す
も
の
が
…
は
る
か
に
多
い

）
34
（

」
と
の
分
析
に
合
致
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
稿
は
も
う
一
段
階
進
め
て
、

第
三
句
以
下
の
「
夢
に
て
も
い
づ
こ
を
は
か
と
君
が
と
は
ま
し
」
を
も
、
詠
作
者
が
仮
想
的
に
希
望
す
る
内
容
と
し
て
解
す
る
必
要
が
あ
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る
と
考
え
る

）
35
（

。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
吉
田1973

に
よ
っ
て
、
伊
衡
女
詠
の
結
句
の
「
ま
し
」
の
よ
う
な
用
法
が
、
第
二
句
と
第
三
句

の
間
を
意
味
的
に
句
点
で
区
切
る
に
せ
よ
、
区
切
ら
な
い
に
せ
よ
、
「
果
せ
な
い
」
「
空
し
い
希
望
」
を
指
す

）
36
（

こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
由
の
第
二
は
、
短
い
一
首
と
い
う
中
に
二
度
用
い
ら
れ
る
、
「
ま
し
」
を
伴
う
二
つ
の
内
容
を
一
連
の
内
容
と

見
做
す
方
が
自
然
で
あ
り
、
逆
に
、
一
方
は
希
望
す
る
と
見
做
し
な
が
ら
、
も
う
一
方
は
忌
避
す
る
と
見
做
し
て
、
別
個
に
扱
う
こ
と
は

難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
句
を
仮
想
的
希
望
と
見
做
す
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
句
以
下
も
仮
想
的
希
望
と
理
解
し
て
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
死
ぬ
仮
想
に
お
い
て
は
「
夢
に
て
も
い
づ
こ
を
は
か
と
君
が
と
」
ふ
、
と
い
う
こ
と
を
期
待
で
き

る
か
ら
こ
そ
、
「
死
」
を
希
望
す
る
、
と
訳
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
本
稿
な
り
に
訳
し
直
す
と
、

【『
後
撰
集
』
伊
衡
女
詠
試
訳
】

も
し
今
日
が
（
お
手
紙
の
来
な
い
ま
ま
）
過
ぎ
た
と
し
た
ら
、
（
恋
の
思
い
に
耐
え
き
れ
ず
）
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
か
っ
た
の
に
。
（
そ

う
で
も
な
け
れ
ば
期
待
で
き
ず
、
そ
う
す
れ
ば
、
せ
め
て
死
後
な
り
と
、
）
夢
で
あ
っ
て
も
、
ど
こ
を
（
亡
き
私
の
居
場
所
の
）
目
当
て
と
、

（
墓
を
）
あ
な
た
様
が
探
し
て
お
訪
ね
く
だ
さ
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
。

と
な
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
先
行
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
無
い
。
な
お
、
「
亡
き
私
の
居
場
所
」
を

「
墓
」
と
見
做
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
後
に
二
．（
２
）
節
に
お
い
て
検
証
す
る
が
、
結
論
を
急
げ
ば
、
本
稿
は
先
行
研
究
と
同
様
に
、

「
墓
」
と
見
做
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
と
先
行
研
究
の
訳
の
違
い
は
、
帝
に
よ
る
亡
魂
探
訪
、
も
し
く
は
墓
へ
の
訪
れ
に
対

す
る
評
価
に
存
す
る
。
禁
忌
に
触
れ
か
ね
な
い
、
帝
に
よ
る
墓
へ
の
訪
れ
を
希
望
す
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
、
と
い
う
先
行
研
究
の
判
断
は
、

詠
作
当
時
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
も
尤
も
で
は
あ
る
。
夢
で
も
い
い
と
制
限
を
付
け
て
す
ら
、
憚
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
勅
撰
集
に
採
歌
さ
れ
る
に
は
、
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
「
相
応
の
理
由
」
の
解
明

を
目
指
し
て
い
る
。
第
三
句
以
下
描
き
出
さ
れ
る
こ
の
仮
想
に
は
具
体
性
が
あ
り
、
実
に
十
九
音
が
割
か
れ
て
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
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読
み
手
に
イ
メ
ー
ジ
を
結
ば
せ
る
べ
く
詠
ま
れ
た
こ
の
仮
想
も
ま
た
、
伊
衡
女
が
死
ぬ
仮
想
の
中
で
起
こ
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
内
容
が

仮
に
、
伊
衡
女
の
描
い
た
、
叶
わ
ぬ
空
し
い
希
望
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
四
、五
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
君
が
と
は
ま
し
」
で
結
ば
れ
る
イ
メ
ー

ジ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
句
「
夢
に
て
も
」
に
よ
っ
て
、
夢
幻
の
う
ち
の
出
来
事
と
な
る
可
能
性
も
提

示
さ
れ
る
が
、
帝
が
夢
な
い
し
現
実
に
お
い
て
、
亡
き
後
宮
女
性
の
死
後
の
在
り
処
の
目
当
て
を
訪
れ
る
と
い
う
行
動
は
ど
の
程
度
あ
り

得
て
、
ど
の
程
度
の
愛
情
の
深
さ
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
命
と
引
き
か
え
に
し
て
ま
で
希
望
す
る
に
値
す
る
内
容
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
が
解
け
る
時
、
伊
衡
女
が
「
死
」
を
希
望
し
て
仮
想
す
る
理
由
も
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

二
．
伊
衡
女
詠
に
つ
い
て —

仮
想
を
支
え
る
現
実
と
霊
魂
観

　

帝
が
亡
き
後
宮
女
性
の
在
り
処
の
目
当
て
を
、
も
し
く
は
目
当
て
と
し
て
の
墓
を
訪
う
こ
と
が
、
仮
想
や
夢
に
お
い
て
に
せ
よ
、
歌
に

詠
ま
れ
、勅
撰
集
に
入
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
あ
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
庶
幾
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
二
．

で
は
、
こ
の
課
題
を
検
証
す
る
た
め
に
、
仮
想
の
内
実
に
関
わ
る
事
象
を
検
討
し
て
い
く
。

　
（
１
）
伊
衡
女
と
『
後
撰
集
』
伊
衡
女
詠
の
詠
作
年
次
に
つ
い
て

　

ま
ず
（
１
）
節
で
は
、
伊
衡
女
に
つ
い
て
と
、
『
後
撰
集
』
六
四
〇
番
伊
衡
女
詠
の
詠
作
年
次

）
37
（

に
つ
い
て
押
さ
え
る
。

　

藤
原
伊
衡
女
は
、
「
中
将
更
衣

）
38
（

」
と
呼
ば
れ
た
、
醍
醐
天
皇
の
更
衣
で
あ
る
。
そ
の
所
生
の
源
為
明
の
生
没
年
は
未
詳
な
が
ら
、
異
母
兄

式
部
卿
重
明
親
王
の
日
記
『
吏
部
王
記

）
39
（

』
逸
文
天
慶
四

941
年
八
月
二
十
四
日
条
に
元
服
の
記
事
が
載
る
。
異
母
兄
弟
の
元
服
時
の
年
齢
か

ら
為
明
の
元
服
も
十
五
歳
前
後
で
あ
っ
た
か

）
40
（

と
推
定
す
る
と
、
延
長
五

927
年
前
後
の
誕
生
と
推
測
さ
れ
る
。

　

入
内
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
中
将
」
が
父
の
官
職
に
因
む
の
で
あ
れ
ば
、
伊
衡
が
右
近
権
中
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
延
長
二

924
年
十
月
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十
四
日

）
41
（

以
降
の
或
る
時
期
と
見
做
せ
る
。
こ
の
時
伊
衡
は
四
十
八
歳

）
42
（

、
成
人
し
た
娘
を
持
つ
年
齢
と
し
て
充
分
で
あ
り
、
醍
醐
帝
も
寛
平

九
897
年
に
元
服
、
即
位
さ
れ
て
お
り
、
問
題
な
い
。
為
明
の
誕
生
推
定
年
次
に
も
合
う
。
ま
た
、
『
延
喜
御
集
』
に
お
い
て
、
『
後
撰
集
』

六
四
〇
番
と
同
一
の
歌
で
あ
る
伊
衡
女
詠
（
『
延
喜
御
集
』
で
は
一
〇
番
）
の
前
に
は
、
「
か
く
て
、
か
の
女
御
、
三
年
を
へ
て
お
こ
た
り

給
て
、
後
に
朱
雀
、
村
上
な
ど
は
む
ま
れ
給
へ
る
な
り
け
り
、
そ
の
御
も
も
か
の
も
ひ
を
、
殿
上
人
に
い
だ
さ
せ
給
へ
り
け
れ
ば
、
さ
け

の
み
な
ど
し
け
る
に
」
と
い
う
詞
書
を
伴
っ
て
、
伊
衡
と
醍
醐
の
贈
答
（
八
・
九
番
歌

）
43
（

）
が
載
り
、
直
後
に
当
該
の
伊
衡
女
詠
（
一
〇
番
歌
）

が
、

　
　

 

こ
れ
ひ
ら
の
宰
相
、
む
す
め
を
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
が
、
ま
か
で
て
、
さ
と
に
二
日
ば
か
り
あ
り
て
、
ま
ゐ
ら
せ
け
る

と
い
う
詞
書
を
伴
っ
て
続
く
。
寛
明
親
王
（
の
ち
の
朱
雀
）
誕
生
が
延
長
元

923
年
七
月
、
成
明
親
王
（
の
ち
の
村
上
）
誕
生
が
延
長
四

926

年
六
月
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
仮
に
父
の
任
中
将
か
ら
間
も
な
く
入
内
し
た
と
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
両
親
王
誕
生
の
間
の
時
期
と
な
り
、
歌

の
配
列
と
し
て
自
然
で
あ
る
。

　

父
伊
衡
の
官
位
名
表
記
が
、直
前
の
「
伊
衡
の
中
将

）
44
（

」
（
八
番
）
か
ら
、『
後
撰
集
』
六
四
〇
番
に
あ
た
る
一
〇
番
歌
の
詞
書
で
は
「
宰
相
」

と
な
っ
た
こ
と
は
、
詠
作
年
次
の
推
定
に
参
照
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
た
り
け
る
」
と
あ
る
か
ら
、
奉
っ
た
の
は
宰
相
と
な
っ
て
か
ら
と

は
限
ら
な
い
が
、
伊
衡
女
が
退
出
し
て
当
該
歌
を
詠
じ
た
の
は
父
が
参
議
で
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
し
結
論
と
し

て
は
、
『
後
撰
集
』
六
四
〇
番
歌
は
父
伊
衡
の
参
議
時
代
に
は
詠
ま
れ
得
な
い
。
任
参
議
は
承
平
四

934
年
、
醍
醐
の
崩
御
が
延
長
八

930
年
だ

か
ら
で
あ
る
。

　
『
後
撰
集
』
六
四
〇
・
六
四
一
番
に
あ
た
る
一
〇
・
一
一
番
の
贈
答
の
直
後
か
ら
、
伊
衡
女
の
呼
称
が
「
御
息
所
」
と
変
わ
る
。
源
為
明

が
誕
生
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
『
後
撰
集
』
六
四
〇
番
歌
の
詠
作
年
次
は
、
『
延
喜
御
集
』
を
読
む
限
り
で
は
、
延
長
二

924
年
十

月
以
降
の
入
内
以
後
、
同
五
年
前
後
の
為
明
誕
生
以
前
に
絞
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
は
あ
る
。
た
だ
し
、
伊
衡
の
官
位
表
記
が
詠
作
年
次
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と
対
応
し
て
い
な
か
っ
た
例
か
ら
、
詠
作
年
次
を
絞
る
上
で
『
延
喜
御
集
』
の
呼
称
に
は
依
拠
し
に
く
い
こ
と
や
、
『
延
喜
御
集
』
の
性
質

を
検
討
さ
れ
た
平
野
由
紀
子
氏
に
拠
っ
て
、
「
歌
物
語
の
一
章
段
」
の
よ
う
な
「
打
聞
の
集
成
」
で
「
史
実
の
先
後
に
は
矛
盾
が
あ
ろ
う
と

頓
着
し
な
い
態
度

）
45
（

」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
詠
作
の
下
限
を
『
延
喜
御
集
』
に
よ
っ
て
絞
る
こ
と
は
せ
ず
、
醍
醐
の
譲
位
、
崩

御
に
つ
な
が
る
咳
病
罹
患
の
延
長
八

930
年
七
月
以
前
と
広
く
取
っ
て
お
き
た
い
。

　
『
後
撰
集
』
六
四
〇
番
歌
伊
衡
女
詠
は
、
延
長
二

924
年
十
月
以
降
同
八
年
七
月
以
前
と
い
う
、
延
長
年
間
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
ろ
う
。

　
（
２
）
第
四
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
の
成
立
に
つ
い
て—

「
墓
」
の
詠
ま
れ
方

　

次
に
、（
２
）
節
で
は
、
和
歌
に
お
け
る
「
墓
」
の
詠
ま
れ
方
を
追
い
な
が
ら
、
伊
衡
女
詠
の
第
四
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

　

伊
衡
女
詠
の
仮
想
に
は
、
第
四
句
に
「
は
か
」
と
い
う
語
が
登
場
す
る
。
一
．
に
見
た
よ
う
に
、
季
吟
以
来
の
古
注
釈
、
現
代
注
い
ず

れ
に
お
い
て
も
、
伊
衡
女
詠
の
「
は
か
」
は
「
目
当
て
（
当
て
所
、
検
討
）
」
と
「
（
葬
る
場
所
と
し
て
の
）
墓
」
と
の
掛
詞
と
理
解
さ
れ

て
お
り
、
本
稿
も
こ
の
理
解
を
採
り
た
い

）
46
（

。
た
だ
し
、
古
注
釈
は
「
墓
」
を
歌
意
に
は
訳
出
せ
ず
、
現
代
注
は
歌
意
に
も
訳
出
す
る
と
い

う
差
が
見
ら
れ
、
か
つ
、「
墓
」
の
意
を
掛
け
て
持
つ
と
す
れ
ば
当
該
の
仮
想
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
と
な
る
た
め
、こ
の
歌
句
に
お
け
る
「
は

か
」
と
い
う
語
の
働
き
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
く
。

　

古
注
釈
は
「
墓
」
を
歌
の
表
の
意
味
と
し
て
訳
出
せ
ず
、
「
目
当
て
」
の
み
を
訳
し
た
。
た
し
か
に
、
「
墓
」
は
歌
語
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
掛
詞
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
以
下
、
和
歌
に
お
け
る
「
墓
」
が
、
伊
衡
女
詠
以
前
に
も
以
後
に
も
詠
ま
れ
に
く
い
状
況
を
、

時
代
を
追
っ
て
概
観
し
た
い
。

　
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
題
詞
に
は
「
墓
」
は
多
く
見
え
る

）
47
（

。
そ
し
て
、
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
「
墓　

は
か
」
の
多
田
一
臣
氏
執
筆
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項
（
以
下
、
多
田
執
筆
項
と
略
称
す
る
）
の
指
摘
通
り
、
「
墓
」
を
直
接
詠
む
歌
も
ご
く
少
数
な
が
ら
有
る

）
48
（

。
し
か
し
総
じ
て
『
万
葉
集
』

に
は
、
「
墓
」
は
題
詞
、
「
お
く
つ
き
」
は
歌
と
い
う
使
い
分
け

）
49
（

が
見
ら
れ
、
多
く
は
歌
に
「
墓
」
と
は
表
さ
ず
、
葬
ら
れ
た
地
名

）
50
（

、
も
し

く
は
「
君
之
当　

キ
ミ
ガ
ア
タ
リ
」
（
巻
一
・
七
八
）
な
ど
朧
化
し
て
詠
む
。
逆
に
、
葬
る
所
と
い
う
意
味
は
も
た
ず
、
接
続
助
詞
の
「
ば
」

と
係
助
詞
の
「
か
」
の
表
記
に
「
墓
」
の
訓
の
み
利
用
し
た
「
思
墓　

オ
モ
ヘ
バ
カ
」
（
巻
四　

相
聞　

五
四
〇

）
51
（

）
と
い
う
歌
の
表
記
例
が

あ
る
。

　

本
稿
の
取
り
組
む
問
題
に
関
わ
る
平
安
時
代
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
多
田
執
筆
項
に
、

　
　

 

平
安
時
代
に
入
る
と
、
浄
土
教
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、
死
者
の
追
善
は
も
っ
ぱ
ら
自
邸
や
寺
で
行
わ
れ
、
中
期
以
降
に
な
ら
な
い

と
墓
参
が
慣
習
化
さ
れ
な
い
。
勅
撰
集
で
も
、
詞
書
に
「
墓
」
が
見
え
る
の
は
『
千
載
集
』
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
歌
中
に
「
墓
」

が
詠
み
込
ま
れ
る
場
合
、
掛
詞
と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
は
か
な
し
」
に
掛
け
た
例
が
目
に
つ
く
が
、『
更
級
日
記
』
の
「
そ0

こ
は
か
と

0

0

0

0

（
ソ
コ
ガ
目
当
テ
ト
）
知
り
て
ゆ
か
ね
ど
先
に
立
つ
涙
ぞ
道
の
し
る
べ
な
り
け
る
」
（
二
一
）
、
「
住
み
な
れ
ぬ
野
辺
の
笹
原

あ
と
は
か
も

0

0

0

0

0

（
歩
イ
タ
形
跡
モ
）
な
く
な
く
い
か
に
た
づ
ね
わ
び
け
む
」
（
二
二
）
（
中
略
）
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

と
ま
と
め
ら
れ
る
。
掛
詞
に
言
及
さ
れ
る
が
、
「
ハ
カ
」
は
、
「
分
量
、
目
当
て

）
52
（

」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
、
和
歌
に
お
い
て
「
墓
」
と
の
掛

詞
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
語
源
的
に
は
分
化
し
た
同
根
の
語
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
が
、当
該
の
伊
衡
女
詠
の
「
は
か
」
は
、す
で
に
『
後

撰
集
新
抄

）
53
（

』
か
ら
、

　
　

 

い
づ
こ
を
は
か
と
の
。
は
か

0

0

と
い
ふ
言
は
。
そ
こ
は
か

0

0

と
な
く
な
ど
い
へ
る
。
は
か

0

0

に
同
じ
く
。
俗
言
に
ア
テ
ド

0

0

0

と
い
は
ん
が
ご
と
し
。

そ
れ
を
。
此
歌
な
ど
に
て
は
。
墓ハ

カ

に
か
け
た
る
な
り
。

の
よ
う
に
掛
詞
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

伊
衡
女
詠
の
「
は
か
」
に
つ
い
て
は
、
一
点
、
指
摘
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
伊
衡
女
詠
の
詠
作
上
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
と
思
し
い
先
行
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歌
に
、
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
の
、

　
　

わ
が
や
ど
は
ゆ
き
ふ
る
の
べ
に
み
ち
も
な
し
い
づ
こ
は
か
と
か
ひ
と
の
と
め
こ
む  

（
冬
・
右
・
一
二
四
）

が
あ
る
。

　
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
一
二
四
番
歌
は
、
「
い
づ
こ
は
か
と
か
」
と
い
う
類
似
句
を
持
つ
先
蹤
で
あ
り
、
加
え
て
、
「
雪
に
降
り
籠
め
ら

れ
た
我
が
家
に
は
人
の
訪
れ
が
無
い
」
と
詠
む
趣
が
、
『
延
喜
御
集
』
伊
衡
女
詠
の
詞
書
の
、
帝
か
ら
未
だ
手
紙
と
い
う
と
ぶ
ら
い
の
無
い

里
下
が
り
二
日
目
の
状
況
に
近
似
す
る
。
第
四
句
の
「
は
か
」
に
、
葬
る
場
所
の
「
墓
」
の
意
味
が
ま
っ
た
く
無
い
こ
と
は
、
先
行
研
究

）
55
（

に
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
は
あ
る
が
、
伊
衡
女
詠
以
前
の
類
似
句
は
こ
の
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
一
二
四
番
歌
に
の
み
見
え
、
歌
句
の
趣

旨
も
近
似
す
る
こ
と
、
伊
衡
女
の
祖
父
敏
行
が
同
歌
合
に
出
詠
し
て
い
る

）
56
（

こ
と
、
醍
醐
天
皇
の
後
宮
の
一
員
と
し
て
作
歌
能
力
は
必
須
で

あ
っ
た
伊
衡
女
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
み
を
読
ん
で
、
「
『
古
今
集
』
成
立
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
重
要
な
歌
合

）
57
（

」
と
評
さ
れ
る
「
寛
平

御
時
后
宮
歌
合
」
を
目
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
歌
合
一
二
四
番
歌
を
影
響
歌
と
認
め
た
い
。

　

な
お
、
同
じ
歌
を
『
新
撰
万
葉
集

）
58
（

』
は

　
　

吾ワ
カ

屋ヤ

門ト

者ハ

雪
降フ

リ

牢コ
メ

手テ

道ミ
チ

裳モ

無ナ
シ

五
イ

十
人ツ

童コ

葬ハ
カ

処ト

砥
）
59
（

カ

人
ヒ
ト
ノ

将ト
ヒ

来コ
ン

（
巻
之
下
・
四
〇
四
）

と
表
記
し
、第
四
句
が
万
葉
仮
名
で
「
い
」
を
「
五
十
」
、助
数
詞
「
づ
」
を
「
人
」
、「
こ
」
を
「
童
」
、「
は
か
」
を
「
葬
処
」
、「
と
」
を
「
砥
」 

と
さ
れ
る
。
読
み
を
貸
す
表
記
で
あ
る
「
葬
処
」
は
歌
意
と
直
接
の
関
係
を
持
た
ず
、
葬
る
処
の
「
は
か
」
と
、
目
当
て
の
「
は
か
」
は

明
ら
か
に
分
化
し
た
別
の
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
、
『
新
撰
万
葉
集
』
の
義
訓
「
葬
処
」
の
文
字
が
、
伊
衡
女
詠
の
作
歌
の
着
想
に
一
定

の
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
１
）
節
に
お
い
て
、
伊
衡
女
詠
の
作
歌
年
次
を
延
長
年
間
と
考
え
た
。
『
新
撰
万
葉
集
』

下
巻
の
延
喜
十
三

913
年
の
序
文
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
『
新
撰
万
葉
集
』
下
巻
の
成
立

）
60
（

が
伊
衡
女
詠
に
先
行
す
る
。
つ
ま
り
、
伊
衡
女
詠
の
歌

句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
は
、
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
一
二
四
番
歌
に
詠
ま
れ
た
詞
続
き
を
、
『
新
撰
万
葉
集
』
で
の
表
記
と
共
に
取
り
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込
み
、
葬
処
と
い
う
意
味
の
「
は
か
」
を
詠
む
歌
の
極
め
て
少
な
い
中
、
「
墓
」
の
意
を
掛
詞
と
し
て
持
つ
こ
と
で
、
「
ど
こ
が
（
死
ん
で

し
ま
っ
た
人
の
魂
の
在
り
処
の
）
目
当
て
な
の
か
」
と
探
す
場
所
と
し
て
墓
を
想
起
さ
せ
る
、
と
い
う
過
程
を
経
て
成
立
し
た
、
そ
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
。

　

時
代
が
下
っ
て
も
、
「
は
か
」
の
語
が
和
歌
に
表
れ
に
く
い
傾
向
は
同
様
で
、
『
文
集
百
首
全
釈
』
九
五
番
の
「
つ
か
ふ
り
て
」
の
語
釈

に
も
、

　
　

 

先
行
例
な
し
。
「
塚
」
は
墓
の
意
で
、
句
題
「
古
墓
」
に
相
当
す
る
。
「
そ
こ
は
か
と
思
ひ
続
け
て
き
て
み
れ
ば
今
年
の
今
日
も
袖
は

濡
れ
け
り
」
（
新
古
今
・
哀
傷
・

841
・
慈
円
・
覚
快
法
親
王
か
く
れ
侍
り
て
、
周
忌
の
は
て
に
、
墓
所
に
ま
か
り
て
よ
み
侍
り
け
る
）

の
よ
う
に
掛
詞
と
し
て
「
墓
」
を
詠
み
込
む
例
も
あ
る
が
、
詞
書
で
「
墓
所
」
と
な
っ
て
い
て
も
歌
中
で
は
「
苔
の
下
」
、「
草
の
原
」
、

「
鳥
辺
野
」
、
「
は
か
な
き
跡
」
等
で
表
現
す
る
の
が
通
例

）
61
（

。

と
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
る
通
り
、
主
と
し
て
掛
詞
で
現
れ
る
。

　

以
上
、
和
歌
に
お
け
る
「
墓
」
が
、
伊
衡
女
詠
以
前
に
も
以
後
に
も
、
表
立
っ
て
は
詠
ま
れ
に
く
い
状
況
を
確
認
し
つ
つ
、
伊
衡
女
詠

の
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
の
成
立
に
つ
い
て
も
多
少
の
考
察
を
試
み
た
。
葬
る
処
と
い
う
意
味
の
「
は
か
」
は
、
歌
に
そ
ぐ
わ
な
い
語
な

の
で
あ
る
。
古
注
釈
、
現
代
注
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
伊
衡
女
詠
の
「
は
か
」
に
「
墓
」
だ
け
を
見
る
も
の
は
な
く
、「
目
当
て
（
当
て
所
、

検
討
）
」
の
意
味
が
必
ず
歌
の
文
脈
の
中
で
認
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
尤
も
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
墓
」
を
表
立
っ
て
詠
む
万
葉
語
「
奥
つ
城
」

が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
墓
の
在
り
方
の
変
遷
に
よ
り
「
奥
つ
城
」
と
呼
ぶ
に
は
さ
さ
や
か
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
も
の
か
、
或

い
は
、
墓
や
死
へ
の
忌
避
感
か
ら
、
和
歌
に
表
立
っ
て
詠
む
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
勅
撰
集
入
集
歌

で
あ
る
伊
衡
女
詠
の
第
四
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
は
、
和
歌
に
表
立
っ
て
詠
ま
れ
に
く
く
な
っ
た
「
墓
」
を
掛
詞
の
裏
の
意
味
と
し
て

潜
ま
せ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
以
後
の
和
歌
で
は
掛
詞
に
依
拠
し
て
「
墓
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る

）
62
（

こ
と
が
明
ら
か
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で
あ
る
。
伊
衡
女
詠
の
第
四
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
が
そ
う
し
た
「
墓
」
の
詠
み
方
の
先
蹤
と
な
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
で

画
期
的
な
歌
句
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
伊
衡
女
詠
が
な
ぜ
「
墓
」
を
和
歌
の
世
界
に
再
登
場
さ
せ
得
た
か
に
つ
い
て
は
、
「
下
」
に
お
い

て
「
長
恨
歌
」
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
た
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
二
〇
一
九
年
一
〇
月
開
催
の
和
歌
文
学
会
第
六
五
回
大
会
に
お
い
て
、「
歌
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
の
詠
作
史
―
「
長
恨
歌
」

摂
取
の
可
能
性
の
検
討
―
」
と
題
し
て
行
っ
た
口
頭
発
表
の
一
部
に
基
づ
き
、
そ
の
後
得
ら
れ
た
知
見
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な

ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
が
「
第
十
二
回
未
来
を
強
く
す
る
子
育
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

ス
ミ
セ
イ
女

性
研
究
者
奨
励
賞
（
住
友
生
命
）
」
の
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
謝
す
。

　
　

 （
「
二
．
伊
衡
女
詠
に
つ
い
て
―
仮
想
を
支
え
る
現
実
と
霊
魂
観
」
（
３
）
以
降
は
「
（
下
）
」
に
続
く
。
「
（
下
）
」
に
お
い
て
は
、
引
き

続
き
伊
衡
女
詠
の
仮
想
の
実
体
に
接
近
す
べ
く
、
伊
衡
女
詠
の
「
長
恨
歌
」
受
容
に
つ
い
て
、
醍
醐
朝
を
中
心
と
す
る
平
安
期
の
墓

を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
行
う
。
）

注（
1
） 

二
荒
山
神
社
本
、
片
仮
名
本
は
返
歌
を
欠
く
。

（
2
） 

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
『
後
撰
和
歌
集　

天
福
二
年
本
』
（
朝
日
新
聞
社　

二
〇
〇
四
）
を
翻
字
し
、
濁
点
を
施
し
た
。
清
輔
本
系
統
に
つ
い
て
、
二

荒
山
神
社
本
（
高
橋
良
雄
・
杉
谷
寿
郎
編
『
二
荒
山
神
社
本　

後
撰
和
歌
集
』
桜
楓
社　

一
九
八
七
、
以
下
「
二
」
）
、
片
仮
名
本
（
『
後
撰
和
歌
集
３
』

古
典
保
存
会　

一
九
三
三
、以
下
「
片
」
）
に
よ
り
詞
書
と
和
歌
の
異
同
の
み
記
す
。
（
詞
書
）
ま
か
り
い
で
ゝ
―
ま
か
り
い
で
ゝ
の
ち
（
二
）
マ
カ
デ
ヽ
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ノ
チ
（
片
）
つ
か
は
し
―
た
ま
は
せ
（
二
、
片
）　
（
和
歌
）
い
づ
こ
を
は
か
と
―
い
づ
こ
は
か
と
か
（
二
）
イ
ヅ
コ
ニ
カ
ト
カ
（
片
）
。
本
稿
で
は
、

歌
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
を
考
察
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
校
異
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
。

 

　

こ
の
贈
答
は
『
延
喜
御
集
』
に
も
見
え
る
（
一
〇
・
一
一
番
）
。
書
陵
部
蔵
『
代
々
御
集
』（
五
〇
一
．
八
四
五
）
に
よ
り
、適
宜
濁
点
、読
点
を
付
す
。

 

　
　
　
　

こ
れ
ひ
ら
の
宰
相
む
す
め
を
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
が
、
ま
か
で
ゝ
さ
と
に
二
日
ば
か
り
あ
り
て
ま
い
ら
せ
け
る

 

　
　

け
ふ
き

す
ぎ
ば
し
な
ま
し
も
の
を
　
集
如
此

て
も
き
え
な
ま
し
か
ば
夢
に
て
も
い
づ
こ
を
は
か
と
人君
のが
と
は
ま
し

 

　
　
　
　

御
か
へ
り

 

　
　

う
つ
ゝ
に
ぞ
と
ふ
べ
か
り
け
る
ゆ
め
と
の
み
ま
ど
ひ
し
ひほ
とイ
や
は
か
な
か
り
け
む

 

　

伊
衡
女
詠
に
つ
い
て
は
、
詞
書
、
お
よ
び
上
二
句
が
『
後
撰
集
』
と
異
な
る
。
以
下
、
歌
番
号
、
和
歌
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
場
合
『
新
編

国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

（
3
） 

時
枝
誠
記
（
講
談
社
学
術
文
庫
『
日
本
文
法　

口
語
篇
・
文
語
篇
』
二
〇
二
〇　

文
語
篇

500
頁　
『
日
本
文
法　

文
語
篇
―
上
代
・
中
古
』
岩
波
全
書

一
八
三　

一
九
五
四
と
『
同　

口
語
篇
』
を
ま
と
め
た
書
籍
）
。

（
4
） 

語
と
し
て
は
、
朧
月
夜
詠
の
「
消
え
な
ば
」
が
伊
衡
女
詠
の
「
し
な
ま
し
」
と
、「
尋
ね
」
「
問
は
」
が
伊
衡
女
詠
結
句
の
「
と
は
」
と
、「
草
の
原
を
」

が
伊
衡
女
詠
第
四
句
の
「
は
か
」
と
対
応
す
る
。
内
容
と
し
て
は
、
伊
衡
女
詠
と
朧
月
夜
詠
は
い
ず
れ
も
、
亡
き
女
性
を
想
い
、
そ
の
死
後
の
在
り

処
と
し
て
墓
を
訪
れ
る
男
性
の
姿
を
想
起
し
て
い
る
。

（
5
） 

賀
茂
真
淵
『
源
氏
物
語
新
釈
』、
岸
本
由
豆
流
『
後
撰
和
歌
集
標
注
』（
一
八
一
三
年
成
立　

以
下
、『
標
注
』
と
略
称
す
る
）、『
後
撰
集
新
抄
』（
一
八
一
四

刊
行
）。

（
6
） 『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考 

続
編
』
（
風
間
書
房　

一
九
八
四
）
9
～
10
頁
、
初
出
『
青
山
語
文
』
四　

一
九
七
四
・
三
。

（
7
） 『
中
世
王
朝
物
語
の
研
究
』
（
世
界
思
想
社　

一
九
九
三
）

207
頁
、
初
出
「
か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
の
物
語
」
上
『
語
文
叢
誌
』
一
九
八
一
・
三
お
よ
び
「
同

題
」
下
『
日
本
の
こ
と
ば
と
文
芸
』
第
二
集
一
九
八
〇
・
一
二　

和
泉
書
院
。
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（
8
） 『
平
安
時
代
後
期
和
歌
論
』
（
風
間
書
房　

二
〇
〇
〇
）

399
～

401
頁
、
初
出
『
昭
和
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
一
七　

一
九
八
一
・
三
。

（
9
） 『
天
皇
と
和
歌
―
三
代
集
の
時
代
の
研
究
―
』
（
新
典
社
研
究
叢
書

161　

二
〇
〇
四
）
97
～
98
頁
、
初
出
は
源
氏
物
語
探
究
会
『
源
氏
物
語
の
探
究　

第
６
輯
』
風
間
書
房 

一
九
八
一
、
以
下
、
今
野
論
と
略
称
す
る
。

（
10
） 『
源
氏
物
語
表
現
構
造
と
水
脈
』
（
武
蔵
野
書
院　

二
〇
〇
一
）
所
収
、
と
く
に

452
～

458
頁
、
初
出
『
茨
城
大
学
人
文
学
部
紀
要　

人
文
学
科
論
集
』

一
七　

一
九
八
四
・
三
。

（
11
） 

和
田
律
子
・
久
下
裕
利
編
『
更
級
日
記
の
新
研
究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
』
（
新
典
社 

二
〇
〇
四
）

150
～

152
頁
。

（
12
） 「
平
安
期
に
お
け
る
小
野
小
町
享
受
」
平
成
二
七2015

年
度
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
学
位
（
課
程
博
士
）
申
請
論
文　

第
二
章
三
節

129
頁
。

（
13
） 『
王
朝
文
学
の
生
成　
『
源
氏
物
語
』
の
発
想
・
「
日
記
文
学
」
の
形
態
』
（
笠
間
書
院　

二
〇
一
一
）
所
収
、
初
出
『
国
語
と
国
文
学
』
六
六
巻
一
〇

号　

一
九
八
九
・
一
〇
。
以
下
、
吉
野
論
と
略
称
す
る
。
吉
野
論
は
朧
月
夜
詠
を
中
心
と
し
て
、
歌
語
「
草
の
原
」
を
も
つ
和
歌
に
言
及
さ
れ
、
上
野

英
二
「
平
安
朝
に
お
け
る
物
語

│
長
恨
歌
か
ら
源
氏
物
語
へ
」
（
『
国
語
国
文
』
五
〇
巻
九
号　

一
九
八
二
・
九
、
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
研
究
講
座    

源
氏
物
語
の
視
界
1

│
準
拠
と
引
用
』
（
新
典
社　

一
九
九
四
）
所
収
、
『
源
氏
物
語
序
説
』
（
平
凡
社
選
書
一
六
〇　

一
九
九
五
）
再
録
）
を
援
用

し
て
「
朧
月
夜
の
歌
に
も
「
長
恨
歌
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
」
と
追
認
の
上
、
歌
句
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
の
歌
句
を
持
つ
五

首
か
ら
『
更
級
日
記
』
の
亡
姉
追
悼
歌
群
、
散
逸
物
語
『
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
宮
』
、
『
源
氏
物
語
』
の
い
わ
ゆ
る
「
夕
顔
物
語
」
、
『
伊
勢
物
語
』
二
条

后
章
段
等
々
の
類
似
を
指
摘
さ
れ
、
「
女
君
の
死
後
に
男
君
が
恋
人
の
最
期
の
地
を
捜
す
」
と
い
う
話
型
を
追
わ
れ
た
。

（
14
） 

吉
野
論
15
頁
。

（
15
） 

吉
野
論
は
、
賀
茂
真
淵
『
源
氏
物
語
新
釈
』
の
朧
月
夜
詠
に
対
す
る
注
が
、
伊
衡
女
詠
と
『
小
大
君
集
』
七
二
番
歌
を
引
い
て
「
是
ら
を
も
て
作
り

た
る
物
也
」
と
注
す
る
こ
と
を
も
と
に
、
「
た
し
か
に
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
二
首
の
歌
は
、
「
草
の
原
」
と
い
う
表
現
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
朧
月
夜
の
歌
に
発
想
が
似
て
い
る
」
（
14
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
16
） 「
中
将
更
衣
と
小
大
君
の
歌
の
場
合
、
背
後
に
あ
る
現
実
は
浮
舟
の
よ
う
な
深
刻
な
状
況
で
は
な
く
、
恋
死
を
ほ
の
め
か
す
こ
と
が
、
相
手
を
自
分
に

ひ
き
つ
け
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
（
吉
野
論
14
・
15
頁
）
。
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「
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
と
い
う
表
現
に
は
、
先
蹤
が
あ
る
。
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
の
、

 
　
　

我
が
宿
は
雪
ふ
る
野
辺
に
道
も
な
し
い
づ
こ
は
か
と
か
人
の
と
め
こ
む

 
と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
は
か
」
は
掛
詞
で
は
な
く
、
イ
メ
ー
ジ
の
ふ
く
ら
み
も
な
い
。
中
将
更
衣
や
小
大
君
の
歌
は
、
こ
の
歌
を
ふ
ま
え
、
さ

ら
に
掛
詞
の
面
白
さ
を
ね
ら
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
（
同
15
頁
）
。

（
17
） 

八
代
集
の
注
釈
は
複
数
あ
る
が
、
『
後
撰
集
』
に
つ
い
て
は
一
部
の
和
歌
に
の
み
付
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
伊
衡
女
詠
へ
の
注
は
現
代
に
至
る
ま
で
少

な
い
。
よ
っ
て
、和
歌
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
注
釈
に
つ
い
て
は
す
べ
て
を
網
羅
的
に
確
認
す
る
。
な
お
、本
文
に
引
用
し
な
か
っ
た
岸
本
由
豆
流
の
『
後

撰
和
歌
集
標
注
』
（
一
八
一
三
成
立
）
は
、
伊
衡
女
詠
が
影
響
を
与
え
た
歌
三
首
を
挙
げ
て
い
る
。

（
18
） 

嘉
元
二

1304
年
頃
。
藤
川
晶
子
「
『
後
撰
集
正
義
』
の
成
立
」
（
『
和
歌
文
学
研
究
』
七
七　

一
九
九
八
・
一
二
）
お
よ
び
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
「
後
撰
集

正
義
」
の
項
を
参
照
。

（
19
） 『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
五
「
後
撰
集
正
義
」

361
頁
。

（
20
） 

橋
本
進
吉
『
改
制
新
文
典
別
記　

文
語
篇
』（
冨
山
房　

一
九
三
九
）
が
、「
本
来
は
実
際
さ
う
で
な
い
事
を
仮
に
さ
う
だ
と
想
定
し
て
い
ふ
語
で
す
が
、

又
「
む
」
と
同
様
の
意
味
で
も
種
々
の
場
合
に
用
ひ
ら
れ
ま
す
」
（
第
二
篇
第
十
三
章

132
頁
）
と
説
明
す
る
後
者
に
あ
た
る
。

（
21
） 

小
林
賢
次
「
中
世
に
お
け
る
反
実
仮
想
の
条
件
表
現
―
呼
応
形
式
の
推
移
を
中
心
に
―
」
（
『
日
本
語
条
件
表
現
史
の
研
究
』
ひ
つ
じ
研
究
叢
書
（
言

語
編
）
ひ
つ
じ
書
房　

一
九
九
六　

第
三
章
）
81
頁
、
初
出
『
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
Ⅰ
部
三
七　

一
九
七
四
・
一
〇
。
具
体
例
が
、

 

　
　

 

条
件
表
現
に
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
反
実
仮
想
で
は
な
い
と
目
さ
れ
る
例
が
現
れ
出
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

 

　
　
　

⑨
見
る
か
ら
に
鏡
の
か
げ
の
つ
ら
き
哉
か
ゝ
ら
ま
し
か
ば
か
ゝ
ら
ま
し
や
は
（
九
冊
本
宝
物
集
・
三

153
）
〈
快
円
法
師
作
〉　

 

　
　

例
⑨
は
「
マ
シ
カ
バ
…
…
マ
シ
」
の
呼
応
例
な
が
ら
、
条
件
句
「
か
か
ら
ま
し
か
ば
」
は
反
実
で
は
あ
り
え
な
い
。 

（
80
頁
）

 

と
挙
げ
ら
れ
る
。
用
例
を
採
ら
れ
た
古
典
文
庫
『
宝
物
集
〈
九
冊
本
〉
』
の
底
本
は
七
巻
本
系
統
の
一
本
（
古
典
文
庫
二
五
八
「
宝
物
集　

解
題
」
浅

見
和
彦
・
小
島
孝
之
両
氏
執
筆
）
で
、
快
円
法
師
詠
は
国
歌
大
観
番
号
二
七
九
番
歌
。
成
立
は
「
七
巻
本
は1183

年
（
寿
永
２
）
ご
ろ
の
成
立
か
と

推
定
さ
れ
る
」
（
『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）
』
「
宝
物
集
」
浅
見
和
彦
執
筆
項
）
と
い
う
。
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同
書
は
「
中
世
と
い
う
「
マ
シ
」
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る
時
代
」
（
88
頁
）
の
用
例
を
検
討
さ
れ
、

 
　
　

 

条
件
表
現
に
用
い
ら
れ
た
「
モ
ノ
ヲ
」
は
、
現
代
語
に
お
け
る
「
バ
…
…
ノ
ニ
」
の
よ
う
な
表
現
と
同
様
、
反
実
仮
想
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す

る
役
割
を
あ
る
程
度
果
た
し
て
い
る 

（
93
頁
）

 

と
指
摘
さ
れ
る
。
中
世
で
す
ら
仮
想
を
意
味
し
た
こ
と
を
参
考
に
す
れ
ば
、
平
安
時
代
の
伊
衡
女
詠
第
二
句
の
「
ま
し
も
の
を
」
の
「
ま
し
」
が
、

事
実
に
反
す
る
仮
想
を
意
味
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
22
） 

村
内
英
一
「
推
量
の
助
動
詞
『
ま
し
』
の
語
性
」
『
和
歌
山
大
学
学
芸
学
部
学
芸
研
究 

人
文
科
学
』
１　

一
九
五
〇
・
一
二
。

（
23
） 『
北
村
季
吟
古
註
釋
集
成
27　

八
代
集
抄
三　

後
撰
集
上
』
（
新
典
社　

一
九
七
九
）

260
頁
よ
り
翻
字
し
、
濁
点
を
付
し
た
。

（
24
） 

以
下
、
「
墓
」
と
記
す
場
合
は
、
用
字
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
葬
る
所
と
い
う
意
味
を
持
つ
「
は
か
」
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

（
25
） 『
後
撰
集
新
抄
（
復
刻
版
）
』
（
一
八
一
四
刊
行　

一
九
八
八　

風
間
書
房
）

497
・

498
頁
。
「
久
し
く
。
御
お
と
づ
れ
の
な
き
に
。
思
ひ
わ
び
て
。
今
日

の
過
な
ば
。
死
侍
る
べ
き
も
の
を
。
も
し
死
侍
て
後
な
ら
ば
。
か
り
に
て
も
。
い
づ
こ
を
あ
て
に
。
御
消
息
も
せ
さ
せ
給
は
ん
ぞ
と
な
り
。
三
ノ
句

夢
に
て
も
は
。
仮
（
か
り
）
に
も
な
ど
い
は
ん
が
如
く
。
は
か
な
き
御
お
と
づ
れ
も
。
と
い
は
ん
が
如
く
な
る
べ
し
。
「
春
の
よ
の
夢
ば
か
り
な
る
手

枕
に
」
云
々
。
「
夢
ば
か
り
な
る
あ
ふ
事
を
」
云
々
。
な
ど
の
夢
と
い
ふ
詞
の
類
な
り
。
い
づ
こ
を
は
か
と
の
。
は
か
と
い
ふ
言
は
。
そ
こ
は
か
と
な

く
な
ど
い
へ
る
。
は
か
に
同
じ
く
。
俗
言
に
ア
テ
ド
と
い
は
ん
が
ご
と
し
。
そ
れ
を
。
此
歌
な
ど
に
て
は
。
墓
（
ハ
カ
）
に
か
け
た
る
な
り
。
」

（
26
） 

笠
間
注
釈
叢
刊
13　

一
九
八
八　

420
・

421
頁
。
和
歌
の
訳
は
「
お
便
り
も
い
た
だ
け
な
い
ま
ま
で
、
今
日
が
過
ぎ
ま
し
た
ら
、
も
う
こ
の
わ
た
く
し

の
こ
と
な
ど
忘
れ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
、
と
思
っ
て
、
そ
の
悲
し
み
の
あ
ま
り
、
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
ょ
う
か
ら
、
た
と
い
夢
の
中
で
も
、
ど
こ

を
目
当
て
に
、
お
墓
を
天
子
さ
ま
が
訪
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
ょ
う
か
。
で
き
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
（
傍
線
稿
者
）
。

（
27
） 『
後
撰
和
歌
集
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
九
〇
）

185
頁
。
和
歌
の
訳
は
「
お
便
り
の
な
い
ま
ま
に
今
日
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し

た
ら
、
わ
た
く
し
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
も
し
死
ん
で
い
れ
ば
、
た
と
え
夢
で
あ
り
ま
し
て
も
、
ど
こ
が
墓
か
と

検
討
を
つ
け
て
あ
な
た
が
お
便
り
を
く
だ
さ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
」
（
傍
線
稿
者
）
。

（
28
） 

工
藤
重
矩
校
注
『
後
撰
和
歌
集
』（
和
泉
古
典
叢
書
3　

一
九
九
二　

和
泉
書
院
）

127
・

331
頁
。
和
歌
の
訳
は
「
今
日
お
手
紙
が
無
く
て
過
ぎ
た
な
ら
ば
、
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私
は
死
ん
で
し
ま
お
う
も
の
を
。
も
し
そ
う
な
り
ま
し
た
な
ら
、
た
と
え
夢
の
中
の
こ
と
と
し
て
も
、
ど
こ
を
目
当
て
と
し
て
私
の
墓
を
訪
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
」
（
傍
線
稿
者
）
。

（
29
） 「
夢
に
て
も
」
に
、
「
現
実
で
は
期
待
し
え
な
い
が
と
の
含
意
。
」
と
注
さ
れ
た
。
明
文
化
さ
れ
な
い
が
、
死
ぬ
と
訪
れ
が
期
待
で
き
る
、
と
い
う
意
味

に
な
ろ
う
。

（
30
） 

松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』
（
追
補
版　

白
帝
社　

一
九
六
一　

文
学
社　

一
九
三
六
）

733
頁
。

（
31
） 

前
掲
注
（
30
）

732
・

733
頁
。
単
な
る
希
望
と
す
る
理
解
は
「
誤
謬
」
と
説
明
さ
れ
る
。

（
32
） 『
小
学
館 

全
文
全
訳
古
語
辞
典
』
（
二
〇
〇
四
）
「
ま
し
」
の
項
に
採
用
さ
れ
る
文
法
用
語
。

（
33
） 『
吉
田
金
彦
著
作
選
５　

上
代
語
の
助
動
詞　

上
』
（
明
治
書
院　

二
〇
一
〇　
『
上
代
語
の
助
動
詞
』
一
九
七
三
の
内
容
）

323
頁
。
同
書

321
頁
に
は
、

万
葉
歌
へ
の
武
田
祐
吉
『
萬
葉
集
全
註
釋
』（
改
造
社　

一
九
四
九
）
の
「
不
可
能
の
希
望
」「
絵
に
か
い
た
希
望
の
描
写
」
と
い
う
説
明
も
引
用
さ
れ
る
。

（
34
） 

前
掲
注
（
33
）
吉
田1973

、
315
頁
。

（
35
） 

一
首
の
中
に
、
「
ま
し
も
の
を
」
と
述
べ
、
そ
の
後
で
単
独
の
「
ま
し
」
が
続
く
和
歌
は
当
該
例
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
類
例
と
し
て
、
順
番
が
逆
の

例
「
こ
と
な
ら
ば
あ
は
れ
と
み
ま
し
め
の
ま
へ
に
涙
の
露
と
き
え
ま
し
も
の
を
」
（
和
泉
式
部
続
集
・
三
八
四
）
、
「
ま
し
」
に
「
を
」
が
つ
く
例
「
み

て
ぐ
ら
に
な
ら
ま
し
も
の
を
す
べ
神
の
み
て
に
と
ら
れ
て
な
づ
さ
は
ま
し
を
」
（
拾
遺
集
・
神
楽
歌
・
五
七
八
）
、
一
首
の
中
に
「
ま
し
を
」
が
二
度

詠
ま
れ
る
例
「
妹
之
家
毛　

継
而
見
麻
思
乎　

山
跡
有　

大
嶋
嶺
尓　

家
母
有
猿
尾　

い
も
が
い
へ
も　

つ
ぎ
て
み
ま
し
を　

や
ま
と
な
る　

お
ほ

し
ま
の
ね
に　

い
へ
も
あ
ら
ま
し
を
」
（
万
葉
集
巻
二
・
相
聞
・
九
一
）
が
あ
る
。
類
例
に
お
い
て
、
「
ま
し
も
の
を
」
と
「
ま
し
（
を
）
」
が
示
す
二

つ
の
仮
想
は
一
連
の
仮
想
で
あ
り
、
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
な
が
ら
、
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、『
万
葉
集
』
の
本
文
、
訓
は
『
新

編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
同
書
表
記
に
倣
い
西
本
願
寺
本
の
訓
を
カ
タ
カ
ナ
、
新
訓
は
ひ
ら
が
な
で
示
す
。
歌
番
号
は
旧
『
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
36
） 

第
三
句
以
下
を
、
初
句
の
「
今
日
来
ず
は
」
に
続
く
と
見
做
せ
ば
、
第
二
句
同
様
に
「
ず
は
…
…
ま
し
」
の
形
式
と
見
做
せ
る
た
め
、
結
句
の
「
ま
し
」

は
「
空
し
い
希
望
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
初
句
が
第
二
句
ま
で
で
い
っ
た
ん
切
れ
る
と
見
做
し
、第
三
句
か
ら
の
内
容
を
受
け
た
結
句
の
「
ま

し
」
を
「
呼
応
形
式
を
持
た
な
い
文
末
用
法
の
「
ま
し
」
」
（

319
頁
）
と
見
做
す
場
合
に
も
、
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①
「
ま
し
」
全
用
例
の
１
－
３
の
勢
力
で
あ
る
。
②
す
べ
て
詠
嘆
的
に
希
望
の
意
を
表
す
。
③
ほ
と
ん
ど
二
文
構
成
の
歌
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。
の
よ
う
な
用
法
上
の
特
徴
が
あ
る
。
（
中
略
）
妹
が
家
も
継
ぎ
て
見
ま
し
〔
麻
思
〕
を
。
大
和
な
る
大
島
の
嶺
に
家
も
有
ら
ま
し
〔
猿
〕
を
。

（
万
２
・
九
一
）
こ
れ
は
、
「
貴
女
の
家
も
続
い
て
見
た
い
も
の
だ
。
大
和
の
大
島
の
嶺
に
私
の
家
が
有
っ
た
ら
よ
い
の
に
」
と
い
う
意
で
、
こ

の
「
ま
し
」
は
二
つ
と
も
果
せ
な
い
希
望
の
意
を
表
し
て
い
る
。
続
き
見
る
こ
と
も
、
山
に
家
が
あ
る
こ
と
も
叶
え
ら
れ
な
い
願
い
で
あ
る
。

 

（
320
・

321
頁
）
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
37
） 

一
見
本
論
の
主
旨
か
ら
は
外
れ
る
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
敢
え
て
こ
こ
で
年
次
の
考
証
を
挟
み
入
れ
る
理
由
は
、
次
節
（
２
）
に
お
い
て
『
新
撰
万
葉
集
』

下
巻
と
の
影
響
関
係
を
考
察
す
る
上
で
、
予
め
詠
作
年
次
を
絞
る
必
要
が
あ
る
為
で
あ
る
。
伊
衡
女
の
入
内
時
期
も
、
詠
作
年
次
を
考
証
す
る
上
で

必
要
と
な
る
。

（
38
） 『
後
撰
集
』
に
は
こ
の
呼
称
で
入
集
し
、
天
福
二
年
本
に
は
「
参
議
伊
衡
女
」
と
の
定
家
の
勘
物
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
39
） 

米
田
雄
介
、
吉
岡
真
之
校
訂　

史
料
纂
集　

続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
七
四
。
逸
文
の
典
拠
も
同
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
40
） 

藤
井
讓
治
、
吉
岡
眞
之
監
修
・
解
説
『
醍
醐
天
皇
実
録　

第
二
巻
』
（
天
皇
皇
族
実
録
16　

ゆ
ま
に
書
房　

二
〇
〇
七
）
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
大

日
本
史
料
総
合
Ｄ
Ｂ
、
『
国
史
大
辞
典
』
等
に
よ
り
確
認
。

（
41
） 『
公
卿
補
任
』
承
平
四

934
年
。

（
42
） 

承
平
四
年
の
時
点
で
五
十
九
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
逆
算
。
貞
観
十
八

876
年
生
ま
れ
。

（
43
） 『
延
喜
御
集
』
の
こ
の
贈
答
（
八
・
九
番
）
が
『
大
鏡
』
の
典
拠
で
あ
る
こ
と
は
、久
曾
神
昇
編
著
『
八
代
列
聖
御
集
』（
文
明
社　

一
九
四
〇
）
の
解
題
に
、

「
大
鏡
に
「
村
上
か
朱
雀
院
か
の
…
…
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
御
集
に
よ
つ
た
こ
と
が
明
瞭
と
な
り
、
玉
葉
集
や
夫
木
抄
が　

村
上
天
皇
に
限
つ
て
ゐ

る
の
は
見
誤
か
省
略
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
」
（
21
～
22
頁
）
と
早
く
指
摘
さ
れ
た
。

（
44
） 「
か
く
て
、
か
の
女
御
、
三
年
を
へ
て
お
こ
た
り
給
て
、
後
に
朱
雀
、
村
上
な
ど
は
む
ま
れ
給
へ
る
な
り
け
り
、
そ
の
御
も
も
か
の
も
ひ
を
、
殿
上
人

に
い
だ
さ
せ
給
へ
り
け
れ
ば
、
さ
け
の
み
な
ど
し
け
る
に
」
と
い
う
詞
書
を
伴
う
八
番
歌
の
作
者
名
表
記
が
「
伊
衡
の
中
将
」
。
右
近
衛
権
中
将
に

任
ぜ
ら
れ
た
延
長
三

924
年
か
ら
の
十
年
の
間
に
こ
の
行
事
が
あ
り
得
た
か
確
認
す
る
と
、
寛
明
親
王
（
の
ち
の
朱
雀
）
誕
生
は
延
長
元

923
年
七
月
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二
十
四
日
な
の
で
当
て
は
ま
ら
な
い
。
成
明
親
王
（
の
ち
の
村
上
）
誕
生
が
延
長
四

926
年
六
月
二
日
で
あ
り
、
そ
の
百
日
の
祝
い
に
は
中
将
と
い
う

官
位
表
記
は
相
応
す
る
。
た
だ
し
、
「
村
上
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
後
世
に
記
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ
の
官
位
表
記
か
ら
成

明
親
王
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
45
） 「
物
語
的
家
集
―
延
喜
御
集
を
中
心
に
―
」
（
『
平
安
和
歌
研
究
』
風
間
書
房　

二
〇
〇
八
）
73
～
76
頁
、
初
出
『
和
歌
文
学
論
集
４　

王
朝
私
家
集
の

成
立
と
展
開
』
風
間
書
房　

一
九
九
二
。

（
46
） 

西
耕
生
「
「
頭
中
将
の
常
夏
」
と
伊
勢
物
語
二
十
一
段
―
「
い
づ
こ
を
は
か
り
と
か
我
も
尋
ね
む
」
私
注
―
」
（
『
文
学
史
研
究
』
四
七　

二
〇
〇
七
・
三
、
以
下
西
論
文
と
略
称
す
る
）
は
、「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
を
「
和
歌
の
定
型
表
現
」
と
捉
え
、「
「
は
か
」
に
「
葬
」
を
あ
て
た
用
字

や
（
中
略
）
「
死
な
ま
し
」
「
死
な
ば
」
と
い
う
仮
想
表
現
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
目
あ
て
を
意
味
す
る
「
は
か
」
に
「
墓
」
の
意
が
掛
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
」
と
触
れ
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
通
り
、
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
と
い
う
歌
句
を
持
っ
て
い
て
も
、
「
墓
」
の

意
味
を
掛
け
て
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
伊
衡
女
詠
か
ら
で
、
西
論
文
が
含
め
た
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
一
二
四
番
歌
（
『
新
撰
万
葉
集
』
四
〇
四

番
歌
の
表
記
は
、
西
論
文
に
お
い
て
「
墓
」
が
掛
か
る
根
拠
と
も
さ
れ
た
）
に
は
「
墓
」
の
意
は
詠
み
込
ま
れ
な
い
。

（
47
） 

ど
う
訓
じ
た
か
と
い
う
問
題
を
は
ら
む
が
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
『
風
土
記
』
に
も
「
墓
」
の
字
や
「
は
か
」
と
読
め
る
「
陵
」
が
多
数
記
さ
れ

る
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
よ
う
。
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
『
古
事
記
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

小
学
館　

一
九
九
七
）
に
「
陵
」

の
字
は
「
墓
所
に
あ
て
ら
れ
た
丘
陵
の
意
」
で
は
「
ミ
サ
サ
ギ
」
、「
葬
っ
た
墓
所
」
で
は
「
ハ
カ
」
と
訓
ぜ
ら
れ
る
（
中
巻　

垂
仁
天
皇

212
頁
頭
注
）
。

『
日
本
書
紀
』
『
風
土
記
』
も
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。

（
48
） 

多
田
執
筆
項
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
用
例
に
は
な
る
が
、
『
万
葉
集
』
巻
九
の
莵
原
処
女
墓
の
詠
は
、
題
詞
に
「
墓
」
と
記
し
、
長
歌
一
八
〇
九

番
に
「
処
女
墓
」
「
壮
士
墓
」
、
反
歌
一
八
一
一
番
に
「
墓
上
之
」
と
詠
む
。
意
味
は
葬
っ
た
所
、
漢
字
は
「
墓
」
、
西
本
願
寺
本
の
訓
「
ツ
カ
」
、
現

代
の
訓
「
は
か
」
で
あ
る
。
額
田
王
の
挽
歌
で
は
、
意
味
は
葬
っ
た
所
、
天
皇
陵
の
た
め
漢
字
は
「
陵
」
、
西
本
願
寺
本
の
訓
、
現
代
の
訓
と
も
に
「
は

か
」
で
あ
る
。

（
49
） 

巻
三
・
挽
歌
・
四
三
一
で
は
題
詞
に
「
勝
鹿
真
間
娘
子
墓
」
と
さ
れ
る
一
方
、
長
歌
に
「
勝
壮
鹿
乃　

真
間
之
手
児
名
之　

奥
槨
（
オ
ク
ツ
キ
）
」
、
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反
歌
の
四
三
二
に
「
勝
壮
鹿
之　

間
間
能
手
児
名
之　

奥
津
城
処
（
オ
ク
ツ
キ
ト
コ
ロ
）
」
と
歌
わ
れ
、
巻
九
・
挽
歌
・
一
八
〇
一
で
も
、
題
詞
「
葦

屋
処
女
墓
」
、
長
歌
「
葦
屋
乃　

莵
名
日
処
女
乃　

奥
城
（
オ
キ
ツ
キ
）
」
、
反
歌
一
八
〇
二
「
莵
会
処
女
乃　

奥
城
（
オ
キ
ツ
キ
）
」
で
あ
る
。

（
50
） 
題
詞
に
「
御
墓
」
と
記
す
が
歌
に
は
「
吉
隠
之　

猪
養
乃
岡
」
と
地
名
を
詠
む
（
巻
二
・
挽
歌
・
二
〇
三
）
等
の
例
。

（
51
） 

吾
背
子
尓　

復
者
不
相
香
常　

思
墓　

今
朝
別
之　

為
便
無
有
都
流
。

（
52
） 「
そ
こ
は
か
と
」
に
は
、「
「
其
処
は
彼
と
」
の
意
で
、
対
象
の
状
況
を
は
っ
き
り
と
言
い
定
め
る
意
と
か
、
あ
る
い
は
「
は
か
」
は
目
標
・
目
安
の
意
で
、

そ
こ
を
目
標
と
し
て
の
意
と
か
い
う
。
」
（
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
「
そ
こ
は
か
と
」
）
の
二
説
が
あ
る
が
、
墓
と
掛
詞
に
な
り
得
る
こ
と
は
ハ
行
転
呼
が

起
き
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
、
後
者
の
「
「
は
か
」
は
目
標
・
目
安
」
説
の
優
位
性
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
（
『
小
学
館　

全
文
全
訳
古
語

辞
典
』
「
そ
こ
は
か
と
」
の
項
を
参
照
。
更
級
日
記
の
和
歌
を
例
に
挙
げ
、
「
参
考
」
と
し
て
、
「
平
安
中
期
以
降
、
語
中
語
尾
の
ハ
行
音
は
ワ
行
音
に

転
ず
る
が
、
こ
の
語
は
［
例
］
か
ら
も
ソ
コ
ハ
カ
で
、
ソ
コ
ワ
カ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
珍
し
い
例
外
と
さ
れ
る
。
」
と
記
さ
れ
る
。
）

（
53
） 

前
掲
注
（
25
）
『
後
撰
集
新
抄
（
復
刻
版
）
』
【

641
】
。

（
54
） 「
伝
菅
公
筆
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
摸
本
」
（
有
吉
保
氏
『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究　

続
篇
』
笠
間
書
院　

一
九
九
六
）
に
拠
る
。

（
55
） 

前
掲
注
（
9
）
今
野
論
は
、
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
と
い
う
歌
句
の
特
異
さ
を
も
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
中
の
こ
の
歌
句
は
『
延
喜
御
集
』
か
ら
の
影

響
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
一
二
四
番
歌
が
「
い
づ
こ
は
か
と
か
」
と
い
う
類
似
句
を
持
つ
先
蹤
で
あ
る
と
触
れ

ら
れ
た
が
、
葬
地
の
「
は
か
」
の
意
が
掛
か
ら
な
い
為
、
検
討
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
前
掲
注
（
13
）
吉
野
論
も
ほ
ぼ
同
様
で
、
「
寛
平
御
時
后
宮

歌
合
」
一
二
四
番
歌
の
「
い
づ
こ
は
か
と
か
」
を
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
の
先
蹤
と
認
め
ら
れ
た
が
、
「
こ
の
「
は
か
」
は
掛
詞
で
は
な
く
、
イ
メ
ー

ジ
の
ふ
く
ら
み
も
な
い
。
中
将
更
衣
や
小
大
君
の
歌
は
、
こ
の
歌
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
掛
詞
の
面
白
さ
を
ね
ら
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
」
（
15
頁
）

と
数
行
触
れ
る
に
留
め
ら
れ
た
。

（
56
） 

出
詠
し
た
者
の
中
で
最
高
位
の
敏
行
は
、
「
開
催
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
（
村
瀬
敏
夫
「
藤
原
敏
行
伝

の
考
察
」
『
平
安
朝
文
学
研
究　

作
家
と
作
品　

岡
一
男
博
士
頌
寿
記
念
論
文
集
』
有
精
堂　

一
九
七
一　

669
頁
）
。

（
57
） 『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
の
項
（
泉
紀
子
執
筆
）
に
拠
る
。



『
後
撰
集
』
伊
衡
女
詠
と
「
長
恨
歌
」

45

（
58
） 

寛
文
七
年
版
本
（
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
新
撰
万
葉
集　

京
都
大
学
蔵
』
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
十
三　

臨
川
書
店    

一
九
七
九
）
に
拠
る
。

（
59
） 『
新
撰
万
葉
集
』
の
表
記
で
は
助
詞
が
明
確
に
さ
れ
ず
、
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
「
い
づ
こ
は
か
と
か
」
の
両
様
に
読
め
る
。

（
60
） 『
新
撰
万
葉
集
』
が
、
そ
れ
も
下
巻
が
、
ど
の
程
度
広
く
享
受
さ
れ
て
い
た
か
を
考
え
る
必
要
は
あ
ろ
う
が
、
伊
衡
女
を
享
受
圏
の
外
に
置
く
べ
き
必

然
性
も
無
い
。

（
61
） 

文
集
百
首
研
究
会
『
文
集
百
首
全
釈
』
（
歌
合
・
定
数
歌
全
釈
叢
書
八　

風
間
書
房　

二
〇
〇
七
）
「
つ
か
ふ
り
て
そ
の
よ
も
し
ら
ぬ
春
の
草
さ
ら
ぬ

別
と
誰
し
た
ひ
け
ん
」
（
定
家　

句
題
「
古
墓
何
代
人
」
）
藏
中
さ
や
か
執
筆
箇
所
。

（
62
） 「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
言
及
し
た
、
「
い
づ
こ
を
は
か
と
」
と
い
う
歌
句
を
持
つ
『
小
大
君
集
』
七
二
、
『
栄
花
物
語
』
四
五
、
『
源
氏
物
語
』
浮
舟

巻
七
五
三
、
『
更
級
日
記
』
二
〇
の
ほ
か
、
二
．（
２
）
節
で
一
部
を
引
用
し
た
多
田
執
筆
項
の
指
摘
す
る
、
「
は
か
な
し
」
「
そ
こ
は
か
と
」
「
あ
と
は

か
も
」
な
ど
の
語
句
を
用
い
た
和
歌
な
ど
が
あ
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


