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｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

人
麻
呂
歌
集
二
四
八
九
番
歌
の
解
釈

倉

住

薫

は
じ
め
に

万
葉
集
巻
十
一
に
は
、
以
下
の
人
麻
呂
歌
集
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る

(

１)

。

橘
た
ち
ば
な

の
本も

と

に
我
立
下
枝

し

づ

え

取
り
成
ら
む
や
君
と
問
ひ
し
子
ら
は
も

(

⑪
二
四
八
九)

橘

本
我
立

下
枝
取

成
哉
君

問
子
等

二
四
八
九
番
歌
は
、｢

橘｣

の
木
の
本
で

｢

下
枝｣

を
手
に
取
り
、｢
成
ら
む
や
君｣

と
尋
ね
た

｢

子｣

を
追
憶
す
る
歌
で
あ
る
。
略
体
歌
で

あ
る
二
四
八
九
番
歌
は
、
第
三
句
ま
で
助
辞
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
二
句
の
傍
線
部

｢

我
立｣

に
は
訓
読
の
異
同
が
あ
り
、
か
つ

｢

我｣

を

単
数
と
す
る
か
複
数
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
解
釈
も
分
か
れ
て
い
る
。

ま
た

｢

寄
物
陳
思｣

に
収
載
さ
れ
た
二
四
八
九
番
歌
は
、
二
四
八
四
番
歌
か
ら
続
く

｢
木
に
寄
せ
る｣

六
首
の
最
後
に
位
置
し
て
い
る
。
窪

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

一

大
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田
評
釈
は

｢

劇
的
な
情
景
で
、
相
應
に
複
雜
し
た
も
の
を
一
首
の
短
歌
に
し
て
ゐ
る
、
嘆
ず
べ
き
技
巧
の
も
の｣

、
釈
注
は

｢

相
手
の
行
為
と

言
葉
を
取
り
込
ん
で
す
こ
ぶ
る
具
象
性
に
富
み
、
心
に
し
み
こ
む
歌｣

｢

素
朴
に
実
に
即
し
て
い
る
こ
と
で
、
万
葉
歌
が
結
構
、
古
今
東
西
に

通
ず
る
普
遍
性
を
発
揮
し
え
た
見
本
の
よ
う
な
歌｣

と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
評
価
が
示
す
よ
う
に
、
序
詞
が
多
く
用
い
ら
れ
る

｢

寄
物
陳
思｣

歌
に
あ
っ
て
二
四
八
九
番
歌
は
、
景
物
に
寄
せ
て
描
か
れ
る
情
景
が
極
め
て
具
体
的
で
あ
る
と
い
う
特
質
を
持
つ
。｢

は
も｣

と
い
う
詠
嘆
に

よ
っ
て
の
み
陳
べ
ら
れ
る
そ
の
愛
惜
の
情
は
、｢

下
枝｣

を
手
に
取
り

｢

成
ら
む
や｣

と
尋
ね
る

｢

子｣

を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
き
出

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
愛
惜
の
思
い
を
導
く

｢

子｣

の
行
為
の
描
写
を
、
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
が
、｢

寄
物
陳
思｣

歌
で
あ
る
二
四
八
九

番
歌
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
二
四
八
九
番
歌
の
訓
読
を
検
討
し
、｢

橘｣

の
本
で
の
逢
瀬
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て

｢

寄
物
陳
思｣

部
の

｢

木｣

に
寄
せ
る
六
首
の
内
実
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
き
た
い
。

一

｢

我
立｣

の
訓
読

第
二
句

｢

本
我
立｣

の
訓
読
は
、
諸
本
で
は

｢

モ
ト
ニ
ワ
レ
タ
チ｣

で
一
致
し
て
い
る
が
、
諸
注
釈
書
で
は
以
下
の
よ
う
に
異
同
が
あ
る
。

①
モ
ト
ニ
ワ
レ
タ
チ�
諸
本
・
拾
穂
抄
・
代
匠
記
・
童
蒙
抄
・
略
解
・
古
義

(

ア
レ)

・
野
雁
新
考

(

ア
レ)

・
折
口
口
訳
・
鴻
巣
全
釈
・

佐
佐
木
評
釈
・
全
註
釈
・
窪
田
評
釈

②
モ
ト
ニ
ワ
ガ
タ
テ
バ�
総
釈

③
モ
ト
ニ
ワ
レ
タ
ツ�
私
注

④
モ
ト
ニ
ワ
ヲ
タ
テ�
新
訓
・
新
校
・
全
書
・
大
成
本
文
篇
・
大
系
・
注
釈
・
集
成
・
旺
文
社
・
全
訳
注
・
釈
注
・
新
校
注
別
訓
・
全
歌
・

二



全
解

⑤
モ
ト
ワ
レ
ト
タ
チ�
森
本
治
吉

『

万
葉
集
新
見

(

２)』
⑥
モ
ト
ニ
ワ
ガ
タ
チ�
単
数
―
井
上
新
考

(

ア
ガ)

・
茂
吉
評
釈

�
複
数
―
全
集
・
大
岡
信

『

私
の
万
葉
集

(

３)』

・
新
編
・
塙
・
全
注
・
新
大
系
・
新
校
注
・
和
歌
大
系
・
岩
波
文
庫

以
上
の
よ
う
に
、
六
種
の
訓
読
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
訓
読
に
よ
り
解
釈
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
諸
本
以
来
の
訓
読
で
あ
り
江
戸
期

以
降
、
窪
田
評
釈
ま
で
受
け
継
が
れ
た
①

｢

モ
ト
ニ
ワ
レ
タ
チ｣

は
、｢

木
の
下
に
私
が
立
っ
て｣

と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の

｢

ワ
レ｣

を
、
代

匠
記
で
は

｢

女
の
身
の
我
な
り｣
と
、
女
性
と
捉
え
る
。
童
蒙
抄
・
略
解
・
古
義
・
折
口
口
訳
・
鴻
巣
全
釈
も
同
様
に

｢

ワ
レ｣

を
女
性
と
す

る
。
つ
ま
り
、｢

橘｣

の
木
の
下
に
立
ち

｢

下
枝｣

を
取
り

｢

成
る
だ
ろ
う
か
、
君

(

あ
な
た)｣

と
尋
ね
た

｢

子｣

で
あ
る
女
性
を

｢

ワ
レ｣

と
理
解
す
る
。
だ
が
、
第
五
句
に
お
い
て
は
｢

子｣

と
呼
ぶ
女
性
を

｢

ワ
レ｣

と
称
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。

①
の
訓
読
を
採
る
拾
穂
抄
・
佐
佐
木
評
釈
・
全
註
釈
・
窪
田
評
釈
は
、｢

ワ
レ｣

を
詠
み
手
で
あ
る
男
性
と
す
る
。｢

橘｣

の
木
の
下
に
私
は

立
ち

｢

下
枝｣

を
取
り
、｢

成
る
だ
ろ
う
か
、
君

(
あ
な
た)｣

と
尋
ね
た

｢

子｣

を
回
想
す
る
歌
と
解
釈
さ
れ
る
。｢

ワ
レ｣

を
詠
み
手
の
男

性
と
す
る
解
釈
も
、
注
釈
が

｢

第
三
句
以
下
の
女
の
言
行
と
一
つ
ゞ
き
に
な
つ
て
お
ち
つ
か
な
い｣

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
行
為
主
体
が
途
中

で
入
れ
替
わ
る
こ
と
と
な
り
、
歌
と
し
て
完
結
し
が
た
い
。
ま
た
略
解
は
第
三
句
ま
で
を
序
と
し
、
全
註
釈
も

｢

以
上
序
詞
。
果
樹
の
も
と
に

立
つ
て
、
成
る
か
成
ら
な
い
か
と
問
う
行
事
を
序
し
て
、
次
の
、
成
ラ
ム
ヤ
の
序
と
し
て
い
る｣

と
す
る

(

４)

。
確
か
に

｢

寄
物
陳
思｣

に
は
序
詞

を
用
い
る
歌
が
多
い
が
、
茂
吉
評
釈
は

｢

上
半
は
序
詞
と
看
做
す
べ
き
だ
が
、
例
に
よ
つ
て
寫
生
か
ら
來
て
ゐ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
序
と
せ
ず

に
、
意
味
を
持
た
せ
て
解
釋
す
る
こ
と
も
出
來
る｣

と
す
る
。
茂
吉
評
釈
の
指
摘
の
通
り
、
第
三
句
ま
で
が
た
と
え

｢

成
ら
む
や｣

を
導
く
序

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
序
の
具
体
的
叙
述
は
、
思
い
出
の
情
景
に
よ
る
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、｢

ワ
レ｣

も
歌
に
関
わ
る
特
定
の
個
人

と
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

三



｢

ワ
レ｣

を
詠
み
手
と
し
て
も

｢

子｣

と
称
さ
れ
る
女
性
と
し
て
も
、
①
の
訓
読
で
は
、
行
為
主
体
の
問
題
が
生
じ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
②

｢

モ
ト
ニ
ワ
ガ
タ
テ
バ｣

と

｢

橘
の
木
の
下
に
自
分
が
立
つ
て
ゐ
る
と｣

と
、
順
接
の
確
定
条
件
と
し
、
行
為
主
体
が
転
換
す

る
不
自
然
さ
を
解
消
す
る
訓
読
が
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
②
で
は
字
余
り
と
な
り
、
従
え
な
い
。

私
注
は
③

｢
モ
ト
ニ
ワ
レ
タ
ツ｣

と
訓
み
、｢

橘
の
木
の
下
に
我
は
今
來
つ
て
立
つ
。
か
つ
て
此
の
下
枝
を
取
つ
て
、
成
り
ま
し
た
か
と
問

う
た
少
女
は
、
ど
う
し
て
居
る
こ
と
で
あ
ら
う｣

と
訳
す
。
つ
ま
り
、
第
二
句
を
区
切
れ
と
み
る
の
で
あ
る
が
、
詠
み
手
が
木
の
下
に
立
っ
て

い
る
現
在
と
、
第
三
句
以
下
の

｢

子｣

が
尋
ね
た
過
去
と
が
一
首
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、｢

寄
物
陳
思｣

の
歌
と
し
て
、
景
と

情
と
の
対
応
が
不
明
確
と
な
る
た
め
、
採
り
が
た
い
。

④
の

｢

モ
ト
ニ
ワ
ヲ
タ
テ｣
は
、｢

子｣

が

｢

我｣

で
あ
る
詠
み
手
を

｢

橘｣

の
木
の
下
に
立
た
せ
て
、｢

子｣

が

｢

下
枝｣

を

｢

取
り｣

、

詠
み
手
に
尋
ね
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。｢

立
つ｣

を
他
動
詞
と
し
て
理
解
す
る
の
だ
が
、
⑤
を
支
持
す
る
森
本
が

｢

人
を
、
佇
立
さ
せ
る
と

云
ふ
意
味
の

｢

立
つ

(

他
動
詞)｣

と
い
ふ
の
が
、
集
中
の
用
例
甚
だ
稀
で
あ
る｣

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
を
立
た
せ
る
意
の
他
動
詞

｢

立

つ｣

は
以
下
の
よ
う
に
東
歌
に
三
例
み
ら
れ
る
。

１
麁あ

ら

玉た
ま

の
寸き

戸へ

の
林
に
汝な

を
立
て
て
行ゆ

き
か
つ
ま
し
じ
寝い

を
先
立

さ

き

だ

た
ね

(

⑭
三
三
五
三

東
歌

遠
江
国
相
問)

２
に
ほ
鳥ど

り

の
葛
飾

か
づ
し
か

早
稲

わ

せ

を
に
へ
す
と
も
そ
の
か
な
し
き
を
外と

に
立
て
め
や
も

(

⑭
三
三
八
六

東
歌

下
総
国
相
問)

３
梓

あ
づ
さ

弓ゆ
み

欲よ

良ら

の
山
辺

や

ま

へ

の
し
げ
か
く
に
妹
ろ
を
立
て
て
さ
寝ね

処ど

払は
ら

ふ
も

(

⑭
三
四
八
九

東
歌

未
勘
国
相
問)

１
は
旅
立
ち
の
見
送
り
に

｢

汝｣

で
あ
る
妻
を

｢

寸
戸
の
林｣

に
立
た
せ
た
こ
と
、
２
は

｢

葛
飾
早
稲
を
に
へ
す｣

つ
ま
り
新
嘗
の
祭
り
の

際
で
あ
っ
て
も
愛
し
い
恋
人
を
戸
外
に
立
た
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
３
は
共
寝
の
床
を
整
え
る
た
め

｢

妹
ろ｣

を
山
の
繁
み
に
立
た
せ

た
こ
と
が
詠
ま
れ
る
。
見
送
り
や
戸
外
で
の
共
寝
の
準
備
の
た
め
に
、
男
性
が
女
性
を
立
た
せ
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
神
を
迎
え
る
祭
り
の
際

四



で
あ
っ
て
も
、
女
性
が
男
性
を
立
た
せ
る
こ
と
は
詠
ま
れ
な
い
。
当
該
の
二
四
八
九
番
歌
に
お
い
て
も
、
女
性
で
あ
る

｢

子｣

が
男
性
で
あ
る

｢
君｣
を
立
た
せ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

⑤

｢
モ
ト
ワ
レ
ト
タ
チ｣

は
、
詠
み
手
と

｢

子｣

と
が
共
に

｢

橘｣

の
木
の
下
に
立
ち
、
詠
み
手
に

｢

子｣

が
尋
ね
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

二
人
で
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
主
体
の
転
換
は
生
じ
ず
、
無
理
の
な
い
解
釈
で
あ
る
。
だ
が
、
注
釈
が

｢｢

と
共
に｣

の
意
の

｢

と｣

は
…
…

表
記
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
通
例｣

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
助
詞

｢

ト｣

は
人
麻
呂
関
係
歌
に
お
い
て
以
下
の
表
記
例
が
あ
る

(

５)

。

ａ

｢

妹い
も

等と

吾わ
が

見み
し｣

(

⑨
一
七
九
八)

ｂ

｢

君き
み

与と

時
々

と
き
ど
き｣

(

②
一
九
六)

ｃ

｢

妹い
も

与と

吾
わ
れ
と｣

(

⑦
一
二
九
〇)

ｄ

｢

孫ひ
こ

星ほ
し

与と

織

女

た
な
ば
た
つ
め
と｣

(
⑩
二
〇
二
九)

ｅ

｢

汝
い
ま
し
と

吾
あ
れ
と｣

(

⑪
二
四
一
九)

ａ
は

｢

等｣

、
ｂ
は

｢

与｣

で
表
記
さ
れ
、
ｃ
で
は

｢

妹｣
｢

吾｣

、
ｄ
で
は

｢

孫
星｣

｢

織
女｣

の
間
に

｢

与｣

が
あ
り

｢

ト｣

の
訓
み
添
え

は
容
易
で
あ
る
。
ま
た
無
表
記
例
の
ｅ
も

｢

汝｣
｢

吾｣

が
並
記
さ
れ
る
た
め

｢

ト｣

は
容
易
に
訓
み
添
え
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
麻
呂

関
係
歌
に
お
い
て

｢

共
に｣

の
意
の
助
詞

｢

ト｣

は
、
表
記
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は

｢

共
に｣

の
対
象
が
並
記
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
当
該
の
二
四
八
九
番
歌
で
は

｢

共
に｣

の
対
象
は
並
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、｢

ト｣

の
訓
み
添
え
を
行
う
こ
と
は
不
適
当
と
言
え
る
。

⑥

｢

モ
ト
ニ
ワ
ガ
タ
チ｣

は
、｢

橘｣

の
木
の
下
に
、
単
数

｢
私
が
立
っ
て｣

、
複
数

｢

私
た
ち
二
人
が
立
っ
て｣

と
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。

単
数
と
す
る
井
上
新
考
は
、｢

ワ｣

を

｢

男
子�
作
者｣

と
し

｢

君｣
を

｢

媒｣

と
理
解
す
る
。
だ
が
、
媒
介
者
を
詠
み
手
が

｢

君｣

と
呼
ん

だ
と
捉
え
る
の
は
、
万
葉
集
の
例
に
照
ら
し
て
、
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

複
数
と
す
る
全
集
が

｢

ワ｣

を

｢

こ
の
ワ
は
、
わ
れ
わ
れ
。｣

と
複
数
と
指
摘
し
て
以
来
、
多
く
の
注
釈
書
が
こ
れ
に
従
う
。
菊
澤
季
生
は

｢

假
字
書
き
の
確
か
な｣

ワ
・
ワ
レ
は

｢

複
數
的
、
一
般
的｣

と
し
、
ア
・
ア
レ
が

｢
單
數
的
、
孤
獨
的

(

従
っ
て
愛
戀
的)｣

で
あ
る
と
し
、

一
人
称
複
数
の

｢

ワ｣

の
存
在
を
指
摘
す
る

(

６)

。
⑥

｢

モ
ト
ニ
ワ
ガ
タ
チ｣

を
採
用
す
る
の
は
、
特
に
言
及
が
な
い
も
の
が
多
い
が
、
菊
澤
の
指

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

五



摘
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
ろ
う

(

７)

。
二
四
八
九
番
歌
を
一
人
称
複
数
で
解
釈
す
る
と
、｢

我｣

と

｢

子｣

の
私
た
ち
二
人
で

｢

橘｣

の
木
の
下
に

立
ち
、
そ
の
時
に

｢

子｣

が

｢

橘｣

の

｢

下
枝｣

を
手
に
取
り
、｢

我｣

に

｢

成
ら
む
や
、
君｣

と
尋
ね
、
そ
の

｢

子｣

を
思
い
出
す
歌
と
な

る
。｢
我｣
を

｢

私
た
ち
二
人｣

と
理
解
す
る
と
、
歌
の
中
で
行
為
主
体
の
転
換
が
生
じ
ず
、｢

我｣

と

｢

子｣

と
が
体
験
し
た
過
去
と
な
る
た

め
、
⑥

｢
モ
ト
ニ
ワ
ガ
タ
チ｣

と
訓
読
し
、
一
人
称
複
数
の

｢

ワ｣

と
解
釈
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
二
四
八
九
番
歌
は
、｢

橘｣

の

木
の
下
で
の

｢
我｣
と
あ
の

｢

子｣

と
の
逢
瀬
を
追
憶
す
る
歌
な
の
で
あ
る
。

二

｢

橘｣

の

｢
本も

と｣
で
の
逢
瀬

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
二
四
八
九
番
歌
は
、｢

橘｣

の
木
の
下
で
の

｢

我｣

と

｢

子｣

と
の
逢
瀬
の
記
憶
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。｢

木
に
寄
せ
る｣
と
い
う

｢

寄
物
陳
思｣

の
形
式
を
持
つ
二
四
八
九
番
歌
に
お
い
て
、｢

橘｣

の
木
は
、
逢
瀬
の
記
憶

を
導
く
景
物
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

｢

橘｣

と
は
、
コ
ミ
カ
ン
と
称
さ
れ
る
紀
州
み
か
ん
、
あ
る
い
は
ニ
ッ
ポ
ン
タ
チ
バ
ナ

(

ヤ
マ
ト
タ
チ
バ
ナ)

の
こ
と
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ

も
、
二
〜
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
る
常
緑
小
高
木
で
あ
り
、
五
六
月
に
香
り
の
高
い
白
い
花
を
咲
か
せ
る
。
直
径
三
〜
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
滑
ら
か
な
実
が
十
二
月
頃
に
熟
す

(

８)

。
二
四
八
九
番
歌
で
は
、
花
を
咲
か
せ
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、
ま
だ
実
を
つ
け
て
い
な
い

｢

橘｣

が

詠
ま
れ
て
い
る
。｢

子｣

が

｢

橘｣

の

｢

下
枝｣

を
手
に
取
り

｢

成
ら
む
や
、
君｣

と
問
う
の
は
、
早
く
に
拾
穂
抄
が

｢

人
の
あ
ふ
事
を
な
る

と
い
へ
は
な
る
へ
し｣

、
代
匠
記
初
稿
本
が

｢

戀
の
成
就
す
る
に
よ
そ
へ
た
る
な
り｣

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

我｣

二
人
の
恋
の
行
く
末
を
尋

ね
る
こ
と
で
あ
る
。

本
節
で
は
、｢

橘｣

の

｢

本｣

で
の
逢
瀬
に
つ
い
て
、
植
物
が
実
る
こ
と
の
意
味
と
植
物
を
手
に
取
る
行
為
に
注
目
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

六



〈｢
橘｣

の
実
り〉

万
葉
集
に
お
い
て
、
植
物
の
成
長
と
恋
の
進
展
と
を
重
ね
て
詠
む
例
が
あ
る

(

９)

。
諸
注
釈
書
に
お
い
て
、
指
摘
が
あ
る
の
は
以
下
の
二
首
で
あ

る
。

４
向む

か

つ
峰を

に
立
て
る
桃 も

も

の
木
成
ら
め
や
と
人
そ
さ
さ
や
く
汝な

が
心
ゆ
め

(

⑦
一
三
五
六

作
者
未
詳)

５
大
和

や

ま

と

の
室
生

む

ろ

ふ

の
毛 け

桃 も
も

本
繁

も
と
し
げ

く
言
ひ
て
し
も
の
を
成
ら
ず
は
止や

ま
じ

右
の
一
首
、
菓

こ
の
み

に
寄
せ
て
思
ひ
を
喩
へ
た
る
な
り

(

⑪
二
八
三
四

作
者
未
詳)

４
は
井
上
新
考
が
類
歌
と
し
た
譬
喩
歌

｢

木
に
寄
せ
る｣

、
５
は
新
大
系
・
岩
波
文
庫
が
指
摘
し
た

｢

菓
に
寄
せ
た｣

譬
喩
歌
で
あ
る
。
４

は

｢

桃｣

・
５
は

｢

毛
桃｣

が

｢

成
る｣
つ
ま
り
実
る
こ
と
に
恋
愛
の
成
就
が
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
５
は
打
ち
消
し
意
思

｢

じ｣

を
伴
い
、
恋

を
成
就
さ
せ
る
と
い
う
強
い
思
い
を
詠
み
、
４
は
、
人
は
実
ら
な
い
と
い
う
が
あ
な
た
の
心
は
揺
ら
い
で
は
い
け
な
い
と
、
禁
止
表
現

｢

ゆ
め｣

を
伴
い
、
恋
の
成
就
を
強
く
願
う
。
進
展
し
結
実
さ
せ
た
い
と
強
く
思
う
恋
が
、
植
物
の

〈

実
り〉

に
譬
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

当
該
の
二
四
八
九
番
歌
と
同
じ
く
、｢

橘｣

が

｢

成
る｣
こ
と
を
詠
む
の
は
以
下
の
二
例
で
あ
る
。

６
我
妹
子

わ

ぎ

も

こ

が
や
ど
の
橘
い
と
近
く
植
ゑ
て
し
故ゆ

ゑ

に
成
ら
ず
は
止や

ま
じ

(

③
四
一
一

作
者
未
詳)

７
君
が
家い

へ

の
花
橘
は
な
り
に
け
り
花
な
る
時
に
逢あ

は
ま
し
も
の
を

(

⑧
一
四
九
二

遊
行
女
婦)

６
は
、
次
の
坂
上
郎
女
の
橘
の
歌
に
対
し
応
え
た
歌
で
あ
る
。

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

七



大
伴
坂
上
郎
女

お
ほ
と
も
の
さ
か
の
う
へ
の
い
ら
つ
め

の
橘

た
ち
ば
な

の
歌
一
首

橘
を
や
ど
に
植う

ゑ
生お

ほ
し
立
ち
て
居ゐ

て
後の

ち

に
悔く

ゆ
と
も
験

し
る
し

あ
ら
め
や
も

(

四
一
〇)

坂
上
郎
女
の
歌
で
は
、｢

橘｣

を
大
切
に
育
て
た
こ
と
が
歌
わ
れ
、
６
は
、
す
ぐ
近
く
に
植
え
ら
れ
た
そ
の

｢

橘｣

を
実
ら
せ
な
い
ま
ま
で

終
わ
ら
せ
な
い
と
歌
う
大
伴
駿
河
麻
呂
の
作
と
も
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。｢

橘｣

は
手
塩
に
か
け
て
育
て
た
娘
の
譬
喩
で
あ
り
、
そ
の
娘
と
の
恋

の
成
就
が

｢

橘｣

が

｢
成
る｣

こ
と
に
譬
え
ら
れ
る
。
６
で
も
打
ち
消
し
意
思

｢

じ｣

が
用
い
ら
れ
、｢

橘｣

の

〈

実
り〉

、
す
な
わ
ち
恋
の
成

就
へ
の
熱
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
７
は
、
実
っ
て
し
ま
っ
た

｢

橘｣

が

｢

花｣

で
あ
っ
た
時
に
出
会
い
た
か
っ
た
と
歌
う
。
他
の
人

と
成
就
し
て
し
ま
っ
た
恋
が

｢
橘｣
の

〈

実
り〉

と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
他
の
人
が
入
り
込
む
余
地
の
な
い
結
び
つ
き
の
強
い
恋
の
成
就
だ

か
ら
こ
そ
、
散
っ
て
し
ま
う
花
で
は
な
く
、
堅
い
実
に
譬
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
植
物
の

〈

実
り〉

は
恋
の
成
就
の
比
喩
で
あ
り
、
そ
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
不
安
定
で
は
か
な
い
恋
を
、
堅
く
結
実
さ
せ

た
い

(

さ
せ
た
か
っ
た)

と
い
う
強
い
願
い
が
あ
る
。

〈

植
物
を
手
に
取
る
意
味〉

次
に
、
植
物
を
手
に
取
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
二
四
八
九
番
歌
の

｢

下
枝
取
り｣

に
つ
い
て
、
集
成
・
釈
注
は
と

も
に

｢

枝
を
取
り
持
て
ば
木
精

も
く
せ
い

が
感
染
し
、
よ
い
事
が
あ
る
と
さ
れ
た｣

と
述
べ
る
。
確
か
に
、
古
事
記
の
思
国
歌
の

｢

髻う

華づ

に
挿さ

せ

そ
の

子｣
(

日
本
書
紀
で
は
思
邦
歌

｢

髻う

華づ

に
挿さ

せ

此こ

の
子｣)

の
よ
う
に
、
植
物
を
手
に
と
る
行
為
に
は
呪
的
力
を
得
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る

〈

共

感
呪
術〉

の
発
想
が
基
盤
に
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
思
国
歌
の
場
合
も

｢
熊
白
檮
が
葉｣

と
い
う
生
命
力
豊
か
な
植
物
を

｢

髻
華｣

に
挿
す
、

つ
ま
り
髪
に
挿
し
身
体
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、〈

共
感
呪
術〉

に
お
い
て
は
手
に
取
る
こ
と
の
意
義
は
薄
い
。
万
葉
集
に
お
い

て
は
、
植
物
を
手
に
取
る
こ
と
が
、
以
下
の
よ
う
に
愛
し
い
者
と
の
関
係
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

八



８
な
で
し
こ
が
そ
の
花
に
も
が
朝あ

さ

な
朝さ

な
手
に
取
り
持
ち
て
恋
ひ
ぬ
日
な
け
む

(

③
四
〇
八

大
伴
家
持)

９
目
に
は
見
て
手
に
は
取
ら
え
ぬ
月
の
内う

ち

の
桂

か
つ
ら

の
ご
と
き
妹い

も

を
い
か
に
せ
む

(

④
六
三
二

湯
原
王)

10
向む

か

つ
峰を

の
若 わ

か

桂
か
つ
ら

の
木
下
枝

し

づ

え

取
り
花
待
つ
い
間ま

に
嘆
き
つ
る
か
も

(

⑦
一
三
五
九

作
者
未
詳)

11
こ
の
し
ぐ
れ
い
た
く
な
降
り
そ
我
妹
子

わ

ぎ

も

こ

に
見
せ
む
が
た
め
に
黄
葉

も

み

ち

取
り
て
む

(

⑲
四
二
二
二

久
米
広
縄)

８
は
、
な
で
し
こ
の
花
で
あ
れ
ば
毎
朝

｢

手
に
取
り
持｣

っ
て
恋
い
慕
う
だ
ろ
う
と
、
家
持
が
大
嬢
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
９
は
、
目
で
は

見
え
る
が

｢

手
に
は
取｣

る
こ
と
の
で
き
な
い
中
国
の
俗
信
に
基
づ
く

｢

月
の
内
の
桂｣

に

｢

妹｣

を
譬
え
た
湯
原
王
の
歌
で
あ
る
。
10
は
譬

喩
歌

｢

木
に
寄
せ
る｣

で
あ
り
、｢
若
桂
の
木｣

の

｢

下
枝｣

を
手
に
取
り

｢

花｣

が
咲
く
の
を
待
つ
間
に
何
度
も
嘆
い
た
こ
と
が
歌
わ
れ
る
。

｢

若
桂｣

に
は
う
ら
若
い
女
性
が
譬
え
ら
れ
、
そ
の
少
女
が

｢

花｣

を
咲
か
せ
る
、
つ
ま
り
成
長
す
る
ま
で
待
つ
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

向

つ
峰｣

に
あ
る
よ
う
な
自
分
と
は
離
れ
た
存
在
の
少
女
を
そ
ば
近
く
に
置
き
、
何
度
も
嘆
く
ほ
ど
成
長
す
る
の
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
こ
と
が

詠
ま
れ
る
。
ま
た
宴
席
歌
で
あ
る
11
で
は
、｢

我
妹
子｣
に
見
せ
よ
う
と

｢

黄
葉｣

を
手
に

｢

取｣

る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

男
性
が
植
物
を
手
に
取
る
例
で
は
あ
る
が
、
美
し
い
植
物
は
11
の
よ
う
に
折
り
取
っ
て
二
人
で
賞
美
す
る
も
の
で
あ
り
、
８
の
よ
う
に
離
れ
た

思
い
人
に
触
れ
る
こ
と
が
身
近
に
あ
る

｢

な
で
し
こ｣

を
手
折
る
こ
と
に
仮
託
さ
れ
、
９
に
お
い
て
は
植
物
も
恋
人
も
愛
で
る
だ
け
で
な
く
、

手
元
に
置
き
触
れ
た
い
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
植
物
の
成
長
は
恋
の
進
展
を
も
意
味
し
、
本
来
な
ら
ば
心
待
ち
に
す
る
も
の
で

あ
る
。
だ
が
、
10
で
は
、｢

向
つ
峰｣

と
い
う
自
分
と
は
縁
の
薄
い
場
所
に
い
る

｢

若
桂｣

に
譬
え
ら
れ
る
よ
う
な
少
女
が
詠
ま
れ
る
。
自
分

と
は
遠
い
存
在
で
あ
る
た
め
、
少
女
は
今
後
は
誰
と
恋
に
落
ち
る
か
も
分
か
ら
な
い
。
手
に
取
り
そ
ば
に
置
き
、
自
分
と
の
恋
の
成
就
を
願
う

が
、
そ
ば
に
置
い
て
も
な
お
何
度
も
嘆
い
て
し
ま
う
の
だ
。
恋
と
は
、
手
元
に
あ
っ
て
も
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
う

か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
植
物
を
手
に
取
る
の
は
、
確
信
を
持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
相
手
の
心
や
壊
れ
や
す
い
恋
の
関
係
を
、
し
っ
か
り
と
つ

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

九



な
ぎ
止
め
た
い
、
と
い
う
思
い
に
裏
打
ち
さ
れ
た
行
為
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
当
該
の
二
四
八
九
番
歌
に
お
い
て

｢

子｣

が

｢

橘｣

の

｢

下
枝｣

を
手
に
取
り
、｢

成
ら
む
や
、
君｣

と
尋
ね
る
の
は
、

｢

子｣
は

｢
我｣

二
人
の
恋
の
行
く
末
を
心
に
鮮
明
に
描
き
、
そ
の
恋
の
成
就
を
強
く
願
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。｢

橘｣

の

｢

下
枝｣

が
必
ず
実
を
つ
け
る
よ
う
に
、｢

子｣

自
身
の
思
い
は
決
ま
っ
て
お
り
、
恋
の
行
方
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
と

｢

君｣

に
尋
ね
る
の

で
あ
る
。
岩
波
文
庫
は

｢

恋
の
行
く
末
を
不
安
が
る
女
の
言
葉｣

と
指
摘
す
る
が
、
覚
悟
を
決
め
た

｢

子｣

が
、
二
人
の
恋
の
行
く
末
を

｢

君｣

に
委
ね
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、｢

子｣

が
強
く
願
う
恋
の
成
就
の
比
喩
と
し
て
、
数
あ
る

〈

実
り〉

の
中
で
、｢

橘｣

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
常
緑
樹
で
あ
る

｢

橘｣

は
、
佐
佐
木
評
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に

｢

當
時
街
路
樹
と
し
て
植
ゑ
ら
れ
た｣

も
の
で
も
あ
る
。
雄
略
紀
十
三
年

三
月
条
に

｢

餌え

香か
の

市
辺

い
ち
の
へ

の
橘
の
本｣
と
あ
り
、
餌
香
の
市
に
は

｢

橘｣

が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
万
葉
集
に
も
街
路
樹
の

｢

橘｣

を
詠
む
以
下
の
歌
が
あ
る
。

12
橘

た
ち
ば
な

の
影か

げ

踏
む
道
の
八
衢

や
ち
ま
た

に
物
を
そ
思
ふ
妹
に
逢あ

は
ず
し
て

(

②
一
二
五)

13
橘

た
ち
ば
な

の
本も

と

に
道
踏ふ

む
八
衢

や
ち
ま
た

に
物
を
そ
思
ふ
人
に
知
ら
え
ず

(

⑥
一
〇
二
七)

12
は
園
臣
生
羽
の
娘
を
娶
っ
て
間
も
な
く
病
に
臥
し
た
三
方
沙
弥
が
作
っ
た
歌
三
首
の
内
の
一
首
、
13
は
豊
島
采
女
の
歌
あ
る
い
は
12
の
歌

を
知
っ
て
い
た
豊
島
采
女
が

｢

口
吟｣

し
た
と
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
12
・
13
に
は
道
が
分
岐
す
る

｢

八
衢｣

で
の
逢
瀬
が
詠
ま
れ
る
。｢

八
衢｣

は
多
く
の
道
が
集
合
す
る
辻
で
あ
り
、｢

市｣

と
同
様
に
人
の
往
来
の
多
い
交
通
の
要
所
で
も
あ
る
。｢

市｣

や

｢

八
衢｣

に
植
え
ら
れ
た

｢

橘｣

の

｢

影｣

を
踏
み
、｢

妹｣

に
逢
う
こ
と
も
な
く

(

用
例
12)

、
あ
る
い
は
人
知
れ
ず

(

用
例
13)

、
思
い
悩
み
な
が
ら
道
を
歩
く
こ
と
が
歌
わ

れ
る
。｢

橘｣

が
植
え
ら
れ
た
道
は
、｢

恋
の
通
い
路｣

(

全
註
釈)

で
あ
り
、｢

橘｣

の
木
蔭
は
逢
瀬
の
場
と
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
男
女
の
出
会

一
〇



い
の
場
と
な
っ
た

｢

橘
の
本｣

で
の
逢
瀬
が
叶
わ
な
い
時
、
入
り
組
ん
だ
分
か
れ
道
の
よ
う
に
物
思
い
に
沈
む
の
で
あ
る
。

｢
橘
の
本｣

は
、
男
女
の
恋
を
想
起
さ
せ
る
場
で
あ
り
、
当
該
の
二
四
八
九
番
歌
も
、
男
女
の
思
い
出
の
場
で
あ
る

｢

橘
の
本｣

で
の
逢
瀬

が
描
か
れ
て
い
る

(�)
。
二
四
八
九
番
歌
は
、
多
く
の
男
女
が
恋
を
成
就
さ
せ
た
で
あ
ろ
う

｢

橘
の
本｣

で
、｢

我｣

二
人
の
恋
の
成
就
を
尋
ね
た

｢

子｣

を
回
想
す
る
。｢

橘｣

の

｢

下
枝｣

を
手
に
取
り

｢

成
ら
む
や
、
君｣

と
尋
ね
た
の
は
、｢

子｣

の
思
い
は
決
ま
っ
て
お
り
、
恋
の
行
く

末
を

｢

君｣

に
委
ね
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た

｢

子｣

を
追
慕
す
る
の
は
、
早
く
に
代
匠
記
が

｢

後
は
あ
ひ
み
ぬ｣

と
指
摘
す
る
よ

う
に
、
恋
が
成
就
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
多
く
の
男
女
が
恋
を
成
就
さ
せ
た

｢

橘
の
本｣

で
の
逢
瀬
で
あ
る
が
、｢

我｣

二
人

の
恋
は
実
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

｢

は
も｣

に
よ
る
回
想

こ
こ
で
、
成
就
し
な
か
っ
た

｢

恋｣

が
、｢
は
も｣

に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。｢

は
も｣

は

『

時
代
別
国
語
大
辞
典

上

代
編』

に
お
い
て
、

特
別
な
、
極
限
的
な
状
況
に
あ
る
対
象
へ
の
詠
歎
に
な
り
や
す
く
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
話
し
手
と
過
去
に
特
定
の
交
渉
が
あ
っ

て
現
在
は
存
在
し
な
い
も
の
や
遠
く
離
れ
て
い
る
も
の
の
表
現
に
適
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
在
は
交
渉
の
な
い
対
象
を
回
想
し
た
際
に
生
じ
る
詠
嘆
の
表
現
で
あ
る
。｢

は
も｣

が
描
く
の
は
ど
の
よ
う
な
回

想
で
あ
る
の
か
に
注
目
し
論
じ
て
い
き
た
い
。

万
葉
集
に
お
い
て
文
末
に
用
い
ら
れ
る

｢

は
も｣

は
二
八
例
あ
り
、
回
想
す
る
対
象
は
場
所

(

三
例)

・
景
物

(

五
例)

・
人
物

(

当
該
歌
を

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

一
一



含
め
二
一
例)

で
あ
る

(�)
。｢

は
も｣

に
人
物
が
上
接
す
る
例
の
内
、｢

隠
り
妻｣

を
回
想
す
る
の
が
四
例
、
当
該
の
二
四
八
九
番
歌
と
同
じ
く
言

葉
を
発
し
た
さ
ま
を
回
想
す
る
も
の
が
七
例
あ
る
。

以
下
が

｢

隠
り
妻｣

に
下
接
す
る
例
で
あ
る
。

14
秋あ

き

萩は
ぎ

の
花は

な

野の

の
す
す
き
穂ほ

に
は
出い

で
ず
我
が
恋こ

ひ
渡わ

た

るる

隠こ
も

り
妻づ

ま

は
も

(

⑩
二
二
八
五

作
者
未
詳)

15
色
に
出い

で
て
恋こ

ひ
ば
人
見
て
知
り
ぬ
べ
し
心
の
中う

ち

の
隠こ

も

り
妻づ

ま

は
も

(

⑪
二
五
六
六

作
者
未
詳)

16
し
な
が
鳥と

り

猪ゐ

名な

山や
ま

と
よ
に
行ゆ

く
水
の
名
の
み
寄よ

そ
り
し
隠こ

も

り
妻づ

ま

は
も

〈

一
に
云
ふ
、｢

名
の
み
寄
そ
り
て
恋
ひ
つ
つ
や
あ
ら
む｣〉

(

⑪
二
七
〇
八

作
者
未
詳)

17
里さ

と

中な
か

に
鳴
く
な
る
鶏か

け

の
呼
び
立
て
て
い
た
く
は
鳴
か
ぬ
隠こ

も

り
妻づ

ま

は
も

〈

一
に
云
ふ
、｢

里
と
よ
め
鳴
く
な
る
鶏か

け

の｣〉
(

⑪
二
八
〇
三

作
者
未
詳)

い
ず
れ
も
秘
め
た
恋
を
詠
む
が
、
14
・
15
で
は
人
目
を
恐
れ
心
の
中
で
思
う

｢

隠
り
妻｣

、
16
で
は
噂
を
立
て
ら
れ
た

｢

隠
り
妻｣

、
17
で
は

人
の
耳
を
恐
れ
声
を
上
げ
て
泣
か
な
い

｢

隠
り
妻｣

が
回
想
さ
れ
て
い
る
。
秘
す
べ
き
恋
を
す
る

｢

隠
り
妻｣

は
、
自
ら
の
意
思
や
恋
の
状
況

の
詳
細
が
描
か
れ
な
い
。
そ
れ
故
、｢

は
も｣

に
よ
っ
て
、
14
・
15
の
よ
う
に
詠
み
手
の
心
の
内
、
16

｢

し
な
が
鳥
猪
名
山
と
よ
に
行
く
水
の

名
の
み
寄
そ
り
し｣

と
い
う
立
て
ら
れ
た
噂
の
大
き
さ
、
17
外
聞
を
恐
れ
て
泣
か
な
い
女
性
の
姿
が
回
想
さ
れ
る
。｢

隠
り
妻｣

は
そ
の
恋
を
、

い
か
に
秘
す
べ
き
だ
っ
た
か
、
ど
の
よ
う
に
隠
し
た
か
、
と
い
う
点
が
回
想
の
中
心
と
な
る
。
恋
の
詳
細
を
語
る
よ
り
も
、｢

隠
り
妻｣

と
の

秘
め
た
恋
そ
の
も
の
が
歌
の
テ
ー
マ
と
な
る
た
め
、
心
の
内
や
噂
の
大
き
さ
、
泣
き
方
を
具
体
的
に
描
写
し
な
が
ら

｢

は
も｣

に
よ
っ
て
回
想

す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
当
該
の
二
四
八
九
番
歌
と
同
じ
く
、
言
葉
を
発
す
る
様
を
回
想
す
る
の
が
、
以
下
の
例
で
あ
る
。

一
二



18
か
く
の
み
に
あ
り
け
る
も
の
を
萩は

ぎ

の
花
咲
き
て
あ
り
や
と
問
ひ
し
君
は
も

(

③
四
五
五

余
明
軍)

19
泊は

つ

瀬せ

川が
は

速は
や

み
早
瀬
を
む
す
び
上
げ
て
飽あ

か
ず
や
妹い

も

と
問
ひ
し
君
は
も

(

⑪
二
七
〇
六

作
者
未
詳)

20
朝あ

さ

な
朝さ

な
草
の
上う

へ

白
く
置
く
露
の
消け

な
ば
共
に
と
言
ひ
し
君
は
も

(

⑫
三
〇
四
一

作
者
未
詳)

21
夕
さ
れ
ば
み
山
を
去
ら
ぬ
布に

の

雲ぐ
も

の
あ
ぜ
か
絶
え
む
と
言
ひ
し
児こ

ろ
は
も

(

⑭
三
五
一
三

東
歌

未
勧
国
雑
歌)

22
大お

ほ

き
海う

み

の
奥
か
も
知
ら
ず
行ゆ

く
我わ

れ

を
何い

時つ

来き

ま
さ
む
と
問
ひ
し
児こ

ら
は
も

(

⑰
三
八
九
七

作
者
不
審)

23
大
君

お
ほ
き
み

の
命
恐

み
こ
と
か
し
こ

み
出い

で
来
れ
ば
我わ

ぬ

取
り
付
き
て
言
ひ
し
児こ

な
は
も

(

⑳
四
三
五
八

防
人
歌)

24
闇や

み

の
夜よ

の
行ゆ

く
先
知
ら
ず
行ゆ

く
我わ

れ

を
何い

時つ

来き

ま
さ
む
と
問
ひ
し
児こ

ら
は
も

(

⑳
四
四
三
六

防
人)

18
は
、
大
伴
旅
人
が
亡
く
な
っ
た
際
に
、
余
明
軍
が
思
慕
し
て
作
っ
た
歌
で
あ
る
。
旅
人
が

｢

萩
の
花
は
咲
い
て
い
る
か｣

と
尋
ね
た
こ
と

が

｢

か
く
の
み
に
あ
り
け
る
も
の｣

と
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
死
と
と
も
に
回
想
さ
れ
て
い
る
。
19
は
、
寄
物
陳
思

｢

川
に
寄
せ
る｣

の
歌
で
、

泊
瀬
川
の
早
瀬
の
水
を
手
で
す
く
い
上
げ
て

｢

飽
き
る
こ
と
は
な
い
か
、
妹｣

と
尋
ね
た

｢

君｣

が
詠
ま
れ
る
。
18
・
19
は
現
状
へ
の
問
い
の

回
想
で
あ
る
。
18
は

｢

萩
の
花｣

が
咲
き
始
め
る
七
月
二
五
日
に
詠
ま
れ
、
旅
人
は

｢

萩｣

の
開
花
を
心
待
ち
に
し
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
19
の
速
い
速
度
で
流
れ
る
水
を
す
く
い
上
げ

｢
飽
か
ず
や｣

と
尋
ね
る
の
は
、
自
分
た
ち
二
人
の
仲
に
飽
く
こ
と
は
な
い
か
、

と
い
う
意
味
も
あ
わ
せ
も
つ
。｢

君｣

は
、
二
人
の
恋
が
流
れ
る
こ
と
な
く
つ
な
い
で
お
き
た
い
と
思
い
、｢

妹｣

に
も
思
い
を
尋
ね
る
。
18
・

19
は
、
現
状
へ
の
問
い
で
あ
り
、｢

萩
の
花｣

が
こ
れ
か
ら
も
咲
き
続
け
る
か
、
水
を
今
後
も
飽
き
る
こ
と
が
な
い
か
と
い
う
、
行
く
末
に
対

す
る
問
い
で
も
あ
る
。
19
と
同
じ
く
20
・
21
は
男
女
の
恋
の
行
く
末
を
歌
う
歌
で
あ
る
。
20
で
は
、
朝
ご
と
に
草
の
上
に
白
く
置
く
露
の
消
え

や
す
さ
に
重
ね

｢

消
え
る
の
な
ら
ば
共
に｣

と
言
い
、
21
で
は
、
夕
方
に
山
に
た
な
び
く

｢

布
雲｣

の
離
れ
が
た
さ
に
重
ね

｢

決
し
て
絶
え
る

こ
と
は
な
い｣

と
歌
う
。
20
・
21
と
も
に
、
恋
を
成
就
さ
せ
た
い
と
い
う
意
思
が
こ
め
ら
れ
た
問
い
が
歌
わ
れ
る
。

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

一
三



22
と
24
は
類
歌
で
、
大
海
の
果
て
も
分
か
ら
ず

(

用
例
22)

、
闇
夜
の
行
方
も
分
か
ら
な
い
ま
ま

(

用
例
24)

行
く

｢

我｣

に

｢

何
時
お
帰

り
で
す
か｣

と
尋
ね
た

｢

児｣

が
回
想
さ
れ
る
。
23
は
、
言
葉
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
大
君
の
命
令
の
ま
ま
に
出
て
来
る
と

｢

我｣

に
取
り
す

が
っ
て
言
っ
た

｢

児｣

が
回
想
さ
れ
る
。
22
・
23
・
24
は
、
男
性
の
出
立
に
際
し
、
家
に
残
る

｢

児｣

が
言
葉
を
か
け
る
例
で
あ
る
。
ま
ま
な

ら
な
い
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
取
り
す
が
り

(

用
例
23)

、｢

何
時
来
ま
さ
む｣

(

用
例
22
・
24)

と
そ
の
行
く
末
を
尋
ね
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ

う
。ま

た
、
景
行
記
の
、
弟
橘
比
売
命
が
倭
建
命
に
歌
っ
た
歌
謡
に
も

｢

は
も｣

が
詠
ま
れ
る
。

さ
ね
さ
し

相
模

さ

が

む

の
小
野

を

の

に

燃
ゆ
る
火
の

火ほ

中な
か

に
立
ち
て

問
ひ
し
君
は
も

(

二
四
番
歌
謡)

弟
橘
比
売
命
が
、
航
行
不
能
と
な
る
ほ
ど
荒
れ
た
走
水
の
海
に
、
倭
建
命
の
身
代
わ
り
と
な
り
、
入
水
し
た
際
の
歌
謡
で
あ
る
。
相
模
の
小

野
で
、
国
造
に
欺
か
れ
放
た
れ
た
炎
が
燃
え
広
が
る
中
に
立
ち
、
呼
び
か
け
た
倭
建
命
が
回
想
さ
れ
る
。
倭
建
命
の

｢

問
ひ｣

の
言
葉
は
不
明

だ
が
、
死
を
覚
悟
し
た
弟
橘
比
売
命
は
、
災
禍
に
巻
き
込
ま
れ
た
倭
建
命
が
自
分
へ
呼
び
か
け
た
姿
を
回
想
す
る
の
で
あ
る
。
野
火
の
難
に
お

い
て
、
倭
建
命
は

｢

窮
地
に
あ
っ
て
も
妻
へ
の
思
い
を
保
ち
続
け｣

(

新
編

『

古
事
記』

頭
注)

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
窮
地
に
お
い
て
相
手

を
呼
ぶ
の
は
、
そ
の
相
手
と
の
つ
な
が
り
を
こ
れ
か
ら
先
も
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
二
人
の
繋
が
り
を
信
じ
た
倭
建
命
の
姿
を
回
想
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
思
い
が
達
成
さ
れ
な
い
現
在
を
悲
劇
的
に
描
き
出
す
。

｢

は
も｣

に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
る
の
は
、
現
在
は
自
分
と
は
離
れ
て
し
ま
っ
た
相
手
で
あ
る
。
そ
の
相
手
は
、
詠
み
手
あ
る
い
は
相
手
自
身

に
関
わ
る
行
く
末
を
尋
ね
る
。
問
い
や
言
葉
を
投
げ
か
け
た
相
手
が
回
想
さ
れ
る
の
は
、
相
手
か
ら
の
問
い
、
す
な
わ
ち
相
手
が
信
じ
た
行
く

末
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
愛
惜
と
悔
恨
の
情
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。｢
は
も｣

に
よ
る
回
想
は
、
記
憶
の
中
に
あ
る
揺
る
ぎ
な
い

思
い
を
抱
い
た
相
手
を
、
直
接
話
法
を
用
い
鮮
明
に
描
き
出
す
の
で
あ
る
。

一
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用
例
14
〜
20
・
古
事
記
二
四
番
歌
謡
の
よ
う
に
、｢

は
も｣

は
、
二
人
の
行
く
末
を
信
じ
る
問
い
を
行
う
相
手
の
姿
を
回
想
し
、
現
在
に
お

い
て
そ
う
し
た
行
く
末
は
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
表
現
な
の
で
あ
る
。

当
該
の
二
四
八
九
番
歌
は
、
ま
だ
実
ら
な
い

｢

下
枝｣

を
手
に
取
り
な
が
ら
、
す
で
に
決
意
し
た
恋
の
行
く
末
を

｢

橘
の
本｣

で
問
う
た

｢

子｣

を
追
憶
す
る
。｢

子｣

の

｢

下
枝｣

を
取
る
と
い
う
動
作
と

｢

成
ら
む
や
、
君｣

と
い
う

｢

問
ひ｣

に
寄
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
男
女
の
出

会
い
の
場
と
な
っ
た

｢
橘
の
本｣

で
の

｢

我｣

二
人
の
恋
を

｢

は
も｣

に
よ
っ
て
回
想
し
、
実
を
結
ば
な
か
っ
た
愛
惜
の
情
を
陳
べ
る
の
で
あ

る
。

四

｢

木
に
寄
せ
る｣

六
首

二
四
六
二
番
歌
は
、
巻
十
一
の

｢

寄
物
陳
思｣
に
収
載
さ
れ
て
お
り
、
二
四
八
四
〜
二
四
八
九
番
歌
ま
で
が

｢

木｣

に
寄
せ
て
思
い
を
陳
べ

る
歌
で
あ
る
。
こ
の
六
首
は
、
連
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、｢

木｣

に
寄
せ
た
人
麻
呂
歌
集
の
歌
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
。｢

木
に
寄
せ

て
思
ひ
を
陳
べ
る｣

六
首
を
検
討
し
、｢

木
に
寄
せ
る｣
思
い
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ア

君
来こ

ず
は
形
見

か

た

み

に
せ
む
と
我わ

が
二
人

ふ

た

り

植
ゑ
し
松
の
木
君
を
待
ち
出い

で
む

(

二
四
八
四)

イ

袖そ
で

振ふ

ら
ば
見
つ
べ
き
限
り
我わ

れ

は
あ
れ
ど
そ
の
松
が
枝え

に
隠か

く

ら
ひ
に
け
り

(

二
四
八
五)

ウ

千ち

沼ぬ

の
海
の
浜
辺

は

ま

へ

の
小
松
根ね

深
め
て
我わ

れ

恋
ひ
渡
る
人
の
児こ

故ゆ
ゑ

に

(

二
四
八
六)

或
本
の
歌
に
曰
く
、｢

千
沼
の
海
の
潮し

ほ

干ひ

の
小
松
ね
も
こ
ろ
に
恋
ひ
や
渡
ら
む
人
の
児
故
に｣

(

二
四
八
六
或
本)

エ

奈な

良ら

山や
ま

の
小
松
が
末う

れ

の
う
れ
む
ぞ
は
我わ

が
思
ふ
妹い

も

に
逢あ

は
ず
止や

み
な
む

(

二
四
八
七)

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

一
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オ

磯い
そ

の
上う

へ

に
立
て
る
む
ろ
の
木
ね
も
こ
ろ
に
な
に
し
か
深
め
思お

も

ひ
そ
め
け
む

(

二
四
八
八)

カ

橘
の
本
に
我わ

が
立
ち
下
枝
取
り
成
ら
む
や
君
と
問
ひ
し
子
ら
は
も

(

二
四
八
九)

ア
〜
エ
は

｢
松｣

、
オ
は

｢

む
ろ
の
木｣

、
当
該
の
カ
は

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋
を
詠
む
。
ア
は
、｢

我
が
二
人｣

で

｢

形
見｣

(

偲
び
草)

と
し

て
植
え
た

｢

松
の
木｣
、
そ
の
木
だ
か
ら

｢

君｣

を

｢

待
つ｣

甲
斐
が
あ
る
で
し
ょ
う
、
と

｢

松
の
木｣

に
呼
び
か
け
る
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

イ
は
、
袖
を
振
る
と
見
え
る
限
界
ま
で
立
っ
て
い
る
が
、｢

そ
の
松
が
枝｣

に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
男
性
を
見
送
る
女
性
の
歌
で
あ
る
。

ウ
は
、｢

千
沼
の
海
の
浜
辺
の
小
松｣

が
深
く
根
を
張
る
よ
う
に
、
深
く
思
い
続
け
る
、
他
の
人
の
恋
人
で
あ
る

｢

児｣

な
の
に
、
と
い
う
歌

で
あ
る
。
ウ
の
或
本
歌
は
、｢
千
沼
の
海
の｣

干
潟
の

｢

小
松｣

の
よ
う
に
ね
ん
ご
ろ
に
心
を
尽
く
し
て
恋
し
続
け
る
、
他
の
人
の
恋
人
な
の

に
、
と
い
う
歌
で
あ
る
。
エ
は
、｢
奈
良
山
の
小
松｣

の
梢
の
よ
う
に
、
ど
う
し
て
愛
し
く
思
う

｢

妹｣

に
逢
わ
ず
に
済
ま
す
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
歌
で
あ
る
。
オ
は
、｢

磯
の
上｣

に
根
を
張
る

｢

む
ろ
の
木｣

の
よ
う
に
、
ね
ん
ご
ろ
に
心
の
奥
深
く
か
ら
思
い
始
め
た
の
だ
ろ
う
、
と

い
う
歌
で
あ
る
。

ア
〜
エ
は
、
い
ず
れ
も

｢

松
に
寄
せ
る｣

歌
だ
が
、
ア
の
よ
う
に

｢

松
の
木｣

全
体
だ
け
で
は
な
く
、
イ

｢

松
が
枝｣

ウ
・
ウ
或
本

｢

小
松

根

(

ね)｣

エ

｢

小
松
が
末｣

と
、｢

松｣

の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
も

｢

寄
せ
る｣

対
象
と
な
っ
て
い
る
。

ア
は
、｢

松
の
木｣

が

｢

君｣

を
待
っ
た
甲
斐
、
つ
ま
り

｢
君｣
と
再
会
す
る
こ
と
を
叶
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
歌
う
が
、
こ
の

｢

松
の
木｣

は

｢

我
が
二
人｣

で
植
え
た

｢

形
見｣

の

｢

松
の
木｣

で
あ
る
。｢
君｣

が
い
な
い
時
の

｢

形
見｣

と
な
る

｢

松
の
木｣

は
、
そ
れ
自
身
は

｢

君｣

の
形
代
で
あ
り
、｢

ま
つ｣

と
い
う
名
は
詠
み
手
が

｢

君｣

を

｢
待
つ｣

こ
と
を
支
え
続
け
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
詠
み
手
の
願
い
を
叶
え

る
も
の
と
し
て

｢

松
の
木｣

に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。
イ
は
、
袖
を
振
り
な
が
ら
出
か
け
る
夫
が

｢

そ
の
松
が
枝｣

に
隠
れ
見
え
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歌
う
。｢

松
が
枝｣

は
、
夫
の
姿
を
遮
断
し
、
見
送
り
を
終
え
た
時
を
告
げ
る
景
物
と
な
る
。
ウ
・
ウ
或
本
歌
で
は
、｢

小

松｣

の

｢

根

(

ね)｣

が
深
く
張
る
様
が
、｢

根
深
め
て｣

｢

ね
も
こ
ろ
に｣

を
導
く
序
と
し
て
詠
ま
れ
る
。｢

人
の
児｣

と
い
う
他
の
人
の
恋
人

一
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で
あ
り
な
が
ら
心
深
く
思
う
こ
と
を
寄
せ
る
景
物
と
し
て
、
植
物
が
生
育
す
る
に
は
過
酷
な
環
境
の

｢

浜
辺｣

｢

海｣

で
も
深
く
伸
び
る

｢

小

松
根

(
ね)｣

が
詠
ま
れ
る
。
エ
で
は
同
音
の

｢

う
れ
む
ぞ｣

を
導
く
序
と
し
て

｢

奈
良
山
の
小
松
が
末う

れ｣

が
詠
ま
れ
る
。｢

う
れ
む
ぞ｣

は
反

語
を
導
く
副
詞
で
、
愛
し
く
思
う

｢

妹｣

に
ど
う
し
て
逢
わ
な
い
ま
ま
で
い
よ
う
か
、
い
や
必
ず
思
い
を
遂
げ
る
、
と
い
う

｢

妹｣

へ
の
強
い

恋
情
が
詠
ま
れ
る
。｢

奈
良
山
の
小
松｣

は
奈
良
山
に
い
る

｢

妹｣

の
姿
で
あ
り
、
自
身
の
強
い
思
い
を
そ
の

｢

小
松
が
末う

れ｣

と
い
う
景
物
の

音
に
よ
っ
て
導
く
。｢
松
に
寄
せ
る｣

歌
に
お
い
て
、
そ
の
部
位
の
特
質
に
合
わ
せ
、
多
様
な
恋
の
状
況
や
思
い
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か

る
。オ

で
詠
ま
れ
る

｢

む
ろ
の
木｣

は
、
十
メ
ー
ト
ル
以
上
に
な
る
こ
と
も
あ
る
常
緑
高
木
の

｢

ネ
ズ｣

と
さ
れ
、
そ
の
根
は
入
り
組
み
密
集
し

て
張
る
。
そ
う
し
た

｢

む
ろ
の
木｣
の
根
の
様
子
に
、
始
め
か
ら
深
く
思
っ
て
し
ま
い
袋
小
路
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
恋
の
状
態
を
寄
せ
る
。

そ
し
て
、
当
該
の
カ
は
、｢

橘｣
の

｢
下
枝｣

を
手
に
し
揺
る
ぎ
な
い
恋
の
思
い
を
抱
き
、
恋
の
行
く
末
を
問
う
た

｢

子｣

を
回
想
す
る
。

本
来
な
ら
恋
の
成
就
の
場
と
な
る

｢

橘
の
本｣
で
の

｢

我｣

二
人
の
叶
わ
な
か
っ
た
恋
の
悲
し
み
を

｢

は
も｣

が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

｢

木
に
寄
せ
る｣

六
首
は
、
植
物
の
細
か
な
特
質
に
即
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
恋
の
状
況
や
心
情
を
細
や
か
に
詠
み
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

二
四
八
九
番
歌
は
、｢

橘
の
本｣

で
の

｢

我｣

二
人
の
叶
わ
な
か
っ
た
恋
を
愛
惜
す
る
歌
で
あ
っ
た
。
街
路
樹
と
し
て
植
え
ら
れ
た

｢

橘｣

は
、
そ
の

｢

本｣

で
、
多
く
の
男
女
が
出
会
い
、
多
く
の
恋
が
実
っ
た
。｢
我｣

二
人
は

｢

橘
の
本｣

に
並
び
立
ち
、｢

子｣

は
恋
の
行
く
末
を

信
じ
て
、
自
分
の
手
に
届
く

｢

下
枝｣

を
取
り
、｢

成
ら
む
や｣

と
、
詠
み
手
に
二
人
の
恋
の
成
就
を
委
ね
る
。
毎
年
必
ず
実
を
結
ぶ

｢

橘｣

と
は
異
な
り
、｢

我｣

二
人
の
恋
は
成
就
し
な
か
っ
た
。｢

下
枝｣

を
取
り

｢

成
ら
む
や
君｣

と
問
う
た
揺
る
ぎ
な
い
思
い
を
抱
い
た

｢

子｣

の

姿
が
叙
述
さ
れ
、
相
手
が
信
じ
た
行
く
末
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
愛
惜
と
悔
恨
の
思
い
を
陳
べ
る
。｢

は
も｣

と
い
う
、
果
た
せ
な
か
っ
た
過

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

一
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去
を
回
想
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
過
去
の
実
を
結
ば
な
か
っ
た
悲
し
い
恋
が
、
現
在
に
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

注

(

１)
万
葉
集
の
引
用
は

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

に
よ
る
。
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

(

２)

森
本
治
吉

『

万
葉
集
新
見』

(

人
文
書
院
、
一
九
四
一
年
四
月)

(

３)

大
岡
信

『
私
の
万
葉
集』

三

(

講
談
社
学
術
新
書
、
一
九
九
五
年
十
月)

(

４)

訓
読
は
不
明
だ
が
万
葉
考
・
安
藤
野
雁
も
序
詞
と
す
る
。

(

５)

澤
瀉
久
孝
は

｢｢

我
が｣
と

｢

我
を｣｣

(『

短
歌
研
究』

一
九
四
二
年
一
二
月
、
後
に

『

万
葉
集
古
径』

二

(

中
公
文
庫
、
一
九
七
九
年
六
月)

所
収)

に
お
い
て
、
④

｢

モ
ト
ニ
ワ
ヲ
タ
テ｣

の
訓
読
の
正
当
性
を
よ
り
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。

(

６)

菊
澤
季
生

｢

古
代
の
代
名
詞

｢
ア
レ｣

｢

ワ
レ｣

の
區
別
に
就
い
て｣

(『

新
興
国
語
学
序
説』

文
学
社
、
一
九
三
六
年
四
月)

ま
た
、
東
城
敏
毅
は
、
菊
澤
説
を
受
け
、
防
人
歌
の

｢

ワ
レ｣

に
つ
い
て

｢

集
団
意
識
の
表
出｣

が
あ
る
と
す
る
。(

初
出

｢『

万
葉
集』

に
お
け
る

｢

あ
れ｣

と

｢

わ
れ｣

―

｢

孤｣

的
意
識
と
集
団
意
識
の
表
出
―｣

(『

実
践
国
文
学』

五
五
、
一
九
九
九
年
三
月
、
後
に

『

万
葉
集
防
人
歌
群
の
構
造』

(

和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
十
一
月)

所
収)

(

７)

一
人
称
複
数
の

｢

ワ
レ｣

に
つ
い
て
、
村
田
正
博
は
、
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
に
お
い
て

｢

吾
等｣

と
表
記
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
稲
岡
耕

二
は
、
略
体
歌
に
お
い
て

｢

吾｣

は
、
一
人
称
複
数
を
示
す

｢

吾
等｣

の
表
記
と

｢

融
合
し
身
分
の
状
態
に
あ
り｣

、
一
人
称
単
数
に
も
一
人
称
複
数

に
も
用
い
ら
れ
る
と
す
る
。
一
人
称
複
数
を
示
す
略
体
歌
の
例
と
し
て
、
以
下
の
二
例
を
挙
げ
る
。
歌
は
、
稲
岡
の
訓
読
に
よ
る
。

網
引

あ

び

き

為す
る

海
人

あ

ま

哉と
や

見
み
ら
む

飽
あ
く
の

浦
う
ら
の

清
き
よ
き

荒
磯

あ
り
そ
を

見
来

み
に
こ
し

吾
わ
れ
を(

⑦
一
一
八
七
番
歌)

我わ
が

衣
こ
ろ
も

色い
ろ

取ど
り

染
そ
め
む

味う
ま

酒さ
け

三
室
山

み
む
ろ
の
や
ま
は

黄
葉

も

み

ち

為
在

し
に
け
り(

⑦
一
〇
九
四
番
歌)

と
も
に
、
一
人
称
単
数
と
も
複
数
と
も
理
解
で
き
る
例
で
あ
る
。

・
村
田
正
博

｢

人
麻
呂
の
作
歌
精
神
―

｢

吾
等｣

の
用
字
を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『
萬
葉』

九
〇
号
、
一
九
七
五
年
十
二
月)

・
稲
岡
耕
二

｢

共
感
の
表
現
―

｢

吾わ
れ｣

と

｢

吾
等

わ

れ｣｣
(『

人
麻
呂
の
表
現
世
界
―
古
体
歌
か
ら
新
体
歌
へ
―』

岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
七
月)

(

８)

上
野
理
担
当

｢

た
ち
ば
な｣

(

稲
岡
耕
二
編

『

万
葉
集
事
典』

別
冊
国
文
学
四
六
、
学
燈
社
、
一
九
九
三
年
八
月)

一
八



(

９)

拙
稿

｢

初
期
万
葉
一
〇
一
・
一
〇
二
番
歌
の
解
釈
―
実
な
ら
ぬ

｢

玉
葛｣

と
い
う
景｣
(『

大
妻
国
文』

四
二
号
、
二
〇
一
一
年
三
月)

に
お
い
て
、

植
物
の
成
長
と
恋
愛
の
進
展
に
つ
い
て
延
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

(
10)
渡
瀬
昌
忠
は
、｢

東
の
市
の
植
木
の
木
足
る
ま
で
会
は
ず
久
し
み
う
べ
恋
ひ
に
け
り｣

(

③
三
一
〇)

と
当
該
の
二
四
八
九
番
歌
と
用
例
９
・
10
に
つ

い
て

｢

男
女
相
会
の
街
路
樹
の
本
に
相
手
を
思
慕
す
る
恋
歌｣

｢

お
そ
ら
く
は
宴
席
の
詠
題
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
恋
歌
で
は
あ
る
が
、
雑
歌
の
部
に
収

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う｣

と
指
摘
す
る
。(｢

泣
血
哀
慟
歌
の
表
現
と
そ
の
背
景
―
万
葉
時
代
の
道
と
市
―｣

(
『

渡
瀬
昌
忠
著
作
集』

七
、
お
う

ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
三
月)

(

11)

◎
場
所
の
例

｢
島
の
宮｣

(

②
一
七
一

日
並
皇
子
舎
人)

｢

津
乎
の
崎｣

(

③
三
五
二

若
湯
座
王)

｢

家
の
庭
は
も｣

(

④
五
七
八

大
伴
三
依)

◎
景
物
の
例

｢

柘
の
枝｣

(

③
三
八
七

若
宮
年
魚
麻
呂)
｢�き

ぬ

綿わ
た

ら｣
(

⑤
九
〇
〇

山
上
憶
良)

｢

石
の
橋｣

(

⑦
一
二
八
三

人
麻
呂
歌
集
非
略
体

旋
頭
歌)

｢

を
み
な
へ
し｣

(
⑳
四
三
一
六

大
伴
家
持)

◎
人
物
の
例

｢

隠
り
妻｣

(

用
例
14
〜
17)

〈

言
葉
を
発
す
る
人
物〉

(

用
例
18
〜
24)

｢

逢
ひ
し
児
ら
は
も

(

③
二
八
四

春
日
老)

｢

家
の
児
ろ｣

(

⑭

三
五
三
二

東
歌
未
勘
国
相
問)

｢
家
の
児
ら｣

(

⑭
三
五
三
四

東
歌

未
勧
国
雑
歌)

｢

泣
き
し
児
ら｣

(

⑭
三
五
六
九

防
人
歌)

｢

さ
寝
し
児
ら｣

(

⑯
三
八
七
四

作
者
未
詳)

｢

児
ろ
が
肌｣

(

⑳
四
四
三
一

防
人
歌)

｢

寄
そ
り
妻｣

(

⑭
三
五
一
二

東
歌

未
勘
国
相
問)

｢

汝
と
二
人｣

(

⑭
三

四
九
二

東
歌
未
勧
国
相
聞)

｢

父
母
ら｣

(
⑤
八
九
〇

山
上
憶
良)

｢

橘｣

に
寄
せ
る
恋

一
九


