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は
じ
め
に

　
『
万
葉
集
』
の
語
句
を
摂
取
し
て
新
た
に
一
首
を
詠
み
出
す
こ
と
は
、

平
安
時
代
後
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
院
政
期

に
お
け
る
代
表
的
歌
人
の
一
人
で
あ
る
源
俊
頼
が
『
俊
頼
髄
脳
』
の
中
で
、

『
古
今
集
』
を
念
頭
に
置
い
た
和
歌
の
伝
統
に
対
し
て
の
、
当
代
の
和
歌

表
現
へ
の
危
機
感
を
、

詠
み
の
こ
し
た
る
節
も
な
く
、
つ
づ
け
も
ら
せ
る
詞
も
み
え
ず
。
い

か
に
し
て
か
は
、
末
の
世
の
人
の
、
め
づ
ら
し
き
様
に
も
と
り
な
す

べ
き
。

と
述
べ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
と
り
俊
頼
の
み
の
関

心
事
で
は
な
く
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
院
政
期
歌
人
に
と
っ
て
の
共
通
の

認
識
で
あ
っ
て
、
三
代
集
時
代
に
は
一
般
的
で
な
か
っ
た
『
万
葉
集
』
の

語
句
を
発
掘
し
て
新
た
に
一
首
を
詠
み
出
す
、い
わ
ゆ
る
万
葉
語
摂
取
も
、

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。歌

人
・
歌
壇
ご
と
、
あ
る
い
は
作
品
ご
と
の
、
万
葉
語
摂
取
の
個
々
の

事
例
に
つ
い
て
は
『
堀
河
百
首
』
を
中
心
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
論

じ
ら
れ
て
き
た）

1
（

。
し
か
し
万
葉
語
摂
取
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
人
の
語
句
理

解
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
同
じ
語
句
で
あ
っ
て
も
詠
ま
れ
方
が
大
き
く
異
な

っ
て
ゆ
く
場
合
が
あ
る
。「
草
ぶ
し
」も
そ
う
い
っ
た
語
の
一
つ
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
歌
学
書
や
辞
書
類
で
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
語
で
あ
っ

た
。

歌
語
「
草
ぶ
し
」
の
変
遷

―
院
政
期
に
お
け
る
万
葉
語
摂
取
の
一
側
面
―

北
　
島
　
　
　
紬
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本
稿
で
は
歌
語
「
草
ぶ
し
」
の
詠
ま
れ
方
に
つ
い
て
、
そ
の
変
遷
の
様

子
を
、
特
に
歌
合
判
詞
に
注
目
し
つ
つ
検
討
す
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
』

以
降
は
三
代
集
時
代
に
用
例
の
な
か
っ
た
こ
の
語
が
い
か
に
し
て
歌
語
と

し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
た
い
。

な
お
和
歌
の
引
用
お
よ
び
歌
番
号
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
新
編
国
歌
大

観
お
よ
び
新
編
私
家
集
大
成（
日
本
文
学
Ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
）に
よ
る
が
、『
万

葉
集
』
歌
番
号
は
旧
国
歌
大
観
番
号
で
記
し
、
訓
読
は
西
本
願
寺
本
の
も

の
を
掲
げ
た
。
た
だ
し
「
ク
サ
ブ
シ
」
と
訓
む
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
現
行

の
訓
で
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
歌
合
判
詞
に
つ
い
て
は
新
編
国
歌
大
観
か

ら
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
、万
葉
語
「
草
ぶ
し
」
の
摂
取
に
つ
い
て

　
　
　

―
基
俊
判
詞
を
端
緒
と
し
て
―

　

保
安
二
年
（
一
一
二
一
）
九
月
一
二
日
に
催
さ
れ
た
関
白
内
大
臣
忠
通

家
歌
合
で
は
藤
原
基
俊
が
判
者
を
務
め
た
。「
草
ぶ
し
」
の
語
句
が
問
題

と
さ
れ
た
の
は
、
当
該
歌
合
の
野
風
・
二
番
で
あ
る
。

（
野
風
）
二
番　

左
勝　

上
総

風
は
や
み
う
へ
の
の
を
ば
な
お
き
ふ
す
を
す
ま
の
う
ら
な
み
た
つ
か

と
ぞ
み
る

右　
　

明
賢
朝
臣

た
び
ご
ろ
も
野
ぢ
の
く
さ
ぶ
し
さ
む
け
き
に
風
も
お
な
じ
く
ゆ
ふ
ゐ

せ
よ
か
し

（
中
略
）
右
歌
の
「
た
び
ご
ろ
も
野
ぢ
の
く
さ
ぶ
し
」
こ
そ
、
又

心
も
え
ず
。
さ
を
し
か
こ
そ
を
の
の
く
さ
ぶ
し
は
し
は
べ
れ
。
た

び
ゆ
く
人
の
ぢ
の
く
さ
ぶ
し
は
、
な
ほ
ふ
る
き
う
た
の
さ
や
う
に

よ
み
た
る
こ
そ
お
ぼ
え
は
べ
ら
ね
。
又
「
風
も
ゆ
ふ
ゐ
せ
よ
」
な

ど
い
へ
る
わ
た
り
、
い
ふ
に
も
た
ら
ず
お
ぼ
え
は
べ
れ
ば
、
な
ほ

す
ま
の
う
ら
な
み
の
す
こ
し
は
た
ち
ま
さ
る
べ
き
に
や
。

﹇
裏
﹈（
中
略
）
右
歌
「
野
ぢ
の
く
さ
ぶ
し
」
は
、
お
ほ
く
し
か
の

う
た
に
ぞ
よ
め
る
。
さ
れ
ば
「
を
の
の
く
さ
ぶ
し
」
な
ど
と
よ
め

り
。
人
の
く
さ
ぶ
し
と
い
ふ
本
文
あ
り
や
。
方
人
申
云
「
い
せ
の

は
ま
を
ぎ
を
り
ふ
せ
て
」
と
よ
め
れ
ば
、
く
さ
ぶ
し
と
よ
め
る
も

な
ど
か
と
こ
そ
き
こ
え
は
べ
れ
。
判
者
云
、
い
せ
の
は
ま
を
ぎ
の

う
た
は
こ
の
証
歌
に
ひ
く
べ
か
ら
ず
。そ
の
義
す
で
に
こ
と
な
り
。

左
右
歌
皆
不
宜
、
但
右
歌
難
多
き
は
、
左
を
や
ま
さ
れ
り
と
申
す

べ
き
。

　

表
判
・
裏
書
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
基
俊
は
「
野
ぢ
の
く
さ
ぶ
し
」
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を
明
確
に
難
じ
て
い
る
。「
草
ぶ
し
」
と
は
鹿
の
す
る
こ
と）

2
（

で
あ
り
、
人

の
行
為
に
は
詠
ま
な
い
語
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
こ

の
難
の
根
拠
は
『
万
葉
集
』
に
あ
る
二
首
で
あ
る
。

　
　
　
　

寄
レ
鹿

左サ

ヲ

シ

カ

ノ

小
壮
鹿
之　

朝ア
サ
フ
ス
ヲ
ノ
ノ

伏
小
野
之　

草ク
サ
ワ
カ
ミ

若
美　

隠カ
ク
ロ
ヘ
カ
ネ
テ

不
得
而　

於ヒ
ト
ニ
シ
ラ
ル
ナ

人
所
知
名

左サ

ヲ

シ

カ

ノ

小
壮
鹿
之　

小ヲ
ノ
ノ
ク
サ
ブ
シ

野
之
草
伏　

灼イ
チ
シ
ロ
ク然　

吾ワ
ガ
ト
ハ
ザ
ル
ニ

不
問
尓　

人ヒ
ト
ノ
シ
ル
ラ
ク

乃
知
良
久

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
十
・
秋
相
聞
・
二
二
六
七
、二
二
六
八
）

　
『
万
葉
集
』
以
後
「
草
ぶ
し
」
の
語
は
三
代
集
時
代
に
は
用
例
が
見
え

な
い
が
、時
代
が
下
っ
て
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）
祐
子
内
親
王
家
歌
合
・

鹿
題
に
お
い
て
、
藤
原
家
経
が
右
の
万
葉
歌
を
典
拠
と
し
て
詠
作
し
て
い

る
。

（
鹿
）
十
五
番　

左　
　

伊
勢
大
輔

ゆ
ふ
ぎ
り
に
つ
ま
ま
ど
は
せ
る
し
か
の
ね
や
よ
る
ぬ
る
は
ぎ
も
お
ど

ろ
か
す
ら
ん

右　
　

讃
岐
守
家
経
朝
臣

し
か
の
ね
ぞ
ね
ざ
め
の
と
こ
に
か
よ
ふ
な
る
を
の
の
く
さ
ぶ
し
つ
ゆ

や
お
く
ら
む

（
3
）

当
該
番
の
勝
負
お
よ
び
判
は
現
存
し
な
い
が
、
こ
の
家
経
歌
は
『
後
拾

遺
集
』
に
も
採
ら
れ
て
人
口
に
膾
炙
し
、
こ
の
後
は
源
経
信
が
承
暦
二
年

（
一
〇
七
八
）
内
裏
歌
合
に
や
は
り
鹿
題
で
「
を
の
の
草
ぶ
し
」
を
詠
む

な
ど
、
歌
語
と
し
て
確
立
し
て
ゆ
く
。

承
暦
二
年
内
裏
歌
合
に
、
鹿

さ
を
し
か
の
こ
ゑ
の
さ
や
け
み
き
こ
ゆ
る
は
ひ
と
り
や
ぬ
ら
む
を
の

の
く
さ
ぶ
し　

 

（『
経
信
集
』
一
〇
七
）

　

さ
て
再
び
忠
通
家
歌
合
に
話
を
戻
す
と
、
基
俊
は
「
た
び
ご
ろ
も
野
ぢ

の
く
さ
ぶ
し
」
の
語
句
に
つ
い
て
、
人
が
草
ぶ
し
を
す
る
と
い
う
古
歌
の

例
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
新
編
国
歌
大
観
お
よ
び
新
編
私
家
集
大
成

で
の
「
草
ぶ
し
」
の
用
例
は
、
同
一
歌
の
他
出
お
よ
び
異
同
と
思
わ
れ
る

も
の
を
除
け
ば
六
五
件
、
保
安
二
年
忠
通
家
歌
合
以
前
の
用
例
は
先
に
見

た
三
件
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
歌
、
家
経
歌
、
経
信
歌
と
す
べ
て
鹿
の
も

の
で
あ
り
、
こ
の
基
俊
の
指
摘
は
正
し
い
。
仮
に
「
草
に
伏
す
」
等
の
揺

れ
を
許
容
す
る
と
し
て
も
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
で
、
大
多
数
が
鹿
を
詠
む
も

の
で
あ
る
。

　

対
し
て
右
方
人
は
「
い
せ
の
は
ま
を
ぎ
を
り
ふ
せ
て
」
を
証
歌
に
引
い
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て
「
草
ぶ
し
」
の
語
を
擁
護
す
る
。

碁
檀
越
徃
二
伊
勢
国
一
時
留
妻
作
歌
一
首

神カ
ミ
カ
ゼ
ノ

風
之　

伊イ
セ
ノ
ハ
マ
ヲ
ギ

勢
乃
浜
荻　

折ヲ
リ
フ
セ
テ伏　

客タ
ビ
ネ
ヤ
ス
ラ
ム

宿
也
将
為　

荒ア
ラ
キ
ハ
マ
ヘ
ニ

浜
辺
尓

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
四
・
相
聞
・
五
〇
〇
）

こ
れ
は
確
か
に
人
が
草
上
に
伏
す
和
歌
で
あ
り
、も
し「
草
ぶ
し
」が「
草

に
伏
す
」
と
同
義
で
あ
る
な
ら
先
例
に
あ
た
る
は
ず
で
あ
る
が
、
判
者
基

俊
は
こ
れ
を
容
れ
ず
「
い
せ
の
は
ま
を
ぎ
の
う
た
は
こ
の
証
歌
に
ひ
く
べ

か
ら
ず
。
そ
の
義
す
で
に
こ
と
な
り
」
と
一
蹴
す
る
。「
判
者
は
あ
く
ま

で
も
「
草
ぶ
し
」
と
い
う
語
句
を
用
い
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

こ
だ
わ
っ
て
い
る
」）

4
（

の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
基
俊
は
こ
の
時
点
に
お
い

て
「
草
ぶ
し
」
と
い
う
語
句
が
、
草
上
に
伏
す
と
い
う
文
字
通
り
の
意
味

だ
け
で
な
く
、
一
個
の
歌
語
と
し
て
独
立
し
た
「
義
」
を
持
つ
こ
と
を
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
古
歌
の
理
解
と
い
う
次
元
の
話
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
基
俊
の
古
歌
摂
取
態
度
は
、
先
行
歌
の
語
句

を
取
る
際
に
は
一
首
全
体
の
趣
向
も
そ
れ
に
倣
う
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ

り）
5
（

、『
万
葉
集
』
に
限
ら
ず
保
守
的
に
過
ぎ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
同
時
代
、
ま
た
そ
れ
以
降
に
お
い
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
歌
論
や
詠
法

が
歌
人
た
ち
の
支
持
を
受
け
た
と
は
い
え
な
い
。

歌
語
「
草
ぶ
し
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
言
え
ば
、
鹿
の
「
草
ぶ
し
」

詠
が
一
般
的
に
広
く
詠
ま
れ
続
け
る
一
方
で
、
人
の
行
為
と
し
て
「
草
ぶ

し
」
の
語
句
を
用
い
る
例
も
ま
た
、
後
世
に
は
し
ば
し
ば
見
え
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。

二
、「
草
ぶ
し
」
詠
の
変
遷

　

人
の
「
草
ぶ
し
」
を
詠
む
例
と
し
て
前
掲
明
賢
の
歌
に
次
ぐ
の
は
、
覚

性
法
親
王
（
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
〜
嘉
応
元
年
〈
一
一
六
九
））
の

家
集『
出
観
集
』夏
部
の
一
首
、お
よ
び
藤
原
盛
方（
保
延
三
年（
一
一
三
七
）

〜
治
承
二
年
（
一
一
七
九
））
の
詠
と
し
て
「
治
承
三
十
六
人
歌
合
」）

6
（

に

採
ら
れ
て
い
る
一
首
で
あ
る
。

暁
蛍
火

あ
け
ぬ
れ
ば
す
だ
く
蛍
の
と
も
す
ひ
も
枕
に
き
え
ぬ
を
の
の
草
ぶ
し

 

（『
出
観
集
』
夏
・
二
三
一
）

　
　
　
　

鹿

鹿
の
音
の
聞
捨
て
が
た
き
夜
半
な
れ
ば
我
さ
へ
ぞ
す
る
を
の
の
草
伏

 

（
治
承
三
十
六
人
歌
合
・
十
三
番
・
左
・
盛
方
朝
臣
）
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前
者
に
つ
い
て
は
忠
通
家
歌
合
「
た
び
ご
ろ
も
野
ぢ
の
く
さ
ぶ
し
」
詠

と
同
じ
く
、
単
に
草
上
に
伏
す
と
い
う
意
味
で
「
草
ぶ
し
」
を
用
い
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
は
特
に
注
目
に
値
し
よ
う
。
単
に
万
葉
歌
を
踏

襲
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
文
脈
や
意
味
内
容
を
離
れ
て
語
句
だ
け

を
取
り
出
す
の
で
も
な
く
、「（
本
来
は
鹿
の
す
る
も
の
で
あ
る
草
ぶ
し
を
）

自
分
も
す
る
」
と
い
う
詠
み
方
に
よ
っ
て
人
の
行
為
と
し
て
の
「
草
ぶ
し
」

に
正
当
性
を
与
え
発
展
さ
せ
て
あ
る
点
は
、
万
葉
歌
の
摂
取
の
方
法
が
一

段
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
成
立
の
正
治
初
度
百
首
で
は
、
秋
題
に
お
い

て
「
草
ぶ
し
」
が
三
例
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
二
首
が
盛
方
詠
と

同
様
、
人
の
行
為
と
し
て
の
詠
み
方
で
あ
る
。

ふ
け
ゆ
け
ば
鹿
に
一
夜
の
宿
か
り
て
月
を
か
た
し
く
を
の
の
草
ぶ
し

 

（
正
治
初
度
百
首
・
上
・
秋
・
三
五
一
・
守
覚
法
親
王
）

　
　

さ
を
し
か
の
し
が
ら
む
萩
を
か
た
し
き
て
我
さ
へ
し
つ
る
の
べ
の
草

ぶ
し 

（
同
・
秋
・
九
四
二
・
藤
原
季
経
）

野
分
せ
し
小
野
の
草
ぶ
し
あ
れ
は
て
て
深
山
に
深
き
さ
を
し
か
の
声

 

（
同
・
下
・
秋
・
一
六
五
四
・
寂
連
）

　

守
覚
法
親
王
詠
は
「
鹿
に
一
夜
の
宿
か
り
て
」、
季
経
詠
は
「
我
さ
へ

し
つ
る
」
と
し
て
い
ず
れ
も
人
の
「
草
ぶ
し
」
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
に

至
っ
て
、
鹿
に
代
わ
っ
て
行
う
人
の
「
草
ぶ
し
」
は
詠
法
と
し
て
確
立
し

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
勅
撰
集
に
は
『
新
古
今
集
』
に
寂
連
「
野
分
せ
し
」
詠
が
採

ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
こ
れ
は
伝
統
的
・
一
般
的
な
鹿
の
「
草
ぶ
し
」
を

詠
む
も
の
で
あ
る
。
た
だ
作
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
、
人

の
「
草
ぶ
し
」
と
い
う
詠
み
方
が
広
く
支
持
を
受
け
て
い
た
と
は
言
い
切

れ
な
い
。

そ
こ
で
古
歌
の
先
例
や
典
拠
が
よ
り
強
く
要
求
さ
れ
る
は
ず
の
、
歌
合

の
場
に
お
け
る
詠
作
と
、そ
れ
に
対
す
る
判
詞
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
歌
合
の
場
に
お
い
て
も
「
草
ぶ
し
」
は
し
ば
し
ば
詠

ま
れ
て
お
り
、
行
為
の
主
体
が
人
で
あ
る
場
合
で
も
特
に
難
と
さ
れ
た
様

子
は
見
え
な
い
。

建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）、
後
鳥
羽
院
の
主
催
に
よ
る
老
若
五
十
首
歌

合
で
前
権
僧
正
慈
円
は
、
前
の
盛
方
詠
や
正
治
百
首
の
二
首
と
同
じ
く
本

来
は
鹿
の
も
の
で
あ
る
「
草
ぶ
し
」
を
「
我
も
」
行
う
と
し
て
、
冬
題
に

詠
ん
で
い
る
。

（
冬
）
百
八
十
二
番　

左
持　

前
権
僧
正
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鹿
の
音
を
う
き
ね
の
を
し
の
こ
ゑ
に
か
へ
て
我
も
い
く
田
の
小
野
の

草
ぶ
し

右　
　

宮
内
卿

み
山
に
は
松
の
葉
し
ろ
く
ふ
る
雪
に
す
そ
の
の
原
は
村
雨
の
空

　

残
念
な
が
ら
当
該
歌
合
に
は
判
詞
が
残
っ
て
い
な
い
が
、
勝
負
が
持
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
大
き
な
難
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
判
者
の
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
は
、同
年
九
月
の
千
五
百
番
歌
合
・

秋
題
に
、
六
条
藤
家
の
藤
原
保
季
が
「
草
ぶ
し
」
を
詠
ん
で
い
る
。
当
該

部
分
の
判
者
を
務
め
た
の
は
藤
原
定
家
で
あ
る
。

（
秋
四
）
七
百
七
十
七
番　

左　

保
季
朝
臣

く
れ
か
か
る
を
の
の
草
ぶ
し
か
ぜ
す
ぎ
て
む
す
ぶ
枕
に
う
づ
ら
な
く

な
り

右　

忠
良
卿

た
が
す
み
か
い
づ
く
の
あ
き
を
た
づ
ね
ま
し
野
辺
も
山
辺
も
な
が
め

わ
び
ぬ
る

中
句
に
風
す
ぎ
露
ち
り
て
、
終
句
に
鳥
啼
虫
怨
、
こ
の
こ
こ
ろ
あ

ま
り
み
み
な
れ
て
ぞ
き
こ
え
侍
れ
ど
、
姿
詞
優
に
は
侍
る
べ
し
。

た
が
す
み
か
い
づ
く
の
秋
も
こ
と
に
思
ひ
い
れ
て
は
見
え
侍
ら
ね

ど
、
歌
の
ほ
ど
い
づ
れ
と
申
し
が
た
く
や
侍
ら
ん
。

こ
こ
で
は
も
は
や
「
草
ぶ
し
」
の
語
に
鹿
と
の
関
連
は
ま
っ
た
く
な
く
、

純
粋
に
人
が
草
上
に
伏
す
旅
寝
と
い
う
意
味
で
「
草
ぶ
し
」
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
一
首
全
体
の
趣
向
と
し
て
は
「
こ
の
こ
こ
ろ
あ
ま
り
み
み

な
れ
て
ぞ
き
こ
え
侍
れ
ど
、
姿
詞
優
」
で
あ
る
と
い
う
。
で
あ
れ
ば
や
は

り
歌
語
そ
れ
自
体
が
広
く
知
ら
れ
詠
み
こ
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
人
の
行
為
と
し
て
の
「
草
ぶ
し
」
と
い
う
詠
み
方
も
ま
た
、
特

に
俎
上
に
載
せ
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
一
般
的
な
も
の
と
し
て
根
付
い
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
定
家
は
こ
の
後
、
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
内
裏
歌
合
（
秋
十
五

題
乱
歌
合
）
に
お
い
て
「
お
の
が
草
ぶ
し
」
の
語
を
「
い
と
よ
ろ
し
く
き

こ
え
侍
れ
ば
」
と
勝
に
し
て
い
る
。

（
秋
鹿
）
卅
三
番　

左　
　

光
家

色
か
は
る
床
は
あ
さ
ぢ
ふ
露
霜
に
鹿
も
妻
な
き
音
を
や
鳴
く
ら
ん

右
勝　

有
家
卿

あ
さ
ぢ
ふ
の
お
の
が
草
ぶ
し
う
ら
が
れ
て
人
や
は
と
は
ぬ
さ
を
し
か

の
声



57

色
か
は
る
床
、
き
き
よ
か
ら
ず
。
鹿
の
妻
な
き
、
事
ふ
り
侍
り
に

き
。
お
の
が
草
ぶ
し
う
ら
が
れ
て
、
い
と
よ
ろ
し
く
き
こ
え
侍
れ

ば
、
勝
に
侍
る
べ
し
。

　

本
歌
合
に
お
け
る
定
家
判
詞
の
特
徴
と
し
て
「
古
歌
摂
取
が
な
さ
れ
て

い
る
部
分
を
評
価
す
る
こ
と
が
多
い
」）

7
（

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
古
歌

の
イ
メ
ー
ジ
に
新
た
な
要
素
を
加
え
、
時
間
を
変
化
さ
せ
る
な
ど
し
て
展

開
さ
せ
た
和
歌
が
高
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
。

特
に
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
』
二
首
に
お
け
る
「
草
ぶ
し
」

の
比
喩
は
若
草
ゆ
え
に
隠
れ
か
ね
て
人
目
に
立
つ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
を
「
う
ら
が
れ
」
た
草
に
変
化
さ
せ
て
あ
り
、
単
に
鹿
の
行
為
を

人
の
行
為
に
詠
み
変
え
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
た

も
の
と
い
え
よ
う
。

三
、
歌
語
「
草
ぶ
し
」
定
着
の
背
景

　

最
後
に
、『
万
葉
集
』
以
来
三
代
集
に
用
例
の
な
か
っ
た
「
草
ぶ
し
」

の
語
句
が
い
か
に
し
て
歌
語
と
し
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
、

若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

　
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
鹿
の
「
草
ぶ
し
」
は
あ
く
ま
で
恋
が
明
ら
か
で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
比
喩
で
あ
り
、
鹿
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い）

8
（

。
一
方
で
院
政
期
以
降
は
「
草
ぶ
し
」
す
る
鹿
や
人
、
な

い
し
「
草
ぶ
し
」
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
が
一
首
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
鹿
題
詠
お
よ
び
羈
旅
歌
と
の
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。
本

来
「
草
ぶ
し
」
と
は
鹿
の
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
広
く
共
有
さ

れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
自
分
も
行
う
と
し
て
発
展
さ
せ
た
詠
み
方

が
現
れ
た
こ
と
は
前
項
で
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
保
安
二
年
九
月

忠
通
家
歌
合
に
人
の
「
草
ぶ
し
」
を
難
じ
ら
れ
た
方
人
が
「
い
せ
の
は
ま

を
ぎ
」
歌
に
よ
っ
て
反
論
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
少
な
く
と

も
そ
の
方
人
ら
に
と
っ
て
は
歌
語
「
草
ぶ
し
」
と
「
草
を
折
っ
て
の
旅
寝
」

と
が
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

神カ
ミ
カ
ゼ
ノ

風
之　

伊イ
セ
ノ
ハ
マ
ヲ
ギ

勢
乃
浜
荻　

折ヲ
リ
フ
セ
テ伏　

客タ
ビ
ネ
ヤ
ス
ラ
ム

宿
也
将
為　

荒ア
ラ
キ
ハ
マ
ヘ
ニ

浜
辺
尓（
再
掲
）

前
掲
し
た
覚
性
法
親
王
「
あ
け
ぬ
れ
ば
す
だ
く
蛍
の
と
も
す
ひ
も
枕
に

き
え
ぬ
を
の
の
草
ぶ
し
」
も
同
様
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
古
く
か
ら
人
の

行
為
と
し
て
詠
ま
れ
る
語
で
あ
り
、
妻
を
恋
う
と
い
う
こ
と
か
ら
鹿
と
取

り
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
「
草
枕
」
の
よ
う
な
歌
語
と
も
混
同

さ
れ
た
た
め
に
、
そ
う
し
た
理
解
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か）

9
（

。
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男
旅
の
や
ど
り
に
し
か
の
な
く
を
き
く

鳴
く
鹿
は
つ
ま
ぞ
こ
ふ
ら
し
草
枕
行
く
た
び
ご
と
に
声
な
き
か
せ
そ

 

（『
貫
之
集
』
巻
第
四
・
三
八
九
）

　

万
葉
語
摂
取
は
、
し
ば
し
ば
今
日
の
目
か
ら
見
れ
ば
誤
解
・
誤
読
と
も

い
う
べ
き
理
解
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
家
永
香
織
氏
は
石
川
女
郎
の
字

「
大オ
ホ
ナ
コ

名
児
」
が
基
俊
歌
で
「
お
ほ
な
子
」
と
し
て
農
民
の
意
に
用
い
ら
れ

た
例
や
、曽
我
に
掛
か
る
枕
詞
「
真マ
ス
ゲ
ヨ
キ

菅
吉
」
が
藤
原
公
実
に
「
真
菅
良
き
」

と
し
て
実
質
的
な
意
味
を
伴
っ
た
修
辞
句
と
さ
れ
た
例
な
ど
を
挙
げ
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る）

10
（

。

こ
う
し
た
事
例
が
あ
る
の
は
、『
堀
河
百
首
』
作
者
が
『
万
葉
集
』

の
歌
風
や
一
首
全
体
の
意
味
内
容
よ
り
も
一
つ
一
つ
の
歌
語
に
注
目

す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
彼
ら
は
万
葉
歌
の
歌
風
に
倣
お
う

と
し
た
の
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
も
自
分
な
り
の
関
心
に
沿
っ
て
歌

語
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
自
分
な
り
の
趣
向
を
凝
ら
す
た
め
に

万
葉
語
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

『
堀
河
百
首
』に
つ
い
て
の
考
察
で
は
あ
る
が
、『
万
葉
集
』に
お
け
る「
草

ぶ
し
」
の
文
脈
を
無
視
し
て
旅
人
が
草
上
に
伏
す
と
い
う
意
味
に
用
い
た

忠
通
家
歌
合
の
明
賢
や
右
方
人
ら
に
も
、
こ
れ
ら
と
同
様
に
、
万
葉
歌
の

中
の
歌
語
単
独
に
関
心
を
持
ち
利
用
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
旅
寝
詠
は
独
り
寝
の
詠
に
相
通
ず
る
。
そ

し
て
と
り
わ
け
鹿
詠
は
、
独
り
寝
の
鹿
の
妻
恋
い
を
詠
ま
れ
る
こ
と
が
非

常
に
多
い
。
前
掲
し
た
源
経
信
「
さ
を
し
か
の
こ
ゑ
の
さ
や
け
み
き
こ
ゆ

る
は
ひ
と
り
や
ぬ
ら
む
を
の
の
く
さ
ぶ
し
」
の
ほ
か
、

　

（
鹿
の
う
た
と
て
よ
め
る
）　

長
覚
法
師

い
か
ば
か
り
露
け
か
る
ら
ん
さ
を
し
か
の
つ
ま
こ
ひ
か
ぬ
る
を
の
の

草
ぶ
し 

（『
千
載
集
』
巻
第
五
・
秋
歌
下
・
三
二
四
）

　
　
　

（
月
前
聞
鹿
）　

左
大
臣

さ
を
し
か
も
を
の
の
草
ぶ
し
ふ
し
佗
び
て
月
よ
よ
し
と
や
つ
ま
を
恋

ふ
ら
ん　

 

（
仙
洞
句
題
五
十
首
・
二
一
一
）

夜
を
か
さ
ね
妻
よ
ぶ
鹿
は
い
か
ば
か
り
を
の
の
草
ぶ
し
露
け
か
る
ら

む 

（『
拾
玉
集
』
第
一
・
百
首
・
秋
・
三
五
五
）

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

妻
恋
い
詠
の
多
さ
は
「
草
ぶ
し
」
の
語
を
用
い
て
い
る
か
否
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
鹿
詠
全
体
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
堀
河
百
首
』
の
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鹿
題
で
は
実
に
一
六
首
中
一
〇
首
ま
で
が
鹿
の
妻
恋
い
を
詠
む
な
ど
、
ま

さ
に
後
に
建
保
二
年
内
裏
歌
合
で
「
鹿
の
妻
な
き
、
事
ふ
り
侍
り
に
き
」

と
定
家
が
難
じ
る
通
り
の
様
子
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
平
安
後
期
の
状
況
の
中
、
鹿
と
そ
の
妻
恋
い
を
詠
む
に
あ
た

っ
て
よ
り
目
新
し
い
歌
語
や
詠
法
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
め

づ
ら
し
き
様
」
が
探
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
独
り
寝
の
鹿
を
「
草
ぶ
し
」

の
語
で
表
す
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
院
政

期
に
は
さ
ら
に
そ
れ
が
人
の
行
為
に
つ
い
て
の
表
現
に
も
転
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
い
ず
れ
も
当
時
の
有
力
歌
人
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
万

葉
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
は
や
意
識
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
、
歌
語
と
し
て
歴

と
し
た
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

歌
語
「
草
ぶ
し
」
は
『
万
葉
集
』
に
初
め
て
詠
ま
れ
た
が
、
三
代
集
時

代
に
は
用
例
が
な
く
、
平
安
後
期
以
降
の
万
葉
好
尚
を
背
景
と
し
て
発
掘

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
万
葉
集
』
で
は
人
に
知
ら
れ
た
恋
の

比
喩
表
現
で
あ
っ
た
の
が
、や
が
て
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
そ
の
詠
ま
れ
方
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
。

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
鹿
の
行
為
で
あ
っ
た
「
草
ぶ
し
」
は
忠
通
家
歌

合
で
「
野
ぢ
の
く
さ
ぶ
し
」
と
し
て
旅
の
歌
に
詠
ま
れ
、
基
俊
に
難
じ
ら

れ
た
。
し
か
し
院
政
期
以
降
は
、
本
来
鹿
の
行
為
で
あ
る
「
草
ぶ
し
」
を

自
分
も
す
る
、
と
い
う
詠
法
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
定
家
判
詞

に
お
い
て
は
既
に
行
為
の
主
体
が
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
人
の
旅
寝
を
意
味
す
る
歌
語
と
し
て
も
完
全
に
定
着
し
た
。

こ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
は
、
当
時
広
く
詠
ま
れ
て
い
た
鹿
の
妻
恋
い

詠
の
需
要
が
あ
る
。
平
安
後
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
『
万
葉
集
』
研

究
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
独
り
寝
の
鹿
を
表
す
語
と
し
て
万
葉
語
「
草
ぶ

し
」
が
再
発
見
さ
れ
、
利
用
さ
れ
た
。
そ
こ
へ
「
草
ぶ
し
」
の
語
義
が
旅

寝
と
混
同
さ
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
も
重
な
り
、
草
上
の
独
り
寝
す
な
わ
ち

旅
寝
と
し
て
、
鹿
と
関
わ
ら
な
い
単
な
る
人
の
旅
寝
を
も
意
味
す
る
よ
う

に
語
義
が
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

万
葉
語
の
摂
取
に
お
い
て
は
、
当
該
語
句
が
歌
語
と
し
て
広
く
認
知

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
だ
け
で
な
く
、
そ
の
詠
ま
れ
方
が
当
時
の
、
ま

た
後
世
の
歌
人
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
「
草
ぶ
し
」
に
つ
い
て
は
、
語
句
の
意
味
内

容
自
体
が
時
代
の
好
尚
に
か
な
う
よ
う
あ
え
て
変
質
さ
せ
ら
れ
た
形
で

の
詠
法
が
試
み
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
確
立
し
定
着
し
た
と
い
う
点
で
、

院
政
期
に
お
け
る
万
葉
語
摂
取
の
一
側
面
と
し
て
興
味
深
い
展
開
を
示

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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注（
1
）　
『
堀
河
百
首
』
お
よ
び
周
辺
歌
人
の
万
葉
語
摂
取
に
つ
い
て
は
、

橋
本
不
美
男
、
滝
沢
貞
夫
『
校
本　

堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
と
そ
の
研

究　

本
文
・
研
究
編
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年
）、
竹
下
豊
『
堀

河
院
御
時
百
首
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。
歌

道
家
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
平
田
英
夫
「
二
条
派
歌
人
の
万
葉
語
摂
取
に

つ
い
て
―
「
か
ひ
や
」
を
中
心
に
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
七
三
号
、

一
九
九
六
年
一
二
月
）、
錺
武
彦
「
冷
泉
為
相
の
万
葉
歌
享
受
―
『
文

保
百
首
』
を
中
心
に
―
」（『
国
文
学
研
究
』
一
四
七
号
、
早
稲
田
大
学

国
文
学
会
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）
な
ど

（
2
）　
「
草
ぶ
し
」
を
草
上
に
伏
す
行
為
と
す
る
か
、
伏
せ
た
後
に
残
さ

れ
た
草
の
痕
跡
と
す
る
か
は
『
万
葉
集
』
注
釈
等
で
は
解
釈
が
分
か
れ

る
と
こ
ろ
だ
が
、
基
俊
判
詞
を
含
め
て
万
葉
以
降
の
和
歌
の
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
が
前
者
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
も
行
為
の
意
で
統
一
す
る

（
3
）　

当
該
歌
の
訓
と
し
て
は
現
在
「
さ
を
し
か
の　

を
の
の
く
さ
ぶ
し　

い
ち
し
ろ
く　

わ
が
と
は
な
く
に　

ひ
と
の
し
れ
ら
く
」（
新
編
国
歌

大
観
、
新
大
系
お
よ
び
『
原
文
万
葉
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）

等
）、「
さ
を
し
か
の　

を
の
の
く
さ
ぶ
し　

い
ち
し
ろ
く　

あ
が
と
は

な
く
に　

ひ
と
の
し
れ
ら
く
」（
新
編
全
集
）
が
行
わ
れ
て
い
る

（
4
）　

鳥
井
千
佳
子
『
忠
通
家
歌
合
新
注
』「
注
釈　

保
安
二
年
〔
語
釈
〕」

（
青
簡
舎
、
二
〇
一
五
年
）

（
5
）　

同
じ
保
安
二
年
九
月
忠
通
家
歌
合
・
山
月
二
番
の
判
詞
に
「
左
歌

は
、「
今
宵
し
も
を
ば
す
て
山
の
」
な
ど
い
へ
る
文
字
つ
づ
き
、
こ
と

な
る
こ
と
も
な
く
ぞ
見
え
侍
る
に
、
ま
た
姥
捨
山
の
月
は
な
ぐ
さ
め
が

た
き
こ
と
に
ぞ
い
に
し
へ
よ
り
詠
み
ふ
る
し
た
る
を
、
こ
の
歌
に
は
心

を
つ
く
す
と
侍
る
こ
そ
、
耳
な
れ
ず
あ
た
ら
し
き
心
地
し
侍
れ
。」
ま

た
裏
書
に
「
判
者
云
、
姥
捨
山
の
月
は
、『
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
』
と
こ

そ
詠
め
れ
。
心
づ
く
し
に
は
あ
ら
ず
」
と
あ
る
の
は
、
基
俊
の
古
歌
摂

取
態
度
を
表
す
典
型
的
な
例
と
い
え
よ
う
。
拙
稿
「
院
政
期
歌
合
に
お

け
る
判
者
歌
の
利
用
」（『
語
文
』
一
一
〇
号
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学

会
、
二
〇
一
八
年
六
月
）
に
も
論
じ
た

（
6
）　

近
い
時
代
の
歌
人
た
ち
の
和
歌
を
撰
び
歌
合
形
式
に
番
っ
た
も
の

で
、
実
際
に
歌
合
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
撰
者
は
未
詳
だ
が
治

承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る

（
7
）　

福
留
温
子
「
建
保
二
年
八
月
十
六
日
『
内
裏
秋
十
五
首
乱
歌
合
』

の
判
詞
」（
伊
東
祐
子
、
宇
佐
美
昭
徳
編
『
平
安
文
学
研
究
生
成
』
笠

間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）

（
8
）　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
は
「
人
に
し
ら
る
る
」
題
で
「
さ
を
し
か

の
を
の
の
く
さ
ぶ
し
い
ち
し
ろ
く
わ
れ
は
と
は
ぬ
に
人
の
し
る
ら
ん
」

（
第
五
・
雑
思
・
二
六
八
三
）
が
載
る
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（
9
）　

音
や
文
字
の
類
似
に
よ
っ
て
、
関
連
す
る
他
の
語
彙
や
詠
法
を
も

含
み
込
む
形
で
詠
法
が
拡
張
さ
れ
て
い
く
例
と
し
て
、
例
え
ば
万
葉
語

「
し
み
み
に
」
は
『
堀
河
百
首
』
に
用
い
ら
れ
て
歌
学
書
等
に
と
り
あ

げ
ら
れ
た
後
、「
し
む
（
染
む
）」
と
い
う
語
な
ど
と
の
類
推
作
用
を
伴

っ
て
「
露
」「
雨
」
な
ど
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
新
用
法
が
出
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。
福
島
尚
「
万
葉
語
「
し
み
み
に
」
の
院
政
期
和
歌
に

お
け
る
再
生
と
そ
の
後
」（『
人
文
科
学
研
究
』
九
号
、
高
知
大
学
人
文

学
部
人
文
学
科
、
二
〇
〇
二
年
七
月
）

（
10
）　

家
永
香
織
「『
堀
河
百
首
』
に
お
け
る
万
葉
語
摂
取
の
様
相
」（
平

安
文
学
論
究
会
編
『
講
座　

平
安
文
学
論
究　

第
十
七
輯
』
風
間
書
房
、

二
〇
〇
三
年
）

〔
付
記
〕
本
稿
は
、二
〇
一
九
年
二
月
一
四
日
龍
谷
大
学
歌
合
輪
読
会
（
龍

谷
大
学
日
本
語
日
本
文
学
科
合
同
研
究
室
）
で
筆
者
が
担
当
し
た
「
保

安
二
年
（
一
一
二
一
）
九
月
十
二
日
関
白
内
大
臣
家
歌
合　

注
釈　

野

風
・
二
番
」
を
基
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て

篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

 

（
き
た
じ
ま　

つ
む
ぎ
／
大
阪
大
学
大
学
院
生
）


