
二
七

万
葉
集
の
夕
占
の
歌

菊　

地　

義　

裕

序

　
「
う
ら
な
ひ
」
の
ウ
ラ
は
表
に
対
す
る
裏
、心
を
さ
す
。
ナ
ヒ
は
そ
の

行
為
を
す
る
意
の
接
尾
語
ナ
フ
で
あ
る
。「
う
ら
な
ふ
（
占
ふ
）」「
あ
き

な
ふ
（
商
ふ
）」「
う
べ
な
ふ
（
諾
ふ
）」「
に
な
ふ
（
担
ふ
）」
な
ど
、い

ず
れ
も
語
の
成
り
立
ち
は
同
じ
で
、
そ
の
こ
と
を
す
る
こ
と
を
内
容
と

す
る
。
占
い
は
普
段
の
生
活
か
ら
は
直
接
に
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

事
の
成
否
・
吉
凶
に
つ
い
て
、
事
物
の
兆
し
や
現
象
を
通
し
て
神
意
と

し
て
そ
れ
ら
を
う
か
が
う
行
為
で
あ
る
。

　

万
葉
集
に
お
い
て
も
占
い
は
俗
信
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
各
種
の
占

い
が
歌
の
素
材
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
概
要
は
先
行
研
究
に

よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る（

（

（
注

が
、
一
例
と
し
て
櫻
井
満
編
修
『
万
葉
集
要

覧
』「
社
会
・
民
俗
篇
」
の
「
占
」
の
項
を
見
る
と
、
万
葉
集
に
お
い
て

確
認
で
き
る
占
い
と
し
て
、「
足
占
〈
あ
う
ら
・
あ
し
う
ら
〉」（
４
・
七

三
六
、
12
・
三
〇
〇
六
）、「
石
占
〈
い
し
う
ら
〉」（
３
・
四
二
〇
）、「
卜

象
焼
き
〈
か
た
や
き
〉」（
14
・
三
三
七
四
、
15
・
三
六
九
四
、
16
・
三

八
一
一
）、「
路
往
占
〈
み
ち
ゆ
き
う
ら
〉」（
11
・
二
五
〇
七
）、「
水
占

〈
み
な
う
ら
〉」（
17
・
四
〇
二
八
）、「
夕
占
〈
ゆ
ふ
け
〉」（
３
・
四
二
〇
、

４
・
七
三
六
、
11
・
二
五
〇
六
、
二
六
一
三
、
二
六
二
五
、
二
六
八
六
、

13
・
三
三
一
八
〈
ゆ
う
う
ら
〉、
14
・
三
四
六
九
、
16
・
三
八
一
一
、
17
・

三
九
七
八
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
卜
象
焼
き
〈
か
た
や
き
〉」

の
項
で
は
、「
カ
タ
（
兆
）
は
神
の
意
志
に
よ
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
の

意
」
と
し
、鹿
の
肩
甲
骨
を
用
い
る
「
太
占
（
鹿
卜
）」
と
亀
の
甲
を
用

い
る
「
亀
卜
」
と
を
挙
げ
て
整
理
し
て
い
る（

（

（
注

。



二
八

　

万
葉
集
に
見
ら
れ
る
占
い
は
古
代
社
会
に
機
能
し
た
占
い
の
一
部
で

あ
る
が
、
歌
数
の
う
え
か
ら
は
「
夕
占
」（「
ゆ
ふ
け
」
九
例
、「
ゆ
ふ
う

ら
」
二
例
）
を
詠
ん
だ
歌
が
最
も
多
く
、
身
近
な
占
い
と
し
て
生
活
に

機
能
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
用
例
は
延
べ
十
一
例
で
、
挽

歌
の
一
例
（
３
・
四
二
〇
）
を
除
く
と
、
他
は
恋
歌
で
占
め
ら
れ
て
い

る
（
（

（
注

。
夕
占
の
担
い
手
は
男
女
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
恋
愛
の
実
際
に
か
か

わ
っ
て
、
そ
の
局
面
に
お
い
て
は
男
女
間
で
違
い
の
あ
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
な
ぜ
夕
占
を
行
う
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
と
き
に
そ
れ
は
行
わ
れ
る
の
か
、
本
稿
で
は
万
葉
集
の
俗
信

研
究
の
一
環
と
し
て
「
夕
占
」
を
取
り
上
げ
、
男
女
の
恋
愛
生
活
に
お

い
て
「
夕
占
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
考
察
し
た
い
。

一
　
夕
占
の
作
法

　

は
じ
め
に
夕
占
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
整
理
し
た
い
。
巻
十

一
の
一
首
に
は
夕
占
が
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

言
霊
の
八
十
の
衢
に
夕
占
問
ふ　

占
正
に
告
る　

妹
相
寄
ら
む
と

�

（
二
五
〇
六
）

こ
の
歌
か
ら
は
夕
占
が
夕
方「
衢
」で
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
チ

マ
タ
は
道
股
の
意
で
、
道
が
交
錯
す
る
辻
を
さ
す
。
巻
十
六
の
長
歌
に

も
「
…
…
百
足
ら
ず　

八
十
の
衢
に　

夕
占
に
も　

占
に
も
そ
問
ふ

…
…
」（
三
八
一
一
）
と
歌
わ
れ
る
。
ユ
フ
ケ
の
表
記
に
お
い
て
も
「
夕

衢
占
」
と
記
し
た
例
が
一
例
（
３
・
四
二
〇
）
見
ら
れ
る
。
夕
占
は
衢

で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
巻
十
三
の
長
歌
に
は
、

「
…
…
玉
桙
の　

道
に
出
で
立
ち　

夕
占
を　

我
が
問
ひ
し
か
ば　

夕

占
の　

我
に
告
ら
く
…
…
」（
三
三
一
八
）
と
あ
り
、「
道
に
出
で
立
」
っ

て
の
行
為
と
し
て
も
歌
わ
れ
る
。

　
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
巻
十
三
（
恋
三
）
に
も
「
人
麿
」
の
歌
と
し
て
、

ま
さ
し
て
ふ
八
十
の
ち
ま
た
に
夕
占
問
ふ　

占
ま
さ
に
せ
よ　

妹

に
逢
ふ
べ
く�

（
八
〇
六
）

の
一
首
が
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
記
し
た
万
葉
集
巻
十
一
の
歌
の
異
伝
と

考
え
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
一
首
で
は
「
八
十
の
ち
ま
た
」
が
占
い
が
当

た
る
確
か
な
空
間
と
し
て
歌
わ
れ
、
そ
こ
で
の
「
夕
占
」
で
「
占
ま
さ

に
せ
よ
」と
、よ
い
内
容
が
確
実
に
出
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
歌
は
『
人
麿
集
』（
中
巻
、
恋
部
、
四
〇
〇
番
歌
）
に
も
収
め
ら
れ
て

お
り
、
万
葉
集
以
後
も
伝
承
さ
れ
、
人
口
に
膾
炙
し
た
歌
で
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。
下
っ
て
藤
原
家
隆
の
歌
を
収
め
る
、鎌
倉
時
代
初
期
の『
壬



二
九

二
集
』
に
も
「
怨
恋
」
の
題
の
も
と
に
、

玉
鉾
の
み
ち
行
人
に
ゆ
ふ
け
と
ふ
こ
と
の
は
を
さ
へ
恨
み
て
ぞ
ゆ

く�

（
一
五
一
二
）

の
一
首
が
あ
り
、「
玉
鉾
の
み
ち
行
人
に
ゆ
ふ
け
と
ふ
」
と
表
現
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
に
よ
る
と
、
夕
占
は
夕
方
辻
に
立
っ
て
道
行
く
人
の
こ
と

ば
で
占
う
も
の
で
、
時
代
を
超
え
て
長
く
日
本
の
社
会
に
伝
え
ら
れ
た

卜
占
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

史
料
に
目
を
向
け
る
と
、
藤
原
清
輔
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
十
二
世
紀

中
頃
の
歌
学
書
で
あ
る
『
袋
草
紙
』
に
は
、
上
巻
「
誦
文
の
歌
」
の
項

に
、

夕
食
を
問
ふ
歌
、
私
、
夕
卦
の
占
の
こ
と
な
り
。

　

��

ふ
な
と
さ
へ
ゆ
ふ
け
の
か
み
に
も
の
と
は
ば
み
ち
ゆ
く
ひ
と
よ

う
ら
ま
さ
に
せ
よ

と
あ
り
、
夕
占
の
対
象
が
「
ふ
な
と
さ
へ
ゆ
ふ
け
の
か
み
」
と
表
現
さ

れ
る
。「
ふ
な
と
さ
へ
」
は
、

「
ふ
な
と
」
は
「
岐
」
で
道
の
神
、「
さ
へ
」
は
「
塞
へ
」
で
道
祖

神
（
（

（
注

。

と
注
さ
れ
る
よ
う
に
、
道
の
神
を
さ
し
て
の
称
で
あ
る
。
要
は
道
の
神

を
祭
り
、
そ
の
神
意
を
道
を
行
き
交
う
人
の
こ
と
ば
で
知
る
と
理
解
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

同
様
の
歌
は
、「
基
本
的
な
部
分
は
平
安
時
代
末
期
の
成
立
」
と
さ
れ

る
（
（

（
注

、
有
職
故
実
書
の
『
簾
中
抄
』
に
も
伝
え
ら
れ
る（

（

（
注

。

ゆ
ふ
け
と
ふ
う
た　
　

ふ
な
と
さ
へ
ゆ
ふ
け
の
神
に
も
の
と
へ
ハ

み
ち
行
く
人
に
う
ら
ま
さ
し
か
れ

　

��

三
度
此
歌
を
と
な
へ
て
う
ち
ま
き
を
し
て
く
し
の
は
を
三
度
な

ら
し
て
す
く
る
人
の
い
ふ
事
を
き
ヽ
て
よ
し
あ
し
を
志
る

　
『
袋
草
紙
』
の
歌
と
比
べ
て
、
歌
詞
に
若
干
の
違
い
が
見
ら
れ
、「
も

の
と
は
ば
」
が
「
も
の
と
へ
ハ
」、「
み
ち
ゆ
く
ひ
と
よ
」
が
「
み
ち
行

く
人
に
」
と
な
っ
て
い
る
。
文
脈
上
は
『
袋
草
紙
』
の
方
が
適
切
で
あ

る
。
結
句
も
「
う
ら
ま
さ
に
せ
よ
」
が
「
う
ら
ま
さ
し
か
れ
」
と
な
っ

て
い
る
。ど
ち
ら
も
占
い
が
的
中
す
る
こ
と
を
念
じ
た
表
現
で
あ
り
、夕

占
の
歌
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
な
か
で
変
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

『
簾
中
抄
』
に
は
、
こ
の
歌
を
、
①
三
度
唱
え
る
、
②
う
ち
ま
き
を
す
る
、

③
櫛
の
歯
を
三
度
鳴
ら
す
、
④
過
ぐ
る
人
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
良
し

悪
し
を
判
断
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
作
法
が
合
わ
せ
て
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
②
の
う
ち
ま
き
（
打
撒
）
は
悪
神
を
払
う
た
め



三
〇

に
米
を
ま
き
散
ら
す
散
米
の
行
為
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
十
二
世
紀
末
の
建
久
年
間
の
成
立
と
さ
れ
る
百
科
全

書
、『
二
中
歴
』
の
「
咒
術
歴
」
の
項
に
も
見
え
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

る
（
（

（
注

。
〇
夕
食
問
時
誦　
妙
善
王　

金
着
女　

追
杖
鬼　

参
尾
王　

波
羅
八
王

布
奈
止
左
倍
由
不
介
乃
加
美
爾
毛
乃
止
八
々
美
知
由
久
比
止
與
宇

良
末
左
爾
世
與

　

��

説
云
、
三
度
誦
此
歌
作
堺
散
米
、
鳴
櫛
歯
三
、
後
堺
内
来
人
、
若

屋
内
人
言
語
聞
天
知
吉
凶

　

唱
え
る
歌
は
『
袋
草
紙
』
と
同
様
で
あ
り
、
そ
の
時
の
所
作
は
『
簾

中
抄
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。『
二
中
歴
』
で
も
こ
の
歌
を
三
度
唱
え
る

と
す
る
が
、
そ
の
後
、
堺
を
作
っ
て
散
米
し
、
櫛
の
歯
を
三
度
鳴
ら
し

た
後
に
堺
の
内
に
来
た
人
、
ま
た
は
屋
内
の
人
の
言
語
を
聞
い
て
吉
凶

を
知
る
と
い
う
。

　

ま
た
『
二
中
歴
』
よ
り
成
立
年
代
が
下
る
、百
科
全
書
の
『
拾
芥
抄
』

に
は
、問

夕
食
歌

　

��

フ
ケ
ト
サ
ヤ
。
ユ
フ
ケ
ノ
神
ニ
。
物
ト
ヱ
ハ
。
道
行
人
ヨ
。
ウ

ラ
マ
サ
ニ
セ
ヨ

　

��

兒
女
子
云
。
持
黄
楊
櫛
。
女
三
人
。
向
三
辻
問
之
。
又
午
歳
女
。

午
日
問
之
（
云
云
）。

　

��

今
案
。
三
度
誦
此
歌
。
作
堺
散
米
。
鳴
櫛
歯
三
度
後
。
堺
内
来

人
答
。
爲
内
人
。
言
語
聞
。
推
吉
凶
。

と
あ
り（

（

（
注

、
歌
は
、「
フ
ナ
ト
サ
ヘ
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
初
句
を
除
く

と
、
三
句
目
の
「
物
ト
ヱ
ハ
」
が
『
簾
中
抄
』
と
同
じ
（
（

（
注

、
他
は
『
袋
草

紙
』『
二
中
歴
』
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
拾
芥
抄
』
で
は
、子

や
女
子
が
唱
え
る
こ
と
、
黄
楊
の
櫛
を
持
っ
て
女
三
人
が
三
辻
に
向

か
っ
て
問
う
こ
と
、
午
歳
の
女
が
午
の
日
に
問
う
こ
と
が
記
さ
れ
、
他

に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
の
記
事
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、

「
今
案
」
と
し
て
『
二
中
歴
』
同
様
そ
の
場
で
の
所
作
の
こ
と
が
記
さ
れ

て
も
い
る
。

　

時
代
が
下
っ
て
新
た
に
祭
祀
的
要
素
が
加
わ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え

ら
れ
る
が
、『
二
中
歴
』
以
前
、
平
安
・
鎌
倉
期
ま
で
を
視
野
に
和
歌
、

歌
学
書
・
有
職
故
実
書
の
伝
え
を
見
る
と
、
夕
占
の
あ
り
方
は
大
き
く

は
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
踏
ま
え
て

伴
信
友
『
正
卜
考
』
は
、
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一

こ
の
占
を
、
由
布
氣
と
い
ふ
は
、
夕
に
衢
に
出
て
、
往
来
人
の
言

を
聴
て
、
そ
の
言
を
も
て
神
教
と
し
て
、
占
問
ふ
事
に
合
せ
判サ
ダ
ム断

る
術
に
て

と
整
理
し
た
が
、
夕
占
は
こ
う
し
た
内
容
を
基
本
的
な
形
態
と
し
て
継

承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
万
葉
集
で
は
「
八
十
の
衢
」
や
「
玉
桙
の
道
」
に
限
ら

ず
、「
…
…
門
に
出
で
立
ち　

夕
占
問
ひ　

足
占
を
そ
せ
し
…
…
」（
４
・

七
三
六
）、「
…
…
下
恋
に　

思
ひ
う
ら
ぶ
れ　

門
に
立
ち　

夕
占
問
ひ

つ
つ
…
…
」（
17
・
三
九
七
八
）
と
い
う
よ
う
に
、「
門
」
に
立
っ
て
夕

占
を
す
る
例
も
見
ら
れ
る
。
信
友
は
こ
の
点
に
も
触
れ
て
、

か
な
ら
ず
衢
に
出
て
、
も
の
す
る
に
は
あ
ら
で
、
家
の
門
に
ま
れ
、

い
づ
く
に
ま
れ
、
所
に
し
た
が
ひ
て
、
往
来
の
繁
き
と
こ
ろ
を
求

め
て
問
ふ
わ
ざ
な
る
べ
し

と
説
い
た
。
ま
た
「
道
行
き
占
」（
路
往
占
）
を
詠
ん
だ
、
次
の
一
首
、

玉
桙
の
道
行
き
占
の
占
正
に　

妹
は
逢
は
む
と　

我
に
告
り
つ
る

�

（
11
・
二
五
〇
七
）

に
触
れ
て
、

夕ユ
フ

卜ケ

に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
、
道
を
行
な
が
ら
、
往
来
の
人
の
語
を
も

て
占
へ
た
る
に
て
、
占
問
ふ
事ワ
ザ

は
、
こ
れ
も
同
じ
か
る
べ
し

と
し
た
。

　

夕
占
・
道
行
き
占
と
も
に
往
来
の
人
の
こ
と
ば
を
神
の
示
教
と
受
け

止
め
、
そ
の
こ
と
ば
に
事
の
真
実
を
見
る
の
で
あ
る
。
道
行
き
占
も
恋

愛
に
か
か
わ
り
、「
妹
は
逢
は
む
と
我
に
告
り
つ
る
」
と
女
性
の
も
と
へ

の
通
い
を
内
容
と
す
る
か
ら
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
時
間
は
通
い
を
前
に

し
た
夕
方
で
あ
ろ
う
。
夕
占
に
し
て
も
道
行
き
占
に
し
て
も
そ
れ
ら
が

夕
方
行
わ
れ
る
の
は
、
池
田
弥
三
郎
・
横
山
聡
が
説
く
よ
う
に
、
夕
方

は
人
間
の
時
間
で
あ
る
昼
か
ら
神
々
の
時
間
で
あ
る
夜
へ
と
推
移
す
る

境
の
時
間
で
あ
り
、
と
り
わ
け
恋
愛
・
婚
姻
が
、
神
の
時
間
の
営
み
と

し
て
女
の
も
と
へ
の
男
の
通
い
を
内
容
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う（
1注

（
注

。
恋
の

成
就
を
神
に
祈
願
す
る
生
活
が
基
本
と
し
て
あ
り（
11

（
注

、
そ
う
し
た
な
か
で

の
神
の
時
間
に
お
け
る
通
い
ゆ
え
に
、
そ
の
成
否
・
吉
凶
に
は
人
知
を

超
え
た
神
の
示
教
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
女
の
夕
占

　

夕
占
は
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
恋
の
状
況
と
不
可
分
に
か
か
わ
り
、

む
し
ろ
そ
れ
を
前
提
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞



三
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典�
上
代
編
』（
三
省
堂
）
は
「
恋
ふ
」
を
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

思
い
慕
う
。
眼
前
に
な
い
も
の
に
心
惹
か
れ
る
こ
と
を
い
う
。
特

に
異
性
を
思
う
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
通
常
、
格
助

詞
ニ
に
導
か
れ
る
文
節
を
受
け
る
。
相
似
た
意
味
を
表
わ
す
こ
と

の
あ
る
思
フ
が
、
ヲ
を
受
け
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

　

要
点
と
す
る
と
こ
ろ
は
、「
恋
」
は
「
眼
前
に
な
い
も
の
に
心
惹
か
れ

る
」
状
態
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
格
助
詞
ニ
に
導
か
れ
て
「
～
ニ
恋
ふ
」

の
形
態
で
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
万
葉
集
の
恋
歌
に
注
意

す
る
と
、「
恋
ふ
」
状
態
に
触
れ
た
次
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
。

　

Ａ
．��

岩
根
踏
む
重
な
る
山
は
あ
ら
ね
ど
も　

逢
は
ぬ
日
ま
ね
み
恋
ひ

渡
る
か
も�
（
11
・
二
四
二
二
）

　

Ｂ
．��

遠
山
に
霞
た
な
び
き
い
や
遠
に
妹
が
目
見
ね
ば
我
恋
ひ
に
け
り

�

（
11
・
二
四
二
六
）

　

Ｃ
．��

ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
は
も
と
な
相
見
れ
ど　

直
に
あ
ら
ね
ば
恋
止

ま
ず
け
り�

（
17
・
三
九
八
〇
）

　

Ａ
で
は
逢
わ
な
い
日
が
多
い
の
で
恋
し
続
け
る
こ
と
が
、
Ｂ
で
も
長

い
間
「
妹
」
と
直
接
逢
え
な
い
た
め
に
恋
い
焦
が
れ
る
こ
と
が
歌
わ
れ

る
。
ま
た
Ｃ
で
は
夢
で
は
逢
う
け
れ
ど
も
直
接
で
は
な
い
の
で
恋
し
さ

が
止
ま
ら
な
い
こ
と
が
歌
わ
れ
る
。
逢
い
た
く
て
も
逢
え
な
い
状
態
に

あ
る
こ
と
、そ
れ
が
「
恋
ふ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
思
い
は
自
身
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
相
手
ゆ
え
の
思
い

で
あ
り
、
そ
こ
に
相
手
の
存
在
を
前
提
に
し
た
「
～
ニ
恋
ふ
」
の
表
現

も
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

男
女
間
の
夕
占
も
、
こ
う
し
た
相
手
中
心
の
恋
愛
観
を
前
提
に
な
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
男
性
は
女
性
の
、
女
性
は
男
性
の
状
況
を

前
提
と
す
る
の
で
あ
り
、
一
言
に
夕
占
と
は
言
っ
て
も
、
置
か
れ
て
い

る
状
況
に
よ
っ
て
男
女
間
で
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
差
が
生
じ

る
と
い
え
よ
う
。
夕
占
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は

用
例
を
男
女
別
に
分
け
て
整
理
し
、
考
察
し
た
い（
12

（
注

。

　

は
じ
め
に
「
女
の
夕
占
」
に
注
目
す
る
と
、
用
例
中
そ
れ
に
該
当
す

る
の
は
次
の
七
例
で
あ
る
。

　

１
．��

夕
占
に
も
占
に
も
告
れ
る
今
夜
だ
に　

来
ま
さ
ぬ
君
を
い
つ
と

か
待
た
む�

（
11
・
二
六
一
三
）

　

２
．��

夕
占
問
ふ
我
が
袖
に
置
く
白
露
を　

君
に
見
せ
む
と
取
れ
ば
消

に
つ
つ�

（
11
・
二
六
八
六
）

　

３
．��
紀
伊
の
国
の　

浜
に
寄
る
と
い
ふ　

鮑
玉　

拾
は
む
と
言
ひ
て　



三
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妹
の
山　

背
の
山
越
え
て　

行
き
し
君　

い
つ
来
ま
さ
む
と　

玉
桙
の　

道
に
出
で
立
ち　

夕
占
を　

我
が
問
ひ
し
か
ば　

夕

占
の　

我
に
告
ら
く　

我
妹
子
や　

汝
が
待
つ
君
は　

沖
つ
波　

来
寄
る
白
玉　

辺
つ
波
の　

寄
す
る
白
玉　

求
む
と
そ　

君
が

来
ま
さ
ぬ　

拾
ふ
と
そ　

君
は
来
ま
さ
ぬ　

久
な
ら
ば　

い
ま

七
日
だ
み　

早
か
ら
ば　

い
ま
二
日
だ
み　

あ
ら
む
と
そ　

君

は
聞
こ
し
し　

な
恋
ひ
そ
我
妹�

（
13
・
三
三
一
八
）

　

４
．��

夕
占
に
も
今
夜
と
告
ら
ろ　

我
が
背
な
は
あ
ぜ
そ
も
今
夜
よ
し

ろ
来
ま
さ
ぬ�

（
14
・
三
四
六
九
）

　

５
．��

…
…
近
く
あ
ら
ば　

帰
り
に
だ
に
も　

う
ち
行
き
て　

妹
が
手

枕　

さ
し
交
へ
て　

寝
て
も
来
ま
し
を　

玉
桙
の　

道
は
し
遠

く　

関
さ
へ
に　

隔
り
て
あ
れ
こ
そ　

よ
し
ゑ
や
し　

よ
し
は

あ
ら
む
そ　

ほ
と
と
ぎ
す　

来
鳴
か
む
月
に　

い
つ
し
か
も　

早
く
な
り
な
む　

卯
の
花
の　

に
ほ
へ
る
山
を　

よ
そ
の
み
も　

振
り
放
け
見
つ
つ　

近
江
道
に　

い
行
き
乗
り
立
ち　

あ
を
に

よ
し　

奈
良
の
我
家
に　

ぬ
え
鳥
の　

う
ら
嘆
け
し
つ
つ　

下

恋
に　

思
ひ
う
ら
ぶ
れ　

門
に
立
ち　

夕
占
問
ひ
つ
つ　

我
を

待
つ
と　

寝
す
ら
む
妹
を　

逢
ひ
て
は
や
見
む

�

（
17
・
三
九
七
八
）

　

６
．��

さ
に
つ
ら
ふ　

君
が
御
言
と　

玉
梓
の　

使
ひ
も
来
ね
ば　

思

ひ
病
む　

我
が
身
一
つ
そ　

ち
は
や
ぶ
る　

神
に
も
な
負
ほ
せ　

占
部
据
ゑ　

亀
も
な
焼
き
そ　

恋
し
く
に　

痛
き
我
が
身
そ　

い
ち
し
ろ
く　

身
に
し
み
通
り　

む
ら
肝
の　

心
砕
け
て　

死

な
む
命　

に
は
か
に
な
り
ぬ　

今
更
に　

君
か
我
を
呼
ぶ　

た

ら
ち
ね
の　

母
の
命
か　

百
足
ら
ず　

八
十
の
衢
に　

夕
占
に

も　

占
に
も
そ
問
ふ　

死
ぬ
べ
き
我
が
故�

（
16
・
三
八
一
一
）

　
　
　
　
　

反
歌

　

７
．��

占
部
を
も
八
十
の
衢
も
占
問
へ
ど　

君
を
相
見
む
た
ど
き
知
ら

ず
も�

（
16
・
三
八
一
二
）

　

１
は
巻
十
一
の
「
正
述
心
緒
」
の
一
首
。
夕
占
で
も
他
の
占
い
で
も

来
る
と
告
げ
ら
れ
た
今
夜
さ
え
お
い
で
に
な
ら
な
い
あ
な
た
、
そ
の
あ

な
た
を
い
つ
と
思
っ
て
待
て
ば
よ
い
の
か
の
意
。
ま
た
２
は
同
じ
巻
十

一
の
「
寄
物
陳
思
」
の
一
首
で
、
夕
占
で
袖
に
置
い
た
白
露
を
あ
な
た

に
見
せ
た
い
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
夕
占
を
し
て
待

つ
、
そ
の
女
の
立
場
で
の
歌
で
あ
り
、
感
慨
で
あ
る
。
３
は
巻
十
三
の

「
問
答
」
の
歌
で
、長
反
歌
全
体
五
首
か
ら
成
る
歌
群
中
の
長
歌
で
あ
る
。



三
四

こ
の
歌
の
場
合
、
二
回
所
出
す
る
「
夕
占
」
は
と
も
に
ユ
フ
ウ
ラ
と
よ

む
。
内
容
は
「
紀
伊
の
国
の
浜
に
寄
る
と
い
ふ
鮑
玉
」
を
拾
お
う
と
し

て
出
か
け
た
「
君
」
が
い
つ
帰
っ
て
来
る
の
か
、
道
に
立
っ
て
夕
占
で

問
い
尋
ね
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
夕
占
を
我
が
問
ひ
し
か
ば　

夕
占

の
我
に
告
ら
く
」と
、夕
占
に
よ
っ
て
現
れ
た
内
容
を
語
る
形
態
を
と
っ

て
い
る
が
、
行
き
交
う
人
が
そ
う
し
た
こ
と
ま
で
語
る
と
は
考
え
に
く

い
か
ら
、
夕
占
を
神
の
託
宣
の
機
会
と
と
ら
え
て
待
つ
恋
を
演
出
し
た

文
芸
的
な
歌
と
見
ら
れ
る
。
４
は
巻
十
四
の
東
歌
の
一
首
で
、
夕
占
に

今
夜
来
る
と
出
た
「
わ
が
背
」
が
来
な
い
こ
と
を
な
ぜ
と
い
ぶ
か
し
ん

だ
歌
で
あ
る
。
待
つ
立
場
で
の
歌
で
あ
り
、
内
容
は
１
の
歌
と
同
じ
で

あ
る
。
５
は
、
大
伴
家
持
の
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
三
月
二
十
日

の
夜
の
作
で
、
長
反
歌
五
首
か
ら
成
る
「
恋
緒
を
述
ぶ
る
歌
」
の
長
歌

で
あ
る
。
時
に
家
持
は
越
中
守
の
任
に
あ
り
、
都
に
残
し
て
き
た
妻
の

坂
上
大
嬢
へ
の
恋
情
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
歌
で
は
現
実
に
逢

う
こ
と
が
な
い
の
で
恋
し
さ
が
幾
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

近
く
に
い
た
な
ら
ば
妻
と
手
枕
を
交
わ
し
て
寝
て
も
来
よ
う
が
、
道
が

遠
く
関
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら

れ
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
月
に
早
く
な
っ
て
ほ
し
い
と
、
そ
の
月
へ
の

期
待
が
歌
わ
れ
る
。
こ
れ
は
五
月
に
家
持
が
正
税
帳
使
と
し
て
都
に
上

る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。家
持
は
近
江
路
を
経
て「
奈

良
の
我
家
」
に
至
り
着
い
て
早
く
妻
に
逢
い
た
い
と
歌
う
。
そ
し
て
待

つ
妻
の
よ
う
す
を
「
門
に
立
ち
夕
占
問
ひ
つ
つ
」
と
、
門
で
夕
占
を
し

な
が
ら
待
つ
そ
の
姿
と
し
て
描
出
す
る
。
妻
の
姿
を
想
像
し
て
の
も
の

と
は
い
え
、
む
し
ろ
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
描
出
は
典
型
的
な
〈
女
の
夕

占
〉
の
景
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。

　

最
後
の
６
・
７
の
長
反
歌
は
、
題
詞
に
「
夫
君
に
恋
ふ
る
歌
」
と
記

さ
れ
る
巻
十
六
の
由
縁
あ
る
歌
の
一
つ
で
あ
る
。
左
注
に
記
さ
れ
る
由

縁
に
は
、あ
る
時
車
持
氏
の
お
と
め
が
い
た
。そ
の
夫
が
年
久
し
く
通
っ

て
来
な
か
っ
た
の
で
お
と
め
は
心
を
痛
め
、
病
気
と
な
っ
て
日
増
し
に

痩
せ
て
死
に
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
使
い
を
遣
っ
て
夫
を
呼
び
寄
せ
、

涙
を
流
し
な
が
ら
こ
の
歌
を
口
ず
さ
み
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
長
歌
で

は
自
身
の
こ
と
を
「
思
ひ
病
む
我
が
身
一
つ
そ
」
と
歌
い
、
そ
う
な
っ

た
こ
と
を
「
ち
は
や
ぶ
る
神
に
も
な
負
ほ
せ　

占
部
据
ゑ
亀
も
な
焼
き

そ
」
と
、
神
の
せ
い
に
も
し
な
い
で
ほ
し
い
、
ま
た
卜
部
を
呼
ん
で
亀

の
甲
を
焼
い
て
占
う
こ
と
も
し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
。
そ
し
て
「
死

な
む
命
に
は
か
に
な
り
ぬ
」
と
、
死
に
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
歌
い
、
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「
八
十
の
衢
」
で
今
更
「
夕
占
に
も
占
に
も
そ
問
ふ
」
の
は
君
な
の
か
、

母
な
の
か
と
問
い
か
け
た
内
容
で
あ
る
。

　

夕
占
を
行
う
主
体
に
妻
以
外
が
想
定
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
誰
な
の
か

明
確
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
歌
を
「
女
の
夕
占
」
の
例
と
し
て
こ
こ
で

扱
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
反
歌
で
は
長
歌
を
受
け
て
「
占
部
を

も
八
十
の
衢
も
占
問
へ
ど
」
と
、
亀
卜
・
夕
占
で
神
意
を
尋
ね
る
け
れ

ど
も
、「
君
を
相
見
む
た
ど
き
知
ら
ず
も
」
と
、
君
に
逢
う
手
立
て
が
わ

か
ら
な
い
と
歌
わ
れ
る
。
由
縁
を
基
に
す
る
と
、
病
気
の
お
と
め
の
も

と
に
夫
は
来
て
い
る
の
だ
か
ら
、
反
歌
の
「
君
を
相
見
む
た
ど
き
知
ら

ず
も
」
の
表
現
と
は
齟
齬
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
一
首
を
由
縁

と
は
無
縁
な
独
立
し
た
歌
と
見
る
と
、
こ
の
場
合
の
夕
占
も
「
君
」
に

逢
え
な
い
状
況
の
な
か
で
、「
君
」
と
の
出
会
い
を
求
め
て
の
占
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
長
歌
と
反
歌
と
は
齟
齬
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
夕
占
の
目

的
も
長
反
歌
で
同
じ
と
は
い
え
な
い
。
長
歌
の
場
合
は
危
篤
の
お
と
め

を
前
に
し
て
の
占
い
で
あ
り
、「
占
部
据
ゑ
亀
も
な
焼
き
そ
」
同
様
、
回

復
の
方
策
を
求
め
て
神
意
を
問
う
占
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
夕
占

で
病
気
の
原
因
を
問
う
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
、

そ
れ
は
そ
れ
で
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
恋
愛
に
か
か
わ
っ
て
問
題

と
な
る
の
は
出
会
い
の
方
で
あ
り
、
女
の
夕
占
と
し
て
は
反
歌
の
「
君

を
相
見
む
た
ど
き
知
ら
ず
も
」
の
表
現
の
方
が
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
七
首
の
夕
占
の
歌
を
見
る
と
、
６
の
例
以
外
は
夫
の
来

訪
や
帰
宅
に
か
か
わ
っ
て
妻
が
行
う
夕
占
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

場
合
、
夫
と
妻
は
周
囲
も
認
め
る
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
は
通
い
が
恒
常

化
し
て
い
る
婚
姻
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
夫
が
い
つ
来
る

か
と
い
う
こ
と
が
関
心
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
婚
姻
の
展
開
を
互
い
に

名
を
尋
ね
る
「
名
乗
り
」
の
段
階
、
知
り
合
っ
た
男
女
が
求
愛
を
重
ね

る
ヨ
バ
ヒ
の
段
階
、
周
囲
も
認
め
る
関
係
と
な
っ
て
通
い
を
重
ね
る
妻

問
い
の
段
階
に
分
け
る
と
、
女
が
夕
占
を
行
う
そ
の
時
は
通
い
が
恒
常

化
し
て
い
る
妻
問
い
の
段
階
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
男
の
夕
占

　

次
に
男
が
行
う
夕
占
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
は
巻
十
一
の
二
五
〇
六
番
歌
、
巻
四
の
七
三
六
番
歌
の
二
例
で
あ
る
。

巻
十
一
の
歌
は
先
に
も
引
用
し
た
「
言
霊
の
八
十
の
衢
に
夕
占
問
ふ
」

の
一
首
で
あ
る
。
衢
で
夕
占
を
し
て
「
妹
相
寄
ら
む
」
と
い
う
結
果
が
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出
た
と
い
う
も
の
で
、
恋
の
成
就
の
予
見
を
内
容
と
す
る
。
先
に
引
用

し
た
道
行
き
占
の
場
合
も
、「
妹
は
逢
は
む
と
我
に
告
り
つ
る
」（
11
・

二
五
〇
七
）
と
あ
り
、
内
容
が
類
似
す
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
通
い
が

始
ま
る
以
前
の
、
恋
愛
の
初
期
の
段
階
で
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
巻
四
の
歌
は
、
大
伴
家
持
と
坂
上
大
嬢
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ

れ
た
全
体
十
四
首
か
ら
成
る
歌
群
中
の
一
首
で
あ
る（
＊
の
歌
）。
一
首

の
位
置
、
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
歌
群
全
体
を
掲
出
す
る
。

　

��

大
伴
宿
禰
家
持
、
坂
上
家
の
大
嬢
に
贈
る
歌
二
首　
離
絶
数
年
、

ま
た
逢
ひ
て
相
聞
往
来
す

忘
れ
草
我
が
下
紐
に
付
け
た
れ
ど　

醜
の
醜
草
言
に
し
あ
り
け
り

�
（
七
二
七
）

人
も
な
き
国
も
あ
ら
ぬ
か　

我
妹
子
と
携
ひ
行
き
て
た
ぐ
ひ
て
居

ら
む�

（
七
二
八
）

　

大
伴
坂
上
大
嬢
、
大
伴
宿
禰
家
持
に
贈
る
歌
三
首

玉
な
ら
ば
手
に
も
巻
か
む
を　

う
つ
せ
み
の
世
の
人
な
れ
ば
手
に

巻
き
難
し�

（
七
二
九
）

逢
は
む
夜
は
い
つ
も
あ
ら
む
を　

な
に
す
と
か
そ
の
夕
逢
ひ
て
言

の
繁
き
も�

（
七
三
〇
）

我
が
名
は
も
千
名
の
五
百
名
に
立
ち
ぬ
と
も　

君
が
名
立
た
ば
惜

し
み
こ
そ
泣
け�

（
七
三
一
）

　

��

ま
た
大
伴
宿
禰
家
持
が
和
ふ
る
歌
三
首

今
し
は
し
名
の
惜
し
け
く
も
我
は
な
し　

妹
に
よ
り
て
は
千
度
立

つ
と
も�

（
七
三
二
）

う
つ
せ
み
の
世
や
も
二
行
く　

な
に
す
と
か
妹
に
逢
は
ず
て
我
が

ひ
と
り
寝
む�

（
七
三
三
）

我
が
思
ひ
か
く
て
あ
ら
ず
は
玉
に
も
が　

ま
こ
と
も
妹
が
手
に
巻

か
れ
む
を�

（
七
三
四
）

　

同
坂
上
大
嬢
、
家
持
に
贈
る
歌
一
首

春
日
山
霞
た
な
び
き
心
ぐ
く
照
れ
る
月
夜
に
ひ
と
り
か
も
寝
む

�

（
七
三
五
）

　

ま
た
家
持
、
坂
上
大
嬢
に
和
ふ
る
歌
一
首

＊��

月
夜
に
は
門
に
出
で
立
ち
夕
占
問
ひ
足
占
を
そ
せ
し　

行
か
ま
く

を
欲
り�

（
七
三
六
）

　

同
大
嬢
、
家
持
に
贈
る
歌
二
首

か
に
か
く
に
人
は
言
ふ
と
も　

若
狭
道
の
後
瀬
の
山
の
後
も
逢
は

む
君�

（
七
三
七
）
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世
の
中
の
苦
し
き
も
の
に
あ
り
け
ら
し　

恋
に
あ
へ
ず
て
死
ぬ
べ

き
思
へ
ば�

（
七
三
八
）

　

ま
た
家
持
、
坂
上
大
嬢
に
和
ふ
る
歌
二
首

後
瀬
山
後
も
逢
は
む
と
思
へ
こ
そ　

死
ぬ
べ
き
も
の
を
今
日
ま
で

も
生
け
れ�

（
七
三
九
）

言
の
み
を
後
も
逢
は
む
と
ね
も
こ
ろ
に
我
を
頼
め
て
逢
は
ざ
ら
む

か
も�

（
七
四
〇
）

　

冒
頭
の
題
詞
に
は
「
離
絶
数
年
、
ま
た
逢
ひ
て
相
聞
往
来
す
」
の
注

が
付
さ
れ
て
い
る
。「
離
絶
数
年
」の
の
ち
再
び
相
聞
往
来
し
た
と
い
う

の
で
あ
り
、
そ
の
年
に
つ
い
て
は
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
頃
と
み
る

の
が
通
説
で
あ
る（
13

（
注

。
夕
占
を
詠
む
七
三
六
番
歌
は
二
組
目
の
贈
答
で
家

持
が
大
嬢
の
贈
歌
に
答
え
た
歌
で
あ
る
。
大
嬢
が
月
が
ぼ
ん
や
り
と

照
っ
て
い
る
夜
に
心
晴
れ
ず
一
人
寂
し
く
寝
る
こ
と
か
と
嘆
い
た
の
に

対
し
て
、
家
持
は
あ
な
た
の
も
と
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
、
月
の
晩
に

は
夕
占
を
し
足
占
を
し
た
と
応
じ
て
い
る
。
諸
注
釈
に
お
い
て
家
持
が

占
い
を
詠
む
必
然
性
に
言
及
す
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
が
、
窪
田
空
穂

『
萬
葉
集
評
釈
』（
第
三
巻
）
が
「
二
人
の
事
情
は
、
正
に
さ
う
い
ふ
こ

と
を
す
る
必
要
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
」（
七
三
六
の
【
評
】）
と
記
し
て

お
り
注
意
さ
れ
る
。
歌
群
の
一
首
と
し
て
歌
わ
れ
る
だ
け
の
必
然
性
が

あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

あ
ら
た
め
て
一
首
に
注
目
す
る
と
、
夕
占
と
と
も
に
足
占
が
歌
わ
れ

る
。
足
占
は
万
葉
集
で
は
も
う
一
例
、
次
の
歌
に
見
ら
れ
る
。

月
夜
良
み
門
に
出
で
立
ち
足
占
し
て
行
く
時
さ
へ
や
妹
に
逢
は
ざ

ら
む�

（
12
・
三
〇
〇
六
）

家
持
の
歌
同
様
こ
の
歌
も
「
妹
」
の
も
と
へ
の
通
い
に
か
か
わ
っ
て
歌

わ
れ
る
。「
月
夜
良
み
門
に
出
で
立
ち
足
占
し
て
」の
表
現
は
家
持
の
歌

と
重
な
り
、
類
型
的
な
表
現
で
あ
る
。
類
似
の
恋
歌
が
ほ
か
に
も
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
足
占
に
つ
い
て
は
注
釈
書
の
多
く
が
伴
信
友
の
『
正

卜
考
』
の
見
解
を
引
用
す
る
が
、『
必
携
万
葉
集
要
覧
』
に
は
諸
説
が
次

の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

①
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
地
点
ま
で
、
吉
凶
の
こ
と
ば
を
い
い
な
が

ら
歩
き
、そ
こ
に
至
っ
た
こ
と
ば
に
よ
り
判
断
す
る
法
（
正
卜
考
）、

②
定
め
た
地
点
ま
で
の
歩
数
の
奇
数
・
偶
数
に
よ
っ
て
占
う
法（
全

註
釈
）、③
定
め
た
地
点
に
至
っ
た
と
き
の
足
の
左
右
で
判
断
す
る

（
大
系
本
）、
④
通
行
人
の
足
の
響
き
の
強
弱
で
判
定
す
る
法
（
折

口
信
夫
）。
足
占
が
中
国
伝
来
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、②
の
場
合
は
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奇
数
が
吉
、
偶
数
を
凶
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
古
典
で
は
左

上
位
で
あ
る
か
ら
、
③
は
左
足
が
つ
い
た
ら
吉
、
右
足
が
つ
い
た

ら
凶
と
判
断
し
た
か
。

　

諸
説
の
い
ず
れ
と
も
定
め
が
た
い
が
、
二
首
の
用
例
で
は
「
月
夜
に

は
門
に
出
で
立
ち
」（
七
三
六
）、「
月
夜
良
み
門
に
出
で
立
ち
」（
三
〇

〇
六
）
と
、「
月
夜
」
が
特
定
さ
れ
る
。
万
葉
集
に
は
「
月
夜
」
を
詠
ん

だ
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
歌
に
は
明
る
い
月
明
か
り
の
も

と
で
の
男
女
の
出
会
い
を
詠
ん
だ
歌
が
伝
わ
る
。

　

ア
．��

大
伴
の
見
つ
と
は
言
は
じ　

あ
か
ね
さ
し
照
れ
る
月
夜
に
直
に

逢
へ
り
と
も�

（
４
・
五
六
五
、
賀
茂
女
王
）

　

イ
．��

月
読
の
光
に
来
ま
せ　

あ
し
ひ
き
の
山
き
へ
な
り
て
遠
か
ら
な

く
に�

（
４
・
六
七
〇
、
湯
原
王
）

　

ウ
．��

ぬ
ば
た
ま
の
そ
の
夜
の
月
夜
今
日
ま
で
に
我
は
忘
れ
ず　

間
な

く
し
思
へ
ば�

（
４
・
七
〇
二
、
河
内
百
枝
娘
子
）

　

エ
．��

闇
な
ら
ば
う
べ
も
来
ま
さ
じ　

梅
の
花
咲
け
る
月
夜
に
出
で
ま

さ
じ
と
や�

（
８
・
一
四
五
二
、
紀
女
郎
）

　

オ
．��

月
夜
良
み
妹
に
逢
は
む
と
直
道
か
ら
我
は
来
つ
れ
ど
夜
そ
更
け

に
け
る�

（
11
・
二
六
一
八
）

　

カ
．��

今
夜
の
有
明
の
月
夜
あ
り
つ
つ
も
君
を
お
き
て
は
待
つ
人
も
な

し�

（
11
・
二
六
七
一
）

　

ア
で
は
「
照
れ
る
月
夜
」
に
直
接
逢
っ
た
と
し
て
も
「
見
つ
」、見
た

と
は
言
わ
な
い
と
い
い
、
イ
で
は
山
を
隔
て
て
遠
い
わ
け
で
は
な
い
の

だ
か
ら
月
明
か
り
の
な
か
お
い
で
く
だ
さ
い
と
、
来
訪
を
促
し
て
い
る
。

ウ
は
河
内
百
枝
娘
子
が
家
持
に
贈
っ
た
歌
で
、
出
会
っ
た
「
そ
の
夜
の

月
夜
」
が
今
日
ま
で
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
歌
わ
れ
る
。
ま
た
エ
で
は

「
闇
」
の
夜
な
ら
来
な
い
の
も
も
っ
と
も
だ
と
言
い
つ
つ
、「
梅
の
花
」

が
咲
い
て
い
る
「
月
夜
」
に
来
な
い
の
か
と
、
強
く
訪
れ
を
促
し
て
い

る
。
万
葉
集
に
は
同
様
に
、「
月
夜
」
に
橘
の
花
を
と
も
に
見
る
こ
と

（
８
・
一
五
〇
七
、
一
五
〇
八
）、
梅
の
花
を
と
も
に
見
る
こ
と
（
1注
・

二
三
四
九
）
を
詠
ん
だ
歌
も
見
ら
れ
る
。
オ
・
カ
は
巻
十
一
の
「
正
述

心
緒
」「
寄
物
陳
思
」
の
歌
で
、オ
で
は
月
が
よ
い
の
で
「
妹
」
に
逢
お

う
と
近
道
を
し
て
き
た
と
歌
い
、
カ
で
は
「
今
夜
の
有
明
の
月
夜
」
を

次
句
の
「
あ
り
」
を
起
こ
す
序
詞
と
し
て
据
え
、
月
明
か
り
の
も
と
一

途
に
「
君
」
の
訪
れ
を
待
つ
こ
と
が
歌
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
月
の
明
る
い
晩
は
男
が

女
の
も
と
に
通
う
に
は
適
し
た
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
足
占
の
二
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首
が
「
月
夜
」
に
か
か
わ
っ
て
歌
わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
巻
十
二
の
歌
で
は
、「
行
く
時
さ
へ
や
妹
に
逢
は
ざ
ら
む
」

と
、
わ
ざ
わ
ざ
足
占
を
し
て
出
か
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
妹
」
に
逢

え
な
い
こ
と
が
嘆
か
れ
て
い
る
。「
足
占
」
に
し
て
も
「
夕
占
」
に
し
て

も
、
男
の
場
合
は
相
手
の
女
性
の
状
況
と
は
無
関
係
に
そ
れ
ら
は
行
わ

れ
る
の
で
あ
る
。こ
れ
は
通
い
が
恒
常
化
し
て
い
る
段
階
で
は
な
く
、そ

れ
以
前
の
段
階
で
あ
り
、
恋
の
障
害
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
段
階
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
出
か
け
て
逢
え
る
か
ど
う
か
、
恋
が
成
就

す
る
か
ど
う
か
、
そ
の
点
が
関
心
事
と
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

家
持
の
場
合
も
「
行
か
ま
く
を
欲
り
」、夕
占
を
し
足
占
を
し
た
と
わ

ざ
わ
ざ
歌
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
夕
占
・
足
占
の
行
為
も
来
訪

の
不
安
や
恋
の
障
害
を
前
提
に
歌
わ
れ
、
歌
群
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
注
意
し
て
歌
群
の

歌
を
見
る
と
、
家
持
か
ら
大
嬢
へ
の
贈
歌
二
首
（
七
二
七
・
七
二
八
）

の
あ
と
、
大
嬢
か
ら
家
持
へ
の
贈
歌
、
家
持
の
「
和
す
る
歌
」
の
組
み

合
わ
せ
が
三
組
続
く
。
最
初
の
贈
答
（
七
二
九
～
七
三
一
、
七
三
二
～

七
三
四
）
は
そ
れ
ぞ
れ
三
首
か
ら
成
り
、大
嬢
の
歌
で
は
、一
首
目
（
七

二
九
）
で
あ
な
た
が
玉
で
あ
れ
ば
手
に
巻
き
付
け
る
の
に
こ
の
世
の
人

で
あ
る
か
ら
そ
れ
が
で
き
な
い
と
歌
い
、
二
首
目
（
七
三
〇
）
で
は
逢

う
夜
は
い
つ
で
も
あ
る
の
に
ど
う
し
て
あ
の
晩
に
逢
っ
て
こ
ん
な
に
も

噂
が
ひ
ど
い
の
か
と
歌
う
。
そ
し
て
三
首
目
（
七
三
一
）
で
は
、
私
の

名
は
い
く
ら
立
っ
て
も
構
わ
な
い
が
あ
な
た
の
名
が
立
つ
の
が
惜
し
い

と
嘆
く
。
一
方
家
持
の
「
和
す
る
歌
」
で
は
、
一
首
目
（
七
三
二
）
で

あ
な
た
の
た
め
な
ら
ど
ん
な
に
浮
き
名
が
立
っ
て
も
構
わ
な
い
と
言
い
、

二
首
目
（
七
三
三
）
で
は
こ
の
世
が
二
度
と
は
な
い
の
に
ど
う
し
て
独

り
寝
す
る
の
か
と
嘆
く
。
そ
し
て
三
首
目
（
七
三
四
）
で
は
、
こ
ん
な

思
い
を
し
な
い
で
い
っ
そ
あ
な
た
に
巻
か
れ
る
玉
で
あ
り
た
い
と
歌
う
。

従
来
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
歌
は
対
応
の
関
係
に
あ
る
。
ま

ず
、
家
持
を
玉
に
見
立
て
る
七
二
九
と
七
三
四
が
対
応
し
、
名
が
立
つ

こ
と
を
厭
わ
な
い
と
す
る
七
三
一
と
七
三
二
が
対
応
す
る
。ま
た
噂（
人

言
）
へ
の
嘆
き
を
内
容
と
す
る
七
三
〇
「
な
に
す
と
か
そ
の
夕
逢
ひ
て

言
の
繁
き
も
」
と
、
一
度
限
り
の
現
世
へ
の
自
覚
の
も
と
独
り
寝
へ
の

嘆
き
を
内
容
と
す
る
七
三
三
「
な
に
す
と
か
妹
に
逢
は
ず
て
我
が
ひ
と

り
寝
む
」
が
対
応
す
る
。
続
く
二
組
目
の
贈
答
に
お
け
る
大
嬢
の
「
心

ぐ
く
照
れ
る
月
夜
に
ひ
と
り
か
も
寝
む
」（
七
三
五
）
の
思
い
も
本
来
二

人
で
過
ご
す
べ
き
「
月
夜
」
に
一
人
い
る
こ
と
へ
の
嘆
き
で
あ
り
、
先
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行
す
る
贈
答
の
七
三
三
、
家
持
の
「
な
に
す
と
か
妹
に
逢
は
ず
て
我
が

ひ
と
り
寝
む
」
と
呼
応
し
て
の
嘆
き
と
解
さ
れ
る
。

　

歌
群
中
に
家
持
・
大
嬢
の
独
り
寝
の
嘆
き
の
原
因
を
求
め
れ
ば
、「
な

に
す
と
か
そ
の
夕
逢
ひ
て
言
の
繁
き
も
」（
七
三
〇
）
が
そ
れ
に
当
た
り
、

恋
の
障
害
で
あ
る
「
人
言
」
へ
の
憚
り
・
嘆
き
と
考
え
ら
れ
る
。
浮
き

名
を
話
題
に
す
る
七
三
一
・
七
三
二
、
人
言
を
問
題
に
す
る
七
三
七
も

こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
小
野
寺
静
子
は
「
家
持
と
大

嬢
の
再
会
後
の
贈
答
歌
群
に
は
「
人
言
」「
人
目
」
を
嘆
く
も
の
が
多

い
」
と
し
、

人
の
噂
や
人
の
目
は
、
た
と
え
ば
身
分
の
相
違
な
ど
不
適
な
婚
姻

の
み
な
ら
ず
、
家
持
、
大
嬢
と
い
う
ふ
さ
わ
し
い
相
手
同
志
の
場

合
に
も
、
か
ま
び
す
し
く
、
さ
と
く
、
当
事
者
に
は
恐
怖
で
あ
っ

た
。
い
い
か
え
れ
ば
「
人
言
」
や
「
人
目
」
を
厭
う
二
人
に
こ
そ

現
実
の
恋
、
あ
る
い
は
現
実
を
ふ
ま
え
た
恋
が
あ
っ
た
の
だ
と
い

え
る
。

と
い
い
、「
離
絶
以
前
と
目
さ
れ
る
家
持
・
大
嬢
の
二
人
の
相
聞
往
来

歌
」
に
は
、「
一
例
も
「
人
言
」「
人
目
」
が
見
出
さ
れ
な
い
」
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る（
14

（
注

。

　
「
人
言
」
へ
の
憚
り
・
嘆
き
は
こ
の
歌
群
の
特
質
と
い
っ
て
よ
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
歌
群
に
神
意
を
問
う
夕
占
・
足
占
と
い
っ
た
占
い
の
歌

が
持
ち
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
こ
の
点
に
基
因
し
て
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
は
直
接
に
は
歌
わ
れ
な
い
が
、

展
開
か
ら
行
く
こ
と
が
憚
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三

組
目
の
贈
答
の
一
首
目
、
大
嬢
の
七
三
七
番
歌
で
「
か
に
か
く
に
人
は

言
ふ
と
も
」
と
、先
行
歌
と
の
脈
絡
が
定
か
で
は
な
い
ま
ま
に
「
人
言
」

に
言
及
す
る
の
は
、
夕
占
・
足
占
の
内
容
を
「
人
言
」
の
弊
害
を
示
唆

し
た
も
の
と
解
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
行
か
ま
く
を
欲
り
」
夕
占
・
足
占
を
し
た
と
い
う
七
三
六
番
歌
は
、

「
照
れ
る
月
夜
」に
独
り
寝
る
こ
と
を
嘆
く
大
嬢
へ
の
言
い
訳
の
ご
と
く

解
さ
れ
も
す
る
が
、「
言
の
繁
き
」（
七
三
〇
）
こ
と
に
対
す
る
家
持
の

も
ど
か
し
さ
の
表
明
で
あ
り
、
夕
占
・
足
占
に
よ
る
神
意
の
確
認
を
経

て
、
歌
群
は
「
後
も
逢
は
む
」（
大
嬢
・
七
三
七
、
家
持
・
七
三
九
、
七

四
〇
）
と
い
う
先
々
へ
の
互
い
の
思
い
を
確
認
し
、
展
開
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
占
い
の
一
首
は
、
歌
群
の
前
半
を
受
け
て
後

半
へ
と
展
開
さ
せ
る
繋
ぎ
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

歌
群
の
展
開
上
、
こ
の
夕
占
・
足
占
は
行
わ
れ
る
必
然
性
が
あ
り
、
そ
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れ
は
恋
の
障
害
で
あ
る
「
人
言
」
を
前
提
に
通
い
の
成
否
を
め
ぐ
っ
て

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
男
の
夕
占
は
通
い
が
恒
常
化
す
る

以
前
、
恋
愛
の
初
期
段
階
で
恋
の
成
就
（
11
・
二
五
〇
六
）
や
通
い
の

成
否
（
４
・
七
三
六
）
に
か
か
わ
っ
て
そ
れ
を
占
う
べ
く
な
さ
れ
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。

結

　

万
葉
集
に
お
い
て
夕
占
は
恋
情
表
現
の
一
翼
を
担
う
も
の
と
し
て
表

現
さ
れ
る
。
そ
れ
を
表
現
に
即
し
て
〈
男
の
夕
占
〉〈
女
の
夕
占
〉
と
分

け
た
場
合
、
そ
こ
に
性
差
に
よ
る
型
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。

　

夕
占
は
ど
ち
ら
の
場
合
も
直
面
す
る
恋
の
行
方
が
は
か
り
が
た
い
、

定
め
が
た
い
と
い
う
状
況
下
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
状
況
を
男
女
別
に
見

る
と
、
女
の
場
合
は
待
つ
恋
の
反
映
と
い
え
る
。
夫
が
来
る
か
来
な
い

か
、
そ
れ
を
案
じ
て
夕
占
に
よ
っ
て
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
当
事

者
の
感
慨
と
し
て
も
、
恋
歌
に
お
け
る
待
つ
者
の
景
と
し
て
も
歌
わ
れ

る
。
こ
う
し
た
女
の
夕
占
は
、
通
い
が
恒
常
化
し
た
妻
問
い
の
段
階
で

の
行
為
と
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
男
の
場
合
は
、
恋
の
行
方
に
か
か
わ
る
も
の
、
通
い

の
成
否
に
か
か
わ
る
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
通
い
が
恒
常
化
し
て
い

れ
ば
わ
ざ
わ
ざ
占
い
を
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
通
い
が
恒
常

化
す
る
以
前
の
段
階
で
、
何
ら
か
の
恋
の
障
害
が
想
定
で
き
る
段
階
で

あ
る
。
そ
れ
は
妻
問
い
以
前
の
、
い
ゆ
わ
る
ヨ
バ
ヒ
の
段
階
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
夕
占
の
習
俗
に
お
い
て
は
、
男
女
間
で
そ
れ
を
行

う
「
時
」
と
「
理
由
」
を
異
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

婚
姻
の
展
開
を
踏
ま
え
て
、
夕
占
が
行
わ
れ
る
段
階
を
自
覚
的
に
と

ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
万
葉
集
の
恋
歌
は
よ
り
的
確
に
理
解
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
巻
四
の
家
持
の
夕
占
・
足
占
の
歌
の
考
察
は
そ
の
点
に

か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
が
分
析
し
た
男
の
夕
占
の
枠
取
り
を
も
っ
て
巻
四
の
大
嬢
と
家

持
の
贈
答
歌
群
を
見
る
と
、
家
持
の
占
い
は
こ
の
歌
群
に
纏
綿
す
る
人

言
へ
の
嘆
き
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
、
そ
れ
が
「
月
夜
」
ゆ

え
に
、
通
い
の
た
め
に
「
門
に
出
で
立
ち
」、
行
わ
れ
た
の
だ
と
す
る
と
、

こ
の
行
為
は
大
嬢
を
思
う
が
ゆ
え
の
こ
と
と
し
て
歌
群
に
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、「
人
言
」
へ
の
対
峙
の
契
機

と
も
な
り
、「
後
も
逢
は
む
」
と
い
う
先
々
へ
の
強
い
意
欲
を
導
く
こ
と
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に
も
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
家
持
の
夕
占
・
足
占
は
、
こ
の
歌
群

が
人
言
へ
の
嘆
き
を
基
調
と
す
る
が
ゆ
え
に
持
ち
込
ま
れ
、
歌
群
に
文

芸
的
な
深
ま
り
と
展
開
と
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
万
葉
集
に
歌
わ
れ
た
「
夕
占
」
の
民
俗
を
体
系
的
に
と
ら
え
、

そ
こ
か
ら
作
品
を
と
ら
え
直
す
と
い
う
方
法
に
基
づ
く
分
析
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
座
と
方
法
は
先
師
に
よ
る
、
万
葉
集
研
究
に
お
け
る
「
万

葉
民
俗
学
」
の
有
効
性
の
提
唱
（
15

（
注

を
継
承
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分

野
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
事
例
分
析
を
通
し
て
別
に
論
じ

た
こ
と
が
あ
る（
16

（
注

。
合
わ
せ
て
参
観
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注
（
１
）��伴
信
友
「
正
卜
考
」（『
伴
信
友
全
集　

第
二
巻
』
内
外
印
刷
、
一
九
〇

七
年
）、
西
村
真
次
『
万
葉
集
の
文
化
史
的
研
究
』（
東
京
堂
、
増
訂
版

一
九
九
四
年
）
な
ど
が
先
駆
的
論
考
。
金
子
武
雄
『
上
代
の
呪
的
信
仰
』

（
新
塔
社
、
一
九
六
八
年
）、
櫻
井
満
「
古
代
の
占
い
」（『
万
葉
び
と
の

世
界
─
民
俗
と
文
化
─
』
雄
山
閣
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）、

三
谷
栄
一
「
古
代
文
学
と
卜
占
」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」
第
五
三

巻
一
〇
号
、
一
九
八
八
年
九
月
）。

（
２
）��西
村
真
次
『
万
葉
集
の
文
化
史
的
研
究
』
は
、こ
の
他
に
「
琴
占
」（
９
・

一
七
七
三
）、「
夢
占
」（
17
・
四
〇
一
一
）、「
山
菅
占
」（
12
・
二
八
六

二
）、「
苗
占
」（
14
・
三
四
一
八
）
を
立
項
す
る
。
括
弧
内
は
掲
出
の
関

係
歌
。

（
３
）��「
夕
占
」
の
用
語
例
は
「
ゆ
ふ
け
」
九
例
、「
ゆ
ふ
う
ら
」
二
例
（
同
一

歌
）
合
わ
せ
て
十
首
十
一
例
で
あ
る
が
、
巻
十
六
の
反
歌
三
八
一
二
番

歌
の
「
占
」
も
長
歌
三
八
一
一
を
受
け
て
「
夕
占
」
を
内
容
と
す
る
。

よ
っ
て
「
夕
占
」
を
詠
み
込
む
歌
は
全
体
で
十
一
首
で
あ
る
。

（
４
）��新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』
上
巻
「
誦
文
の
歌
」
脚
注
。『
袋
草

紙
』
本
文
も
同
大
系
本
に
よ
る
。
な
お
、
チ
マ
タ
の
性
格
を
分
析
し
た

論
考
に
和
田
萃
「
夕
占
と
道
饗
祭
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信

仰�

中
』
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

（
５
）��掲
出
の
各
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
加
藤
友
康
・
由
井
正
臣
編
『
日
本
史

文
献
解
題
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
。
各
書
に
つ
い
て
の
執
筆
は

『
袋
草
紙
』
藤
岡
忠
実
氏
、『
簾
中
抄
』
倉
本
一
宏
氏
、『
二
中
歴
』『
拾

芥
抄
』
山
田
英
雄
氏
。

（
６
）��『
簾
中
抄
』
の
引
用
は
近
藤
瓶
城
編
『
改
定
史
籍
集
覧�

第
二
三
冊
』（
近

藤
活
版
所
、
一
九
〇
一
年
）
に
よ
る
。

（
７
）��『
二
中
歴
』
の
引
用
は
近
藤
瓶
城
編
『
改
定
史
籍
集
覧�

第
二
三
冊
』（
近

藤
活
版
所
、
一
九
〇
一
年
）
に
よ
る
。

（
８
）��『
拾
芥
抄
』
の
引
用
は
故
実
叢
書
編
集
部
編
『
改
訂
増
補
故
実
叢
書
二
二

巻　

禁
秘
抄
考
註
・
拾
芥
抄
』（
明
治
図
書
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
。�

（
９
）��故
実
叢
書
本
の
頭
注
に
「
〇
ヱ
一
本
作
ハ
」
と
あ
り
、『
袋
草
紙
』『
二



四
三

中
歴
』
同
様
「
物
ト
ハ
ハ
」
と
す
る
本
の
あ
る
こ
と
が
注
記
さ
れ
る
。

（
1注
）��池
田
弥
三
郎
『
日
本
文
学
の
素
材
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
八

年
）、
横
山
聡
「
万
葉
び
と
の
恋
─
卜
占
を
中
心
に
─
」（『
武
蔵
野
日
本

文
学
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）。

（
11
）��万
葉
集
に
は
男
女
が
恋
の
成
就
に
か
か
わ
っ
て
「
神
の
社
」
を
日
ご
と

祈
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。「
夜
並
べ
て
君
を
来
ま
せ
と
ち
は
や
ぶ

る
神
の
社
を
祈
ま
ぬ
日
は
な
し
」（
11
・
二
六
六
〇
）、「
我
妹
子
に
ま
た

も
逢
は
む
と
ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
を
祈
ま
ぬ
日
は
な
し
」（
11
・
二
六
六

二
）。
一
首
目
の
女
の
歌
で
は
「
夜
並
べ
て
」
君
の
来
る
こ
と
が
、
二
首

目
の
男
の
歌
で
は
「
我
妹
子
」
に
引
き
続
き
逢
う
こ
と
が
祈
願
さ
れ
る
。

婚
姻
に
お
い
て
も
占
い
に
よ
っ
て
神
意
が
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
基
本

的
に
は
神
へ
の
祈
願
、
神
の
加
護
に
よ
っ
て
生
活
の
秩
序
が
得
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
12
）��夕
占
の
歌
に
は
、
巻
十
一
に
、「
逢
は
な
く
に
夕
占
を
問
ふ
と　

幣
に
置

く
に
我
が
衣
手
は
ま
た
そ
継
ぐ
べ
き
」（
二
六
二
五
）
が
あ
る
。
こ
の
歌

は
夕
占
で
供
物
と
し
て
袖
を
手
向
け
る
た
め
に
衣
の
袖
を
ま
た
継
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
逢
は
な
く
に
」
と
あ
り
、

夕
占
で
出
会
い
の
可
否
な
ど
を
尋
ね
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
逢
え
な
い

状
況
は
も
と
よ
り
多
様
で
あ
り
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
男
女
い
ず
れ
に

も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
巻
三
挽
歌
部
の
「
石
田
王
の
卒
る
時
に
、
丹
生

王
の
作
る
歌
」
に
は
、
夕
占
が
「
…
…
天
雲
の　

そ
く
へ
の
極
み　

天

地
の　

至
れ
る
ま
で
に　

杖
つ
き
も　

つ
か
ず
も
行
き
て　

夕
占
問
ひ　

石
占
も
ち
て　

我
が
や
ど
に　

み
も
ろ
を
立
て
て
…
…
」（
四
二
〇
）
と

歌
わ
れ
る
。
挽
歌
で
あ
る
う
え
に
「
夕
占
」
の
文
脈
が
明
確
で
は
な
い
。

以
上
の
点
か
ら
こ
れ
ら
二
首
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
考
察
で
は
触
れ
な

い
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
論
旨
に
影
響
は
な
い
。

（
13
）��天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
六
月
に
家
持
の
妾
が
亡
く
な
り
（
３
・
四
六

二
～
四
七
四
）、
同
年
八
月
～
九
月
の
時
期
に
大
伴
家
の
「
竹
田
庄
」
で

家
持
・
坂
上
郎
女
・
大
嬢
の
交
流
（
８
・
一
六
一
九
～
一
六
二
〇
）
が

う
か
が
わ
れ
、
家
持
・
大
嬢
の
相
聞
歌
の
往
来
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ

る
（
８
・
一
六
二
四
～
一
六
二
六
）。
な
お
、
妾
の
他
界
を
天
平
八
年

（
七
三
六
）
頃
と
見
、
再
会
を
天
平
九
年
頃
と
見
る
見
解
も
あ
る
（
伊
藤

博
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品�

下
』
塙
書
房
）。

（
14
）��小
野
寺
静
子
「
大
伴
家
持
と
坂
上
大
嬢
」（『
万
葉
集
を
学
ぶ　

第
三
集
』

有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
三
月
）。

（
15
）��櫻
井
満
「
万
葉
集
の
民
俗
学
」（『
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
』
お
う
ふ

う
、
一
九
九
五
年
）。

（
16
）��拙
稿
「
万
葉
集
と
万
葉
民
俗
学
」（「
日
本
文
学
論
究
」
第
七
四
冊
、
二

〇
一
五
年
三
月
）。




