
キ
ー
ワ
ー
ド

歌
の
文
化
圏
・
大
伴
家
・
妻
と
妾
・
挽
歌
の
意
味

大
伴
家
持
と
妻
大
嬢
は
大
伴
家
と
し
て
望
ま
れ
た
婚
姻
で
あ
り
、
幸
せ
な

関
係
を
維
持
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
を
証
明
す
る
の
は

歌
の
み
で
あ
る
。
二
人
の
関
係
が
安
定
し
た
も
の
と
な
る
時
期
以
前
の
「
二
人

の
空
白
期
」
と
さ
れ
る
時
期
に
家
持
は
「
亡
妾
」
へ
の
挽
歌
を
作
っ
て
い
る
が
、

こ
の
挽
歌
に
よ
り
万
葉
集
に
お
い
て
大
嬢
と
の
幸
せ
な
関
係
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。

は
じ
め
に

　
家
持
と
大
嬢
は
、
空
白
期
は
あ
る
も
の
の
の
そ
れ
を
超
え
て
幸
せ
な
男
女
と

し
て
よ
り
そ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
歌
に
よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
言
い

換
え
れ
ば
万
葉
集
の
歌
か
ら
は
二
人
が
幸
福
な
時
を
す
ご
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
嬢
は
大
伴
家
の
女
性
と
し
て
生
を
受
け
、
や
が
て

大
伴
家
持
の
妻
と
な
る
。
そ
し
て
家
持
か
ら
は
多
く
の
歌
を
贈
ら
れ
、
家
持
が

越
中
赴
任
後
、
数
年
し
て
下
向
し
た
大
嬢
は
母
へ
の
歌
を
家
持
に
「
誂
へ
」
て

い
る
。
万
葉
集
は
こ
の
よ
う
に
女
性
と
し
て
安
定
し
理
想
的
と
も
い
え
る
大
嬢
を

歌
で
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
大
嬢
の
存
在
を

考
え
る
に
あ
た
り
、
万
葉
集
中
に
記
さ
れ
て
い
る
二
人
の
関
係
の
み
で
な
く
、

万
葉
集
中
に
歌
と
し
残
さ
れ
て
い
る
「
家
持
の
生
涯
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
か
ら

大
嬢
に
与
え
ら
れ
た
立
場
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
持
と
大
嬢
を

と
り
ま
く
歌
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
歌
の
世
界
に
求
め
ら
れ
た
二
人
に
つ
い
て

考
え
て
い
く
の
が
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一

　「
離
絶
す
る
こ
と
数
年
に
し
て
ま
た
会
ひ
て
相
聞
往
来
し
き
」
と
い
う
細
注
を

持
つ
家
持
か
ら
大
嬢
へ
の
贈
歌
が
残
さ
れ
て
い
 る
 。
巻
四
の
七
二
七
・
八
番
歌
。

註
①

歌
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

忘
れ
草
我
が
下
紐
に
着
け
た
れ
ど
醜
の
醜
草
言
に
し
あ
り
け
り

人
も
な
き
国
も
あ
ら
ぬ
か
我
妹
子
と
携
ひ
行
き
て
た
ぐ
ひ
て
居
ら
む

　
大
嬢
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
誰
か
ら
も
邪
魔
さ
れ
な
い
二
人
の
世
界
へ
と

行
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
歌
で
あ
り
、
こ
の
歌
か
ら
二
人
の
関
係
は
幸
せ
に

満
ち
た
状
態
の
贈
答
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
前
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
 が
 、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
二
人
が
結
ば
れ
る
歌
へ
と

註
②

展
開
す
る
前
に
二
人
に
は
「
離
絶
す
る
こ
と
数
年
に
し
て
ま
た
会
ひ
て
相
聞
往
来
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し
き
」
と
い
う
時
期
が
あ
り
、
そ
れ
を
家
持
が
記
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
二
人
は
空
白
期
を
超
え
て
結
ば
れ
た
と
万
葉
集
に
は
残
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
離
絶
す
る
こ
と
数
年
」
の
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

時
期
と
し
て
は
二
人
の
贈
答
歌
で
安
定
し
た
関
係
を
示
す
も
の
か
ら
考
え
て
い
く

こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
母
と
と
も
に
竹
田
庄
に
い
る
大
嬢
と
の
贈
答
歌
（
巻
八
ー

一
六
二
四
～
六
）
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　
坂
上
大
娘
の
、
秋
稲
の
穂
蘰
を
も
ち
て
大
伴
宿
祢
家
持
に
贈
り
し
歌
一
首

わ
が
な
れ
る
早
稲
田
の
穂
立
ち
造
り
た
る
蘰
そ
見
つ
つ
思
は
せ
我
が
背

　
大
伴
宿
祢
家
持
の
報
贈
せ
し
歌
一
首

我
妹
子
が
業
と
造
れ
る
秋
の
田
の
早
稲
穂
の
蘰
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

　
又
、
身
に
著
る
衣
を
脱
ぎ
て
家
持
に
贈
り
し
に
報
へ
し
歌
一
首

秋
風
の
寒
き
こ
の
こ
ろ
下
に
着
む
妹
が
形
見
と
か
つ
も
偲
は
む

　
こ
れ
ら
の
贈
答
の
左
註
に
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
秋
九
月
と
記
さ
れ
て
い
る
。

大
嬢
が
い
る
の
は
こ
れ
ら
の
前
に
あ
る
坂
上
郎
女
と
家
持
の
贈
答
歌
か
ら
、
母

坂
上
郎
女
の
田
庄
の
竹
田
庄
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
 る
 。
こ
の
贈
答
で
は
母
の
田
庄

註
③

に
い
る
大
嬢
が
作
っ
た
蘰
を
送
り
家
持
が
そ
れ
に
答
え
、
さ
ら
に
歌
は
な
い
も
の

の
「
身
に
つ
け
た
衣
を
脱
ぎ
て
」
贈
り
そ
れ
に
家
持
が
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
二
人

の
安
定
し
た
関
係
が
明
ら
か
で
あ
る
。
二
人
の
贈
答
か
ら
は
大
伴
家
の
中
心
的
な

女
性
で
あ
る
母
坂
上
郎
女
か
ら
も
認
め
ら
れ
て
い
る
関
係
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

理
解
で
き
、
家
持
の
記
す
「
離
絶
数
年
」
は
こ
れ
ら
の
歌
以
前
と
い
っ
て
よ
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
万
葉
集
に
お
け
る
家
持
と
、
大
嬢
と
の
関
係
を

見
る
上
で
、
大
伴
家
の
中
で
認
め
ら
れ
た
関
係
を
家
持
と
大
嬢
が
持
つ
こ
と
と

な
っ
た
天
平
十
一
年
と
い
う
年
に
家
持
が
他
の
女
性
に
ど
の
よ
う
な
歌
を
贈
っ
て

い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
し
た
大
嬢
と
の
関
係
以
前
に
家
持
に
贈
ら
れ
た
女
性
の
歌
は
、
制
作
年
代

が
明
ら
か
に
示
さ
れ
ず
、
収
録
さ
れ
て
い
る
部
立
、
も
し
く
は
前
後
の
歌
の
あ
り

か
た
か
ら
時
代
を
考
え
る
の
が
通
説
で
あ
 る
 。
橋
本
達
雄
氏
は
制
作
年
代
を
伝
え

註
④

て
い
な
い
も
の
の
、
配
列
か
ら
家
持
の
内
舎
人
時
代
、
天
平
十
一
年
頃
に
家
持
に

贈
ら
れ
た
女
性
の
歌
に
つ
い
て
「
総
合
し
て
み
る
と
家
持
は
い
っ
こ
う
に
情
熱
を

示
し
て
い
な
 い
 」
と
さ
れ
る
。
確
か
に
万
葉
集
中
に
家
持
の
返
歌
を
み
る
こ
と
は

註
⑤

で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
歌
と
は
違
い
、
天
平
十
一
年
に
家
持
が
年
代
を
記
し
て

歌
っ
た
女
性
へ
の
「
 亡
妾
挽
歌
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　「
亡
妾
挽
歌
」
は
倉
持
し
の
ぶ
氏
が
整
理
し
て
い
る
よ
う
 に
 こ
れ
ら
の
歌
群
で
は

註
⑥

「
亡
妾
」
の
実
在
、
先
行
作
品
の
受
容
、
家
持
の
初
期
の
作
品
と
し
て
の
評
価
、

歌
群
の
構
成
に
つ
い
て
と
い
う
こ
と
が
従
来
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
歌
わ
れ
た
時
期
が
万
葉
集
中
の
「
家
持
の
生
涯
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味

が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

歌
に
歌
わ
れ
た
女
性
が
「
亡
妾
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
こ
と
か
 ら
 、
亡
く
な
っ
た

註
⑦

女
性
が
実
在
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
も
し
、「
妾
」
が
家
持

に
よ
っ
て
文
学
的
に
作
り
上
げ
た
と
し
て
も
、
表
現
さ
れ
た
家
持
の
「
心
情
」
の

み
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
 う
 。

註
⑧

　「
妾
」
に
つ
い
て
、
小
野
寺
静
子
氏
は
「
 戸
 令
」
の
中
の
「
不
請
戸
」
で
は
「
妻
」

註
⑨

と
の
差
別
が
な
い
と
さ
れ
る
が
、「
妾
」
と
い
う
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
り
、
並
べ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
妻
」
と
は
異
な
っ
た
存
在
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
万
葉
集
中
に
は
「
妾
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
歌
の

題
詞
以
外
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
家
持
に
と
っ
て
実
際
に
「
妻
」
と
は
違
う

存
在
の
「
妾
」
で
し
か
な
か
っ
た
い
う
こ
と
か
ら
「
悲
し
み
」
と
い
う
心
情
の
み

を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、「
妾
」
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

歌
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
家
持
が

作
っ
た
歌
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
影
響
を
う
け
た
と

し
て
も
家
持
は
人
麻
呂
の
挽
歌
の
よ
う
に
「
亡
妻
」
と
は
せ
 ず
 、
律
令
と
い
う

註
⑩

制
度
の
中
で
使
わ
れ
る
「
妾
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
あ
る
。
実
体
と
し
て
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「
妾
」
と
記
さ
れ
る
女
性
が
家
持
の
愛
情
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み

で
は
な
く
、
な
ぜ
、
律
令
と
い
う
制
度
の
中
で
使
わ
れ
る
「
妾
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
こ
と
が
家
持
が
あ
え
て
天
平
十
年
に
歌
っ
た

意
味
を
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
歌
の
表
現
を
み
て
い
き
た
い
。

　
十
一
年
己
卯
の
夏
六
月
、
大
伴
宿
祢
家
持
の
、
亡
妾
を
悲
傷
し
て
作
り
し
歌
一
首

今
よ
り
は
秋
風
寒
く
吹
き
な
む
を
い
か
に
か
ひ
と
り
長
き
夜
を
寝
む

 

三
ー
四
六
二

　
歌
は
「
夏
六
月
」
に
作
っ
た
と
さ
れ
る
。
夏
も
終
わ
り
に
近
づ
き
翌
月
「
七
月
」

が
秋
で
あ
る
。
秋
は
風
が
冷
た
く
吹
く
と
い
う
季
節
観
を
も
と
に
家
持
は
「
吹
き

な
む
」
と
こ
れ
か
ら
先
の
季
節
を
予
想
す
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

共
寝
を
し
て
い
た
愛
し
い
人
を
失
っ
た
自
ら
の
身
の
上
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

歌
で
い
う
「
ひ
と
り
」
は
万
葉
集
中
で
は
恋
人
、
伴
侶
の
い
な
い
「
ひ
と
り
」
で

あ
る
こ
と
は
通
説
で
あ
る
が
、
歌
の
表
現
の
上
で
家
持
の
相
手
と
な
る
の
は
題
詞

で
は
「
妾
」
な
の
で
あ
る
。
題
詞
と
関
係
づ
け
て
歌
を
読
む
限
り
、
こ
れ
か
ら

迎
え
る
秋
の
長
い
夜
を
悲
し
む
の
は
「
妾
」
で
あ
っ
た
「
愛
し
い
女
性
」
を
失
っ
た

か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
家
持
の
悲
し
み
の
歌
は
自
ら
の
「
ひ
と
り
」
を

歌
う
こ
と
で
亡
き
人
を
思
う
形
を
と
り
、
女
性
の
姿
や
二
人
の
か
つ
て
の
様
子
も

は
描
か
れ
て
い
な
い
。
家
持
の
一
首
目
か
ら
は
「
妾
」
が
家
持
の
歌
の
世
界
で

ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
は
ま
だ
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

歌
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。　

二

　
弟
大
伴
宿
祢
書
持
の
即
ち
和
せ
し
歌
一
首

長
き
夜
を
ひ
と
り
や
寝
む
と
君
が
言
へ
ば
過
ぎ
に
し
人
の
思
ほ
ゆ
ら
く
に

 

四
六
三
 

　
家
持
が
歌
っ
た
後
「
即
ち
」
書
持
が
「
和
」
え
て
い
る
。「
草
壁
皇
子
挽
歌
群
」

の
よ
う
に
仕
え
て
い
た
人
が
亡
く
な
っ
た
後
に
歌
を
続
け
て
歌
う
例
や
「
近
江
朝

挽
歌
群
」
の
よ
う
に
妻
達
が
歌
う
例
、
も
し
く
は
「
追
和
」
と
い
う
形
で
挽
歌
を

後
に
続
け
て
歌
う
例
は
あ
る
も
の
 の
 、
婚
姻
関
係
に
あ
る
相
手
、
も
し
く
は
恋
人

註
⑪

を
失
っ
た
相
手
の
心
を
思
い
自
ら
も
亡
き
人
を
思
っ
て
「
和
」
し
た
例
は
な
い
と

い
っ
て
よ
い
。
弟
で
あ
る
書
持
が
妾
を
失
っ
て
「
悲
傷
し
て
」
い
る
の
を
み
て

「
即
ち
」
作
っ
た
と
い
う
題
詞
を
も
つ
た
め
、
書
持
の
心
情
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る

論
が
多
い
が
、
は
た
し
て
そ
れ
の
み
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
現
を
見
て
い
こ
う
。

家
持
は
妾
を
失
っ
た
悲
し
み
を
「
い
か
に
か
ひ
と
り
長
き
夜
を
寝
む
」
と
ひ
と
り

寝
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
そ
の
歌
に
「
即
ち
」
和
し
た
と
す
る
書
持
は
、
家
持

の
悲
し
み
の
表
現
「
ひ
と
り
寝
む
」
を
そ
の
ま
ま
家
持
の
言
葉
と
し
て
歌
い
、
そ
れ

を
受
け
止
め
た
上
で
自
ら
も
亡
く
な
っ
た
妾
を
思
い
出
す
と
歌
う
。
こ
の
表
現
に

よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
妾
と
家
持
の
親
し
さ
は
書
持
も
十
分
に
知
っ
て
い
る
こ
と

な
り
、
歌
の
中
で
二
人
に
共
通
し
た
妾
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
歌
の
世
界
で
家
持
の
悲
し
み
は
書
持
に
共
有
さ
れ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
歌
の
世
界
の
上
で
そ
れ
は
、
兄
弟
と
い
う
関
係
上
の
つ
な
が
り

の
み
で
は
な
い
親
し
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
更
に
、

家
持
の
亡
妾
へ
の
思
い
を
受
け
止
め
書
持
が
そ
の
人
を
「
過
ぎ
に
し
人
」
と
し
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
「
過
ぎ
に
し
人
」
と

い
う
表
現
は
、
こ
の
世
か
ら
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
に
の
み
と
ら
れ

る
が
、
万
葉
集
中
の
表
現
の
共
通
理
解
と
し
て
亡
く
な
っ
人
を
こ
の
よ
う
に
歌
う

こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
時
に
参
考
と
な
る
も
の
は
、
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

①
 ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
黄
葉
の
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
と
そ
来
し

 

 

一
ー
四
七

②
 百
足
ら
ず
八
十
隈
坂
に
手
向
け
せ
ば
過
ぎ
に
し
人
に
け
だ
し
逢
は
む
か
も

 

 

四
二
七
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③
 児
ら
が
手
を
巻
向
山
は
常
に
あ
れ
ど
過
ぎ
に
し
人
に
行
き
巻
か
め
や
も

 

 

七
ー
一
二
六
八

④
 も
み
ち
葉
の
過
ぎ
に
し
児
ら
と
携
は
り
遊
び
し
磯
を
見
れ
ば
悲
し
も

⑤
 潮
気
立
つ
荒
磯
に
は
あ
れ
ど
行
く
水
の
過
ぎ
に
し
妹
が
形
見
と
そ
来
し

 

 

九
ー
一
七
九
六
・
七

　
①
の
歌
は
軽
皇
子
が
狩
り
の
た
め
に
「
安
騎
の
野
に
宿
り
ま
し
し
時
」
に
人
麻
呂

が
作
っ
た
反
歌
の
一
首
で
あ
る
。
今
、
軽
皇
子
が
い
る
場
は
「
荒
野
」
で
は
あ
る

が
そ
こ
に
来
た
目
的
は
、
か
つ
て
「
黄
葉
の
よ
う
過
ぎ
に
し
君
」
で
あ
る
軽
皇
子

の
父
の
草
壁
皇
子
の
形
見
と
す
べ
き
「
場
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
②
の

歌
は
刑
部
垂
麻
呂
の
田
口
広
麻
呂
へ
の
挽
 歌
 で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
過
ぎ
に
し

註
⑫

人
」
に
逢
う
た
め
に
た
く
さ
ん
の
曲
が
り
角
が
あ
る
隅
坂
に
手
向
け
を
す
る
と

歌
う
。
こ
こ
で
も
亡
く
な
っ
た
人
と
歌
わ
れ
る
場
と
の
関
係
が
歌
の
中
心
で
あ
る
。

③
の
歌
は
「
所
に
就
き
て
思
を
発
せ
る
」
三
首
の
歌
の
一
首
で
、
人
麻
呂
歌
集
の

も
の
で
あ
る
。
愛
し
い
人
の
手
を
「
巻
く
」
と
い
う
名
を
持
つ
「
巻
向
山
」
は

変
わ
ら
ず
に
あ
る
が
亡
く
な
っ
た
人
に
逢
っ
て
手
を
巻
く
こ
と
は
な
い
と
歌
う

が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
所
に
就
き
て
思
を
発
せ
る
」
と
い
う
歌
の
分
類
に
あ
る

よ
う
に
「
巻
向
山
」
が
亡
く
な
っ
た
人
を
思
い
出
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
④
・
⑤
の
二
首
は
「
紀
伊
国
に
し
て
作
れ
る
」
と
作
ら
れ
た
場
所
が
示
さ

れ
る
挽
歌
で
あ
り
、
人
麻
呂
歌
集
の
も
の
で
あ
る
。
④
で
「
過
ぎ
に
し
児
」
と

と
も
に
遊
ん
だ
場
で
あ
る
紀
伊
国
の
磯
は
、
今
そ
の
相
手
を
失
っ
た
悲
し
み
の
場

と
な
り
、
⑤
で
は
「
潮
気
た
つ
荒
磯
」
と
い
う
本
来
は
好
ま
れ
る
場
で
な
い
が

「
過
ぎ
に
し
妹
」
の
形
見
だ
か
ら
こ
そ
来
て
い
る
と
歌
う
。
こ
の
歌
は
、
日
本
古
典

文
学
全
集
で
は
人
麻
呂
の
①
の
歌
と
「
形
式
・
詩
想
共
に
近
 い
 」
と
さ
れ
、
伊
藤
 

註
⑬

博
氏
が
「
人
麻
呂
の
体
験
に
基
づ
く
 詠
 」
と
さ
れ
る
よ
う
に
人
麻
呂
の
歌
と
の

註
⑭

関
係
を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
「
過
ぎ
に
し
人
」

と
亡
き
人
を
歌
う
場
合
は
、
今
歌
う
場
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

い
え
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
例
と
し
て
あ
げ
た
歌
は
す
べ
て
家
持
の
時
代
以
前

の
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
多
く
が
人
麻
呂
の
作
も
し
く
は
人
麻
呂
歌
集
の
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
家
持
周
辺
の
歌
の
文
化
圏
で
は
「
学
ぶ
べ
き
歌
」
と

し
て
表
現
に
共
通
理
解
を
求
め
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
橋
本
達
雄
氏
は
体
験
を
通
し
た
二
人
の
心
情
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
立
場
を

と
る
が
書
持
の
歌
に
つ
い
て
は「
家
持
の
自
己
中
心
的
発
想
を
そ
の
ま
ま
承
け
ず
、

思
い
を
亡
妾
に
つ
な
げ
て
広
げ
 る
 」
と
し
、
家
持
は
「
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
挽
歌

註
⑮

制
作
へ
の
意
図
を
抱
き
、
歌
想
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
ゆ
く
」
と
さ
れ
。
家
持
の
こ
の
後

に
続
く
挽
歌
の
あ
り
方
に
大
き
く
力
を
貸
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
書
持
が
家
持
の

歌
に
「
和
」
え
て
、
亡
き
「
妾
」
を
こ
の
よ
う
に
歌
っ
た
の
は
、
歌
の
共
通
理
解

を
も
と
に
し
て
、
こ
こ
か
ら
家
持
が
失
っ
た
女
性
を
「
過
ぎ
て
い
っ
た
」
人
と
し
て

歌
の
世
界
で
と
ら
ら
え
る
よ
う
に
家
持
に
答
え
る
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
残
さ
れ
た
者
に
喪
失
感
を
与
え
る
場
所
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
亡
く
な
っ
た
人
と
の
「
場
」
を
家
持
に
と
ら
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

三

　
さ
ら
に
続
く
家
持
の
歌
を
み
て
い
こ
う
。

　　
ま
た
、
家
持
の
、
砌
の
上
の
瞿
麦
の
花
を
見
て
作
り
し
歌
一
首

秋
さ
ら
ば
見
つ
つ
し
の
へ
と
妹
が
植
ゑ
し
や
ど
の
な
で
し
こ
咲
き
に
け
る
か
も

　
移
朔
し
て
後
に
、
秋
風
を
悲
嘆
し
て
家
持
の
作
り
し
歌

う
つ
せ
み
の
世
は
常
な
し
と
知
る
も
の
を
秋
風
寒
み
偲
び
つ
る
か
も
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ま
た
家
持
が
作
る
歌
一
首

わ
が
や
ど
に
 花
そ
咲
き
た
る
 そ
を
見
れ
ど
 心
も
ゆ
か
ず
 は
し
き
や
し
 妹
が

あ
り
せ
ば
 水
鴨
な
す
 二
人
並
び
居
 手
折
り
て
も
 見
せ
ま
し
も
の
を
 う
つ
せ
み

の
 借
れ
る
身
な
れ
ば
 露
霜
の
 消
ぬ
る
が
ご
と
く
 あ
し
ひ
き
の
 山
道
を
さ
し
て
 

入
日
な
す
 隠
り
に
し
か
ば
 そ
こ
思
ふ
に
 胸
こ
そ
痛
き
 言
ひ
も
得
ず
 名
づ
け

も
知
ら
ず
 跡
も
な
き
 世
の
中
に
あ
れ
ば
 せ
む
す
べ
も
な
し

　
反
歌

時
は
し
も
何
時
も
あ
ら
む
を
心
痛
く
い
行
く
我
妹
か
み
ど
り
子
を
置
き
て

出
で
て
行
く
道
知
ら
ま
せ
ば
あ
ら
か
じ
め
妹
を
留
め
む
関
も
置
か
ま
し
を

妹
が
見
し
や
ど
に
花
咲
き
時
は
経
ぬ
我
が
泣
く
涙
い
ま
だ
干
な
く
に

　
悲
緒
い
ま
だ
息
ま
ず
、
ま
た
作
れ
る
歌
五
首

か
く
の
み
に
あ
り
け
る
も
の
を
妹
も
我
れ
も
千
歳
ご
と
く
頼
み
た
り
け
り

家
離
り
い
ま
す
我
妹
を
留
め
か
ね
山
隠
し
つ
れ
心
ど
も
な
し

世
の
中
し
常
か
く
の
み
と
か
つ
知
れ
ど
痛
き
心
は
忍
び
か
ね
つ
も

佐
保
山
に
た
な
び
く
霞
見
る
ご
と
に
妹
を
思
ひ
出
で
泣
か
ぬ
日
は
な
し

昔
こ
そ
外
に
も
見
し
か
我
妹
子
が
奥
つ
城
今
愛
し
き
佐
保
山

 

四
六
四
～
四
七
四

　　
書
持
の
歌
を
承
け
て
四
首
目
で
は
な
で
し
こ
の
花
の
生
命
力
と
失
わ
れ
た

「
妾
」
の
命
を
対
比
さ
せ
る
。
書
持
の
歌
か
ら
家
持
は
「
妾
」
を
具
体
的
に
歌
う

た
め
の
「
場
」
を
表
現
す
る
が
そ
の
「
場
」
は
「
妾
」
と
と
も
に
い
た
「
や
ど
」、

家
持
の
い
る
家
の
庭
と
い
う
具
体
的
な
歌
の
「
場
」
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
次

の
歌
で
は
「
朔
移
り
て
後
」、
秋
と
な
っ
て
季
節
と
と
も
に
感
じ
取
ら
れ
る
悲
し
み

を
歌
う
。
そ
れ
は
「
朔
移
り
て
後
に
、
秋
風
を
悲
嘆
し
て
」
と
題
詞
に
記
す
よ
う

に
一
首
目
で
想
像
さ
れ
た
悲
し
い
世
界
を
「
秋
風
」
で
実
感
し
て
い
た
と
歌
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
時
間
の
流
れ
は
家
持
の
歌
の
中
で
は
悲
し
み
を
増
幅
さ
せ
る

も
の
と
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
感
じ
取
る
風
の
冷
た
さ
は
観
念
的
な
「
常
」

な
き
世
を
今
、
悲
し
み
と
い
う
感
情
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
で
身
を
以
て
理
解

し
て
い
る
と
歌
う
こ
と
に
な
る
。
な
で
し
こ
が
咲
く
「
や
ど
」
と
い
う
悲
し
み
の

場
は
さ
ら
に
長
歌
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

　
長
歌
で
は
悲
し
み
の
場
で
あ
る
「
な
で
し
こ
が
咲
い
て
い
る
庭
」
か
ら
歌
い

始
め
る
。
そ
し
て
あ
え
て
「
二
人
」
と
歌
い
、
今
は
失
っ
た
世
界
を
表
現
す
る

こ
と
に
よ
り
、
前
の
歌
で
「
世
は
常
な
し
」
と
い
う
悲
嘆
を
承
け
つ
る
。
さ
ら
に

「
常
」
で
は
な
い
の
は
命
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
た
め
に
「
う
つ
せ
み
の
借
れ
る

身
な
れ
ば
露
霜
の
消
え
ぬ
る
が
ご
と
く
」
と
具
体
的
な
死
の
表
現
へ
と
続
い
て

い
く
。
こ
の
長
歌
に
お
け
る
喪
失
感
は
歌
の
表
現
の
上
で
は
既
に
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
先
行
の
表
現
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
が
、
こ
の
長
歌
で
は
、
新
し
い
観
念

で
あ
る
「
仏
教
的
無
常
観
」
と
人
麻
呂
か
ら
続
く
「
他
界
し
た
妻
」
へ
の
思
い
を

同
時
に
歌
い
、
観
念
で
は
な
い
「
死
」
を
表
現
し
て
い
る
と
と
も
に
、
あ
え
て
歌
の

共
通
理
解
に
よ
っ
て
愛
し
い
女
性
を
失
っ
た
こ
と
を
歌
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
表
現
に
よ
り
「
妾
」
は
歌
の
世
界
で
は
失
わ
れ
た
愛
し
い
女
性

そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
長
歌
に
は
反
歌
が
三
首
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
先
の
長
歌
に
人
麻
呂
の
影
響

が
み
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
一
首
目
の
「
時
は
し
も
何
時
も
あ
ら
む
を
」
二
首
目

の
「
出
て
で
い
く
道
し
ら
ま
せ
ば
あ
ら
か
じ
め
妹
を
留
め
む
塞
き
も
置
か
ま
し

を
」
と
人
麻
呂
の
「
亡
妻
挽
 歌
 」
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
麻
呂

註
⑯

の
「
亡
妻
挽
歌
」
へ
と
導
い
た
の
は
、
共
通
理
解
と
し
て
人
麻
呂
も
し
く
は
人
麻
呂

歌
集
の
歌
の
表
現
を
書
持
が
示
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
反
歌
一
首
目
の

「
み
ど
り
子
」
の
事
実
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
人
麻
呂
の
「
亡
妻
挽
歌
」
の

影
響
と
い
え
よ
う
。
家
持
の
歌
の
展
開
に
お
い
て
、
た
と
え
実
体
と
し
て
子
供
が

い
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
配
列
の
な
か
で
あ
え
て
歌
う
こ
と
に
意
味
を

求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。「
み
ど
り
子
」
こ
そ
は
「
妾
」
と
家
持
の
家
族
と
し
て
の

満
ち
足
り
た
生
活
の
象
徴
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の

歌
以
外
、
直
接
的
に
家
持
が
「
子
供
」
を
歌
わ
な
い
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
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で
き
よ
う
。
満
ち
足
り
二
人
の
世
界
を
具
体
的
に
歌
う
こ
と
で
喪
失
感
が
強
ま
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
首
目
で
は
「
出
で
て
行
く
道
知
ら
ま
せ
ば
」
と
挽
歌
の

伝
統
で
あ
る
「
他
界
し
た
妻
」
を
歌
い
、
長
歌
で
具
体
的
に
歌
わ
れ
た
自
分
が
い
る

「
場
」
に
相
手
が
い
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
三
首
目
の
「
我
が
泣
く
涙
い

ま
だ
干
な
く
に
」
が
憶
良
の
「
日
本
挽
歌
」
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
通
説
と

な
っ
て
い
る
が
、
憶
良
が
「
妹
が
見
し
楝
の
花
は
散
り
ぬ
べ
し
我
が
泣
く
涙
い
ま
だ

干
な
く
に
（
五
ー
七
九
八
）」
で
「
妹
が
見
た
」
花
が
散
る
こ
と
を
歌
い
、
時
間
が

経
過
し
て
も
続
く
悲
し
み
を
歌
う
こ
と
に
対
し
て
家
持
の
歌
で
は
「
妹
が
見
」
た

の
は
「
や
ど
」
で
し
か
な
く
、
そ
こ
に
咲
く
花
は
亡
き
人
と
は
共
有
し
て
い
な
い

と
歌
う
こ
と
で
さ
ら
に
悲
し
み
を
深
く
歌
う
意
図
が
み
ら
れ
 る
 。

註
⑰

　
家
持
は
「
悲
緒
未
だ
息
ず
、
更
に
作
り
し
歌
五
首
」
と
し
て
こ
の
挽
歌
を
歌
い

納
め
る
。
悲
し
み
は
ま
だ
歌
い
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。「
ま
た
作
れ
る
」と
し
て
歌

に
は
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
一
首
目
で
愛
し
い
人

は
「
か
く
の
み
に
あ
り
け
る
」
と
す
で
に
「
死
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
歌
い

始
め
る
。
か
つ
て
「
千
年
の
ご
と
く
」
頼
っ
て
い
た
こ
と
は
過
去
の
こ
と
で
し
か

な
い
。
二
首
目
で
は
他
界
の
表
現
を
と
り
つ
つ
今
は
も
う
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る

が
、
相
手
の
死
が
自
ら
の
心
を
う
つ
ろ
に
し
た
と
い
う
よ
う
に
自
ら
を
見
つ
め
る

表
現
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
首
目
で
「
か
く
の
み
と
か
つ

知
れ
ど
」
と
観
念
的
に
は
知
っ
て
た
こ
と
が
悲
し
み
と
い
う
感
情
と
な
っ
て
我
が

身
を
襲
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
愛
し
い
相
手
を
歌
う
こ
と
か
ら
自
ら
へ
と
目

を
む
け
る
と
い
う
展
開
と
な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
最
後
の
二
首
で
は
火
葬
の
煙
、

墓
所
を
歌
う
こ
と
と
な
る
。
長
歌
と
そ
の
反
歌
で
歌
わ
れ
た
「
場
」
は
か
つ
て

と
も
に
い
た
「
や
ど
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
は
生
き
て
い
た
「
妾
」
が
い
た
場
所

で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
「
悲
緒
い
ま
だ
息
ま
ず
、
ま
た
作
れ
る
歌
五
首
」
に

お
い
て
、
歌
の
場
と
し
て
現
れ
る
の
は
「
佐
保
山
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
亡
く

な
っ
た
」
相
手
を
葬
っ
た
場
所
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

二
首
の
歌
に
は
も
う
愛
し
い
女
性
は
存
在
せ
ず
、
墓
所
を
代
わ
り
に
愛
し
く
思
う

と
い
う
形
で
終
わ
り
を
迎
え
て
い
る
。

　
天
平
十
一
年
の
六
月
か
ら
七
月
に
作
ら
れ
た
「
亡
妾
挽
歌
」
と
呼
ば
れ
る
一
群

の
歌
は
家
持
に
は
「
妾
」
が
い
て
、
そ
の
女
性
は
弟
書
持
も
知
る
こ
と
と
な
っ
て

い
た
が
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
「
妾
」
の
存
在
を
確
認
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
九
月
に
大
嬢
と
贈
答
を
交
わ
し
た
時
の

家
持
に
は
、
た
だ
「
妻
」
と
し
て
の
大
嬢
の
み
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
万
葉
集

の
歌
の
世
界
で
は
記
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
家
持
の
歌
の
年
代
か
ら
考
え
る
と
こ
れ
ら
の
歌
の
間
は
大
嬢
と
の
間
が
疎
遠
に

な
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
歌
の
世
界
に
お
け
る
家
持
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る
の
が

こ
の
挽
歌
群
で
あ
り
。
大
嬢
と
の
安
定
し
た
関
係
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が

こ
の
挽
歌
群
の
存
在
の
意
味
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
亡
妾
挽
歌
群
」
に
お
い
て

家
持
は
「
妾
」
を
す
べ
て
「
妹
」・「
我
妹
（
子
）」
と
呼
ん
で
い
る
。
家
持
に
と
っ
て

こ
の
時
の
一
対
の
相
手
は
歌
わ
れ
る
「
妾
」
に
他
な
ら
な
い
。
記
さ
れ
た
時
期

か
ら
確
実
に
わ
か
る
一
対
の
相
手
は
こ
の
「
妾
」
ひ
と
り
で
あ
り
、
し
か
も
し
か
も

そ
れ
は
、
弟
に
も
知
ら
れ
て
い
た
相
手
で
あ
っ
た
。
家
持
が
相
手
を
「
妹
」、「
我
妹

（
子
）
」
と
具
体
的
に
歌
う
の
は
、
制
度
上
認
め
ら
れ
て
い
た
存
在
の
女
性
へ
の

思
い
を
描
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
家
持
が
書
持
の
歌
を
受
け
る
事
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
歌
の
世
界
で
家
持
は
、

今
と
過
去
を
つ
な
ぎ
、
は
じ
め
て
失
っ
た
「
妾
」
と
い
う
存
在
を
描
き
出
し
た
が
、

そ
れ
は
、
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
と
い
え
よ
う
。
万
葉
集

で
は
、
天
平
十
一
年
の
秋
の
初
め
に
家
持
は
「
妾
」
の
死
を
歌
と
し
て
表
現
し
た
。

制
度
上
で
は
「
妻
」
と
並
ぶ
女
性
は
も
う
い
な
い
こ
と
を
こ
れ
ら
の
挽
歌
群
は

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
た
だ
「
妻
」
大
嬢
へ
の
思
い
を

歌
い
上
げ
る
。
大
嬢
の
嫉
妬
の
歌
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
万
葉
集
で
は
こ
う
し
て

家
持
と
大
嬢
の
幸
せ
な
関
係
を
歌
に
よ
っ
て
記
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 
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註①
 
万
葉
集
で
は
こ
の
後
巻
四
ー
七
二
九
～
三
一
の
大
嬢
の
歌
、
七
三
二
～
四

の
家
持
の
歌
の
贈
答
、
さ
ら
に
は
七
三
五
・
六
の
大
嬢
、
家
持
の
贈
答
、

七
三
七
・
八
の
大
嬢
と
七
三
九
・
七
四
〇
の
家
持
の
贈
答
と
い
う
細
や
か
な

関
係
を
記
し
た
後
に
、
家
持
か
ら
大
嬢
へ
の
十
五
首
の
贈
歌
（
七
四
一
～

七
五
五
）
で
締
め
く
く
っ
て
い
る

②
 「
想
定
さ
れ
た
至
福
 －

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
め
ぐ
っ
て－

」『
別
府
大
学

紀
要
』
第
四
十
号

③
　
こ
れ
ら
の
歌
の
前
の
坂
上
郎
女
と
家
持
の
贈
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

 

　
大
伴
家
持
の
、
姑
坂
上
郎
女
の
竹
田
庄
に
至
り
て
作
り
し
歌
一
首

 

玉
桙
の
道
は
遠
け
ど
は
し
き
や
し
妹
を
あ
ひ
見
に
出
で
て
そ
あ
が
来
し

 

　
大
伴
坂
上
郎
女
の
和
せ
し
歌
一
首

 

あ
ら
た
ま
の
月
立
つ
ま
で
に
来
ま
さ
ね
ば
夢
に
見
え
つ
つ
思
ひ
ぞ
あ
が
せ
 

 

巻
八
ー
一
六
一
九
・
二
〇

④
 
橋
本
達
雄
氏
は
、
歌
の
収
め
ら
れ
て
い
る
巻
の
配
列
年
代
か
ら
次
の
よ
う
に

推
定
さ
れ
る
。

 

　
笠
女
郎
・
山
口
女
王
・
大
神
女
郎
　
　
天
平
四
、
五
年
頃

 

　
中
臣
女
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
五
、
六
年
以
降

 

　
河
内
百
枝
娘
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
八
年
以
前
か

 

　
巫
部
麻
蘇
娘
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
八
年
～
十
一
年
九
月
頃

 

　
日
置
長
枝
娘
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
八
年
頃

 

　
粟
田
女
娘
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
八
年
以
降

 

 

「
亡
妾
を
悲
傷
す
る
歌
」『
大
伴
家
持
作
品
論
攷
』
塙
書
房

⑤
 
註
④
の
論
文
に
同
じ
。

⑥
 
倉
持
し
の
ぶ
氏
「
亡
妾
を
悲
傷
し
び
て
作
る
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と

作
品
』
和
泉
書
院

⑦
 「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
の
題
詞
の
頭
注
で
は
「
後
年
の
妻
坂
上
大
嬢
に
は
ば

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

⑧
 
倉
持
し
の
ぶ
氏
註
⑥
に
詳
し
い

⑨
 
小
野
寺
静
子
氏
「
亡
妾
を
悲
傷
す
る
歌
」『
家
持
と
恋
歌
』
塙
選
書

⑩
 「
泣
血
哀
慟
歌
」
巻
二
ー
二
〇
七
～
二
一
六
（
或
る
本
の
歌
も
含
む
）

⑪
 
主
人
を
な
く
し
た
舎
人
た
ち
が
歌
っ
た
も
の
と
し
て
「
草
壁
皇
子
挽
歌
群
」

（
巻
二
ー
一
七
一
～
一
九
三
）・
妻
た
ち
が
歌
っ
た
も
の
と
し
て
は
天
智
へ
の

「
近
江
朝
挽
歌
群
」（
巻
二
ー
一
四
七
～
一
五
五
）・
追
和
と
し
て
は
有
間
皇
子

の
自
傷
歌
（
巻
二
ー
一
四
一
・
二
）
に
追
和
し
た
憶
良
の
歌
（
一
四
五
）
が

あ
る
。

⑫
 
人
麻
呂
の
歌
及
び
人
麻
呂
歌
集
が
書
持
以
前
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
②
の
作
者
刑
部
垂
麻
呂
は
伝
未
詳
で
あ
る
も
の
の
④
の
歌
を
悲
し
ん
だ

田
口
広
麻
呂
が
慶
雲
二
年
に
従
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
書
持
よ
り
前
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑬
 『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
一
七
九
七
番
歌
の
頭
注
　
小
学
館

⑭
 
伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
釈
註
』
一
七
九
七
挽
歌
の
釈
文
　
集
英
社

⑮
 
註
④
に
同
じ
。

⑯
 
註
⑩
の
歌
に
同
じ
。

⑰
 
伊
藤
博
氏
は
家
持
は
、
憶
良
の
こ
の
歌
の
後
の
七
九
九
挽
歌
で
「
心
の
嘆
き

が
大
伴
家
持
の
挽
歌
群
 で
は
「
悲
緒
い
ま
だ
息
ま
ず
、
ま
た
作
れ
る
歌
五
首
」

が
そ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。
伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
釈
註
』

歌
の
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
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