
一

は
じ
め
に

『

万
葉
集』

巻
五
に
は
、
左
の
よ
う
な
、
題
詞
・
漢
文
序
文
・
長
歌
・
反
歌
の
形
を
採
る
作
品

が
あ
る
。

(

�)

哀
二

世
間
難
一レ

住
歌
一
首
并
序

易
レ

集
難
レ

排
八
大
辛
苦

難
レ

遂
易
レ

盡
百
年
賞
樂

古
人
所
レ

歎
今
亦
及
レ

之

所
以
因
作
二

一
章
之
歌
一

以
撥
二

二
毛
之
歎
一

其
歌
曰

世
間

よ
の
な
か

の

す
べ
な
き
も
の
は

年
月

と
し
つ
き

は

流
る
る
ご
と
し

と
り
続つ

つ

き

追
ひ
来く

る
も
の
は

百も
も

種く
さ

に

逼せ

め
寄
り
来き

た

る

娘
子

を
と
め

ら
が

娘
子
さ
び
す
と

韓か
ら

玉た
ま

を

手た

本も
と

に
巻ま

か
し

◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

同よ

年ち

児こ

ら
と

手て

携
た
づ
さ

は
り
て

遊
び
け
む

時
の
盛さ

か

り
を

留と
ど

み
か

ね

過す

ぐ
し
遣や

り
つ
れ

蜷み
な

の
腸わ

た

か
黒ぐ

ろ

き
髪
に

い
つ
の
間ま

か

霜
の
降
り
け
む

紅
く
れ
な
ゐの

一
云

｢

丹
の

ほ
な
す｣

面
お
も
て

の
上
に

い
づ
く
ゆ
か

皺し
わ

が
来き

た

り
し

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆

ま
す
ら
を
の

男
を
と
こ

さ
び
す
と

剣
つ
る
ぎ

大た

刀ち

腰
に
取
り
佩は

き

さ
つ
弓ゆ

み

を

手た

握に
ぎ

り
持
ち
て

赤あ
か

駒ご
ま

に

倭し

文つ

鞍く
ら

う
ち
置
き

�は

ひ
乗
り
て

遊
び
あ
る
き
し

世
間
や

常
に
あ
り
け
る

娘
子
ら
が

さ
寝な

す
板い

た

戸と

を

押お

し
開ひ

ら

き

い
�

た
ど

り
寄
り
て

真ま

玉た
ま

手で

の

玉
手
さ
し
交か

へ

さ
寝ね

し
夜よ

の

い
く
だ
も
あ
ら
ね
ば

手た

束つ
か

杖づ
ゑ

腰
に
た
が
ね
て

か
行ゆ

け
ば

人
に
厭い

と

は
え

か
く
行
け
ば

人
に
憎に

く

ま
え

老お

よ
し
男を

は

か
く
の
み
な
ら
し

た
ま
き
は
る

命
い
の
ち

惜を

し
け

ど

せ
む
す
べ
も
な
し

(

５
・
八
〇
四)

反
歌

常
盤

と
き
は

な
す

か
く
し
も
が
も
と

思
へ
ど
も

世よ

の
事
な
れ
ば

留と
ど

み
か
ね
つ
も

(

八
〇
五)

右
の
作
品
を

｢

哀
世
間
難
住
歌｣

と
呼
び
、
考
察
を
加
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
八
〇
五
番
歌
の
後
ろ
に
は
、

神
龜
五
年
七
月
廿
一
日
於
二

嘉
摩
郡
一

撰
定

筑
前
國
守
山
上
憶
良

と
い
う
左
注
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
右
の
作
品
が
山
上
憶
良
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
解
る
の
だ
が
、
こ
の
左
注
は
、｢

令
反
或
情
歌｣

(

題
詞
・
漢
文
序
文
・
長
歌
八
〇
〇
番
歌
・

反
歌
八
〇
一
番
歌)

、｢

思
子
等
歌｣

(

題
詞
・
漢
文
序
文
・
長
歌
八
〇
二
番
歌
・
反
歌
八
〇
三
番

歌)

、
そ
し
て
、
こ
の

｢

哀
世
間
難
住
歌｣

と
い
う
一
連
の
作
品
、
い
わ
ゆ
る

｢

嘉
摩
三
部
作｣

全
体
に
付
け
ら
れ
て
い
る
左
注
で
あ
る
。｢

哀
世
間
難
住
歌｣

を
論
じ
る
本
稿
と
し
て
は
あ
え
て

こ
の
左
注
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
し
、｢

嘉
摩
三
部
作｣

全
体
を
論
ず
る
稿
を
執
筆
す
る
折
り

に
論
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

右
に
見
る
よ
う
に
、
山
上
憶
良
作
の

｢

哀
世
間
難
住
歌｣

で
は
、
題
詞
・
漢
文
序
文
・
長
歌
・

反
歌
の
形
が
採
ら
れ
て
い
る
。
漢
文
序
文
を
伴
わ
な
い
単
な
る
長
歌
作
品
に
お
い
て
は
決
し
て
生

じ
る
こ
と
の
な
い
、
漢
文
序
文
と
長
歌
と
の
関
係
が
、
当
該
作
品
に
お
い
て
は
生
じ
る
こ
と
と
な

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
単
な
る
長
歌
作
品
の
方
法
と
は
異
な
る
方
法
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

土
屋
文
明
氏

『
旅
人
と
憶
良』

は
早
く
に
、

…
…
漢
文
の
序
を
附
し
た
の
は
、
文
章
と
歌
詞
と
に
よ
つ
て
効
果
を
強
め
よ
う
と
し
た
憶
良

( )七

�

川

晶

輝

山
上
憶
良

｢

哀
世
間
難
住
歌｣

に
つ
い
て

序
文
と
長
歌
と
の
関
連
を
中
心
に

或
有
二

此
句
一

云

｢

白
た
へ
の

袖
振
り
交

し

紅
の

赤
裳
裾
引
き｣

一
云

｢

常
な
り
し

笑
ま
ひ
眉
引
き

咲
く
花

の

う
つ
ろ
ひ
に
け
り

世
間
は

か
く
の
み

な
ら

し｣



の
発
明
で
勿
論
漢
文
の
法
を
輸
入
し
た
の
で
あ
ら
う
。

と
指
摘
し
て
い
た
。

(

�)

本
稿
は
、
序
文
の
表
現
と
長
歌
の
表
現
と
の
関
連
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

表
現
効
果
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
こ
の
作
品
の
構
造
を
理
解
す
る
上
で
の
重
要
な
先
行
研
究
の
指
摘
を
確

認
し
て
お
こ
う
。

『

万
葉
集
総
釈』

(
森
本
治
吉
氏
担
当)

は
、
長
歌
冒
頭
部
分
の
構
造
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

図
示
し
て
お
り
、
長
歌
の
こ
こ
ま
で
を
、｢

以
上
概
論
的
に
述
べ
た｣

と
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
大
久
保
廣
行
氏
も
、
右
の

『

総
釈』
と
同
様
の
構
造
理
解
を
示
し
た
上
で
、

序
文
と
の
つ
な
が
り
か
ら
言
え
ば
、
前
者

(
右
の

『

総
釈』

の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
�
の
部
分

こ
と
。
廣
川
注)

は

｢

遂
ぐ
る
こ
と
難
く
尽
く
る
こ
と
易
き｣

｢

百
年
の
賞
楽｣

を
示
し
た
も

の
で
あ
り
、
後
者

(

右
の

『

総
釈』

の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
�
の
部
分
こ
と
。
廣
川
注)

は

｢

集

ま
る
こ
と
易
く
排
ふ
こ
と
難
き｣

｢

八
大
の
辛
苦｣

に
相
当
す
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
序
文
と
長
歌
の
構
造
理
解
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

本
稿
と
し
て
も
、
構
造
理
解
と
し
て
、
右
の
森
本
治
吉
氏

『

総
釈』

、
大
久
保
廣
行
氏
の
見
解

に
賛
同
す
る
。
本
稿
は
、
序
文
・
長
歌
の
表
現
の
分
析
に
立
脚
し
て
、
序
文
の
表
現
と
長
歌
の
表

現
と
の
関
連
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
表
現
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
長
い
当
該
作
品
全
体
を
満
遍
な
く
論
じ
る
こ
と
は
、
と
も
す
る
と
論
点
が
散
漫
と

な
り
、
冗
漫
と
の
誹
り
を
受
け
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
と
し
て
は
、『

総
釈』
が

図
示
す
る
と
こ
ろ
の

｢

�｣

、
大
久
保
論
文
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の

｢

後
者｣

に
、
あ
え
て
絞
り

込
ん
で
論
じ
る
こ
と
で
、
右
の
誹
り
を
免
れ
よ
う
と
思
う
。
ま
た
、
絞
り
込
ん
で
論
じ
る
こ
と
に

よ
り
、
よ
り
端
的
な
形
で
、
序
文
の
表
現
と
長
歌
の
表
現
と
の
関
連
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
表

現
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
目
的
を
持
つ
本
稿
は
、
次
の
第
二
章
で

｢

易
レ

集
難
レ

排
八
大
辛
苦｣

に
つ
い
て
考

察
し
、
続
く
第
三
章
で
長
歌
冒
頭
部
分
の

｢

と
り
続
き

追
ひ
来
る
も
の
は

百
種
に

逼
め
寄

り
来
る｣

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

一)
｢

集｣

を
め
ぐ
っ
て

当
該
序
文
で
は
、｢

集
ま
り
易
く
し
て
排
ひ
難
き
は
八
大
辛
苦
、
遂
げ
難
く
し
て
盡
く
し
易
き

は
百
年
の
賞
樂｣

と
い
う
こ
と
が

｢

古
人
の
歎
き｣

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

｢

古

人｣

だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、｢

今
ま
た
こ
れ
に
及
ぶ｣

と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
歎
き
が
作
品
上

の

｢

現
代

(｢

今｣)｣

に
も
共
通
の
歎
き
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
、
示
さ
れ
る
。

こ
の

｢

易
レ

集
難
レ

排
八
大
辛
苦｣

と
い
う
序
文
冒
頭
の
表
現
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

｢

様

相｣
(

�)

が
作
品
上
で
喚
起
さ
れ
る
の
か
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
表
現
を
概
念
的
に
捉
え

る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
残
念
な
が
ら
、｢

易
レ

集
難
レ

排
八
大
辛
苦｣

と
い
う
序
文
冒

頭
の
表
現
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

｢

様
相｣

が
作
品
上
で
喚
起
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
掘

り
下
げ
て
論
じ
る
こ
と
が
足
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
は

｢

集｣

に
つ
い
て
追
究
し
よ
う
。

『

万
葉
集』

中
の

｢

集｣

に
は
、

同
月
十
一
日
登
二

活
道
岡
一

集
二

一
株
松
下
一

飲
歌
二
首

(

６
・
一
〇
四
二
〜
一
〇
四
三
題
詞)

右
一
首
歌
者

正
月
二
日
守
舘
集
宴
…
…

(

19
・
四
二
二
九
左
注)

の
よ
う
な
、
計
数
可
能
の
範
囲
の
数
人
が
集
ま
る
意
の
例
が
あ
る
。
第
一
例
の

｢

同
月｣

は
春
正

月
で
あ
り
、
初
春
と
は
言
え
ま
だ
肌
寒
い
正
月
十
一
日
に
、
一
本
の
松
の
木
の
下
に
王
族

(

一
〇

四
二
番
歌
は
市
原
王
の
作)

と
貴
族

(

一
〇
四
三
番
歌
は
大
伴
家
持
の
作)

の
数
人
が
集
ま
っ
て

の
例
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
第
二
例
は
、
正
月
二
日
に
越
中
国
守
大
伴
家
持
の
館
に
、
国
司
た
ち

が
集
ま
っ
て
の
宴
の
例
で
あ
り
、
国
府
の
官
人
の
定
員
が
十
名
程
度
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
て

も
、
計
数
可
能
の
数
人
が
集
ま
っ
て
の
例
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。

一
方
、『

万
葉
集』

中
の

｢

集｣

の
用
例
に
は
、
計
数
不
可
能
な
、
も
し
く
は
、
あ
え
て
計
数

を
慮
外
に
置
く
よ
う
な
、
次
の
例
も
あ
る
。

…
…
一
書
是

(
５)

時
宮
前
在
二

二
樹
木
一

此
之
二
樹
斑
鳩
比
米
二
鳥
大
集

時
勅
多
挂
二

稲
穂
一

而
養
レ

之

乃
作
歌
云
〃
…
…

(

１
・
五
〜
六
左
注)

禍
故
重
疊

凶
問
累
集
…
…

(

５
・
七
九
三
序
文
、
大
伴
旅
人)

甲南大學紀要 文学編 第160号 日本語日本文学科 ( )八

�｢

年
月｣

は〇

流
る
る
如
し
。

世
の
中
の
術
な
き
も
の
は

�｢
と
り
続
き
追
ひ
来
る
も
の｣

は〇

百
種
に
迫
め
寄
り
来
る
。

���

二

序
文
の

｢

易
レ

集
難
レ

排
八
大
辛
苦｣

に
つ
い
て



…
…
無
レ

福
至
甚
惣
集
二

于
我
一

…
…

(

５
・
山
上
憶
良

｢

沈
痾
自
哀
文｣)

葦
鴨
の

多
集

(

す
だ
く)

池
水

�
る
と
も
…
…

(

11
・
二
八
三
三)

第
一
例
は
、｢

斑
鳩｣

と

｢

比
米｣

の
二
種
類
の
鳥
が
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て

い
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
第
二
例
は
、
凶
事
の
報
せ
・
訃
報
が
連
な
っ
て
次
々
に
集
ま
っ
て
く
る

こ
と
を
表
わ
す
例
で
あ
る
。
第
三
例
は
、｢

無
レ

福｣
(

す
な
わ
ち
不
幸)

の
中
で
も
最
も
不
幸
な

も
の
が
全
て
自
分
に
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
を
表
わ
す
例
で
あ
る
。
第
四
例
は
、｢

多
集｣

で

｢

す

だ
く｣

と
訓
ま
せ
た
歌
の
用
例
で
あ
る
。
葦
鴨
の
群
れ
が
池
の
水
面
に
び
っ
し
り
と
無
数
に
集
ま

り
浮
ん
で
い
る
こ
と
を
表
わ
す
用
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
傍
線
部
の

｢

大｣
｢

累｣
｢

惣｣
｢

多｣

な
ど
、
数
の
多
い
こ
と

を
表
す
字
が
近
接
す
る
。
そ
の
字
が
明
瞭
に
表
す
よ
う
に
、
計
数
で
き
な
い

(

も
し
く
は
計
数
自

体
を
慮
外
に
置
く)

ほ
ど
に
多
数
の
も
の
が
群
が
り
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
用
例
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
計
数
で
き
な
い
ほ
ど
に
多
数
で
あ
る
こ
と
を
表
す
、
そ
う
し
た｢

大｣
｢

累｣
｢

惣｣

｢

多｣

な
ど
の
字
が
付
け
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、｢

集｣

の
字
自
体
が
、
計
数
で
き
な
い
ほ
ど
に
多

数
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

天
地
の

初
め
の
時
の

ひ
さ
か
た
の

天
の
河
原
に

八
百
万

千
万
神
の

神
集

(

か

む
つ
ど
ひ)

集
ひ
い
ま
し
て

神
は
か
り

は
か
り
し
時
に
…
…

(
２
・
一
六
七
、
柿
本

人
麻
呂

｢

日
並
皇
子
挽
歌｣)

か
け
ま
く
も

あ
や
に
恐
し

我
が
大
君

皇
子
の
尊

も
の
の
ふ
の

八
十
伴
の
男
を

召
集
聚

(

め
し
つ
ど
へ)

率
ひ
た
ま
ひ
…
…

(

３
・
四
七
八
、
大
伴
家
持

｢

安
積
皇
子
挽

歌｣)

第
一
例
が
、
天
上
界
で

｢

八や

百ほ

万
よ
ろ
づ｣

｢

千ち

万
よ
ろ
づ｣

の
神
々
が
集
ま
っ
た
と
歌
う
例
で
あ
っ
て
も
、
こ

の
歌
が
八は

つ

百
ぴ
や
く

万ま
ん

、
千せ

ん

万ま
ん

と
い
う
、
神
々
の
数
を
数
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
歌
で
な
い
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
計
数
で
き
な
い
ほ
ど
に
多
数
の
神
々
が
集
ま
っ
て
天
上
界
を
覆
い
尽
く

し
て
い
る
様
相
が
こ
こ
に
は
あ
る
と
言
え
よ
う
。
第
二
例
は
、
安
積
皇
子
が
多
く
の
氏
族
の
男
た

ち
を
率
い
て
い
る
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
も｢

八や

十そ

伴
の
男｣

と
い
う
表
現

が
八は

ち

十
じ
ゆ
う

の
氏
族
の
男
と
い
う
よ
う
に
計
数
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
か
ろ
う
。｢

皇
子
の
尊｣

と
い
う
よ
う
に
、
無
理
に
で
も
尊
称
を
付
け
て
尊
び
た
い
と
い
う
作

中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
願
い
と

(

�)

呼
応
し
て
、
こ
の
歌
で
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
氏
族
の
男
た
ち

が
皇
子
に
お
仕
え
し
、
皇
子
は
そ
れ
ら
の
男
た
ち
を
率
い
て
い
る
、
そ
う
し
た
颯
爽
と
し
た
姿
を

描
出
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
の
で
あ
る
。

右
の
二
例
を
見
る
に
、『

万
葉
集』

中
の

｢

集｣

に
は
、
計
数
で
き
な
い
ほ
ど
多
数
の
も
の
が

び
っ
し
り
と
集
ま
り
存
在
し
て
い
る

｢

様
相｣

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。

『

万
葉
集』

中
の

｢

集｣

に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、｢

集｣

の
字
義
に
つ
い
て
も
確
認

し
て
お
こ
う
。｢

集｣

の
本
字
は
、『

説
文
解
字』

(

�)
(

四
篇
上)

に
、

�

羣
鳥
在
木
上
也
。
…
…
集
�
或
省
。

と
あ
る
よ
う
に
、｢

�｣

で
あ
る
。｢

�｣
｢

集｣

両
字
に
つ
い
て
は
、『

篆
隷
万
象
名
義』

(

�)
(

第
六

帖
七
四
オ)

に
、

�

集
字

と
あ
り
、
観
智
院
本

『

類
聚
名
義
抄』

(

僧
中
六
十
九
オ)

(

�)

に
、

集
…
…
�
同

と
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

集｣

自
体
に
は
、｢

�｣

が
表
す
よ
う
に
多
く
の
鳥
が
群
が
っ
て
い
る
意
味

が
本
然
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
計
数
で
き
な
い
ほ
ど
に
多
数
の
も
の
が
集

ま
っ
て
い
る
様
相
を
表
わ
す
の
に
、
き
わ
め
て
適
っ
た
字
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

当
該
序
文
の

｢

易
レ

集｣

の

｢

集｣

に
対
し
て
従
来
の
諸
注
釈
書
が
記
す
の
は
、｢

あ
つ
ま
る｣

と
い
う
記
述
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
述
べ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
本
稿
と
し
て
は
、『

万
葉

集』

の
用
例
、
お
よ
び
、｢

集｣

の
本
字
が

｢

�｣

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
計
数
で
き
な
い
ほ
ど

に
多
数
の
も
の
が
び
っ
し
り
と
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
様
相
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

当
該
作
品
に
お
い
て
、｢

易
レ

集｣
｢

難
レ

排｣
(

次
節
参
照)

で
あ
る
の
は
、｢

八
大
辛
苦｣

で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の｢

八
大
辛
苦｣

が
仏
教
語
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の｢

集｣

に
つ
い
て
も
、
仏
教
語
と
し
て
の
意
味
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
性
も
ま
た
あ
る
で
あ
ろ
う
。

『

岩
波

仏
教
辞
典』

(

�)

は
、｢

集
じ
ゅ
う｣

の
項
目
を
設
け
、

原
義
は,

集
ま
り
合
わ
さ
る
こ
と.

仏
教
で
は,

衆
生

し
ゆ
じ

よ
う

の
〈
苦
く

〉(��
�･ �

�
�)

も
し
く

は
〈
苦
〉
を
本
質
と
す
る
衆
生
の
生
存
は,
無
明

む
み

よ
う(�����	�


無
知)

な
い
し
愛(��･ ･ �･ 	�
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妄
執

も
う
じ

ゆ
う)

な
ど
の,

も
ろ
も
ろ
の
因
縁

い
ん

ね
ん

が
集
ま
り
合
わ
さ
っ
た
結
果
で
あ
る
と
説
く

(
四
諦

し
た

い

の
中
の
集
諦

じ
つ

た
い)

が,

こ
の
よ
う
に
因
縁
が
集
ま
り
合
わ
さ
っ
て,

結
果
を
生
起

す
る
こ
と
を
〈
集
〉
と
い
う.

と
説
明
す
る
。
こ
う
し
た
仏
教
語
と
し
て
の
側
面
を
加
味
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た｢

集｣

が
喚
起
す
る
様
相
の
考
察
と
は
齟
齬
を
来
た
さ
ず
、
ま
た
、
齟
齬
を
来
た
さ
な
い
ば
か
り
か
、
単

に

｢

あ
つ
ま
る｣

と
の
み
概
念
的
に
捉
え
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
あ
り
方
を
修
正
す
る
こ
と

に
作
用
す
る
と
言
え
よ
う
。

(

二)
｢

排｣

を
め
ぐ
っ
て

序
文
で
は
、
右
に
見
た

｢

易
レ

集｣
に
続
い
て
、｢

難
レ

排｣

と
あ
る
。
び
っ
し
り
と
集
ま
っ
て

い
る
の
を

｢

排｣

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の

｢

排｣

と
は
ど
の

よ
う
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
は
こ
の
点
を
確
認
し
た
い
。

こ
こ
で
は
、
上
代
の
用
例
と
し
て
、『

日
本
書
紀』
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

(

�)

神
代
下
第
九
段

一
書
第
一
に
は
、

…
…
時
に
此
の
神
の
形
貌
、
自
づ
か
ら
に
天
稚
彦
と
恰
然
相
似
れ
り
。
故
、
天
稚
彦
が
妻
子

等
見
て
喜
び
て
曰
く
、｢

吾
が
君
猶
し
在
し
ま
し
け
り｣

と
い
ひ
、
則
ち
衣
帯
に
攀
持
り
、

不
レ

可
二

排
離
。一
…
…

と
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
天
稚
彦
の
妻
子
が
、
味
耜
高
彦
根
神
の
帯
に
取
り
す
が
り
、
押
し
離
そ
う

に
も
離
れ
ず
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
、
そ
う
し
た
様
相
が
示
さ
れ
て
い
る
。
当
該
作
品
序
文
の

｢

難
レ

排｣

を
考
え
る
上
で
、
こ
の

｢

不
レ

可
二

排
離
一｣

は
、
と
も
に

｢

難｣
｢

不
可｣
と
、
困
難

・
不
可
能
の
語
を
伴
っ
て
い
る
点
か
ら
、
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
の
例
を
参
考
に
す
れ
ば
、
当
該
歌

の

｢

難
レ

排｣

も
、
押
し
離
そ
う
に
も
離
れ
ず
に
ま
と
わ
り
つ
く
、
そ
う
し
た
様
相
が
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、『

日
本
書
紀』

武
烈
天
皇
即
位
前
紀
に
は
、

…
…
果
し
て
期
り
し
所
に
之
き
て
、
歌
場
の
衆
に
立
た
し
て
、
歌
場
、
此
に
は
宇
多
我
岐
と
云

ふ
。
影
媛
が
袖
を
執
へ
て
、
躑
躅
し
て
従
容
し
た
ま
ふ
。
俄
く
あ
り
て
鮪
臣
来
り
て
、
排
下

太
子
与
二

影
媛
一

間
上

立
。
是
に
由
り
て
、
太
子
、
影
媛
が
袖
を
放
ち
、
移
り
廻
り
前
に
向
み

て
立
ち
た
ま
ひ
、
直
に
鮪
に
当
ひ
て
、
歌
し
て
曰
は
く
、
…
…

と
あ
る
。
歌
垣
の
場
に
お
い
て
皇
太
子
は
、
娶
ろ
う
と
思
う
影
媛
の
袖
を
つ
か
ん
で
し
き
り
に
誘

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
の
が
恋
敵
の
鮪
臣

し
び
の
お
み

で
あ
っ
た
。
鮪
は
皇
太
子
と
影
媛
の
間
に
割
っ

て
入
り
、
二
人
を
遠
ざ
け
よ
う
と
押
し
退
け
た
。
そ
の
結
果
、
皇
太
子
は
つ
か
ん
で
い
た
影
媛
の

袖
を
離
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
も
、｢

排｣

が
、
遠
ざ
け
よ
う
と
押

し
退
け
る
意
を
表
し
て
い
る
。

ま
た
、『

類
聚
名
義
抄』

(

観
智
院
本
、
仏
下
本
三
十
六
ウ)

(

�)

に
は
、

排

ハ
ラ
フ

と
あ
り
、
鴻
巣
盛
廣
氏

『

万
葉
集
全
釈』

は
当
該
歌
の
序
文
の

｢

排｣

に
対
し
て
、

排
は
ハ
ラ
ヒ
と
訓
む
。
押
し
除
け
る
意
で
あ
る
。

と
説
明
し
て
い
る
。

さ
て
、
当
該
作
品
序
文
の

｢

難
レ

排｣

に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。｢

排｣

は
、｢

押
し
離
す｣

｢

押

し
退
け
る｣

と
い
う
意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
、｢

難
レ

排｣

は
、
そ
う
し
た

｢

排｣

の
動
作
が
困
難

で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
前
節
の

｢

集｣

の
分
析
と
合
わ
せ
て
、｢

易
レ

集
難
レ

排
八
大
辛
苦｣

を
考
え
よ
う
。

前
節
で
は
、
計
数
で
き
な
い
ほ
ど
に
多
数
の
も
の
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
し
て
、
本
節
で
は
、
そ
の
計
数
で
き
な
い
ほ
ど
に
多
数
の
も
の
を
押
し
離
し
押
し
退
け
る
こ
と

が
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
と
な
れ
ば
、
ま
さ
に
、
当
該
序
文
の

｢

易
レ

集
難
レ

排
八

大
辛
苦｣

に
は
、
計
数
で
き
な
い
ほ
ど
多
数
の
八
大
辛
苦
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
、
そ
う
し
た

｢

様
相｣

が
顕
わ
し
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

(

一)
｢

セ
ム｣

を
め
ぐ
っ
て

｢

逼
め
寄
り
来
る｣

の
原
文
表
記
は

｢

勢
米
余
利
伎
多
流｣

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の

｢

勢
米｣

す
な
わ
ち

｢
セ
ム｣

を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

『

万
葉
代
匠
記』

(
精
撰
本)

で
は
、

責
寄
リ
来
ル
ト
承
ル
意
、
怨
賊
等
ノ
追
ヒ
来
テ
セ
マ
ル
譬
ヲ
含
メ
リ
。
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三

長
歌
の

｢

と
り
続
き

追
ひ
来
る
も
の
は

百
種
に

逼
め
寄
り
来
る｣

に
つ
い
て



と
述
べ
て
お
り
、｢

セ
ム｣

に

｢

攻
撃
す
る｣

意
を
見
て
い
る
。
こ
の
説
に
は
、
現
代
の
注
釈
書

で
は
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

万
葉
集』

が
立
っ
て
い
る
。

セ
ム
は
、
追
い
詰
め
る
、
攻
撃
す
る
意
。

と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、『

時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編』

も
当
該
歌
を
、

ま
す
ら
を
の

高
円
山
に

迫
有
者

(

せ
め
た
れ
ば)

里
に
下
り
け
る

む
ざ
さ
び
ぞ
こ
れ

(

６
・
一
〇
二
八)

と
い
う
歌
と
合
わ
せ
て

｢
②
追
い
た
て
る
。
攻
め
つ
け
る
。｣

と
い
う
項
目
内
に
収
め
て
い
る
。

一
方
、『

岩
波

古
語
辞
典
補
訂
版』

は
、
こ
の

｢

セ
ム｣

に
つ
い
て
、｢

セ
シ
・
セ
バ
シ

(

狭)

と
同
根｣

と
い
う
語
源
解
釈
を
示
し
、
当
該
歌
を

｢

①

(

相
手
と
の)

間
隔
を
つ
め
る
。
迫
り
近

づ
く
。｣

と
い
う
意
に
分
類
し
て
い
る
。

右
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
理
解
が
良
い
の
か
。

こ
こ
で
は
、『

岩
波

古
語
辞
典
補
訂
版』

が
指
摘
す
る

｢

セ
シ
・
セ
バ
シ

(

狭)

と
同
根｣

と

い
う
語
源
解
釈
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
そ
の
考
察
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
は
、
金
田
一
春
彦
氏

の
見
解
で
あ
ろ
う
。
金
田
一
春
彦
氏
は
、

�あ
る
語
の
第
一
音
節
に
上
声
の
点
が
つ
い
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
語
の
派
生
語
お
よ
び
、

そ
の
語
を
先
部
と
す
る
複
合
語
は
、
す
べ
て
同
様
に
第
一
音
節
に
上
声
の
点
が
つ
い
て
い

る
�

�あ
る
語
の
第
一
音
節
に
平
声

(

又
は
去
声)

の
点
が
つ
い
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
語
の
派

生
語
、
お
よ
び
そ
の
語
を
先
部
と
す
る
複
合
語
は
、
す
べ
て
同
様
に
第
一
音
節
に
平
声

(

又

は
去
声)

の
点
が
つ
い
て
い
る
�

と
指
摘
し
、
こ
れ
を
総
括
し
て
、

�あ
る
語
が
高
く
始
ま
る
な
ら
ば
、
そ
の
派
生
語
・
複
合
語
も
す
べ
て
高
く
始
ま
り
、
あ
る

語
が
低
く
始
ま
る
な
ら
ば
、
そ
の
派
生
語
・
複
合
語
も
す
べ
て
低
く
始
ま
る
�

と
指
摘
し
て
い
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
た
よ
り
と
し
て
、
あ
る
語
の
語
源
に
つ
い
て
見
定

め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
に
な
ら
っ
て
、｢

セ
ム｣

を
観
智
院
本

『

類
聚
名
義
抄』

に
お
い
て
見
て
み
る
と
、

迫

セ
ム
〈
平
上
〉(

仏
上
二
十
八
オ)

逼

セ
ム
〈
平
上

(

平
声
軽
か)

〉(

仏
上
三
十
二
ウ)

責

セ
ム
〈
平
平
〉(

仏
下
本
九
ウ)

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

｢

セ
ム｣

は
平
声
で
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
図
書
寮
本

『

類
聚
名

義
抄』

(

�)

に
も
、

謫

セ
ム
〈
平
上
〉(

八
六)

讓

セ
ム
〈
平
上
〉(

一
〇
〇)

と
あ
る
。
こ
ち
ら
も
、｢

セ
ム｣

は
平
声
で
始
ま
る
。

一
方
、｢

セ
バ
シ｣

の
方
は
ど
う
か
。
観
智
院
本

『

類
聚
名
義
抄』

に
は
、

狭

セ
バ
シ
〈
平
平
上
〉(

仏
下
本
六
十
六
ウ)

隘

セ
バ
シ
〈
平
平
上
〉(

法
中
二
十
二
ウ)

(

�)

褊

セ
バ
シ
〈
平
平
上
〉(

法
中
七
十
一
オ)

な
ど
と
あ
る
。｢

セ
バ
シ｣

の
方
も
、
平
声
で
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
も
、｢

セ
ム｣

を
、
間
隔
が
狭
い
意
味
の

｢

セ
バ
シ｣

と
語
源
的
に
同
根
と
捉
え

る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

(

�)

つ
ま
り
、
間
隔
を
狭
く
し
間
隔
を
詰
め
て
行
く
意
味
と
し

て

｢

セ
ム｣

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
現
代
で
も
同
じ
で
、
た
と
え
ば
、

幼
稚
園
の
運
動
会
に
お
い
て
、
撮
影
担
当
の
プ
ロ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
、
良
い
写
真
を
撮
ろ
う

と
し
て
、
園
児
に
セ
メ
て
行
く
。

と
い
う
場
合
、
プ
ロ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
は
、
園
児
の
こ
と
を
、
責
め
立
て
た
り
攻
め
立
て
た
り
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
一
般
の
保
護
者
が
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
場
所
に
入
り
込
む
こ
と

が
許
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
は
、
園
児
の
真
剣
な
表
情
を
活
写
し
迫
真
の
写
真
を
撮
る

た
め
に
、
園
児
と
の
間
隔
を
狭
く
し
間
隔
を
詰
め
て
行
く
の
で
あ
る
。

さ
て
、｢

セ
ム｣

の
こ
う
し
た
要
素
を
見
定
め
れ
ば
、
前
掲
の
、

ま
す
ら
を
の

高
円
山
に

迫
有
者

(

せ
め
た
れ
ば)

里
に
下
り
け
る

む
ざ
さ
び
ぞ
こ
れ

(

６
・
一
〇
二
八)

に
つ
い
て
も
、
よ
り
理
解
が
届
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
歌
で
は
、｢

ま
す
ら
を｣

が

｢

む
ざ
さ

び｣
と
の
間
隔
を
狭
く
し
間
隔
を
詰
め
て
行
っ
た
の
で
、｢

む
ざ
さ
び｣

は

｢

高
円
山｣

で
逃
げ

場
が
無
い
状
態
と
な
り
、｢

里｣

に
下
り
て
来
た
、
と
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
一
〇
二
八
番
歌
へ
の
右
の
よ
う
な
理
解
を
媒
介
と
す
れ
ば
、
次
の

｢

セ
ム｣

の
他
の
用
例
に
も
、

よ
り
理
解
が
届
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
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『

万
葉
集』

中
の

｢

セ
ム｣

の
用
例
は
、
当
該
歌
と
右
の
一
〇
二
八
番
歌
以
外
で
は
、
左
の
二

例
で
あ
る
。

荒
熊
の

住
む
と
い
ふ
山
の

師
歯
迫
山

責
而
雖
レ

問

(

せ
め
て
と
ふ
と
も)

汝
が
名
は

告
ら
じ

(
11
・
二
六
九
六)

あ
し
ひ
き
の

山
沢
ゑ
ぐ
を

摘
み
に
行
か
む

日
だ
に
も
逢
は
せ

母
者
責
十
方

(

は
は

は
せ
む
と
も)

(
11
・
二
七
六
〇)

双
方
、
厳
し
く
詰
問
・
追
及
す
る
意
味
の
例
で
あ
り
、
よ
り
抽
象
度
が
上
が
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、｢

ぐ
っ
と
間
隔
を
狭
く
し
詰
め
て
行
き
逃
げ
場
が
無
い
状
態
に
す
る｣

と
い
う
理
解
を
基
盤
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
詰
問
・

追
及
の
凄
み
が
歌
の
中
で
増
す
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
凄
み
の
あ
る
詰
問
・
追
及
に
も
負
け

ず
に
、｢

お
前
の
名
前
は
決
し
て
言
い
は
し
な
い
よ
。｣

と
歌
う
の
で
あ
り

(

二
六
九
六
番
歌)

、

ま
た
、｢(

凄
み
の
あ
る
母
親
の
詰
問
・
追
及
に
も
負
け
な
い
で)

逢
っ
て
下
さ
い
な
。｣

と
歌
う

の
で
あ
る

(

二
七
六
〇
番
歌)

。
二
六
九
六
番
歌
で
は
、
そ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
で
、
恋
の
相
手

へ
の
恋
心
の
深
さ
を
表
明
す
る
と
い
う
、
歌
の
目
的
が
果
た
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
七
六
〇
番
歌
で

は
、
そ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
で
、
自
分
へ
の
恋
心
の
深
さ
を
証
明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い

(

強ね

請だ

り)

が
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

続
け
て
、
こ
の

｢

セ
ム｣

に
つ
い
て
参
照
さ
れ
る
の
は
、
大
坪
併
治
氏

『
訓
点
語
の
研
究』

(

�)

の

記
述
で
あ
る
。
こ
の
大
坪
著
は
、
岩
淵
悦
太
郎
氏
蔵

｢

願
経
四
分
律｣

一
巻

(
天
平
十
二
年
の
写

経)

に
施
さ
れ
て
い
る
平
安
時
代
極
初
期
の

(

�)

古
点
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

一
巻
の
料
紙
十
二
枚
目
の
十
六
〜
十
七
行
目
の
解
読
文
に
、

汝
何
故

ぞ

不
し
て

レ

避

(

け)

レ

道
を

、
共(

に)

相(

ひ)

逼セ
メ

斥ハ
サ

ミ

、
車
蓋
相

ヒ

突ツ
ク
ヤ

邪
。

と
あ
る
。
な
お
、
大
坪
著
の

｢

解
読
文
凡
例｣

に
は
、｢

ヲ
コ
ト
点
は
平
仮
名
で
表
は
し
た
。｣

｢

仮
名
に
よ
る
訓
は
片
仮
名
で
表
は
し
た
。｣

｢

私
意
に
よ
る
補
読
は
、
平
仮
名
を

(
)

で
包
ん
で

示
し
た
。｣

｢

句
読
点
は
、
大
体
に
原
本
の
句
点
に
従
ひ
、
現
行
の

｢

、｣
｢

・｣
｢

。｣

を
使
ひ
分
け

た
が
、
私
意
に
よ
つ
て
加
へ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。｣

｢

反
点
は
す
べ
て
後
世
の
形
式
に
改
め
た
。｣

等
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

｢

解
読
文
凡
例｣

に
拠
っ
て
み
る
に
、｢

逼｣

に

｢

セ
メ｣

と
い
う

訓
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
岩
淵
悦
太
郎
氏
蔵

｢

願
経
四
分
律｣

一
巻

(

天
平
十
二
年
写
経)

の
料
紙
十
二

枚
目
の
十
六
〜
十
七
行
目
に
は
、
二
台
の
車
が
道
を
譲
ら
ず
に
間
隔
を
詰
め
て
接
近
し
接
触
し
て

い
る
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
様
子
を
表
わ
す
の
に

｢

逼｣

と

い
う
漢
字
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
こ
う
し
た
様
子
を
表
わ
す
の
に

｢

セ
ム｣

と
い
う
や
ま
と
こ
と

ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
平
安
時
代
極
初
期
の
訓
点
資
料
の
用
例
は
、

｢

セ
ム｣

を

｢

間
隔
を
狭
く
し
間
隔
を
詰
め
て
行
く｣

と
理
解
す
る
本
稿
の
傍
証
と
成
り
得
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
近
時
の
注
釈
書
で
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

万
葉
集』

が
、

迫
め
―
距
離
を
縮
め
て
。

と
し
て
、
旧

『

全
集』

の
記
述

(

前
掲)

を
改
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
十
分
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

(

二)
｢

と
り
続
き

追
ひ
来
る
も
の
は｣

を
め
ぐ
っ
て

次
に
、｢

と
り
続
き

追
ひ
来
る
も
の
は｣

に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

『

万
葉
代
匠
記』

(

精
撰
本)

で
は
、

取
ツ
ヽ
キ
ハ
打
ツ
ヽ
キ
ナ
リ
。

と
述
べ
、『

万
葉
集
全
釈』

も
、

取
り
は
接
頭
語
で
、
打
ち
と
同
じ
で
あ
る
。

と
の
解
釈
を
示
す
。
し
か
し
、
右
の
注
釈
書
の
よ
う
に
、
単
純
に
接
頭
語

｢

う
ち｣

と
同
じ
と
し

て
し
ま
う
処
置
に
は
従
え
な
い
。
こ
の
点
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
版

『

万
葉
集』

が
指
摘
す
る
こ

と
が
参
照
さ
れ
る
。『

集
成』

は
、｢

と
り
続
き｣

に
対
し
て
、

｢

と
り｣

は
し
が
み
つ
く
意
。

と
述
べ
る
。
ま
た
、
和
歌
文
学
大
系
版

『

万
葉
集』

も
、

ト
リ
ツ
ツ
キ
は
互
い
に
く
っ
つ
い
た
状
態
で
続
い
て
い
る
の
を
言
う
。

と
述
べ
て
い
る
。

『

集
成』

は｢

追
ひ
来
る
も
の｣

が
我
が
身
に
し
が
み
つ
く
意
に
解
釈
し
て
お
り
、『

和
歌
大
系』

は
我
が
身
に

｢

追
ひ
来
る
も
の｣

ど
う
し
が
互
い
に
く
っ
つ
い
て
い
る
意
に
解
釈
し
て
お
り
、
違

い
は
あ
る
。
し
か
し
、
双
方
の
理
解
は
、
こ
の

｢

と
り
続
き

追
ひ
来
る
も
の｣

の
表
現
の
部
分

に
極
め
て
粘
着
質
な
様
相
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
共
通
す
る
。

こ
の

｢

粘
着
質｣
の
様
相
と
、
さ
き
ほ
ど
指
摘
し
た

｢

逼
め
寄
り
来
る｣

の

｢

セ
ム｣

の

｢

間

隔
を
狭
く
し
間
隔
を
詰
め
て
行
く｣

意
味
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
当
該
長
歌
の

｢

と
り
続
き
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追
ひ
来
る
も
の
は

百
種
に

逼
め
寄
り
来
る｣

と
い
う
表
現
に
お
い
て
は
、
我
が
身
に
接
近
し

附
着
し
ま
と
わ
り
つ
く
、
そ
の
よ
う
な

｢

様
相｣

が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
が
導
き

出
さ
れ
る
。四

ま
と
め

本
稿
は
、｢

一

は
じ
め
に｣

に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
序
文
の
表
現
と
長
歌
の
表
現
と
の

関
連
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
表
現
効
果
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
そ

れ
を
最
後
に
ま
と
め
た
い
。

当
該
作
品
で
は
、
ま
ず
、
序
文
の

｢
易
レ

集
難
レ

排｣

と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
計
数
で
き
な
い

ほ
ど
に
多
数
の
も
の
が
、
押
し
離
し
押
し
退
け
よ
う
に
も
集
ま
り
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
、
そ
う

し
た
様
相
が
顕
わ
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
序
文
の
そ
う
し
た
様
相
を
、
長
歌
の｢

概
論
的｣

(

森
本
治
吉
氏

『

新
釈』)

と
位
置
付
け
ら
れ
る
部
分
の
う
ち
の

｢

と
り
続
き

追
ひ
来
る
も
の
は

百
種
に

逼
め
寄
り
来
る｣

と
い
う
表
現
が
引
き
継
い
で
い
る
。
序
文
の
表
現
を
受
け
る
こ
の
表

現
に
お
い
て
、
我
が
身
に
接
近
し
附
着
し
ま
と
わ
り
つ
く
、
そ
う
し
た
様
相
が
、
よ
り
一
層
明
瞭

に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
に
、
序
文
の
表
現
と
長
歌
の
表
現
と
の

関
連
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
表
現
効
果
の
一
端
を
見
出
せ
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
様
相
の
提
示
を
基
に
し
て
、
長
歌
中
程
の
、

蜷
の
腸

か
黒
き
髪
に

い
つ
の
間
か

霜
の
降
り
け
む

紅
の
一
云

｢

丹
の

ほ
な
す｣
面
の
上
に

い
づ
く
ゆ
か

皺
が
来
り
し

と
い
う
表
現
が
存
在
し
て
い
る
。
序
文
の

｢

易
レ

集
難
レ

排｣

と
い
う
表
現
と
長
歌
の

｢

と
り
続
き

追
ひ
来
る
も
の
は

百
種
に

逼
め
寄
り
来
る｣

と
い
う
表
現
を
受
け
る
右
の
表
現
で
は
、
人
間

の
髪
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
離
れ
な
い
白
髪
と
、
人
間
の
肌
に
刻
ま
れ
ま
と
わ
り
つ
い
て
離
れ
な
い

お
び
た
だ
し
い
数
の
皺
、
と
い
う
具
体
物
が
提
示
さ
れ
、
よ
り
実
態
的
な
様
相
が
示
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る
用
意
が
あ
り
、
詳
し
く
は
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、
序
文
の

表
現
と
長
歌
の
表
現
と
の
こ
う
し
た
関
連
に
よ
っ
て
、
世よ

の

間な
か

に
生
ま
れ
そ
し
て
死
に
行
く
定
め
の

人
間
が
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

｢

す
べ
な
き｣

(

長
歌
冒
頭)

様
相
が
、
如
実
に
顕
わ
し
出
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
序
文
の
表
現
と
長
歌
の
表
現
と
の
関
連
に
よ
っ
て
一
層
強
め
ら
れ
る
、
こ
う

し
た
表
現
効
果
を
こ
の
作
品
は
持
っ
て
い
る
、
こ
の
こ
と
を
見
定
め
て
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た

い
。

注

(

�)

本
稿
は
、
当
該
作
品
の
本
文
を
掲
出
す
る
に
あ
た
り
、
鶴
久
氏
・
森
山
隆
氏
編

『

万
葉
集』

(

お
う

ふ
う)

を
底
本
と
し
て
閲
覧
可
能
な
写
本
は
複
製
に
て
確
認
し
閲
覧
不
可
能
な
写
本
は『

校
本
万
葉
集』

の
記
述
を
参
照
し
本
文
校
訂
作
業
を
施
し
て
い
る
。
題
詞
・
漢
文
序
文
は
そ
の
校
訂
作
業
を
施
し
た
原

文
を
掲
げ
、
歌
は
校
訂
作
業
を
施
し
た
原
文
を
基
に
し
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

万
葉
集』

(

小
学
館)

の
書
き
下
し
に
拠
り
適
宜
書
き
下
し
て
い
る
。
な
お
、
当
該
作
品
以
外
の

『

万
葉
集』

の

用
例
の
掲
出
に
お
い
て
は
、
題
詞
や
左
注
の
記
述
は
鶴
久
氏
・
森
山
隆
氏
編

『

万
葉
集』

(

前
掲)

に

拠
り
、
ま
た
、
歌
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

万
葉
集』

(

前
掲)

の
書
き
下
し
に
拠
り
適
宜
書

き
下
し
て
い
る
。

(

�)

土
屋
文
明
氏

『

旅
人
と
憶
良』

(

一
九
四
二
年
五
月
、
創
元
社)

(

�)

大
久
保
廣
行
氏

｢

世
間
の
住
み
難
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌｣

(『

セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
第

五
巻
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良(

二)』

、
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
和
泉
書
院)

(

�)
｢

イ
メ
ー
ジ｣

と
い
う
術
語
を
用
い
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

｢

イ
メ
ー
ジ｣

と
い

う
術
語
は
、
術
語
の
使
用
に
お
い
て
不
用
意
な
論
考
で
は
と
も
す
る
と
、｢

雰
囲
気｣

程
度
の
意
味
に

用
い
ら
れ
て
い
た
り
も
し
、
そ
の
用
い
方
を
大
変
遺
憾
に
思
う
こ
と
が
多
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
そ
う
し
た
環
境
に
お
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
術
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
え
て
避
け
、
こ

こ
で
は
、｢

様
相｣

と
い
う
術
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)

こ
の

『

万
葉
集』

巻
一
・
五
〜
六
歌
の
左
注
は
、『

万
葉
集』

と
い
う
テ
キ
ス
ト
に

『

日
本
書
紀』

の
記
述
を
引
用
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
の

｢

一
書｣

は

｢『

日
本
書
紀』

一
書｣

を
指
す
と
考
え
ら

れ
る
が
、｢

一
書｣

は
未
詳
。

(

�)

日
本
上
代
に
お
い
て

｢

皇
子
の
尊｣

と
尊
称
さ
れ
る
の
は
、
皇
太
子
聖
徳
太
子
、
皇
太
子
草
壁
皇
子
、

ま
た
、
太
政
大
臣
ま
で
昇
っ
た
高
市
皇
子
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
挽
歌
で
悼
ま
れ
て
い
る
安
積
皇
子
は
、

皇
太
子
で
も
太
政
大
臣
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の

｢

安
積
皇
子
挽
歌｣

に
お
い
て
、
皇
子
へ
の
哀
惜
の
念

の
強
さ
が

｢

皇
子
の
尊｣

と
い
う
表
現
を
呼
び
起
こ
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

(
�)

『

説
文
解
字』

の
引
用
は
、『

説
文
解
字
注』

(

上
海
古
籍
出
版
社)

に
拠
る
。

(
�)

『

篆
隷
万
象
名
義』

の
引
用
は
、『

高
山
寺
古
辞
書
資
料
第
一』

(

東
京
大
学
出
版
会)

に
拠
る
。

(

	)
観
智
院
本

『

類
聚
名
義
抄』

(

僧
部)

の
引
用
は
、『

天

理

図
書
館
善
本
叢
書
和
書

之
部
第
三
十
四
巻
類
聚
名
義

抄
観
智
院
本
僧』

(

天
理
大
学
出
版
部
・
八
木
書
店)

に
拠
る
。

(


)

中
村
元
氏
・
福
永
光
司
氏
・
田
村
芳
朗
氏
・
今
野
達
氏
編
、
一
九
八
九
年
一
二
月
、
岩
波
書
店
。

(

�)
『

日
本
書
紀』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

日
本
書
紀』

(

小
学
館)

に
拠
る
。

(

�)

観
智
院
本

『
類
聚
名
義
抄』

(

仏
部)

の
引
用
は
、『

天

理

図
書
館
善
本
叢
書
和
書

之
部
第
三
十
二
巻
類
聚
名
義

川 晶輝：山上憶良 ｢哀世間難住歌｣ について( )一三



抄
観
智
院
本
佛』

(

天
理
大
学
出
版
部
・
八
木
書
店)

に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

(
�)

金
田
一
春
彦
氏｢

国
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
の
研
究
が
何
に
役
立
つ
か｣

(『

金
田
一
博
士

古
稀
記
念
言
語
・
民
俗
論
叢』

、

一
九
五
三
年
五
月
、
三
省
堂
出
版)

。
な
お
、
金
田
一
春
彦
氏
は
、
同
氏

｢

去
声
点
で
は
じ
ま
る
語
彙

に
つ
い
て

本
誌
第
90
集
所
載
の
望
月
郁
子
氏
の
論
文
を
読
ん
で

｣
(『

国
語
学』

九
三
、
一
九

七
三
年
六
月)

に
お
い
て
、
こ
の
法
則
を
、｢

高
起
・
低
起
に
関
す
る
式
保
存
の
法
則｣

と
名
付
け
て

い
る
。

(

�)

図
書
寮
本

『
類
聚
名
義
抄』

の
引
用
は
、『

図
書
寮
本

類
聚
名
義
抄』

(

勉
誠
社)

に
拠
る
。

(

�)

観
智
院
本

『

類
聚
名
義
抄』

(

法
部)

の
引
用
は
、『

天

理

図
書
館
善
本
叢
書
和
書

之
部
第
三
十
三
巻
類
聚
名
義

抄
観
智
院
本
法』

(

天
理
大
学
出
版
部
・
八
木
書
店)

に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

(

�)

こ
の
金
田
一
春
彦
氏
の

｢
法
則｣

に
対
し
て
、｢

金
田
一
法
則
を
基
本
的
に
は
認
め
た
上
で
、
こ
の

法
則
が
破
ら
れ
る
場
合
、
い
か
な
る
力
が
働
く
の
か
を
考
え
、
法
則
の
有
効
範
囲
を
見
定
め
よ
う
と
す

る｣

論
考
に
、
山
口
佳
紀
氏

｢

語
源
と
ア
ク
セ
ン
ト

い
わ
ゆ
る
金
田
一
法
則
の
例
外
を
め
ぐ
っ
て

｣
(『

松
村
明
教
授

古
稀
記
念
国
語
研
究
論
集』

、
一
九
八
六
年
一
〇
月
、
明
治
書
院)

が
あ
る
。

(

�)

大
坪
併
治
氏

『

訓
点
語
の
研
究』

(

一
九
六
一
年
三
月
、
風
間
書
房)

(

�)

築
島
裕
氏
『
平
安
時
代
訓
點
本
論
考
ヲ
コ
ト
點
圖

假
名
字
體
表
』(
一
九
八
六
年
一
〇
月
、
汲
古
書
院
）
に
お
い
て
、

｢

加
点
年
代
」
が
「
平
安
時
代
極
初
期
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(

甲
南
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授)
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