
古
今
集
の

「
忘
れ
草
」

〔ー〕

古
今
和
歌
集
巻
第
十
五
恋
歌
七
六
五
と
墨
滅
歌
一

一
の
考
察

題

し

ら

ず

読

人

し

ら

ず

忘
れ
草
種
と
ら
ま
し
を
逢
ふ
こ
と
の
い
と
か
く
か
た
き
も
の
と

知
り
せ
ば
（
古
今
・
七
六
五
）

乙
の
歌
に
つ
い
て
は
、
夙
に
契
沖
は
『
余
材
抄
』
の
中
で
「
逢
事
の

か
く
ば
か
り
か
た
か
ら
ん
物
と
か
ね
て
し
ら
ば
、
我
も
し
ひ
て
忘
れ

ま
し
物
を
の
心
也
。
」
と
一
言
い
そ
れ
を
踏
襲
し
て
「
打
聴
』
で
は
、
忘

れ
る
よ
う
に
む
た
い
と
い
う
の
を
忘
れ
草
の
種
を
と
っ
て
植
え
た
い

d
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と
言
っ
て
お
瑚
『
遠
鏡
』
で
は
忘
れ
草
の
種
を
と
っ
て
い
た
な
ら
そ

れ
会
蒔
い
て
生
や
し
て
恋
を
忘
れ
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
と
解
釈
し

て
い

d
。
窪
田
空
穂
の
『
評
釈
』
も
「
『
種
と
る
』
は
、
種
を
蒔
い

て
、
そ
れ
を
生
や
す
意
。
忘
れ
草
の
な
い
季
節
の
心
。
忘
れ
草
の
種

を
と
っ
て
生
や
し
た
い
も
の
だ
。
」
と
一
言
い
、
最
近
の
注
釈
書
で
も
「
乙

れ
を
植
え
て
お
く
と
悲
し
み
を
忘
れ
る
俗
信
が
あ
っ
た
。
種
を
取
っ

品
ヰ
」

qo

て
お
く
の
だ
っ
丸
一
4
4
0

」
「
自
分
が
忘
れ
草
の
種
を
ま
い
て
そ
れ
で
恋

冷

2
4

の
快
悩
を
忘
れ
た
い
。
」
「
忘
れ
草
の
種
を
と
っ
て
お
く
の
だ
っ
た
。

を
め
ぐ
っ

て

九
回
卒

江

崎

鈴

子

そ
れ
を
ま
い
て
忘
れ
－
箪
を
茂
ら
せ
れ
ば
あ
の
人
を
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
に
と
い
う
心
掃
。
」
と
概
ね
一
致
し
て
お
り
、
異
見
が
さ
し
は

・3
ま
れ
た
乙
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
種
と
ら
ま
し
を
」
は
ど
う

し
て
も
、
従
来
の
説
の
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
、
疑
念
が
な
い
で
も
な
い
。

古
今
集
の
歌
を
解
釈
す
る
場
合
、
古
今
集
に
見
え
る
他
の
歌
の
用

例
が
最
も
よ
い
注
釈
の
役
目
を
果
た
す
。
歌
の
場
合
は
歌
の
用
例
が
、

散
文
の
場
合
は
散
文
の
例
が
適
当
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

0

8
れ
ば
、
古
今
集
の
中
の
「
忘
れ
草
」
の
用
例
を
求
め
て
み
る
と

題

し

ら

ず

読

人

し

ら

ず

恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
夜
の
な
き
は
忘
れ
草
夢
路
に
さ
へ
や
生
ひ
し

げ
る
ら
む
（
古
今
・
七
六
六
）

題

し

ら

ず

宗

千

朝

臣

忘
れ
車
枯
れ
も
や
す
る
と
つ
れ
も
な
き
人
の
心
に
霜
は
置
か
な

む

（

古

今

・

八

O
一）

寛
平
の
御
時
、
御
降
風
に
歌
書
か
せ
給
ひ
け
る
時
、

書

き

け

る

素

性

法

師
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忘
れ
草
な
に
を
か
種
と
思
ひ
し
は
つ
れ
な
き
人
の
心
な
り
け
り

（
古
今
・
八

O
二）

あ
ひ
知
れ
り
け
る
人
の
、
住
吉
に
ま
う
で
け
る
に
よ
み
て
遣

は
し
け
る
壬
生
忠
良
可

す
み
よ
し
と
海
人
は
告
ぐ
と
も
長
居
す
な
人
忘
れ
草
生
ふ
と
い

ふ
な
り
（
古
今
・
九
一
七
）

の
如
く
、
「
忘
れ
草
」
は
恋
の
相
手
が
自
分
を
忘
れ
る
原
因
と
な
る

も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
一
忘
れ
草
」
は
「
憂
主
を
忘
れ
る
・
人
を
忘

金
Z
n
b

れ
る
」
と
い
う
詩
経
の
故
事
か
ら
き
た
俗
信
で
は
あ
ろ
う
が
、
「

E
U

れ
草
』
が
夢
に
ま
で
生
い
茂
っ
て
い
る
か
ら
逢
え
な
い
。
」
「
『
忘
れ

草
』
が
あ
る
た
め
に
あ
の
人
が
私
の
こ
と
を
忘
れ
る
。
だ
か
ら
『
忘
れ

草
』
が
枯
れ
て
欲
し
い
。
」
「
『
忘
れ
草
』
の
種
（
原
因
）
は
な
ん
と
、

つ
れ
な
い
あ
の
人
の
心
で
あ
っ
た
よ
。
」
と
「
忘
れ
草
」
の
存
在
を
忌

避
し
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
も
前
掲
し
た
用
例
の
歌

意
は
、
自
分
の
思
い
を
相
手
に
留
め
て
お
き
た
い
、
自
分
の
こ
と
を

忘
れ
な
い
で
欲
し
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
冒
頭
の
七
六
五
歌
の

「
忘
れ
草
」
も
古
今
集
の
他
の
用
例
に
従
う
の
が
穏
当
で
は
な
か
ろ

う
か
。
つ
ま
り
「
あ
な
た
は
、
「
忘
れ
草
』
が
あ
る
か
ら
私
の
こ
と

を
忘
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
な
か
な
か
逢
う
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。

そ
れ
で
『
忘
れ
草
』
の
種
を
と
っ
て
「
忘
れ
草
』
が
生
え
な
い
よ
う

に
し
て
お
き
た
い
o
」
と
い
う
の
が
歌
の
真
意
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
従
っ
て
、
従
来
の
諸
注
釈
の
「
こ
ん
な
に
逢
い
難
い
な
ら
」
忘

れ
草
』
の
種
を
と
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
。
そ
の
種
を
蒔
き
生
や
し

た
な
ら
ば
、
こ
ん
な
苦
し
み
は
忘
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
に
」
と
い
う

解
釈
に
は
一
抹
の
懸
念
が
残
る
。
む
し
ろ
、
従
来
の
解
釈
巻
改
め
「
私

を
忘
れ
る
『
忘
れ
草
』
の
種
を
と
っ
て
、
生
え
な
い
よ
う
に
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
に
。
あ
な
た
に
逢
う
こ
と
が
こ
ん
な
に
難
し
い
も
の
と

知
っ
て
お
り
ま
し
た
な
ら
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
忘
れ
草
」
と
「
種
」
と
の
関
係
町
、
「
種
を
と
る
」
と
い
う
表

現
に
は
川
植
え
る
た
め
に
と
る
と
刷
生
や

8
な
い
た
め
に
と
る
の
二

つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

古
今
集
七
六
五
歌
の
従
来
の
注
釈
は

ω「
植
え
る
た
め
に
種
を
と

る
」
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す

べ
き
用
例
を
そ
の
時
代
に
求
め
て
み
て
も
管
見
に
入
る
限
り
用
例
を

見
出
す
乙
と
は
で
き
な
い
。
「
忘
れ
草
」
を
生
や
し
て
「
つ
ら
い
思

い
を
柔
ら
げ
る
た
め
に
植
え
る
」
と
い
う
の
は
前
時
代
の
万
葉
集
に

み
え
る
発
想
・
表
現
で
あ
り
、
例
え
ば
、

し
己
し
こ
く
さ

忘
れ
草
垣
も
し
み
み
に
植
え
た
れ
ど
醜
の
醗
草
な
ほ
恋
ひ
に
け

り
（
万
葉
・
三

O
六
二
）

の
歌
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

M
W
の
「
生
や
さ
な
い
た
め
に
種
を
と
る
。
種
を
と
っ
て
生
や
主
な

い
よ
う
に
し
た
い
。
」
と
い
う
の
で
は
、
恋
の
相
手
と
逢
え
な
い
原
因

は
、
「
忘
れ
草
」
が
あ
る
か
ら
で
、
生
や
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
、

「
忘
れ
草
」
が
生
え
た
ら
私
の
こ
と
を
忘
れ
て
逢
っ
て
く
れ
な
く
な

る
、
即
ち
恋
の
相
手
が
、
私
を
忘
れ
な
い
で
い
て
く
れ
る
た
め
に
は

「
忘
れ
草
」
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
種
が
な
く
な
っ
て
ほ
し
い
、
種

を
と
っ
て
蒔
か
な
い
よ
う
に
し
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
発
想
・
表
現
は
当
時
で
は
何
も
特
異
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
例
え
ば

今
は
と
て
忘
る
る
草
の
種
を
だ
に
人
の
心
に
ま
か
せ
ず
も
が
な
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（
伊
勢
物
語
二
十
一
段
〈
岩
波
大
系
〉
）

わ

す

れ

ぐ

さ

は

っ

せ

の

中

納

言

わ
す
れ
草
た
ね
の
か
ぎ
り
は
は
て
な
な
ん
人
の
心
に
ま
か
せ
、
ざ

る
べ
く
（
古
今
六
帖
・
三
八
五
三
）

題

不

知

和

泉

式

部

た
ね
を
と
る
も
の
に
も
が
な
や
わ
す
れ
ぐ
さ
枯
れ
な
ば
か
か
る

あ
と
も
あ
ら
じ
を
（
万
代
・
ニ
六
四
二
）

の
よ
う
に
格
好
の
傍
証
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。

そ
こ
で
「
逢
ふ
こ
と
の
か
た
き
」
を
い
ま
い
ち
ど
検
討
し
て
み
た

い
。
そ
の
原
因
に
は
刊
外
的
な
も
の
と
仲
内
的
な
も
の
が
あ
る
。

ω外
的
原
因
の
の
事
例
は
万
葉
集
に
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

ち
ぐ
ま
な
に
浮
き
を
る
舟
の
乙
ぎ
で
な
ぱ
逢
ふ
こ
と
か
た
し
け

ふ
に
し
あ
ら
ず
は
（
万
葉
・
三
四

O
一）

の
よ
う
に
旅
・
航
行
・
兵
役
な
ど
の
外
的
条
件
が
原
因
と
な
っ
て
逢

え
な
い
の
で
あ
る
。
お
互
い
の
気
持
は
逢
い
に
い
の
だ
が
、
そ
れ
に

は
障
害
と
な
る
第
三
者
的
な
原
因
が
あ
っ
た
。

制
内
的
原
因
の
事
例
は
古
今
集
以
降
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
が

あ

ふ

ひ

か

つ

ら

読

人

し

ら

ず

か
く
ば
か
り
逢
ふ
日
の
稀
に
な
る
人
を
い
か
が
つ
ら
し
と
思
は

ざ
る
べ
き
（
古
今
・
四
三
三
）

の
よ
う
に
本
人
の
気
持
は
逢
い
た
い
の
で
あ
る
が
恋
の
相
手
が
逢
お

う
と
し
な
い
か
ら
逢
え
な
い
。
相
手
の
気
持
、
内
的
条
件
ゆ
え
に
逢

う
乙
と
が
か
た
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
冒
頭
の
「
逢
ふ
こ
と
の
か

た
き
」
は
内
的
原
因
に
よ
っ
て
逢
え
な
い
と
解
す
る
の
が
当
を
得
て

い
る
と
見
倣
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、
「
忘
れ
草
」

も
古
今
集
の
他
の
用
例
に
照
合
し
て
「
相
手
が
『
忘
れ
草
』
の
た
め

に
自
分
を
忘
れ
る
」
と
解
す
る
の
が
正
鵠
を
得
た
解
釈
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

宙
今
集
に
み
え
る
「
忘
れ
草
」
の
い
ま
一
つ
の
用
例

道
知
ら
ば
摘
み
に
る
ゆ
か
む
住
江
の
岸
に
生
ふ
て
ふ
恋
忘
れ
草

当」

7

（
古
今
・
一
一
一
「
）

は
、
墨
披
歌
の
一
つ
で
あ
る
貫
之
歌
と
な
っ
て
い
る
が
、
古
く
か
ら

異
論
が
あ
る
。
『
打
聴
』
で
は
、
「
万
葉
集
一
一
四
七
番
の

暇
あ
ら
ば
拾
ひ
に
行
か
む
住
の
江
の
岸
に
よ
る
と
い
ふ
恋
忘
貝

の
忘
れ
貝
を
忘
れ
草
に
変
え
、
こ
と
ば
も
少
し
ず
つ
変
え
た
だ
け
で

内
1
0
0

全
く
同
歌
で
あ
引
」
と
言
い
、
「
貫
之
が
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
は

ず
が
な
く
、
貫
之
の
よ
み
口
で
は
な
い
、
墨
滅
歌
と
し
て
け
し
た
の

主
8

も
よ
け
」
と
言
っ
て
い
る
。
『
余
材
抄
』
は
万
葉
集
の
歌
の
類
歌
と

見
て
い
る
。
『
遠
鏡
」
で
は
、
万
葉
の
歌
を
意
識
し
て
詠
ん
だ
の
で

あ
り
、
知
ら
ず
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
。
又
貫
之
の
歌
で
あ
ろ
引
。

と
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
諸
説
が
同
歌
或
い
は
類
歌
と
み
、
『
打
聴
』
に
言
っ

て
い
る
よ
う
に
万
葉
集
の
し
き
う
っ
し
と
考
え
て
も
一
向
差
支
え
な

い
よ
う
な
歌
町
は
あ
る
。
た
だ
万
葉
集
の
中
に
昆
ら
れ
る
「
忘
れ
員
」

「
忘
れ
草
叶
は

暇
あ
ら
ば
拾
ひ
に
行
か
む
住
の
岸
に
よ
る
と
い
ふ
恋
忘
員

（
万
葉
・
一
一
四
七
）

わ
か
の
浦
に
袖
・
8
へ
ぬ
れ
て
忘
れ
貝
拾
へ
ど
妹
は
わ
す
ら
れ
な

く
に
（
万
葉
・
三
一
七
五
）

住
の
江
に
ゆ
く
と
い
ふ
道
に
き
の
ふ
み
し
恋
忘
員
こ
と
に
し
あ
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り
け
り
（
万
葉
・
一
一
四
九
）

秋
さ
ら
ば
わ
が
ふ
ね
は
て
む
忘
れ
貝
ょ
せ
き
て
お
け
れ
お
き
つ

白
波
（
万
葉
・
三
六
ニ
九
）

忘
れ
草
わ
が
下
組
に
着
た
れ
ど
艇
の
眠
時
言
に
し
あ
り
け
り

（
万
葉
・
七
二
七
）

ふ

忘
れ
草
わ
が
紐
に
付
く
香
具
山
の
故
り
に
し
里
を
忘
れ
ん
が
た

め
（
万
葉
・
一
二
三
四
）

の
よ
う
に
、
恋
の
苦
し

3
・
つ
ら
怠
を
忘
れ
よ
う
と
、
或
い
は
自
分

の
思
い
が
激
し
い
た
め
、
「
忘
れ
貝
」
「
忘
れ
草
」
を
身
に
つ
け
、

そ
の
思
い
を
柔
ら
げ
よ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
「
忘
れ
貝
」

も
さ
る
乙
と
な
が
ら
、
「
忘
れ
草
」
を
身
に
つ
け
た
り
身
近
な
と

乙
ろ
に
植
え
た
り
す
る
と
、
恋
の
快
悩
も
柔
ら
ぎ
、
苦
し
み
も
薄
ら

ぐ
と
い
う
俗
信
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
今
集
の
「
忘
れ
草
」

で
は
「
相
手
が
自
分
を
忘
れ
る
」
と
い
う
発
想
が
あ
り
、
「
忘
れ
草
」

に
対
す
る
両
者
は
正
反
対
と
言
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
古
今
集
の
墨
滅
歌
一
一
一
一
番
を
万
葉
集
の
し

き
う
っ
し
と
み
る
な
ら
、
万
葉
的
解
釈
、
即
ち
「
余
材
抄
』
や
そ
の

他
の
注
釈
の
よ
う
に
「
私
の
恋
が
激
し
く
苦
し
い
、
『
忘
れ
草
』
を

身
に
つ
け
て
柔
ら
げ
た
い
、
忘
れ
た
い
J
と
す
る
の
が
穏
当
で
自
然

で
あ
ろ
う
。
な
れ
ば
乙
そ
、
却
っ
て
万
葉
的
と
い
う
乙
と
で
乙
の
歌

が
墨
滅
歌
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
て
く
る
。

乙
れ
に
対
し
て
小
沢
正
夫
博
士
の
如
く
、
「
万
葉
集
の
歌
に
古
今
時

代
の
類
句
・
類
歌
を
取
り
入
れ
て
新
味
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
手
法

』

L
L

・－品

は
貫
之
の
作
と
考
え
て
も
不
適
で
は
根
川
ど
と
す
る
と
古
今
集
一
一

二
の
歌
は
万
葉
か
ら
脱
皮
し
て
、
古
今
集
的
解
釈
が
な

8
れ
た
と
し

τも
一
向
に
不
都
合
は
な
い
。
即
ち
「
あ
の
人
は
最
近
と
ん
と
来
な

く
な
っ
た
。
忘
れ
草
が
あ
る
か
ら
乙
そ
あ
の
人
は
私
を
忘
れ
る
。
道

を
知
っ
て
い
た
ら
あ
の
住
の
江
に
生
え
て
い
る
と
い
う
恋
忘
れ
草
を

つ
み
と
り
に
行
き
た
い
も
の
だ
。
」
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し

か
し
貫
之
は

す
み
の
え
に
ふ
ね
さ
し
ょ
せ
よ
わ
す
れ
ぐ
さ
叱
る
し
あ
り
や
と

つ
み
に
行
く
べ
く
（
古
今
六
帖
・
三
八
四
九
）

な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
万
葉
集
的
要
素
（
忘
れ
草
に
よ
っ
て
自
分

の
つ
ら
さ
を
押
さ
え
る
）
を
多
分
に
も
っ
て
歌
作
り
に
の
ぞ
ん
で
い

る
。
乙
の
古
今
集
一
一
一
一
の
歌
も
や
は
り
万
葉
集
の
歌
と
見
な
し

て
い
た
ら
し
い
乙
と
は
払
拭
し
え
な
い
。
そ
れ
故
に
墨
滅
歌
で
あ
る

乙
と
を
余
儀
な
く

3
働
時
れ
て
い
る
原
因
が
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
c

乙
の
古
今
集
一
一
一
一
の
歌
を
考
察
す
る
に
当
た
り
、
乙
乙
で
見

落
し
て
な
ら
な
い
乙
と
は
、
万
葉
集
で
は
「
住
の
江
」
で
あ
る
か
ら

乙
そ
「
忘
れ
貝
」
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
「
住
の
江
」
と
「
忘
れ
草
」
で

は
必
然
的
関
連
は
見
当
た
ら
な
い
。
古
今
集
一
一
一
一
番
で
は
、
そ

の
「
忘
れ
貝
」
脅
「
忘
れ
草
」
に
改
変
し
た
の
は
、
新
味
を
出
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
後
、
乙
の
歌
を
踏
ま
え
て

わ

す

れ

ぐ

さ

つ

ら

ゆ

き

す
み
の
え
に
お
ふ
と
ぞ
き
き
し
わ
す
れ
ぐ
さ
人
の
心
に
い
か
で

お
ひ
け
む
（
古
今
六
帖
・
三
八
四
七
）

お
な
じ
人

う
ち
し
の
び
い
ざ
す
み
の
え
へ
わ
す
れ
ぐ
さ
わ
す
れ
て
人
の
ま

た
や
つ
ま
ぬ
と
（
古
今
六
帖
・
三
八
五

O
）
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徽
子
女
王

わ
す
れ
草
お
ふ
と
し
き
け
ば
住
の
江
の
ま
つ
も
か
ひ
な
く
お
い

に
け
る
哉
（
斉
宮
女
御
集
九
五
）

の
よ
う
な
歌
が
詠
み
継
が
れ
て
行
く
が
、
か
か
る
歌
か
ら
「
住
の
江
」

と
「
忘
れ
草
」
の
固
定
化
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ

れ
る
。
つ
ま
り
「
住
の
江
」
と
「
忘
れ
草
」
は
切
り
離
せ
な
い
状
態

の
固
定
観
念
が
生
ま
れ
た
。
一
一
一
一
歌
の
「
忘
れ
草
」
と
「
住
の

江
」
で
は
必
然
的
な
関
連
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
「
忘
れ
貝
」
を
「
忘

れ
草
」
と
詠
ん
だ
と
乙
ろ
に
、
一
面
斬
新
し
さ
が
か
も
し
出
さ
れ
、

古
今
集
以
降
の
人
々
の
共
感
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ロ
万
葉
集
の
「
忘
れ
草
」
と
古
今
集
の
「
忘
れ
草
」

「
忘
れ
草
」
が
万
葉
集
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
古
今
集
に
み
る
も

の
と
で
は
、
歌
の
背
景
に
あ
る
作
者
の
心
情
・
作
歌
意
識
の
違
い
が

あ
る
乙
と
が
指
摘
で
き
た
。
万
葉
集
に
詠
ま
れ
た
「
忘
れ
草
」
は
左

の
五
例
で
あ
る
。

’u
r』
［

》

F』
F
、
骨
＠

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

（
万
葉
・
七
二
七
）

ふ

忘
れ
草
わ
が
紐
に
付
く
香
具
山
の
故
り
に
し
里
を
忘
れ
む
が
た

め
や
ど
（
万
葉
・
三
三
四
）

我
が
屋
戸
の
軒
の
し
だ
草
生
ひ
た
れ
ど
恋
忘
草
見
る
に
い
ま
だ

お
ひ
ず
（
万
葉
・
二
四
七
五
）

忘
れ
草
わ
が
紐
に
つ
く
時
と
な
く
思
ひ
渡
れ
ば
生
け
り
と
も
な

し

（

万

葉

・

三

O
六
O
）
v’LUF

」
’
U
F

』，、品。

忘
れ
草
垣
も
し
み
み
に
植
ゑ
た
れ
ど
醜
の
醜
草
な
ほ
恋
ひ
に
け

り

（

万

葉

・

三

O
六
二
）

こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
自
分
の
思
い
が
激
し
い
た
め
そ
の
思
い
を
柔

ら
げ
よ
う
と
、
或
い
は
恋
の
苦
し

8
を
忘
れ
よ
う
と
「
忘
れ
草
」
を

媒
介
と
し
て
自
己
へ
働
き
か
け
て
い
る
。
自
己
の
感
情
を
押
さ
え
る

思
い
や
、
忘
れ
た
い
と
い
う
願
望
を
「
忘
れ
草
」
に
託
し
た
歌
と
い

え
る
。
乙
の
中
三
首
は
「
忘
れ
草
」
を
自
分
の
身
に
つ
け
、
忘
れ
る

手
段
と
し
て
い
る
。
他
の
二
首
は
身
近
な
自
分
の
家
の
庭
先
で
み

る
乙
と
に
よ
っ
て
憂
さ
を
忘
れ
る
と
い
う
当
時
の
俗
信
を
信
じ
て
、

「
忘
れ
草
」
の
効
験
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
忘
れ
草
」
の

存
在
を
歓
迎
し
肯
定
し
て
い
る
。
自
分
の
い
と
し
い
人
や
故
郷
に
対
す

る
つ
の
る
思
い
が
「
忘
れ
草
」
に
託
さ
れ
、
感
情
の
吐
露
は
自
己
と

の
対
峠
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
恋
の
憂

8
や
苦
し
み
を
忘
れ
さ

せ
る
と
い
う
「
忘
れ
草
」
や
「
忘
れ
貝
」
は
、
相
手
が
自
分
を
思
っ

て
い
る
か
ら
、
相
手
が
自
分
の
夢
に
現
わ
れ
る
と
い
う
上
代
人
の
俗

信
や
生
活
感
情
と
撲
を
一
に
す
る
も
の
と
言
え
る
。

古
今
集
に
は
前
述
の
六
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
は
「
忘
れ
草
」

が
あ
る
た
め
に
、
相
手
が
自
分
を
忘
れ
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
う

え
で
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
相
手
か
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
忘

れ
な
い
で
欲
し
い
た
め
、
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
た
め
に
、
相
手

に
自
分
の
気
持
を
留
め
て
お
き
た
い
未
練
が
ま
し
い
歌
と
な
っ
て
い

る
。
歌
の
底
流
に
あ
る
心
情
に
は
現
代
の
ワ
ス
レ
ナ
グ
サ
に
寄
せ
る

思
い
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

乙
れ
ら
古
今
集
の
歌
で
は
「
忘
れ
草
」
が
あ
る
が
故
に
相
手
の
心

が
自
分
か
ら
離
れ
る
。
「
忘
れ
草
」
が
訟
の
邪
魔
を
す
る
、
願
わ
く

は
「
忘
れ
草
」
が
な
い
方
が
よ
い
、
「
忘
れ
草
ご
が
枯
れ
て
欲
し
い
、

と
「
忘
れ
草
」
の
存
在
を
嫌
っ
て
い
る
。
万
葉
集
の
歌
と
比
較
す
る

5-



と
、
「
忘
れ
草
」
を
契
機
に
し
て
自
分
の
感
情
を
他
に
働
き
か
け
る

歌
で
あ
る
乙
と
が
看
取
さ
れ
る
。

な
ぜ
万
葉
集
と
古
今
集
で
は
こ
の
よ
う
な
違
い
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
乙
乙
に
注
目
す
べ
き
例
が
あ
る
。
柿
本
人
麻
呂
が
官
命

に
よ
り
都
へ
旅
立
つ
折
り
に
、
石
見
に
お
け
る
妻
依
羅
娘
子
が
詠
ん

だ
歌

な
思
ひ
と
君
は
い
へ
ど
も
あ
は
む
時
い
っ
と
知
り
て
か
あ
が
恋

ひ
ず
あ
ら
む
（
万
葉
・
一
四

O
）

の
一
例
に
よ
っ
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
言
い
尽
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
即
ち
「
な
思
ひ
（
自
分
の
乙
と
を
そ
う
思
う
な
）
」
と
人
麻
呂

が
娘
子
に
言
っ
た
の
は
、
妻
が
人
麻
呂
を
恋
い
慕
う
愛
情
の
あ
ま
り

に
強
く
、
深
き
が
故
に
、
苦
し
く
て
出
立
が
で
き
難
か
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
当
時
の
人
々
の
夫
婦
愛
、
恋
情
が
い
か
に
深
く
温
か
か
っ

た
か
が
胸
を
打
っ
て
く
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ

あ
E

仲
抽

h
リ

Jτ

小
墾
酌
の
板
田
の
橋
の
乙
ぼ
れ
な
ぱ
栴
よ
り
ゆ
か
む
な
恋
ひ
そ

わ
ぎ
も
（
万
葉
・
二
六
四
四
）

ひ
と
ご
と
を
繁
み
ζ

ち
た
み
あ
は
ぎ
り
き
乙
乙
ろ
あ
る
と
と
な

思
ひ
わ
が
せ
乙
（
万
葉
・
五
三
八
）

春
去
れ
ば
先
づ
さ
き
く
さ
の
幸
く
あ
ら
ば
後
に
も
あ
は
む
な
恋

ひ
そ
わ
ぎ
も
（
万
葉
・
一
八
九
五
）

あ
れ
な
し
と
な
わ
び
わ
が
せ
乙
ほ
と
と
ぎ
す
な
か
む
さ
っ
き
は

た
ま
を
ね
か
さ
ね
（
万
葉
・
三
九
九
七
）

の
よ
う
に
、
自
分
の
い
と
し
い
相
手
に
は
、
「
そ
ん
な
に
私
を
恋
慕

っ
て
く
れ
る
な
。
」
「
私
の
乙
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
る
な
。
」
と
い
う
表

現
に
な
り
、
激
し
い
自
分
の
思
い
や
恋
の
苦
し
さ
を
「
忘
れ
草
」
に

託
し
柔
ら
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
、
内
面
的
な
「
な

恋
ひ
そ
わ
ぎ
も
」
「
な
思
ひ
そ
わ
が
せ
」
「
な
わ
び
わ
が
せ
乙
」
と
、

激
し
い
命
が
け
の
思
慕
の
情
が
切
々
と
胸
に
迫
っ
て
く
る
の
を
禁
じ

得
な
い
。
「
忘
れ
て
く
だ
8
い
」
と
「
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
よ
と

比
較
し
て
、
愛
情
は
何
れ
が
深
い
か
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

古
今
集
で
は
「
な
恋
ひ
そ
」
「
な
恩
ひ
そ
」
と
い
う
表
現
は
全
く

見
ら
れ
な
い
。
「
忘
れ
草
」
を
詠
ん
だ
背
景
に
は
、
「
思
い
続
け
て

ほ
し
い
」
「
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
現
代
の
ワ
ス
レ
ナ
グ
サ
に
託

す
感
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
万
葉
集
の
「
忘
れ
草
」
に
は
絶
え
て

み
ら
れ
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
同
じ
「
忘
れ
草
」
に
思
い
を
託
す
姿

勢
が
上
代
と
平
安
時
代
で
は
乙
れ
程
ま
で
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
看

過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
乙
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
生
活
感
情
の

違
い
か
ら
き
て
い
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
忘
れ
草
」
の
万
葉
的
な
発
怨
・
用
法
か
ら
、

時
代
が
変
わ
る
と
共
に
古
今
的
な
と
ら
え
方
に
一
線
を
画
し
た
よ
う
に

変
わ
る
と
い
う
乙
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
万
葉
的
な
も
の
か
ら
古
今

的
な
も
の
へ
徐
々
に
変
化
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
な

っ
て
も
、
万
葉
的
な
も
の
が
存
在
す
る
の
は
当
然
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
平
安
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
も
「
忘
れ
草
」
を
万
葉
集
的
な

発
想
・
と
ら
え
万
で
詠
ん
だ
歌
は
い
く
つ
か
挙
げ
る
乙
と
が
で
き
る
。

む
か
し
の
人
の
母
、
一
日
片
時
も
忘
れ
ね
ば
よ
め
る

住
の
江
に
ふ
ね

S
し
ょ
せ
よ
忘
れ
草
し
る
し
あ
り
や
と
つ
み
て

行
く
べ
く
（
土
左
日
記
・
二
月
五
日
八
岩
波
大
系
土
左
日
記
〉
）

乙
れ
は
あ
き
ら
か
に
、
亡
く
な
っ
た
子
供
へ
の
思
い
が
激
し
く
、
そ

の
つ
ら
S
を
忘
れ
怠
せ
る
と
い
う
「
忘
れ
草
」
の
効
験
を
頼
り
に
し
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た
歌
で
あ
る
。

い
ひ
か
は
し
げ
る
女
の
、
い
ま
は
思
ひ
忘
れ
ね
と
い
ひ
侍
り

け

れ

ば

は

せ

を

の

朝

臣

わ
が
た
め
は
み
る
か
ひ
も
な
し
わ
す
れ
草
わ
す
る
ば
か
り
の
恋

ひ
に
し
あ
ら
ね
ば
（
後
撰
・
七
八
九
）

こ
う
し
た
歌
は
平
安
時
代
に
あ
っ
て
も
上
代
的
な
物
の
見
万
・
俗
信

の
名
残
り
を
と
い
〉
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
上
代
で
は
「
恋
の

憂
き
・
苦
し
さ
」
を
忘
れ
柔
ら
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
が
「
土
左
日

記
」
の
よ
う
に
子
供
を
亡
く
し
た
親
の
悲
し
み
ゃ
辛
さ
を
忘
れ
る
も

の
に
も
用
い
て
い
る
の
は
、
新
し
く
生
じ
た
転
用
で
あ
ろ
う
。

乙
こ
に
「
忘
れ
草
」
が
「
自
分
の
恋
の
憂
き
を
忘
れ
る
た
め
の
も

の
」
で
あ
っ
た
の
が
、
「
相
手
が
自
分
を
忘
れ
る
原
因
一
に
変
わ
っ

て
い
っ
た
過
程
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
と
お
ぼ
し
き
好
例
が
あ
る
。

わ
す
れ
草
我
身
に
つ
ま
ん
と
思
ひ
孔
僻
人
の
乙
乙
ろ
に
お
ふ
る

な
り
け
り
（
小
野
小
町
集
・
三
三
）

乙
の
歌
は
「
忘
れ
草
」
を
万
葉
的
な
と
ら
え
方
と
古
今
的
な
と
ら
え

方
の
交
錯
す
る
い
わ
ゆ
る
過
渡
的
な
例
と
言
え
る
。
前
半
が
万
葉
的

で
後
半
が
古
今
的
な
と
ら
え
方
に
な
っ
て
い
る
乙
と
に
留
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

「
忘
れ
草
」
の
万
葉
的
と
ら
え
万
か
ら
古
今
的
な
も
の
に
移
行
す

る
過
渡
的
な
も
の
に
は
二
様
の
要
素
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

ω内
容
・
発
想
に
過
渡
的
要
素
が
み
ら
れ
る
も
の

お
も
ひ
に
て
人
の
家
に
や
ど
れ
り
け
る
を
、
そ
の
家
に
わ
す

れ
草
の
お
ほ
く
侍
り
け
れ
ば
あ
る
じ
に
つ
か
は
し
け
る

中
納
言
兼
輔

な
き
人
を
忍
び
か
ね
て
は
わ
す
れ
草
お
ほ
か
る
や
ど
に
や
ど
り

を
ぞ
す
る
（
新
古
今
哀
傷
歌
八
五
一
二
）

乙
れ
は
「
忘
れ
草
」
が
憂
怠
を
忘
れ
さ
せ
る
・
人
を
忘
れ
さ
せ
る
故

事
を
も
と
に
、
万
葉
的
発
想
の
、
自
分
の
思
い
を
お

8
え
る
た
め
の

も
の
と
し
て
「
忘
れ
草
」
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
既
に
乙
乙

で
は
単
な
る
歌
の
素
材
、
つ
ま
り
「
憂
さ
を
忘
れ
怠
せ
る
だ
け
の
植

物
」
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
忘
れ
草
」
そ
の
も
の
の
効
果

を
目
的
と
し
た
歌
で
は
な
く
、
歌
の
主
体
性
は
あ
く
ま
で
も
宿
り
を

す
る
方
に
あ
る
。

刷
用
法
・
表
現
に
過
渡
的
と
み
ら
れ
る
も
の

す
み
よ
し
に
て

忘
れ
草
つ
み
に
き
つ
れ
ば
す
み
よ
し
の
き
し
か
た
の
み
ぞ
恋
し

か
り
け
る
（
祝
部
成
仲
集
七
六
）

「
忘
れ
草
つ
む
」
は
、
自
分
の
苦
し
い
思
い
を
柔
ら
げ
る
た
め
、
恋

の
つ
ら
さ
を
忘
れ
る
た
め
に
つ
み
に
き
た
の
か
、
恋
の
相
手
が
自
分

を
忘
れ
る
原
因
と
な
る
「
忘
れ
草
」
を
つ
み
と
り
に
ち
た
の
か
何
れ

に
も
と
れ
る
表
現
と
い
え
る
。
し
か
も
忘
れ
草
、
住
吉
、
岸
、
来
し

方
、
と
修
辞
上
か
ら
も
新
味
を
出
し
た
も
の
と
み
る
乙
と
が
で
き
る
。

わ
す
れ
草
我
身
に
つ
ま
ん
と
思
ひ
し
は
人
の
乙
乙
ろ
に
お
ふ
る

な
り
け
り
（
小
野
小
町
集
・
一
三
二
）

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
記
述
し
た
如

き
古
今
的
な
「
忘
れ
草
」
が
生
じ
、
そ
れ
が
固
定
観
念
化
し
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

題

し

ら

ず

よ

み

人

し

ら

ず

住
吉
の
岸
に
お
ひ
た
る
忘
草
見
ず
や
あ
ら
ま
し
乙
ひ
は
し
ぬ
と

-7-



も

（

拾

遺

・

八

八

八

）

わ

す

れ

ぐ

さ

は

っ

せ

の

中

納

言

わ
す
れ
ぐ
怠
種
の
か
ぎ
り
は
は
て
な
な
ん
人
の
心
に
ま
か
せ
ざ

る
べ
く
（
古
今
六
帖
・
三
八
五
三
）

の
よ
う
な
歌
は
、
恋
の
相
手
が
自
分
を
忘
れ
る
「
忘
れ
草
」
も
「
忘

れ
草
の
種
」
を
も
忌
避
し
た
い
心
情
が
に
じ
み
出
て
い
る
歌
で
あ
る
。

ま
S
K
古
今
集
的
な
「
忘
れ
草
」

5
の
と
ら
え
方
を
し
た
も
の
で
、
こ

の
よ
う
な
事
例
は
枚
挙
に
逗
杭
吋
い
。

む

す

び

万
葉
集
の
中
に
お
い
て
は
、
自
分
の
恋
の
苦
し
さ
或
い
は
つ
ら
怠

を
柔
ら
げ
る
た
め
、
ま
た
忘
れ
る
た
め
に
「
忘
れ
草
」
に
託
し
て
詠

ん
だ
。
し
か
し
古
今
集
で
は
「
忘
れ
草
」
が
存
在
す
る
放
に
恋
の
相

手
が
自
分
を
忘
れ
る
。
心
情
と
し
て
は
、
自
分
を
忘
れ
て
欲
し
く
な

い
た
め
、
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
と
相
手
へ
要
求
す
る
い
わ
ゆ
る
現
代

の
ワ
ス
レ
ナ
グ
サ
に
通
う
用
法
が
現
れ
た
。
乙
れ
は
上
代
に
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
平
安
時
代
後
半
か
ら
中
世
・
近
世
に
か

け
て
「
忘
れ
草
」
の
固
定
観
念
化
が
進
む
に
伴
っ
て
、
表
層
的
な
と

乙
ろ
で
「
忘
れ
草
」
は
展
開
を
み
せ
る
が
、
紙
面
の
関
係
上
割
愛
す

る
。
上
代
か
ら
の
「
憂
き
を
忘
れ
る
『
忘
れ
草
』
」
の
考
え
方
は
時
代

が
下
っ
て
か
ら
も
生
き
続
け
て
は
い
る
も
の
の
「
忘
れ
」
と
い
う
一
言

葉
の
も
つ
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
支
配
し
、
修
辞
上
の
効
果
を
期
待

し
て
の
表
現
の
定
着
が
「
忘
れ
草
」
の
生
命
と
な
っ
て
い
っ
た
。
「
忘

れ
草
」
が
我
が
国
の
文
学
の
中
で
発
想
・
用
法
・
内
容
に
、
時
代
の

推
移
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ず
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
実
例
に
て
ら

し
て
十
二
分
に
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

因
み
に
、
我
が
国
で
は
中
古
・
中
世
に
「
忘
れ
草
」
を
用
い
て
自

分
の
思
い
の
た
け
を
相
手
に
留
め
る
べ
く
恋
の
歌
を
う
た
い
あ
げ
て

き
た
が
、
全
く
別
種
の
「
ワ
ス
レ
ナ
グ
サ
」
が
西
洋
か
ら
は
い
っ
て

く
る
と
、
文
学
の
上
で
も
「
忘
れ
草
」
は
殆
ど
姿
を
消
し
て
、
明
治

の
文
学
－
守
は
、
自
分
の
思
い
を
一
言
で
表
せ
る
「
ワ
ス
レ
ナ
グ
サ
」

が
登
場

υて
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

注
逢
事
の
か
く
か
た
き
事
と
し
り
せ
ば
い
か
で
わ
す
る
る
や
う
に

乙
そ
せ
ま
し
を
と
云
を
忘
草
の
種
を
と
り
て
う
ゑ
ん
も
の
を
と

い
へ
り
（
『
打
穂
』
賀
茂
真
湖
全
集
巻
七
・
三
ニ

O
頁）

忘
草
ノ
タ
子
ヲ
ト
ァ
テ
オ
カ
ウ
デ
ア
ッ
タ
モ
ノ
ヲ
ソ
シ
タ
ラ

ソ
レ
ヲ
蒔
テ
ハ
ヤ
シ
テ
此
節
轡
ヲ
ワ
ス
レ
ル
ヤ
ウ
ニ
セ
ウ
モ
ノ

〈
『
遠
鏡
』
本
属
宣
長
全
集
第
七
・
三
七
二
一
員
）

小
沢
正
夫
「
古
今
和
歌
集
」
小
学
館
古
典
文
学
全
集

竹
岡
正
夫
「
古
今
集
全
評
釈
」

佐
伯
梅
友
「
古
今
和
歌
集
」
岩
波
書
店
古
典
文
学
大
系

高
田
真
治
「
詩
経
」
上
集
英
社
漢
詩
大
系
1
二
五
六
頁

衛
風
伯
今
篇
第
四
章

駕
得
設
草
言
樹
之
背
願
言
思
伯
使
我
心
痕

古
今
六
帖
・
三
八
四
七
に
も
同
歌
あ
り

是
は
寓
葉
に
い
と
ま
あ
ら
ば
拾
ひ
に
ゆ
か
ん
住
の
江
の
岸
に
よ

る
て
ふ
轡
わ
す
れ
貝
と
云
を
忘
草
に
か
へ
か
つ
乙
と
ば
も
少
づ

っ
か
へ
し
の
み
に
て
ま
た
く
同
寄
也
貫
之
の
か
か
る
事
せ
ら
る

べ
き
に
あ
ら
ず
か
っ
一
骨
も
彼
人
の
よ
み
口
に
あ
ら
ず
の
て
け
し

た
る
は
よ
し
乙
れ
ら
も
て
も
後
の
人
の
書
加
へ
し
事
此
集
に
あ

1 2 
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ま
た
な
る
事
を
し
ら
る
る
を
よ
く
も
よ
み
見
ぬ
人
の
み
だ
り
に

た
ふ
と
め
る
は
お
ろ
か
な
る
事
也
（
『
打
穂
』
賀
茂
真
捌
全
集

巻
七
・
四
五

O
頁）

貰
之
、
高
葉
の
歌
を
お
ぼ
え
ず
し
て
、
か
く
よ
ま
る
ま
じ
き
に

あ
ら
ず
、
又
お
ぼ
え
ず
し
て
、
此
集
に
も
入
ま
じ
き
に
あ
ら
ず
、

又
貫
之
の
よ
み
く
ち
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
も
う
け
ら
れ
ず
（
『
遠

鏡
』
・
本
居
宣
長
全
集
第
七
・
四
二
八
頁

他
に
、
忘
れ
貝
五
首
（
万
葉
・
九
六
四
・
一
一
九
七
・
二
七
九

五
・
三

O
八
四
・
三
七
一
一
）

忘
れ
草
三
首
（
万
葉
・
二
四
七
五
・
三

O
六
0
・
三

O
六
二
）

小
沢
正
夫
「
古
今
和
歌
集
」
小
学
館
古
典
文
学
全
集

土
左
日
記
・
二
月
五
日
に
も
同
歌
あ
り
但
し
第
五
句
（
に
）

↓
（
て
）

奥
村
恒
哉
「
三
代
集
の
重
出
歌
と
そ
の
問
題
」

八
国
語
国
文
二
十
二
巻
九
号
〉
参
照

新
拾
遺
・
一
二
六
三
に
も
同
歌
あ
り

参
考
の
た
め
ニ
・
三
例
挙
げ
て
お
く

題

し

ら

ず

よ

み

人

し

ら

ず

う
ち
し
の
び
い
ざ
す
み
の
江
へ
忘
草
わ
す
れ
て
人
の
ま
た
や
つ

ま
ぬ
と
（
拾
遺
・
四
六
六
）

あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
人
の
も
と
に
ひ

8
し
う
ま
か
ら
ざ
れ

ば
、
忘
草
な
に
を
か
た
ね
と
思
ひ
し
は
と
い
ふ
乙
と
を
い
ひ

っ

か

は

し

た

り

け

れ

ば

よ

み

人

し

ら

ず

忘
草
名
を
も
ゆ
ゆ
し
み
か
り
に
で
も
お
ふ
て
ふ
や
ど
は
ゆ
き
て

だ
に
見
じ
（
後
撰
・
一

O
五
O
）

10 12 11 13 15 14 

返
し

う
き
乙
と
の
し
げ
き
や
ど
に
は
忘
草
う
ゑ
て
だ
に
み
じ
秋
ぞ
わ

び
し
き
（
後
撰
・
一

O
五

二

日

o
上
田
敏
訳
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
・
ア
レ
ン
ト
「
わ
す
れ
な
ぐ
さ
」

「
海
潮
音
』
明
治
三
十
八
年
初
出

0

北
原
白
秋
『
邪
宗
門
』
古
酒
な
わ
す
れ
ぐ
さ
明
治
四
十
一

年
初
出
「
桐
の
花
』
感
覚
の
小
画
明
治
四
十
五
年

朱
策
特
集
号
『
勿
忘
草
』
勿
忘
草
『
桐
の
花
』
白
き
露
台

等
々

〔
付
記
〕
引
用
例
万
葉
集
は
桜
楓
社
刊
「
万
葉
集
」
、
古
今
集

は
玉
上
琢
禰
編
「
古
今
和
歌
集
」
貞
応
本
、
他
の
勅
撰
集
・
私
撰
集

は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
っ
た
。
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福
岡
女
子
大
学
研
究
生

第
八
回
国
文
談
話
会
例
会
（
昭
和
五
十
九
年
六
月
）
に
て
発
表
。


