
万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考

井

口

日

奈

令
和
三
年
七
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
五
十
四
巻
第
二
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
五
十
四
巻
第
二
号

令

和

三

年

七

月

十

日

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考

井

口

日

奈

□

要

旨

天
平
勝
宝
二
︵
七
五
○
︶
年
三
月
二
日
に
作
ら
れ
た
﹁
見
帰
雁
歌
﹂︵
十
九
・
四
一
四
四
︑
四
一
五
五
︶
は
︑
第
一
首
目
に
燕
が
来
た
こ
と
で
︑

雁
が
北
へ
渡
る
時
期
に
故
郷
を
懐
か
し
ん
で
飛
び
行
く
姿
が
詠
わ
れ
る
︒
故
郷
を
懐
か
し
む
こ
と
が
わ
か
る
第
四
句
目
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
は
︑
旧

訓
で
は
﹁
く
に
お
も
ひ
つ
ゝ
﹂
と
訓
む
︒
し
か
し
︑﹃
古
義
﹄
が
︑
故
郷
を
懐
か
し
む
場
合
に
は
﹁
し
の
ふ
﹂
の
方
が
﹁
お
も
ふ
﹂
よ
り
感
情
が
強

い
と
の
考
え
に
よ
っ
て
﹁
し
の
ひ
つ
ゝ
﹂
と
訓
み
改
め
て
以
降
︑
注
釈
書
の
多
く
が
こ
の
訓
み
に
従
う
︒

し
か
し
︑
二
語
は
類
似
す
る
語
で
は
あ
る
が
︑
感
情
の
強
弱
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
他
に
例
が
な
い
︒
そ
こ
で
︑
集
中
の
﹁
思
﹂﹁
お
も

ふ
﹂﹁
し
の
ふ
﹂
の
あ
り
よ
う
を
確
認
し
︑
故
郷
を
懐
か
し
む
歌
を
検
討
し
た
︒
結
果
︑
二
語
に
は
︑
景
色
を
賞
美
す
る
中
で
故
郷
を
﹁
し
の
ふ
﹂︑

思
慕
す
る
対
象
と
し
て
故
郷
を
﹁
お
も
ふ
﹂
と
い
う
違
い
が
あ
っ
た
︒
こ
の
意
味
の
違
い
と
︑
作
歌
当
日
の
背
景
か
ら
も
︑
当
該
歌
は
︑
旧
訓
に

戻
し
て
﹁
お
も
ひ
つ
つ
﹂
と
訓
む
こ
と
が
適
切
と
考
え
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

万
葉
集

大
伴
家
持

越
中

雁

思

お
も
ふ

し
の
ふ
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一
︑
は
じ
め
に

帰
雁
を
見
る
歌
二
首

燕
来
る

時
に
な
り
ぬ
と

雁
が
ね
は

本
郷
思
都
追

雲
隠
り
鳴
く
︵
十
九
・
四
一
四
四
︶

春
ま
け
て

か
く
帰
る
と
も

秋
風
に

も
み
た
む
山
を

越
え
来
ざ
ら
め
や

︿
一
に
云
ふ
︑﹁
春
さ
れ

ば

帰
る
こ
の
雁
﹂﹀

︵
十
九
・
四
一
四
五
︶

万
葉
集
の
引
用
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
に
拠
る
︒
一
部
︑
私
に
改
め
た
個
所
が
あ
る
︒

右
の
歌
は
︑
天
平
勝
宝
二
︵
七
五
〇
︶
年
三
月
二
日
に
詠
わ
れ
た
大
伴
家
持
の
歌
で
あ
る
︒
作
品
の
題
材
で
あ
る
﹁
燕
﹂
と
﹁
雁
﹂
の

組
み
合
わ
せ
は
集
中
他
に
な
く
︑
中
国
詩
に
由
来
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
1
︶

︒
そ
し
て
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
は
雁
の
歌
は
秋
の
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
︑
春
の
雁
は
当
該
歌
を
含
め
三
首
し
か
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
小
島
憲
之
氏
︵
2
︶

は
﹁
素
材
史
上
は
な
は
だ
注
意
す
べ
き

で
あ
り
︑
同
時
に
ま
た
﹃
歌
﹄
と
﹃
詩
﹄
と
の
接
点
に
位
置
す
る
歌
と
し
て
も
︑
貴
重
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒

雁
の
秋
に
北
か
ら
や
っ
て
来
て
日
本
で
冬
を
越
し
︑
春
に
は
北
へ
飛
ん
で
行
く
習
性
を
も
と
に
︑
第
一
首
目
︵
以
下
︑
当
該
歌
︶
に
は

北
へ
帰
っ
て
ゆ
く
春
の
雁
の
姿
を
︑
第
二
首
目
に
は
次
の
秋
に
ま
た
北
か
ら
飛
ん
で
く
る
が
詠
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
中
西
進
氏
︵
3
︶

が
指
摘
す

る
よ
う
に
﹁
雁
信
﹂
を
意
識
し
た
歌
で
あ
る
︒
作
歌
当
時
︑
越
中
に
国
守
と
し
て
赴
任
し
て
四
年
目
の
家
持
に
と
っ
て
︑
や
っ
て
き
た
方

角
へ
と
帰
る
雁
の
姿
を
自
身
の
姿
に
重
ね
て
﹁
望
郷
の
念
︵
4
︶

﹂
を
抱
い
た
こ
と
で
詠
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
﹁
望
郷
の
念
﹂
に
あ
た
る
第
四
句
目
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
の
﹁
思
﹂
は
︑
訓
み
に
﹁
お
も
ふ
﹂﹁
し
の
ふ
﹂
の
二
説
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑

﹁
思
﹂
字
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
旧
訓
で
は
全
て
﹁
お
も
ふ
﹂
と
訓
ま
れ
て
い
た
も
の
を
︑
契
沖
が
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
べ
き
も
の
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
︒
例
え
ば
︑
柿
本
人
麻
呂
の
明
日
香
皇
女
挽
歌
に
お
い
て
︑
皇
女
と
同
じ
名
前
を
持
つ
明
日
香
川
を
皇
女
の
形
見
と
し
て
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大
切
に
し
よ
う
と
詠
う
﹁
思
将
徃
﹂︵
二
・
一
九
六
︶
を
︑
契
沖
は
﹁
思
将
往
ハ
︑
今
按
︑
思
ハ
偲
ニ
テ
︑
シ
ノ
ヒ
テ
ユ
カ
ム
ナ
ル
ベ
シ
﹂︵﹃
代

匠
記
﹄︵
精
撰
本
︶
︶
と
し
て
﹁
思
﹂
を
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
み
改
め
た
︒

こ
う
し
た
契
沖
の
指
摘
以
降
︑
集
中
い
く
つ
か
の
﹁
思
﹂
は
﹁
お
も
ふ
﹂
か
ら
﹁
し
の
ふ
﹂
に
訓
み
改
め
ら
れ
て
き
た
︒
当
該
歌
も
そ

の
一
つ
に
あ
た
る
︒
古
写
本
に
は
﹁
お
も
ひ
つ
つ
﹂﹁
こ
ひ
つ
つ
︵
5
︶

﹂
と
訓
ま
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
︑﹃
古
義
﹄
に
﹁
し
ぬ
ひ
つ
つ
︵
6
︶

﹂
と
訓
み

改
め
て
以
降
︑
現
在
ま
で
多
く
の
注
釈
書
に
﹁
し
の
ひ
つ
つ
﹂
と
訓
ま
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹁
お
も
ひ
つ
つ
﹂
の
訓
み
を
採
る
い
く
つ

か
の
注
釈
書
は
﹁
お
も
ふ
﹂
と
訓
む
根
拠
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
当
該
歌
第
四
句
目
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
の
訓
を
論
じ
て
み
た
い
︒

二
︑
諸
説

当
該
歌
は
︑
第
一
︑
二
句
目
﹁
燕
来
る
時
に
な
り
ぬ
と
﹂
と
燕
が
や
っ
て
く
る
季
節
︵
春
︶
に
な
っ
た
こ
と
で
︑
雁
が
故
郷
へ
鳴
き
飛

ん
で
行
く
姿
を
詠
う
︒
第
四
句
目
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
の
﹁
本
郷
﹂
は
︑
旧
訓
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
訓
ま
れ
て
い
た
が
︑﹃
略
解
﹄
に
﹁
集
中

ふ
る
さ
と
ゝ
よ
め
る
は
︑
す
べ
て
古
京
の
地
を
い
ひ
て
︑
吾
家
郷
を
ふ
る
さ
と
ゝ
よ
め
る
事
な
し
﹂
と
し
て
︑

・

我
が
や
ど
に
鳴
き
し
雁
が
ね
雲
の
上
に
今
夜
鳴
く
な
り
国ク
ニ

方
可
聞
遊
群

へ

カ

モ

ユ

ク

︵
十
・
二
一
三
〇
︑
作
者
不
明
︶

に
あ
る
よ
う
に
﹁
く
に
﹂
と
訓
ん
だ
︒
近
代
以
降
の
諸
注
釈
書
も
従
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

﹁
思
都
追
﹂
の
訓
は
︑
次
の
よ
う
に
訓
ま
れ
て
い
る
︒

Ａ
︑
お
も
ひ
つ
つ

﹃
拾
穂
抄
﹄︑﹃
箚
記
﹄︑﹃
考
﹄︑﹃
略
解
﹄︑﹃
総
釈
︵
森
本
健
吉
︶﹄︑
鴻
巣
﹃
全
釋
﹄︑﹃
注
釈
﹄

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考
︵
井
口
︶
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Ｂ
︑
し
の
ひ
つ
つ
︵
7
︶

﹃
古
義
﹄︑﹃
日
本
古
典
全
書
﹄︑
窪
田
﹃
評
釈
﹄︑﹃
全
註
釈
﹄︑
佐
佐
木
﹃
評
釈
﹄︑﹃
私
注
﹄︑﹃
全
集
﹄︑﹃
集
成
﹄︑﹃
全
注
︵
青
木
生
子
︶﹄︑

﹃
新
編
全
集
﹄︑﹃
和
歌
文
学
大
系
﹄︑﹃
新
大
系
﹄︑﹃
釈
注
﹄︑﹃
全
歌
講
義
﹄︑﹃
全
解
﹄︑﹃
岩
波
文
庫
﹄

Ｃ
︑
両
訓
を
記
す

井
上
﹃
新
考
﹄

Ａ
﹁
お
も
ひ
つ
つ
﹂
を
採
る
﹃
総
釈
﹄
は
︑
集
中
に
﹁
思
﹂
を
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
歌
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
﹁
一
般
に
思
は
オ

モ
フ
と
訓
ん
で
ゐ
る
の
で
︑
今
も
其
に
從
つ
て
置
く
﹂
と
い
う
︒﹃
注
釈
﹄
は
︑﹁
こ
こ
は
﹃
多
頭
我
祢
乃

タ

ヅ

ガ

ネ

ノ

可
奈
之
伎

カ

ナ

シ

キ

与
比
波

ヨ

ヒ

ハ

久ク

尓ニ

弊ヘ

之シ

於オ

毛モ

保ホ

由ユ

﹄︵
廿
・
四
三
九
九
︶
の
例
に
よ
り
オ
モ
ヒ
と
訓
む
方
が
自
然
で
あ
ら
う
﹂
と
︑
同
じ
家
持
作
歌
を
挙
げ
る
︒﹃
注
釈
﹄
が
例

に
挙
げ
た
歌
は
天
平
勝
宝
七
︵
七
五
五
︶
年
二
月
十
九
日
︑
防
人
の
身
に
な
り
か
わ
り
作
歌
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
ク
ニ
﹂︵
故
郷
︶
を
﹁
お

も
ふ
﹂
と
詠
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
同
じ
家
持
の
歌
で
あ
る
当
該
歌
で
も
﹁
お
も
ふ
﹂
と
訓
む
こ
と
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
︒
両
訓
を
記

す
Ｃ
井
上
﹃
新
考
﹄
に
も
︑﹁
ミ
レ
バ
ミ
ヤ
コ
ノ
大
路
オ
モ
ホ
ユ
の
例
に
よ
ら
ば
舊
訓
の
如
く
オ
モ
フ
と
も
よ
む
べ
し
﹂
と
︑
家
持
に
よ

る
歌
︵
四
一
四
二
番
歌
︶
を
例
に
挙
げ
て
お
り
︑
こ
こ
で
も
京
︵
故
郷
︶
の
も
の
を
﹁
お
も
ふ
﹂
と
詠
わ
れ
て
い
る
︒

Ｂ
﹁
し
の
ひ
つ
つ
﹂
と
訓
む
注
釈
書
の
う
ち
︑﹃
古
義
﹄
に
は
﹁
こ
ゝ
は
︑
オ
モ
ヒ
ツ
ヽ
と
よ
み
て
は
︑
い
と
よ
ろ
し
か
ら
ず
﹂
と
あ
る
︒

﹃
私
注
﹄
も
﹁﹃
思
﹄
は
オ
モ
フ
で
も
悪
く
な
い
が
︑
シ
ヌ
ブ
の
方
が
感
が
強
く
な
ろ
う
か
﹂
と
す
る
︒﹁
感
﹂
と
い
う
の
は
故
郷
の
事
を

懐
か
し
む
気
持
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
Ｂ
で
は
︑
当
該
歌
の
第
四
句
目
を
現
代
語
訳
す
る
際
に
︑﹁
そ
の
本
郷
を
恋
し
く
思
ひ
つ
つ
︵
窪

田
﹃
評
釈
﹄
︶︑﹁
故
郷
を
偲
ん
で
は
︵
8
︶

﹂︵﹃
全
集
﹄︑﹃
新
編
全
集
﹄
︶︑﹁
遠
く
の
故
郷
を
懐
か
し
く
思
い
な
が
ら
﹂︵﹃
全
注
﹄
︶︑﹁
遠
く
の
故
郷
を

偲
び
な
が
ら
︵
9
︶

﹂︵﹃
釈
注
﹄
︶
と
い
う
よ
う
に
故
郷
へ
の
憧
憬
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
︒

望
郷
の
念
を
表
現
す
る
際
に
﹁
お
も
ふ
﹂
を
用
い
る
歌
が
あ
り
な
が
ら
︑
な
お
現
在
に
至
る
ま
で
﹁
し
の
ふ
﹂
が
支
持
さ
れ
る
理
由
と
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し
て
は
︑
右
の
よ
う
な
︑
故
郷
へ
向
け
る
情
意
に
は
﹁
お
も
ふ
﹂
よ
り
﹁
し
の
ふ
﹂
の
方
が
気
持
ち
が
強
く
︑
当
該
歌
に
適
当
で
あ
る
と

の
考
え
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
二
語
の
違
い
を
情
の
強
弱
と
す
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

三
︑
﹁
お
も
ふ
﹂
と
﹁
し
の
ふ
﹂

﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
﹄
に
は
︑
次
の
よ
う
に
二
語
の
意
味
を
挙
げ
る
︒︵
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
︶

お
も
ふ
﹇
思
・
念
・
憶
﹈
思
う
︒
～
ヲ
～
ト
思
フ
︑
と
使
う
が
︑
そ
の
と
き
ど
き
の
修
飾
語
の
内
容
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
解
釈
に

分
け
ら
れ
る
︒
ⓐ
思
う
︒
ⓑ
欲
す
る
︒
ⓒ
心
配
す
る
︒
気
に
や
む
︒
お
も
ん
ば
か
る
︒
ⓓ
な
つ
か
し
む
︒
恋
し
い
と
思
う
︒
ⓔ
予
想

す
る
︒
推
量
す
る
︒
ⓕ
気
が
合
う
︒
親
し
む
︒

し
の
ふ
﹇
思
﹈
❶
慕
う
︒
偲
ぶ
︒
何
か
の
縁
に
触
れ
て
身
近
に
な
い
も
の
の
こ
と
に
思
い
を
は
せ
る
︒
❷
賞
美
す
る
︒

︻
考
︼
思
フ
と
シ
ノ
フ
は
意
味
が
近
い
が
︑
思
フ
が
思
考
一
般
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
︑
シ
ノ
フ
は
あ
る
対
象
に
惹
き
つ
け
ら
れ

る
心
を
示
す
︑
と
い
う
差
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒

傍
線
部
は
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句
の
意
味
の
内
︑
当
該
歌
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
二
語
の
持
つ
意
味
の
内
︑
類
似
す

る
箇
所
で
あ
る
︒︻
考
︼に
二
語
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
が
︑こ
れ
に
よ
っ
て
判
別
で
き
る
基
準
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
︒﹁
お

も
ふ
﹂
が
心
に
関
す
る
諸
々
の
思
考
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
︑﹁
し
の
ふ
﹂
は
対
象
へ
の
好
意
と
い
う
思
考
の
中
の
狭
義
を
担
う
と
い

う
だ
け
で
あ
っ
て
︑﹁
対
象
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
心
﹂
が
﹁
お
も
ふ
﹂
に
無
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
は
や
く
か
ら
澤
瀉
久

孝
氏
︵
10
︶

は
二
語
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
説
く
︒

即
ち
﹁
お
も
ふ
﹂
と
い
ふ
語
は
︑
広
く
あ
る
事
を
思
ひ
︑
或
は
常
に
あ
る
人
を
思
ふ
と
い
ふ
よ
う
な
場
合
に
用
ゐ
ら
れ
る
に
対
し
て
︑

万
葉
集
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四
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番
歌
﹁
本
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追
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考
︵
井
口
︶

― 61 ―



﹁
偲
ふ
﹂
と
い
ふ
語
は
︑
あ
る
機
に
触
れ
︑
あ
る
縁
に
接
し
て
︑
意
中
の
人
や
情
景
を
思
ひ
や
る
や
う
な
場
合
に
用
ゐ
ら
れ
る
事
が

多
い
︒

氏
は
﹁
機
・
縁
﹂
に
よ
っ
て
﹁
し
の
ふ
﹂
こ
と
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
︒
氏
の
こ
の
態
度
は
徹
底
し
て
お
り
︑
氏
が
著
す
﹃
注
釈
﹄

で
は
﹁
機
・
縁
﹂
の
な
い
﹁
思
﹂
を
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
こ
と
を
避
け
て
い
る
︵
11
︶

︒﹁
し
の
ふ
﹂
が
恒
常
的
な
情
意
で
は
な
く
︑
思
い
出
す

場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
︑
内
田
賢
徳
氏
︵
12
︶

も
指
摘
す
る
︒

﹁
偲
ふ
﹂
は
思
う
こ
と
を
意
義
に
も
ち
︑
そ
の
対
象
は
不
在
の
︑
あ
る
い
は
失
わ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
︑﹁
思
ふ
﹂
や
﹁
思
ほ
ゆ
﹂

が
未
知
の
も
の
や
不
可
視
の
も
の
を
も
対
象
に
す
る
の
に
対
し
て
︑
狭
く
︑
既
知
の
可
視
的
な
も
の
を
︑
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
想
起

す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
意
義
で
あ
る
︒

﹁
し
の
ふ
﹂
が
︑
何
か
を
き
っ
か
け
に
し
て
思
い
出
す
意
味
に
お
い
て
﹁
お
も
ふ
﹂
よ
り
優
位
で
あ
る
こ
と
は
︑
栗
が
子
ど
も
に
似
て

い
る
こ
と
か
ら
栗
を
食
べ
れ
ば
子
ど
も
を
思
い
出
す
と
詠
う
︑

・

瓜
食
め
ば
胡
藤
母
意
母
保
由

こ

ど

も

お

も

ほ

ゆ

栗
食
め
ば
麻
斯
提
斯
農
波
由

ま

し

て

し

ぬ

は

ゆ

⁝
⁝
︵
五
・
八
〇
二
︑
山
上
憶
良
︶

の
歌
に
確
か
め
ら
れ
る
︒

け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
物
を
見
て
似
て
い
る
対
象
を
﹁
思
い
出
す
﹂
意
味
で
の
使
用
で
あ
り
︑
諸
注
釈
書
が
指
摘
す
る
懐
か
し
さ
を
意
味

す
る
﹁
お
も
ふ
﹂
と
﹁
し
の
ふ
﹂
の
情
の
強
弱
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
右
の
歌
は
対
象
が
﹁
人
﹂
で
あ
り
︑
当
該
歌
の

よ
う
な
﹁
故
郷
﹂
へ
向
け
た
な
つ
か
し
さ
を
表
す
も
の
と
同
列
に
扱
う
こ
と
に
も
問
題
は
あ
る
だ
ろ
う
︒

そ
も
そ
も
︑
普
通
に
は
﹁
お
も
ふ
﹂
と
訓
む
﹁
思
﹂
を
﹁
し
の
ふ
﹂
と
し
て
用
い
た
場
合
に
は
︑
そ
の
﹁
思
﹂
を
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む

共
通
し
た
理
解
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
集
中
の
﹁
思
︵
し
の
ふ
︶﹂
を
挙
げ
て
訓
み
の
依
拠
す
る

と
こ
ろ
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
︑
当
該
歌
が
訓
み
改
め
ら
れ
る
理
由
と
な
っ
た
情
の
強
弱
で
な
か
っ
た
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場
合
に
は
︑
故
郷
を
﹁
し
の
ふ
﹂
こ
と
と
﹁
お
も
ふ
﹂
こ
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
適
当
な
訓
み
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

四
︑
万
葉
集
の
﹁
し
の
ふ
﹂

︵
一
︶
﹁
し
の
ふ
﹂
用
例
数

集
中
の
﹁
し
の
ふ
﹂
の
巻
ご
と
の
用
例
数
を
︿
表
1
﹀
に
あ
げ
る
︒︵

︶
内
の
数
字
は
︑
家
持
の
用
例
数
で
あ
る
︒

︿
表
1
﹀
﹁
し
の
ふ
﹂
用
例
数

塙
書
房
刊
﹃
万
葉
集
電
子
総
索
引
﹄
Ｃ
Ｄ

−

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
古
典
索
引
刊
行
会
編

参
照

万
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十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
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︵
井
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︶
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仮名書

2

2

3(1）

1

1

1

2

2(1）

1

1

0

0

0

7

3

2

4(4）

3(3)

11(10）

11(2)

57

「思」

1

1

2(1）

0

0

1

1

2(1）

1

1

1

1

3

0

0

1

0

0

1(1）

0

17

「偲」

1

2

1

0

0

2

5

0

2

2

2

4

4

0

0

0

0

0

0

0

25

巻

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

合計



︿
表
1
﹀
を
み
る
と
︑
集
中
﹁
し
の
ふ
﹂
九
九
例
の
表
記
は
︑
仮
名
書
き
五
七
例
︑﹁
偲
﹂
二
五
例
︑﹁
思
﹂
一
七
例
で
あ
る
︒
現
在
一

般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
偲
﹂
表
記
は
︑
集
中
で
は
初
期
に
多
く
用
い
ら
れ
︑
だ
ん
だ
ん
と
使
用
を
避
け
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
︒
そ
も

そ
も
﹁
偲
﹂
字
は
中
国
で
は
﹁
偲
︑
彊
力
也
﹂︵﹃
説
文
﹄
︶﹁
偲
︑
多
才
力
也
﹂︵﹃
正
字
通
﹄
︶
と
あ
る
よ
う
に
﹁
強
い
﹂﹁
か
し
こ
い
﹂
と

い
う
意
味
で
あ
り
︑
前
述
し
た
日
本
語
﹁
し
の
ふ
﹂
の
意
味
は
持
た
な
い
︒
乾
善
彦
氏
︵
13
︶

は
︑﹁
し
の
ふ
﹂
に
﹁
偲
﹂
を
あ
て
る
こ
と
は
万

葉
初
期
の
歌
人
で
あ
る
人
麻
呂
周
辺
で
用
い
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
︑
万
葉
後
期
の
時
代
で
あ
る
家
持
周
辺
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と

し
て
︑﹁﹃
偲
﹄
は
漢
字
本
来
の
意
義
と
し
て
は
﹃
し
の
ふ
﹄
に
対
応
し
な
い
と
い
う
認
識
が
当
時
の
人
々
に
も
あ
り
︑
そ
れ
が
こ
の
対
応

を
定
着
さ
せ
る
こ
と
な
く
排
除
さ
せ
る
に
至
ら
し
め
た
﹂
と
指
摘
す
る
︒

巻
ご
と
の
表
記
は
︑
巻
八
や
巻
十
三
で
は
約
半
数
を
﹁
思
﹂
が
占
め
る
︒
し
か
し
︑
当
該
歌
を
含
む
末
四
巻
に
限
れ
ば
︑﹁
し
の
ふ
﹂

は
当
該
歌
以
外
す
べ
て
仮
名
書
き
表
記
で
あ
る
︒
末
四
巻
に
お
い
て
﹁
し
の
ふ
﹂
を
用
い
る
際
に
は
仮
名
書
き
で
表
記
す
る
こ
と
が
優
勢

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
︒
そ
の
中
に
あ
っ
て
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
み
改
め
た
当
該
歌
の
﹁
思
﹂
は
︑
末
四
巻
の
﹁
し
の
ふ
﹂
の
中
で
異

例
と
い
え
る
表
記
と
い
え
る
︒
な
お
の
こ
と
︑﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

︵
二
︶
﹁
お
も
ふ
﹂
か
ら
﹁
し
の
ふ
﹂
に
訓
み
改
め
ら
れ
た
歌

︿
表
1
﹀﹁
思
﹂
一
七
例
の
内
︑
当
該
歌
を
除
い
た
一
六
例
は
前
述
し
た
よ
う
に
旧
訓
で
は
全
て
﹁
お
も
ふ
﹂
と
訓
み
︑
契
沖
以
降
に
﹁
し

の
ふ
﹂
と
訓
み
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
現
状
︑
お
お
よ
そ
の
注
釈
書
に
お
い
て
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
ま
れ
て
い
る
︵
14
︶

︒
歌
を

挙
げ
︑
そ
の
根
拠
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

ａ

巨
勢
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
乍
思
奈

み
つ
つ
し
の
は
な

巨
勢
の
春
野
を
︵
一
・
五
四
︑
坂
門
人
足
︶

ｂ

⁝
⁝
音
の
み
も
名
の
み
も
絶
え
ず

天
地
の
い
や
遠
長
く

思
将
徃

し
の
ひ
い
か
む

御
名
に
か
か
せ
る

明
日
香
川
万
代
ま
で
に

は
し
き
や
し
我
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が
大
君
の

形
見
に
こ
こ
を
︵
二
・
一
九
六
︑
柿
本
人
麻
呂
︶

ｃ

越
の
海
の
手
結
が
浦
を
旅
に
し
て
見
れ
ば
と
も
し
み
日
本
思
櫃

や
ま
と
し
の
ひ
つ

︵
三
・
三
六
七
︑
笠
金
村
︶

ｄ

秋
さ
ら
ば
見
乍
思
跡

み
つ
つ
し
の
へ
と

妹
が
植
ゑ
し
や
ど
の
な
で
し
こ
咲
き
に
け
る
か
も
︵
三
・
四
六
四
︑
大
伴
家
持
︶

ｅ

後
れ
に
し
人
乎
思
久

ひ
と
を
し
の
は
く

思
泥
の
崎
木
綿
取
り
垂
で
て
幸
く
と
そ
思
ふ
︵
六
・
一
〇
三
一
︑
丹
比
屋
主
︶

ｆ

住
吉
の
岸
に
家
も
が
沖
に
辺
に
寄
す
る
白
波
見
乍
将
思

み
つ
つ
し
の
は
む

︵
七
・
一
一
五
〇
︑
作
者
不
明
︶

ｇ

あ
し
ひ
き
の
山
ほ
と
と
ぎ
す
汝
が
鳴
け
ば
家
な
る
妹
し
常
所
思

つ
ね
に
し
の
は
ゆ

︵
八
・
一
四
六
九
︑
沙
弥
︶

ｈ

⁝
⁝
そ
こ
故
に
心
な
ぐ
や
と

高
円
の
山
に
も
野
に
も

打
ち
行
き
て
遊
び
あ
る
け
ど

花
の
み
に
ほ
ひ
て
あ
れ
ば

見
る
ご
と
に

益
而
所
思

ま
し
て
し
の
は
ゆ

い
か
に
し
て
忘
る
る
も
の
そ

恋
と
い
ふ
も
の
を
︵
八
・
一
六
二
九
︑
大
伴
家
持
︶

ｉ

絶
等
寸
の
山
の
尾
の
上
の
桜
花
咲
か
む
春
へ
は
君
之
将
思

き
み
し
し
の
は
む

︵
九
・
一
七
七
六
︑
播
磨
娘
子
︶

ｊ

風
に
散
る
花
橘
を
袖
に
受
け
て
君
が
み
跡
と
思
鶴
鴨

し
の
ひ
つ
る
か
も

︵
十
・
一
九
六
六
︑
作
者
不
明
︶

ｋ

朝
柏
潤
八
川
辺
の
篠
の
目
の
思
而
宿
者

し
の
ひ
て
ぬ
れ
ば

夢
に
見
え
け
り
︵
十
一
・
二
七
五
四
︑
作
者
不
明
︶

ｌ

浦
廻
漕
ぐ
熊
野
船
着
き
め
づ
ら
し
く
懸
不
思

か
け
て
し
の
は
ぬ

月
も
日
も
な
し
︵
十
二
・
三
一
七
二
︑
作
者
不
明
︶

ｍ

せ
む
す
べ
の
た
づ
き
を
知
ら
に

岩
が
根
の
こ
ご
し
き
道
を

石
床
の
根
延
へ
る
門
を

朝
に
は
出
で
居
て
嘆
き

夕
に
は
入
居
而
思

い
り
ゐ
て
し
の
ひ

白
た
へ
の
我
が
衣
手
を

折
り
返
し
ひ
と
り
し
寝
れ
ば
⁝
⁝
︵
十
三
・
三
二
七
四
︑
作
者
不
明
︶

ｎ

み
吉
野
の
真
木
立
つ
山
に

青
く
生
ふ
る
山
菅
の
根
の

ね
も
こ
ろ
に
我
が
思
ふ
君
は

大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に

︿
或
本
に
云
ふ
︑｢大

君
の
命
恐
み
﹂﹀

鄙
離
る
国
治
め
に
と

︿
或
本
に
云
ふ
︑﹁
天

離
る
鄙
治
め
に
と
﹂﹀

群
鳥
の
朝
立
ち
去
な
ば

後
れ
た
る
我
か
恋
ひ
む
な

旅
な
れ
ば
君
可
将
思

き
み
か
し
の
は
む

⁝
⁝
︵
十
三
・

三
二
九
一
︑
作
者
不
明
︶

ｏ

⁝
⁝
行
く
道
の
た
づ
き
を
知
ら
に

思
へ
ど
も
験
を
な
み

嘆
け
ど
も
奥
か
を
な
み

大
御
袖
行
き
触
れ
し
松
を

言
問
は
ぬ
木
に

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考
︵
井
口
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は
あ
り
と
も

あ
ら
た
ま
の
立
つ
月
ご
と
に

天
の
原
振
り
放
け
見
つ
つ

玉
だ
す
き
懸
而
思
名

か
け
て
し
の
は
な

恐
く
あ
り
と
も
︵
十
三
・
三
三

二
四
︑
作
者
不
明
︶

ｐ

志
賀
の
山
い
た
く
な
伐
り
そ
荒
雄
ら
が
よ
す
か
の
山
と
見
管
将
思

み
つ
つ
し
の
は
む

︵
十
六
・
三
八
六
二
︑
白
水
郎
︶

﹁
し
の
ふ
﹂
の
持
つ
﹁
賞
美
﹂
す
る
意
味
は
︑﹁
お
も
ふ
﹂
に
は
な
く
﹁
し
の
ふ
﹂
だ
け
が
持
つ
こ
と
か
ら
︑﹁
思
﹂
に
賞
美
の
意
味
が

あ
れ
ば
︑﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
︒
右
の
中
で
は
︑
ａ
は
︑
冬
に
巨
勢
山
の
椿
を
見
な
が
ら
︑
巨
勢
山
の
春
の
風
景
に

思
い
を
は
せ
て
賞
美
し
よ
う
と
い
う
歌
で
あ
る
︒﹃
古
義
﹄
に
﹁
ミ
ツ
ツ
シ
ヌ
ハ
ナ
と
訓
べ
し
︑︵
略
︶
シ
ヌ
ハ
ナ
は
︑
將
二
賞
愛
一

ム

メ
デ
シ
ヌ
ハ

と
い

ふ
意
を
急
に
謂
へ
る
な
り
﹂
と
し
て
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
み
改
め
ら
れ
た
︒
ｄ
は
︑
亡
妾
悲
傷
歌
の
中
の
歌
で
︑
秋
に
な
っ
た
ら
庭
の
な
で

し
こ
を
見
て
賞
美
し
ろ
︑
ま
た
は
︑
花
を
見
て
そ
れ
を
植
え
た
自
分
︵
妾
︶
を
思
い
出
せ
︑
と
い
う
歌
︒﹃
童
蒙
抄
﹄
に
﹁
見
つ
ゝ
偲
べ
と
︑

な
で
し
こ
の
咲
き
た
る
に
つ
け
て
︑
亡
妻
を
し
の
べ
と
瞿
麥
の
咲
き
に
け
る
か
な
と
詠
め
る
歌
也
﹂︑﹃
考
﹄
に
﹁
只
見
つ
ゝ
愛
し
た
ふ
事

を
云
﹂
と
あ
る
︒
ど
ち
ら
の
意
味
に
採
っ
て
も
︑﹁
し
の
ふ
﹂
の
意
味
に
当
て
は
ま
る
︒
ｆ
は
︑
白
波
を
賞
美
す
る
﹁
思
﹂
で
あ
る
か
ら
︑

﹃
代
匠
記
﹄︵
精
撰
本
︶
に
﹁
落
句
ハ
︑
ケ
ニ
モ
思
ハ
偲
ニ
テ
︑
ミ
ツ
ヽ
シ
ノ
ハ
ム
ニ
テ
有
ヌ
ヘ
キ
所
ナ
リ
︒﹂
と
あ
る
︒

澤
瀉
氏
の
い
う
﹁
機
・
縁
﹂
に
接
し
て
︑
そ
こ
に
い
な
い
対
象
を
思
い
出
す
時
に
﹁
し
の
ふ
﹂
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
場
合
︑

歌
の
中
に
﹁
機
・
縁
﹂
と
対
象
が
は
っ
き
り
と
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
ｂ
は
︑
明
日
香
皇
女
挽
歌
で
あ
る
︒
皇
女
と
同
じ
名
前
の

明
日
香
川
を
皇
女
の
形
見
と
し
て
大
切
に
賞
美
し
よ
う
と
い
う
の
で
︑
こ
こ
の
﹁
思
﹂
は
︑
川
を
み
な
が
ら
皇
女
に
思
い
を
は
せ
る
意
味

を
持
つ
︒
眼
前
の
景
色
を
機
縁
と
し
て
人
の
面
影
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
︑﹃
代
匠
記
︵
精
撰
本
︶﹄
は
﹁
思
将
往
ハ
︑
今
按
︑
思
ハ

偲
ニ
テ
︑
シ
ノ
ヒ
テ
ユ
カ
ム
ナ
ル
ベ
シ
﹂
と
す
る
ｇ
︵
15
︶

は
︑﹃
童
蒙
抄
﹄
以
降
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
ま
れ
て
い
る
︒
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を

機
縁
と
し
て
︑
鳴
き
声
を
聞
く
度
に
妻
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
︑
と
い
う
︒
ｈ
は
︑
家
持
か
ら
妻
の
大
嬢
へ
送
ら
れ
た
歌
で
あ
る
︒﹃
古

義
﹄
に
﹁
山
に
も
野
に
も
︑
な
つ
か
し
げ
に
︑
花
の
み
に
ほ
ひ
て
あ
れ
ば
︑
見
る
に
つ
け
て
︑
ま
す
〳
〵
妹
が
お
も
は
る
ゝ
﹂
と
し
て
︑
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花
を
機
縁
に
し
て
妻
を
思
い
出
す
た
め
に
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
み
改
め
ら
れ
た
︒
ｉ
は
﹁
是
を
今
本
に
お
も
わ
ん
と
訓
る
は
誤
な
り
﹂︵﹃
考
﹄
︶︑

ｊ
は
﹁
シ
ヌ
ヒ
ツ
ル
カ
モ
と
よ
む
べ
し
﹂︵﹃
古
義
﹄
︶
と
し
て
︑
訓
み
改
め
た
︒
根
拠
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
桜
花
﹂﹁
花

橘
﹂
を
機
縁
と
し
て
﹁
君
﹂
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
構
造
を
持
ち
︑﹁
お
も
ふ
﹂
よ
り
﹁
し
の
ふ
﹂
が
適
切
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

ｍ
は
﹃
考
﹄
に
よ
っ
て
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
ま
れ
た
︒﹁
朝
に
は
︱
夕
に
は
︱
﹂
と
い
う
構
文
は
集
中
九
例
あ
る
が
︑﹁
し
の
ふ
﹂
が
詠
わ
れ

て
い
る
の
は
他
に
﹁
我
妹
子
と
さ
寝
し
妻
屋
に

朝
に
は
出
立
偲

夕
に
は
入
り
居
嘆
か
ひ
﹂︵
三
・
四
八
一
︶
の
み
で
あ
る
︒﹃
全
注
︵
曽

倉
岑
︶﹄
は
こ
の
歌
と
の
冒
頭
十
句
の
類
似
を
指
摘
す
る
︒
ｎ
は
︑
旅
先
で
夫
は
私
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
恋
し
く
思
う
か
と
い
う
箇
所

に
﹁
思
﹂
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑﹃
考
﹄
以
降
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
ま
れ
て
い
る
︒
旅
立
つ
相
手
に
自
分
の
こ
と
を
恋
し
く
思
っ
て
ほ
し
い

場
合
に
は
︑

・

み
越
路
の
雪
降
る
山
を
越
え
む
日
は
留
ま
れ
る
我
を
懸
而
小
竹
葉
背

か

け

て

し

の

は

せ

︵
九
・
一
七
八
六
︑
笠
金
村
歌
集
︶

・

愛
し
と
思
ひ
し
思
は
ば
下
紐
に
結
ひ
付
け
持
ち
て
夜
麻
受
之
努
波
世

や

ま

ず

し

の

は

せ

︵
十
五
・
三
七
六
六
︑
中
臣
宅
守
︶

・

我
が
妹
子
が
志
濃
非
尓
西
餘
等

し

ぬ

ひ

に

せ

よ

と

付
け
し
紐
糸
に
な
る
と
も
我
は
解
か
じ
と
よ
︵
二
十
・
四
四
〇
五
︑
防
人
︶

の
よ
う
に
﹁
し
の
ふ
﹂
を
用
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
︑
ｎ
も
﹁
お
も
ふ
﹂
よ
り
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
︒

ｏ
は
︑﹃
古
義
﹄
に
﹁
玉
手
次
云
々
は
︑
二
ノ
巻
に
︑
作
良
志
之
香
來
山
之
宮

ツ

ク

ラ

シ

シ

カ

グ

ヤ

マ

ノ

ミ

ヤ

︑
萬
代
爾
過
牟
登
念
哉

ヨ

ロ

ジ

ヨ

ニ

ス

ギ

ム

ト

モ

ヘ

ヤ

︑
天
之
如
振
放
見
乍

ア
メ
ノ
ゴ
ト
フ
リ
サ
ケ
ミ
ツ
ヽ

︑
玉
手
次
懸
而
將
偲

タ
マ
タ
ス
キ
カ
ケ
テ
シ
ヌ
ハ
ム

︑

恐
有
騰
文

カ
シ
コ
カ
レ
ド
モ

と
あ
る
に
同
じ
﹂
と
あ
る
︒
同
じ
挽
歌
で
あ
る
ｂ
と
同
様
に
︑
形
見
で
あ
る
物
を
機
縁
と
し
て
死
者
を
思
い
出
す
構
造
を
持
つ
︒

ｐ
は
︑
原
文
﹁
思
﹂
に
﹁
偲
﹂
の
異
同
が
あ
る
︵
16
︶

た
め
古
写
本
に
﹁
し
の
ふ
﹂
と
も
訓
ま
れ
て
い
た
︒
今
︑﹁
思
﹂
よ
り
﹁
偲
﹂
の
字
を
採

り
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
注
釈
書
が
多
い
の
は
︑
一
首
を
﹁
荒
雄
が
世
に
在
し
ほ
ど
︑
常
に
見
遣
て
な
ぐ
さ
み
し
山
な
れ
ば
︑
其
ノ
山
を
所

縁
あ
る
處
と
思
ひ
定
め
て
︑
吾
も
常
に
見
や
り
て
︑
亡
人
の
か
た
み
に
︑
慕
ひ
つ
ゝ
あ
ら
ぬ
と
思
ふ
ぞ
﹂︵﹃
古
義
﹄
︶
の
歌
意
と
し
た
時
に
︑

ｂ
ｏ
の
構
造
と
類
似
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考
︵
井
口
︶
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右
の
よ
う
に
﹁
し
の
ふ
﹂
の
意
味
を
根
拠
と
し
な
い
例
は
︑
語
句
の
掛
か
り
方
や
︑
長
歌
を
参
照
し
て
訓
み
改
め
ら
れ
て
い
る
︒
ｅ
は
︑

序
詞
の
中
に
﹁
思
﹂
が
あ
る
︒﹃
童
蒙
抄
﹄
に
﹁
お
も
は
く
と
は
よ
む
べ
か
ら
す
︒
下
に
し
で
の
さ
き
と
よ
め
れ
ば
そ
の
う
つ
り
に
︑
し

の
ば
く
と
よ
み
た
り
︒
し
の
ば
く
に
あ
ら
ね
ば
︑
歌
の
意
も
不
レ
通
也
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
思
泥
の
崎
﹂
に
掛
か
る
よ
う
に
﹁
思
﹂
は

﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
︒
ｋ
は
︑
序
詞
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
﹁
思
﹂
で
あ
り
︑﹃
考
﹄
の
﹁
此
思
は
し
ぬ
ぶ
と
よ
ま
で
は
上
よ
り
つ
ゞ
か
ず
︑

下
の
意
も
き
こ
え
さ
る
也
﹂
に
よ
る
︒
ｃ
は
︑
行
幸
時
の
歌
で
︑
長
歌
に
﹁
ま
す
ら
を
の
手
結
が
浦
に

海
人
娘
子
塩
焼
く
煙

草
枕
旅

に
し
あ
れ
ば

ひ
と
り
し
て
見
る
験
な
み

海
神
の
手
に
巻
か
し
た
る

玉
だ
す
き
懸
而
之
努
櫃

か

け

て

し

の

ひ

つ

大
和
島
根
を
﹂
と
あ
る
の
で
︑﹃
代

匠
記
﹄︵
精
撰
本
︶
は
﹁
思
櫃
ハ
︑
今
按
︑
思
ハ
偲
ニ
︿
テ
﹀
シ
ノ
ヒ
ツ
ナ
ル
ヘ
シ
︒
長
哥
ノ
カ
ケ
テ
シ
ノ
ヒ
ツ
︑
コ
レ
ヲ
反
シ
テ
云
ヘ
リ
﹂

と
し
て
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
み
改
め
た
︒
ｌ
は
︑
現
在
で
も
訓
み
の
わ
か
れ
る
歌
で
は
あ
る
が
︑﹃
新
編
全
集
﹄
に
﹁
カ
ケ
テ
は
シ
ノ
フ
に

か
か
る
の
が
例
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
集
中
﹁
か
け
て
﹂
や
﹁
見
つ
つ
﹂
は
﹁
し
の
ふ
﹂
に
目
立
っ
て
付
随
す
る
語
︵
17
︶

で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
し
の
ふ
﹂
に
訓
み
改
め
ら
れ
た
﹁
思
﹂
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
﹁
し
の
ふ
﹂
の
意
味
や
類
例
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
︒
旧
訓
﹁
お
も
ふ
﹂
か
ら
﹁
し
の
ふ
﹂
に
改
め
た
の
も
︑﹁
お
も
ふ
﹂
で
は
歌
の
内
容
を
表
現
す
る
の
に
不
十
分
だ
と
考

え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

﹁
思
﹂
の
訓
み
を
右
の
よ
う
に
集
中
の
歌
や
語
句
の
意
味
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
改
め
た
と
す
れ
ば
︑
当
該
歌
の
﹁
思
﹂
の
訓
み
を
考
慮

す
る
と
き
に
﹁
感
の
強
さ
﹂
に
依
拠
し
た
こ
と
は
︑
適
切
な
目
安
で
は
な
い
と
み
て
よ
い
︒
ま
ず
は
︑
当
該
歌
と
同
じ
よ
う
に
故
郷
を
﹁
し

の
ふ
﹂
歌
か
ら
故
郷
を
﹁
し
の
ふ
﹂
こ
と
と
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
︑
故
郷
を
﹁
お
も
ふ
﹂
場
合
と
比
べ
て
み
た
い
︒

︵
三
︶
故
郷
を
﹁
し
の
ふ
﹂

当
該
歌
は
︑
三
︑
四
︑
五
句
目
に
雁
が
故
郷
を
﹁
思
﹂
な
が
ら
鳴
く
姿
が
詠
わ
れ
る
︒
集
中
︑
故
郷
︵
こ
こ
で
は
﹁
国
﹂﹁
里
﹂﹁
京
﹂﹁
家
﹂
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を
含
む
︶
へ
望
郷
の
念
を
抱
い
た
時
に
﹁
し
の
ふ
﹂
と
詠
う
歌
は
四
例
で
あ
る
︒
異
郷
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
﹁
し
の
ふ
﹂
に
故
郷

を
﹁
し
の
ふ
﹂
歌
が
少
な
い
こ
と
は
︑
遠
く
離
れ
た
﹁
人
︵
女
︑
男
︑
子
ど
も
︑
故
人
等
︶﹂
に
向
け
ら
れ
る
語
句
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
︒
そ
の
中
で
郷
里
に
向
け
て
﹁
し
の
ふ
﹂
歌
四
例
に
は
︑
郷
里
に
い
る
﹁
人
﹂
に
関
わ
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
︵
18
︶

︒

①

大
伴
の
高
師
の
浜
の
松
が
根
を
枕
き
寝
れ
ど
家
之
所
偲
由

い

へ

し

し

の

は

ゆ

︵
一
・
六
六
︑
置
始
東
人
︵
19
︶

︶

②

越
の
海
の
角
鹿
の
浜
ゆ

大
船
に
真
梶
貫
き
下
ろ
し

い
さ
な
と
り
海
路
に
出
で
て

あ
へ
き
つ
つ
我
が
漕
ぎ
行
け
ば

ま
す
ら
を

の
手
結
が
浦
に

海
人
娘
子
塩
焼
く
煙

草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば

ひ
と
り
し
て
見
る
験
な
み

海
神
の
手
に
巻
か
し
た
る

玉
だ
す

き
懸
而
之
努
櫃

か

け

て

し

の

ひ

つ

大
和
島
根
を
︵
三
・
三
六
六
︑
笠
金
村
︶

③

越
の
海
の
手
結
が
浦
を
旅
に
し
て
見
れ
ば
羨
し
み
日
本
思
櫃

や
ま
と
し
の
ひ
つ

︵
三
・
三
六
七
︑
笠
金
村
︶

④

印
南
野
の
浅
茅
押
し
な
べ
さ
寝
る
夜
の
日
長
く
し
あ
れ
ば
家
之
小
篠
生

い

へ

し

し

の

は

ゆ

︵
六
・
九
四
〇
︑
山
部
赤
人
︶

①
は
︑
行
幸
時
の
歌
で
あ
る
︒
松
原
の
風
光
明
媚
な
土
地
で
夜
を
過
ご
す
け
れ
ど
も
︑
家
の
こ
と
が
偲
ば
れ
る
︑
と
い
う
︵
20
︶

︒
④
も
行
幸

歌
で
あ
り
︑
印
南
野
の
景
勝
を
讃
え
た
長
歌
の
反
歌
で
あ
る
︒
①
④
で
は
一
人
寝
の
際
に
﹁
し
の
ふ
﹂
こ
と
か
ら
共
寝
の
相
手
が
居
る
﹁
家
﹂

を
﹁
し
の
ふ
﹂
と
詠
う
︒
②
③
も
①
と
同
じ
よ
う
に
︑
眼
前
の
風
景
に
感
動
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
故
郷
を
偲
ぶ
こ
と
を
詠
っ
て

い
る
︒
②
は
︑
手
結
の
浦
の
景
を
旅
先
な
の
で
﹁
ひ
と
り
し
て
見
る
験
な
み
﹂
と
一
人
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
惜
し
ん
で
﹁
大

和
島
根
﹂
を
偲
ぶ
︒
こ
れ
は
︑
共
に
景
色
を
見
る
相
手
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
②
の
反
歌
③
も
同
様
に
︑
手
結
の
浦
に
一
人
居
て
﹁
佳

景
を
家
人
と
と
も
に
見
な
い
の
が
甲
斐
も
な
い
こ
と
と
思
い
︑
そ
こ
が
引
金
と
な
っ
て
︑
家
郷
の
大
和
を
偲
ぶ
﹂︵﹃
全
注
︵
西
宮
一
民
︶﹄
︶

と
い
う
︒
こ
れ
ら
は
︑﹁
人
﹂
が
い
な
い
こ
と
を
さ
び
し
く
思
う
状
況
を
︑
澤
瀉
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
機
・
縁
﹂
に
し
て
思
慕
す
る
と

い
う
構
造
が
共
通
す
る
︒
故
郷
に
残
し
た
相
手
へ
﹁
し
の
ふ
﹂
こ
と
は
︑
相
手
が
居
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
と
き
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
の

で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
機
縁
の
背
景
に
︑
旅
先
の
景
勝
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考
︵
井
口
︶
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こ
の
よ
う
な
景
勝
を
前
に
し
て
心
晴
れ
や
か
に
な
る
ほ
ど
故
郷
の
こ
と
を
思
う
と
い
う
構
造
は
︑﹁
お
も
ふ
﹂
に
は
な
く
﹁
し
の
ふ
﹂

に
の
み
み
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
対
象
を
眼
前
の
景
色
に
重
ね
て
遠
く
離
れ
た
対
象
に
心
を
寄
せ
る
と
い
う
﹁
し
の
ふ
﹂
の
基
本
的
な
構
造

を
も
つ
歌
︑

・

秋
萩
の
上
に
白
露
置
く
ご
と
に
見
管
曽
思
怒
布

み

つ

つ

そ

し

の

ふ

君
が
姿
を
︵
十
・
二
二
五
九
︑
作
者
不
明
︶

・

山
吹
の
花
取
り
持
ち
て
つ
れ
も
な
く
離
れ
に
し
妹
を
之
努
比
都
流
可
毛

し

の

ひ

つ

る

か

も

︵
十
九
・
四
一
八
四
︑
大
伴
家
持
妹
︶

の
よ
う
に
離
れ
た
対
象
を
身
近
な
も
の
に
投
影
し
て
心
を
慰
め
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
ろ
う
︒
た
ん
に
思
い
出
し
た
だ
け
で
な
く
︑
対
象
を

自
分
の
近
く
に
感
じ
た
い
︑
対
象
と
と
も
に
あ
り
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
の
が
﹁
し
の
ふ
﹂
で
あ
る
︒
旅
先
に
あ
っ
て
は
︑﹁
し
の
ふ
﹂

対
象
に
﹁
今
こ
の
場
に
い
て
ほ
し
い
﹂
と
い
う
よ
う
な
︑
自
己
を
中
心
に
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

五
︑
万
葉
集
の
﹁
お
も
ふ
﹂

︵
一
︶
﹁
お
も
ふ
﹂
用
例
数

集
中
の
﹁
お
も
ふ
﹂
に
つ
い
て
も
確
か
め
て
お
く
︒
巻
ご
と
の
用
例
数
を
︿
表
2
﹀
に
あ
げ
る
︒﹁
念
﹂﹁
思
﹂
行
と
巻
十
九
列
の
︵

︶

内
の
数
字
は
︑
家
持
の
用
例
数
で
あ
る
︒

集
中
﹁
お
も
ふ
﹂
の
用
例
は
九
七
二
例
あ
る
︒︿
表
2
﹀
を
み
る
と
︑
表
記
は
﹁
念
﹂
が
一
番
多
く
五
五
九
例
︑
仮
名
書
き
二
〇
九
例
︑

﹁
思
﹂
一
九
六
例
︑
他
に
﹁
憶
﹂
や
﹁
想
﹂
が
少
数
だ
が
み
ら
れ
る
︒
巻
別
で
は
﹁
思
﹂
と
﹁
念
﹂
と
が
同
じ
程
度
の
用
例
数
で
あ
る
巻

十
三
︑
十
六
と
仮
名
書
き
主
体
表
記
の
巻
を
除
い
て
︑
ほ
と
ん
ど
の
巻
で
﹁
お
も
ふ
﹂
に
は
﹁
念
﹂
を
用
い
る
︒
末
四
巻
で
は
主
に
仮
名

書
き
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
当
該
歌
を
含
む
巻
十
九
の
表
記
は
他
の
巻
と
異
な
る
訓
字
主
体
で
あ
る
た
め
︑
巻
十
九
の
み
﹁
思
﹂
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﹁
念
﹂
の
用
例
が
多
い
︒
末
四
巻
の
﹁
思
﹂
表
記
六
例
﹁
思
出

オ
モ
ヒ
デ

﹂︵
十
七
・
三
九
六
九
︶﹁
思
標
之

オ
モ
ヒ
テ
シ
め
シ

﹂︵
十
九
・
四
一
五
一
︶﹁
思
延

オ
モ
ヒ
ノ
ベ

﹂︵
十
九
・

四
一
五
四
︶﹁
繁

思

シ
げ
キ
オ
モ
ヒ

﹂︵
十
九
・
四
一
八
七
︶﹁
思
恋

オ
モ
ヒ
コ
ひ

﹂︵
十
九
・
四
二
一
四
︶﹁
思
共

オ
モ
フ
ド
チ

﹂︵
十
九
・
四
二
八
四
︶
に
は
︑
訓
み
の
揺
れ
は
な
く

す
べ
て
﹁
お
も
ふ
﹂
と
し
て
訓
ま
れ
て
い
る
︒

︿
表
1
﹀
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑
末
四
巻
の
﹁
思
﹂
の
中
で
訓
み
の
揺
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
該
歌
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

︿
表
2
﹀
﹁
お
も
ふ
﹂
用
例
数

塙
書
房
刊
﹃
万
葉
集
電
子
総
索
引
﹄
Ｃ
Ｄ

−

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
古
典
索
引
刊
行
会
編

参
照

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考
︵
井
口
︶
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その他

0

1（憶）

0

1（憶）

0

1（憶）

1（想）

0

0

0

0

3（想・憶）

0

0

0

1（憶）

0

0

0

0

8

仮名書

1

0

0

1

18

1

0

0

0

1

1

0

0

30

55

1

41

23

5(3）

31

209

「思」

2

7

15(2）

19(3）

3

5

11

5(1）

8

16

35

20

38

0

0

6

1(1)

0

5(4）

0

196

「念」

13

40

30(1)

92(21）

0

24(4）

34

30(8）

13

48

101

76

21

0

0

7

6(3)

0

24(15）

0

559

巻

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

合計



︵
二
︶
故
郷
を
﹁
お
も
ふ
﹂

次
に
︑
故
郷
を
﹁
お
も
ふ
﹂
歌
二
二
例
を
見
て
い
く
︒
こ
れ
ら
は
︑﹁
お
も
ふ
﹂
の
意
味
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒

Ａ
︑
思
い
出
す

①

葦
辺
行
く
鴨
の
羽
が
ひ
に
霜
降
り
て
寒
き
夕
は
倭
之
所
念

や
ま
と
し
お
も
ほ
ゆ

︵
一
・
六
四
︑
志
貴
皇
子
︶

②

藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
奈
良
の
都
を
御
念
八
君

お
も
ほ
す
や
き
み

︵
三
・
三
三
〇
︑
大
伴
四
綱
︶

③

梅
の
花
折
り
か
ざ
し
つ
つ
諸
人
の
遊
ぶ
を
見
れ
ば
弥
夜
古
之
叙
毛
布

み

や

こ

し

ぞ

も

ふ

︵
五
・
八
四
三
︑
土
師
水
通
︶

④

若
の
浦
に
白
波
立
ち
て
沖
つ
風
寒
き
夕
は
山
跡
之
所
念

や
ま
と
し
お
も
ほ
ゆ

︵
七
・
一
二
一
九
︑
藤
原
房
前
︶

⑤

石
走
る
滝
も
と
ど
ろ
に
鳴
く
蟬
の
声
を
し
聞
け
ば
京み
や

師こ

之し

於お

毛も

保ほ

由ゆ

︵
十
五
・
三
六
一
七
︑
大
石
蓑
麻
呂
︶

⑥

春
の
日
に
萌
れ
る
柳
を
取
り
持
ち
て
見
れ
ば
都
の
大
路
所
念

お
お
ち
し
お
も
ほ
ゆ

︵
十
九
・
四
一
四
二
︑
大
伴
家
持
︶

⑦

⁝
⁝
春
霞
島
廻
に
立
ち
て

鶴
が
ね
の
悲
し
く
鳴
け
ば

は
ろ
ば
ろ
に
伊
弊
乎
於
毛
比
埿

い

へ

を

お

も

ひ

で

負
ひ
征
箭
の
そ
よ
と
鳴
る
ま
で

嘆
き

つ
る
か
も
︵
二
十
・
四
三
九
八
︑
大
伴
家
持
︶

⑧

海
原
に
霞
た
な
び
き
鶴
が
音
の
悲
し
き
夕
は
久
尓
弊
之
於
毛
保
由

く

に

へ

し

お

も

ほ

ゆ

︵
二
十
・
四
三
九
九
︑
大
伴
家
持
︶

Ｂ
︑
な
つ
か
し
む
︑
恋
し
い
と
思
う

❶

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
敷
き
ま
せ
る
国
の
中
に
は
京
師
所
念

み
や
こ
し
お
も
ほ
ゆ

︵
三
・
三
二
九
︑
大
伴
四
綱
︶

❷

浅
茅
原
つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
物
思
へ
ば
古
り
に
し
里
し
所
念
可
聞

お
も
ほ
ゆ
る
か
も

︵
三
・
三
三
三
︑
大
伴
旅
人
︶

❸

思
家
登

い
へ
お
も
ふ
と

心
進
む
な
風
ま
も
り
よ
く
し
て
い
ま
せ
荒
し
そ
の
道
︵
三
・
三
八
一
︑
筑
紫
娘
子
・
兒
島
︶

❹

玉
藻
刈
る
辛
荷
の
島
に
島
廻
す
る
鵜
に
し
も
あ
れ
や
家
不
念
有
六

い
へ
お
も
は
ざ
ら
む

︵
六
・
九
四
三
︑
山
部
赤
人
︶

❺

さ
す
竹
の
大
宮
人
の
家
と
住
む
佐
保
の
山
を
ば
思
哉
毛
君

お
も
ふ
や
も
き
み

︵
六
・
九
五
五
︑
石
川
足
人
︶
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❻

故
郷
は
遠
く
も
あ
ら
ず
一
重
山
越
ゆ
る
が
か
ら
に
念
曽
吾
世
思

お
も
ひ
そ
あ
が
せ
し

︵
六
・
一
〇
三
八
︑
高
丘
河
内
︶

❼

高
島
の
阿
渡
白
波
は
騒
け
ど
も
吾
家
思

あ
れ
は
い
へ
お
も
ふ

廬
り
悲
し
み
︵
七
・
一
二
三
八
︑
古
歌
集
︶

❽

然
と
あ
ら
ぬ
五
百
代
小
田
を
刈
り
乱
り
田
廬
に
居
れ
ば
京
師
所
念

み
や
こ
し
お
も
ほ
ゆ

︵
八
・
一
五
九
二
︑
坂
上
郎
女
︶

❾

高
島
の
阿
渡
川
波
は
騒
け
ど
も
吾
者
家
思

あ
れ
は
い
へ
お
も
ふ

宿
り
悲
し
み
︵
九
・
一
六
九
〇
︑
柿
本
人
麻
呂
歌
集
︶

❿

淡
路
島
門
渡
る
船
の
梶
間
に
も
我
は
忘
れ
ず
伊
弊
乎
之
曽
於
毛
布

い

へ

を

し

そ

お

も

ふ

︵
十
七
・
三
八
九
四
︑
作
者
不
審
︶

⓫

た
ま
は
や
す
武
庫
の
渡
り
に
天
伝
ふ
日
の
暮
れ
行
け
ば
家
乎
之
曽
於
毛
布

イ

ヘ

ヲ

シ

ソ

オ

モ

フ

︵
十
七
・
三
八
九
五
︑
作
者
不
審
︶

⓬

香
島
よ
り
熊
来
を
さ
し
て
漕
ぐ
船
の
梶
取
る
間
な
く
京
師
之
於
母
倍
由

み

や

こ

し

お

も

ほ

ゆ

︵
十
七
・
四
〇
二
七
︑
大
伴
家
持
︶

⓭

朝
開
き
入
江
漕
ぐ
な
る
梶
の
音
の
つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
吾
家
之
於
母
保
由

わ

ぎ

へ

し

お

も

ほ

ゆ

︵
十
八
・
四
〇
六
五
︑
山
上
臣
︶

⓮

伊
弊
於
毛
布
等

い

へ

お

も

ふ

と

眠
を
寝
ず
居
れ
ば
鶴
が
鳴
く
葦
辺
も
見
え
ず
春
の
霞
に
︵
二
十
・
四
四
〇
〇
︑
大
伴
家
持
︶

Ａ
は
︑
故
郷
を
思
い
出
し
た
時
に
﹁
お
も
ふ
﹂
を
用
い
る
︒﹁
し
の
ふ
﹂
が
対
象
の
不
在
に
よ
っ
て
故
郷
を
想
起
し
︑
思
慕
を
引
き
起

こ
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
︑﹁
お
も
ふ
﹂
は
眼
前
の
事
象
を
起
点
と
し
て
類
似
す
る
故
郷
を
想
起
す
る
構
造
を
持
つ
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ

こ
に
思
い
出
し
た
こ
と
に
伴
う
情
緒
は
含
ま
れ
る
︒
②
③
⑤
⑥
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
②
﹁
藤
波
の
花
﹂
③
﹁
梅
の
花
折
り
か
ざ
し
つ
つ
諸
人
の

遊
ぶ
﹂
⑤
﹁
鳴
く
蝉
﹂
⑥
﹁
萌
れ
る
柳
﹂
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
で
京
で
の
同
じ
景
色
を
思
い
出
す
︒
①
④
⑦
⑧
は
︑
眼
前
の
景

色
が
も
つ
寂
寥
感
と
遠
く
離
れ
た
故
郷
を
思
う
気
持
ち
と
が
同
調
し
た
こ
と
で
︑
故
郷
を
思
い
出
す
構
造
を
持
っ
て
い
る
︒

Ｂ
は
︑
故
郷
へ
の
好
意
を
﹁
お
も
ふ
﹂
と
表
現
す
る
歌
で
あ
る
︒
赴
任
や
旅
に
よ
っ
て
故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
土
地
に
い
る
時
︑
❶
で

は
一
番
心
を
占
め
る
の
は
故
郷
の
こ
と
だ
と
詠
い
︑
❼
❾
❿
⓬
⓭
に
は
故
郷
の
こ
と
を
恋
し
く
思
わ
な
い
時
は
な
い
と
詠
う
︒
⓫
は
❿
と

対
に
な
っ
て
お
り
︑
帰
郷
が
一
日
延
び
た
こ
と
で
よ
り
強
く
故
郷
を
恋
し
く
思
う
こ
と
を
詠
う
︒
⓮
も
︑
⑦
⑧
に
鳥
の
鳴
き
声
に
よ
っ
て

故
郷
を
思
い
出
し
た
後
︑
恋
し
い
気
持
ち
を
夜
ま
で
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
を
﹁
お
も
ふ
﹂
と
詠
う
︒
❷
は
大
伴
旅
人
の
歌
で
︑
前
二
首

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考
︵
井
口
︶

― 73 ―



に
﹁
我
が
盛
り
ま
た
を
ち
め
や
も
ほ
と
ほ
と
に
奈
良
の
都
を
見
ず
か
な
り
な
む
﹂︵
三
・
三
三
一
︶﹁
我
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
昔
見
し
象

の
小
川
を
行
き
て
見
む
た
め
﹂︵
三
・
三
三
二
︶
と
京
や
若
い
時
に
過
ご
し
た
明
日
香
に
思
い
を
は
せ
て
お
り
︑
❷
で
は
そ
れ
ら
を
振
り
返

り
︑
物
思
い
に
ふ
け
る
と
︑
故
郷
の
こ
と
を
慕
わ
し
く
思
う
と
詠
う
︒
❺
は
大
伴
旅
人
に
向
け
た
歌
で
︑
大
宮
人
が
自
分
の
家
の
よ
う
に

住
ん
で
い
る
大
和
の
佐
保
山
を
恋
し
く
思
っ
て
は
い
な
い
か
と
尋
ね
て
い
る
︒
ま
た
︑
❹
は
家
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
に
来
た
自
分
は
同

じ
場
所
を
め
ぐ
る
鳥
で
あ
っ
た
な
ら
家
を
思
わ
な
い
だ
ろ
う
と
家
か
ら
離
れ
た
た
め
に
恋
し
く
思
う
こ
と
を
詠
い
︑
❻
に
も
故
郷
か
ら
少

し
で
も
離
れ
て
し
ま
う
と
恋
し
く
思
う
と
い
う
︒
こ
う
し
た
故
郷
へ
の
恋
し
さ
は
︑
他
者
か
ら
見
た
場
合
に
は
❸
に
﹁
お
も
ふ
﹂
と
表
現

さ
れ
て
い
る
︒
❽
は
︑
坂
上
郎
女
の
歌
で
あ
る
︒
他
の
用
例
と
異
な
り
︑
自
分
の
領
地
に
居
な
が
ら
︑
京
の
華
々
し
さ
に
心
惹
か
れ
る
こ

と
を
﹁
お
も
ふ
﹂
と
詠
う
︒
こ
れ
は
︑
坂
上
郎
女
の
活
躍
の
場
が
京
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
︑
大
宰
府
か
ら
京
を
思
慕
す
る
❶
や
自
分

の
家
の
よ
う
に
佐
保
山
を
思
う
❺
︑
能
登
か
ら
京
を
思
う
家
持
の
⓬
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
﹁
お
も
ふ
﹂
Ｂ
に
は
︑
故
郷

は
︑
帰
る
場
所
や
価
値
の
あ
る
場
所
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
旅
先
に
あ
っ
て
は
︑
今
い
る
場
所
か
ら
そ
ち
ら
へ
行
き
︵
帰
り
︶

た
い
と
心
が
向
か
う
こ
と
で
あ
り
︑
自
身
が
故
郷
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

故
郷
を
﹁
し
の
ふ
﹂
こ
と
と
﹁
お
も
ふ
﹂
こ
と
の
違
い
を
み
て
き
た
︒﹁
し
の
ふ
﹂
こ
と
は
︑﹁
し
の
ふ
﹂
対
象
の
不
在
を
自
覚
す
る
事

象
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
︑
対
象
の
い
る
故
郷
を
恋
し
く
思
う
こ
と
で
あ
り
︑
眼
前
の
景
に
対
象
を
重
ね
て
慰
撫
す
る
︒
そ
れ
に
対
し

て
︑
故
郷
を
﹁
お
も
ふ
﹂
こ
と
は
︑
過
去
の
類
似
す
る
事
象
に
よ
っ
て
思
い
出
す
こ
と
︑
愛
着
の
あ
る
土
地
か
ら
離
れ
た
こ
と
で
そ
の
土

地
へ
引
き
寄
せ
ら
れ
る
心
や
恋
し
い
と
思
う
こ
と
で
あ
る
と
の
違
い
が
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
る
︒
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六
︑
家
持
と
雁
と
望
郷
の
念

当
該
歌
は
︑
北
へ
向
か
う
雁
と
そ
れ
を
見
る
家
持
の
視
線
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
︒
問
題
と
し
た
第
四
句
目
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
と
あ

る
の
も
雁
が
こ
の
よ
う
に
思
い
な
が
ら
飛
ん
で
い
る
︑
と
家
持
が
見
た
か
ら
で
あ
る
︒
芳
賀
紀
雄
氏
︵
21
︶

に
よ
る
と
︑
こ
の
雁
の
擬
人
化
表
現

は
中
国
の
詠
物
詩
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
い
う
︒
鉄
野
昌
弘
氏
︵
22
︶

は
︑
初
期
の
鳥
の
歌
と
は
表
現
に
格
段
の
差
が
あ
り
︑﹁
詠
物
﹂
が
抒

情
の
方
法
と
し
て
習
得
さ
れ
て
い
た
と
評
す
る
︒
歌
の
発
想
は
︑
井
上
﹃
新
考
﹄︑
鴻
巣
﹃
全
釋
﹄
に
よ
れ
ば
︑

・

我
が
や
ど
に
鳴
き
し
雁
が
ね
雲
の
上
に
今
夜
鳴
く
な
り
国
へ
か
も
行
く
︵
十
・
二
一
三
〇
︑
作
者
不
明
︶

か
ら
得
て
い
る
と
い
う
︒
鈴
木
武
晴
氏
︵
23
︶

は
︑

・

妹
が
あ
た
り
繁
き
雁
が
音
夕
霧
に
来
鳴
き
て
過
ぎ
ぬ
す
べ
な
き
ま
で
に
︵
九
・
一
七
〇
二
︑
柿
本
人
麻
呂
歌
集
︶

・

雲
隠
り
雁
鳴
く
時
は
秋
山
の
黄
葉
片
待
つ
時
は
過
ぐ
れ
ど
︵
九
・
一
七
〇
三
︑
柿
本
人
麻
呂
歌
集
︶

・

春
草
を
馬
咋
山
ゆ
越
え
来
な
る
雁
の
使
ひ
は
宿
り
過
ぐ
な
り
︵
九
・
一
七
〇
八
︑
柿
本
人
麻
呂
歌
集
︶

の
歌
も
念
頭
に
あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
れ
ら
の
歌
に
は
雁
の
鳴
き
声
に
哀
愁
が
伴
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
認
識
が
︑
当
該

歌
に
お
い
て
︑
雁
の
声
に
望
郷
の
念
を
伴
わ
せ
て
詠
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
だ
ろ
う
︒

第
一
︑
二
句
目
﹁
燕
来
る
時
に
な
り
ぬ
と
﹂
は
佐
佐
木
﹃
評
釈
﹄
に
よ
れ
ば
︑

・

時
は
今
春
に
な
り
ぬ
と
み
雪
降
る
遠
き
山
辺
に
霞
た
な
び
く
︵
八
・
一
四
三
九
︑
中
臣
武
良
自
︶

・

雁
は
来
ぬ
萩
は
散
り
ぬ
と
さ
雄
鹿
の
鳴
く
な
る
声
も
う
ら
ぶ
れ
に
け
り
︵
十
・
二
一
四
四
︑
作
者
不
明
︶

と
似
て
い
る
︒
燕
の
来
る
時
期
に
雁
が
北
へ
向
か
う
こ
と
は
︑
家
持
自
身
も
池
主
と
の
書
簡
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
︒

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考
︵
井
口
︶
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杪
春
余
日
媚
景
麗

初
巳
和
風
払
自
軽

来
燕
曳
泥
賀
宇
入

帰
鴻
引
蘆
逈
赴
瀛

聞
君
嘯
侶
新
流
曲

禊
飲
催
爵
泛
河
清

雖
欲
追
尋
良
此
宴

還
知
染
懊
脚
跉
䟓
︵
十
七
・
三
九
七
六
︶

﹁
杪
春
﹂
は
﹁
晩
春
﹂︑﹁
初
巳
﹂
は
﹁
三
月
三
日
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
北
国
越
中
で
は
気
候
が
遅
れ
る
か
ら
実
景
で
は
な
い
に
し
ろ
︑

暦
の
上
で
は
︑
当
該
歌
作
歌
日
の
三
月
二
日
は
︑
北
へ
帰
る
雁
を
詠
う
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

雁
が
行
く
先
は
﹁
本
郷
﹂
と
表
記
さ
れ
︑
北
方
を
故
郷
と
し
て
表
現
す
る
︒
こ
の
表
現
か
ら
は
︑
雁
に
と
っ
て
北
方
が
夏
季
に
滞
在
す

る
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
本
拠
地
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
雁
に
と
っ
て
冬
季
に
滞
在
す

る
越
中
は
旅
先
で
あ
り
遠
征
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
て
北
方
へ
渡
る
雁
は
故
郷
へ
帰
る
雁
と
な
り
︑
以
下
に
詠
わ
れ
る
鳴
き
声

に
故
郷
へ
の
思
慕
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
自
然
と
理
解
さ
れ
る
︒

雁
を
こ
の
よ
う
に
見
做
し
た
家
持
は
と
い
う
と
︑
こ
の
春
も
越
中
に
い
て
京
に
帰
る
こ
と
は
な
い
︒
窪
田
﹃
評
釈
﹄
は
︑
当
該
歌
と
同

日
に
作
歌
し
た
﹁
お
も
ふ
﹂
Ａ
⑥
に
詠
う
﹁
京
戀
し
い
情
﹂
と
同
じ
く
︑﹁
内
心
歸
京
を
待
つ
心
が
あ
つ
て
︑
そ
の
心
か
ら
︑
時
が
來
た

と
て
本
郷
に
歸
る
雁
が
羨
し
く
︑
自
身
の
心
を
雁
に
移
入
﹂
し
た
と
指
摘
す
る
︒﹁
思
ひ
つ
つ
﹂
の
﹁
つ
つ
﹂
を
﹁
都
追
﹂
と
表
記
し
て
﹁
都

を
追
う
﹂
と
字
を
あ
て
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
北
方
へ
飛
ぶ
雁
が
帰
る
先
に
京
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
雁

を
そ
の
よ
う
に
見
た
と
し
た
な
ら
ば
︑
京
へ
帰
る
こ
と
の
な
い
家
持
が
雁
に
自
身
を
重
ね
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
作
歌
日
三
月
二
日
に
は
︑

Ａ

二
日
︑
攀
柳
黛
︑
思
京
師
歌
一
首
︵
十
九
・
四
一
四
二
︶

Ｂ

攀
折
堅
香
子
草
花
歌
一
首
︵
十
九
・
四
一
四
三
︶

― 76―



Ｃ

見
帰
鴈
歌
二
首
︵
十
九
・
四
一
四
四
︑
四
一
四
五
︶

Ｄ

夜
裏
聞
千
鳥
喧
歌
二
首
︵
十
九
・
四
一
四
六
︶

Ｅ

聞
暁
鳴
鴙
歌
二
首
︵
十
九
・
四
一
四
七
︑
四
一
四
八
︶

Ｆ

遥
聞
泝
江
船
人
之
唱
歌
一
首
︵
十
九
・
四
一
四
九
︶

の
九
首
を
作
る
︒
こ
の
内
︑
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
京
へ
の
関
心
が
読
み
取
れ
る
︒
Ａ
の
歌
﹁
お
も
ふ
﹂
Ａ
⑥
で
は
︑
柳
を
手
に
取
る

と
柳
で
彩
ら
れ
た
京
の
大
路
を
思
い
出
す
と
詠
う
︒
Ｂ
﹁
も
の
の
ふ
の
八
十
娘
子
ら
が
汲
み
ま
が
ふ
寺
井
の
上
の
堅
香
子
の
花
﹂︵
十
九
・

四
一
四
三
︶
の
枕
詞
﹁
も
の
の
ふ
﹂
は
﹁
宮
廷
に
関
わ
る
世
界
を
思
わ
せ
︑
こ
の
初
句
は
︑
前
歌
四
一
四
二
に
お
け
る
官
人
︑
美
女
た
ち

の
ゆ
き
か
う
都
大
路
へ
の
憧
れ
を
引
き
継
ぐ
言
葉
と
も
み
ら
れ
よ
う
﹂︵﹃
全
注
﹄
︶
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︑
京
を
意
識
し
て
の
も
の
で

あ
る
︒
当
該
歌
Ｃ
に
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
Ａ
Ｂ
の
気
分
を
引
き
継
い
で
京
へ
の
思
慕
が
詠
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
雁
に
仮
託
す
る
と

い
う
形
で
は
あ
る
も
の
︑
家
持
自
身
の
望
京
の
念
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
歌
を
連
ね
て
望
郷
の
念
を
詠
う
の

は
︑
前
述
し
た
旅
人
の
﹁
お
も
ふ
﹂
Ｂ
❷
や
︑﹁
お
も
ふ
﹂
Ａ
⑦
⑧
﹁
お
も
ふ
﹂
Ｂ
⓮
に
み
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
も
赴
任
先
か
ら
何
気
な
い

こ
と
で
京
を
思
い
出
し
て
郷
愁
に
か
ら
れ
︑
故
郷
を
お
も
う
歌
で
あ
る
︒

さ
て
︑
当
該
歌
の
﹁
思
﹂
の
訓
で
あ
る
が
︑﹁
お
も
ふ
﹂﹁
し
の
ふ
﹂
の
用
例
か
ら
み
る
と
︑
歌
の
中
に
景
勝
も
な
く
︑
故
郷
へ
帰
る
事

だ
け
が
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
お
も
ふ
﹂
の
訓
み
が
適
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
右
の
よ
う
な
情
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
現
在
多
く
の
諸
注

釈
書
に
採
ら
れ
て
い
る
﹁
し
の
ふ
﹂
よ
り
も
旧
訓
に
も
ど
し
て
﹁
お
も
ふ
﹂
と
訓
む
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
︒
作
歌
日
三
月
二
日
︑
京
の
こ

と
を
思
い
出
し
た
家
持
は
京
へ
の
郷
愁
に
か
ら
れ
︑
そ
の
思
い
を
当
該
歌
に
お
い
て
雁
に
仮
託
す
る
こ
と
で
表
現
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
作

歌
背
景
を
想
定
す
る
と
︑
雁
の
鳴
き
声
に
乗
せ
ら
れ
た
情
は
作
歌
時
の
家
持
の
情
を
移
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
︑
帰
る
時
期
だ

か
ら
と
故
郷
を
思
い
出
し
た
こ
と
に
伴
う
情
で
は
な
く
︑
日
頃
か
ら
胸
中
に
あ
る
望
郷
の
念
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
﹁
思
﹂
に

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考
︵
井
口
︶
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は
︑
眼
前
の
景
に
相
手
を
重
ね
た
り
︑
思
慕
す
る
対
象
の
不
在
を
自
覚
す
る
こ
と
が
機
縁
と
な
っ
て
思
慕
す
る
情
﹁
し
の
ふ
﹂
は
適
さ
な

い
︒
愛
着
の
あ
る
土
地
を
離
れ
た
時
か
ら
︑
そ
の
土
地
へ
の
愛
情
を
胸
に
抱
き
続
け
る
こ
と
は
﹁
思
﹂
を
﹁
お
も
ふ
﹂
と
訓
む
こ
と
で
表

現
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

七
︑
お
わ
り
に

当
該
歌
第
四
句
目
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
の
﹁
思
﹂
は
︑
旧
訓
﹁
お
も
ふ
﹂
か
ら
﹁
し
の
ふ
﹂
に
訓
み
改
め
た
例
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
︑
集
中
の
﹁
お
も
ふ
﹂﹁
し
の
ふ
﹂
の
用
例
や
︑
故
郷
を
﹁
お
も
ふ
﹂﹁
し
の
ふ
﹂
歌
の
違
い
か
ら
︑
旧

訓
﹁
お
も
ふ
﹂
に
も
ど
し
て
訓
む
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
︒
当
該
歌
第
四
句
目
を
﹁
く
に
お
も
ひ
つ
つ
﹂
と
訓
み
︑
一
首
全
体
を
︑

日
頃
か
ら
故
郷
を
思
う
雁
が
︑
燕
が
来
る
時
に
な
っ
た
と
︑
故
郷
を
恋
し
く
思
う
心
を
声
に
乗
せ
な
が
ら
︑
雲
に
隠
れ
て
鳴
き
渡
っ

て
ゆ
く
︒

と
解
す
る
︒

当
該
歌
を
詠
っ
た
同
日
︑
さ
き
が
け
て
作
歌
し
た
﹁
二
日
︑
攀
柳
黛
︑
思
京
師
歌
﹂︵
十
九
・
四
一
四
二
︶﹁
攀
折
堅
香
子
草
花
歌
﹂︵
十
九
・

四
一
四
三
︶
は
ど
ち
ら
も
京
を
思
い
出
さ
せ
る
内
容
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
す
で
に
京
へ
の
望
郷
の
念
を
抱
い
て
い
た
家
持
が
︑

北
方
へ
帰
る
雁
に
自
身
を
仮
託
し
た
歌
を
作
っ
た
︒
そ
の
雁
の
鳴
き
声
は
︑
故
郷
へ
帰
る
こ
と
の
喜
び
や
故
郷
を
恋
し
く
思
う
気
持
ち
が

伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
気
持
ち
は
︑
春
に
な
っ
た
か
ら
故
郷
を
思
い
出
す
と
い
っ
た
突
発
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
家
持
の
心
情
と

同
じ
よ
う
に
︑
遠
地
へ
来
て
か
ら
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
故
郷
へ
の
恋
し
さ
懐
か
し
さ
な
の
で
あ
る
︒
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︻
注
︼

︵
1
︶﹃
代
匠
記
﹄︵
精
撰
本
︶
に
﹁
月
令
云
︒
孟
春
之
月
︑
鴻
雁
來
︒
仲
春
之
月
︑
是
月
也
玄
鳥
至
︒
注
玄
鳥
燕
也
︒﹂
と
あ
る
︒

︵
2
︶
小
島
憲
之
﹁
春
の
雁
﹂﹃
日
本
古
典
文
学
全
集

万
葉
集
﹄︵
三
︶
補
論
︒

︵
3
︶
中
西
進
﹃
大
伴
家
持
﹄
第
四
巻
︵
角
川
書
店

平
成
七
年
︶︒

︵
4
︶﹃
釈
注
﹄﹃
和
歌
文
学
大
系
﹄︒
窪
田
空
穂
﹃
評
釈
﹄
に
は
︑﹁
内
心
帰
京
を
待
つ
心
が
あ
つ
て
︑
そ
の
心
か
ら
︑
時
が
来
た
と
て
本
郷
に
帰
る
雁
が

羨
ま
し
く
︑
自
身
の
心
を
雁
に
移
入
し
て
云
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
︒﹂
と
あ
る
︒

︵
5
︶
元
暦
校
本
︑
広
瀬
本

︵
6
︶﹁
し
ぬ
ふ
﹂
と
訓
む
も
の
は
︑﹁
の
﹂
の
仮
名
書
﹁
怒
﹂﹁
努
﹂﹁
弩
﹂
を
︑
近
世
国
学
者
が
﹁
ぬ
﹂
と
訓
ん
だ
こ
と
に
よ
る
︒
橋
本
進
吉
︵﹃
国
語
学

概
論
﹄
岩
波
書
店

昭
和
七
年
︶
以
降
︑﹁
の
﹂
に
訓
み
改
め
ら
れ
た
︒

︵
7
︶﹁
し
の
ふ
﹂
と
﹁
し
の
ぶ
﹂
の
清
濁
の
違
い
は
近
代
に
い
た
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
︑﹁
し
の
び
つ
つ
﹂﹁
し
ぬ
び
つ
つ
﹂
を
含
め
る
︒

︵
8
︶﹃
全
集
﹄
頭
注
に
﹁
シ
ノ
フ
は
懐
か
し
む
意
﹂
と
あ
る
︒

︵
9
︶﹁
偲
ふ
﹂
の
語
釈
に
﹁
思
慕
す
る
﹂
と
あ
る
︒

︵
10
︶
澤
瀉
久
孝
﹃
萬
葉
古
径
﹄
二
﹁
見
つ
つ
偲
ば
む
巨
勢
の
春
野
を
﹂︵
全
国
書
房

昭
和
二
十
二
年

初
出
昭
和
十
六
年
︶︒

︵
11
︶
後
述
す
る
﹁
お
も
ふ
﹂
か
ら
﹁
し
の
ふ
﹂
に
訓
み
改
め
ら
れ
た
歌
の
中
︑﹃
注
釈
﹄
が
﹁
お
も
ふ
﹂
と
訓
む
も
の
は
当
該
歌
と
ｅ
ｈ
ｌ
ｊ
ｍ
ｎ
︵
ｊ

は
該
当
句
全
体
の
訓
み
に
異
同
が
あ
る
た
め
︑
両
訓
を
記
し
て
い
る
︶
で
あ
る
︒

︵
12
︶
内
田
賢
徳
﹃
上
代
日
本
語
表
現
と
訓
詁
﹄
第
七
節
﹁
動
詞
シ
ノ
フ
の
用
法
と
訓
詁
﹂︵
塙
書
房

平
成
十
七
年
九
月

初
出
平
成
元
年
︶︒

︵
13
︶
乾
善
彦
﹃
漢
字
に
よ
る
日
本
語
書
記
の
史
的
研
究
﹄
第
五
章
三
節
﹁
偏
旁
添
加
字
︱
﹁
偲
︵
し
の
ぶ
︶
の
場
合
︱
﹂︵
塙
書
房

平
成
十
五
年
一
月

初
出
平
成
元
年
︶︒

︵
14
︶
ｍ
ｎ
は
︑
類
似
す
る
用
例
が
少
な
い
た
め
注
釈
書
に
訓
み
の
揺
れ
が
あ
る
︒
ま
た
︑
ｅ
ｈ
ｌ
ｍ
ｎ
に
も
旧
訓
の
ま
ま
﹁
お
も
ふ
﹂
と
訓
む
注
釈
書

万
葉
集
巻
十
九
・
四
一
四
四
番
歌
﹁
本
郷
思
都
追
﹂
訓
考
︵
井
口
︶
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が
あ
る
︒
し
か
し
︑
述
べ
た
よ
う
に
い
ず
れ
も
﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
根
拠
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑﹁
し
の
ふ
﹂
と
訓
む
べ
き
か
と
思
う
︒

︵
15
︶
第
四
句
目
を
﹁
い
へ
な
る
い
も
は
﹂
と
訓
む
か
︑﹁
い
へ
な
る
い
も
し
﹂
と
訓
む
か
で
︑﹁
思
﹂
の
訓
み
が
異
な
っ
て
く
る
︒
桜
楓
社
本
は
﹁
い
へ

な
る
い
も
は
つ
ね
に
し
お
も
ほ
ゆ
﹂
と
訓
む
︒

︵
16
︶
古
写
本
に
は
﹁
偲
﹂
を
採
る
も
の
が
多
く
︑
類
聚
古
集
に
の
み
﹁
思
﹂
と
あ
る
︒

︵
17
︶﹁
見
つ
つ
﹂
は
八
十
六
例
中
四
十
六
例
が
心
情
表
現
と
と
も
に
詠
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
中
で
﹁
し
の
ふ
﹂
が
三
十
例
︵
内
︑﹁
偲
﹂
と
仮
名
書
き
は

二
十
五
例
︶
と
多
い
︒﹁
お
も
ふ
﹂
は
︑﹁
も
の
思
ひ
﹂︵
三
・
二
九
六
︶﹁
思
ひ
わ
ず
ら
ひ
﹂︵
五
・
八
九
七
︶﹁
思
ひ
﹂︵
八
・
一
六
二
〇
︶﹁
思
ひ

頼
み
て
﹂︵
十
三
・
三
三
二
四
︶﹁
思
ひ
延
べ
﹂︵
十
九
・
四
一
五
四
︑
四
一
七
七
︶
と
い
っ
た
語
句
で
六
例
で
あ
る
︒﹁
か
け
て
﹂
も
同
様
で
︑
心

情
表
現
に
続
く
用
例
十
例
全
て
が
﹁
し
の
ふ
﹂
で
あ
る
︒

︵
18
︶
佐
佐
木
民
夫
﹃
万
葉
集
歌
こ
と
ば
の
研
究
﹄
Ⅱ
﹁
思
慕
・
賞
美
の
情
と
歌
の
こ
と
ば
﹂
3
﹁
し
の
ふ
﹂︵
平
成
十
六
年
二
月

お
う
ふ
う

初
出
昭

和
六
十
年
三
月
︶︒

︵
19
︶﹁
偲
﹂
は
︑
冷
泉
家
本
︑
紀
州
本
で
は
﹁
思
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

︵
20
︶
第
四
句
目
﹁
枕
き
寝
れ
ど
﹂
と
あ
る
逆
説
表
現
と
﹁
し
の
ふ
﹂
の
関
係
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
の
頭
注
に
︑

﹁
第
五
句
の
﹁
家
し
偲
は
ゆ
﹂
に
続
く
に
は
寝
レ
バ
な
ど
そ
の
理
由
を
示
す
表
現
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
︑
従
来
解
釈
に
疑
問
が
持
た
れ
て
い
る
︒﹂

と
あ
る
︒

︵
21
︶
芳
賀
紀
雄
﹃
万
葉
集
に
お
け
る
中
國
文
学
の
受
容
﹄
Ⅰ
﹁
萬
葉
集
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
﹂︑﹁
萬
葉
集
に
お
け
る
花
鳥
の
擬
人
化
︱
詠
物
詩

と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
塙
書
房

平
成
十
五
年
十
月

初
出
平
成
四
年
五
月
︶︒

︵
22
︶
鉄
野
昌
弘
﹃
大
伴
家
持
﹁
歌
日
誌
﹂
論
考
﹄
第
二
章
﹁
詠
物
詩
の
方
法
︱
家
持
と
書
持
︱
﹂︵
塙
書
房

平
成
十
九
年
一
月

初
出
平
成
九
年
︶︒

︵
23
︶
鈴
木
武
晴
﹁
大
伴
家
持
の
越
中
秀
吟
﹂︵﹃
都
留
文
科
大
学
大
学
院
紀
要
﹄
第
二
集

平
成
九
年
三
月
︶︒

︵
い
ぐ
ち

ひ
な
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
生
︶
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