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は
じ
め
に

萬
葉
集
巻
二
に
、
但
馬
皇
女
に
よ
る
相
聞
三
首
が
載
る
（
一
一
四
〜

一
一
六
番
歌
）（

（
（

。

　
　

但
馬
皇
女
在
二
高
市
皇
子
宮
一
時
思
二
穂
積
皇
子
一
御
作
歌
一
首

　
　
　

秋
田
之　

穂
向
乃
所
縁　

異
所
縁　

君
尓
因
奈
名　

事
痛
有
登
母

　
　

勅
二
穂
積
皇
子
一
遣
二
近
江
志
賀
山
寺
一
時
但
馬
皇
女
御
作
歌
一
首

　
　
　

遺
居
而　

恋
管
不
有
者　

追
及
武　

道
之
阿
廻
尓　

標
結
吾
勢

　
　

但
馬
皇
女
在
二
高
市
皇
子
宮
一
時
竊
接
二
穂
積
皇
子
一
事
既
形
而
御
作

歌
一
首

　
　
　

人
事
乎　

繁
美
許
知
痛
美　

己
世
尓　

未
渡　

朝
川
渡

本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
傍
線
を
付
し
た
歌（
一
一
五
番
歌
）で
あ
る
。

現
行
諸
注
で
は
「
後
れ
居
て　

恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は　

追
ひ
し
か
む　

道

の
隈
廻
に　

標
結
へ
我
が
背
」
と
訓
ま
れ
る
。
但
馬
皇
女
と
穂
積
皇
子
は

と
も
に
天
武
天
皇
の
子
で
あ
り
、
何
ら
か
の
事
情
で
穂
積
皇
子
が
近
江
の

崇
福
寺
へ
遣
わ
さ
れ
た
際
に（

（
（

、残
さ
れ
た
但
馬
皇
女
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

後
に
残
っ
て
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
よ
り
は
、
い
っ
そ
追
い
か
け
て
追
い
つ

こ
う
。
道
の
曲
が
り
角
に
標
を
結
っ
て
く
だ
さ
い
あ
な
た
、
と
い
っ
た
意

で
あ
る
。
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
で
ズ
ハ
の
語
法
と
ム
が
共
起
す
る
特
殊
例

と
し
て
こ
の
歌
に
言
及
し
た
が
、
歌
の
内
容
を
詳
細
に
論
じ
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
後
の
稿
者
の
研
究
内
容
も
踏
ま
え
、
改
め
て

当
該
歌
の
解
釈
を
明
確
に
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
節　

論
点
整
理

最
大
の
論
点
は
、
結
わ
れ
る
標
は
何
の
た
め
の
標
か
と
い
う
こ
と
で
あ

但
馬
皇
女
「
標
結
へ
我
が
背
」
考

 

古
　
川
　
大
　
悟
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る
。
す
な
わ
ち
但
馬
皇
女
は
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
で

あ
る
。
主
に
三
つ
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

［
Ａ
］ 

標
は
皇
女
が
後
を
追
う
た
め
の
目
印
で
あ
り
、
皇
女
は
追
っ
て
ゆ

く
道
し
る
べ
を
示
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る（

（
（

。

［
Ｂ
］ 

標
は
皇
女
の
進
入
を
拒
む
通
せ
ん
ぼ
の
標
で
あ
り
、
皇
女
は
追
っ

て
ゆ
く
こ
と
を
止
め
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る（

（
（

。

［
Ｃ
］ 

標
は
皇
女
の
安
全
を
願
う
標
で
あ
り
、
皇
女
は
追
い
か
け
る
道
中

の
安
全
を
思
い
や
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る（

（
（

。

季
吟
・
契
沖
以
来
の
通
説
は
［
Ａ
］
で
あ
り
、
し
ば
し
ば

大
伴
の
遠
つ
神
祖
の
奥
つ
城
は
著
く
標
［
之
米
］
立
て
人
の
知
る
べ

く 

（
一
八
・
四
〇
九
六　

家
持
）

を
根
拠
と
し
て
、
標
が
標
識
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
得
た
こ
と
が
説
か
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
浅
見
徹
氏
が
提
起
し
た
［
Ｂ
］
説
は
、
女
が
男
に
追

い
つ
く
こ
と
は
死
・
破
滅
と
等
価
で
あ
っ
て
、「
追
ひ
し
か
む
」
と
い
う

思
い
は
反
実
仮
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（
（

と
い
う
重
要
な
着
眼
を
持
つ
。

そ
こ
で
標
は
、
常
陸
国
風
土
記
（
行
方
郡
）
の
麻
多
智
の
物
語
な
ど
に
見

ら
れ
る
原
義
通
り
、
棒
状
の
も
の
を
地
上
に
立
て
て
進
入
の
禁
止
を
示
す

も
の
と
捉
え
ら
れ
、
皇
女
の
後
追
い
を
防
ぐ
も
の
と
さ
れ
る
。
確
か
に
標

の
用
例
に
道
し
る
べ
と
い
う
意
味
は
見
出
さ
れ
ず
、
先
掲
の
家
持
歌
の
標

も
決
し
て
人
を
誘
う
も
の
で
は
な
く
、
元
来
は
人
の
進
入
を
防
ぐ
目
的
で

あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。［
Ｃ
］
説
は
、
井
手
至
（
二
〇
〇
四
）
の
隈
を

め
ぐ
る
考
察
に
発
す
る
。
そ
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
萬
葉
集
に
、

百
足
ら
ず
八
十
隈
坂
に
手
向
せ
ば
過
ぎ
に
し
人
に
け
だ
し
逢
は
む
か

も 

（
三
・
四
二
七　

刑
部
垂
麻
呂
）

と
あ
る
よ
う
に
、
隈
は
他
界
と
接
す
る
場
、
異
郷
と
の
境
界
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。『
延
喜
式
』
巻
三
（
臨
時
祭
）
に
は
、

　
　

蕃
客
送
レ
堺
神
祭
…
…
右
ハ
蕃
客
入
朝
、
迎
二
畿
内
ノ
堺
一
、
祭
二
却
送

神
一
。
其
客
徒
等
、
比
レ
至
二
京
城
一
、
給
二
祓
麻
一
、
令
レ
除
乃
入
。

　
　

障
神
祭
…
…
右
ハ
客
等
入
京
、
前
二
日
、
京
城
四
隅
為
二
障
神
祭
一
。

と
あ
り
、
異
郷
か
ら
の
邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
、
境
界
に
神

が
祭
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
井
手
氏
に
よ
れ
ば
、
右
の
「
障
神
」
の
依

り
代
は
木
の
杖
桙
で
あ
り
、「
玉
桙
の
道
の
隈
廻
」（
五
・
八
八
六
）
と
い
っ

た
表
現
も
、
境
界
神
の
依
り
代
と
し
て
の
霊
桙
に
関
連
す
る
と
い
う
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
道
の
隈
廻
に
標
を
結
う
行
為
は
、
異
郷
と
の
境
界
に

あ
た
る
場
に
、
邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
禁
忌
の
目
印
を
設
け
る
こ
と

で
、
追
っ
て
く
る
皇
女
の
通
行
の
安
全
を
図
る
手
立
て
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
は
、
標
の
用
法
の
検
討
の
み
な
ら
ず
、

例
え
ば
「
命
令
形
＋
我
が
背
」
の
形
式
を
持
つ
類
例
と
の
比
較
に
基
づ
い

た
綿
密
な
読
解
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
行
論
で
は
も
っ
ぱ
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ら
但
馬
皇
女
の
人
物
像
が
重
視
さ
れ
、
そ
う
し
た
読
解
が
十
分
に
な
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。但
馬
皇
女
は
、題
詞
か
ら
も
様
々

に
想
像
さ
れ
る
恋
愛
物
語
と
あ
い
ま
っ
て
、
強
烈
な
愛
情
と
個
性
を
も
つ

人
物
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
反
実
仮
想
を
形
成
す
る

は
ず
の
ズ
ハ
に
マ
シ
で
は
な
く
意
志
の
ム
が
共
起
す
る
こ
と
の
特
異
性
や

（
後
述
す
る
よ
う
に
ム
が
反
実
仮
想
に
関
与
す
る
こ
と
は
実
は
そ
れ
ほ
ど

異
例
で
は
な
い
）、
集
中
他
に
例
の
な
い
「
標
結
へ
」
と
い
う
表
現
の
切

迫
感
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
直
ち
に
但
馬
皇
女
の
意
志
の
強
さ
と
い
っ

た
人
物
像
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　

但
馬
皇
女
の
個
性
は
、例
え
ば
当
該
歌
前
後
の
「
君
に
寄
り
な
な
」「
朝

川
渡
る
」
と
い
っ
た
表
現
に
つ
い
て
は
首
肯
さ
れ
る
面
も
あ
る
が（

（
（

、
当
該

歌
の
解
釈
に
も
同
様
の
理
解
を
持
ち
込
ん
で
よ
い
の
か
と
い
う
点
は
、
別

に
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
高
野
正
美
（
一
九
六
三
）
は
当
該
の

一
一
五
番
歌
に
つ
い
て
、
実
は
ご
く
一
般
的
な
類
型
に
基
づ
く
面
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
貴
重
な
論
で
あ
る（

（
（

。
た
だ
し
、
特
に
結
句
「
標

結
へ
我
が
背
」
に
つ
い
て
、
類
歌
と
の
内
容
的
な
比
較
考
察
が
十
分
に
な

さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
節
を
改
め
て
そ
の
考
察
を
試
み
た
い
。

第
二
節　
「
命
令
形
＋
我
が
背
」

結
句
に
「
命
令
形
＋
我
が
背
（
子
）」
と
い
う
形
式
を
持
つ
歌
は
、
当

該
歌
を
除
い
て
集
中
に
六
例
あ
る（

（
（

。
そ
の
う
ち
二
例
は
、

①
真
木
の
上
に
降
り
置
け
る
雪
の
し
く
し
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
も
さ
夜
問

へ
我
が
背
［
佐
夜
問
吾
背
］ 

（
八
・
一
六
五
九　

他
田
広
津
娘
子
）

②
雁
が
ね
の
初
声
聞
き
て
咲
き
出
た
る
や
ど
の
秋
萩
見
に
来
我
が
背
子

［
見
来
吾
世
古
］ 

（
一
〇
・
二
二
七
六
）

の
よ
う
に
、
男
の
来
訪
に
対
す
る
期
待
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
一

例
、
坂
上
大
嬢
が
家
持
に
縵
を
贈
っ
た
際
の
歌
と
し
て
、

③
我
が
業
な
る
早
稲
田
の
穂
も
ち（
（1
（

作
り
た
る
縵
そ
見
つ
つ
偲
は
せ
我
が

背
［
師
弩
波
世
吾
背
］ 

（
八
・
一
六
二
四　

坂
上
大
嬢
）

が
あ
り
、
男
が
自
分
の
た
め
に
何
か
を
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
と
い
う

意
味
で
は
、①
・
②
に
類
す
る
。
先
行
研
究
は
主
に「
標
結
へ
我
が
背
」を
、

後
を
追
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
私
の
こ
と
を
慮
っ
て
標
を
結
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
意
味
で
解
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
類
歌
と
の
関
連

に
お
い
て
当
該
歌
を
位
置
づ
け
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　

他
方
、「
命
令
形
＋
我
が
背
（
子
）」
の
結
句
を
持
つ
残
り
の
三
例
は
、

次
の
よ
う
に
愛
す
る
男
の
無
事
や
安
全
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

④
楽
浪
の
連
庫
山
に
雲
居
れ
ば
雨
そ
降
る
ち
ふ
帰
り
来
我
が
背
［
反
来
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吾
背
］ 

（
七
・
一
一
七
〇
）

⑤
つ
ぎ
ね
ふ　

山
背
道
を　

他
夫
の　

馬
よ
り
行
く
に　

己
夫
し　

徒

歩
よ
り
行
け
ば　

見
る
ご
と
に　

音
の
み
し
泣
か
ゆ　

そ
こ
思
ふ
に

心
し
痛
し　

た
ら
ち
ね
の　

母
が
形
見
と　

我
が
持
て
る　

ま
そ
み

鏡
に　

蜻
領
巾　

負
ひ
並
め
持
ち
て　

馬
買
へ
我
が
背［
馬
替
吾
背
］

 

（
一
三
・
三
三
一
四
）

⑥
信
濃
道
は
今
の
墾
り
道
刈
り
ば
ね
に
足
踏
ま
し
な
む（
（（
（

沓
は
け
我
が
背

［
久
都
波
気
和
我
世
］ 

（
一
四
・
三
三
九
九　

東
歌
）

　

以
上
の
三
例
は
夫
が
旅
路
に
あ
る
と
い
う
点
で
、
当
該
歌
と
文
脈
を
共

有
し
て
い
る
。「
標
結
へ
我
が
背
」
は
、
安
全
祈
願
の
標
と
い
う
井
手
氏

の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
男
に
対
し
て
、
ど
う
か
曲
が
り
角
に
標
を
結
っ

て
安
全
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
と
願
う
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
本
稿
が
主
張
し
た
い
の
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。

さ
ら
に
命
令
形
で
は
な
い
が
、
男
へ
の
呼
び
掛
け
に
は

⑦
事
し
あ
ら
ば
小
泊
瀬
山
の
石
城
に
も
隠
ら
ば
共
に
な
思
ひ
我
が
背

［
莫
思
吾
背
］ 

（
一
六
・
三
八
〇
六
）

と
い
う
例
も
あ
り
、
男
を
思
い
や
る
女
の
思
い
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う

意
味
で
④
〜
⑥
に
通
じ
る
。
ま
た
、
結
句
で
は
な
い
が
「
命
令
形
＋
我
が

背
（
子
）」
の
句
を
持
つ
歌
は
集
中
に
一
〇
例
あ
り（
（1
（

、
そ
の
中
に
は
、
や

は
り
相
手
の
無
事
や
健
康
を
願
う
も
の
が
三
例
見
ら
れ
る
。

⑧
夕
闇
は
道
た
づ
た
づ
し
月
待
ち
て
い
ま
せ
我
が
背
子
［
行
吾
背
子
］

そ
の
間
に
も
見
む 

（
四
・
七
〇
九　

豊
前
娘
子
大
宅
女
）

　

こ
の
歌
は
帰
路
の
安
全
を
願
い
な
が
ら
、そ
れ
以
上
に
、長
い
時
間
逢
っ

て
い
た
い
と
い
う
思
い
に
主
眼
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
先
掲
の
④
〜
⑥

に
し
て
も
、
安
全
を
願
う
こ
と
は
ま
た
無
事
に
逢
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ

な
が
る
の
で
あ
り
、
逢
う
こ
と
を
期
待
す
る
①
・
②
の
よ
う
な
例
と
も
重

な
り
を
持
ち
う
る
。
本
節
で
の
分
類
は
便
宜
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
男
の
安
全
を
願
う
こ
と
が
お
の
ず
か
ら
、
共

に
長
く
時
を
過
ご
し
た
い
と
い
う
女
の
愛
情
表
現
で
も
あ
り
う
る
と
い
う

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑨
天
地
の
神
に
幣
置
き
斎
ひ
つ
つ
い
ま
せ
我
が
背
な
［
伊
麻
世
和
我
世

奈
］
我
を
し
思
は
ば 

（
二
〇
・
四
四
二
六　

防
人
歌
）

こ
こ
で
は
、
男
が
自
分
の
無
事
を
祈
っ
て
く
れ
る
こ
と
と
、
女
で
あ
る

私
を
思
っ
て
く
れ
る
こ
と
と
が
表
裏
一
体
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、③（
偲

は
せ
我
が
背
）
の
よ
う
な
例
と
の
連
続
性
が
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
こ
の
歌
は
、
幣
を
置
く
と
い
う
行
為
が
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
標

を
結
う
と
い
う
行
為
に
性
質
上
類
似
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。「
標
結

へ
我
が
背
」
が
仮
に
男
の
無
事
を
願
う
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
の
と

こ
ろ
そ
の
願
い
は
［
Ｃ
］
説
で
見
た
よ
う
な
、
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ

さ
い
と
い
う
願
い
に
も
通
じ
う
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
本
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稿
が
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
解
釈
は
［
Ｃ
］
説
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑩
あ
ぢ
さ
ゐ
の
八
重
咲
く
ご
と
く
八
つ
代
に
を
い
ま
せ
我
が
背
子
［
伊

麻
世
和
我
勢
故
］
見
つ
つ
偲
は
む 

（
二
〇
・
四
四
四
八　

橘
諸
兄
）

こ
れ
は
丹
比
国
人
の
邸
宅
で
の
宴
席
歌
で
あ
る
が
、「
我
が
背
子
」
と

あ
る
よ
う
に
、
相
聞
の
形
式
を
踏
襲
す
る
面
が
あ
る
。
末
永
く
元
気
で
あ

る
こ
と
を
祈
っ
て
「
我
が
背
子
」
と
呼
び
か
け
る
形
式
が
、
相
聞
の
一
つ

の
類
型
を
な
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
例
で
あ
ろ
う
。

　

本
節
で
は
「
標
結
へ
我
が
背
」
が
皇
子
の
無
事
を
願
う
呼
び
掛
け
で
あ

る
可
能
性
を
提
起
し
た
。
次
節
で
は
さ
ら
に
、
当
該
歌
の
前
半
の
表
現
を

分
析
し
、
こ
う
し
た
読
解
を
支
持
す
る
さ
ら
な
る
根
拠
を
示
し
た
い
。

第
三
節　

反
実
仮
想

　

本
稿
で
は
反
実
仮
想
と
い
う
用
語
を
、
助
動
詞
マ
シ
の
意
味
を
表
す
文

法
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
既
に
実
現
済
み
の
現
実
事
態
に
反
す
る
、
実

現
不
可
能
な
事
態
を
仮
想
す
る
と
い
う
表
現
論
的
な
意
味
で
用
い
る（
（1
（

。

三
・
一　

ズ
ハ
の
語
法
と
反
実
仮
想

　

小
柳
智
一
（
二
〇
〇
四
）
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
特
殊
語
法
ズ
ハ
は
例

外
な
く
反
実
仮
想
の
表
現
を
形
成
す
る
。
集
中
の
ズ
ハ
の
語
法
二
八
例
の

う
ち
、
一
九
例
が
マ
シ
と
共
起
す
る
こ
と
も
象
徴
的
で
あ
る
。
例
え
ば

　
　

か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
［
不
有
者
］
高
山
の
磐
根
し
枕
き

て
死
な
ま
し
も
の
を 

（
二
・
八
六　

磐
媛
皇
后
）

は
、
恋
ひ
つ
つ
あ
る

0

0

0

0

0

0

現
実
に
反
す
る
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

状
況
を
仮
想
し
、

そ
の
よ
う
な
状
況
を
実
現
し
う
る
の
な
ら
ば
、
い
っ
そ
死
ん
だ
方
が
よ
い

―
―
実
現
済
み
の
状
況
を
今
か
ら
変
更
す
る
な
ど
原
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
が
、
そ
う
し
た
仮
想
を
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
現
状
が
苦
し
い
―
―
と
い

う
歌
で
あ
る（
（1
（

。
ズ
ハ
の
語
法
の
こ
の
よ
う
な
特
質
は
小
柳
氏
論
文
に
よ
っ

て
広
く
知
ら
れ
た
が
、「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
に
つ
い
て
は
、
夙
に
牧

野
正
文
（
一
九
九
〇
）
に
よ
っ
て
類
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
牧
野

氏
は
当
該
歌
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
例
［
引
用
者
注
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
」
の

諸
例
］
よ
り
す
れ
ば
、
こ
の
「
追
ひ
及
か
む
」
と
い
う
表
現
も
、

実
現
不
可
能
な
願
望
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ

ま
り
、
相
手
に
追
い
つ
く
こ
と
が
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
前
提
を
、
そ
の
根
底
に
看
取
す
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か

 

（
一
八
頁
）

と
述
べ
る（
（1
（

。
通
せ
ん
ぼ
の
標
と
い
う
浅
見
徹
氏
の
説
（［
Ｂ
］
説
）
も
理

解
を
同
じ
く
す
る
。
追
い
つ
く
こ
と
は
あ
く
ま
で
仮
想
で
あ
る
と
い
う
前
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提
が
あ
れ
ば
、無
事
に
追
い
つ
く
た
め
の
標
を
結
っ
て
ほ
し
い（［
Ａ
］説
・

［
Ｃ
］
説
）
と
い
う
歌
に
は
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
つ
の
誤
解
を
解
い
て
お
き
た
い
。
当
該
歌
の
第
三
句
「
追
ひ

し
か
む
［
追
及
武
］」
に
は
、
マ
シ
で
は
な
く
ム
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
反
実
仮
想
で
は
あ
り
え
ず
、
現
実
的
な
意
志
を
表
す
と
し
か

解
釈
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
理
解
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
追
い
つ
く
た

め
の
道
し
る
べ
を
望
む
と
い
う
解
釈
に
は
こ
の
よ
う
な
理
解
が
伏
在
し
て

お
り
、
強
い
意
志
を
持
つ
女
性
と
い
う
従
来
の
但
馬
皇
女
像
と
も
親
和
性

が
高
い
。
し
か
し
、
ム
も
反
実
仮
想
の
表
現
を
形
成
す
る
。
次
項
で
は
そ

の
用
例
を
詳
し
く
検
討
し
た
い（
（1
（

。

三
・
二　

ム
が
反
実
仮
想
に
関
与
す
る
例

　

ズ
ハ
の
語
法
と
ム
の
共
起
例
は
当
該
歌
以
外
に
二
例
あ
る
。

　

⑪
剣
大
刀
諸
刃
の
上
に
行
き
触
れ
て
死
に
か
も
し
な
む
［
将
死
］
恋
ひ

つ
つ
あ
ら
ず
は
［
不
有
者
］ 

（
一
一
・
二
六
三
六
）

　

⑫
住
吉
の
津
守
網
引
の
浮
け
の
緒
の
浮
か
れ
か
行
か
む
［
将
去
］
恋
ひ

つ
つ
あ
ら
ず
は
［
不
有
者
］ 

（
一
一
・
二
六
四
六
）

　

死
を
仮
想
す
る
⑪
は
、
マ
シ
を
用
い
た
先
掲
の
磐
媛
皇
后
歌
と
類
似
す

る
。
⑫
の
「
浮
か
れ
か
行
か
む
」
は
「
得
干
蚊
将
去
」
と
記
さ
れ
、
代
匠

記
初
稿
本
の
「
得
干
は
う
か
れ
と
よ
む
べ
し
」
と
い
う
指
摘
に
従
っ
た
訓

で
あ
る
。
浮
か
れ
行
く
と
は
、『
全
注
』（
巻
十
一
は
稲
岡
耕
二
氏
執
筆
、

一
九
九
八
年
）
の
よ
う
に
「
本
籍
地
を
離
れ
て
浮
浪
す
る
」
と
い
う
説
も

あ
る
が
、
平
城
宮
址
出
土
木
簡
の
「
津
玖
余
々
美
宇
我
礼
□
」（「
月
夜
好

み
浮
か
れ
」
の
意
か
）（
（1
（

を
踏
ま
え
れ
ば
、
浮
か
れ
歩
く
こ
と
と
も
考
え
ら

れ
る
。
い
っ
そ
こ
の
場
か
ら
逃
れ
去
り
た
い
と
い
う
主
旨
で
あ
れ
ば
、

　
　

言
繁
き
里
に
住
ま
ず
は
今
朝
鳴
き
し
雁
に
た
ぐ
ひ
て
行
か
ま
し
も
の

を
〈
一
云
「
国
に
あ
ら
ず
は
」〉 

（
八
・
一
五
一
五　

但
馬
皇
女
）

と
い
う
、
ズ
ハ
〜
マ
シ
の
歌
も
想
起
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
但
馬
皇
女
作
と

さ
れ
る
が
、
巻
八
に
収
録
さ
れ
、
子
部
王
作
と
い
う
別
伝
も
あ
っ
て
、
後

人
の
仮
託
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る（
（1
（

。
⑪
・
⑫
と
も
、
実
現
済
み
の
現
実

に
反
す
る
状
況
（「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
」）
を
仮
想
し
、
も
は
や
変
更
し
え

な
い
既
実
現
状
況
を
変
更
す
る
た
め
の
極
端
な
手
段
に
思
い
を
致
す
も
の

で
あ
る
。
表
さ
れ
て
い
る
内
容
自
体
は
、
マ
シ
が
用
い
ら
れ
た
歌
と
多
分

に
類
似
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
⑪
・
⑫
と
も
係
助
詞
カ
を
伴
っ
て
い
る
が
、
当
該
歌
の
「
追
ひ

し
か
む
」
は
カ
を
伴
わ
な
い
。
躊
躇
な
く
言
い
切
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る

と
い
う
点
で
は
、
当
該
歌
は
確
か
に
個
性
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
カ
を
伴

わ
な
い
こ
と
が
、
仮
想
で
な
い
現
実
的
な
意
志
の
表
明
で
あ
る
こ
と
の
根

拠
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

⑬
玉
な
ら
ば
手
に
も
巻
か
む
［
将
巻
］
を
う
つ
せ
み
の
世
の
人
な
れ
ば
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手
に
巻
き
難
し 

（
四
・
七
二
九　

坂
上
大
嬢
）

は
、
実
際
に
は
手
に
巻
き
難
い
と
い
う
言
明
を
伴
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
ム
が
反
実
仮
想
を
構
成
す
る
例
で
あ
り
、「
玉
な
ら
ば
手
に

巻
き
持
ち
て
恋
ひ
ざ
ら
ま
し
［
益
］
を
」（
三
・
四
三
六　

河
辺
宮
人
）

の
よ
う
な
マ
シ
に
よ
る
類
歌
と
の
近
接
性
も
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
非

情
物
へ
の
化
成
を
願
う
こ
と
は
、

　
　

願
為
二
西
南
風
一　

長
逝
入
二
君
懐
一

 

（『
文
選
』
巻
二
十
三　

魏
・
曹
植
「
七
哀
詩
」）

の
よ
う
な
漢
籍
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
、
漢
文
訓
読
で
は
マ
シ
で
な
く

ム
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。い
ず
れ
に
せ
よ
、

ム
は
マ
シ
と
部
分
的
に
重
な
り
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

⑭
我
が
背
子
は
玉
に
も
が
も
な
ほ
と
と
ぎ
す
声
に
あ
へ
貫
き
手
に
巻
き

て
行
か
む
［
由
可
牟
］ 

（
一
七
・
四
〇
〇
七　

家
持
）

⑮
母
刀
自
も
玉
に
も
が
も
や
頂
き
て
み
づ
ら
の
中
に
あ
へ
巻
か
ま
く

［
麻
可
麻
久
］
も 

（
二
〇
・
四
三
七
七　

防
人
歌
）

と
い
っ
た
類
例
に
加
え
、
玉
へ
の
化
成
と
は
異
な
る
文
脈
で
も
、

⑯
…
…
家
な
ら
ば　

か
た
ち
は
あ
ら
む
［
阿
良
牟
］
を　

恨
め
し
き　

妹
の
命
の　

我
を
ば
も　

い
か
に
せ
よ
と
か　

に
ほ
鳥
の　

二
人
並

び
居　

語
ら
ひ
し　

心
そ
む
き
て　

家
離
り
い
ま
す

 

（
五
・
七
九
四　

憶
良
）

⑰
児
ら
し
あ
ら
ば
二
人
聞
か
む
［
将
聞
］
を
沖
つ
渚
に
鳴
く
な
る
鶴
の

暁
の
声 

（
六
・
一
〇
〇
〇　

守
部
王
）

の
よ
う
な
反
実
仮
想
の
例
が
見
ら
れ
る
。

　

当
該
の
一
一
五
番
歌
は
、
ズ
ハ
の
語
法
の
用
例
が
例
外
な
く
反
実
仮
想

に
偏
る
こ
と
と
の
整
合
性
を
考
え
れ
ば
、
ま
さ
に
今
か
ら
皇
子
に
追
い
つ

こ
う
と
い
う
現
実
的
な
意
志
を
表
す
も
の
と
は
理
解
し
が
た
い
。
恋
い
つ

つ
あ
る
状
況
を
今
さ
ら
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
も
し
も
こ
の

状
況
を
変
え
ら
れ
る
と
い
う
の
な
ら
、
皇
子
に
追
い
つ
く
と
い
う
無
謀
な

事
態
ま
で
も
仮
想
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
歌
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
追
ひ

し
く
」
こ
と
が
無
謀
と
さ
れ
る
背
景
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
述
べ
る
。

三
・
三　
「
追
ひ
ゆ
く
」
で
は
な
く
「
追
ひ
し
く
」
で
あ
る
こ
と

　

第
三
句
「
追
及
」
は
か
つ
て
「
追
ひ
ゆ
か
む
」
と
訓
ま
れ
て
き
た
が
、

契
沖
が
異
を
唱
え
た
こ
と
で
「
追
ひ
し
か
む
」
の
訓
が
採
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。「
及
」
字
は
当
該
歌
を
除
い
て
集
中
に
四
十
一
例
あ
り
、「
し
く
」

あ
る
い
は
「
ま
で
」
と
し
か
訓
ま
れ
な
い
。
さ
ら
に
契
沖
が
根
拠
と
し
た

の
は
、山

城
に
い
及
け
［
伊
辞
鶏
］
鳥
山
い
及
け
及
け
［
伊
辞
鶏
之
鶏
］
吾

思
ふ
妻
に
い
及
き
［
伊
辞
枳
］
逢
は
む
か
も 

（
仁
徳
紀
）

で
あ
り
、「
し
く
」と
は
追
い
つ
く
意
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
語
の「
追



8

及
」
の
例
は
、

　
　

工
尹
商
陽
與
二
陳
弃
疾
一
、
追
二
呉
師
一
及
レ
之
。
陳
弃
疾
謂
二
工
尹
商

陽
一
曰
、「
王
事
也
。
子
手
レ
弓
而
可
」。
手
レ
弓
。「
子
射
レ
諸
」。
射
レ

之
斃
二
一
人
一
、
韔
レ
弓
。 

（『
礼
記
』
檀
弓
下
）

　
　

老
父
已
去
、
高
祖
適
従
二
旁
舎
一
来
。
呂
后
具
言
、
客
有
レ
過
、
相
二

我
子
母
一
皆
大
貴
。
高
祖
問
、
曰
「
未
レ
遠
」。
乃
追
及
、
問
二
老
父
一
。

老
父
曰
「
郷
者
夫
人
・
児
子
皆
以
レ
君
。
君
相
貴
不
レ
可
レ
言
」。

 

（『
漢
書
』
高
帝
紀
上
）

　
　

及
二
漢
兵
起
、
更
始
立
一
、
豪
桀
多
薦
二
挙
禹
一
、
禹
不
レ
肯
レ
従
。

及
レ
聞
三
光
武
安
二
集
河
北
一
、
即
杖
レ
策
北
渡
、
追
及
二
於
鄴
一
。
光

武
見
レ
之
甚
歓
…
…     

（『
後
漢
書
』
鄧
寇
列
伝
）

の
よ
う
に
追
い
至
る
意
で
あ
っ
て
、
単
に
追
い
か
け
る
意
で
は
な
い（
（1
（

。
契

沖
が
説
い
た
よ
う
に
「
追
ひ
し
か
む
」
と
い
う
訓
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

　

従
来
「
追
ひ
ゆ
か
む
」
と
い
う
訓
が
広
く
受
容
さ
れ
て
き
た
の
は
、
久

松
潜
一
（
一
九
五
三
）
が
指
摘
す
る
よ
う
な
磐
媛
皇
后
歌
と
の
類
似
性
が

意
識
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
。

　
　

君
が
行
き
日
長
く
な
り
ぬ
山
尋
ね
迎
へ
か
行
か
む
［
迎
加
将
行
］
待

ち
に
か
待
た
む 

（
二
・
八
五　

磐
媛
皇
后
）

関
連
す
る
軽
大
郎
女
歌
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、

右
の
磐
媛
歌
は
、
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
男
の
も
と
へ
向
か
う
こ
と
を
発

想
す
る
と
い
う
点
で
当
該
歌
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
追
及
」が「
追

ひ
ゆ
く
」
で
は
な
く
「
追
ひ
し
く
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
改
め
て

両
歌
の
異
な
り
が
注
意
さ
れ
る
。
当
該
の
一
一
五
番
歌
は
、
磐
媛
歌
の
よ

う
に
今
か
ら
向
か
お
う
か
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
一
足
飛
び
に
、
追
い

か
け
た
結
果
と
し
て
追
い
至
っ
た
と
い
う
状
況
を
思
う
の
で
あ
る
。
唐
突

に
結
末
の
状
況
の
み
を
想
像
す
る
と
い
う
極
端
な
あ
り
方
は
、
や
は
り
当

該
歌
が
、
今
か
ら
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
意
志
表
明
と
は
い
え
な
い
こ
と

を
傍
証
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
・
四　

上
三
句
の
主
旨
と
下
二
句
へ
の
接
続

こ
の
よ
う
に
「
追
ひ
し
か
む
」
が
反
実
仮
想
で
あ
る
と
す
る
と
、
上

三
句
の
焦
点
は
一
見
、
追
い
つ
く
こ
と
が
叶
わ
な
い
現
実
を
嘆
く
こ
と
に

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
相
聞
の
文
脈
で
の
反
実
仮
想
は
、
そ
の
よ
う

な
現
実
へ
の
絶
望
と
は
異
な
る
表
現
性
を
持
つ
。
例
え
ば
「
恋
ひ
つ
つ
あ

ら
ず
は
死
な
ま
し
も
の
を
」
と
は
、
死
ね
ず
に
恋
い
苦
し
む
こ
と
へ
の
絶

望
よ
り
も
、
死
を
仮
想
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
激
情
で
あ
る
と
い
う
、
愛
情

の
程
度
を
訴
え
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
笠

女
郎
の
歌
々
を
想
起
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

朝
霧
の
お
ほ
に
相
見
し
人
故
に
命
死
ぬ
べ
く
恋
ひ
渡
る
か
も

 

（
四
・
五
九
九　

笠
女
郎
）
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思
ひ
に
し
死
に
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
千
度
そ
我
は
死
に
反
ら
ま

し 

（
四
・
六
〇
三　

笠
女
郎
）

五
九
九
番
歌
で
は
、
死
に
そ
う
な
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
程
度
表
現
を

ベ
シ
が
形
成
し
て
い
る
。
六
〇
三
番
歌
は
、
恋
の
想
い
の
た
め
に
死
ぬ
こ

と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
は
千
回
で
も
死
を
繰
り
返
す
ほ
ど
で
あ
る
、
そ

れ
ほ
ど
に
激
し
い
恋
心
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
千
と
い
う

数
が
想
い
の
程
度
の
大
き
さ
を
物
語
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
相
聞
の

文
脈
で
の
反
実
仮
想
は
、
現
実
に
抱
く
情
意
に
対
す
る
、
印
象
的
・
個
性

的
な
程
度
強
調
の
表
現
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。「
玉
な
ら
ば
手
に

も
巻
か
む
を
」
と
い
う
仮
想
表
現
に
よ
っ
て
、
一
時
も
離
れ
る
こ
と
な
く

近
く
に
い
た
い
と
い
う
思
い
が
、
玉
と
し
て
手
に
巻
く
こ
と
が
で
き
た
な

ら
と
思
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
鮮
烈
に
印
象

づ
け
ら
れ
る
。
同
様
に
当
該
歌
の
上
三
句
は
、
追
い
至
り
得
な
い
こ
と
へ

の
嘆
き
を
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
追
い
つ
い
て
し
ま
お
う
と
い
う
無
謀
な

仮
想
を
し
て
し
ま
う
く
ら
い
に
愛
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
穂

積
皇
子
へ
の
愛
し
さ
を
最
大
限
に
伝
え
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
が
主
張
す
る
下
二
句
の
解
釈
は
、
標
を
結
っ
て
安
全
に
行
っ
て
く

だ
さ
い
と
皇
子
の
無
事
を
願
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
第
二
節
）。
右

に
見
た
よ
う
に
、上
三
句
が
皇
子
へ
の
愛
し
さ
の
表
明
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

下
二
句
で
そ
の
無
事
を
思
い
や
る
こ
と
へ
と
整
合
的
に
接
続
さ
れ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
愛
し
て
い
ま
す
か
ら
ど
う
か
無
事
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
主
張
は
こ
れ
で
ほ
ぼ
整
っ
た
が
、
次
節

で
は
当
該
歌
と
の
類
縁
性
が
指
摘
さ
れ
る
記
紀
の
物
語
に
つ
い
て
付
言
し

て
お
く
。

第
四
節　

軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物
語
と
の
関
連

　

但
馬
皇
女
歌
と
記
紀
と
の
関
連
を
初
め
て
指
摘
し
た
研
究
は
、
久
松
潜

一
（
一
九
五
三
）
で
あ
る（
11
（

。
允
恭
天
皇
の
皇
子
皇
女
で
あ
る
軽
太
子
・
軽

大
郎
女
が
密
か
に
心
を
通
わ
せ
、
軽
太
子
が
伊
予
へ
配
流
さ
れ
る
と
、
軽

大
郎
女
が
そ
の
後
を
追
い
、
古
事
記
に
は
二
人
で
自
死
し
た
と
あ
る
。
日

本
書
紀
で
は
皇
子
が
大
前
宿
禰
の
家
で
自
決
し
、
軽
大
郎
女
は
伊
予
に
流

さ
れ
た
と
記
さ
れ
、
筋
が
異
な
る
。
当
該
歌
は
特
に
古
事
記
歌
謡
と
の
近

接
が
説
か
れ
て
い
る
。
次
に
示
す
歌
謡
ａ
・
ｂ
は
日
本
書
紀
に
は
な
く
、

歌
を
詠
ん
だ
「
衣
通
王
」
と
は
軽
大
郎
女
で
あ
る（
1（
（

。

　
　

其
の
衣
通
王
、
歌
を
献
り
き
。
其
の
歌
に
曰
は
く
、

　
　
　
ａ
夏
草
の
あ
ひ
ね
の
浜
の
か
き
貝
に
足
踏
ま
す
な
明
か
し
て
通
れ

［
阿
加
斯
弖
杼
富
礼
］

　
　

故
、
後
に
亦
、
恋
ひ
慕
ふ
に
堪
え
ず
し
て
、
追
ひ
往
き
し
時
に
、
歌

ひ
て
曰
は
く
、
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ｂ
君
が
行
き
日
長
く
な
り
ぬ
山
た
づ
の
迎
へ
を
行
か
む
待
つ
に
は

待
た
じ
〈
此
の
山
た
づ
と
云
ふ
は
、
是
今
の
造
木
ぞ
〉（
11
（

 

（
記
允
恭
）

　

こ
の
後
、
軽
大
郎
女
が
軽
太
子
に
追
い
至
り
、
共
に
自
死
す
る
と
い
う

結
末
へ
と
続
く
。
こ
う
し
た
物
語
の
存
在
か
ら
す
れ
ば
、
浅
見
徹
氏
が
指

摘
し
た
よ
う
に
、
女
が
男
に
追
い
つ
く
こ
と
は
、
死
と
等
価
で
あ
る
ほ
ど

の
無
謀
な
行
為
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も

但
馬
皇
女
歌
の
「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
追
ひ
し
か
む
」
は
、
今
か
ら
追
っ

て
い
こ
う
と
い
う
内
容
に
焦
点
が
あ
る
の
で
は
な
く
、「
恋
ひ
つ
つ
あ
ら

ず
は
死
な
ま
し
も
の
を
」
と
実
質
的
に
ほ
ぼ
等
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
歌
謡
ａ
・
ｂ
に
着
目
し
た
い
。
久
松
氏
論
文
で
は
、
当

該
の
但
馬
皇
女
歌
と
ｂ
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ｂ
は
三
・
三

で
示
し
た
磐
媛
皇
后
歌
と
大
部
分
の
詞
句
を
共
有
し
て
お
り
、
後
に
残
っ

て
い
る
よ
り
も
男
の
も
と
へ
向
か
い
た
い
と
い
う
意
味
で
、
但
馬
皇
女
歌

の
「
追
ひ
し
か
む
」
と
同
じ
発
想
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
確
か
に
そ
の
よ
う

な
類
似
は
認
め
ら
れ
る
が
、
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
但
馬
皇
女
歌
に

一
層
近
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
ａ
で
は
な
い
か
。
暗
闇
で
の
足
元

は
危
険
だ
か
ら
夜
が
明
け
る
の
を
待
っ
て
行
き
な
さ
い
と
、
愛
す
る
男
の

無
事
を
願
い
、
同
時
に
相
手
を
引
き
止
め
よ
う
と
も
す
る
の
で
あ
り
、

信
濃
道
は
今
の
墾
り
道
刈
り
ば
ね
に
足
踏
ま
し
な
む
沓
は
け
我
が
背

［
久
都
波
気
和
我
世
］ 

（
一
四
・
三
三
九
九　

東
歌　

⑥
の
再
掲
）

の
よ
う
な
歌
と
発
想
を
同
じ
く
す
る
の
み
な
ら
ず
、

桜
麻
の
麻
原
の
下
草
露
し
あ
れ
ば
明
か
し
て
い
行
け［
令
明
而
射
去
］

母
は
知
る
と
も 

（
一
一
・
二
六
八
七
）

に
通
う
こ
と
も
諸
注
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。

　

従
来
、
ｂ
の
「
待
つ
に
は
待
た
じ
」
と
い
っ
た
焦
燥
の
表
現
が
、
磐
媛

歌
の
「
待
ち
に
か
待
た
む
」
と
の
対
照
に
お
い
て
注
目
さ
れ
、
情
熱
に
駆

ら
れ
た
行
動
的
な
性
格
を
現
す
と
い
っ
た
評
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
が
ち
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
悲
恋
の
物
語
は
ａ
の
よ
う
な
思
慮
深
い
気
遣
い
の
歌

と
と
も
に
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
ろ
う
。
軽
大
郎
女

と
い
う
悲
劇
の
女
性
は
、
一
方
で
は
細
や
か
な
思
い
や
り
を
持
っ
た
け
な

げ
で
一
途
な
人
物
と
し
て
、
い
わ
ば
造
型
さ
れ
て
い
る（
11
（

。
但
馬
皇
女
の
人

物
像
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
省
み
ら
れ
て
よ
い
。
当
該
の
一
一
五
番

歌
の
前
後
に
は
、

秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
れ
る
片
寄
り
に
君
に
寄
り
な
な
言
痛
く
あ
り

と
も 

（
二
・
一
一
四
）

人
言
を
繁
み
言
痛
み
己
が
世
に
い
ま
だ
渡
ら
ぬ
朝
川
渡
る

 

（
二
・
一
一
六
）

と
い
っ
た
歌
が
配
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
確
か
に
、
逞
し
く
行
動
を
起
こ
す
情

熱
的
な
皇
女
と
い
う
通
念
に
適
う
人
物
像
を
喚
起
し
う
る
よ
う
に
も
思
わ
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れ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
歌
の
間
に
「
標
結
へ
我
が
背
」
と
い
う
、
思
い

や
り
が
そ
れ
自
体
一
途
な
愛
情
表
現
で
も
あ
る
よ
う
な
歌
が
入
る
か
ら
こ

そ
、
一
連
の
歌
々
は
切
な
さ
を
伴
う
恋
物
語
と
し
て
成
立
し
う
る
の
で
は

な
い
の
か
。

　

恋
物
語
と
言
っ
た
が
、そ
れ
は
歌
の
享
受
者
（
萬
葉
集
編
纂
者
も
含
む
）

の
立
場
か
ら
の
謂
で
あ
り
、
皇
女
自
身
が
軽
大
郎
女
を
意
識
し
、
自
己
を

物
語
の
人
物
に
同
一
化
し
て
作
歌
し
た
な
ど
と
証
す
る
手
立
て
は
決
し
て

な
い
。
但
馬
皇
女
の
歌
々
を
読
む
者
は
、
軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物
語
を

髣
髴
と
さ
せ
る
よ
う
な
恋
物
語
と
し
て
、
そ
れ
を
受
容
し
た
で
あ
ろ
う
と

主
張
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
浅
見
徹
（
二
〇
〇
四
）
で
は
特
に
第
一
期
・
第

二
期
の
古
い
歌
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
作
者
自
身
の
心
情
を
推
す
と
い
う

方
向
性
で
は
な
い
、
別
な
研
究
態
度
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

万
葉
集
（
全
二
十
巻
完
揃
で
な
く
と
も
よ
い
し
、
万
葉
集
の
名
さ
え

ま
だ
無
い
状
況
で
も
よ
い
）
の
編
者
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

そ
の
歌
を
こ
の
万
葉
集
と
い
う
書
物
の
中
に
採
り
入
れ
た
か
、
こ
の

歌
集
を
読
ん
だ
当
時
の
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
状
況
を
想
い
浮
か
べ

な
が
ら
ど
ん
な
歌
と
し
て
こ
れ
を
受
け
止
め
た
か
、
つ
ま
り
、
作
者

と
い
う
よ
り
は
作
品
を
、
そ
し
て
読
み
手
の
立
場
を
重
視
す
べ
き
場

合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か 

（
四
六
〜
四
七
頁
）

　

右
の
指
摘
は
、
か
つ
て
伊
藤
博
（
一
九
五
九
）
が
、
前
代
の
相
聞
歌
を

ロ
マ
ン
ス
と
し
て
享
受
す
る
「
宮
廷
サ
ロ
ン
」
と
い
う
場
を
想
定
し
た
こ

と
と
も
通
底
す
る
。「
標
結
へ
我
が
背
」
と
い
う
呼
び
掛
け
は
、
少
な
く

と
も
萬
葉
集
編
纂
当
時
の
享
受
者
に
は
、
軽
太
子
の
道
行
き
を
思
い
や
る

軽
大
郎
女
の
姿
と
重
ね
て
捉
え
ら
れ
、
但
馬
皇
女
の
一
連
の
歌
々
が
構
成

す
る
恋
物
語
の
切
な
い
一
場
面
と
し
て
受
容
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
、

但
馬
皇
女
自
身
の
作
歌
背
景
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
前

節
ま
で
に
見
た
よ
う
な
類
想
歌
と
の
整
合
性
を
考
慮
す
れ
ば
、「
標
結
へ

我
が
背
」
と
い
う
句
は
ま
さ
し
く
軽
大
郎
女
の
「
明
か
し
て
通
れ
」
と
同

様
に
、
穂
積
皇
子
の
無
事
を
願
う
表
現
と
し
て
あ
り
得
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

お
わ
り
に

　

当
該
の
一
一
五
番
歌
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
。

　
　

後
に
残
っ
て
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
よ
り
は
、
い
っ
そ
あ
な
た
に
追
い

つ
い
て
し
ま
い
た
い
ほ
ど
で
す
（
そ
れ
ほ
ど
に
愛
し
て
い
ま
す
）。

道
の
曲
が
り
角
に
標
を
結
っ
て
、
無
事
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
ね
あ
な

た
。

従
来
の
［
Ｃ
］
説
は
、
皇
女
と
い
う
他
者
の
安
全
を
祈
っ
て
皇
子
が
標

を
結
う
も
の
と
解
し
て
い
た
が
、
本
稿
の
立
場
で
は
皇
子
が
道
中
で
自
分
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自
身
の
た
め
に
標
を
結
い
、
無
事
を
祈
願
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
例
に
は
、
井
手
至
（
二
〇
〇
四
）
に
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、

君
が
代
も
我
が
代
も
知
れ
や
岩
代
の
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
び
て
な

 

（
一
・
一
〇　

中
皇
命
）

岩
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
ま
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む

 

（
二
・
一
四
一　

有
間
皇
子
）

が
あ
り
、旅
人
が
自
ら
の
平
安
を
祈
る
こ
と
が
あ
り
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

今
後
の
研
究
で
は
さ
ら
に
、
但
馬
皇
女
作
と
さ
れ
る
他
の
歌
々
と
の
あ

い
だ
で
、
当
該
歌
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
但
馬
皇
女
の
人
物
像
と
当
該
歌
と
の
関
係
を
一

層
明
確
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
例
え
ば
中
世
の
よ
う
に
、
作
歌

者
に
関
す
る
記
録
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
当
人
の
人
物
像
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
萬
葉

集
の
古
い
作
歌
者
の
場
合
は
、
そ
の
人
物
像
を
歌
集
内
部
で
し
か
語
り
得

な
い
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
（
題
詞
や
左
注
も
あ
く
ま
で
歌
集
の
中
の
記

述
で
あ
る
）。
個
々
の
作
品
の
訓
詁
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
い
わ

ゆ
る
「
歌
群
」
と
い
っ
た
観
点
で
捉
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
歌
集
内
に
措

定
さ
れ
た
作
歌
者
の
人
物
像
を
描
き
出
す
と
い
う
方
法
を
採
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
歌
集
で
あ
る
以
上
は
編
纂
者
が
介
在
す
る
た
め
、
現
実
の
作
歌
者

の
在
り
方
と
い
う
よ
り
も
、
編
纂
者
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
作
歌
者
の
人

物
像
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
や
は
り
、
萬
葉
集
編
纂
者
が
古

歌
を
享
受
し
た
場
の
よ
う
な
も
の
を
、
原
理
的
に
で
あ
れ
、
想
定
し
て
お

く
必
要
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
但
馬
皇
女
歌
の
読
解
に
限
ら
ず
、

例
え
ば
巻
十
六
に
載
る
よ
う
な
特
異
な
歌
々
に
対
し
て
、
編
纂
者
は
何
を

見
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
も
通
じ
る
観
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

付
記本

稿
は
、JSPS

科
研
費22J00132

の
助
成
を
受
け
た
成
果
を
含
む
。

注（
1
）　

萬
葉
集
の
引
用
は
井
手
至
・
毛
利
正
守
『
新
校
注　

萬
葉
集
』（
和

泉
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
る
。

（
2
）　

史
書
に
記
載
は
な
い
。但
馬
皇
女
は
高
市
皇
子
と
懇
ろ
な
仲
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
、
穂
積
皇
子
と
の
恋
が
露
見
し
て
、
皇
子
が
崇
福
寺
へ
遣

わ
さ
れ
た
と
も
説
か
れ
る
。
三
者
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、「
四
十
歳
に
近

い
高
市
皇
子
に
愛
さ
れ
て
い
た
但
馬
皇
女
が
、
二
十
歳
前
後
の
穂
積
皇

子
に
心
を
奪
わ
れ
た
」（
稲
岡
耕
二
氏
全
注
）、「
但
馬
皇
女
は
二
人
の
皇

子
の
間
の
年
齢
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
穂
積
の
方
に
近
く
、
つ
ま
り
幾

つ
か
年
上
で
あ
っ
た
」（
內
田
賢
德（
二
〇
二
二
））と
い
う
推
定
が
あ
る
。

本
稿
は
和
歌
表
現
に
即
し
た
読
解
を
主
旨
と
し
、
こ
う
し
た
背
景
は
さ
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し
あ
た
り
問
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
3
）　

主
な
注
釈
書
で
は
、
拾
穂
抄
、
代
匠
記
、
童
蒙
抄
、
萬
葉
考
、
略
解
、

古
義
、
桧
嬬
手
、
安
藤
新
考
、
美
夫
君
志
、
井
上
新
考
、
口
訳
、
講
義
、

全
釈
、
総
釈
、
金
子
評
釈
、
窪
田
評
釈
、
全
註
釈
、
佐
佐
木
評
釈
、
私
注
、

旧
大
系
、
澤
瀉
注
釈
、
旧
全
集
、
集
成
、
全
訳
注
、
全
注
、
和
歌
大
系
、

新
大
系
、全
歌
講
義
、全
解
が
こ
の
［
Ａ
］
説
を
採
り
、ほ
ぼ
通
説
と
な
っ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
（
た
だ
し
全
解
は
「
邪
霊
を
封
じ
込
め
る
た
め

の
結
界
。
そ
れ
が
目
印
の
役
目
も
果
た
す
」
と
述
べ
て
お
り
、［
Ｃ
］
説

に
も
関
わ
る
か
）。

（
4
）　

浅
見
徹
（
一
九
九
〇
・
一
九
九
九
・
二
〇
〇
四
）。
新
編
全
集
が
こ

れ
に
従
う
。
古
注
で
は
岸
本
由
豆
流
の
攷
證
が
こ
れ
に
近
く
、「
君
は
、

そ
れ
［
皇
女
が
追
っ
て
く
る
こ
と
］
を
う
る
さ
し
と
お
ぼ
す
べ
し
。
さ

ら
ば
、道
の
く
ま
ぐ
ま
に
、標
引
わ
た
し
て
、わ
が
こ
す
ま
じ
き
や
う
に
、

へ
だ
て
し
給
へ
と
、
す
ま
ひ
て
い
へ
る
意
也
」
と
述
べ
る
。
な
お
、
神

永
あ
い
子
（
二
〇
〇
一
）
は
進
入
禁
止
の
標
と
す
る
点
で
共
通
す
る
が
、

「
自
分
と
穂
積
皇
子
と
の
世
界
に
他
者
が
入
り
込
む
事
の
無
い
よ
う
に
し

て
欲
し
い
」
と
述
べ
る
点
で
独
自
で
あ
る
。

（
5
）　

井
手
至
（
二
〇
〇
四
、
初
出
一
九
七
九
）
を
発
端
と
し
て
、
岡
内

弘
子
（
一
九
九
六
）、
坂
本
信
幸
（
二
〇
二
〇
、
初
出
二
〇
〇
一
）、
蝦

名
翠（
二
〇
〇
七
）が
こ
の
説
を
支
持
す
る
。
注
釈
書
で
は
、釈
注
が「
私

の
分
も
こ
め
て
道
隈
の
神
を
祭
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
」
と
す
る
。

（
6
）　

浅
見
氏
と
結
論
は
異
な
る
が
、
反
実
仮
想
で
あ
る
と
い
う
点
は
牧

野
正
文
（
一
九
九
〇
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。
三
・
一
で
詳
述
。

（
7
）　

類
型
か
ら
の
逸
脱
に
つ
い
て
は
神
永
あ
い
子
（
一
九
七
七
）、
畠
山

篤
（
一
九
七
八
）
に
詳
し
い
。

（
8
）　

廣
岡
義
隆
（
一
九
八
五
）
は
、
当
該
の
一
一
五
番
歌
が
類
型
的
発

想
の
歌
で
あ
る
こ
と
と
、
前
後
の
歌
と
は
題
詞
の
形
式
が
異
な
る
こ
と

か
ら
、
当
該
歌
は
但
馬
皇
女
の
作
で
は
な
く
、
第
三
者
に
よ
る
仮
託
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
当
否
は
こ
こ
で
は
保
留
す
る
が
、
前
後
の
歌

と
は
や
や
異
質
に
見
え
る
と
い
う
点
は
確
か
に
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

（
9
）　

存
疑
例
と
し
て
「
大
舟
の
上
に
し
居
れ
ば
天
雲
の
た
ど
き
も
知
ら

ず
歌
乞
我
が
背
」（
一
七
・
三
八
九
八
）
が
あ
る
が
、
訓
が
定
ま
ら
ず
、

こ
こ
で
は
除
外
し
た
。

（
10
）　
「
穂
も
ち
」
は
諸
本
で
「
穂
立
」
と
記
さ
れ
る
が
、「
立
」
を
「
以
」

の
誤
字
と
見
る
説
に
よ
り
、「
穂
も
ち
」
と
す
る
。

（
11
）　

西
本
願
寺
本
は
「
安
思
布
麻
之
牟
奈
」
で
あ
り
、
元
暦
校
本
の
本

文
に
よ
っ
て
校
訂
し
て
い
る
。

（
12
）　

歌
番
号
は
、
四
九
一
、七
〇
九
、一
九
三
一
、二
九
四
九
、三
四
四
五
、

三
七
五
一
、三
七
七
八
、四
四
二
六
、四
四
四
八
、四
五
〇
四
。

（
13
）　

近
年
、
神
経
科
学
や
心
理
学
を
は
じ
め
と
し
て
広
く
注
目
さ
れ
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て
い
る
理
論
に
「
自
由
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
理
」
が
あ
り
、
と
り
わ
け
期

待
自
由
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
議
論
の
中
で
「
反
実
仮
想
（counterfactual 

processing
）」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
の

「
反
実
仮
想
」
は
、
い
わ
ば
可
能
性
の
あ
る
（
起
こ
り
う
る
）
未
来
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
指
し
て
お
り
、
本
稿
の
用
法

と
は
全
く
異
な
る
。
和
歌
表
現
の
反
実
仮
想
は
む
し
ろ
、
今
と
な
っ
て

は
取
り
消
し
不
可
能
な
現
実
に
対
し
て
、
あ
え
て
背
反
す
る
こ
と
を
想

像
す
る
と
い
う
意
味
で
、
実
現
の
不
可
能
性
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
な

お
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
注
（
15
）
で
も
関
説
し
て
い
る
。

（
14
）　

ズ
ハ
の
語
法
の
特
質
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
、
こ
こ
で
は
典
型
例

と
し
て
磐
媛
皇
后
歌
を
引
い
た
。
こ
れ
以
外
の
例
と
し
て
、
当
該
歌
と

同
じ
「
後
れ
居
て
」
の
句
を
持
つ
ズ
ハ
の
語
法
の
例
（
三
例
）
を
示
し

て
お
く
。「
後
れ
居
て
［
後
居
而
］
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
［
不
有
者
］
紀

伊
の
国
の
妹
背
の
山
に
あ
ら
ま
し
も
の
を
」（
四
・
五
四
四　

笠
金
村
）、

「
後
れ
居
て
［
於
久
礼
為
天
］
長
恋
せ
ず
は
［
世
殊
波
］
み
園
生
の
梅
の

花
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
」（
五
・
八
六
四　

吉
田
宜
）、後
れ
居
て
［
後

居
而
］
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
［
不
有
者
］
田
子
の
浦
の
海
人
な
ら
ま
し

を
玉
藻
刈
る
刈
る
」（
一
二
・
三
二
〇
五
）。
い
ず
れ
も
、
後
れ
居
て
恋

ひ
つ
つ
あ
る
現
実
に
反
す
る
よ
う
な
事
態
を
想
像
し
て
お
り
、
マ
シ
と

共
起
し
て
反
実
仮
想
の
表
現
を
形
成
し
て
い
る
。
類
歌
に
は
、「
後
れ
居

て
［
於
久
礼
為
弖
］
恋
ひ
ば
苦
し
も
朝
狩
の
君
が
弓
に
も
な
ら
ま
し
も

の
を
」（
一
四
・
三
五
六
八　

東
歌
）
が
あ
る
。

（
15
）　
「
不
可
能
」
と
い
う
語
の
用
法
に
注
意
を
要
す
る
。
小
柳
氏
は
、
既

に
実
現
済
み
の
（
あ
る
い
は
実
現
し
つ
つ
あ
る
）
事
態
は
原
理
的
に
変

更
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
不
可
能
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。

一
方
牧
野
氏
は
、「
〜
ま
し
」
な
ど
の
表
現
で
志
向
さ
れ
る
事
態
が
、
到

底
実
現
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
不
可
能
」
と
い
う
語

を
用
い
る
。
牧
野
氏
の
用
語
法
は
、
望
ま
れ
る
事
態
の
質
を
ど
う
捉
え

る
か
と
い
う
点
に
解
釈
者
の
恣
意
が
入
り
込
む
お
そ
れ
が
あ
り
、
あ
ま

り
有
効
で
は
な
い
（
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
の
用
語
法
も
同
様
に
有
効
で

な
い
点
を
含
ん
で
い
た
も
の
と
反
省
す
る
）。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
変
更

不
可
能
な
こ
と
（
例
え
ば
既
実
現
の
恋
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
態
）
を

変
更
す
る
た
め
の
十
分
条
件
と
し
て
「
死
な
ま
し
」
な
ど
と
願
望
す
る

と
考
え
れ
ば
、
願
望
の
対
象
は
結
局
現
実
の
変
更
に
あ
り
、
そ
れ
は
は

じ
め
か
ら
原
理
的
に
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
う
し
た
理

解
の
も
と
に
本
稿
は
牧
野
氏
の
主
張
を
継
承
す
る
。

（
16
）　

拙
稿
（
二
〇
一
八
・
二
〇
二
三
）
で
も
関
説
し
て
い
る
が
、
論
点

は
異
な
る
。

（
17
）　

ヨ
の
甲
乙
や
「
我
」
の
清
濁
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。

（
18
）　

內
田
賢
德
（
二
〇
二
二
）。



15

（
19
）　
「
追
」「
及
」そ
れ
ぞ
れ
の
字
義
に
つ
い
て
は
、『
説
文
』に「
追
、逐
也
」

「
及
、
逮
也
」
と
あ
り
、『
篆
隷
万
象
名
義
』
に
は
、「
追
」
は
「
送

也
、
救
也
、
随
也
、
雕
也
、
堆
也
」、「
及
」
は
「
至
也
、
連
也
、
辞

也
、
逮
也
」
と
あ
る
。

（
20
）　

そ
の
後
記
紀
歌
謡
と
の
関
わ
り
を
本
格
的
に
問
題
と
し
た
も
の
に
、

畠
山
篤（
一
九
七
八
）、岡
内
弘
子（
一
九
九
六
）、蝦
名
翠（
二
〇
〇
七
）

が
あ
り
、
ま
た
浅
見
徹
氏
の
一
連
の
論
考
の
中
で
も
折
に
ふ
れ
て
衣

通
王
の
物
語
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。

（
21
）　

記
紀
そ
れ
ぞ
れ
の
述
作
意
図
に
つ
い
て
は
、內
田
賢
德（
一
九
九
二
）

第
三
章
第
二
節
「
挽
歌
的
な
も
の
と
相
聞
歌
」
を
参
照
。
な
お
古
事

記
で
軽
大
郎
女
に
与
え
ら
れ
る
「
衣
通
王
」
の
名
は
、
日
本
書
紀
で

は
「
衣
通
郎
姫
」
と
記
さ
れ
、
允
恭
の
皇
后
で
あ
る
忍
坂
大
中
姫
の

妹
（
允
恭
に
寵
愛
さ
れ
た
）
に
与
え
ら
れ
る
名
で
あ
る
。

（
22
）　

山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

古

事
記
』（
小
学
館
）
の
本
文
に
よ
る
。
一
部
表
記
を
改
め
た
。

（
23
）　

內
田
賢
德
（
一
九
九
二
）、
特
に
二
七
三
〜
二
七
七
頁
を
参
照
。

参
考
文
献

浅
見　
　
　

徹
（
一
九
九
〇
）「
標
結
へ
我
が
夫
」『
松
田
好
夫
先
生
追
悼

論
文
集　

万
葉
学
論
攷
』
続
群
書
類
従
完
成
会

浅
見　
　
　

徹
（
一
九
九
九
）「
但
馬
皇
女
の
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌

人
と
作
品　

第
一
巻　

初
期
万
葉
の
歌
人
た
ち
』
和
泉
書
院

浅
見　
　
　

徹
（
二
〇
〇
四
）「「
標
結
へ
我
が
夫
」
再
説
」『
萬
葉
』
一

　

八
七

井
手　
　
　

至
（
二
〇
〇
四
）『
遊
文
録　

説
話
民
俗
篇
』和
泉
書
院（「
上

代
に
お
け
る
「
隈
」」
の
初
出
は
「
万
葉
人
と
「
隈
」」
と
い
う
題
で
『
萬

葉
集
研
究　

第
八
集
』
塙
書
房
、
一
九
七
九
年
）

伊
藤　
　
　

博
（
一
九
五
九
）『
萬
葉
集
相
聞
の
世
界
』
塙
書
房

稲
岡　
　

耕
二
（
一
九
七
七
）「
但
馬
皇
女
の
歌
」『
明
日
香
』
四
二
・
一

〜
二
（
合
併
号
）

犬
養　
　
　

孝
（
一
九
七
七
）「
但
馬
皇
女
の
歌
」『
万
葉
集
を
学
ぶ　

第

2
集
』
有
斐
閣

今
西　
　

英
麻
（
二
〇
〇
〇
）「『
万
葉
集
』
巻
二
・
但
馬
皇
女
歌
群
考
―

採
録
の
方
法
と
歌
の
背
景
と
の
関
係
―
」『
古
代
中
世
国
文
学
』
一
五

內
田　
　

賢
德
（
一
九
九
二
）『
萬
葉
の
知
』
塙
書
房

內
田　
　

賢
德
（
二
〇
二
二
）「
天
平
綺
譚　

万
葉
集
巻
十
六
の
意
匠
」

『
萬
葉
』
二
三
三

蝦
名　
　
　

翠
（
二
〇
〇
七
）「
但
馬
皇
女
・
穂
積
皇
子
「
歌
物
語
」
考
」

『
国
語
と
国
文
学
』
八
四
・
一

大
久
間
喜
一
郎
（
一
九
六
七
）「
川
を
渡
る
女
―
但
馬
皇
女
を
め
ぐ
っ
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て
―
」『
國
學
院
雑
誌
』
六
八
・
一
〇

岡
内　
　

弘
子
（
一
九
九
六
）「
但
馬
皇
女
御
作
歌
三
首
」『
伊
藤
博
博
士

古
稀
記
念
論
文
集　

萬
葉
学
藻
』
塙
書
房

賀
古　
　
　

明
（
一
九
六
六
）「
但
馬
皇
女
と
穂
積
皇
子
と
の
恋
」『
国
文

学
』
一
一
・
一
三

神
永　

あ
い
子
（
一
九
七
七
）「
但
馬
皇
女
論
―
物
語
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
青
山
語
文
』
七

神
永　

あ
い
子
（
二
〇
〇
一
）「「
標
結
へ
我
が
背
」
―
但
馬
皇
女
が
望
ん

だ
も
の
―
」『
青
山
語
文
』
三
一

川
上　
　

富
吉
（
一
九
七
三
）「
但
馬
皇
女
と
穂
積
皇
子
」『
萬
葉
集
講
座　

第
五
巻
』
有
精
堂

黒
沢　
　

幸
三
（
一
九
七
八
）「
穂
積
皇
子
と
但
馬
皇
女
」『
文
学
』
四
六

　

・
九

小
柳　
　

智
一
（
二
〇
〇
四
）「「
ず
は
」
の
語
法
―
仮
定
条
件
句
―
」『
萬

葉
』
一
八
九

坂
本　
　

信
幸
（
二
〇
二
〇
）『
万
葉
歌
解
』
塙
書
房
（「
標
結
へ
我
が
背
」

の
初
出
は
『
叙
説
』
二
九
、
二
〇
〇
一
年
）

志
位　
　

孝
子
（
一
九
八
一
）「
但
馬
皇
女
の
恋
歌
」『
万
葉
集
必
携
Ⅱ
』

学
燈
社

高
野　
　

正
美
（
一
九
六
三
）「
但
馬
皇
女
論
」『
上
代
文
学
』
一
五

竹
嶋　
　

麻
衣
（
二
〇
〇
七
）「
恋
歌
の
伝
承
―
但
馬
皇
女
と
穂
積
皇
子

の
恋
―
」『
国
文
研
究
』
五
二

畠
山　
　
　

篤
（
一
九
七
八
）「
但
馬
皇
女
の
恋
歌
―
発
想
と
物
語
的
性

格
―
」『
國
學
院
雑
誌
』
七
九
・
三

久
松　
　

潜
一
（
一
九
五
三
）「
記
紀
歌
謡
と
初
期
萬
葉
」『
萬
葉
』
六

廣
岡　
　

義
隆
（
一
九
八
五
）「
但
馬
皇
女
と
穂
積
皇
子
の
歌
に
つ
い
て

―
「
言
寄
せ
」
の
世
界
―
」『
人
文
論
叢
』
二

古
川　
　

大
悟
（
二
〇
一
八
）「
上
代
の
特
殊
語
法
ズ
ハ
に
つ
い
て
―「
可

能
的
表
現
」
―
」『
萬
葉
』
二
二
五

古
川　
　

大
悟
（
二
〇
二
三
）「
助
動
詞
ム
の
意
味
―
意
志
か
ら
推
量
へ
」

『
国
語
国
文
』
九
二
・
二

牧
野　
　

正
文
（
一
九
九
〇
）「
但
馬
皇
女
歌
群
の
物
語
世
界
―
一
一
五

番
歌
の
考
察
を
中
心
に
―
」『
美
夫
君
志
』
四
〇

森　
　
　
　

斌
（
一
九
七
九
）「
但
馬
皇
女
歌
の
特
質
―
万
葉
集
巻
二
・

相
聞
三
首
に
つ
い
て
」『
広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
』
九

 

（
ふ
る
か
わ　

だ
い
ご
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）


