
一

は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
巻
二
の
「
挽
歌
」
部
に
は
、「
寧
楽
宮
」
の
標
目
の
も
と
に
平
城
京
遷
都
後
の
左
の

挽
歌
作
品
が
あ

（
１
）

る
。

霊
龜
元
年
歳
次
乙
卯
秋
九
月
志
貴
親
王
薨
時
作
歌
一
首
并
短
歌

あ
づ
さ
ゆ
み

た

ば
さ

た
か
ま
と
や
ま

梓
弓

手
に
取
り
持
ち
て

ま
す
ら
を
の

さ
つ
矢
手
挟
み

立
ち
向
か
ふ

高
円
山
に

は
る

の

や

の

び

た
ま
ほ
こ

く

春
野
焼
く

野
火
と
見
る
ま
で

燃
ゆ
る
火
を

何
か
と
問
へ
ば

玉
桙
の

道
来
る
人

な
み
た

こ

さ

め

こ
ろ
も

と

わ
れ

か
た

の

泣
く
涙

小
雨
に
降
り

白
た
へ
の

衣
ひ
づ
ち
て

立
ち
留
ま
り

我
に
語
ら
く

ね

な
に
し
か
も

も
と
な
と
ぶ
ら
ふ

聞
け
ば

音
の
み
し
泣
か
ゆ

語
れ
ば

心
そ
痛
き

す
め
ろ
き

み

こ

い

た

ひ

天
皇
の

神
の
皇
子
の

出
で
ま
し
の

手
火
の
光
そ

こ
こ
だ
照
り
た
る
（
２
・
二
三

〇
）

短
歌
二
首

た
か
ま
と

の

へ

あ
き
は
ぎ

さ

ち

高
円
の

野
辺
の
秋
萩

い
た
づ
ら
に

咲
き
か
散
る
ら
む

見
る
人
な
し
に
（
二
三
一
）

み

か
さ
や
ま

ゆ

し
げ

あ

ひ
さ

三
笠
山

野
辺
行
く
道
は

こ
き
だ
く
も

繁
り
荒
れ
た
る
か

久
に
あ
ら
な
く
に
（
二
三

二
）

右
歌
笠
朝
臣
金
村
歌
集
出

或
本
歌
曰

か
た

み

し
ぬ

高
円
の

野
辺
の
秋
萩

な
散
り
そ
ね

君
が
形
見
に

見
つ
つ
偲
は
む
（
二
三
三
）

三
笠
山

野
辺
ゆ
行
く
道

こ
き
だ
く
も

荒
れ
に
け
る
か
も

久
に
あ
ら
な
く
に
（
二
三

（
２
）

四
）

ま
ず
長
歌
を
見
よ
う
。
こ
の
挽
歌
作
品
の
長
歌
に
現
れ
て
い
る
特
色
に
つ
い
て
、
清
水
克
彦
氏

「
笠
金
村

（
３
）

論
」
は
、

こ
の
歌
に
お
け
る
技
法
上
の
一
つ
の
大
き
な
特
色
は
、
葬
送
を
知
ら
な
い
た
て
ま
え
の
作
者

が
、
葬
送
者
に
問
う
形
式
を
用
い
る
事
に
よ
っ
て
、
親
王
葬
送
の
悲
し
み
が
、
作
者
な
ら
ぬ

葬
送
者
の
言
葉
や
動
作
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
す
こ
ぶ
る
客
観
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
巻
十
三
の
相
聞
歌
や
、
巻
二
の
柿
本
人
麻
呂
の
挽
歌
作
品
「
泣

血
哀
慟
歌
」
の
表
現
を
「
文
学
的
伝
統
」
と
位
置
付
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
表
現
と
比
較
し
、

も
っ
と
も
大
き
な
相
違
点
は
、
相
聞
歌
に
見
ら
れ
た
共
通
句
や
、
人
麻
呂
の
挽
歌
に
お
け
る

死
の
知
ら
せ
の
叙
述
に
お
い
て
、
問
わ
れ
る
者
、
告
げ
ら
れ
る
者
で
あ
っ
た
作
者
が
、
金
村

作
で
は
問
う
者
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
述
べ
て
「
金
村
の
創
造
」
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
特
色
を
明
瞭
に
剔
出
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
こ
の
作
品
の
「
短
歌
」
の
方
は
ど
う
か
。
右
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
長
歌
作
品
に

は
「
或
本
歌
曰
」
と
あ
り
、
短
歌
体
の
二
首
が
並
べ
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
本
文
の
「
短
歌
」
い

わ
ば
「
本
文
短
歌
」
と
「
或
本
歌
」
に
つ
い
て
、〔
作
者
〕〔
間
接
的
／
直
接
的
〕〔
制
作
順
〕
と

い
う
観
点
を
め
ぐ
っ
て
の
論
考
が
複
数
あ
り
、
対
立
を
見
せ
て
い
る
。
伊
藤
博
氏
「
第
一
人
者
の

宿
（
４
）

命
」
は
、

�����
或
本
歌
は
金
村
の
作
で
は
な
い
。

或
本
歌
は
直
接
的
、
本
文
短
歌
は
間
接
的
で
あ
る
。

或
本
歌
を
改
作
し
た
の
が
本
文
短
歌
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』「
志
貴
親
王
挽
歌
」
の
「
萩
」
の
機
能

廣

川

晶

輝

（一一）



と
い
う
こ
と
が
ら
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
立
す
る
の
が
、
小
野
寛
氏
「
笠
金
村
の
歌
集
出
歌
と

歌
中
出
歌
と
或
本

（
５
）

歌
」
で
あ
る
。
小
野
氏
論
文
は
、

�����
す
べ
て
金
村
作
で
あ
る
。

本
文
短
歌
は
直
接
的
、
或
本
歌
は
間
接
的
で
あ
る
。

本
文
短
歌
を
改
作
し
た
の
が
或
本
歌
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
が
ら
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
両
氏
の
論
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
わ
け
だ
。

伊
藤
氏
論
文
・
小
野
氏
論
文
が
ま
っ
た
く
逆
に
「
直
接
的
」「
間
接
的
」
の
判
断
を
下
し
て
い

る
こ
と
が
明
瞭
に
示
す
よ
う
に
、「
直
接
的
」「
間
接
的
」
と
い
う
対
立
軸
は
、
と
も
す
る
と
印
象

批
評
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
ろ
う
。
こ
の
対
立
に
つ
い
て
、
村
田
右
富
実
氏

「
志
貴
親
王
挽
歌
論
―
そ
の
文
学
史
的
位
置

（
６
）

―
」
は
、

或
本
歌
と
本
文
歌
に
お
け
る
直
接
・
間
接
の
違
い
を
制
作
順
に
置
換
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

と
考
え
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
判
断
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
と
し
て
も
同
様
に
、「
直
接
的
」

「
間
接
的
」
を
論
じ
る
こ
と
で
「
本
文
短
歌
」
と
「
或
本
歌
」
の
制
作
順
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
展
開
を
十
分
に
重
視
し
た
う
え
で
、
本
論
は
、
こ
の
長
歌
作
品
の
理

解
に
お
い
て
、「
萩
」
が
機
能
し
て
い
る
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
結
論

を
先
取
り
す
れ
ば
、「
萩
」
の
真
正
の
美
し
さ
を
理
解
で
き
る
資
質
を
備
え
る
志
貴
親
王
の
真
正

な
る
姿
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
薨
去
さ
れ
た
志
貴
親
王
の
称
揚
に
つ
な
が
る
。
こ
の
点
で
、
皇
子

挽
歌
と
し
て
の
働
き
を
十
分
に
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二

「
萩
」
に
つ
い
て

和
歌
史
に
お
け
る
「
は
ぎ
」
の
詠
ま
れ
方
に
つ
い
て
、
平
田
喜
信
氏
・
身
﨑
壽
氏
『
和
歌
植
物

表
現
辞

（
７
）

典
』
は
、

ハ
ギ
は
日
本
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
の
山
野
に
自
生
し
、
秋
を
い
ろ
ど
る
花
と
し
て
親
し
ま
れ

て
き
た
。
万
葉
集
で
の
用
例
は
一
四
〇
あ
ま
り
、
こ
れ
は
集
中
に
よ
ま
れ
た
植
物
名
と
し
て

は
最
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
萩
に
対
す
る
好
尚
は
や
や
例
外
的
で
、
古
今
集
以
降
も
秋
の
歌

に
多
く
よ
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
万
葉
集
ほ
ど
で
は
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
の
「
は
ぎ
」
の
表
記
は
、
仮
名
書
例
以
外
は
「
芽
」「
芽
子
」
で
あ

る
が
、
以
下
、
便
宜
的
に
「
萩
」
を
用
い
る
こ
と
と
し
よ
う
。『
和
歌
植
物
表
現
辞
典
』
の
指
摘

に
あ
る
よ
う
に
、
確
か
に
、『
万
葉
集
』
中
の
「
萩
」
の
用
例
は
一
四
一
例
も
あ
る
。「
さ
く
ら
」

の
用
例
が
四
〇
例
で
あ
る
の
と
比
較
し
て
、
こ
の
数
は
多
い
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、

『
和
歌
植
物
表
現
辞
典
』
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
萩
に
対
す
る
好
尚
」
の
存
在
を
指
摘
で
き
よ

う
。
そ
の
「
萩
」
の
詠
ま
れ
方
・
表
象
の
概
略
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
秋
の
七
草
」
と
し
て
詠
ま
れ
た
例
に
、

山
上
臣
憶
良
詠
二

秋
野
花
一

歌
二
首

お
よ
び

か
ぞ

な
な
く
さ

秋
の
野
に

咲
き
た
る
花
を

指
折
り

か
き
数
ふ
れ
ば

七
種
の
花

其
一
（
８
・
一
五

三
七
、
秋
雑
歌
）

萩
の
花
（
芽
之
花
）

尾
花
�
花

な
で
し
こ
が
花

を
み
な
へ
し

ま
た
藤
袴

朝
顔
が

花

其
二
（
８
・
一
五
三
八
、
秋
雑
歌
）

が
あ
る
。
ま
た
、「
萩
の
花
が
妻
・
鹿
が
夫
」
と
い
う
見
立
て
の
観
念
に
基
づ
い
た
歌
と
し
て
、

我
が
岡
に

さ
雄
鹿
来
鳴
く

初
萩
（
先
芽
）
の

花
妻
問
ひ
に

来
鳴
く
さ
雄
鹿
（
８
・

一
五
四
一
、
秋
雑
歌
、
大
伴
旅
人
）

が
あ
る
。
ま
た
、「
萩
と
露
」
の
取
り
合
わ
せ
の
歌
い
方
に
基
づ
い
た
歌
と
し
て
、

秋
の
野
に

咲
け
る
秋
萩
（
秋
芽
子
）

秋
風
に

な
び
け
る
上
に

秋
の
露
置
け
り

（
８
・
一
五
九
七
、
秋
雑
歌
、
大
伴
家
持
）

が
あ
る
。
さ
ら
に
、「
若
い
女
性
の
た
と
え
」
と
し
て
の
歌
と
し
て
、

ふ
ふ

こ
と

春
日
野
に

咲
き
た
る
萩
（
芽
子
）
は

片
枝
は

い
ま
だ
含
め
り

言
な
絶
え
そ
ね

（
７
・
一
三
六
三
、
譬
喩
歌
、
寄
レ

花
）

が
あ
る
。

右
の
例
示
に
お
い
て
、
山
上
憶
良
、
大
伴
旅
人
、
大
伴
家
持
と
い
う
奈
良
朝
に
活
躍
し
た
歌
人

の
歌
を
選
ん
で
提
示
し
た
よ
う
に
、
奈
良
朝
に
お
け
る
「
萩
に
対
す
る
好
尚
」
の
存
在
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
萩
」
は
万
葉
人
に
好
み
愛
さ
れ
歌
に
詠
ま
れ
た
素
材
で
あ
っ

た
の
だ
。
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三

「
萩
」
の
機
能

（
一
）「
見
る
」
に
つ
い
て

こ
こ
で
、
論
の
便
宜
上
、
も
う
一
度
、
短
歌
お
よ
び
或
本
歌
を
掲
げ
よ
う
。

短
歌
二
首

た
か
ま
と

の

へ

あ
き
は
ぎ

さ

ち

高
円
の

野
辺
の
秋
萩

い
た
づ
ら
に

咲
き
か
散
る
ら
む

見
る
人
な
し
に
（
二
三
一
）

み

か
さ
や
ま

ゆ

し
げ

あ

ひ
さ

三
笠
山

野
辺
行
く
道
は

こ
き
だ
く
も

繁
り
荒
れ
た
る
か

久
に
あ
ら
な
く
に
（
二
三

二
）

或
本
歌
曰

か
た

み

し
ぬ

高
円
の

野
辺
の
秋
萩

な
散
り
そ
ね

君
が
形
見
に

見
つ
つ
偲
は
む
（
二
三
三
）

三
笠
山

野
辺
ゆ
行
く
道

こ
き
だ
く
も

荒
れ
に
け
る
か
も

久
に
あ
ら
な
く
に
（
二
三

四
）

本
文
短
歌
二
三
一
番
歌
に
は
、「
見
る
人
な
し
に
」
と
い
う
よ
う
に
「
見
る
」
が
あ
る
。
ま
た
、

或
本
歌
二
三
三
番
歌
に
も
、「
見
つ
つ
偲
は
む
」
と
い
う
よ
う
に
「
見
る
」
が
あ
る
。

周
知
の
土
橋
寛
氏
「〝
見
る
〟
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意

（
８
）

義
」
の
把
握
を
見
て
み
よ
う
。

「
国
見�

」
も
天
皇
の
儀
礼
と
な
る
前
は
、
政
治
的
区
域
で
は
な
い
国
土
と
し
て
の
ク
ニ
を
見�

る�

行
事
で
、
具
体
的
に
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
立
昇
る
雲
、
煙
、
陽
炎
な
ど
を
、
ク
ニ
の
生
命
力
の

活
動
す
る
姿
と
考
え
、
そ
れ
を
「
見
る
」
こ
と
が
人
間
の
生
命
力
を
盛
ん
に
す
る
タ
マ
フ
リ

の
行
為
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

土
橋
氏
論
文
が
説
く
「
見
る
」
行
為
の
意
義
を
、
あ
ら
た
め
て
見
出
し
て
お
き
た
い
。

（
二
）
或
本
歌
に
つ
い
て

ま
ず
、「
或
本
歌
」
二
三
三
番
歌
を
分
析
し
よ
う
。
結
句
に
は
「
見
つ
つ
偲
は
む
」
と
あ
る
。

こ
の
表
現
の
『
万
葉
集
』
中
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

当
該
歌
の
よ
う
に
意
志
の
助
動
詞
「
む
」
の
付
い
た
「
見
つ
つ
偲
（
し
の
・
し
ぬ
）
は
む
」
の
他

に
、
そ
の
「
む
」
が
東
国
訛
り
の
「
も
」
と
な
っ
て
い
る
例
、
「
む
」
と
同
様
に
意
志
の
意
味
を

帯
び
る
終
助
詞
「
な
」
が
付
い
た
「
見
つ
つ
偲
は
な
」
の
例
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
が
自
ら
の
「
見

る
・
偲
ふ
」
行
為
の
用
例
で
あ
る
。
一
方
、
他
者
の
「
見
る
・
偲
ふ
」
行
為
を
述
べ
る
用
例
と
し

て
「
見
つ
つ
偲
へ
」
の
例
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」
が
付
い
た
「
見
つ
つ
偲
は
せ
」
の
例
、
他
者

へ
あ
つ
ら
え
望
む
意
味
を
帯
び
る
終
助
詞
「
ね
」
が
付
い
た
「
見
つ
つ
偲
は
ね
」
の
例
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
掲
出
す
る
。
な
お
、
左
の
用
例
の
掲
出
は
注
（
１
）
に
も
述
べ
て
い
る
と

お
り
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
萬
葉
集
』
に
拠
る
。
同
書
で
は
「
賞
美
」
の
意
味
が
強
い
場

合
は
「
し
の
ふ
」
と
平
仮
名
表
記
し
て
い
る
。

イ

巨
勢
山
の

つ
ら
つ
ら
椿

つ
ら
つ
ら
に

見
つ
つ
偲
は
な

巨
勢
の
春
野
を
（
１
・

五
四
）

ロ

直
に
逢
は
ば

逢
ひ
か
つ
ま
し
じ

石
川
に

雲
立
ち
渡
れ

見
つ
つ
偲
は
む
（
２
・

二
二
五
）

ハ

高
円
の

野
辺
の
秋
萩

な
散
り
そ
ね

君
が
形
見
に

見
つ
つ
偲
は
む
（
２
・
二

三
三
）

ニ

秋
さ
ら
ば

見
つ
つ
偲
へ
と

妹
が
植
ゑ
し

や
ど
の
な
で
し
こ

咲
き
に
け
る
か
も

（
３
・
四
六
四
）

ホ

我
が
形
見

見
つ
つ
偲
は
せ

あ
ら
た
ま
の

年
の
緒
長
く

我
も
思
は
む
（
４
・

五
八
七
）

ヘ

か
は
づ
鳴
く

清
き
川
原
を

今
日
見
て
は

い
つ
か
越
え
来
て

見
つ
つ
し
の
は
む

（
７
・
一
一
〇
六
）

ト

住
吉
の

岸
に
家
も
が

沖
に
辺
に

寄
す
る
白
波

見
つ
つ
し
の
は
む
（
７
・
一
一

五
〇
）

チ

我
妹
子
と

見
つ
つ
偲
は
む

沖
つ
藻
の

花
咲
き
た
ら
ば

我
に
告
げ
こ
そ
（
７
・

一
二
四
八
）

リ

池
の
辺
の

小
槻
が
下
の

篠
な
刈
り
そ
ね

そ
れ
を
だ
に

君
が
形
見
に

見
つ

つ
偲
は
む
（
７
・
一
二
七
六
）

ヌ

朝
づ
く
日

向
か
ひ
の
山
に

月
立
て
り
見
ゆ

遠
妻
を

持
ち
た
る
人
は

見
つ
つ

偲
は
む
（
７
・
一
二
九
四
）

ル

我
が
業
な
る

早
稲
田
の
穂
立

作
り
た
る

縵
そ
見
つ
つ

偲
は
せ
我
が
背
（
８
・

一
六
二
四
）

（一三） 廣川 晶輝：『万葉集』「志貴親王挽歌」の「萩」の機能



ヲ

秋
萩
の

上
に
白
露

置
く
ご
と
に

見
つ
つ
そ
偲
ふ

君
が
姿
を
（
10
・
二
二
五

九
）

ワ

沫
雪
は

千
重
に
降
り
し
け

恋
し
く
の

日
長
き
我
は

見
つ
つ
偲
は
む
（
10
・
二

三
三
四
）

カ

年
の
経
ば

見
つ
つ
偲
へ
と

妹
が
言
ひ
し

衣
の
縫
目

見
れ
ば
悲
し
も
（
12
・
二

九
六
七
）

ヨ

我
が
面
の

忘
れ
む
し
だ
は

国
溢
り

嶺
に
立
つ
雲
を

見
つ
つ
偲
は
せ
（
14
・
三

五
一
五
）

タ

対
馬
の
嶺
は

下
雲
あ
ら
な
ふ

可
牟
の
嶺
に

た
な
び
く
雲
を

見
つ
つ
偲
は
も

（
14
・
三
五
一
六
）

レ

面
形
の

忘
れ
む
し
だ
は

大
野
ろ
に

た
な
び
く
雲
を

見
つ
つ
偲
は
む
（
14
・
三

五
二
〇
）

ソ

我
が
背
子
し

け
だ
し
罷
ら
ば

白
た
へ
の

袖
を
振
ら
さ
ね

見
つ
つ
偲
は
む

（
15
・
三
七
二
五
）

ツ

志
賀
の
山

い
た
く
な
伐
り
そ

荒
雄
ら
が

よ
す
か
の
山
と

見
つ
つ
偲
は
む

（
16
・
三
八
六
二
）

ネ

布
勢
の
海
の

沖
つ
白
波

あ
り
通
ひ

い
や
年
の
は
に

見
つ
つ
し
の
は
む
（
17
・

三
九
九
二
）

ナ

…
…
か
く
し
こ
そ

い
や
年
の
は
に

春
花
の

繁
き
盛
り
に

秋
の
葉
の

も
み
た

む
時
に

あ
り
通
ひ

見
つ
つ
し
の
は
め

こ
の
布
勢
の
海
を
（
19
・
四
一
八
七
）

ラ

八
千
種
に

草
木
を
植
ゑ
て

時
ご
と
に

咲
か
む
花
を
し

見
つ
つ
し
の
は
な

（
20
・
四
三
一
四
）

ム

我
が
妻
も

絵
に
描
き
取
ら
む

暇
も
が

旅
行
く
我
は

見
つ
つ
偲
は
む
（
20
・
四

三
二
七
）

ウ

我
が
面
の

忘
れ
も
し
だ
は

筑
波
嶺
を

振
り
放
け
見
つ
つ

妹
は
偲
は
ね
（
20
・

四
三
六
七
）

ヰ

足
柄
の

八
重
山
越
え
て

い
ま
し
な
ば

誰
を
か
君
と

見
つ
つ
偲
は
む
（
20
・
四

四
四
〇
）

ノ

あ
ぢ
さ
ゐ
の

八
重
咲
く
ご
と
く

八
つ
代
に
を

い
ま
せ
我
が
背
子

見
つ
つ
偲
は

む
（
20
・
四
四
四
八
）

オ

初
雪
は

千
重
に
降
り
し
け

恋
し
く
の

多
か
る
我
は

見
つ
つ
偲
は
む
（
20
・
四

四
七
五
）

こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
中
に
は
当
該
歌
を
入
れ
て
二
七
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
あ
り
よ
う
か
ら
、
こ
の
「
見
つ
つ
偲
は
む
」
が
慣
用
表
現
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

ろ
う
。

当
該
歌
二
三
三
番
歌
で
は
、
初
句
～
第
三
句
に
お
い
て
「
高
円
の

野
辺
の
秋
萩

な
散
り
そ

ね
」
と
あ
り
「
高
円
の

野
辺
の
秋
萩
」
に
「
散
る
な
」
と
呼
び
掛
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
理

由
が
、
第
四
句
・
結
句
で
示
さ
れ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
が
「
君
が
形
見
に

見

つ
つ
偲
は
む
」
で
あ
る
わ
け
だ
が
、「
形
見
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
当
該
歌
と

同
様
に
「
見
つ
つ
偲
は
む
」
を
持
っ
て
「
形
見
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
、

リ

池
の
辺
の

小
槻
が
下
の

篠
な
刈
り
そ
ね

そ
れ
を
だ
に

君
が
形
見
に

見
つ

つ
偲
は
む
（
７
・
一
二
七
六
）

を
参
照
し
て
み
よ
う
。
旋
頭
歌
の
こ
の
一
二
七
六
番
歌
に
お
い
て
は
、
前
段
の
五
・
七
・
七
で

「
池
の
辺
の

小
槻
が
下
の

篠
な
刈
り
そ
ね
」
と
あ
り
、「
篠
」
を
刈
る
な
と
歌
わ
れ
る
。
旋
頭

歌
は
、
前
段
の
五
・
七
・
七
、
後
段
の
五
・
七
・
七
が
対
称
で
あ
る
た
め
、
前
段
で
謎
か
け
を
し

て
後
段
で
そ
の
種
明
か
し
を
す
る
構
成
も
採
り
得
る
。
こ
の
歌
で
も
そ
の
構
成
が
採
ら
れ
て
い
る
。

前
段
で
投
げ
か
け
て
お
い
た
謎
か
け
の
理
由
が
後
段
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
歌
は
「
君
が
形
見
」
と

歌
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
性
の
立
場
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
段
の
「
だ
に
」
は
「
せ

め
て
～
だ
け
で
も
」
の
意
味
を
表
わ
す
。
こ
の
歌
の
叙
述
の
主
体
〈
わ
れ
〉
は
女
性
で
あ
り
、
こ

の
女
性
は
、
或
る
男
性
と
篠
を
敷
き
な
べ
て
共
寝
を
し
た
の
だ
。
こ
の
女
性
は
「
君
」
と
逢
う
こ

と
が
ま
ま
な
ら
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
の
恋
愛
は
す
で
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。「
篠
」
は
、
逢
う
こ
と
叶
わ
な
い
「
君
」
の
肌
の
ぬ
く
も
り
を
想
起
で
き
る
唯
一
の
形
見
と

し
て
、
二
人
の
か
け
が
え
の
な
い
形
見
と
し
て
歌
の
中
で
存
在
す
る
。

こ
れ
に
比
し
て
、
当
該
歌
の
「
野
辺
の
秋
萩
」
は
何
故
「
君
が
形
見
」
と
な
り
得
て
い
る
の
か

は
不
明
瞭
で
あ
る
。
生
前
賞
美
し
た
対
象
だ
か
ら
な
の
か
。「
野
辺
の
秋
萩
」
が
何
を
も
っ
て

「
君
が
形
見
」
と
な
り
得
て
い
る
の
か
が
不
明
瞭
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
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「
場
」
で
は
共
通
観
念
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
歌
だ
け
か
ら
は

解
ら
な
い
。
慣
用
表
現
に
依
拠
し
た
歌
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
右
記
の
点
は
不
明
瞭
で
あ

る
の
だ
。

（
三
）
本
文
短
歌
に
つ
い
て

一
方
の
本
文
短
歌
の
方
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
当
該
作
品
の
長
歌
二
三
〇
番
歌
の
後
ろ
に
置
か
れ

て
い
る
二
三
一
・
二
三
二
番
歌
が
、「
反
歌
」
で
は
な
く
て
「
短
歌
」
と
な
っ
て
い
る
、
そ
の
こ

と
の
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
稲
岡
耕
二
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
の
『
短
歌
』
に
つ
い

て
―
金
村
の
構
成
意
識

（
９
）

―
」
は
、

長
歌
と
の
関
係
に
お
い
て
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
そ
れ
に
包
括
さ
れ
る
の
で
な
く
、
そ

れ
を
越
え
て
抒
情
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
麻
呂
の
「
短
歌
」
の
特
色
が
あ
る
が
、
金
村
の
「
短�

歌�

二
首
」
も
基
本
的
に
そ
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る
。
長
歌
に
は
詠
ま
れ
て
い
な

い
時
点
に
視
座
を
移
し
、
薨
去
を
知
っ
た
の
ち
の
哀
悼
の
こ
こ
ろ
を
、
反
歌
と
し
て
詠
み
加

え
る
と
い
う
意
欲
的
な
構
成
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
引
用
文
中
の
傍
線
、
廣
川
。
以
下
同
じ
）

と
述
べ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
る
べ
き
見
解
で
あ
る
。
右
の
稲
岡
氏
の
見
解
は
、
稲
岡
耕
二
氏
「
人

麻
呂
『
反
歌
』『
短
歌
』
の
論
―
人
麻
呂
長
歌
制
作
年
次
攷
序
説

（
10
）

―
」
に
お
け
る
分
析
に
基
づ
い
て
い
る
。

「
反
歌
」
は
「
長
歌
」
の
要
約
や
繰
り
返
し
の
要
素
が
強
い
と
説
か
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
わ
け

だ
が
、
柿
本
人
麻
呂
は
長
歌
に
「
短
歌
」
を
付
け
た
。
稲
岡
氏
は
、
こ
の
柿
本
人
麻
呂
の
文
学
的

営
為
に
分
け
入
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
考
を
見
て
み
よ
う
。
稲
岡
氏
は
、

そ
れ
以
前
の
「
反
歌
」
の
呼
称
が
暗
示
し
て
い
た
も
の
よ
り
も
、
反
歌
相
互
間
の
連
関
も
考

慮
さ
れ
、
長
歌
の
枠
を
踏
み
出
し
う
る
よ
う
な
自
由
な
反
歌
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し

て
人
麻
呂
は
「
反
歌
」
の
呼
称
を
捨
て
て
「
短
歌
」
と
い
う
頭
書
を
付
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

と
述
べ
た
。

こ
の
「
反
歌
相
互
間
の
連
関
」
が
明
瞭
な
の
が
、
妻
を
亡
く
し
た
夫
の
心
情
を
綴
る
柿
本
人
麻

呂
の
作
品
「
泣
血
哀
慟
歌
」
で
あ
る
。
そ
の
第
一
群
の
長
歌
二
〇
七
番
歌
の
後
の
「
短
歌
二
首
」

を
見
て
み
よ
う
。

あ
き
や
ま

も

み

ち

し
げ

ま
と

い
も

や
ま

ぢ

秋
山
の

黄
葉
を
繁
み

惑
ひ
ぬ
る

妹
を
求
め
む

山
道
知
ら
ず
も
〈
一
に
云
ふ
、「
路
知
ら

ず
し
て
」〉（
２
・
二
〇
八
）

ば

ち

ゆ

た
ま
づ
さ

つ
か

み

あ

ひ

お
も

も
み
ち
葉
の

散
り
行
く
な
へ
に

玉
梓
の

使
ひ
を
見
れ
ば

逢
ひ
し
日
思
ほ
ゆ
（
２
・

二
〇
九
）

長
歌
二
〇
七
番
歌
で
は
日
本
上
代
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
結
婚
形
態
「
通
い
婚
」
に
お
け

る
夫
婦
が
描
か
れ
る
。
人
目
を
気
に
し
て
い
る
う
ち
に
頼
り
に
思
っ
て
い
た
妻
が
死
ん
で
し
ま
っ

た
。
妻
の
死
に
目
に
会
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
死
後
も
弔
い
に
も
行
け
な
い
。
そ
の
夫

の
悲
哀
を
歌
う
の
が
長
歌
二
〇
七
番
歌
で
あ
る
。
廣
川
晶
輝
『
萬
葉
寫
眞
簡N

o.043

（
巻
２
・

二
〇
八
番

（
11
）

歌
）』
で
は
、

ひ
と
づ
て

妻
の
死
を
人
伝
に
し
か
知
り
得
な
い
夫
は
、
居
て
も
立
っ
て
も
居
ら
れ
ず
、
妻
が
よ
く
出
か

か
る

い
ち

け
た
軽
の
市
に
立
つ
。
し
か
し
、
そ
こ
に
妻
の
姿
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
夫
は
愛
し
い
妻

の
名
前
を
叫
び
、
袖
を
振
る
。
雑
踏
の
中
で
愛
し
い
人
の
名
前
を
叫
ぶ
こ
の
情
景
は
、
現
代

の
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
映
像
と
し
て
も
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
群
の
中
に
は
、

妻
の
死
に
目
に
も
会
え
ず
、
妻
の
所
に
行
け
ず
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
夫
の
姿
が
あ
る
。

と
述
べ
た
。
こ
の
長
歌
を
受
け
る
「
短
歌
」
の
一
首
目
の
二
〇
八
番
歌
で
は
、
妻
の
死
を
認
め
ず
、

紅
葉
・
黄
葉
が
繁
っ
て
い
る
の
で
妻
は
山
に
迷
い
込
ん
だ
の
だ
と
歌
う
。
一
方
「
短
歌
」
の
二
首

目
の
二
〇
九
番
歌
で
は
ど
う
か
。
廣
川
晶
輝
『
萬
葉
寫
眞
簡N

o.044

（
巻
２
・
二
〇
九
番

（
12
）

歌
）』

で
は
、そ

の
次
に
置
か
れ
て
い
る
当
該
歌
で
は
、
そ
の
紅
葉
・
黄
葉
の
散
る
こ
と
が
歌
わ
れ
る
の
で

あ
り
、
こ
こ
に
は
、
時
の
経
過
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
時
の
経
過
に
つ
い
て
、
も
う
一
点
。

「
な
へ
（
に
）」
は
、「
…
と
同
時
に
」「
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
」
と
い
う
意
味
の
助
詞
で
あ
り
、

『
萬
葉
集
』
中
に
二
十
五
例
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
歌
「
散
り
行
く
な
へ
に
」
の
よ
う
に
、

上
の
言
葉
に
「
行�

く�

」
が
付
く
例
は
他
に
一
例
も
無
い
。「
散
り
行�

く�

」
と
あ
る
当
該
歌
で

は
、〈
時
の
経
過
〉
と
い
う
要
素
が
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
。

紅
や
黄
に
色
付
い
て
い
た
周
り
の
木
々
の
葉
も
、
季
節
の
移
ろ
い
に
は
あ
ら
が
え
ず
、
散

り
行
く
。
非
情
に
も
時
は
流
れ
、
移
ろ
い
行
く
。
夫
も
そ
う
し
た
時
の
流
れ
の
中
に
い
る
の

だ
が
、
妻
を
失
っ
た
哀
し
み
は
消
え
る
こ
と
な
く
心
の
中
に
積
み
重
な
っ
て
い
る
。
周
囲
の

時
の
流
れ
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
自
分
…
…
、
そ
ん
な
新
た
な
哀
し
み
に
も
包
ま
れ
出
し
た
、

ま
さ
に
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
、
生
前
に
妻
と
の
間
を
往
き
来
し
た
使
い
を
見
か
け
た
の
だ
。

（一五） 廣川 晶輝：『万葉集』「志貴親王挽歌」の「萩」の機能



そ
の
瞬
間
、
妻
と
仲
睦
ま
じ
く
過
ご
し
た
あ
の
交
歓
の
日
が
思
わ
れ
、
次
の
瞬
間
、
心
の
中

に
積
み
重
な
っ
て
い
た
哀
し
み
が
、
ど
っ
と
噴
出
す
る
。

夫
の
救
い
よ
う
の
な
い
哀
し
み
に
か
か
わ
り
な
く
、
木
々
の
葉
は
た
だ
静
か
に
散
り
行
く
。

と
述
べ
て
お
い
た
。

こ
の
柿
本
人
麻
呂
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
群
の
短
歌
二
首
二
〇
八
・
二
〇
九
番
歌
に
は
、
稲
岡

耕
二
氏
「
人
麻
呂
『
反
歌
』『
短
歌
』
の
論
―
人
麻
呂
長
歌
制
作
年
次
攷
序
説
―
」
が
説
く
「
長
歌
の
枠

を
踏
み
出
し
う
る
よ
う
な
自
由
な
」
要
素
が
明
瞭
で
あ
り
、「
反
歌
相
互
間
の
連
関
も
考
慮
」
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
様
相
は
、
稲
岡
耕
二
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
の
『
短
歌
』
に
つ
い
て
―

金
村
の
構
成
意
識
―
」
が
当
該
作
品
に
つ
い
て
、

時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
そ
れ
（
長
歌
の
こ
と
。
廣
川
注
）
に
包
括
さ
れ
る
の
で
な
く
、
…
…
長

歌
に
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
時
点
に
視
座
を
移
し
、
薨
去
を
知
っ
た
の
ち
の
哀
悼
の
こ
こ
ろ
を
、

反
歌
と
し
て
詠
み
加
え
る
と
い
う
意
欲
的
な
構
成

を
見
出
し
て
い
る
見
解
の
妥
当
性
を
保
証
し
よ
う
。

の

へ

あ
き
は
ぎ

さ

ち

当
該
の
本
文
短
歌
二
三
一
番
歌
で
は
、「
高
円
の

野
辺
の
秋
萩

い
た
づ
ら
に

咲
き
か
散

る
ら
む

見
る
人
な
し
に
」
と
歌
わ
れ
る
。

ま
ず
は
、「
咲
き
か
散
る
ら
む
」
を
分
析
し
よ
う
。「
散
る
ら
む
」
に
つ
い
て
、
井
上
通
泰
氏

『
萬
葉
集
新
考

第
（
13
）

一
』
は
、

チ
ル
ラ
ム
と
い
へ
る
を
思
へ
ば
高
円

ノ

野
な
ら
ぬ
他
処
に
て
よ
み
し
な
り

と
的
確
に
述
べ
て
い
る
。「
ら
む
」
は
現
在
推
量
の
助
動
詞
で
あ
り
、
目
に
見
え
な
い
視
界
外
に

お
い
て
現
在
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
推
量
に
用
い
ら
れ
る
助
動
詞
で
あ
る
。
名
付
け
て
「
現

在
視
界
外
推
量
」
の
助
動
詞
で
あ
る
。
当
該
短
歌
第
一
首
は
「
高
円
の
野
辺
で
は
な
い
場
所
」
か

ら
「
高
円
の
野
辺
」
の
様
相
を
推
量
し
て
「
今
、
咲
い
て
は
散
り
咲
い
て
は
散
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」

と
歌
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
様
相
が
推
量
さ
れ
て
い
る
の
か
。

ま
ず
は
、
第
三
句
「
い
た
づ
ら
に
」
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
辞
書
の
記
述
で
は
あ
る
が
参
照

さ
れ
る
の
が
、
大
野
晋
氏
・
佐
竹
昭
広
氏
・
前
田
金
五
郎
氏
編
『
岩
波

古
語
辞
典

補
訂

（
14
）

版
』
の
記

述
で
あ
る
。
同
書
で
は
、「
い
た
づ
ら
【
徒
ら
】」
の
項
目
に
お
い
て
、

当
然
の
期
待
に
反
し
て
、
無
為
・
無
用
で
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
こ
と
が
原
義

と
説
く
。
当
該
歌
二
三
一
番
歌
で
は
、
な
ぜ
無
為
・
無
用
、
無
駄
に
咲
い
て
は
散
る
と
い
う
の
か
。

『
岩
波

古
語
辞
典

補
訂
版
』
が
言
う
「
当
然
の
期
待
に
反
し
て
」
と
い
う
状
況
と
合
致
す
る
当
該

歌
の
状
況
が
、「
見
る
人
な
し
に
」
で
あ
ろ
う
。『
万
葉
集
』
中
の
「
見
る
人
な
し
に
」
の
用
例

（
助
詞
「
を
」
が
入
っ
て
の
ミ
語
法
の
用
例
も
確
実
に
拾
っ
て
お
い
た
）
は
、
当
該
歌
を
入
れ
て

七
例
で
あ
る
。
そ
れ
を
左
に
提
示
す
る
。

イ
）
高
円
の

野
辺
の
秋
萩

い
た
づ
ら
に

咲
き
か
散
る
ら
む

見
る
人
な
し
に
（
２
・
二

三
一
）

ロ
）
風
早
の

浜
の
白
波

い
た
づ
ら
に

こ
こ
に
寄
せ
来
る

見
る
人
な
し
に
〈
一
に
云
ふ

「
こ
こ
に
寄
せ
来
も
」〉（
９
・
一
六
七
三
）

ハ
）
去
年
咲
き
し

久
木
今
咲
く

い
た
づ
ら
に

地
に
か
落
ち
む

見
る
人
な
し
に
（
10
・

一
八
六
三
）

ニ
）
阿
保
山
の

桜
の
花
は

今
日
も
か
も

散
り
ま
が
ふ
ら
む

見
る
人
な
し
に
（
10
・
一

八
六
七
）

ホ
）
上
野

小
野
の
た
ど
り
が

あ
は
ぢ
に
も

背
な
は
逢
は
な
も

見
る
人
な
し
に
（
14
・

三
四
〇
五
の
或
本
歌
）

ヘ
）
玉
の
浦
の

沖
つ
白
玉

拾
へ
れ
ど

ま
た
そ
置
き
つ
る

見
る
人
を
な
み
（
15
・
三
六

二
八
）

ト
）
我
が
や
ど
の

花
橘
は

い
た
づ
ら
に

散
り
か
過
ぐ
ら
む

見
る
人
な
し
に
（
15
・
三

七
七
九
）

全
七
例
の
う
ち
四
例
に
お
い
て
「
い
た
づ
ら
に
」
が
共
起
し
て
い
る
。
当
該
歌
を
飛
ば
し
て
順

番
に
見
よ
う
。
巻
九
の
一
六
七
三
番
歌
で
は
「
こ
こ
に
寄
せ
来
る
」「
浜
の
白
波
」
と
い
う
景
勝

を
「
見
る
人
」
が
い
な
い
こ
と
が
「
い
た
づ
ら
に
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
巻
十
の
一
八
六
三
番

歌
で
は
、
去
年
咲
い
た
久
木
が
今
咲
い
て
い
る
、
そ
の
花
を
「
見
る
人
」
が
い
な
い
こ
と
が
「
い

た
づ
ら
に
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
巻
十
五
の
三
七
七
九
番
歌
は
、
越
前
国
に
配
流
さ
れ
た
中
臣

宅
守
と
都
に
残
る
狭
野
弟
上
娘
子
と
の
一
連
の
長
大
な
贈
答
歌
群
の
末
尾
に
位
置
す
る
「
中
臣
朝

臣
宅
守
寄
二

花
鳥
一

陳
レ

思
作
歌
」
の
七
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。
都
の
自
分
の
邸
宅
の
橘
の
花

が
散
っ
て
花
の
盛
り
を
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
現
在
視
界
外
推
量
の
「
ら
む
」
に
よ
っ
て
推
量

さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
都
の
自
邸
で
自
分
が
見
る
べ
き
な
の
に
、
自
分
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を

「
見
る
人
な
し
に
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
景
勝
の
白
波
」「
久
木
の
花
」「
橘
の
花
」
は
い
ず
れ

（一六）甲南大學紀要 文学編 第171号 （2021年３月） 日本語日本文学科



も
賞
美
す
べ
き
対
象
で
あ
る
。
そ
の
賞
美
す
べ
き
対
象
を
賞
美
す
べ
き
人
の
不
在
が
「
見
る
人
な

し
に
」
と
歌
わ
れ
、
だ
か
ら
賞
美
す
べ
き
対
象
が
「
無
為
・
無
用
、
無
駄
」
の
状
況
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
い
方
を
敷
衍
す
れ
ば
、
当
該
歌
二
三
一

番
歌
で
も
、「
高
円
の

野
辺
の
秋
萩
」
と
い
う
賞
美
す
べ
き
対
象
を
「
見
る
人
」
が
い
な
い
こ

と
の
「
無
為
・
無
用
、
無
駄
」
の
状
況
が
「
い
た
づ
ら
に
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

先
行
研
究
と
し
て
は
、
室
町
時
代
の
連
歌
師
・
歌
人
で
あ
っ
た
宗
祇
の
『
萬
葉

（
15
）

抄
』
が
、

是
も
志
貴
王
子
死
給
て
、
高
円
山
の
萩
は
み
は
や
す
人
な
く
て
、
徒
に
さ
き
散
ら
ん
と
よ
め

り
。

と
述
べ
、
山
田
孝
雄
氏
『
萬
葉
集
講
義

巻
第

（
16
）

二
』
は
、「
野
辺
の
秋
萩
」
の
語
釈
に
お
い
て
、

こ
の
萩
は
下
の
「
二
三
二
」
の
歌
に
よ
れ
ば
、
親
王
の
愛
し
た
ま
ひ
し
も
の
な
ら
む
と
思
は

る
。

と
述
べ
、「
見
る
人
な
し
に
」
の
語
釈
に
お
い
て
、

そ
の
見
る
人
と
い
ふ
は
そ
れ
を
見
て
愛
で
は
や
す
人
と
い
ふ
義
な
る
が
、
裏
に
親
王
を
さ
し

奉
れ
る
こ
と
い
ふ
ま
で
も
な
し
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
是
非
に
も
参
照
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
志
貴
親
王
自
身
の
「
見
る
」
と
い
う
行
為
が
作
品
上
で
表
出
さ
れ
る
の
だ
。
そ
し

て
、
本
論
で
は
、
す
で
に
土
橋
寛
氏
の
「〝
見
る
〟
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
」
を
参
照
し
、「
そ

れ
を
『
見
る
』
こ
と
が
人
間
の
生
命
力
を
盛
ん
に
す
る
タ
マ
フ
リ
の
行
為
」
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
て
お
い
た
。「
見
る
人
な
し
に
」
と
は
、
萩
の
花
の
美
し
さ
の
真
価
を
評
価
し
賞
美
し
愛
で
る

こ
と
が
で
き
た
志
貴
親
王
、
そ
の
人
の
、
不
在
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。
志
貴
親
王
は
生
前
、
高
円

の
野
辺
で
萩
を
賞
美
し
愛
で
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
野
辺
」
を
共
通
し
て
持
つ
点
で
、
短
歌
第
一
首
と
短
歌
第
二
首
と
は
繋
が
っ
て

い
る
。
短
歌
第
二
首
二
三
二
番
歌
を
見
よ
う
。

み

か
さ
や
ま

ゆ

し
げ

ひ
さ

三
笠
山

野
辺
行
く
道
は

こ
き
だ
く
も

繁
り
荒
れ
た
る
か

久
に
あ
ら
な
く
に
（
二
三

二
）

こ
の
「
三
笠
山

野
辺
」
の
理
解
に
つ
い
て
、
身
﨑
壽
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
の
位

（
17
）

置
」
の
見
解

を
参
照
し
よ
う
。
身
﨑
氏
論
文
で
は
、「
話
者＝

作
中
主
体
」
が
「
志
貴
の
生
前
に
お
も
い
を
は

せ
」、「
そ
の
ゆ
か
り
の
土
地
」
で
あ
る
「『
高
円
』『
三
笠
山
』
の
な
ま
え
を
よ
み
こ
ん
で
哀
悼
の

意
が
表
明
さ
れ
」
て
い
る
と
説
く
。「
ゆ
か
り
の
土
地
」
と
し
て
、
短
歌
第
一
首
二
三
一
番
歌
に

お
い
て
「
高
円
の
野
辺
」、
短
歌
第
二
首
二
三
二
番
歌
に
お
い
て
「
三
笠
山
野
辺
行
く
道
」
が
示

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
第
三
句
の
「
こ
き
だ
く
も
」
に
つ
い
て
、
前
掲
の
村
田
右
富
実
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
論

―
そ
の
文
学
史
的
位
置
―
」
は
、

「
こ
き
だ
く
も
」
は
、
野
辺
の
道
を
目
の
当
た
り
に
し
た
感
慨
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…

第
二
反
歌
の
空
間
が
三
笠
山
に
措
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
大
過
な
か
ろ
う
。

と
述
べ
る
。
近
称
の
「
こ
」
の
的
確
な
理
解
に
基
づ
く
見
解
で
あ
り
、
賛
同
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
の
が
、

は

み

こ

み
こ
と

が
よ

め

い

く

ぢ

愛
し
き
か
も

皇
子
の
尊
の

あ
り
通
ひ

見
し
し
（
之
）
活
道
の

道
は
荒
れ
に
け
り

（
３
・
四
七
九
、
大
伴
家
持
「
安
積
皇
子
挽
歌
」）

で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
、
生
前
「
活
道
の
道
」
を
行
き
来
し
そ
の
様
子
を
御
覧
に
な
ら
れ
た
安
積

皇
子
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
、
ゆ
え
に
道
は
荒
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
歌
わ
れ
る
。
直
接
経
験
を
表

わ
す
助
動
詞
「
き
」
が
「
見
し
し
」
と
あ
る
こ
と
が
歌
の
中
で
効
い
て
い
る
。
当
該
歌
で
も
、
生

前
「
三
笠
山

野
辺
行
く
道
」
を
行
き
来
な
さ
っ
た
志
貴
親
王
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
、
ゆ
え
に
、

道
は
「
繁
り
荒
れ
」
て
し
ま
っ
た
と
歌
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
「
繁
り
」
の
理
解
を
深
め
よ
う
。
澤
瀉
久
孝
氏
『
萬
葉
集
注
釈
巻
第

（
18
）

二
』
は
当
該
歌
二
三

し
げ

二
番
歌
の
原
文
「
繁
荒
有
可
」
を
「
繁
り
荒
れ
た
る
か
」
と
訓
読
す
べ
き
こ
と
に
詳
細
な
説
明
を

付
す
。
少
々
長
く
な
る
が
そ
の
説
明
を
引
用
し
よ
う
。

し
げ
り
荒
れ
た
る
か

…
…
「
生
ひ
ざ
り
し
草
生
ひ
に
け
る
か
も
」
（
一
八
一
）
、「
木
高
く

繁
く
な
り
に
け
る
か
も
」
（
三
・
四
五
二
）
と
あ
る
草
木
の
繁
く
な
る
事
で
あ
る
。
道
の
あ
た

り
の
雑
草
の
繁
く
な
る
事
が
道
の
荒
れ
る
事
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
草
の
繁
く
な
つ
て
荒
れ

る
事
を
「
繁
く
荒
れ
る
」
と
は
云
は
な
い
。
も
し
「
し
げ
く
荒
れ
る
」
と
い
へ
ば
、
そ
の

「
し
げ
く
」
は
「
ひ
ど
く
」
と
い
ふ
に
近
い
。
従
つ
て
「
し
げ
く
」
と
「
こ
き
だ
く
も
」
と

は
考
の
説
の
や
う
に
重
言
と
云
つ
て
よ
い
。
も
し
右
に
説
明
し
た
や
う
な
意
味
に
「
し
げ
く
」

ハ
ル
ク
サ

ノ

シ
ゲ
ク
オ
ヒ
タ
ル

ナ
ツ
ク
サ

カ

シ
ゲ
ク
ナ
リ
ヌ

ル

を
用
ゐ
る
と
す
れ
ば
、「
春
草
之

茂
生
有
」
（
一
・
二
九
）
、「
夏
草
香

繁
成
奴
留
」
（
一
・
二

九
）
と
あ
る
や
う
に
「
生
ひ
て
」
と
か
「
な
り
て
」
と
か
い
ふ
言
葉
が
あ
つ
て
こ
そ
「
荒
れ

る
」
に
つ
ゞ
く
べ
き
で
あ
る
。
も
し
さ
う
い
ふ
言
葉
を
入
れ
る
事
な
し
に
「
荒
れ
る
」
に
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つ
ゞ
け
る
為
に
は
、
新
考
に
「
動
詞
と
認
め
て
シ
ゲ
リ
、
シ
ゲ
ミ
な
ど
よ
む
べ
し
。」
と
あ

る
に
従
ふ
べ
き
で
あ
る
。
…
…
集
中
「
繁
」
と
「
茂
」
と
は
全
く
同
様
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る

事
、
右
に
あ
げ
た
数
例
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
一
方
の
「
茂
」
は

マ

キ

ノ

ハ

ヤ

シ
ゲ
リ
タ
ル
ラ

ム

「
眞
木
葉
哉

茂
有
良
武
」（
三
・
四
三
一
）
と
動
詞
に
用
ゐ
た
例
も
あ
る
の
だ
か
ら
、「
繁
」
を

ま
た
動
詞
に
用
ゐ
る
事
も
少
し
も
不
都
合
で
は
な
い
。
即
ち
今
は
シ
ゲ
リ
と
訓
ん
で
雑
草
な

ど
が
生
ひ
繁
つ
て
、
荒
れ
た
事
よ
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

し
げ

本
論
と
し
て
も
、
澤
瀉
氏
『
萬
葉
集
注
釈
』
の
説
明
に
賛
同
し
、「
繁
り
荒
れ
た
る
か
」
と
訓
読

す
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
参
照
す
べ
き
は
、
大
伴
旅
人
の
「
亡
妻
挽
歌
」
で
あ
る
。

帰
る
べ
く

時
は
な
り
け
り

都
に
て

誰
が
手
本
を
か

我
が
枕
か
む
（
３
・
四
三
九
）

都
な
る

荒
れ
た
る
家
に

ひ
と
り
寝
ば

旅
に
ま
さ
り
て

苦
し
か
る
べ
し
（
四
四
〇
）

右
二
首
臨
二

近
向
レ

京
之
時
一

作
歌

…
…

還
二

入
故
郷
家
一

即
作
歌
三
首

人
も
な
き

空
し
き
家
は

草
枕

旅
に
ま
さ
り
て

苦
し
か
り
け
り
（
３
・
四
五
一
）

妹
と
し
て

二
人
作
り
し

我
が
山
斎
は

木
高
く
繁
く

な
り
に
け
る
か
も
（
四
五
二
）

我
妹
子
が

植
ゑ
し
梅
の
木

見
る
ご
と
に

心
む
せ
つ
つ

涙
し
流
る
（
四
五
三
）

こ
の
よ
う
に
展
開
す
る
大
伴
旅
人
「
亡
妻
挽
歌
」
歌
群
に
お
い
て
、
四
四
〇
番
歌
の
推
量
「
苦

し
か
る
べ
し
」
が
、
四
五
一
番
歌
で
は
「
苦
し
か
り
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
気
付
き
の
「
け
り
」

を
伴
っ
て
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
両
首
は
対
応
し
て
い
る
。

「
荒
れ
た
る
家
」
の
要
素
の
一
つ
に
「
人
も
な
き
空
し
き
家
」
と
い
う
要
素
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
が
、
別
の
重
要
な
要
素
と
し
て
「
我
が
山
斎
は

小
高
く
繁
く

な
り
に
け
る
か
も
」

が
あ
る
。

当
該
作
品
の
短
歌
第
一
首
と
短
歌
第
二
首
は
と
も
に
「
野
辺
」
を
詠
む
こ
と
で
繋
が
っ
て
い
る
。

当
該
短
歌
第
二
首
に
お
い
て
「
繁
る
」
物
を
、
前
掲
の
澤
瀉
氏
『
萬
葉
集
注
釈
』
は
「
草
木
」

「
雑
草
な
ど
」
と
把
握
す
る
が
、
以
上
述
べ
て
来
た
短
歌
二
首
の
繋
が
り
を
考
慮
す
れ
ば
、「
草
木
」

「
雑
草
な
ど
」
の
具
体
的
中
身
と
し
て
は
短
歌
第
一
首
の
「
萩
」
が
想
定
で
き
、「
萩
が
繁
る
」
と

い
う
理
解
が
導
か
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
萩
」
は
、
志
貴
親
王
の
生
前
は
親
王
の
〈
見
る
〉

行
為
に
反
応
し
、
賞
美
に
相
応
し
く
収
ま
っ
て
お
り
、「
繁
る
」
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
親
王

の
薨
去
後
は
自
ら
の
美
し
さ
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
の
不
在
に
よ
り
繁
り
、
道
は
荒
れ
て
し
ま
う
。

親
王
の
賞
美
に
〈
感
応
〉
す
る
萩
の
姿
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
参
照
し
た
い
の
が
次
の
歌
で
あ
る
。

島
の
宮

上
の
池
な
る

放
ち
鳥

荒
び
な
行
き
そ

君
い
ま
さ
ず
と
も
（
２
・
一
七
二
、

「
舎
人
慟
傷
歌
群
」
の
一
首
）

鳥
翔
成

あ
り
通
ひ
つ
つ

見
ら
め
ど
も

人
こ
そ
知
ら
ね

松
は
知
る
ら
む
（
２
・
一
四

五
、
有
間
皇
子
関
連
歌
群
に
お
け
る
山
上
憶
良
に
よ
る
追
和
歌
）

一
七
二
番
歌
か
ら
は
、
薨
去
な
さ
っ
て
し
ま
っ
た
日
並
皇
子
が
生
前
、
皇
子
の
邸
宅
「
島
の
宮
」

の
「
上
の
池
」
の
「
放
ち
鳥
」
を
賞
美
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
り
、「
放
ち
鳥
」
も
皇
子
生
前
の
賞
美

に
〈
感
応
〉
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
皇
子
亡
き
今
、
そ
の
賞
美
と
感
応
の
円
環
は
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
の
だ
。
一
四
五
番
歌
に
お
い
て
も
、
松
を
結
ん
だ
（
一
四
一
番
歌
）
有
間
皇
子
の
思
い

を
松
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。「
松
は
」
の
取
り
立
て
の
意
味
を
表
わ
す

助
詞
「
は
」
が
効
果
的
で
あ
る
。
有
間
皇
子
の
霊
魂
が
「
鳥
翔
成

あ
り
通
」
い
続
け
て
松
を
御

覧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
他
の
人
間
は
解
ら
な
い
が
、
生
前
の
有
間
皇
子
が
手
ず
か
ら
結
ん
で

触
れ
た
「
松
は
」
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
歌
う
。
植
物
松
の
〈
感
応
〉
の
理
解
が
基
盤
に
あ
る
こ

と
は
動
か
な
い
。

四

ま
と
め

当
該
の
長
歌
作
品
「
志
貴
親
王
挽
歌
」
で
は
、
野
辺
で
萩
を
賞
美
す
る
志
貴
親
王
の
像
が
作
品

あ
づ
さ
ゆ
み

内
で
造
形
さ
れ
る
。
長
歌
冒
頭
部
分
の
表
現
「
梓
弓

手
に
取
り
持
ち
て

ま
す
ら
を
の

さ
つ

た

ば
さ

ま
と

た
か
ま
と
や
ま

矢
手
挟
み

立
ち
向
か
ふ
」
は
、「
的
」
と
同
じ
訓
を
持
つ
由
縁
で
「
高
円
山
」
に
掛
か
る
序
詞

で
あ
る
と
説
か
れ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
が
、「
高
円
」
が
志
貴
親
王
の
「
ゆ
か
り
の
土
地
」
で

あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
序
詞
の
表
現
も
無
意
味
に
存
在
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

こ
の
序
詞
の
表
現
も
、
志
貴
親
王
に
お
仕
え
す
る
「
ま
す
ら
を
」
た
ち
の
颯
爽
と
し
た
姿
を
描
く

こ
と
で
、
志
貴
親
王
の
生
前
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
の
造
形
と
見
事
に
繋
が
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
萩
」
の
真
正
な
美
し
さ
を
賞
美
す
る
親
王
の
賞
美
の
心
に
対
し
て
の
〈
萩
の
感
応
〉
を
描
く
こ

（一八）甲南大學紀要 文学編 第171号 （2021年３月） 日本語日本文学科



と
は
、
萩
の
美
し
さ
を
的
確
に
賞
美
し
得
た
親
王
の
真
正
な
様
を
称
揚
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
こ

の
よ
う
に
、「
皇
子
挽
歌
」
に
お
け
る
表
現
の
あ
り
方
、「
萩
」
の
機
能
を
理
解
し
た
い
。
な
お
、

生
前
の
草
花
へ
の
真
正
な
賞
美
を
歌
う
こ
の
万
葉
第
三
期
の
表
現
は
、
万
葉
第
四
期
に
お
け
る
大

伴
家
持
「
弟
書
持
挽
歌
」（
17
・
三
九
五
七
～
三
九
五
九
）
に
お
い
て
弟
書
持
の
生
前
を
描
く
叙

述
「
萩
の
花

に
ほ
へ
る
や
ど
」
に
向
け
て
の
家
持
の
自
注
「
言
斯
人
為
レ

性
好
二

愛
花
草
花
樹
一

而
多
植
二

於
寝
院
之
庭
一

故
謂
二

之
花
薫
庭
一

也
」
の
表
現
効
果
へ
と
射
程
を
伸
ば
す
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

注（
１
）

閲
覧
可
能
な
写
本
は
複
製
本
を
参
照
し
閲
覧
不
可
能
な
写
本
は
『
校
本
萬
葉
集
』
を
用
い
、
本
文
校

訂
を
施
し
た
。
当
該
歌
お
よ
び
他
の
『
万
葉
集
』
の
歌
の
書
き
下
し
は
、
小
島
憲
之
氏
・
木
下
正
俊
氏
・

東
野
治
之
氏
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
萬
葉
集
』（
小
学
館
）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
改
め
た
箇

所
も
あ
る
。

（
２
）

当
該
作
品
の
題
詞
の
記
述
は
「
霊
龜
元
年
歳
次
乙
卯
秋
九
月
志
貴
親
王
薨
時
作
歌
一
首
并
短
歌
」
で

あ
る
が
、『
続
日
本
紀
』
に
は
「
霊
亀
二
年
八
月
」
条
の
記
述
と
し
て
、「
甲
寅
（
十
一
日
）、
二
品
志

貴
親
王
薨
。
遣
二

従
四
位
下
六
人
部
王
、
正
五
位
下
県
犬
養
宿
禰
筑
紫
一
、
監
二

護
喪
事
一
。
親
王
、
天
智

天
皇
第
七
之
皇
子
也
。
宝
亀
元
年
、
追
尊
、
称
二

御
春
日
宮
天
皇
一
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
違
い
を
見

せ
て
い
る
。
上
記
『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版
『
続
日
本
紀
』（
岩
波
書
店
）

に
拠
り
、
日
に
ち
を
（

）
の
中
に
補
っ
て
示
し
た
。
こ
の
薨
去
の
年
月
の
違
い
に
関
連
し
て
、
近
藤

章
氏
「
志
貴
親
王
薨
去
と
そ
の
挽
歌
」（『
国
語
と
国
文
学
』
五
一
―
八
、
一
九
七
四
年
八
月
）、
村
山

出
氏
「
志
貴
親
王
の
挽
歌
―
成
立
と
背
景
―
」（『
奈
良
前
期
万
葉
歌
人
の
研
究
』、
一
九
九
三
年
三
月
、

翰
林
書
房
。
初
出
、「
志
貴
親
王
挽
歌
論
―
そ
の
成
立
と
背
景
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
一
九
八
〇
年
一
一
月
）

等
の
論
考
は
、
薨
時
が
い
つ
な
の
か
を
含
め
て
詳
細
な
分
析
を
試
み
る
。
し
か
し
、
梶
川
信
行
氏
「
志

貴
親
王
の
薨
去
と
そ
の
挽
歌
」
（
『
万
葉
史
の
論

笠
金
村
』
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
、
桜
楓
社
。
初
出

「
志
貴
親
王
挽
歌
論
序
説
―
親
王
薨
去
時
と
挽
歌
制
作
時
と
―
」
、
一
九
八
〇
年
三
月
）
が
諸
説
一
つ
一

つ
を
対
象
と
し
そ
れ
ぞ
れ
の
「
問
題
点
」
を
列
挙
し
「
ま
だ
ま
だ
多
く
の
問
題
点
を
残
し
て
お
り
、
そ

の
結
着
は
今
後
の
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
多
い
。」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
薨
時

の
決
定
は
困
難
を
き
わ
め
よ
う
。
本
論
と
し
て
は
、
こ
の
問
題
に
は
分
け
入
ら
ず
、
当
該
作
品
の
表
現

の
「
機
能
」
の
分
析
に
努
め
る
。

（
３
）

清
水
克
彦
氏
「
笠
金
村
論
」
（
『
萬
葉
論
集

第
二
』
、
一
九
八
〇
年
五
月
、
桜
楓
社
。
初
出
、
一
九
七

二
年
二
月
）

（
４
）

伊
藤
博
氏
「
第
一
人
者
の
宿
命
」（『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品

下

古
代
和
歌
史
研
究
４
』、
一
九
七

五
年
七
月
、
塙
書
房
。
初
出
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
）

（
５
）

小
野
寛
氏
「
笠
金
村
の
歌
集
出
歌
と
歌
中
出
歌
と
或
本
歌
」
（
『
論
集
上
代
文
学

第
六
冊
』、
一
九
七

六
年
三
月
、
笠
間
書
院
）

（
６
）

村
田
右
富
実
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
論
―
そ
の
文
学
史
的
位
置
―
」（『
女
子
大
文
学

国
文
篇
』
五
六
、

二
〇
〇
五
年
三
月
）

（
７
）

平
田
喜
信
氏
・
身
﨑
壽
氏
『
和
歌
植
物
表
現
辞
典
』（
一
九
九
四
年
七
月
、
東
京
堂
出
版
）

（
８
）

土
橋
寛
氏
「〝
見
る
〟
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
」
（『
萬
葉
集
の
文
学
と
歴
史

土
橋
寛
論
文
集

上
』、

一
九
八
八
年
六
月
、
塙
書
房
。
初
出
、
一
九
六
一
年
五
月
）

（
９
）

稲
岡
耕
二
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
の
『
短
歌
』
に
つ
い
て
―
金
村
の
構
成
意
識
―
」（
『
萬
葉
集
研
究

第
十
四
集
』、
一
九
八
六
年
八
月
、
塙
書
房
）

（
10
）

稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
『
反
歌
』『
短
歌
』
の
論
―
人
麻
呂
長
歌
制
作
年
次
攷
序
説
―
」（
『
萬
葉
集
研

究

第
二
集
』、
一
九
七
三
年
四
月
、
塙
書
房
）

（
11
）

廣
川
晶
輝
『
萬
葉
寫
眞
簡N

o.043

（
巻
２
・
二
〇
八
番
歌
）
』
（
二
〇
一
二
年
、
大
阪
府
立
大
学
）

（
12
）

廣
川
晶
輝
『
萬
葉
寫
眞
簡N

o.044

（
巻
２
・
二
〇
九
番
歌
）
』
（
二
〇
一
二
年
、
大
阪
府
立
大
学
）

（
13
）

井
上
通
泰
氏
『
萬
葉
集
新
考

第
一
』
（
一
九
二
八
年
三
月
、
国
民
図
書
）

（
14
）

大
野
晋
氏
・
佐
竹
昭
広
氏
・
前
田
金
五
郎
氏
編
『
岩
波

古
語
辞
典

補
訂
版
』
（
一
九
九
〇
年
二
月
、

岩
波
書
店
）

（
15
）

宗
祇
『
萬
葉
抄
』
の
引
用
は
、
『
萬
葉
集
叢
書
第
十
輯

萬
葉
学
叢
刊

中
世
編
』
（
一
九
二
八
年
二
月
、

古
今
書
院
）
に
拠
る
。

（
16
）

山
田
孝
雄
氏
『
萬
葉
集
講
義

巻
第
二
』
（
一
九
三
二
年
七
月
、
宝
文
館
）

（
17
）

身
﨑
壽
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
の
位
置
」
（『
宮
廷
挽
歌
の
世
界
―
古
代
王
権
と
万
葉
和
歌
―
』、
一
九

九
四
年
九
月
、
塙
書
房
）

（
18
）

澤
瀉
久
孝
氏
『
萬
葉
集
注
釈

巻
第
二
』（
一
九
五
八
年
四
月
、
中
央
公
論
社
）

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
美
夫
君
志
会
九
月
例
会
（
二
〇
一
七
年
九
月
一
〇
日
、
於

中
京
大
学
）

に
お
け
る
口
頭
発
表
「
は
ぎ
を
愛
で
る
―
「
志
貴
親
王
挽
歌
」
の
「
萩
」
の
機
能
へ
の
理
解
―
」
を
基

に
し
て
い
る
。

（一九） 廣川 晶輝：『万葉集』「志貴親王挽歌」の「萩」の機能


