
ｆ

万
葉
集
に
お
け
る
「
思
」
と
い
う
文
字
の
訓
は
、
「
シ
ノ
フ
」
と
「
オ
モ
フ
」

と
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
シ
ノ
フ
」
と
訓
み
、
ど
の
よ
う
な
場
合

に
「
オ
モ
フ
」
と
訓
む
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
「
思
」
を
「
シ
ノ
フ
」
と
も
訓
む
事
は
、
沢
滴
久
孝
博
士
の
万
葉
集
注
釈

巻
第
一
、
《
三
六
六
頁
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。
）

万
葉
集
巻
一
三
・
三
二
六
八
の
歌
の
「
思
」
の
訓
を
め
ぐ
っ
て

宮
嶋
先
生
が
お
な
く
な
り
に
な
っ
た
。
「
食
物
は
量
を
多
く
と
る
よ
り
も
、

少
量
で
多
量
に
匹
敵
す
る
価
値
の
あ
る
、
し
か
も
美
味
い
も
の
を
食
べ
な
さ

い
」
な
ど
と
冗
談
め
か
し
て
、
論
文
の
あ
り
方
を
教
え
て
下
さ
っ
た
先
生
で

あ
っ
た
。
そ
の
先
生
の
追
悼
号
に
私
ご
と
き
ふ
つ
つ
か
な
者
が
小
稿
を
の
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
量
も
多
く
、
美
味
で
あ
る
と
も
ど
う
に
も

言
え
そ
う
に
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
書
こ
う
と
す
る
の
は
、

「
直
感
を
大
切
に
し
な
さ
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
裏
付
け
る
こ
と
に
努
め
な
さ

い
」
と
も
お
つ
し
や
っ
た
御
言
葉
を
た
よ
っ
て
、
私
な
り
に
感
じ
た
も
の

を
裏
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
一
段
階
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
ね
が
っ

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
不
出
来
の
点
、
た
だ
御
許
し
を
乞
う
次
第
で
あ

る
。

万
葉
集
巻
一
三
三
二
六
八
の
歌
の
「
思
」
の
訓
を
め
ぐ
っ
て

の

h

一
三
・
三
二
六
八

三
諸
之
神
奈
備
山
従
登
能
陰
雨
者
落
来
奴
雨
霧
相
風
左
倍
吹
奴

大
口
乃
真
神
之
原
従
思
管
還
爾
之
人
家
爾
到
伎
也

に
お
け
る
「
思
」
の
訓
を
め
ぐ
っ
て
考
え
て
承
た
い
。
こ
の
「
思
」
に
つ
い
て
、

万
葉
集
大
成
、
日
本
古
典
文
学
大
系
万
葉
集
で
は
「
シ
ノ
ヒ
」
と
訓
承
、
本
文

の
「
思
」
の
文
字
を
書
き
下
し
文
に
は
「
偲
」
の
文
字
を
あ
て
て
あ
る
。
新
校

万
葉
集
（
二
一
版
）
、
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広
各
氏
に
よ
る
万
葉
集

で
は
「
オ
モ
ヒ
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
例
が
こ
の
他
に
八
例
朶

う
け
ら
れ
る
。

そ
の
中
の
一
例
（
一
二
・
三
○
九
六
）
に
つ
い
て
は
、
木
下
氏
の
「
猶
し
恋
し

く
思
ひ
か
れ
つ
も
」
（
関
西
大
学
文
学
諭
集
第
九
巻
三
号
、
六
六
頁
）
が
あ
っ

て
、
「
オ
モ
フ
」
と
訓
む
く
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
他
の
七
例
に
つ
い
て

は
ま
だ
ど
ち
ら
と
も
定
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
以
外
に

「
シ
ノ
フ
」
又
は
「
オ
モ
フ
」
と
諸
本
が
一
致
し
た
訓
を
つ
け
て
い
る
「
思
」

に
つ
い
て
象
て
も
、
何
か
疑
問
を
抱
き
た
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
に
従
来

の
訓
話
と
よ
ば
れ
て
い
る
文
字
の
訓
を
そ
の
用
例
か
ら
帰
納
的
に
定
め
て
行
く

方
法
と
同
時
に
、
そ
の
文
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
場
を
も
考
え
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
沢
潟
久
孝
博
士
が
「
難
訓
難
読
の
歌
に
新

本
し

田
義
寿



発
見
を
加
え
る
事
も
無
論
大
切
で
あ
り
ま
す
が
、
何
の
気
な
し
に
読
盈
過
し
て

い
る
う
ち
に
、
誤
読
誤
解
が
あ
る
。
そ
う
し
た
誤
読
誤
解
を
主
ず
正
し
く
読
桑

解
く
事
が
根
本
だ
と
思
う
」
（
万
葉
集
注
釈
巻
第
十
付
録
・
楽
屋
ぱ
な
し
）
と

述
べ
て
居
ら
れ
る
覗
も
、
「
思
」
を
め
ぐ
っ
て
考
え
る
手
が
か
り
で
あ
っ
た
。

ま
た
国
崎
望
久
太
郎
先
生
が
「
古
典
に
対
す
る
言
葉
の
障
拷
も
古
典
の
も
つ
一

つ
の
歴
史
性
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
文
学
が
言
葉
を
媒
介
と
す
る
と
い
う
本
厩

的
制
約
は
、
そ
の
時
代
の
言
葉
に
よ
っ
て
し
か
表
現
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
言
葉
は
雁
史
的
に
変
遷
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
が
変
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
古
典
の
世
界
が
理
解
し
が
た
い
焔
の
に
な
っ
て
い
る
」

（
日
本
文
学
の
古
典
的
樅
造
・
古
典
の
本
質
、
一
八
頁
）
と
述
べ
て
居
ら
れ
る

こ
と
も
、
「
シ
ノ
フ
」
と
い
う
場
合
と
「
オ
モ
フ
」
と
い
う
場
合
と
の
差
異
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
階
示
し
て
居
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
そ
の
時
代

の
言
葉
に
よ
っ
て
し
か
表
現
さ
れ
な
い
」
も
の
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
微
視
的

な
問
題
で
あ
る
に
し
て
も
正
し
く
蝿
解
す
る
た
め
に
は
、
「
そ
の
岬
代
の
言
葉
」

と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
「
恩
」
が
「
シ
ノ
フ
」
「
オ
モ
フ
」
と
二
通
り
に
訓
ま
れ
て
い
る

場
合
を
染
て
ゑ
る
と
、
大
体
次
の
よ
う
に

率
諦
大
観
一
万
葉
集
大
成
壼
識
文
学
一
彦
新
校
万
葉
集
園
幅
隔
へ
躰
海
集
一
万
葉
集
注
釈

一
四
六
丸
オ
モ
ハ

一
○
三
章
オ
モ
ハ
ー
シ
ノ
ハ
｜
オ
モ
〈
一
シ
ノ
ハ
一
オ
モ
〈

三
二
二
一
オ
モ
ヒ
一
オ
千
』
ヒ
ー
オ
モ
ヒ
一
シ
ノ
レ
寺
一
オ
モ
ヒ

五
八
七
一
シ
ヌ
。
〈
華
オ
モ
ハ
ー
オ
モ
〈
一
オ
モ
〈
華
オ
モ
ハ

オ
モ
ホ
ー
オ
モ
ホ
一
シ
ノ
ハ
幸
シ
ノ
ハ

己

認

な
ど
が
ぷ
う
ら
れ
る
。
こ
の
中
三
○
九
六
に
関
し
て
は
木
下
氏
の
論
が
あ
る
こ

と
を
既
に
記
し
た
。

こ
こ
で
「
シ
ヌ
ブ
」
「
シ
ノ
ブ
」
と
濁
音
に
な
っ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
沢

潟
博
士
が
万
葉
集
注
釈
巻
第
一
へ
九
二
頁
）
に
「
『
偲
ふ
』
は
四
段
活
用
。
語

尾
は
清
音
。
「
忍
ぶ
」
の
方
は
四
段
と
上
二
段
と
あ
り
、
語
尾
も
濁
音
に
な
っ

て
い
た
ら
し
い
。
」
と
示
さ
れ
、
同
様
の
こ
と
が
万
葉
古
径
三
（
一
○
六
頁
叫

大
野
晉
氏
の
「
上
代
研
の
訓
砧
と
上
代
特
殊
仮
名
遮
」
（
万
莱
雌
大
成
・
訓
話

篇
上
、
六
二
頁
）
、
木
下
氏
の
術
に
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
偲
ふ
」

の
意
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
「
シ
ノ
フ
」
と
統
一
し
て
稿
を
進
め
た
い
と
思
う
。

三
○
九
六
に
つ
い
て
は
万
葉
集
大
成
は
そ
の
本
文
「
思
」
の
と
こ
ろ
を
書
き
下

し
文
に
「
忍
」
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
っ
て
、
「
シ
ヌ
ブ
」
「
シ
ノ
ブ
」

が
す
べ
て
「
シ
ノ
フ
」
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
右
の
表
は
た
だ

「
思
」
の
文
字
に
異
っ
た
訓
が
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の

稿
で
は
「
思
」
と
い
う
文
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
シ
ノ
フ
」
こ
と
と
「
オ
モ

フ
」
こ
と
と
の
差
異
を
考
え
る
こ
と
を
主
と
す
る
た
め
に
、
「
シ
ノ
フ
」
を
用

い
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
恩
」
と
並
び
用
い
ら

れ
て
い
る
「
佃
」
と
「
念
」
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
「
恩
」
が
ど
の
よ
う
な

シシシオ

ノヌノモ

ヒビヒノ、

シ‘オオシ

ノモモノ

ヒ．上ヒノ、

オーシシシ

モヌヌヌ

ヒビビノバ

シ
ノ
ヒ
一
オ
モ
ヒ
ー
オ
モ
ヒ

ノ
ヒ

シ
ノ
〈
一
シ
ノ
ハ

シ
ノ
ヒ
壬
シ
ノ
ヒ

オ
モ
ヒ
華
オ
モ
ヒ

オ
モ
ヒ
ー
（
詮
僻
酬
）

シ
ノ
ヒ
ー
（
詮
吋
陣
卜



場
合
に
「
シ
ノ
フ
」
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
オ
モ
フ
」
で
あ
っ
た
か
、

そ
れ
を
「
そ
の
時
代
の
言
葉
」
に
か
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
で
も
正
し
く

理
解
す
る
方
向
に
進
象
た
い
と
ね
が
う
か
ら
で
あ
る
。

Ｊ一
一吃

古
事
記
伝
巻
十
四
（
木
肘
宜
優
全
某
第
二
集
ゞ
吉
川
弘
文
館
・
大
正
一
五
年

再
版
・
六
七
六
頁
）
に
は
「
志
奴
夫
」
に
つ
い
て
「
恋
志
奴
夫
と
（
万
葉
に
偲

字
な
ど
を
書
て
志
多
布
と
云
に
同
じ
）
、
堪
志
奴
夫
と
（
俗
に
い
ふ
許
艮
閑
流
、

蝋
忍
す
る
こ
れ
な
り
）
、
穏
志
奴
夫
と
三
つ
の
意
あ
り
、
恋
志
奴
夫
と
余
の
二

つ
と
は
意
い
と
速
く
し
て
相
わ
た
ら
ず
、
本
よ
り
別
言
な
る
べ
し
」
と
妃
し
て

し
め
字
Ｃ
Ｏ

武
田
祐
吉
博
士
は
万
葉
集
全
註
釈
（
一
巻
六
六
頁
）
に
『
シ
ノ
ブ
』
に
は
数

義
が
あ
る
。
日
忍
耐
す
る
、
㈲
思
慕
す
る
、
㈲
想
像
す
る
、
㈲
賞
美
す
る
、

（
中
略
）
元
来
こ
の
語
は
想
像
し
て
思
慕
す
る
の
が
本
意
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ

沢
潟
博
士
は
万
葉
古
径
三
（
一
○
四
頁
）
に
「
催
ふ
」
と
「
忍
ぶ
」
に
つ
い

て
右
の
古
事
記
伝
の
説
及
び
孜
証
・
古
義
な
ど
の
説
を
ひ
か
れ
、
弓
偲
ぶ
』
の

意
と
『
忍
ぶ
』
の
意
と
本
来
別
言
に
見
る
も
の
と
同
言
と
見
る
も
の
と
阿
説
あ

る
よ
う
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
「
し
の
ぶ
』
と
い
う
言
に
三
つ
又
は
四
つ
の
意

が
あ
る
と
い
う
風
に
見
ら
れ
て
い
る
。
」
と
示
さ
れ
、
更
に
（
同
一
○
六
頁
）

コ
偲
ぶ
」
と
『
忍
ぶ
』
、
当
時
別
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
事
が
ほ
ぼ

推
察
せ
ら
れ
る
．
」
と
も
示
し
て
居
ら
れ
る
．

ま
た
万
葉
集
注
釈
巻
第
一
（
川
○
川
頁
）
に
一
・
六
六
の
「
偲
」
に
つ
い
て
、

「
漢
字
と
し
て
は
『
し
の
ぶ
』
の
意
は
な
い
。
こ
れ
は
『
人
を
恩
ふ
』
の
意
で
、

万
梨
集
巻
一
三
・
三
二
六
八
の
鍬
の
「
恩
」
の
訓
を
め
ぐ
っ
て

韮
が
あ
る
。

（
中
略
）
元
来

て
居
ら
れ
る
。

凸

オ

そ
こ
で
一
‐
思
」
を
め
ぐ
る
一
‐
偲
」
と
「
念
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
考
え
て
ふ
た
い
・

二
・
一
九
九
天
之
如
振
放
見
乍
玉
手
次
懸
而
将
偲
恐
有
朧
文

一
三
・
三
三
二
Ⅷ
天
瓜
振
放
兄
管
珠
手
次
懸
而
思
潴
雌
恐
布

と
あ
る
。
｜
‐
思
」
を
「
シ
ノ
フ
」
と
訓
む
こ
と
は
万
葉
集
注
釈
巻
第
一
（
三
六

六
頁
）
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
討
「
シ
ノ
フ
」
と
訓
む
場
合
に
は

「
偲
」
と
同
じ
意
味
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
偲
‐
一
は

一
一
・
二
脚
六
○
速
妹
振
仰
兄
偲
是
月
叩
雲
勿
棚
引

二
・
二
六
六
九
吾
背
子
之
振
放
兄
乍
将
喚
清
月
夜
雨
雲
英
田

我
が
国
で
造
っ
た
文
字
で
漢
字
と
は
別
字
と
思
わ
れ
る
。
『
椿
』
同
様
で
あ
る
。

こ
の
文
字
、
人
麻
呂
及
び
人
麻
丹
集
に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
八
例
を
数
え
る
。

或
い
は
人
麻
仏
の
用
い
そ
め
た
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
家
持
は
一
度
も
用

い
て
い
な
い
。
」
と
示
さ
れ
、
同
巻
鋪
六
（
一
三
○
瓜
）
に
。
思
久
』
を
童
蒙

抄
に
シ
ノ
・
〈
ク
と
し
て
古
義
・
新
考
な
ど
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
が
、
「
他
ふ
』

は
何
か
の
縁
に
ふ
れ
て
『
思
ふ
』
で
あ
り
、
｝
」
こ
は
そ
の
縁
は
示
さ
れ
て
い
ず
、

結
句
の
「
思
ふ
」
（
念
）
と
相
対
し
て
い
て
オ
モ
〈
ク
と
訓
む
く
く
、
思
う
事

の
意
で
、
あ
と
三
句
で
そ
の
思
い
の
内
容
を
述
べ
た
こ
と
に
な
る
。
一
Ｌ
偲
は
く
」

と
訓
ん
で
偲
ぶ
こ
と
よ
と
切
る
解
釈
は
当
ら
な
い
。
」
と
も
示
し
て
居
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
象
て
皐
る
と
、
「
思
」
と
い
う
文
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

「
シ
ノ
フ
」
と
「
オ
モ
フ
」
は
や
は
り
異
っ
た
意
誠
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
万
葉
の
人
食
は
「
思
」
と
い
う
文
字
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
場
に

よ
っ
て
「
シ
ノ
フ
」
叉
は
「
オ
モ
フ
」
と
区
別
し
て
訓
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

④



ト
上
｜
中

な
ど
が
あ
っ
て
、
「
偲
」
と
「
嘆
」
に
親
近
す
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
伊
藤
博
氏
が
万
葉
集
序
説
に
立
脚
し
て
、
「
万
葉
集
相
間
の
世
界
・
万

葉
の
恋
」
（
六
六
頁
）
に
「
相
手
を
偲
び
恋
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
「
嘆
き
」

で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
同
様
だ
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
親
近
性
は

「
偲
」
と
い
う
文
字
ば
か
り
で
な
く
仮
名
書
き
の
例
、

二
・
二
一
二
夏
施
之
念
思
奈
要
而
志
怒
布
艮
武
妹
之
門
将
兄
朧

此
山

二
・
一
三
八
夏
草
乃
思
志
萎
而
将
嘆
角
里
将
兄
脈
此
山
‐

に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
二
一
二
と
一
三
八
に
つ
い
て
松
田
好
夫
氏

は
「
人
麿
作
侃
の
形
成
」
（
万
葉
二
五
号
・
一
三
頁
）
に
「
推
敲
の
折
の
、
或

は
改
稿
の
時
の
人
暦
の
感
覚
が
活
い
て
い
よ
う
か
。
」
と
さ
れ
、
一
三
八
を
未

定
稿
、
二
一
二
を
定
稿
と
し
て
．
三
八
と
定
稿
と
、
こ
れ
も
飛
耀
的
形
成
で

あ
る
。
将
嘆
で
は
あ
ま
り
に
も
低
調
散
漫
な
表
現
、
妻
は
人
麿
の
面
影
を
胸
に

ひ
し
と
抱
い
て
い
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
志
怒
布
良
武
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
」

と
言
わ
れ
る
・
「
嘆
」
で
は
低
調
散
漫
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
と
に

か
く
「
嘆
」
と
「
志
怒
布
」
と
に
関
述
の
深
い
こ
と
を
感
じ
て
居
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
「
偲
」
と
「
嘆
」
と
の
親
近
性
が
考
え
ら
れ

る
が
、
「
嘆
」
は
ま
た
「
オ
モ
フ
」
ヨ
フ
」
に
対
す
る
場
合
も
あ
っ
て
、
「
偲
」

と
の
み
関
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

綱
引

一
一
一

紐
解

一
一
一

身
●
之
脾
日

．
三
一
四
五
吾
妹
児
之
阿
乎
偲
良
志
草
枕
旅
之
丸
寝
雨
下

一
二
四
七
草
枕
蓉
之
紐
解
家
之
妹
志
吾
乎
待
不
得
而
嘆

6
コ

L

そ
れ
で
は
「
念
」
と
の
関
連
は
ど
う
で
あ
ろ
う
一
・
二
五
及
び
二
六
を
み
る

と
、
新
校
万
葉
集
及
び
万
葉
集
大
成
で
は
、
二
五
、
二
六
と
も
に

隈
毛
不
辮
（
堕
、

、
三
今
思
乍
叙
来
其
山
道
乎

と
あ
る
が
、
万
葉
集
注
釈
で
は
、
二
五
、
二
六
と
も

隈
毛
不
落
（
堕
、
‐

謎
三
今
念
乍
叙
来
其
山
逝
乎

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
古
典
文
学
大
系
万
葉
集
及
び
小
島
・
木
下
・
佐
竹

氏
共
著
万
葉
集
で
は

二
五
隈
毛
不
落
念
乍
叙
来
其
山
道
乎

二
六
隈
毛
不
堕
思
乍
叙
来
其
山
道
乎

と
あ
る
。
「
シ
ノ
フ
」
と
訓
む
「
思
」
と
「
偲
」
と
が
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
「
オ
モ
フ
」
と
訓
む
「
思
」
と
「
念
」
と
が
全
く
か
さ
な
り
あ
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
一
」
の
二
五
・
二
六
と
類
似
し
て
い
る
一
三
・
九

二
九
三
に
お
い
て
は

間
不
落
吾
者
曾
恋
妹
之
正
香
爾

と
あ
っ
て
、
「
山
道
乎
」
が
「
妹
之
正
香
爾
」
に
か
わ
る
と
同
時
に
「
恋
」
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

一
三
・
三
二
五
○
念
戸
鴨
胸
不
安
恋
列
鴨
心
痛

一
三
・
三
三
二
九
恋
鴨
胸
之
病
有
念
鴨
意
之
浦

と
あ
っ
て
、
「
偲
」
と
「
嘆
」
に
考
え
ら
れ
る
親
近
性
と
同
様
の
も
の
を
「
念
」

と
は
い
え
、
ひ
と
ま
ず
私
は
「
人
を
思
ふ
」
の
意
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
「
シ

ノ
フ
」
は
「
嘆
」
を
そ
の
背
後
に
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
「
嘆

き
つ
つ
思
慕
す
る
」
「
嘆
き
を
と
か
し
こ
ん
で
い
る
愛
慕
」
と
考
え
て
お
き
た

い
の
で
あ
る
。

ｇ
』

四



伊
藤
氏
は
万
葉
集
相
間
の
世
界
（
六
六
頁
）
に
弓
偲
ふ
』
は
『
恋
ふ
』
よ
り

も
い
さ
さ
か
主
体
性
の
強
い
動
詞
で
、
元
来
は
、
眼
前
の
対
象
に
対
し
て
い
う

し
の

「
賞
ふ
』
（
賞
美
す
る
）
と
同
語
で
あ
る
が
、
万
葉
集
で
は
、
目
の
前
に
あ
る

も
の
を
縁
に
し
て
離
れ
て
い
る
も
の
を
思
う
意
に
使
わ
れ
る
場
合
が
、
た
い
へ

ん
に
多
い
。
そ
の
限
り
、
『
恋
ふ
』
に
き
わ
め
て
近
接
し
た
意
を
持
つ
動
詞
で

あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
」
と
言
わ
れ
る
。
「
偲
ぶ
‐
｜
と
「
恋
ふ
」
が
用
法
に
お
い

て
似
て
い
る
こ
と
は
万
葉
集
注
釈
巻
第
一
（
一
八
一
頁
）
「
思
努
布
」
の
訓
釈

の
項
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
意
味
と
し
て
は
新
校
万
葉
集
で

二
・
二
二
古
爾
恋
良
武
烏
者
髻
公
烏
蓋
故
鳴
之
吾
恋
流
其
騰

と
あ
る
歌
が
万
葉
集
注
釈
で
は

二
・
一
二
一
古
が
恋
良
武
烏
者
雲
公
烏
蓋
戒
鳴
之
吾
念
流
碁
騰

と
あ
る
の
に
よ
り
、
万
葉
集
注
釈
巻
第
二
（
八
七
頁
）
に
「
『
思
ふ
』
は
「
恋

ふ
』
と
は
同
じ
で
な
い
が
、
『
念
」
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
古

径
二
、
一
四
六
・
七
頁
参
照
）
、
深
く
思
い
入
る
こ
と
で
、
こ
の
場
合
の
如
き

は
「
恋
ふ
』
と
い
う
に
近
く
、
自
分
が
一
途
に
思
い
つ
づ
け
て
お
る
よ
う
に
、

と
い
う
の
で
、
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

勿
論
こ
れ
ら
は
似
通
っ
た
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
境
界
を
歴
然

と
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
定
め
た
と
し
て
も
恐
ら

く
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
恋
が
、
離
れ
て
い
る
と
き
に
生
ず
る
嘆
き
で
あ
る
」

と
い
う
伊
藤
氏
の
記
述
も
あ
る
と
お
り
、
「
恋
」
と
「
嘆
」
と
は
密
接
な
関
連

を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
「
嘆
」
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、

「
偲
」
と
「
恋
」
と
は
「
近
接
し
た
意
味
を
持
つ
」
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
一

万
葉
集
巻
一
三
・
三
二
六
八
の
歌
の
「
思
」
の
訓
を
め
ぐ
っ
て

と
「
恋
」
と
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

心
、

8

三
・
三
三
二
九
）
。
ま
た
記
紀
に
お
い
て
「
恋
」
の
字
に
「
シ
ノ
フ
」
と
訓
を

あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
も
充
分
に
言
え
そ
う

で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
「
思
」
と
い
う
文
字
を
め
ぐ
っ
て
「
偲
」
と
「
念
」
の
差
異
を

考
え
よ
う
と
す
る
こ
こ
で
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
よ
う

に
図
式
化
し
、
「
偲
」
と
「
念
」
と
は
異
っ
た
感
情
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

「
思
」
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
得
た
の
は
点
線
の
関
連
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考

、
（
シ
ノ
フ
）
ｌ
偲
Ｉ
嘆
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

＃
《
↑

隠
沁
《
ゞ

／
／
（
オ
モ
フ
）
ｌ
念
ｌ
恋

く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
念
ｌ
恋
」
と
考
え
た
い
理
由
を
も
う
少
し
記
そ

う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
万
葉
集
注
釈
の
二
・
二
二
の
訓
釈
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
の
他
に
、
「
シ
ノ
フ
」
が
熟
合
語
を
つ
く
る
の
は

「
シ
ノ
ヒ
コ
ト
」
「
ク
’
一
シ
ノ
ヒ
」
な
ど
の
極
め
て
少
数
の
限
ら
れ
た
場
合
の

み
で
あ
る
こ
と
、
一
方
「
オ
モ
フ
」
「
コ
フ
」
は
互
に
「
於
母
比
孤
悲
」
（
一

七
・
四
○
二
）
、
「
思
恋
」
（
一
九
・
四
一
二
四
）
、
「
念
恋
」
（
二
・
一
二

七
）
と
熟
合
し
、
ま
た
「
孤
悲
念
乎
」
（
二
・
一
○
二
）
と
も
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
ま
た
、
「
オ
モ
フ
」
も
「
コ
フ
」
も
多
く
の
他
の
語
と
熟
合
し
た
例
が
ゑ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
上
に
、
「
シ
ノ
フ
」
は
「
天
地
之

弥
連
長
久
思
将
往
」
（
二
・
一
九
六
Ｎ
「
永
世
乃
語
爾
為
乍
後
人
偲
爾

世
武
等
…
…
語
嗣
偲
継
来
」
（
九
・
一
八
○
一
）
、
「
千
世
爾
物
偲
渡
登
」

（
一
三
・
三
三
二
九
）
な
ど
と
あ
っ
て
、
永
遠
に
続
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
承

え
る
。
「
．
Ｚ
の
場
合
に
も
「
日
月
毛
不
知
恋
渡
鵯
」
（
二
・
二
○
○
）

五

寺

ｊ
ｑ



万
葉
集
に
お
い
て
は
特
殊
な
熟
合
し
か
示
さ
な
か
っ
た
「
シ
ノ
フ
」
で
は
あ

る
が
、
源
氏
物
語
に
は
「
恋
ひ
し
の
ぶ
」
と
な
っ
て
四
例
あ
ら
わ
れ
る
。
「
う

へ
の
女
房
な
ど
も
、
恋
ひ
し
の
ぴ
あ
へ
り
。
」
（
対
校
源
氏
物
語
新
釈
巻
一
、
桐

壺
）
、
「
故
権
大
納
言
の
は
か
な
く
亡
せ
給
ひ
に
し
悲
し
さ
を
、
飽
か
ず
口
惜
し

き
も
の
に
恋
ひ
し
の
び
給
ふ
人
多
か
り
。
」
（
Ⅲ
巻
川
、
枇
怖
）
、
「
束
の
対
を
、

そ
の
世
の
し
つ
ら
ひ
を
改
め
ず
お
は
し
ま
し
て
、
朝
夕
に
恋
ひ
偲
び
聞
え
給

ふ
・
」
（
岡
、
匂
宮
）
、
「
な
ど
忘
れ
が
た
象
を
だ
に
と
ど
め
給
は
ず
な
り
に
け

む
と
恋
ひ
し
の
ぶ
心
な
り
け
れ
ば
、
」
（
何
巻
六
、
手
習
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

「
シ
ノ
フ
」
で
は
な
く
「
恋
ひ
し
の
ぶ
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
や
は
り

「
何
か
の
縁
に
ふ
れ
て
自
分
の
心
に
あ
る
人
を
偲
ぶ
」
（
万
葉
集
注
釈
巻
第
一

・
一
八
一
頁
）
こ
と
で
あ
り
、
「
飽
か
ず
口
惜
し
き
も
の
に
」
「
そ
の
世
の
し

つ
ら
ひ
を
改
め
ず
お
は
し
ま
し
て
朝
夕
に
」
恋
い
偲
ん
で
い
る
。
即
ち
、
嘆
を

織
り
ま
ぜ
つ
つ
、
忘
れ
ず
に
「
弥
遠
長
久
」
シ
ノ
フ
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

な
お
「
偲
」
が
一
例
、
「
若
君
を
見
奉
り
給
ふ
に
も
、
『
何
し
の
ぶ
の
』
と
、

い
と
ど
露
け
け
れ
ど
、
か
か
る
形
見
さ
へ
な
か
ら
ま
し
か
ぱ
と
お
ぼ
し
な
ぐ
さ

む
‐
’
（
同
巻
一
、
葵
）
、
「
偲
び
所
」
が
一
例
「
君
が
住
む
故
に
は
あ
ら
で
、
こ

こ
ら
年
経
給
へ
る
御
す
ゑ
か
の
、
い
か
で
偲
び
所
な
く
は
あ
ら
む
。
」
（
同
巻
三
、

真
木
柱
）
と
あ
っ
て
合
計
六
例
、
そ
の
す
べ
て
が
、
縁
に
ふ
れ
て
既
に
亡
き
人

と
み
え
て
は
い
る
が
、
「
故
非
和
須
礼
我
比
」
（
一
五
・
三
七
二
）
、
「
恋
忘

貝
」
（
六
・
九
四
六
、
七
・
二
四
七
、
二
四
九
、
二
九
七
）
、
「
恋
忘
草
」

つ
一
・
二
四
七
五
）
な
ど
が
あ
り
、
「
オ
モ
フ
」
に
つ
い
て
も
「
思
忘
時
」

（
六
・
九
一
四
）
が
あ
っ
て
「
忘
れ
る
」
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と

も
「
念
Ｉ
恋
」
と
並
べ
た
一
つ
の
理
由
な
の
で
あ
る
。

ロ
豊

６

一
〈

を
偲
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
他
に
「
シ
ノ
ブ
ー
」
と
い
う
熟
合
語
は
数
多
く

用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
「
隠
ｌ
」
で
あ
り
、
「
忍
ｌ
」
で
あ

る
こ
と
を
ゑ
る
と
、
万
葉
の
時
代
の
「
シ
ノ
フ
」
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る

三
つ
乃
至
四
つ
の
意
味
が
、
い
つ
し
か
「
偲
」
と
「
忍
」
と
に
統
一
さ
れ
つ
つ

王
朝
へ
と
流
れ
こ
ん
だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
土
橋
寛
先
生
が
「
万
葉
集
ｌ

作
舶
と
批
評
」
の
「
万
葉
原
諭
」
（
一
六
六
頁
）
に
「
シ
ノ
フ
」
に
つ
い
て

「
恋
思
の
情
は
速
い
も
の
に
対
す
る
場
合
ほ
ど
捕
切
で
あ
る
か
ら
、
意
味
が
特

殊
化
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ア
く
し
が
悲
喜
の
向
方
に
わ
た
る
感
嘆

の
意
味
で
あ
っ
た
の
が
、
悲
の
方
に
特
殊
化
し
て
行
っ
た
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
」

と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
々
の
生
活
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
「
偲
」
と

「
忍
」
・
が
大
き
く
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
に
お
い
て
、
私
自
身
ま
た
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
点
を
持
ち
な
が
ら
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
図
式
化
し
た
系
列
を
、
「
恩
」

を
め
ぐ
る
一
段
階
と
し
て
考
え
て
染
た
の
で
あ
る
。

ゴ
ー
一
一

伊
ｒ
Ｉ
ｌ
『

「
シ
ノ
フ
」
の
意
味
と
し
て
、
武
田
博
士
の
言
わ
れ
た
㈲
忍
耐
す
る
、
㈲
思

慕
す
る
、
㈲
想
像
す
る
、
同
賞
美
す
る
と
い
う
の
は
既
に
記
し
た
が
、
「
元
来

こ
の
語
は
想
像
し
て
思
慕
す
る
の
が
本
意
で
あ
ろ
う
。
」
と
も
述
べ
て
居
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
㈲
と
目
と
を
一
つ
に
ま
と
め
て
考
え
て
承
よ
う
と
思
う
。

そ
し
て
宣
長
の
い
う
よ
う
逗
「
恋
志
奴
夫
と
余
の
二
つ
と
は
意
い
と
遠
く
し
て

相
わ
た
ら
ず
、
本
よ
り
別
言
な
る
べ
し
。
」
と
あ
る
こ
と
を
思
い
あ
わ
せ
、
㈲
を

「
忍
」
（
シ
ノ
ブ
）
と
し
、
伺
目
と
㈲
と
を
「
シ
ノ
フ
」
と
ま
と
め
て
考
え
る

こ
と
に
し
た
い
。
（
シ
ノ
ブ
）
と
「
シ
ノ
フ
」
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
「
万
葉

◆
凸

’



「
偲
」
の
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
番
号
に
よ
っ
て
示
す
と
大
体
次
の
よ
う
で

や
め
ヲ
つ
。六

六
、
一
九
九
、
二
二
五
、
川
八
一
、
（
一
○
六
五
）
二
一
○
六
）
（
一

一
二
）
一
二
七
六
、
一
二
九
川
、
一
八
○
一
、
二
○
九
○
、
二
三
三
四
、

二
四
六
○
、
二
四
六
三
、
二
九
六
七
、
二
九
八
一
軸
三
○
六
一
、
三
一
四
五
、

三
三
二
三
、
三
三
二
四
、
三
三
二
九
、
三
八
六
二
．

万
葉
集
巻
一
三
・
三
二
六
八
の
歌
の
「
恩
」
の
訓
を
め
ぐ
っ
て

古
径
三
」
、
「
上
代
語
の
訓
詰
と
上
代
特
殊
仮
名
造
」
、
橋
本
進
吉
博
士
「
古
代

国
語
の
音
韻
に
就
い
て
」
（
明
世
堂
、
昭
和
十
八
年
五
月
）
な
ど
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
（
シ
ノ
ブ
）
を
こ
こ
で
は
別
言
と
し
て
一
応
除
外
し
、
目
匂

と
㈲
に
つ
い
て
、
即
ち
「
シ
ノ
フ
」
の
対
象
を
人
事
と
自
然
と
に
わ
け
て
考
え

て
み
た
い
・

土
橋
寛
先
生
は
「
万
葉
原
諭
」
（
万
葉
集
ｌ
作
姉
と
批
評
、
創
元
社
、
一

六
六
頁
）
に
、
「
い
っ
た
い
シ
ノ
ブ
と
い
う
の
は
、
空
間
的
時
間
的
に
遠
い
も

の
に
対
す
る
愛
慕
の
情
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
記
紀
の
ク
ニ
シ
ノ
ビ
歌
は

倭
建
命
（
ま
た
は
景
行
天
皇
）
が
異
郷
に
あ
っ
て
速
い
故
郷
を
シ
ノ
ブ
歌
で
あ

り
、
（
中
略
）
ク
’
一
シ
ノ
ビ
歌
も
歌
詞
そ
の
も
の
は
国
ぼ
め
の
歌
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
っ
て
、
ク
ニ
シ
ノ
ビ
の
原
義
は
ク
ニ
ポ
メ
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
。
」
と

述
べ
て
居
ら
れ
る
。
ま
た
「
必
ず
し
も
遠
い
も
の
に
限
ら
ず
、
単
に
賞
美
の
意

に
も
用
い
る
。
」
（
同
）
と
も
示
し
て
居
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
㈲
及
び
自
然

に
対
す
る
「
シ
ノ
フ
」
を
考
え
れ
ば
、
問
題
は
目
白
及
び
人
事
に
対
す
る
「
シ

ノ
フ
」
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
偲
、
こ
れ
は
「
人
を
思
ふ
』
の
意
で
、
我
が

国
で
造
っ
た
文
字
で
、
漢
字
と
は
別
字
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
る
「
人
を
思
ふ
」

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
、
堀
後
の
問
題
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

や

。

祠
と
は
「
偲
」
と
異
っ
て
も
と
よ
り
洩
字
で
あ
る
。
そ
の
用
い
ら
れ
て
い

る
例
も
多
く
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
の
「
恩
」
を
「
オ
モ
フ
」
と
訓
む
場

合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
一
・
二
七
六
一
奥
山
之
石
本
菅
乃
根
深
所
思
鴨
吾
念
妻
者

と
あ
り
、
そ
の
「
念
妻
」
に
は

二
・
二
五
一
五
布
細
布
枕
動
夜
不
森
思
人
後
相
物

と
い
う
「
後
相
物
」
と
い
う
再
会
の
期
待
が
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
「
能

知
母
久
美
泥
牟
曾
能
鯲
母
比
豆
麻
」
（
記
．
九
一
、
古
典
大
系
）
と
も
う

た
わ
れ
る
意
識
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
オ
モ
フ
」
に
よ
っ
て
、

一
一
・
二
五
六
九
将
念
其
人
有
故
烏
玉
之
毎
夜
君
之
夢
西
所
見

そ
の
人
を
夢
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
相
思
ふ
」
場
合
に
の
ゑ
そ

れ
が
で
き
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

一
一
・
二
五
八
九
不
相
思
公
者
在
艮
思
黒
玉
夢
不
見
受
旱
而
宿

跡
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

二
・
二
四
七
九
核
葛
後
相
夢
耳
受
日
度
年
経
乍

と
あ
る
こ
と
も
、
「
後
相
」
を
含
ん
で
「
受
日
度
」
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
せ

七

こ
の
中
（
）
で
番
号
を
か
こ
ん
だ
三
打
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
偲
」
は
、
自

然
を
対
象
と
し
、
賞
美
す
る
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

こ
の
三
首
以
外
の
「
偲
」
に
つ
い
て
承
る
と
、
「
空
間
的
時
間
的
に
遠
い
も
の

に
対
す
る
愛
慕
の
情
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
る
」
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
偲
」
は
「
思
」
と
い
う
文
字
に
よ
っ
て
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

ざ

q』



る
。
夢
に
見
る
こ
と
は
相
思
っ
て
い
る
こ
と
の
し
る
し
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た

現
実
に
再
会
し
得
る
期
待
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
一
二
・
二
九
五
九
、
三
一

○
八
な
ど
こ
れ
ら
も
ま
た
あ
ま
り
に
も
多
い
。
こ
う
い
う
点
か
ら
承
れ
ば
、

「
オ
モ
フ
」
の
対
象
は
現
実
の
人
で
あ
り
、
同
時
に
再
び
あ
う
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
人
で
あ
る
。
そ
の
期
待
を
持
つ
こ
と
の
で
き
る
人
で
あ
る
。
そ
れ
が

一
二
・
三
一
○
七
空
蝉
之
人
日
乎
繁
不
相
而
年
之
経
者
生
跡
毛

巻
赤
田
心

と
な
り
、
ま
た

一
一
・
二
五
四
四
痛
者
相
縁
毛
無
夢
谷
間
無
見
君
恋
が
可
死

な
ど
と
も
あ
る
よ
う
に
、
再
会
を
期
待
し
得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
か
の

障
害
に
よ
っ
て
そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
な
い
と
き
、
「
生
跡
毛
奈
思
」
と
い
う
状

態
に
陥
り
「
恋
航
可
死
」
様
想
を
呈
す
る
の
で
あ
っ
た
。

一
三
・
三
二
八
一
吾
背
子
者
待
跡
不
来
雁
音
文
動
而
寒
烏
玉
乃

宵
毛
深
去
来
左
夜
深
跡
阿
下
乃
吹
者
立
待
爾
吾
衣
袖
爾
置
謂
文

氷
丹
左
叡
渡
落
雪
母
凍
渡
奴
今
更
君
来
日
八
左
奈
蔦
後
女
将

会
常
大
舟
乃
忠
遍
迩
現
庭
君
者
不
相
夢
谷
相
所
見
欲
天
之

足
夜
爾

反
歌

三
二
八
三
今
更
恋
友
君
鯛
相
Ⅱ
八
毛
眠
夜
乎
不
落
夢
所
見
欲

と
も
あ
っ
て
、
夫
の
来
る
の
を
待
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
寒
さ
は
い
よ
い
よ
き
び

し
く
、
こ
れ
で
は
今
夜
は
も
う
逢
え
な
い
。
だ
が
あ
の
人
は
夫
、
相
思
う
人
。

「
後
文
将
会
常
大
舟
乃
思
想
」
み
得
る
人
。
し
か
し
現
実
に
は
今
夜
は
逢

え
な
い
。
そ
れ
な
ら
せ
め
て
夢
に
だ
け
で
も
私
に
逢
っ
て
。
と
で
も
い
う
の
で

あ
ろ
う
。
再
会
を
期
待
し
得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
時
的
な
障
害
の
た
め
に
逢

4

1

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
反
歌
三
二
八
三
で
は
「
恋
」
の
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
障
害
が
一
時
的
な
も
の
で
な
く
永
続
的
で
あ
る
と

き
、
「
恋
」
は
い
の
ち
に
ま
む
か
う
も
の
と
な
っ
て
激
し
い
。

一
三
・
三
二
九
七
玉
田
次
不
懸
時
無
吾
念
妹
西
不
会
波
赤
根
刺

日
者
之
弥
良
爾
烏
玉
之
夜
者
酢
辛
二
眠
不
睡
爾
妹
恋
生
流
為
便

鉦
小

そ
し
て
「
恋
」
は

一
三
・
三
二
八
七
乾
坤
乃
神
乎
祷
而
吾
恋
公
以
必
不
相
在
目
八

方
と
あ
る
よ
う
に
、
「
神
乎
祷
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
必
」
逢
い
得
る
も
の
で

あ
っ
た
。
「
神
乎
祷
」
る
の
で
な
く
て
も
、
呪
物
と
し
て
の
黄
葉
を
手
折
り
か

ざ
す
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
「
恋
」
は
か
な
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
拙
稿
「
万
葉
集
に
お
け
る
黄
葉
」
論
究
日
本
文
学
一
六
号
）

そ
こ
に
私
は
「
シ
ノ
フ
」
と
「
オ
モ
フ
」
と
の
差
異
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の

で
あ
る
・

国
崎
先
生
は
「
漢
文
学
の
教
養
を
も
っ
た
人
麿
の
出
た
時
期
は
、
不
幸
に
し

て
古
代
か
ら
の
葬
送
儀
礼
が
、
仏
教
儀
礼
に
と
っ
て
か
え
ら
れ
よ
う
と
し
た
際

で
あ
っ
た
。
天
武
天
皇
の
二
年
三
ヶ
月
に
わ
た
る
盛
儀
を
誇
る
葬
礼
の
中
で
、

僧
尼
の
発
突
や
発
哀
な
ど
は
十
回
以
上
に
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
持
統
以
後
は

仏
式
に
変
っ
た
し
、
文
武
・
元
明
・
元
正
以
下
、
歴
代
の
葬
儀
は
み
な
火
葬
に

な
っ
た
。
火
葬
を
行
う
の
に
鎮
魂
歌
的
意
義
を
も
っ
た
挽
歌
を
弧
調
す
る
意
義

の
薄
い
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
日
本
文
学
の
古
典
的
椛
造
．

柿
本
人
麿
・
一
○
七
頁
）
と
示
さ
れ
、
高
市
皇
子
へ
の
挽
歌
に
つ
い
て
、
「
こ

の
挽
歌
形
式
は
、
挽
歌
が
死
者
の
功
業
に
対
す
る
頌
辞
や
歴
史
的
回
顧
を
必
要

●

◆
）
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と
す
る
点
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
に
そ
の
定
石
を
ふ
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。
け

れ
ど
も
万
葉
集
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
挽
歌
の
中
に
そ
の
人
の
歴
史
的
功
業
を
叙

述
す
る
こ
と
は
極
め
て
珍
ら
し
い
例
で
あ
っ
た
。
た
だ
追
慕
哀
悼
の
こ
こ
ろ
を

歌
え
ば
足
り
る
約
束
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
が
以
前
は
そ
の
ま
ま
で
鎮

魂
儀
礼
の
弧
荊
と
し
て
の
目
的
を
達
し
た
。
す
（
何
．
一
○
六
頁
）
と
も
述
べ
て

居
ら
れ
て
、
今
更
私
ご
と
き
者
が
と
や
か
く
言
う
べ
き
こ
と
は
全
く
な
い
で
あ

ろ
う
。
た
だ
私
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

「
追
慕
哀
仲
の
こ
こ
ろ
を
歌
え
ば
足
り
る
約
束
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
と
こ

ろ
に
、
「
シ
ノ
ヒ
」
と
で
も
い
う
べ
き
古
い
日
本
の
呪
的
儀
礼
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
敏
達
の
時
代
に
外
来
の
蒜
が
と
り
あ
げ

ら
れ
る
ま
で
の
葬
送
儀
礼
を
思
う
の
で
あ
る
。
謙
が
宮
廷
の
公
式
儀
礼
と
し
て

行
わ
れ
、
仏
式
が
主
軸
を
な
す
に
い
た
っ
て
「
シ
ノ
ヒ
」
は
表
面
か
ら
は
そ
の

姿
を
消
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
挽
歌
が
挽
歌
で
あ
る
た
め
に
は

本
来
も
っ
て
い
た
呪
的
宗
教
的
な
色
彩
を
全
く
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
古
代
の
民
俗
を
背
景
に
し
て
万
葉
集
の
歌
の
多
く
が

成
立
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
謙
や
仏
式
が
公
式
の
葬
送
儀
礼
と
し
て
成
立
す

る
た
め
に
は
そ
の
背
後
に
「
シ
ノ
ヒ
」
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
人
麻
禺
は
、
彼
の
集
団
と
と
も
に
そ
の
「
シ
ノ
ヒ
」
を
う
け
つ

ぎ
支
え
て
い
た
妓
後
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
偲
」
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
「
或
い
は
人
麻
呂
の
用
い
そ
め
た
も
の
か
と

も
考
え
ら
れ
る
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
右
の
よ
う
な
推
察
を
行
う
一
つ

の
哨
示
で
あ
る
。

上
古
之
時
、
言
意
並
朴
、
敷
文
朧
句
、
於
字
即
雌
。
已
因
訓
述
者
、
詞
不
逮

心
。
全
以
音
連
者
、
事
趣
更
長
。
（
古
事
記
序
）

万
葉
集
巻
一
三
・
三
二
六
八
の
歌
の
「
忠
」
・
の
訓
を
め
ぐ
っ
て
〃

r

C

と
も
記
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
漢
字
に
よ
っ
て
日
本
語
を
書
き
表
わ
そ
う
と

す
る
と
き
、
蒜
は
あ
っ
て
も
そ
れ
と
は
や
や
異
っ
た
古
代
日
本
の
「
シ
ノ
ヒ
」

に
相
当
す
る
文
字
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
人
麻
呂
は
「
シ
ノ
フ
」

と
い
う
言
葉
に
最
も
近
い
と
見
ら
れ
る
「
思
」
を
と
り
、
ま
た
「
偲
」
を
用
い

は
じ
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
万
葉
集
に
挽
歌
と
い
う
言
葉
は

多
い
け
れ
ど
も
、
読
と
い
う
語
が
全
く
あ
ら
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
、
公
式
儀
礼
と

し
て
の
誰
は
考
え
ら
れ
た
が
人
灸
の
心
に
深
く
あ
っ
た
も
の
は
や
は
り
「
シ
ノ

ヒ
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
が
、

「
偲
」
「
思
」
「
念
」
の
混
用
と
な
っ
て
表
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
当

時
の
人
々
に
と
っ
て
も
「
思
」
に
よ
っ
て
「
シ
ノ
フ
」
を
示
す
こ
と
は
ま
だ
安

心
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
仮
名
書
き
の
例
が
約
六
十
、
圧
倒
的
に

多
い
の
で
あ
る
・

本
田
義
憲
が
「
柿
本
人
麻
呂
に
於
け
る
か
る
の
ゑ
こ
．
か
る
の
お
ほ
い
ら
つ

め
（
そ
と
ほ
し
ひ
め
）
物
語
歌
」
（
奈
良
女
子
大
学
文
学
会
研
究
年
報
一
、
二

二
頁
）
に
古
事
記
の
よ
み
う
た
二
首
に
つ
い
て
、
「
霊
魂
へ
の
よ
ご
と
に
対
し
、

し
の

そ
の
魂
を
慕
び
よ
び
そ
の
復
活
を
ね
が
う
と
い
う
鎮
魂
曲
で
あ
っ
て
、
分
化
し

た
形
で
言
え
ば
哀
歌
（
呂
品
①
⑭
）
挽
歌
（
匿
冒
①
具
）
に
属
す
る
と
想
像
す
る
の

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
蹟
葬
ま
た
は
墓
前
に
於
い
て
祭
式
的
な
劇
的
所
作

ａ
３
日
①
〕
５
国
）
と
と
も
に
歌
わ
れ
た
言
詰
詞
章
（
］
品
○
日
①
昌
○
己
）
で
あ
ろ
う
。
」

と
記
し
て
い
る
そ
の
言
語
詞
章
と
も
い
う
べ
き
「
シ
ノ
ヒ
」
が
人
麻
呂
の
中
に

流
れ
込
ん
で
い
た
。
し
か
も
そ
の
「
シ
ノ
ヒ
」
は
、
人
麻
呂
以
外
の
人
倉
に
と

っ
て
は
既
に
意
味
を
う
し
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
佃
」
と
い
う
文
字
を
「
家

持
は
一
度
も
用
い
て
い
な
い
」
と
こ
ろ
に
そ
れ
を
思
う
の
で
あ
る
。

①

－1，

ノし



l
l
l

「
シ
ノ
フ
」
の
意
味
は
忘
れ
さ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら

「
田
山
一
十
《

－
，
４
〃
Ｌ
’
’

二
・
二
二
五
直
相
者
相
不
勝
石
川
爾
雲
立
渡
礼
兄
乍
将
偲

と
あ
る
よ
う
に
「
世
相
者
相
不
勝
」
の
状
態
に
至
っ
た
時
、
こ
こ
で
は
雲
を

縁
と
し
て
「
佃
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
若
し
「
直
相
」
こ
と
を

予
想
し
得
る
な
ら
ば
、
「
他
」
で
な
く
「
オ
モ
フ
」
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い

よ
う
で
あ
る
。

二
・
四
八
一
白
細
之
袖
指
可
傭
兵
睡
褒
吾
黒
髪
乃
真
白
髪
爾

成
極
新
世
爾
共
将
有
跡
玉
緒
乃
不
絶
射
妹
跡
結
而
石
事
者
不

果
思
有
之
心
者
不
遂
白
妙
之
手
本
炎
別
丹
杵
火
爾
之
家
従
裳

出
而
緑
児
乃
突
乎
毛
置
而
朝
霧
髻
髭
為
乍
山
代
乃
相
楽
山
乃

山
際
往
過
奴
礼
婆
将
云
為
便
将
為
便
不
知
吾
妹
子
跡
左
宿
之
妻

屋
關
帆
庭
出
立
偲
夕
爾
波
入
居
嘆
合
腋
狭
児
乃
泣
毎
雄
向

毛
能
員
見
抱
見
朝
鳥
之
啼
叫
笑
管
雌
恋
効
突
無
跡
群
不
問

物
爾
波
在
跡
吾
妹
子
之
入
爾
之
山
乎
因
鹿
跡
叙
念

反
歌

四
八
三
朝
鳥
之
啼
耳
鴫
六
吾
娩
子
爾
今
亦
更
逢
囚
突
無

も
「
シ
ノ
フ
」
が
「
逢
因
芙
無
」
と
い
う
状
態
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
た
も
の
の

ょ
う
に
み
え
る
。
一
灸
の
歌
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
煩
雑
に
な
る
ば
か
り
で

あ
る
か
ら
そ
れ
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
結
果
に
は
何
竿
か
わ
り
は
な
い
。
が
餅

雑
歌
の
中
か
ら
一
つ
考
え
て
み
る
。

七
・
一
二
四
八
吾
妹
子
見
偲
奥
藻
花
開
在
我
告
与

の
歌
に
つ
い
て
、
武
川
博
士
は
全
注
釈
の
評
語
に
、
「
推
測
す
れ
ば
、
葵
を
亡

っ
て
後
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
作
歌
事
情

ザ

1

が
明
白
で
な
い
の
で
、
完
全
に
歌
意
を
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
述
べ
て

居
ら
れ
る
。
こ
の
「
妻
を
亡
っ
て
後
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
推
測
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
も
言
う
こ
と
も
で
き

よ
う
。
た
だ
「
亡
っ
て
」
は
再
会
を
期
し
難
い
状
態
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
適

当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
代
匠
記
（
七
之
上
）
に
「
藻
の
花
の
う
る
は
し
き

を
み
て
妾
に
お
も
ひ
よ
そ
へ
て
な
ぐ
さ
ま
む
と
な
り
」
と
あ
る
の
が
よ
い
よ
う

で
あ
る
。
「
シ
ノ
フ
」
は
単
に
死
者
（
死
者
と
い
う
の
は
ど
う
か
と
思
う
が
、
）

に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
「
遠
妻
」
を
「
シ
ノ
フ
」
こ
と
（
二
一
九
四
）
も
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
「
シ
ノ
フ
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
は
、
再
会
を

期
し
難
い
、
人
間
の
限
界
を
超
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
速
さ
で
あ
る
と
も
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

以
上
要
す
る
に
、
「
思
‐
は
「
シ
ノ
フ
」
と
も
一
‐
オ
モ
フ
」
と
も
訓
ま
れ
る

紙
で
あ
る
が
、
人
を
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
愚
考
し
て
み
た

の
で
あ
る
。

「
シ
ノ
フ
」
と
「
オ
モ
フ
」
と
は
非
常
に
近
く
、
似
通
っ
た
意
味
を
も
つ
語

で
あ
る
。
即
ち
、
「
時
間
的
空
間
的
に
速
い
も
の
に
対
す
る
愛
慕
の
情
を
表
わ

す
言
葉
で
あ
る
。
」

そ
の
中
で
「
シ
ノ
フ
」
と
い
う
場
合
、
対
象
と
な
る
人
は
既
に
亡
き
人
で
あ

る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
人
、
人
間
の
限
界
を
超
え
た
遠
さ
を
感
じ
さ

せ
る
人
で
あ
っ
た
。
現
実
に
再
び
逢
う
こ
と
を
期
待
し
得
な
い
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
人
涯
対
す
る
「
嘆
」
を
含
む
愛
慕
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
か
つ
て
自

分
と
一
つ
に
結
ば
れ
て
い
た
そ
の
人
と
の
関
係
が
、
遠
く
離
れ
た
場
所
に
あ
っ

て
も
、
か
つ
て
の
時
と
ひ
と
し
い
心
情
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
、
再
碓
忍
す

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
永
遠
の
愛
慕
で
あ
っ
た
。

ｂ
一

○



凸

そ
れ
に
対
し
て
「
オ
モ
フ
」
と
い
う
場
合
、
対
象
と
な
る
人
は
生
き
て
い
る

人
、
自
分
の
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
人
で
あ
っ
た
。
現
実
に
再
び
逢
う
こ
と
を
期

待
し
得
る
人
、
遠
さ
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
近
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
人
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
童
た
相
思
う
と
い
う
状
態
を
そ
の
完
全
な
意
味
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
言
葉
で
あ
っ
た
。

引四に

そ
こ
で
最
初
に
あ
げ
た
一
三
・
三
二
六
八
の
「
恩
‐
｜
ば
ど
う
訓
む
く
き
で
あ

そ
の
反
歌
三
二
六
九
の

逆
附
之
人
乎
念
等
野
子
玉
之
彼
夜
者
吾
毛
禰
毛
湛
金
手
寸

の
「
念
」
と
も
呼
応
し
、
ま
た
こ
の
歌
が
相
聞
の
部
に
あ
る
こ
と
を
も
背
景
に

し
て
、
「
オ
モ
ヒ
」
と
訓
む
く
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

古
典
文
学
大
系
万
葉
集
で
は
既
に
記
し
た
よ
う
に
、
「
シ
ノ
ヒ
」
と
訓
ん
で
、

そ
の
頭
注
に
「
私
を
思
い
な
か
ら
帰
っ
て
行
っ
た
あ
の
人
は
」
と
口
語
訳
を
示

し
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
口
語
訳
だ
け
が
よ
く
て
ど
う
も
不
安
定
な
感
じ
で
あ
っ

た
。
「
オ
モ
ヒ
」
と
訓
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
落
ち
つ
い
て
く
る
と
私
は
思

う
。
武
田
博
士
（
全
註
釈
）
も
「
シ
ノ
ヒ
」
と
訓
ま
れ
、
釈
の
部
に
「
自
分
を

思
い
な
が
ら
」
と
さ
れ
、
訳
に
お
い
て
「
物
思
い
を
し
な
が
ら
」
と
記
し
て
居

プ

ノつ

う
’

か薊
か

万
葉
集
巻
一
三
・
三
二
六
八
の
歌
の
「
恩
」
の
訓
を
め
ぐ
っ
て

垂
■
【

母

は
た
し
て
こ
の
小
稿
が
、
「
そ
の
時
代
の
言
葉
」
に
か
え
し
た
こ
と
に
な
っ

た
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
お
ぼ
つ
か
な
い
。
美
味
で
あ
る
と
は
ど
う
も
言
い
難

い
。
た
だ
私
な
り
に
感
じ
た
も
の
を
裏
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
一
段
階
を
見
て

い
た
だ
い
て
御
教
示
を
御
願
い
し
、
ま
た
、
私
な
り
に
宮
嶋
先
生
を
シ
ノ
フ
よ

す
が
と
し
た
い
と
ね
が
う
ば
か
り
で
あ
る
。

な
お
京
部
女
子
大
学
の
塚
田
満
江
先
生
は
無
理
な
順
い
を
御
聞
き
入
れ
下

さ
り
快
く
書
物
を
拝
見
さ
せ
て
下
さ
っ
た
。
付
記
す
る
と
共
に
、
御
礼
申

し
あ
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
一
九
六
三
・
一
○
・
二
五
）
。

ら
れ
る
が
、
や
は
り
「
オ
モ
フ
」
と
洲
ま
な
け
れ
ば
、
洲
と
解
釈
と
が
、
と
と

の
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
代
匠
記
は
「
オ
モ
ヒ
」
と
訓
ん
で
「
思
管

オ
モ
ヒ
ヤ
・
ル

よ
り
下
は
夫
君
の
雨
風
に
相
つ
つ
還
れ
る
を
蓋
な
く
家
に
到
り
つ
や
と
想
像
な

り
」
と
し
て
い
る
。
特
に
「
思
」
に
ば
ふ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
「
夫
君
の
」

と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
契
沖
が
「
オ
モ
フ
」
の
意
を
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

若
し
こ
ん
な
考
え
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
三
二
六
八
の
「
思
」
ば
か
り
で
な
く
、

他
の
「
思
」
の
洲
・
を
も
も
う
い
ち
ど
考
え
て
承
た
い
の
で
あ
る
。

一
一

一、


