
万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

寺

川

眞

知

夫

は
じ
め
に

万
葉
集

の
歌

は
す

べ

て
最
初

か
ら
文
字

で
創
作

さ
れ
、
声

を
伴

う
こ
と
が
な
か

っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
文
字

で
記
さ
れ
る
前

に
声

で
創
作

さ
れ
た
歌

も

あ

っ
た
の
か
、

も
し
最
初

に
声

で
表
現

さ
れ
た
歌

が
あ

っ
た
と
す
る
と
そ
の
声

は
歌
声

か
、
朗
詠
、
朗

唱
の
声

か
な
ど
と
問

う
て
み
る
と
き
、

そ
れ
ら
を

含
む
単

一
で
な
い
声

の
歌
を
包
摂

し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考

え
え
る
。

少
く

と
も
、

口
誦
文
芸

か
ら
書
記
文
芸

へ
の
流

れ
と
い
う
大
枠

で
い
え
ば
、
万
葉
集

の
歌

が
文
字

で
創
作

さ
れ
た
歌
ば

か
り
で
は
な
く
、
声

で
歌

い
出

さ
れ
、
後

に
文
字

に
よ

っ
て
定
着

さ
れ
た
歌
も
含

む
と
い
う

こ
と
は
不
可
能

で
は
な
い
。

し
か
し
、

そ
れ
ら
を
如
何

に
見
分

け
る
か
、
根
拠

は
何

か
と
問

う
と
、
根
拠
を
上
げ

て
論

じ
る
こ
と

は
そ
う
容
易

で
は
な
い
。

と
は
い
え
は
や
く
は
高
野
辰
之

・
高
木
市
之
助

・
武

田
祐
吉

・
森
本
治
吉

・
志

田
延
義
氏

等

の
研
究
が
あ

り
、

こ
れ

ら
を
承
け

た
久
米
常
民
氏

の
研
究

が
あ

る
。
氏

は
題
詞

や
左
注

の
表
現
を
手

が
か

り
に
、
声

の
歌
と
判
別

で
き
る
歌
を
詳
細

に

論
じ
、
万
葉
集
中

の

「
肉
声

の
歌
」
を

三
分
類
し

て
、

そ
の
三
に

「文
字

の
使
用
能
力

は
あ

る
が
、

そ
の
歌
が
公
表

さ
れ

る
時
、
肉
声

が
用
い
ら
れ
、

そ

の
記
録
が
必
ず

し
も
原
作
者
と

一
致
し

て
い
な
い
よ
う

な
歌
」
を
あ
げ
、

そ
う
し
た
歌
群
と

し
て

「題
詞

・
左
註

の
文

の
中

に

『誦
』

『吟
』
『
唱
』
『
詠
』

『
口
号
』

な
ど

の
文
字
を
持

つ
作
品
」

を
想
定

さ
れ
た
。
同
時

に
万
葉
集

の
声

の
歌

の
多
く

は
、

題
詞
や
左
注

で

「宴

」

の
歌
と

さ
れ
て
い
る
こ
と

に
も

三

三



万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

一二
四

注
意
を
払

っ
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対

し
て
藤
井
貞
和
氏

は
歌

わ
れ
た
歌
を

「唱
」

に
限
定

し
て
考

え
よ
う

と
さ
れ
、
真
下
厚
氏

は
、

『誦
』
『
吟
』
『
唱
』

『詠
』

『
口
号
』

な
ど
の
文
字
を
持

つ
歌

も

「
ヨ
ム
」
形
式

の
口
頭
表
現

と
し
て
成
立

し
、
文
字
化

さ
れ
た
後
も

「
ヨ
ム
」

こ
と

が
意
識

さ
れ
て
い
た
と

さ

れ
る
。

し
か
し
、
久
米
氏

が
指
摘

さ
れ
た
よ
う
に
、

ま
た
後

に
検
討
す

る
よ
う
に
、
儀
式

や
宴
席

で
は
琴
を
伴
奏

と
す

る
声

の
歌

が
あ

っ
た
と
知

ら
れ
、

こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
声

の
歌

と
し
て
創
作

さ
れ
、
他
者

に
よ

っ
て
記
憶

さ
れ
た
り
、

記
録

さ
れ
た
歌
も

あ

っ
た
と
考

え
え
よ
う
。

家
持

の
歌

に
は
宴

の
た
め
に
歌
を

用
意

し
た
も
の

の
所

用
で
出
席

で
き
な
か

っ
た
り

(二
〇
1
四
四
九
三
)
、

宴
が
な
く
な

っ
た

り

(
二
O
l

四
四
九

四
)
し
て
奏

せ
な
か

っ
た
と
注

記
す

る
歌

が
あ
る
よ
う
に
、
宴

の
歌

も
決

し

て
即
興

の
歌

ば
か
り
で
は
な
く
、

前
も

っ
て
書

い
て
用
意

さ
れ
声

で
披
露

さ

れ
た
歌

の
あ

っ
た

こ
と
も
確
か

で
あ
る
。
ま
た
宴

の
歌

に
も
、
声

の
歌

と
し

て
歌

い
交

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
ら
し
い
題

詞
や
注

を
伴
わ
な

い
歌
も
あ
る
。

そ

の
例
と
し

て
は
巻

一
の
蒲
生
野

で
の
薬

狩

の
宴

で
声

の
歌

と
し

て
歌

い
交

わ
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
額

田
王
と
大

海
人
皇
子

の

贈
答
歌

(
一
-

二
〇
、
二

一
)
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
衆

人

の
前

で
声

の
歌

と
し

て
詠

ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
相

聞
的
内

容

の
歌

で
あ

っ
た
が
、

天
皇

臨
席

の

公
的
儀
礼
的
な
宴

の
歌

で
あ

っ
た
か
ら
か
、
万
葉
集

で
は
そ
れ
と
は
記
さ
ず

に
雑
歌

の
部

に
収
め
た
よ
う

で
あ
る
。

で
は
、
宴

に
お
け
る
男
女

の
声

に
よ
る
贈
答
歌
は
す

べ
て
雑
歌

に
分
類
さ
れ
、
相

聞

の
部

に
収
め
ら
れ
な
か

っ
た

の
か
と

い
え
ば
そ
う

で
も
な
く
、
私

的
な
宴

で
の
贈
答
歌
は
相
聞

に
収
め
ら
れ
た
も

の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ

こ
で
、
本
稿

で
は
相
聞

に
収
め
ら
れ
た
私
的
な
宴

の
場

で
男
女

に
よ

っ
て
声

の
歌
と
し

て
交
わ
さ
れ
、
記
録
さ
れ

て
万
葉
集

に
収
載
さ
れ
た
と
想
定

さ
れ

る
贈
答
歌
を
も
取
り
上
げ
、
声
と

の
関
係

に

つ
い
て
検
討
し

て
み
た

い
。

こ
う
し
た
作
業
は
推
定
が
伴

い
、
根
拠
薄
弱

で
あ
る

こ
と
を
免
れ
難

い
。

し
か
し
、
本
稿

で
は

一
つ
の
可
能
性
を
探

る
営
み
と
し

て
試
み
た

い
。

そ
の
際
、
万
葉
集

の
題
詞
や
左
注
を
尊
重
す
る
が
、
併
せ

て
歌
掛
け
的
な
民
謡
も

顧
慮
し

て
考
察
を
進
め
た

い
。

(
一
)
万
葉
集
中

の
伴
奏
を
伴

っ
た
声

の
歌

前
節

に
触
れ

た
よ
う

に
、
久
米
常
民
氏
が
す

で
に
詳
細

に
検
討

さ
れ

た
歌

々
で
は
あ

る
が
、
題
詞

や
左
注

に

「
誦

.
吟

.
唱

.
詠

.
口
号
」
等
と
注
せ



ら
れ
た
歌
か
ら
検
討
し
た

い
。

こ
れ

ら

の
歌
は
声

に
出

し

て
披
露

さ
れ

た
と
注
し

て
い
る

の
で
あ
る
が
、
久
米
氏

の
説
を
踏
ま

え

て
考
え
た

い
の
は
、
声

は
如
何
な

る
性
質

の
声

で

あ

っ
た
か

で
あ

る
。
「
吟

.
唱

.
詠
」

は
と
も

に

「
う
た
ふ
」
と
読
み
え
る
が
、
同
じ
発
声
法
を
表
す

の
か
問
題

に
な
る
。
「
誦
」

の
読
み
は
、
同

一
注
釈

書

で
も

「
ず
す

.
う
た
ふ
」
双
方

に
揺
れ
る
も

の
も
あ
る
。
異
な
る
文
字

の
使
用
は
筆
記
者

の
異
な
り

の
問
題
と
も

い
え
る
が
、
文
字
表
記
を
尊
重

す
れ

ば
、
如
何

に
読
も
う
と
同

一
文
字
は
同
義
、
異
な
る
文
字
は
異
義
を
表
し
、
音
声

の
性
格
や
表
現
方

法
な
ど

の
異
な
り
を
表

す
と
考

え
ら
れ
る
。

漢
字

「
唱
」

の
意
味

の
幅

は
狭

く
な
い
が
、

「
う
た
う
」

意
味
を
も

っ
と
も
明
確

に
含
む
文
字

で
あ
り
、

題
詞

・
左

注

の
中

で
も
そ

の
意
味

で
用
い
ら

れ
た
と
み
ら
れ
る
。
今
、
題
詞

に
宴
等

で
唱
わ
れ
た
と
さ
れ
る
歌
を
集

中

に
拾
う
と
、
巻

第
六

に
は
、

冬

十
二
月
十

二
日
に
、

歌
侮
所

の
諸

王
臣
子
等

、
葛
井

連
広

成

の
家

に
集

ひ

て
宴

す
る
歌

二
首

比

来
、
古
儺
盛

に
興
り
て
、
古
歳
漸

く
晩

れ
ぬ
。

理
に
共

に
古
情

を
尽

し

て
、

同
に
古
歌

を
唱

ふ

べ
し
。
故

に
此

の
趣

に
擬

へ
て
、
輙
ち
古
曲

二
節

を
献

る
。
風
流
意
気

の
士
、
儻

し
此

の
集

の
中

に
在

ら
ば
、
争

ひ
て
念
を
発

し
、
心

々
に
古
体

に
和

せ
よ
。

わ
が
屋
戸

の
梅
咲

き
た
り
と
告
げ

や
ら
ば
来
ち

ふ
に
似

た
り
散

り
ぬ
と
も

よ
し

(六
ー

一
〇

=

)

春

さ
ら
ば
を
を

り
に
を
を

り
鶯

の
鳴

く
わ
が
山
斎

そ
や
ま
ず
通

は
せ

(六
-

一
〇

一
二
)

と
あ

る
。

「
古
歌
を
唱
ふ
」

と
あ
る
か
ら
、

二
首
は
創
作
歌

で
は
な
く
伝
誦
歌

で
あ

っ
た
。

唱
う
と
き
楽

器

の
伴
奏

を
用
い
た
か
否

か
に
触

れ
な
い
。

し

か
し
、

「
比
来
、
古
憐
盛

に
興
り
て
、

古
歳
漸
く
晩
れ

ぬ
。

理

に
共

に
古
情

を
尽
し

て
、
同

に
古
歌
を
唱

ふ
べ
し
」
・
「
古
曲
二
節
」

と
あ
る
か
ら
、

二
首

は
伝
統
的
な
歌
舞

の
曲

に
合
わ
せ

て
合
唱

さ
れ

た
の
で
あ

る
。
ま

た
二
首

は
短
歌
形
式
を
と
り
、
文
字
化
さ
れ

る
と
説
明

の
な

い
か
ぎ
り
創
作
歌
と

の
見

分
け

は
困
難

で
あ

る
。
巻
八

の

「
仏
前

の
唱
歌

一
首
」
と
題

さ
れ
た
歌
と
左
注
を
み

る
と
、

時
雨

の
雨
間
無
く
な
降
り
そ
紅

に
に
ほ

へ
る
山

の
散
ら
ま
く
惜
し
も

(八
ー

一
五
九

四
)

右

は
、
冬
十
月
、
皇
后
宮

の
維
摩
講

に
、
終

日
大
唐
高
麗
等

の
種

々
の
音
楽
を
供
養
し
、
此

の
歌
詞
を
唱
ふ
。
弾
琴
は
市
原
王
と
、
忍
坂
王
と

な
り

〈
後
姓
を
賜

へ
る
大
原
真
人
赤
麿
な
り
〉
。
歌
子
は
田

口
朝
臣
家
守
と
、
河
辺
朝
臣
東
人
と
、
置
始
連
長
谷
等
と
十
数
人
な
り
。

万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

三
五



万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

三
六

と
あ
る
。
仏
教
儀
式

の
場

で
の
歌

は
左
注

に
よ

っ
て
、
弾
琴

の
伴
奏

に
合
わ
せ

て
合
唱
さ
れ
た
と
知
ら
れ

る
。

こ
の
歌
も
左
注
が
な
け
れ
ば
文
字

に
よ

る

創
作
短
歌
と

の
違

い
は
見

い
だ
し
難

い
。

こ
れ
ら

「
唱
」
わ
れ
た
歌

は
舞

の
た
め

に
琴
を
伴
奏
と
し

て
唱
わ
れ

た
伝
誦
歌

で
あ

っ
た
。
音
楽
を
伴

っ
て
唱

わ
れ
た
伝
誦
歌
も
短
歌
形
式

の
ば
あ

い
文
字

で
作
ら
れ
た
歌
と
区
別

で
き
な

い
。
同
様

に
も
し
最
初
か
ら
声

に
出
し

て
歌
う

こ
と

で
作

ら
れ

た
創
作
歌
が

あ

っ
て
も
、
文
字

の
創
作
歌
と
区
別

は

つ
か

な
い
は
ず

で
、
現

に
文
字

に
よ
る
創
作
歌
と
見

な
さ
れ

て
い
る
歌

に
も
歌

っ
て
作

ら
れ
た
歌

は
あ

り
え
る
。

「
誦
」

さ
れ
た
と

さ
れ

る
歌

に
は
巻
第

四
、
巻
第
十
六

に
宴

で
披
露

さ
れ
た
二
首

の
歌

が
あ

る
。

池
辺
王

の
宴

に
誦

ふ
歌

一
首

松

の
葉

に
月

は
移

り
ぬ
黄
葉

の
過

ぐ
れ
や
君

が
逢

は
ぬ
夜

の
多

き

(
四
-
六

二
三
)

穂
積
親
王

の
御
歌

一
首

家

に
あ
り
し
櫃

に
か
ぎ
刺

し
蔵
め

て
し
恋

の
奴

の

つ
か
み
か
か
り

て

(
一
六
i

三
八

一
六
)

右

の
歌

一
首
は
、
穂

積
親
王

の
、
宴
飮

の
日

に
し

て
、
酒
酣
な
る
時

に
、
好
み

て
斯

の
歌
を
誦
し

て
、
以
ち

て

つ
ね

の
賞
と
為
し
た
ま

ひ
き
。

こ
れ
ら

の
題
詞
や
左
注

の

「
誦
」
は
注
釈
書

に
よ

っ
て

「
う
た
ふ
」
「
じ

ゅ
す
」
「
ず
す
」
「
よ
む
」
と
訓
ま
れ

一
定
し
な

い
。
誦
は
仏
教

で
は

「
誦
経
」

と
用

い
、

「読
経
」

に
対
応
さ
せ

る
。

「優
婆
塞
貢
進
解
」

は

こ
れ
ら
を
区
別
し
、
経
を
諳

ん
じ
て
唱

え
る
こ
と
を

「
誦
」

と
い
う
。

「
誦
」
は
具
体
的

に

は
節
を

つ
け
声

に
出
す
意
味

で
用

い
ら
れ

る
よ
う

で
あ
る
。
短
歌

の
ば
あ

い
も
記
憶
し
た
歌

に
節
を

つ
け

て
声

に
出
す
意
味
な

の
で
あ

ろ
う
か
。
と
も
あ

れ
、

こ
れ
ら

の
題
詞

や
左
注

で
は
伴
奏

に
触
れ
な

い
が
、
宴

の
酣

の
と
き

に
十
八
番
と
し

て

「
誦
」
せ
ら
れ

た
の
だ
か
ら
、
声

に
出
し

て
い
た

こ
と

は
確

か
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
巻
第
十
六

の
、

か
る
臼

は
田
廬

の
も
と

に
わ
が
背
子

は
に
ふ
ぶ
に
咲

み
て
立
ち

て
ま
す
見

ゆ

(
一
六
-

三
八

一
七
)

朝
霞
鹿
火
屋

が
下

の
鳴

く
蝦

し
の
ひ

つ
つ
あ
り
と
告
げ

む
児

も
が
も

(
一
六
-

三
八

一
八
)

右

の
歌

二
首

は
、

河
村
王
、
宴

居
す

る
時

に
、
琴

を
弾

け
ば
、
す

な
は
ち
ま
つ
此

の
歌
を

誦
し
て
、

以
ち

て
常

の
行

と
為

し
き
。

の
左
注

に
お

い
て
は
琴

を
伴
奏

に

「
誦
」

し
た
と
す
る
。

こ
れ
も

「
う
た
ふ
」
と
も

「
よ
む
」

と
も
読

み
え
る
が
、
琴

を
伴
奏

と
し

て

「
誦
」

す
ぼ
あ

い



も
あ

っ
た
こ
と

に
注
意
し

て
よ
い
。

「
誦
」

も
琴

の
伴
奏

が
生
き

る
音
楽
性
を
も

っ
た
と
み
え
る
か
ら

で
あ

る
。

た
だ
し
、

家
持
が
橘
諸
兄

の
使
と
し

て

越
中

の
館
を
訪

れ
た
田
辺
福
麿
を
接
待

し
た
宴

の
歌

(
一
七
-

四
O

三
二
～
五
)

の
題
詞

に
は
、

天
平

二
十
年
春
三
月

二
十
三

日
、
左
大
臣
橘
家

の
使
者
造
酒
司
令
史
田
辺
福
麿
を
守
大
伴
宿
禰
家
持

の
館

に
饗
す
。
爰

に
新
し
き
歌
を
作
り
、
并

せ

て
便
ち
古
き
詠
を
誦

ひ
て
各
心
緒
を
述

ぶ
。

と
あ
る
。

こ
こ
で
は
伝
誦
歌
は

「誦
」
、

創
作
歌

は

「作

」
が
用

い
ら
れ

て
い
る
が
、
新
作

の
歌

も
音
を

と
も
な

っ
た
と
想
定

さ
れ
る
。

こ
れ

は
遣
新
羅

使

の
宴
会

の
歌
な
ど
と
通
じ
よ
う
が
、

こ
れ
ら

は
宴
ま

で
に
用
意
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
か
。

琴

の
伴
奏
を
伴
う
も

の
と
し

て
は
他

に

「
吟
詠
」
が
あ
る
。

こ
の
注
記
を
も

つ
の
は
、

夕
立

の
雨
う
ち
降
れ
ば
春

日
野

の
草
花
が
末

の
白
露
思

ほ
ゆ

(
一
六
-

三
八

一
九
)

夕
つ
く
日
さ
す
や
川
辺

に
構
る
屋

の
形
を
宜
し
み
諾
よ
そ
り
け
り

(
一
六
-

三
八
二
O
)

右

の
歌
二
首
は
、
小

鯛
王
、
宴
居
す
る
日

に
、
琴
を
取
れ
ば
登
時
、
必
ず
ま
つ
此

の
歌
を
吟
詠
せ
り
。
そ

の
小
鯛
王
は
、
更

の
名
を
置
始
多
久
美

と
い

へ
る
、

こ
の
人

な
り
。

の
二
首

で
あ
る
。

「
吟
詠
」

は

「
唱
」

や

「
誦
」

と
同
じ
発
声
法
な

の
か
異
な
る
発
声
法
な

の
か
不
明
な
が
ら
、
と
も

に

「
う
た
ふ
」

と
読
み
え
る
文
字

で
あ
る
。

「吟

詠
」

も
琴

の
伴
奏

で
な
さ
れ
、

音

楽
性
を
も

っ
た

こ
と
も
確
か

で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
首

も
文

字
化

に
あ
た

っ
て
整

備
さ
れ
た

に
し

て
も
、

短
歌

形
式

の
歌

で
あ

っ
た
。

た
だ
し
、

こ
こ
に
見
た
琴

の
伴

奏

で

「
唱

・
誦

・
吟
詠

」
さ
れ
た
歌
に
、
創
作

歌
と
み
な
す

べ
き
歌

は
な
く
、

い
ず
れ
も
伝

誦
歌

で
あ

っ
た

こ
と
に
も
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

次

に
巻
第
十
六

で
他

に
二
例

み
え
る

「吟
詠
」

さ
れ
た
歌

で
あ
る
が
、

一
は
佐
為

王

の
近
習

の
婢

が
、
王

の
宿
直

が
続

い
て
会

い
難

い
と
き
、
夢
中

で

会

う
と
み
て
目
覚

め
た
時

の
侘
び

し
さ
か
ら
哽

咽
歔
欷

し
て
詠

ん
だ
歌

(
一
六
ー

三
八
五
七
)

で
、

「
高
声

に
此

の
歌
を
吟
詠
」

し
た
と
す
る
。

こ
れ
は

短
歌
形
式

で
は
な
く
民
謡

の
よ
う
に
も
み
え
る
七
句

か
ら
な
る
歌

で
、

即
興

の
創
作
歌

か
、
伝
誦
歌
を
吟
詠

し
た
も

の
か
は
不
明

で
あ
る
が
、

即
興

の
歌

が
記
録

さ
れ
た
可
能
性
も
否
定

で
き

な
い
。

二
は
新

田
部
皇
子

の
発
言
を
婦
人
が

か
ら
か

っ
て
詠

ん
だ
歌

(
一
六
⊥

二
八

三
五
)

で
、

「す

な
は
ち
婦
人
、

万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

三
七



万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

三
八

此

の
戯
歌
を
作
り

て
、
専
輒
吟
詠
す
と

い

へ
り
」
と
あ
る
か
ら
、
琴
を
伴
わ
な

い
即
興

の
吟
詠

で
詠
ま
れ
た
歌
と
み

て
よ

い
。
た
だ
し
、
吟
詠
が
音
楽
性

を
も

っ
た
か
否
か
は
、
明
確

で
は
な

い
。

こ
の
他
、
「
吟
」
と

の
み
記
さ
れ

る
歌

の
ば
あ

い
は
、
久
米
氏

の
指
摘

に
も
あ
る
と
お
り
、
即
興

で
声

に
出
し

て
創
作
さ
れ
た
歌
が
多

い
よ
う

で
あ
る
。

そ
の
典
型

は
、

大
伴
坂
上
郎
女
、
親
族
と
宴
す

る
日
に
吟
ふ
歌

一
首

山
守

の
あ

り
け

る
知
ら

に
そ
の
山

に
標
結

ひ
立

て
て
結

ひ
の
恥
し

つ

(三
-

四
〇

一
)

大
伴
宿
禰
駿
河
麿
、
即
ち
和

ふ
る
歌

一
首

山
守

は
け
だ

し
あ

り
と
も
吾
妹
子
が
結

ひ
け
む
標
を
人
解

か
め

や
も

(
三
-

四
〇

二
)

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

こ
の

「吟
」

わ
れ
た
と

さ
れ

る
歌

は
、
他

の
例
も
含
め

て
楽
器

の
伴
奏

に
触

れ
な
い
。
し

か
し
、
楽
器

の
伴
奏

の
有
無

は
確

か
め

ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
確
認

で
き

る
こ
と
は
短
歌
形
式

の
伝
誦
歌

に
は
楽
器

の
伴
奏

に
よ

っ
て
歌

わ
れ
る
例

が
み
ら
れ
る
こ
と
、

ま
た
即
興

の
創
作
歌

に
は
楽
器

の
伴
奏

が
あ

っ
た
と
記

さ
れ
た
例

は
な
い
が
、
声

に
よ

っ
て

「吟
」

う
こ
と

で
創
作

さ
れ
た
歌

は
あ

っ
た
こ
と
、

こ
れ
ら
が
相
聞

に
収

め
ら
れ

た

こ
と
、

で
あ
る
。

こ
れ
ら
宴
を
場

と
し
て
創
作

さ
れ
た
歌

は
、

公
的

な
宴

の
歌

の
ば
あ
い
は
相
聞

で
あ

っ
て
も
雑
歌

に
分
類

さ
れ
た
が
、
私
的

な
宴

で

は
そ
の
ま
ま
贈
答
歌

は
相
聞

に
分
類

さ
れ
と
み

て
よ
く
、
逆

に

い
え
ば
、
相

聞
に
は
私
的

な
宴

で
声

の
歌

の
応
答

と
し

て
創
作

さ
れ
た
歌

が
含

ま
れ

て
い

る
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

短

歌
形
式

の
歌
が
声

に
出

し

て
う
た
わ
れ
た

こ
と

に

つ
い
て
は
別
稿

で
も
触
れ
た
が
、
短
歌
形
式

の
民
謡
、
杵
嶋
振

(
肥
前
国
風
土
記
佚
文
)
は
古
事

記

の
女
鳥
王

の
反
逆
伝
承

の
逃
避

行

の
途
中

の
山
越
え

の
歌
と
し

て
取
り
入
れ
ら
れ
た

の
み
な
ら
ず
、
万
葉
集

に
お

い
て
は
柘
枝
伝
説
関
係
歌
三
首

の

一

首
と
し

て
収
載
さ
れ

て
い
る

(
三
-

三
八
五
)
。

三
八
五
番
歌
は
後
人

の
見
た

「柘
枝
伝
」

に
は
な

い
よ
う

で
あ
る

(同
左
注
)

が
、
万
葉
集

に
は

「
吉

野

の
人
味
稲

の
柘
枝
仙
媛

に
与

へ
し
歌
」
と
し

て
修
正
さ
れ

て
、
収
め
ら
れ

て
い
る
。
常
陸
国
風
土
記

の
記
述
か
ら
し

て
も
民
謡
杵
嶋
振
り
が
歌
わ
れ

て

い
た

こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

三
八
五
番
歌

に
は
歌
わ
れ

た
と

の
注
記

は
な
い
が
、

古
事

記
の
物
語
に
収
載

さ
れ
た
の
は
宮

廷

に
と
り

こ
ま
れ
、

「
歌
侮
所



(
雅
楽
寮
)
」
に
お
い

て
宮
廷
歌
謡

と
し

て
伝
誦
さ
れ

て
い
た

こ
と

に
よ
ろ
う
。

こ
れ
ら

の
歌
は
い
ず
れ
も
短
歌
形
式

で
、
文

字
化
さ
れ
る
と
巻
第
六

、

一

O

一
一
・
二
番
歌

の
よ
う
な
注

が
な
い
か
ぎ
り
短
歌

と
区

別

で
き
な

い
。
万
葉
集

の
短
歌

の
中

に
は

こ
う
し
た
歌

謡
と
し

て
の
短
歌

も
入
り
込
ん

で
い
る

と
想
定

し
え
る
。

こ
れ
ら
と
逆

に
催
馬
楽

に
は

「
我
が
駒
」

や

「
真
金
吹
く
」

の
よ
う

に
万
葉
集

の
歌

の

一
部
を
変
え
た
歌
詞
を
も

つ
歌
も
あ
り

(
『
日

本
古
曲
ハ文
学
大
系
古
代
歌
謡
集
』
頭
注
)
、
万
葉
集

の
短
歌
形
式

の
歌

が
、
宮
廷

で
実
際

に
ど
の
よ
う
に
歌

わ
れ
た
か
を

示
す
例

と
も
み
え
る
。

こ
れ
は
日
本
書
紀

の
例

で
あ

る
が
、
斉

明
紀

四
年

五
月
条

に
は
、
皇
孫
建
王

の
死

と
後

に
天
皇

の
陵

に
合
葬

せ
よ
と
の
詔

が
あ

っ
た

こ
と
を

記
し
た
後
、

「廼
ち
作
歌

し
て
曰
は
く
」

と
し

て
短
歌
三
首
を
あ
げ
、

さ
ら

に
、

「天
皇
、

時
時

に
唱

ひ
た
ま

ひ
て
悲
哭
し
た
ま
ふ
。
」

と
伝

え
る
。

ま
た
同
年
十
月

に

は
紀

の
温
湯

に
向

う
と
き

の
こ
と
と

し
て

「
天
皇
、
皇
孫
建
王
を
憶

で
て
、
愴
爾

み
悲
泣
び

た
ま
ふ
。
乃
ち

口
号

し
て
曰
は
く
」

と
し

て
三
首

の
短
歌
と

一
首

の
片
歌
を
あ
げ
、

「秦
大
蔵
造
万
里

に
詔
し

て
曰
は
く
、
『
斯

の
歌
を
伝

へ
て
、
世

に
忘
ら

し
む

る
こ
と
勿

れ
』
と

の
た
ま
ふ
」

と
伝

え
る
。

こ
こ
で

は
斉
明
天
皇

は
声

の
歌
と
し

て
、
計
六
首

の
歌
を
詠

ま
れ

た
と
す

る
の
で
あ

る
。
し

か
も
、

こ
れ
ら
が
唱
わ

れ
、

口
号

さ
れ

た
と
す

る
の
は
万
葉
集

と
の

関
係

で
参
考

に
な

る
。

ま
た
、

万
葉
集

に
は
長
歌

に

つ
い
て
も
、

「
若
宮
年
魚
麿
誦
ふ
」

と
し

て
収
載
さ
れ
た
歌
が
二
首

、
短
歌

が
二
首

あ
る
。

長
歌

の
句
数

は

一
は
二
七
句

(三
-
三
八
八
)
、

一
は
九
句

(八
-

一
四
二
八
)

で
あ

っ
て

一
定
し
な

い
。
古
代
歌
謡
も
、
句
数

は

一
定
し
な

い
か
ら
当
然
想
定
さ
れ

る
こ
と

で
あ

る
が
、

こ
う
し
た
句
数
と
関
係
せ
ず

に
う
た
え

る
節
が
あ

っ
た

こ
と
を
も
想
定
さ
せ

る
。

奄
美
大
島

に
お
け

る
歌
遊

び
に
お

い
て
は
、

即
興

で
歌

い
交

わ
す
と
き

に
は
伴
奏

と
し

て
は
主

と
し

て
三
線

の
伴
奏

で
挨
拶
歌

と
し

て
も
歌
わ

れ
る

「
朝
花
節
」

の
曲
が
用

い
ら
れ

る
と

い
う

(徳
之
島
と
沖
永
良
部
島

の
問

に
沖
縄
と
奄
美

の
境
界
が
あ

る
と

い
う
)
。
中
国
雲
南
省

の
少
数
民
族

の
対
歌

で

も
、

一
定

の
曲

に
よ

っ
て
歌
垣
が
な
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
和
歌
は
民
謡
と
異
な
る
が
、
奥
三
河

の
霜
月
祭

で
も
、
多
様
な
内
容

の
短
歌
形
式

の
神
楽
歌

を

一
定

の
曲

に
合
せ

て
歌

っ
て
い
る
。
民
謡

の
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
か
ら
す
る
と
古
代

に
お

い
て
も
、
宴
会
な
ど

で
琴
を
伴
奏
と
し

て
即
興

で
短
歌
形
式

の
歌
が
歌
わ
れ
る

こ
と
が
あ
り
、
そ
う
し
た
時

に
は
や
は
り
ど

の
よ
う
な
歌

に
も
対
応

で
き
る
琴
等

の
曲
が
あ

っ
た

こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
万
葉
集

に

お
い

て
声

の
歌

で
あ
る

こ
と
を
記
す

の
は
主
と
し

て
雑
歌

の
伝
誦
歌

で
あ
る
が
、
明
記
さ
れ
な

い
に
し

て
も
宴

に
お
け
る
雑
歌

の
伝
誦
歌

の
み
な
ら
ず
創

万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

三
九



万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声

の
歌

四
〇

作
歌

に
も
、
相
聞

に
分
類
さ
れ
た
創
作
歌

に
も
声

の
歌
が
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

万
葉
集

の
相
聞

に
分
類
さ
れ
た
歌

に
は
、
た
と
え
ば
越
中

の
家
持
と
越
前

の
大
伴
池
主
、
平
城
京

の
坂
上
郎
女

の
ば
あ

い
の
よ
う

に
手
紙
を
介
し
た

の

も

の
だ
け

で
は
な
く
、
宴
席

に
お
け

る
男
女

(あ
る

い
は
手
紙

に
よ
る
贈
答

で
は
あ

る
が
、
男
同
士
が
男
女

の
立
場

で
詠
ん
だ
歌
は
家
持
と
池
主

の
贈
答

に
認
め
ら
れ

る
。

こ
れ
は
宴
会

の
場

に
お
け
る
歌

の
応
酬
を
基
礎

に
し
て
い
る
可
能
性

が
な
い
で
は
な
い
)
、

男
同
士

・
女

同
士

で
あ

っ
て
も
、

双
方
が

男
女

の
役
割

に
よ

っ
て
内
容
的

に
は
異
性
と
し

て
相
互

に
関
心
を
持
ち
合
う
男
女

の
歌
と
し

て
歌

い
交
わ
し
、

そ
れ
ら
が
相
聞
と
し

て
文
字

に
定
着
さ
れ
、

収
め
ら
れ
た
可
能
性
も
想
定

で
き

る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら

は
必
ず
し
も
戯
歌
と

い
う

べ
き

で
は
な

い
こ
と

は
、
中
国
少
数
民
族

の
歌
垣

や
奄
美

に
お
け

る

歌
遊
び
な
ど
も
教
え

る
と

こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

万
葉
集

の
歌

に
公
的
な
宴

で
の
声

に
よ
る
応
酬

の
歌

は
、
前

に
触
れ

た
よ
う

に
雑
歌

に
収
め
ら
れ

て
は
い
る
が
、
蒲
生
野

に
お
け

る
薬
狩

の
時

の
大
海

人
皇
子
と
額

田
王

の
歌
、
私
的
な
宴

で
の
声

の
歌

は
坂
上
郎
女
と
駿
河
麿
が
宴

に
お

い
て
吟
じ
あ

っ
た
歌

に
認
め
ら
れ

る
。

さ
ら
に
こ
の
こ
と

は
、
現
在

の
奄
美
大
島

の
民
謡

に
な
お
残

る
歌
掛
的

な
声

の
歌

に
よ
る
応
酬
と

の
対
比

に
よ

っ
て
も
推
察
可
能

な
と

こ
ろ
も
あ

る
。

こ
れ

は
も
ち

ろ
ん
想
定
す

る
ほ
か

な
く
、
絶
対
的

な
根
拠
と

な
り
え
な
い
こ
と
な
が

ら
、

こ
う

し
た
視
点

か
ら
万
葉
集

の
所
収
歌

に
考
察
を
加

え
て
み
る

こ
と
も
意
味

の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
万
葉
集
研
究

に
お

い
て
は
、
現

に
あ

る
歌

そ
の
も

の
の
あ
り
よ
う
に
よ

っ
て
考

え
る
こ
と

に
意
味

が
あ

る
に
し
て

も
、

そ
れ
だ

け
で
総

て
が
解
決
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
可
能

な
視
点
を
選
択
肢

と
し
て
多

く
も

つ
こ
と
も
必
要

で
あ
り
、

こ
う
し
た
想
定

に
立

っ
て
の
考

察
も

そ
れ
な
り
に
意
味

あ
る
こ
と
と
考

え
る
。

(
二
)

民
謡
に
お
け
る
掛

け
合

い
と
万
葉
集

の
掛

け
合

い
の
歌

民
謡
と
の
関
係

で
万
葉
集

を
考

え
よ
う
と
す
る
試

み
は
、
古
く
か
ら
あ
る
が
、

具
体
的
な
表

現

の
問
題

と
し

て
こ
れ
を
取
り
上

げ
た
研
究

に
土
橋

寛
氏

の
研
究
が
あ
る
。
土
橋

氏
は
民
謡

の
表
現
形
式

に
注

目
し

て
、
望
国
型
望
郷

歌

の
表

現
形
式
を
析
出

し
、
そ
う
し
た
歌
と
し

て
中

大
兄

の
大
島

の
峯

の
歌

を
あ
げ
ら
れ
た
。
最
近

で
は
、
辰
巳
正
明
氏
が
、
奄
美
な
ど

の
民
謡

の
歌
遊
び
あ
る

い
は
中
国
少
数
民
族

の
対
歌

に
お
け
る
歌

の
連
ね
方

の
型
を
析
出
し
、



こ
れ
を
手
が
か

り
に
万
葉
集
相
聞
な
か

に
男
女

の
歌
遊
び

の
歌
を
想
定
し

よ
う
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
方
向

は
万
葉
歌
を
考
え

る
上

で
意
味

の
あ

る
試

み

で
あ

る
と
考

え
る
。
小
論

に
お

い
て
も
、

こ
れ
ら

の
驥
尾

に
付

し
て
こ
う
し

た
方
向

で
男
女

の
交
わ
し

た
歌
を
考

え
て
み
た
い
と
考

え
る
。

現
代

に
お

い
て
も
民
謡

の
世
界

に
は
男
女

の
集
団

の
掛
け
合

い
に
よ
る
歌

の
応
酬

の
あ

る
こ
と

は
奄
美
大
島

や
徳
之
島

の
八
月
踊

に
、

ま
た
個
人
的

な

即
興

の
歌

に
よ
る
歌
遊
び
も
行

わ
れ

た
こ
と

は
、

た
と
え
ば
鹿
児
島
県
大
島
郡
伊
仙
町

の

『伊
仙

町
誌
』

(昭
和
五

三
年
十

二
月
)

に
採
録

さ
れ
て
い
る

よ
う

な
歌

に
よ

っ
て
も
知

ら
れ

る
が
、
坪
山
豊
氏
、
築
地
俊

三
氏
、
西

か
ず

み
氏
、
住

用
村
教
育
委
員
会
茂
木
幸
生
氏
、
瀬
戸
内
町
教
育
委
員
会
池

田
耕

明
氏
等

の
教
示
を
受

け
た
と
こ
ろ
で
も

あ
る
。
現
在
も

唄
者

と
呼
ば

れ
る
民
謡

の
上
手

に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
即
興

の
歌
遊
び

に
関
連

し
て
、

唄
者
坪
山
豊

氏

は
万
葉
文
化
館
万
葉
古
代
学
研
究
所

で
の
共
同
研
究

の
席
上
、

「
唄
者

は
多

く
の
歌
を
覚

え
、

臨
機
応
変

に
そ
れ
ら
を
自
分

の
歌

に
活

か
し
て
歌

え
る

者
」
を

い
う
旨

の
発
言
を

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
発
言

は
、
平
安
時
代

の
貴
族

の
子
女

が
歌

の
贈
答
を
行

う
た
め
に
古
今
和
歌
集

を
諳

ん
じ
た
と
い
わ
れ
る

こ
と
に
重

な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
諳

ん
じ
な
く

て
も
、
膨
大

な
歌
を
収

め
た
類
題
和
歌
集

が
編

ま
れ
た
の
も
、
作
歌

の
手

が
か
り
と
し
て

で
あ

っ
た

で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難

く
な
い
。
問
題

は
、

こ
う
し
た
歌

う
技
術

が
ど

こ
ま

で
ど
の
よ
う
に
遡
れ
る
か
で
あ
る
。

万
葉
集
も

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
さ
れ
る
類
題
部
分

を
も

っ
て
い
る
。
巻
第
七
、
巻
第
十

の
二
巻

は
雑
歌

・
相
聞

あ
る
い
は
四
季

の
雑
歌

.
相

聞
な
ど

の
下

位
分
類

と
し
て

「
に
寄
す
」
・
「
を
詠

む
」
と
題

し
て
歌

を
類
聚

し

て
お
り
、
類
題

に
近

い
。

ま
た
巻
十

一
・
巻
十

二
は

「正
述

心
緒

・
寄
物
陳
思

.
旋

頭

歌

・
羈
旅
発
思

・
問
答
」

な
ど
と
あ

っ
て
、
表
現
方
法

に
よ

っ
て
集

め
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら
類
聚

は
な
ぜ

な
さ
れ
た

の
か
。

こ
れ
は
作
歌

の
為

に
表

現

を
学

ぶ
手
掛

か
り
と
さ
れ
た
と
想
定

す
る

こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

『類

聚
歌
林
』

は
東
宮
学

士
山
上
憶
良

が
軽
皇
子

(聖
武
)

の
た
め
に
編

ん
だ
も

の
と

す
る
説

も
あ
る
よ
う
に
、
和
歌

を
学

ぶ
た
め
に
歌

集

の
編
纂

が
な
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
え
た

の
で
あ
る
。
周
知

の
如

く
、
巻
七

・
十

～
十
二

の
四
巻

に
は

人
麻

呂
歌
集
歌

が
多

く
収
載

さ
れ

て
い
る
。

四
巻

成
立

以
前

に
人
麻

呂
も
手
控

え
と
し

て
の

『柿
本
朝

臣
人
麻

呂
之

歌
集

』
を
も

っ
て
い
た
と
想
定

さ
れ

よ
う
。

こ

の
他

『古

歌
集

』
な
ど
も
詠

歌

に
お
け
る
表

現

の
幅
を
広
め
る
た
め
に
は
や
く
よ
り
歌

集
が
編
ま
れ

て
い
た

こ
と
を
想
定

さ
せ
る
。
も
と
よ
り
、

そ

の
背

後

に
は
文
字

を
も
た
ず
、
声

の
歌
を
歌

い

つ
づ
け
た
人
々

の
世
界
が
あ
り
、
声

の
歌

の
世

界

で
は
歌

を
暗
記
す
る
文
化

、
社

会
的

に
重
要
な

こ
と

を
歌

に
よ

っ
て
表
現
す
る
文
化

が
生

き
続
け

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
声

の
歌

の
世
界

の

一
端

と
文
字

の
歌

の
世
界

の

一
端

を
繋
ぐ
役
割
も
、
類
聚
歌

万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声

の
歌

四

一



万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

四
二

集

は
担

っ
て
い
た
と
み
る

こ
と
も
可
能

な

の
で
は
な
い
か
。

こ
と

に
東
歌

や
防
人
歌

な
ど

の
蒐
集

は
そ

の
こ
と
を
暗

示
し

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

声

の
歌

の
文
化

と
伝
統

が
今

も
生

き
る
奄
美
大
島

や
徳
之
島

な
ど

の
南
島

で
は
、
歌

を
覚

え
歌

え
る

こ
と
を

「歌

半
学

」
と
意
味

づ
け
る
文
化

が
あ

っ

た
と
い
わ
れ
る
。
歌

に
よ

っ
て
人
生

の
智
慧

を
学

ぶ
意
味

と
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
が
、
歌

う

こ
と

で
形
成

さ
れ
る
神

と
人

、
人

と
人

の
繋
が
り
を
重
視

す

る
文
化

を
意
味

づ
け
る
言
葉

で
あ
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考

え
あ
わ
せ
る
と
き
、
歌

は
文
字

の
世
界

と
声

の
歌

の
世

界
の
双
方

に
立

っ
て
、
新

た
な
表

現
を
獲
得

し
、
時
代

を

こ
え

て
生

き
、

展
開

さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

万
葉
集

の
歌

も
ま
た
、
声

の
歌

の
世
界
を
背
景

に
も

ち
な
が
ら
、
漢
詩
文
を
含
む
文
字

の
世
界

の
知
識
を
導

入
し
、

そ
れ
ら
を
蓄
積

す
る
こ
と

で
展
開

し
た
面
を
も

っ
て
い
た
と
想
定

さ
れ
る
。
万
葉
集

に
お
い
て
は
題
詞

が
重
要

な
意
味
を

も
ち
歌

の
成
立

を
示
唆

す
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る
が
、
他
方

で
編

纂
者

に
よ

っ
て
編
集

の
た
め
に
解
釈

さ
れ
意
味
付

け
ら
れ
た
側
面
を

も
ち
、
歌

の
元

の
姿
、

と
く
に
声

に
か
か
わ
る
部
分

な
ど
は
み
え
な
く
し

て
し
ま

っ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

話

が
異

な
る
よ
う
で
あ

る
が
、
万
葉
集

の
歌

の
評
価

と
し

て
素
朴

・
雄
渾

で
あ
り
、
内
容

に

つ
い
て
も
実
体
験

に
即
し
て
歌

っ
て
い
る
と
す
る

ア
ラ
ラ

ギ
流
万
葉
集

理
解

が
あ
り
、

こ
れ
は
今
も
研
究
を

ど
こ
か
で
呪
縛

し
て
い
る
。
対
極

に
は
古
今
集

の
歌

は
想
念

に
よ

っ
て
作

り
上
げ

ら
れ
た
歌

と
す

る
評

価

が
あ

る
。

こ
れ
ら
が
た
と
え
的
外

れ
で
な
い
と
し
て
も
、
翻

っ
て
万
葉
集

に
古
今
集
的

な
要
素

が
な
い
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
周
知

の
通

り
で
あ

る
。
現
時
点

に
お
け
る
万
葉
集

の
評
価

は
も

は
や

ア
ラ
ラ
ギ
流
万
葉
集

理
解
を
越

え
て
い
る
。
大
伴
家
持

の
歌

に
イ
メ
ー
ジ
に
よ

っ
て
詠

ま

れ
た
歌

が
あ

る
の
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
相
聞

の
部

に
収
載

さ
れ
た
膨
大

な
恋
歌
も
す

べ
て
実
体
験

に
即

し
て
、

あ
る
い
は
具
体
的

な
求
愛
行
動

の
中

で
詠
ま

れ
た
と
み
ね
ば

な
ら
な
い
の
か
、
恋

の
イ
メ
ー
ジ

に
よ

っ
て
歌

わ
れ
た
歌

は
な
い
の
か
と
問

え
ば

こ
れ
も
否
定

さ
れ
よ
う
。
万
葉
集
研
究

に
お
い

て
、
特

に
大
伴
坂
上
郎
女

の
相
聞
歌

な
ど
は
、
実
恋
愛

の
中

で
の
具
体
的

な
求
愛
行
動

に
直
結

し
た
恋

の
歌

と
評
価

さ
れ
た
時
代
も
あ

っ
た
が
、
現
在

で

は

フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
と

し
て
の
心
情
表
現

で
あ

る
と
す

る
理
解

は
進

ん
で
き

て
い
る
。
巻
第
八
夏
相
聞

に
収
載

さ
れ
た
、

夏

の
野

の
繁

み
に
咲

け
る
姫
百
合

の
知

ら
え
ぬ
恋

は
苦

し
き
も

の
ぞ

(八
-

一
五
〇
〇
)



は
平
安
時
代

に

「
知

ら
え
ぬ
恋
」

の
題
を
生

ん
だ

と
の
指
摘
も

あ
る
が
、

こ
の
歌
自
体

が
す

で
に
か
か

る
題
も

し
く

は
テ
ー

マ
に
よ

っ
て
詠

ま
れ

た
と
も

み
な
し

え
よ
う
。
彼
女

に
は
ま

た
、
文
字

の
歌
だ

け
で
な
く
、
実
体
験
と

し
て
の
恋
を
象

り
な
が

ら
、
虚
構

の
恋
を
即
興

で
歌

う
声

の
歌
も
あ

っ
た
と

の

想
定
も

さ
れ

え
る
。

こ
う

し
た
歌

は
宴

に
お

け
る
戯
歌

と
と

ら
え
ら
れ
る
が
、
戯
歌
と

い
う

べ
き

か
疑
問

な
し
と
し

な
い
。
坂
上
郎
女

と
女
婿
駿
河
麿

と

の
贈
答

は
前
節

に
み
た
が
、

大
伴
宿
禰
駿
河
麿

の
歌

一
首

大
夫

の
思

ひ
侘
び

つ
つ
度

ま
ね
く
嘆
く
嘆
き
を
負

は
ぬ
も

の
か
も

(
四
-
六

四
六
)

大
伴
坂
上
郎
女

の
歌

一
首

心

に
は
忘

る
る
日
無

く
思

へ
ど
も
人

の
言

こ
そ
繁

き
君

に
あ
れ

(
四
-
六

四
七
)

大
伴
宿
禰
駿
河
麿

の
歌

一
首

相
見
ず

て
日
長

く
な
り
ぬ
こ
の
こ
ろ
は
い
か
に
好
去

く
や
い
ふ
か
し
吾
妹

(
四
-
六

四
八
)

大
伴
坂
上
郎
女

の
歌

一
首

夏
葛

の
絶

え
ぬ
使

の
よ
ど
め
れ
ば
事

し
も
あ
る
ご

と
思

ひ

つ
る
か
も

(
四
-
六

四
九
)

右
、
坂
上
郎
女

は
、
佐
保
大
納
言
卿

の
女

そ
。
駿
河
麿

は
、

こ
の
高
市
大
卿

の
孫

そ
。
両
卿

は
兄
弟

の
家
、
女
孫
姑
姪

の
族

そ
。

こ

こ
を
以
ち

て
、
歌

を
題

し
送

り
答

へ
、
起

居
を
相
問

ふ
。

な
ど
も

ま
た
、
親
族

の
宴
席

に
お
い
て
相
思

う
男
女

に
仮
託

し

て
ま
じ
め
に
歌

い
交

わ
さ
れ
た
歌
遊
び

の
歌
群

の

一
部

と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
左
注

は

姑
姪

の
関
係

で

「起

居
を
相
問

ふ
」

た
と
は
す
る
が
、
内
容

か
ら
す
る
と
、

む
し
ろ
恋
人
関
係

に
あ
る
男
女

に
仮
託

し
た
贈
答

と
み
な
さ
れ
、
宴

に
お
け

る
歌
遊

び
の
歌

と
み
な
し
え
る
。
左
注

も
万
葉
集
編
者

の

一
つ
の
解

釈

の
提
示

で
し
か
な
か

っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
私
的

な
宴

会

に
お
い
て
歌
遊

び
と
し
て
な
さ
れ
る
虚
構

の
恋

を
歌

う
声

の
歌

の
あ
り
よ
う
を
彷
彿

さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
坂
上
郎
女

の
歌

の
み
に
限

っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
他

の
歌
人

の
歌

に
も
及
ぼ
し

て
理
解

で
き
よ
う
。
家

持

の
女
性

と

の
応

答

の
歌
、
女
性

が
家
持

に
贈

っ
た
と
す
る
歌
な
ど
は
そ
う
し
た
歌
な

の
で
は
な

い
か
。

万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

四
三



万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

四
四

も
と
よ
り
、
恋

の
歌
は
実
際

に
恋
愛
関
係

に
な
く

て
も
詠
め
る

こ
と
は
、
古
今
集

の
恋

の
歌
が
教
え

て
い
る
。
古
今
集

の
恋

の
部

の
歌
は
私
的
な
色
好

み

の
家

の
埋
も
れ
木
と
な

っ
て
い
た
歌

で
は
な
く
、
公

の
場

で
歌
わ
れ
る
恋

の
歌

で
あ

っ
た
。
万
葉
集

に
も
公

の
、
あ
る

い
は
他
者

の
面
前

で
歌
わ
れ
た

恋

の
歌

の
贈
答
は
あ
り
え
た
。

こ
の
こ
と
と

の
関
連

で
注
目
さ
れ
る

の
は
七
夕
歌

で
あ
る
。
七
夕
歌
は

「
庚
辰
年
作
之

(
天
武
九
年

・
六
〇
年
下
げ
る
説

も
あ
る
)
」

と
あ

る
の
が
最
も
古

い
と

さ
れ

る
が
、

こ
の
人
麻

呂
歌
集
歌

の
中

に
は
、

牽
牛

・
織
女

の
逢
会
を
第
三
者

の
立
場
か
ら
詠
ん
だ
歌
と
と
も

に

牽
牛

・
織
女

の
立
場

で
詠
ん
だ
歌
も
あ
る
。
後
者
は
他
者

の
立
場

で
恋

の
歌
を
詠
む
営
み

で
あ
り
、

こ
う
し
た
営
み
が
人
麻
呂

の
時
代

に
お

い
て
す

で
に

為
さ
れ

て
い
た
と
知
ら
れ
る
。
伊
与
部
馬
養

の
作
と
異
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
丹
後
国
風
土
記
佚
文

の

『
筒
川
嶼
子
伝
』

の
末
尾

に
加

え
ら
れ
天
女
と
嶼
子

の
恋

の
歌
な
ど
も
、

こ
の
流
れ

に
立

つ
歌

々
で
あ
る
。
物
語

の
世
界

の
人
物

に
仮
託
し

て
恋

の
思
を
歌
う
営
み
も
相
聞

の
表
現
を
豊

に
す
る
営
み
と
し

て

存
在
し

て
い
た
。
そ
れ
ら
は
恋

の
経
験

に
支
え
ら
れ

て
い
た

に
し

て
も
、
決
し

て
実

際

の
恋
そ

の
も

の
の
表

現
と
し

て
で
は
な
く
、
想
定
さ
れ
た
作
者

の

恋
す
る
心
を
思

い
や

っ
て
の
、
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
た
恋

の
表
現
と
し

て
詠
ま
れ
た

の
で
あ
る
。
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
歌
集
中

に
、
女
性

の
歌
が
み
え
る

の
も
、

人
麻
呂
が
女

性

の
立
場

で
歌

っ
た
歌

で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
人
麻
呂
も
歌
遊
び

の
よ
う
な
場

で
女
性

の
立

場

で
歌

い
、
そ
う
し
た
歌
も
自
ら

の
歌
と
し

て
記
し

て
歌
集

に
収
め
た
可
能
性
も
想
定
し

て
よ

い
。

こ
う
し
た
営
み
が
万
葉
集

の
時
代
に
も
な
さ
れ

て
い
た

こ
と
、
そ

の
背
後

に
虚
構

の
恋
を
歌
う
民
謡

・
芸

謡

の
世
界

の
存
在
し
た

こ
と
も
忘
れ

て
は
な

ら
な

い
。
そ
れ
は
自
覚

に
お

い
て
曖

昧
さ
は
あ

っ
た

に
せ
よ
、

い
わ
ば
声

に
よ
る
文

学
的
な
営
み
と
し

て
な
さ
れ

て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
延
長
線
上

に

お

い
て
ま
た
、
自
覚

的

に
文
学
的
な
営
み
と
し

て
書
く

こ
と

で
創
作
さ
れ
た
恋

の
歌
も
、
実
は
多
く
存
在
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

翻

っ
て
、
さ
き

に
触
れ
た
歌
垣

に
お
け
る
恋

の
歌
も
、
闘
歌

の
み
な
ら
ず
、
男
女

の
相
聞

に
お

い
て
も
人

前

で
歌
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
部
分
を
も
ち
、

二
人
だ
け

の
秘
密
と
し

て
歌
わ
れ

て
い

て
も
決
し

て
秘
密

で
あ

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
す
く
な
く
と
も
歌
遊

び

に
お

い
て
は

フ
ィ
ク

シ

ョ
ン
の
恋

の
表

現

で
あ

っ
て
も
真
剣
な
態
度

や
熱

意
が
求
め
ら
れ
、
他
方

で
聴

衆

に
そ

の
歌

の
声

・
表

現
と
と
も

に
応
答

の
巧
み
さ
、
聞
か
せ
る
快
さ
を
と
も
な
う
性
格
も

有
し

て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
現
在
復
活
し

て
き
た
中
国
少
数

民
族

の
対
歌

に
も
そ
う
し
た

こ
と
は
認
め
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
古
代

の

宴
に
お
い

て
も

こ
う
し
た
歌
遊

び
が
行
わ
れ
、
そ

こ
で
は
楽

器
を
伴

っ
て
歌
わ
れ

て
い
た
可
能
性
、
短

歌
形
式

の
み
な
ら
ず
片

歌

(
旋
頭
歌
)
形
式

で
も



歌
わ
れ

て
い
た
可
能
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、
歌
謡
や
和
歌

の
成
立

の
有
様
を
想
定
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

こ
う
し

て
み
る
と
、
秘
密
と
し

て
歌
わ
れ
る
恋

の
歌
も
衆
人
を
意
識
し

て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
事
実
と
し

て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も

の
で
は
な
く
な
る
。

(三
)
宴
に
お
け
る
男
女
の
相
聞

の
歌

万
葉
集

に
は
、
宴
を
題
詞

に
も

つ
歌
が
多
く
あ
る
。
宴
が
公
的
な
性
格
を
も

つ
ば
あ

い
は
儀
礼
的
な
側
面
が
強

い
の
で
、
そ

こ
で
の
相
聞

の
歌
も
雑
歌

に
収
め
ら
れ
た
可
能
性

に
は
先

に
触
れ
た
。

こ
こ
で
は
私
的
な
宴

に
お
け
る
男
女

の
歌
を
想
定
し
、

こ
れ

に
絞

っ
て
考
察
を
試
み
た

い
と
考
え
る
。
と

こ

ろ
が
、
宴

の
題
詞
を
も

つ
歌

に
お

い
て
男
女

の
応
答

の
歌
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
歌
が
な
か

っ
た
か
ら
と

い
う
よ
り
は
、

男
女

の
恋
愛
を
模

っ
た
贈
答
歌
群
は
解
体
さ
れ
、
す
ぐ
れ
た
応
対

の
歌

の
み
相
聞

に
分
類
さ
れ
、
宴

の
歌
と
し

て
は
収
め
ら
れ
な
か

っ
た
か
ら

で
は
な

い

か
。
そ
う
し
た
想
定

の
で
き
る
歌
が
万
葉
集

に
な

い
と

い
う
も

の
で
も
な

い
。
先

に
触
れ
た
よ
う

に
、
万
葉
集

に
宴

に
お

い
て
男
女

の
交
情

に
擬
さ
れ
た

声

の
歌
が
存
在
し
た

こ
と
は
、
蒲
生
野

の
薬
狩

の
宴

で
歌
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
大
海
人
皇
子
と
額
田
王

の
贈
答
歌

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

こ
の
著
名
な
贈
答
歌

に

つ
い
て
は
長

い
間
、
標
野

(禁
園
)

に
お
け
る
実
恋
愛

の
歌
と
み
ら
れ

て
き
た
が
、
相
聞

で
な
く
雑
歌

に
分
類
さ
れ

て
い
る

の

で
遊
猟
後

の
宴
席

に
お
け
る
歌
と
み
る

べ
き

で
、
大
海
人
皇
子

の
舞
を
額
田
王
が
ひ
や
か
し
た
歌
と

こ
れ

に
応
酬
す
る
歌

で
あ
る
と

い

っ
た
解
が
提
示
さ

れ
、

こ
れ
ら
を
宴

の
歌

で
あ
る
と
す
る
理
解
が
定
着
し
た
。
題
詞

に
は
宴

の
語
は
な

い
が
、
や
は
り
遊
猟
後

の
宴
席

の
歌
と
解
す
る

の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

雑
歌

で
あ
る
か
ら
、
宴
席
と

い
う
場
面
設
定
は
動
か
な

い
が
、
歌
は
宴
席

に
お

い
て
額
田
王
が
大
海
人
皇
子
を
相
手

に
選
ん

で
詠
み
交
し
た
虚
構
と
し

て

の
男
女

の
交
情

の
歌
群

の

一
部

で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。
歌
が
男
女

の
交
情

に
擬
し
た
歌

で
あ

っ
た

の
で
実
恋
愛

の
歌
と

の
誤
解
を
避
け
る
た
め

に
、

あ
る

い
は
公
的
な
儀
式
と
し

て
の
宴

で
の
歌

で
あ

っ
た
た
め

に
、
雑
歌

に
収
め
ら
れ
た
と
も
解
し
え
る
。

こ
れ
ら
は
ま
た
紙

に
書

い
た
り
、
詠
じ
た
り
し

た

の
で
は
な
く
、
楽
器

の
伴
奏

に
乗
せ

て
声

の
歌
と
し

て
歌
わ
れ
た
可
能
性
が
高

い
。
題
詞
は
後
人
が
加
え
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
額
田
王

の
歌
は

「
作
」

と
し

て

「
贈
」

も
用

い
て
い
な

い
。

男
女

の
実
恋
愛

の
相
聞

で
は
な
く
、

遊
芸
と
し

て
の
相
聞

の
歌

で
あ
る
と
示
そ
う
と
す
る
意
図
を

こ
こ
に
も
読
み

取

っ
て
よ

い
か
も
知
れ
な

い
。
大
海
人
皇
子
は
天
皇
即
位
後

の
天
武
四
年

に
、

万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

四
五
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葉
集
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四
六

二
月

の
乙
亥

の
朔
癸
未

に
、
大
倭

・
河
内

・
摂
津

・
山
背

・
播
磨

・
淡
路

・
丹
波

・
但
馬

・
近
江

・
若
狭

・
伊
勢

・
美
濃

・
尾
張
等

の
国

に
勅
し

て

曰
は
く
、

「所
部

の
百
姓

の
能
く
歌

ふ
男
女
、
及
び
侏
儒

・
伎
人
を
選
び

て
貢
上

れ
」
と

の
た
ま
ふ
。

(『
日
本
書
紀
』
)

と
あ
る
よ
う

に
、
畿
内
を
中
心

に
諸
国

の
歌

い
手
を
集
め

て
雅
楽
寮

の
も
と
を
作
ら

せ
た
と
伝

え
る
。
天
武
天
皇

は
歌

へ
の
関
心
を
も

っ
た
人
物

で
あ

っ

た
と
想
定

さ
れ
、

こ
う
し
た
想
定
も
許

さ
れ
よ
う
。

こ
の
他
、
先

に
も
触

れ
た
よ
う
に
、
坂
上
郎
女

と
大
伴
駿
河
麻
呂

が
宴

で

「
吟
」
じ
あ

っ
た
歌

な
ど
も
あ

っ
た
。

同
様

に
宴

の
中

で
の
掛

け
合

い
で
歌

わ
れ
た
と
想
定

さ
れ

る
の
に
、
題
詞

に

「宴
」

と
も

な
く
、
相
聞
と
も

さ
れ

な
か

っ
た
歌
と
し

て
は
清
江
娘
子
が

長
皇
子

に
進

っ
た
歌

が
あ

る
。

こ
の
歌

は
、

太
皇
、
難
波

の
宮

に
幸
し

し
時

の
歌

大
伴

の

高
師

の
浜

の

松
が
根
を

枕
き
寝

れ
ど

家

し
偲

は
ゆ

(
一
-
六
六
)

右

一
首
、
置
始
東
人

旅

に
し
て

物
恋

し
き
に

鶴

が
声
も

聞

え
ざ

り
せ
ば

恋

ひ
て
死

な
ま
し

(
一
⊥

ハ
七
)

右

一
首
、
高
安
大
島

大
伴

の

御
津

の
浜

に
あ

る

忘

れ
貝

家

に
あ

る
妹
を

忘

れ
て
思

へ
や

(
一
-
六
八
)

右

一
首
、
身
人
部
王

草
枕

旅
行

く
君
と

知

ら
ま
せ
ば

岸

の
埴
生

に

に
ほ
は
さ
ま
し
を

(
一
-
六
九
)

右

一
首
、
清
江
娘
子
、
長
皇
子

に
進

る

姓
氏
未

だ
詳

ら
か
な
ら
ず

と
い
う
流

れ
の
中

に
あ
る
歌

で
あ
る
。

こ
の
歌

の
前

に
置

か
れ
た
、

慶
雲

三
年
丙
午
、
難
波

の
宮

に
幸

し
し
時
志
貴
皇
子

の
御
作
歌
、

葦

辺
行

く

鴨

の
羽
が
ひ
に

霜
降

り
て

寒
き
夕

べ
は

大
和

し
思

ほ
ゆ

(
一
⊥

ハ
四
)



長
皇
子

の
御
歌

あ
ら
れ
打

つ

あ
ら
れ
松
原

住
吉

の

弟

日
娘
と

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

(
一
-
六
五
)

と

の
関
連
も
想
定
さ
れ

る
。

そ
う
す
る
と
、
慶
雲
三
年

の
太
上
天
皇

の
行
幸

に
お
け
る
宴

に
集

っ
た
複
数

の
者
が
旅
を

テ
ー

マ
に
し

て
歌
を
詠
み
合

っ
た

な
か

の

一
首
と
も
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
理
解

で
は
清
江
娘
子
は
太
上
天
皇

の
臨
席
す
る
旅
先

で
の
公
的
な
宴

に
お

い
て
、
な
ぜ
太
上
天
皇
を

無
視
し

て
従
駕
し

て
参
加
し

て
い
る
長
皇
子

に
進
る
歌
を
詠
ん
だ

の
か
問
題
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。

考
え
え
る

こ
と

は
、
清
江
娘
子

の
歌
は
難
波
行
幸

の
折
り

の
歌

で
は
あ

っ
て
も
、
公
的
な
宴

で
の
歌

で
は
な

い
こ
と

で
あ
る
。
行
幸

の
折
り

に
記
し
留

め
ら
れ
た
歌

の
中
か
ら
後

に
選
ば
れ
た
歌

で
は
あ
ろ
う
が
、
公
的
な
宴
が
果

て
、

こ
れ

に
続
く
私
的
な
宴

で
の
歌

で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。
宴

に
呼
ば

れ
た
遊
女
清
江
娘
子
は
歌

の
上
手
と
し

て
二
次
会

で
長
皇
子
と
歌
遊
び
を
し
、
そ

の

一
首
が
残
さ
れ
、
万
葉
集

に
公
的
な
宴

の
折
り

の
歌
と
と
も

に
採
録

さ
れ
た
も

の
で
は
な

い
か
。
内
容
は
相
聞
な
が
ら
雑
歌
と
さ
れ
た

の
は
、
公
的
な
宴

の
歌
と
解
さ
れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

清
江
娘
子

の
身
分
は
、
名

に
地
名
を
負

っ
て
い
て
、
男
性
を

「
旅
行
く
君
」
と
呼
ぶ
表
現
か
ら
し

て
も
在
地

の
遊
女
と
み

て
よ
か
ろ
う
。
「
岸

の
埴
生
」

は
住
吉

の
海
岸

の
景
物

で
あ
り
、
住
吉
港
も
し
く
は
神
社

の
門
前
あ
た
り
を
地
盤
と
す
る
彼
女

の
歌

の
常

の
素
材

で
も
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
古
代

の
触

媒
と
同
じ
触
媒
か
ど
う
か
、
住
吉

の
埴
生

で
絹

の
衣
を
染
め
る
と
薄

い
黄
金
色

の
美

し

い
色

に
な
る
と

い
う
。

他

に
は
雑
歌
と
し

て
採
録
さ
れ
た
相
聞
歌
は
無

い
。
た
だ
し
、
雑
歌

に
組
み
込
ま
れ
る
公
的
な
宴

の
歌

で
は
な
く
、
私
的
な
宴

で
の
歌
が
相
聞

の
歌
群

に
も
組
み
込
ま
れ

て
い
る
と
す
る
と
、
そ
れ
と
書
か
れ
な

い
か
ぎ
り
判
別
し
が
た

い
。
し
か
し
、
相
聞
に
お
け
る
歌
が
す

べ
て
真
実

の
男
女

の
恋

歌
と
し

て
詠
み
交
わ
さ
れ
た
歌

で
あ
る
と
は
い

い
え
な

い
こ
と
も
確
か

で
あ
る
。
坂
上

郎
女

が
私
的
な
宴

で
男
性
と
交
わ
し
た
歌
に
は
そ
う
し
た
虚
構

の
恋

の
歌

が
含
ま
れ

て
い
た
と
み
ら
れ
る

こ
と
は
先

に
触
れ
た
が
、
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
私

的
な
宴

の
客

と
そ

こ
に
侍
る
遊
女
と

の
虚

構

の
恋

の
歌
と
し

て
詠

み

交

わ
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
湯
原
王
と
娘
子

の
贈
答
も
あ
る
。

湯
原
王
と
娘
子

の
贈
答

歌
を
検

討
す
る

に
あ
た

っ
て
、
湯
原
王
と
歌
を
交

わ
し
た
娘

子
は
如

何
な
る
存
在

で
あ

っ
た

の
か
を
み

て
お
き
た

い
。
万
葉

集

で
娘

子
と
さ
れ
る
女

性
は
多

く
、
如
何

な
る
素
姓

の
女
性
か
簡
単

に
は
決

め
ら
れ
な

い
。
そ
れ

ら
を
整

理
し

て
み
る
と
、
万
葉

集
中

で

「娘

子
」
と
さ
れ
る
女
性

の
社
会

的
な
範
囲
は
、

万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

四
七



万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

四
八

(
1
)

遊
行
女
婦
。

「遊
行
女
婦
蒲
生
娘
子
」

(
一
九
-

四
二
三
二
)

な
ど
は
そ
れ
と
記
さ
れ
、
遊
行
女
婦

で
あ
る

こ
と
が
明
確

な
女
性

で
あ
る
。

帰
郷

す

る
旅

に
立

つ
者

に
贈

っ
た
歌

の
題
詞

で
は

「筑
紫
娘
子

[娘
子

日
児
嶋
]
」

(
三
-

三
八

一
)

と
だ
け
し
か
み
え
な
い
が
、
大
宰
府

か
ら
帰
京
す

る

旅
人

に
贈

っ
た
二
首

の
歌

の
左
注

で
は
、
遊
行
女
婦

と
も
娘

子
と
も
記
さ
れ
て
い
る

(六
ー
九
六

五

・
六
)
児
嶋

も
ま
た
遊
行
女
婦

と
み
な
さ
れ

る
女
性

で
あ
る
。

(
2
)

宮
廷

の
女
官
。

「舎
人
娘

子
」

(
一
-
六

一
)

の
よ
う
に
行
幸

に
従
駕

し
た
宮
廷
官
女
、

あ
る
い
は
狭

野
弟
上
娘
子

の
よ
う
な
女

性
を
あ
げ
る

こ
と

が

で
き
る
。

(
3
)

普

通

の
若

い
娘
。

在
地

の
有
力
者

の
娘

と
み
ら
れ
る

「右
門
部
王
任
出
雲
守
時
娶
部
内
娘
子
也
」

(
四
-
五
六
三
左
注
)

の
よ
う
女
性
、

あ
る
い

は
佐
為

王

の
婢
と
し

て
仕

え
る
女
性

(
一
六
ー

三
八
五
七
左

注
)

を
含

む
娘

子
と
あ
る
女

性

で
あ
る
。

他

に
た
だ

「
娘
子
」
と
だ
け
あ
る
娘

子
も
み
え
る
。

こ
う
し
た
娘

子
は
虚
構

の
存
在

と
す
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
み
な
虚
構

の
存
在
と
も
言

い
切

れ
な

い
。
実

在
と
み

て
も

い
ず
れ

の
範
疇

に
属
す
る
か
断
定

し
え
な
い
が
、
中

に
遊

行
女
婦

の
い
た

こ
と
は
想

定
し
え
る
。
た
と
え
ば
、

或

る
娘
子
等
裹
み
た
る
乾

鰒
を
贈
り

て
、
戯

に
通
観
僧

の
咒
願
を
請

ふ
時

、
通
観

の
作
れ
る
歌

一
首

海
若

の
沖

に
持
ち
行
き

て
放

て
ど
も
う
れ
む
そ
此

が
よ
み
が

へ
り
な
む

(三
-

三
二
七
)

と
あ
る
よ
う

に
、
僧

に
悪
ふ
ざ
け
を
し
か
け

て
か
ら
か

っ
た
女
性
は
確
定
的

で
は
な

い
に
し

て
も
良
家

の
娘
と
み
る
よ
り
遊
女
と
み
る
方
が
近
か
ろ
う
。

湯
原
王
と
相
聞
歌
十
二
首

(四
i

六
三

一
～
四
二
)
を
歌

い
交
わ
し
た
娘
子
も
、
真
実

の
恋
愛
な
ら
ば
宮
廷

の
女
官
と
も
、
普
通

の
娘
と
も
み
な
し
え

る
が
、
宴

に
侍

っ
た
女
性
な
ら
ば
遊
行
女
婦
と
み
な
せ
よ
う
。
注
釈
書

で
は
普
通

の
若

い
女
性
と

の

「
実
際

の
恋
」

の
歌
と
み
な
す
説
が

一
般
的

で
あ
る

が
、
任
地

の
遊
女
と

の
長
期

に
亘
る
贈
答
を
戯
れ

の
恋

の
歌
と
し

て
纏
め
た
と
み
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
歌

の
内
容
か
ら
は
む
し
ろ
、
任
務
も
含
め
た

旅
先

に
お
け
る
私
的
な
宴

に
お

い
て
酒
酣

に
な

っ
て
参
加
者

の
前

で
歌

の
上
手
が
即
興

で
楽
器
を
伴

っ
て

一
時

に
歌
を
歌

い
交
わ
し
た
歌
遊
び

の
歌
詞
が

記
録
さ
れ
、
そ

の

一
部
が
万
葉
集

に
相
聞
と
し

て
収
載
さ
れ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
せ
る
。
宴
席

で
楽
器
を
伴

っ
て
歌
わ
れ
た
歌
が
ど

の
よ
う

に
文
字

化
さ
れ
た
か
と

い

っ
た
問
題
も
あ
り
、

こ
の
判
断

に
は
大
き
な
飛
躍
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
歌
が
文
字
化
さ
れ

て
定
着
さ
れ

る
に
際
し

て
、



背
後

に
楽
器
を
伴
う
声

の
歌

の
世
界
が
存
在
し
た
と
考
え

て
み
る

こ
と
も
必
要

で
あ
ろ
う
。
万
葉
集

の
歌
は
書
か
れ
た
歌
と
し

て
贈
答
さ
れ

る
可
能
性
も

あ
る
が
、
琴
な
ど

の
伴
奏
を
伴

っ
て
歌
う
、
あ
る

い
は
詠
み
交
わ
さ
れ
る

こ
と

で
成
立
し
た
歌
も
あ
る
と
想
定
す

べ
き
な

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
的
な

宴

の
場

で
は
伴
奏

を
と
も
な

っ
た
男
女

の
相
聞
的
掛

け
合

い
が
な
さ
れ
、
恋

を
仮
構

し
た
声

の
歌
と
し

て
な
さ
れ
た
贈
答
歌

群
も
あ
り
え
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
遊
女

が
参
加

し

て
舞

を
み
せ
る
宴

が
催
さ
れ
た

こ
と
は
、

湯
原
王

の
宴
席

の
歌

二
首

あ
き
つ
羽

の
袖
振

る
妹
を
玉

く
し
げ
奧

に
思

ふ
を
見

た
ま

へ
わ
が
君

(
三
-

三
七
六
)

青
山

の
嶺

の
白
雲
朝

に
日
に
常

に
見

れ
ど
も
め
づ

ら
し
わ

が
君

(
三
-

三
七
七
)

と

い

っ
た
歌

に
よ

っ
て
知
ら
れ

る
。

そ
う
し

た
場

に
お
い
て
は
、
宴
酣

の
と
き
遊
女
と

の
歌
遊
び
も

な
さ
れ
た
可
能
性
を
想
定
し

て
よ
い
。

万
葉
集

の
題
詞

に
も
ち

い
ら
れ

る

「
贈

る
」
、
「
報

へ
贈

る
」

の
用
字

の
表
す
意
味

の
範
囲

は
広

い
。
求
婚
を
意
味
す

る

「
娉
」
と
と
も

に
用

い
ら

れ
る

「
贈
」

は
と
も
か
く
、
「
贈
」

は
恋
愛
関
係

に
お
け

る
贈
答
歌
を
含
む
と
し

て
も
、
他

に
親
子

・
友
人
関
係

に
お

い
て
も
用

い
ら
れ
、
も
ち

ろ
ん
宴
席

に
お

け
る
歌

の
贈
答

の

「
贈
」

に
も
用

い
ら
れ

る
。
湯
原
王
と
娘
子

の
歌
が
、
宴
席

に
お

い
て
公
開

の
場

で
歌

い
か
わ
さ
れ
た
歌

で
あ

っ
た
と
し

て
も
、
歌

の

応
答
が

「
贈
」

の
文
字

に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
り
、
私
見

で
は

そ
の
よ
う

に
判
断
し

て
よ

い
と
考
え

る
。

こ
の

一
連

の
歌

は
、
湯
原
王

の
歌

が
七
首
、
娘
子

の
歌
が
五
首

の
計
十
二
首

で
不
均
衡

で
あ
る
。
ま
た
二
首
ず

つ
対
応
し

て
い
る
歌
も
あ
り
、
相
互

に

一
首
ず

つ
番

に
な
る
よ
う
組
み
合
わ

せ
ら
れ

て
い
る
わ
け

で
も
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
歌
遊
び

の
よ
う

に
交
互

に
詠
み
交

わ
さ
れ
た
歌
と
は

い
い
が
た

い
。
し
か
し
、
編
集
も
考
え

て
み
る
と

こ
う
し
た

こ
と
は
あ
り
え
る
。

笠
郎
女

の
家

持

に
贈

っ
た
歌

の
ば
あ
い
も
、
人

前

で
な
さ
れ
た
歌

遊
び

の
歌

の
女

性
側

の
歌
だ
け
が
歌
路

に
従

っ
て
纏

め
ら
れ
た
可
能
性
が
高

い
。
す

く
な
く
と
も
、

こ

の
歌
群

の
内
容

は
出
会

い
か
ら
別
れ
た
後

ま

で
を
描

く
物
語
的
構
成

に
な

っ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、

聞
き
手

を
意
識

し
た
と
み
ら
れ
る
、

誇
張

し
た
表
現
、
面
白

が
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
表
現

を
も

つ
、

笠
女
郎
、
大
伴
宿
禰
家
持

に
贈

る
歌
廿

四
首

万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

四
九



万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

五
〇

八
百
日
行
く
浜

の
沙
も
わ
が
恋

に
あ

に
益
ら
じ
か
沖

つ
島
守

(
一
〇
)

(
四
-

五
九
六

)

相
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
は
大
寺

の
餓
鬼

の
後

に
額
つ
く
が
ご
と

(
二
二
)

(四
-

六
〇
八
)

と

い

っ
た
歌
を
含
み
、
恋
愛
関
係

に
あ
る
男
女

の
戯
れ

で
は
済
ま
せ
え
な

い
と

こ
ろ
が
あ
る
と

い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
表
現
は

こ
れ

に
限
ら
ず
、
大
伴
家

持
と
紀
郎
女

の
相
聞

に
も
、

紀
女
郎
、
大
伴
宿
禰
家
持

に
贈

る
歌

二
首

〈女
郎
、
名
を
小
鹿
と
云
ふ
〉

神
さ

ぶ
と

い
な
ぶ

に
は
あ
ら
ず

は
た

や
は
た
斯
く
し

て
後

に
さ
ぶ
し
け
む
か
も

(四
-
七
六

二
)

玉

の
緒
を
沫
緒

に
よ
り

て
結

べ
ら
ば
あ

り
て
後

に
も
あ

は
ざ
ら
め

や
も

(
四
-
七
六
三
)

大
伴
宿
禰
家
持

の
和

ふ
る
歌

一
首

噺

百
年

に
老
舌
出

で
て
よ
よ
む
と
も

わ
れ
は
い
と

は
じ
恋

は
益
す
と
も

(
四
i
七
六

四
)

紀
女
郎

の
大
伴
宿

禰
家
持

に
贈

る
歌

二
首

戯
奴

〈変

し
て
わ
け
と
云
ふ
〉

が
た
め
わ
が
手

も
す

ま
に
春

の
野

に
拔

け
る
茅
花

そ
食

し
て
肥
え
ま
せ

(八
-

一
四
六
〇
)

昼
は
咲

き
夜

は
恋

ひ
寝

る
合
歓
木

の
花
君

の
み
見

め
や
戯
奴

さ

へ
に
見

よ

(
八
-

一
四
六

一
)

右

の
も

の
は
、

合
歓

の
花

と
茅
花

と
を
折

り
攀

ぢ
て
贈
れ
る
な
り
。

大
伴
家
持

の
贈
り
和
ふ
る
歌

二
首

わ
が
君

に
戯
奴
は
恋
ふ
ら
し
賜
り
た
る
茅
花
を
喫
め
ど

い
や
痩
せ

に
痩
す

(
八
-

一
四
六

二
)

吾
妹
子
が
形
見

の
合
歓
木
は
花

の
み

に
咲
き

て
け
だ
し
く
実

に
な
ら
じ
か
も

(
四
-

一
四
六
三
)

な
ど
と
み
え
る
。
も
と
よ
り
、
人
を
面
白
が
ら
せ
る
、
あ
る

い
は
巧
み
と
感
歎
さ
せ
る
表
現
が
あ
る
か
ら
と

い

っ
て
、
そ
れ
が
宴

に
お
け
る
歌
遊
び

の
歌

と
保
証
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
親
密
な
関
係
を
表
す

に
し
か
す
ぎ
な

い
と
も

い
え
る
。
ま
た

一
四
六

一
番
歌

の
場
合
は
合
歓

の
花
と
茅
花
を
添
え

て
贈

っ

た
と
し

て
い
る
。

こ
の
注

は
歌

の
内
容
と
対
応
し

て
い
る
が
、
宴
会

の
場

に
あ

っ
た
物
を
手
掛
か
り

に
し

て
詠
ん

で
い
る
と

い
え
な
く
も
な

い
。
家
持

の



歌

の
表
現
も

そ
の
よ
う
な
設
定

の
上

で
な
さ
れ
た
と
も

い
え
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
注
も
家
持

の
加

え
た
も

の
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
も
疑
問

な
し
と
せ
ず
、

後

の
解
釈
と

み
な
し

え
な

い
わ
け

で
は
な
い
。

一
四
六
〇

・
六

二
の
相
聞

は
、
巻

一
六

の
悪

口
歌

に
比
較
し
得

る
歌

で
あ
り
、

一
四
六

一
・
一
四
六
三

は

巻
二

の
大
伴
宿
禰
と
巨
勢
郎
女

の
相
聞
と

の
か
か
わ
り
を
も
思

わ
せ

る
が
、
遊
び
的
要
素

の
濃

い
相
聞

で
あ
り
、

や
は
り
宴

に
お
け

る
歌
遊
び
を
も
想
定

さ
せ

る
歌
と

い

っ
て
よ
い
。

こ
う
し
た
歌

は
ま
た
、
声

の
歌
と
し

て
楽
器

の
伴
奏

に
乗
せ

て
声

で
歌
わ
れ
た
可
能
性
を
も
想
定
さ
せ
よ
う
。

先

に
み
た
湯
原
王
と
娘
子

の
相
聞

の
歌

に
は
、
大
向

こ
う
を
唸
ら
せ

る
よ
う
な
工
夫
し
た
表
現

は
み
え
な

い
の
で
あ

る
が
、
旅
先

に
妻
を
伴

っ
た
王
が
、

在
地

の
女
性
を

口
説
き
、
女
性
が

こ
れ

に
反
発
す

る
と

い

っ
た
恋

の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま

で
の
設
定

で
展
開
し

て
い
る
。

こ
の
こ
と

に
こ
だ
わ
れ
ば
、
六

三
四

.
六
三
五
番
歌
な
ど

は
、

こ
れ
も
歌

の
場
を
設
定
す
る
虚
構

で
あ
る
可
能
性
も
否
定

で
き
な

い
の
で
あ
る
が
、
妻
を
伴

っ
た
旅
先

で
の
恋

の
歌
と
し

て
、
私
的
な
宴

に
お

い
て
詠
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
。

こ
れ
ら

一
連

の
歌

に

つ
い
て
は
物
語
的

に
構
成
さ
れ

て
い
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、

男
女

の
対
歌
と
み

て
歌
路

に
従

っ
て
歌

い
交
わ
さ
れ
た
歌

で
あ
る
と

の
理
解
も
示
さ
れ

て
お
り
、

こ
う
し
た
想
定
を
し

て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。
す
く
な
く

と
も
娘
子
と
湯
原
王

の
相
聞
歌
は
出
会

い
か
ら
別
れ
ま

で
の
恋

の
経
過
を
歌

っ
て
い
る

こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

こ
の
歌
群
も
あ
る
時
間

の
経
過
を
と
も
な

う
実

際

の
恋
愛

に
お

い
て
、
実
際

に
贈
答
さ
れ
た
歌
を
物
語
的

に
編
集
し
た
も

の
で
は
な
く
、
最
初

か
ら
虚

構

の
恋
を
衆
人

環
視

の
中

で
伴
奏

を
伴

っ
て

二
人

で
歌

い
交
わ
し
た
歌
群

を

コ
ン
パ
ク
ト

に
整
備
し
た
歌
群

で
あ

っ
た
と
み
た
い
。

い
う
な
れ
ば
、
古

代

の
私

的
な
宴

に
お
い

て
文
芸

的
な
遊
び
が
頻

に
行

わ
れ
、

こ
れ
ら
は
そ

こ
で
成
立

し
た
歌
群

の

一
つ
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

万
葉
集

の
歌
を

ア
ラ
ラ
ギ
派
的

に
、
実
際

の
心
情

を
文
字

に
し
て
贈

り
交

わ
し
た
と
み
る
な
ら
ば
、
成

り
立

た
な
い
理
解

で
あ

る
が
、
古
代

の
宴

の
席

で
は
社
交
的
文
学
的

な
遊
び

と
し

て

フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
の
交
情

を
声

の
歌

に
よ

っ
て
描

き
上
げ

る
、

そ
う
し

た
営

み
と
表
現
が

な
さ
れ
て
い
た
と

み
る
な
ら

ば
、
万
葉
集

に
も
仮
構

に
よ
る
文
学
的

な
営

み
と
し
て
の
歌

の
遊
び

の
歌
も
収
め

ら
れ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
。
歌
わ

れ
た
歌

は

「唱
」

や

「吟
」
等

の

題
詞

や
左
注
を
も

つ
歌
だ
け

で
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
宴

に
お
け
る
仮
構

の
恋

の
歌

の
応
答

の
場
合

に
も
詠

ま
れ

た
の
で
あ

る
。

そ
う
し

た
仮
構

の
恋
愛

万
葉
集
の
相
聞
歌
と
声
の
歌

五

一
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歌

の
存
在

の
片
鱗

は
先

に
触

れ
た
よ
う
に
、
七
夕
歌

や
丹
後
国
風
土
記

の
筒
川
嶼
子
伝

の
嶼
子

と
乙
女

の
相

聞
に
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
坂
上
郎
女

と
駿
河
麿

と
の
相

聞
な
ど
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
坂
上
郎
女

と
家
持

や
駿

河
麿

の
相

聞

の
歌

の
題

詞
に
は

「吟
」

や

「贈

」
が
用
い
ら
れ

て
い
た
が
、

湯
原
王

と
娘
子
、
大
伴
家
持

と
笠
郎
女
、

あ
る
い
は
家
持

と
紀
郎
女

の
贈
答
歌

な
ど
に
も
、

同
様

に
宴
席

に
お
け
る
声

の
歌

に
よ
る
遊

び

の

片
鱗

が
窺

え
る
と
み
る

べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
古
代

に
お
け
る
私
的

な
宴

を
場

と
す
る
歌
遊

び
が
、
声

の
歌
と
し

て
少

な
か
ら
ぬ
相
聞

の
歌

を
紡

ぎ
出

し
た

こ
と
、

そ
う
し

て
そ
れ
が
万
葉

集

に
収
載

さ
れ

て
い
る

こ
と
を
想
定

し

て
み
た
い

の
で
あ
る
。
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古
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葉
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、
こ
の
た
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葉
集
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研
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」
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ー
マ
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同
志
社
女
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大
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学
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
助
成
金
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人
研
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を
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け
た
。
ま
た
万
葉
古
代
学
研
究
所
か
ら
は
主
催
共
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研
究

「万
葉
集
と

ユ
;
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シ
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ー
」
の
調
査
費
等
の
補
助
を
受
け
た
。
徳
之
島
の
現
地
調
査
に
お
い
て
は
、
伊
仙
町
助
役
の
上
木
久
市
氏
、
目
手
久
地
区
民
謡
保
存
会
副
会

長
幸
山
忠
蔵
氏
、
会
長
幸
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忠
重
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よ
び
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地
区
民
謡
保
存
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方
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に
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大
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史
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憲
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瀬
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。
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