
万
葉
集
に
お
け
る
七
夕
伝
説
の
構
成

ー
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
群
か
ら
｜

序

旧
暦
七
月
七
日
の
宵
ま
つ
り
、
「
七
夕
」
と
い
え
ば
、
だ
れ
し
も
、

牽
牛
と
織
女
の
二
星
逢
会
の
物
語
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
天
の
川
に
隔
て
ら
れ
、
年
に
一
度
、
七
月
七
日
の
夜
の
み
逢
う

こ
と
の
許
さ
れ
た
二
星
の
悲
恋
の
物
語
は
、
も
と
も
と
古
代
中
国
で

生
ま
れ
た
伝
説
で
あ
っ
た
。
蔵
中
進
氏
に
よ
る
と
「
漢
中
の
地
を
東

北
か
ら
南
西
に
向
か
っ
て
流
れ
る
漢
水
流
域
に
伝
承
さ
れ
た
、
織
女

す
な
わ
ち
機
織
を
業
と
す
る
処
女
と
牽
牛
す
な
わ
ち
牛
を
牽
い
て
大

地
を
耕
す
若
い
農
夫
と
の
、
漢
水
を
隔
て
て
の
恋
物
語
が
、
初
秋
の

夜
空
を
東
北
か
ら
西
南
に
流
れ
る
天
の
川
｜
天
漢
に
投
影
さ
れ
た
の

が
そ
の
原
型
で
、
漢
中
の
地
に
機
織
り
と
牛
耕
が
行
な
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
時
代
以
後
の
物
語
で
あ
ろ
う
。
」
と
あ
る
〈
注
1
〉。

こ
の
中
国
に
生
ま
れ
た
「
七
夕
伝
説
」
は
、
そ
れ
が
い
つ
ご
ろ
我

が
固
に
伝
来
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
の
上
代
の
人
々

の
心
を
と
ら
え
た
ら
し
く
、
万
葉
集
に
七
夕
伝
説
に
基
づ
く
歌
が
数

r.-・，
缶

崎

子

路

多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
万
葉
人
は
、
と
の
大
陸
か
ら
伝
わ
っ

た
外
来
の
伝
説
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
我
が
国
の
文
学
で
あ
る

和
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

※
以
下
、
『
寓
葉
集
私
注
』
土
屋
文
明
著
（
筑
摩
書
房
）
を
テ

キ
ス
ト
と
す
る
。
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万葉集に「七夕」と題する歌は一三ニ首収められている

が、その数は万葉集総歌数約四五OO首からみても決して
少なくない。それらを挙げると次のようになる。

巻 巻

九 A 

1 15 
短

歌

1 1 
長

歌

市湯山

原原上

王王憶良

作

2 1 2 12 
（ （ （（  

一一一
七 五 五五
占，、、 四四一
四 六四八

者一
七 五 五
占，、、 四 二
五 五九
） 



巻 巻 巻 巻 巻 巻

十 カ， F、 七 至L 十

8 1 2 1 4 96 

1 2 

大 大 大 大

作者未詐 塵入証集伴 伴 伴 伴

家 家 家 家

持 持 持 持

8 1 3 1 3 1 60 38 
（ （ （ （ （ （  （（  

四 四 四 一一
一 一 九0 

占ノ、ムノ、 ~ 九九。占ノ、 五一一
ムノ、

五四

。
四｜六｜ ） ） 

四 一一
ノム、 。。

一 五 九三一
七 八

） ） ） ） ）  

万
葉
集
に
は
以
上
の
他
に
、
巻
九
の
間
人
宿
禰
が
泉
河
の
辺
で
詠

ん
だ
「
彦
星
の
か
ざ
し
の
玉
の
妻
恋
に
乱
れ
に
け
ら
し
こ
の
川
の
瀬

に
」
（
一
六
八
六
）
な
ど
七
夕
伝
説
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
と
思
わ

れ
る
歌
が
存
在
す
る
。

巻
十
に
収
め
ら
れ
た
七
夕
歌
は
、
そ
れ
ら
の
制
作
年
代
、
作
者
等

に
つ
い
て
は
、
二

O
三
三
番
左
注
に
、

此
歌
一
首
。
庚
辰
年
作
之

右
。
柿
本
朝
巨
人
麻
呂
歌
集
出

と
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
ら
が
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
と
作
者
未
詳
歌
群

に
大
別
さ
れ
る
と
と
と
、
二

O
一
一
一
三
番
が
天
武
九
（
六
八

O
）
年
で

あ
ろ
う
と
い
う
事
の
ほ
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
「
各
巻
の
解
説
」

の
中
に
、
巻
十
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
〈
注
2
1

歌
の
制
作
年
代
は
、
明
日
香
・
藤
原
の
代
か
ら
奈
良
時
代
に

及
ぶ
も
の
と
見
ら
れ
、
風
流
を
楽
し
む
傾
向
の
歌
、
繊
細
な

感
じ
の
歌
、
類
想
、
同
型
の
表
現
、
中
国
文
化
の
影
響
な
ど

が
相
当
量
見
出
だ
さ
れ
る
点
か
ら
し
て
、
当
代
知
識
階
級
の

一
番
水
準
の
作
が
主
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
巻
の

う
ち
に
も
、
他
の
巻
に
も
、
類
想
・
類
歌
の
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
の
は
そ
の
為
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
奈
良
び
と
が
作
歌

の
参
考
の
た
め
に
作
っ
た
手
控
え
を
基
礎
と
し
て
手
を
加
え

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
名
の
あ
る
歌
人
の
作
と
ほ
ぼ
同

じ
も
の
が
、
左
注
も
付
せ
ず
無
名
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
そ
う
い
う
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

も
し
こ
れ
に
従
い
得
る
の
な
ら
ば
、
巻
十
の
七
夕
歌
群
の
中
に
、

「
奈
良
時
代
」
の
「
当
代
知
識
階
級
の
一
般
水
準
」
の
人
々
に
お
け

る
一
般
的
な
「
七
夕
」
も
し
く
は
「
七
夕
伝
説
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
巻
十
七
夕
歌
群
、
と
く
に
人
麻
呂

歌
集
七
夕
歌
群
を
中
心
に
上
代
人
に
ど
の
よ
う
に
「
七
夕
」
が
理
解

さ
れ
て
い
た
か
を
み
て
い
き
た
い
。
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人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
群
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
、
そ
の
構
成
・
配

列
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
そ
の
前
半
部
に
七
夕
以
前
の
時
を
詠
ん
だ

歌
が
多
く
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
〈
注
3
〉
。

A
①
天
の
川
水
さ
へ
に
照
る
舟
は
て
て
舟
な
る
人
は
妹
と
見
え
き

や

（

一

九

九

六

）

②
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
原
に
ぬ
え
鳥
の
う
ら
歎
け
ま
し
つ
乏
し

き

ま

で

に

（

一

九

九

七

）

①
吾
が
恋
ふ
る
妻
は
し
る
き
を
行
く
船
の
過
ぎ
て
来
ぺ
し
ゃ
言

も

告

げ

な

む

（

一

九

九

八

）

＠
あ
か
ら
ひ
く
し
き
細
布
の
子
を
し
ば
見
れ
ば
人
妻
ゆ
ゑ
に
吾

恋

ひ

ぬ

べ

し

（

一

九

九

九

）

⑤
天
の
川
安
の
渡
り
に
船
浮
け
て
秋
立
つ
待
っ
と
妹
に
告
げ
と

（二

O
O
O）

そ
＠
み
空
よ
り
通
ふ
吾
す
ら
汝
ゆ
ゑ
に
天
の
川
路
を
な
づ
み
て
ぞ

来

し

（

二

O
O
こ

⑦
八
千
文
の
神
の
世
よ
り
乏
し
妻
人
知
り
に
け
り
継
（
告
）
ぎ

て

し

思

へ

ば

（

二

O
O
二）

＠
吾
が
恋
ふ
る
丹
の
穂
の
面
今
宵
も
か
天
の
川
原
に
石
枕
ま
く

（二

O
O一ニ）

＠
己
が
夫
と
も
し
む
子
等
は
泊
て
む
津
の
荒
磯
枕
き
て
寝
む
君

待

ち

が

て

に

（

二

O
O四）

⑬
天
地
と
別
れ
し
時
ゆ
お
の
が
妻
然
ぞ
手
に
あ
る
秋
待
つ
吾
は

（二

O
O五）

⑪
彦
星
は
嘆
か
す
妻
に
言
だ
に
も
告
げ
に
ぞ
来
つ
る
見
れ
ば
苦

し

み

（

二

O
O六）

⑫
ひ
さ
か
た
の
天
つ
印
と
水
無
し
川
へ
だ
て
て
置
き
し
神
世
し

恨

め

し

（

二

O
O七）

⑬
ぬ
ば
た
ま
の
夜
霧
ご
も
り
で
遠
け
れ
ど
も
妹
が
伝
は
早
く
告

げ

こ

そ

（

二

O
O八）

⑪
汝
が
恋
ふ
る
妹
の
命
は
飽
き
足
り
に
袖
振
る
見
え
つ
雲
が
く

る

ま

で

（

二

O
O九）

⑬
タ
星
も
通
ふ
天
路
を
何
時
ま
で
か
仰
ぎ
て
待
た
む
月
人
男

（二

O

一O）

⑬
天
の
川
い
向
い
立
ち
て
恋
ふ
と
汝
に
言
だ
に
告
げ
む
妻
と
言

ふ

ま

で

は

（

二

O
一一）

⑪
白
玉
の
五
百
つ
集
を
解
き
も
見
ず
吾
は
離
れ
が
た
ぬ
会
は
む

日

待

つ

に

（

二

O
二一）

渡
瀬
昌
忠
氏
は
以
上
の
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
群
の
前
半
部
に
「
待

つ
」
と
い
う
動
詞
が
多
用
さ
れ
て
い
る
あ
あ
⑬
⑮
⑪
）
点
に
注
目

し
、
こ
の
前
半
部
を
「
七
夕
の
到
来
以
前
の
時
や
人
を
待
つ
思
い
を

歌
う
」
と
し
て
い
る
〈
注
4
〉
。

万
葉
集
と
同
時
代
の
漢
詩
集
に
『
懐
風
藻
』
が
あ
り
、
そ
の
懐
風
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藻
に
も
六
首
「
七
夕
」
と
題
す
る
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
七
夕
以
前
の
思
い
は
、
懐
風
藻
に
お
い
て
は
詠
ま
れ
て
お
ら

ず
、
七
夕
当
夜
の
感
慨
、
特
に
、
逢
会
後
の
別
離
の
憂
い
が
思
い
の

中
心
で
あ
る
ら
し
く
、
六
首
中
五
首
が
翌
朝
の
別
れ
に
際
し
て
の
嘆

き
で
結
ん
で
い
る
。

ま
た
、
同
じ
巻
十
の
作
者
未
詳
歌
群
で
は
、
人
麻
呂
歌
集
に
お
い

て
約
半
数
を
し
め
て
い
る
七
夕
以
前
の
待
つ
思
い
を
詠
ん
だ
歌
は
少

な
く
、
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
＠
⑪
の
よ
う
な

逢
え
ぬ
嘆
き
を
詠
ん
だ
歌
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
七
月
七
日
当
夜

の
時
の
訪
れ
か
ら
翌
朝
の
別
れ
ま
で
の
こ
星
の
逢
会
に
お
け
る
思
い

を
詠
ん
だ
歌
が
ほ
ぼ
三
分
の
こ
を
占
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
懐
風
藻

の
七
夕
歌
の
影
響
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
渡
瀬
氏
は
「
待
つ
」
と
同
じ
よ
う
に
前
半
部
に
特
徴
的
に

見
ら
れ
る
「
告
ぐ
」
と
い
う
使
者
に
よ
っ
て
消
息
や
思
い
を
相
手
に

言
葉
で
伝
え
る
と
い
う
意
の
言
葉
（
＠
＠
⑦

O
⑫
⑬
）
を
挙
げ
、
使

者
な
る
者
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
（
⑦
は
テ
キ
ス
ト
と
し
た
『
万

葉
集
私
注
』
で
は
「
継
ぎ
」
と
あ
る
が
、
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

は
違
い
な
い
）
。
つ
ま
り
、
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
群
に
お
い
て
は
牽

牛
、
織
女
の
他
に
使
者
が
登
場
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
同
氏
は
そ
の
使
者
な
る
も
の
は
⑬
に
詠
ま
れ
た
「
月
人
男
」
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
少
し
「
月
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。
七
夕
歌
に
月
が
詠
み

込
ま
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
小
島
氏
は
、
懐
風
藻
に
詠
ま
れ
て
い
る

「
桂
月
」
「
月
鏡
」
「
月
桂
」
と
い
っ
た
七
日
の
夜
を
飾
る
、
漢
詩

の
な
か
の
景
物
と
し
て
の
「
月
」
を
挙
げ
、
「
歌
は
そ
の
月
を
擬
人

化
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
景
物
と
し
て
の

月
」
を
す
ぐ
に
「
擬
人
化
さ
れ
た
月
」
と
同
じ
と
み
て
よ
い
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
万
葉
集
七
夕
歌
に
「
月
人
男
」
の
存
在
は
、
次
の
三
首

に
も
見
ら
れ
る
。

ω秋
風
の
清
き
ゅ
ふ
べ
に
天
の
川
舟
漕
ぎ
渡
る
月
人
男

（二

O
四
三
）

ω天
の
原
通
ふ
を
射
む
と
白
真
弓
ひ
き
て
隠
れ
り
月
人
男

（二

O
五
二

ω大
船
に
ま
梶
繁
貫
き
海
原
を
漕
ぎ
出
て
渡
る
月
人
男

（
一
ニ
六
一
一
）

ωω
は
、
巻
十
作
者
未
詳
歌
群
の
歌
で
あ
り
、

ωは
、
巻
十
五
に
収

め
ら
れ
た
歌
で
、
「
右
柿
本
朝
巨
人
麻
呂
歌
」
と
左
註
を
も
つ
も
の

で
あ
る
。
ま
た
七
夕
の
歌
の
他
に
、
巻
十
の
「
詠
月
」
に
も
、

ω天
の
海
に
月
の
舟
浮
け
桂
梶
か
け
て
漕
ぐ
見
ゆ
月
人
男

（一一一一二三）

の
よ
う
に
、
「
月
人
男
」
の
存
在
が
見
ら
れ
る
。

ωωω
に
お
い
て

は
、
夜
空
を
月
の
舟
を
漕
い
で
渡
る
者
と
し
て
、

ωに
お
い
て
は
、

織
女
星
の
も
と
へ
通
う
彦
星
を
射
ょ
う
と
隠
れ
て
待
つ
者
と
し
て
描

か
れ
て
お
り
、
「
月
人
男
」
と
表
現
さ
れ
た
月
は
、
懐
風
藻
七
夕
詩
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に
詠
ま
れ
た
静
的
な
「
月
」
に
比
べ
る
と
動
的
人
間
的
で
「
桂
月
」

「
月
鏡
」
と
同
質
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
⑬
の
「
月
人
閉
己
に
は
、

「
漕
ぐ
」
「
射
る
」
と
い
っ
た
そ
れ
自
身
の
動
作
を
表
す
表
現
は
な

い
た
め
に
、
景
物
と
し
て
の
「
月
」
と
見
粉
う
が
、
こ
こ
に
詠
ま
れ

た
月
は
天
を
通
う
月
で
あ
り
、
懐
風
藻
の
背
景
的
な
役
割
の
「
月
」

と
違
い
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
⑬
の
「
月
人
男
」
も

ωjω
と
同
じ

よ
う
に
月
を
人
に
み
な
し
、
表
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
⑬
の
歌
は
、
他
に
七
夕
に
関
連
の
あ
る
こ
と
ば
は

な
く
七
夕
歌
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
来
秋
の
夜

の
景
物
で
あ
る
月
を
擬
人
化
し
「
七
夕
」
の
歌
に
登
場
さ
せ
た
の
は
、

元
来
、
天
上
の
天
の
川
を
挟
む
二
星
を
「
七
夕
伝
説
」
に
お
い
て
男

女
と
み
な
し
た
こ
と
に
な
ら
い
、
「
月
」
を
人
物
と
し
て
登
場
さ
せ
、

新
た
な
「
七
夕
」
の
物
語
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
群
で
は
「
月
人
男
」
は
、
織
女
、

牽
牛
に
並
ぶ
「
七
夕
」
の
登
場
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
、
渡
瀬
氏
は
こ
の
「
月
人
男
」
が
年
に
一
度
し
か
逢
う
こ

と
の
で
き
な
い
こ
星
の
様
子
を
伝
え
る
使
者
の
役
割
を
は
た
し
て
い

る
と
し
、
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
前
半
の
A
部
を
「
牽
牛
と
月
人
の

対
詠
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

A
部
は
、
牽
牛
と
月
人
の

対
詠
に
よ
り
、
七
夕
以
前
の
ニ
星
が
逢
う
こ
と
の
で
き
る
七
月
七
日

を
待
つ
様
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

①
は
、
『
万
葉
集
私
注
』
に
な
ら
い
、
右
の
訓
読
を
載
せ
て
い
る

が
、
こ
の
訓
み
に
つ
い
て
は
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
難

解
な
歌
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
、
牽
牛
の
月
人
へ
の
問

い
掛
け
と
み
る
と
「
天
の
川
に
水
ま
で
光
る
ほ
ど
の
月
の
舟
が
と
ま
っ

て
い
る
、
舟
に
い
る
月
人
よ
お
前
に
は
我
妻
で
あ
る
織
女
星
の
姿
が

見
え
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
①

は
そ
の
問
い
掛
け
に
対
し
、
月
が
、
「
織
女
星
は
、
天
の
川
の
川
原

で
ぬ
え
鳥
が
鳴
く
よ
う
に
な
げ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
」
と
七
夕
以

前
の
織
女
星
の
姿
を
答
え
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
牽
牛
と
月
人

の
対
詠
は
、
⑨
⑬
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
わ
た
し
が
恋

い
思
う
紅
の
美
し
い
顔
の
織
女
星
は
今
夜
も
天
の
川
の
川
原
に
石
を

枕
と
し
て
寝
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
牽
牛
が
問
い
掛
け
、
「
自
分
の
夫

と
な
か
な
か
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い
織
女
星
は
今
夜
も
舟
の
着
く
港

の
荒
磯
を
枕
に
し
て
寝
る
だ
ろ
う
、
夫
を
待
ち
き
れ
ず
に
」
と
月
が

答
え
る
。
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そ
の
他
に
も
、

A
部
に
は
＠
の
「
天
の
川
安
の
渡
り
に
」
、
⑦
の

「
八
千
文
の
神
の
み
世
よ
り
」
、
⑪
の
「
天
地
の
別
れ
し
時
ゆ
」
、

⑫
の
「
隔
て
て
お
き
し
神
世
」
な
ど
、
日
本
古
来
の
神
話
が
詠
み
込

ま
れ
、
中
国
の
七
夕
伝
説
と
は
違
っ
た
、
日
本
独
自
の
伝
説
を
作
り

あ
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
。

以
上
の
七
夕
以
前
の
思
い
は
、
懐
風
藻
の
七
夕
詩
の
な
か
に
は
詠

ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
懐
風
藻
に
詠
ま
れ
た
詩
が
、
「
七
夕
」
つ

ま
り
「
な
の
か
よ
」
の
七
夕
詩
宴
に
よ
り
詠
ぜ
ら
れ
て
い
た
、
と
い



う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
人
麻
呂
歌
集
七
夕

歌
は
、
比
較
的
自
由
な
立
場
に
お
い
て
の
作
歌
で
あ
ろ
う
。
七
夕
を

詠
ん
だ
歌
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
歌
が
含
ま
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
「
月
人
」
を
登
場
さ

せ
た
り
、
わ
が
国
の
神
話
と
結
び
つ
け
た
り
と
中
国
の
伝
説
と
は
違

う
、
わ
が
国
独
自
の
物
語
を
作
り
上
げ
得
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
七
日
の
宵
の
様
子
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
は
物
語
的
性
格
を
も
っ
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
〈
注
5
〉
が
、
そ
れ
は
、
特
に
以
下
の
B
部
に
顕
著
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

B
部
で
は
二
星
の
逢
会
の
様
子
が
ス
ト
ー

リ
ー
の
展
開
に
沿
っ
て
整
然
と
配
列
さ
れ
て
い
る
。

B
①
天
の
川
水
陰
草
の
秋
風
に
輝
か
ふ
見
れ
ば
時
は
来
に
け
り

（二

O
一三）

②
吾
が
待
ち
し
秋
萩
咲
き
ぬ
今
だ
に
も
に
ほ
ひ
て
行
か
な
遠
方

人

に

（

二

O
一四）

③
吾
が
背
子
に
う
ら
恋
ひ
居
れ
ば
天
の
川
夜
船
漕
ぎ
と
よ
む
梶

の

音

聞

ゆ

（

二

O
一五）

＠
ま
け
長
く
恋
ふ
る
心
に
秋
風
ゆ
妹
が
音
開
ゆ
紐
解
き
ゆ
か
な

（二

O
二ハ）

＠
恋
し
く
は
け
長
き
も
の
を
今
だ
に
も
乏
し
む
ぺ
し
ゃ
会
ふ
ベ

き

夜

だ

に

（

二

O
一七）

＠
天
の
川
去
年
の
渡
で
移
ろ
へ
ば
川
瀬
を
踏
む
に
夜
ぞ
更
け
に

け

る

（

二

O
一八）

①
古
ゆ
上
げ
て
し
機
も
か
へ
り
見
ず
天
の
川
津
に
年
ぞ
経
に
け

る

（

二

O
一九）

＠
天
の
川
夜
船
を
こ
ぎ
て
明
け
ぬ
と
も
会
は
む
と
思
ふ
夜
袖
か

へ

ず

あ

ら

む

（

二

O
二
O
）

＠
遠
妻
と
手
枕
交
へ
て
寝
た
る
夜
は
鶏
が
音
な
と
よ
み
明
け
ば

明

く

と

も

（

二

O
二
二

⑬
相
見
ら
く
飽
き
足
ら
ね
ど
も
い
な
の
め
の
明
け
行
き
に
け
り

船

出

さ

む

妻

（

ニ

O
二
二
）

⑪
さ
寝
そ
め
て
い
く
だ
も
あ
ら
ね
ば
白
た
へ
の
帯
こ
乞
ふ
べ
し

や

恋

も

す

ぎ

ね

ば

（

ニ

O
二
三
）

⑫
万
世
に
携
り
居
て
相
見
と
も
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な
く

（二

O
二
四
）

⑬
万
世
に
照
る
べ
き
月
も
雲
が
く
り
苦
し
き
も
の
ぞ
会
は
む
と

思

へ

ど

（

二

O
二
五
）

⑪
白
雲
の
五
百
重
が
く
り
て
遠
け
ど
も
宵
去
ら
ず
見
む
妹
が
あ

た

り

は

（

二

O
二
六
）

⑬
我
が
た
め
と
織
女
の
そ
の
宿
に
織
る
白
細
布
は
織
り
て
け
む

か

も

（

二

O
二
七
）

⑬
君
に
会
は
ず
久
し
き
時
ゆ
織
る
服
の
白
拷
衣
垢
づ
く
ま
で
に
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（ニ

O
二
八
）

以
下
、
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
群
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
七
夕
」
に
ま

つ
わ
る
こ
星
逢
会
の
物
語
を
時
の
流
れ
に
そ
っ
て
み
て
い
き
た
い
。

①
の
よ
う
に
、
「
天
の
川
の
水
影
草
が
秋
風
に
磨
く
の
を
み
て
」

二
星
は
、
待
ち
に
待
っ
た
そ
の
逢
会
の
時
が
訪
れ
た
こ
と
を
知
り
、

②
で
「
わ
た
し
が
待
ち
望
ん
だ
秋
萩
が
咲
い
た
、
い
ま
こ
そ
、
そ
の

香
り
を
匂
い
な
が
ら
、
遠
く
の
あ
の
人
の
も
と
へ
行
こ
う
」
と
逢
う

決
意
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
、
川
を
渡
り
逢
い
に
行
く
の
は
牽
牛

で
あ
る
。

一
方
、
懐
風
操
に
お
い
て
は
こ
の
二
星
の
年
に
一
度
の
再
会
に
あ

た
っ
て
天
の
川
を
渡
る
の
は
織
女
星
で
あ
る
。
そ
の
織
女
星
の
姿
は

「
霊
姿
理
雲
費
」
（
日
山
田
三
方
）
と
「
雲
」
の
よ
う
な
美
し
い

髪
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
笑
顔
は
、
「
笑
験
飛
花
映
」
（
九
百
済
和

麻
呂
）
と
、
「
花
」
の
よ
う
に
美
し
い
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
川
を
渡
る
織
女
星
の
乗
り
物
は
右
に
挙
げ
た
詩
に
お
い
て
は

「
仙
車
」
「
神
駕
」
、
他
の
詩
に
お
い
て
も
「
鳳
蓋
」
「
仙
駕
」

「
鳳
駕
」
と
、
き
ら
び
や
か
で
貴
族
的
で
あ
り
、
渡
河
の
際
に
は

「
鵠
橋
」
つ
ま
り
鵠
の
橋
ま
で
架
か
り
幻
想
的
で
非
現
実
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
き
ら
び
や
か
な
織
女
星
の
描
写
に
対
し
、
牽
牛
星
の
具

体
的
な
描
写
は
六
首
中
一
首
も
な
く
、
た
だ
織
女
星
の
逢
会
の
相
手

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
動
を
起
こ

す
の
が
織
女
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
が
、
懐

風
藻
に
詠
ま
れ
た
「
七
夕
」

た
ら
し
い
。

懐
風
藻
の
雅
び
や
か
で
幻
想
的
な
織
女
の
渡
河
に
対
し
、
牽
牛
が

舟
を
漕
ぎ
渡
る
と
至
っ
て
現
実
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
①
で

「
わ
た
し
の
夫
に
心
の
う
ち
に
恋
い
思
っ
て
い
る
と
、
天
の
川
に
夜

船
を
漕
い
で
い
る
梶
の
音
が
聞
こ
え
る
」
と
、
織
女
の
立
場
で
詠
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

こ
の
七
夕
の
詩
と
歌
の
相
違
に
つ
い
て
は
小
島
氏
が
「
万
葉
集
の

二
星
の
会
合
は
、
男
が
女
人
の
も
と
へ
行
く
と
い
う
地
上
の
現
象
の

そ
の
ま
ま
の
反
映
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
懐
風
藻
の
詩
は
、
中

国
の
模
倣
で
あ
り
、
行
動
を
起
こ
す
の
は
織
女
星
で
あ
る
。
」
ま
た
、

「
万
葉
集
の
歌
は
中
国
詩
に
み
る
よ
う
な
超
現
実
的
な
も
の
で
は
な

く
、
（
中
略
）
ニ
星
は
人
間
的
庶
民
的
な
男
女
の
姿
で
描
か
れ
て
い

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
〈
注
6
〉。

作
者
未
詳
歌
群
に
お
け
る
織
女
の
様
子
は
人
麻
呂
歌
集
の
そ
れ
に

比
べ
具
体
的
で
、

ωの
よ
う
に
自
分
で
橋
を
渡
そ
う
と
し
た
り
、

ω

の
よ
う
に
自
ら
川
を
渡
る
行
動
的
な
織
女
も
描
か
れ
て
い
る
。

ωは
た
も
の
の
踏
木
持
ち
行
き
て
天
の
川
打
橋
わ
た
す
君
が
来

む

た

め

（

二

O
六
二
）

ω天
の
川
棚
橋
わ
た
せ
棚
機
の
い
渡
ら
さ
む
に
棚
橋
渡
せ

（二

O
八
一
）

ま
た
、

ωω
の
よ
う
に
渡
し
守
に
牽
牛
の
渡
河
を
促
す
織
女
ゃ
、

ω

の
い
わ
ゆ
る
主
役
は
、
織
女
星
で
あ
っ
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の
よ
う
に
牽
牛
の
帰
り
の
船
を
遅
ら
せ
る
た
め
に
梶
竿
を
隠
す
織
女

も
あ
ら
わ
れ
る
。

ω渡
守
船
渡
せ
を
と
呼
ぶ
聾
の
至
ら
ね
ば
か
も
梶
の
音
の
せ
ぬ

（二

O
七
二
）

ω渡
り
守
船
は
や
渡
せ
一
年
に
こ
た
び
通
ふ
君
に
あ
ら
な
く
に

（二

O
七
七
）

ω吾
が
穏
せ
る
梶
竿
無
く
て
渡
り
守
船
貸
さ
め
や
も
し
ま
し
は

あ

り

待

て

（

二

O
八
八
）

ωω
は
や
は
り
、
懐
風
藻
七
夕
詩
に
お
い
て
も
主
役
で
あ
る
織
女
の

渡
河
、
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
橋
が
架
か
る
と
い
っ
た
中
国
詩
の
影

響
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

ωωω
は
、
人
麻
呂
歌
集
七

夕
歌
群
に
み
ら
れ
る
我
が
固
に
お
け
る
独
自
の
「
七
夕
」
の
な
か
に
、

中
国
詩
に
お
け
る
行
動
的
な
織
女
を
表
現
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。

次
に
①
に
お
い
て
は
、
逢
会
前
の
織
女
の
気
持
ち
が
歌
わ
れ
て
い

た
が
、
④
で
は
、
「
長
い
月
日
恋
い
思
う
わ
た
し
の
心
に
秋
風
の
中

か
ら
妹
の
物
音
が
聞
こ
え
る
。
衣
の
紐
を
解
き
そ
ち
ら
へ
行
こ
う
。
」

と
牽
牛
の
気
持
ち
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
⑤
＠
⑦
で
は
、
「
恋
し
く
思
っ

た
の
は
、
月
日
の
長
い
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
、
今
だ
け
は
淋
し
い
と

思
う
ま
い
、
逢
う
今
夜
だ
け
は
」
「
天
の
川
の
去
年
の
渡
り
場
が
、

変
わ
っ
て
い
る
の
で
、
川
瀬
を
探
し
て
踏
む
う
ち
に
、
夜
が
更
け
て

「
昔
か
ら
織
り
か
け
て
お
い
た
機
も
、
か
え
り
み
せ
ず

し
ま
っ
た
」

に
、
天
の
川
の
渡
り
に
年
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
」
と
、
＠
①
に
お
い

て
は
織
女
の
立
場
で
、
＠
に
お
い
て
は
牽
牛
の
立
場
で
、
逢
う
こ
と

の
で
き
る
七
日
の
夜
に
あ
っ
て
、
逢
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
月
日

の
長
か
っ
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
＠
で
「
天
の
川
を
夜

船
を
漕
い
で
、
夜
が
明
け
よ
う
と
も
、
逢
お
う
と
思
う
夜
に
、
袖
を

か
わ
さ
ず
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
と
再
び
、
今
度
は
渡
河
中
の
牽

牛
の
強
い
決
意
を
詠
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
二
星
は
、
逢
会
し
、
一
年
の
思
い
を
晴
ら
す
の
だ
が
、

そ
こ
に
喜
び
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
寝
屋
に
お
い
て
は
牽
牛
の
立
場

で
＠
の
よ
う
に
、
「
遠
く
離
れ
た
妻
と
こ
う
し
て
手
枕
を
か
わ
し
て

寝
た
夜
に
、
鶏
は
鳴
き
騒
が
な
い
で
お
く
れ
、
夜
が
明
け
よ
う
と
も
」

と
翌
朝
の
別
れ
を
定
め
と
知
り
な
が
ら
も
、
そ
の
時
が
こ
な
い
こ
と

を
願
う
。
し
か
し
、
別
れ
の
朝
は
、
無
常
に
も
や
っ
て
く
る
。
そ
の

さ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
の
訪
れ
を
、
牽
牛
の
立
場
か
ら
は
、
⑬

の
よ
う
に
「
顔
を
合
わ
せ
満
足
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
も
う
夜
が

明
け
て
し
ま
っ
た
、
さ
あ
別
れ
て
船
出
し
よ
う
妻
よ
」
と
冷
静
に
受

け
と
め
て
い
る
。
一
方
織
女
の
立
場
か
ら
は
、
次
の
⑪
で
「
寝
そ
め

て
ま
だ
い
く
ら
も
た
た
な
い
の
に
白
妙
の
帯
を
よ
こ
せ
な
ど
と
い
う

べ
き
で
し
ょ
う
か
、
ま
だ
恋
の
思
い
が
つ
き
な
い
の
に
」
と
逢
瀬
の

時
の
短
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
牽
牛
は
⑫
の
歌
で
答

え
「
万
世
の
後
ま
で
手
を
取
り
合
っ
て
向
か
い
合
っ
て
い
て
も
忘
れ

ら
れ
る
恋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
や
は
り
、
別
れ
に
対
し
て
織
女
と
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比
べ
、
冷
静
で
あ
る
。
⑬
⑭
は
、
別
れ
に
際
し
て
の
歌
で
あ
る
。
ま

ず
、
「
万
世
ま
で
照
る
は
ず
の
月
さ
え
も
雲
に
隠
れ
る
こ
と
が
あ
る
、

来
年
も
私
た
ち
は
逢
う
だ
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
苦
し
い
も
の
で
あ
る
」

と
織
女
の
立
場
で
歌
い
、
牽
牛
の
立
場
で
は
「
白
雲
が
幾
重
に
も
重

な
っ
た
後
に
隠
れ
て
遠
い
け
れ
ど
、
宵
々
ご
と
に
見
ょ
う
、
妹
の
あ

た
り
を
」
と
歌
い
ニ
星
は
別
れ
る
の
で
あ
る
。

人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
に
お
け
る
「
七
夕
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
と

こ
で
は
終
わ
ら
ず
、
二
星
が
別
れ
て
後
、
し
ば
ら
く
時
が
流
れ
て
か

ら
の
歌
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
⑬
は
牽
牛
の
立
場
で
「
私
の
た
め
と
織

女
が
、
そ
の
宿
で
織
る
白
布
は
、
織
り
上
げ
た
だ
ろ
う
か
」
と
歌
い
、

⑬
は
織
女
の
立
場
で
「
あ
な
た
に
逢
わ
な
い
で
久
し
い
以
前
か
ら
織
っ

て
い
る
白
布
は
垢
付
い
て
し
ま
う
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
」
と
別
離
後

の
時
の
経
過
を
歌
っ
て
い
る
。

以
上
が
人
麻
白
歌
集
七
夕
歌
に
お
け
る
「
七
夕
」
の
物
語
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
は
以
下
五
首
続
く
が
次
の
歌

今
品
、

天
の
川
梶
の
音
聞
こ
ゆ
彦
星
と
棚
機
女
と
今
宵
会
ふ
ら
し
も

（二

O
二
九
）

と
二
星
逢
会
の
日
を
歌
っ
て
お
り
、
時
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
い
る
。

ま
た
、
二

O
二
八
番
ま
で
が
「
七
夕
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
登
場
人
物

に
身
を
置
い
て
の
詠
歌
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
三
者
の
立
場
で
詠

ま
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
は
、
ま
ず
前
半
部
に
七
日
以
前
の

逢
え
ぬ
嘆
き
を
、
そ
れ
に
続
き
七
日
当
夜
の
二
星
逢
会
の
様
、
そ
し

て
、
翌
朝
の
別
れ
を
「
七
夕
」
の
物
語
の
登
場
人
物
と
な
り
詠
ん
だ

歌
を
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
従
い
配
列
し
、
「
七
夕
」
の
物

語
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
る
と
に
、
補
遺
部
が
続
く
形
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。

四

人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
で
は
七
夕
以
前
の
歌
が
半
数
を
し
め
、
そ
と

に
お
い
て
、
逢
え
ぬ
嘆
き
を
詠
み
、
一
年
に
一
度
し
か
逢
う
こ
と
の

許
さ
れ
な
い
定
め
に
対
す
る
悲
京
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
、
懐
風
藻
は
当
夜
の
様
子
を
歌
っ
た
詩
で
あ
り
、
別
離
の
憂
い

が
思
い
の
中
心
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
歌
う
立
場
も
、
懐
風

藻
で
は
、
地
上
か
ら
、
天
上
へ
と
思
い
を
馳
せ
た
歌
で
あ
る
が
、
人

麻
目
歌
集
に
お
い
て
は
、
織
女
、
牽
牛
、
ま
た
は
月
人
と
伝
説
の
人

物
に
身
を
お
い
て
詠
ん
で
い
る
。

人
麻
日
歌
集
七
夕
歌
と
懐
風
藻
七
夕
詩
の
聞
に
は
以
上
の
よ
う
に

様
々
な
相
違
が
み
ら
れ
、
同
じ
で
あ
る
の
は
年
に
一
度
の
織
女
星
と

牽
牛
星
の
逢
会
が
天
の
川
を
舞
台
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
七
日
の
逢
会
に
際
し
て
の
天
の
川
の
渡
河
に
お
い
て
も
貴
族

的
、
幻
想
的
な
懐
風
藻
に
対
し
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
は
庶
民
的
、
現

実
的
で
あ
る
。
高
野
正
美
氏
は
、
「
漢
詩
の
場
と
し
て
の
宮
廷
の
雅
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会
の
影
響
な
し
に
、
七
夕
が
和
歌
の
素
材
た
り
え
た
か
と
い
う
疑
問

が
生
じ
」
る
と
言
っ
て
い
る
〈
注
7
〉
が
、
む
し
ろ
、
宮
廷
の
雅
会

に
お
い
て
の
漢
詩
の
影
響
が
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
相
違

が
み
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
疑
問
を
抱
く
。
歌
う
立
場
、
時
、
思

い
、
内
容
す
べ
て
に
お
い
て
、
相
違
が
み
ら
れ
る
の
は
、
人
麻
呂
歌

集
七
夕
歌
が
、
懐
風
藻
の
詩
が
詠
ぜ
ら
れ
る
以
前
、
つ
ま
り
、
七
夕

の
詩
宴
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
に
成
立
し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
七
夕
の
宴
が
行
事
化
し
、
七
日
に
詩
だ
け
で
な
く
歌
が

詠
ま
れ
る
こ
と
が
習
慣
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
、
漢
詩
の
影
響

を
受
け
つ
つ
詠
ま
れ
た
歌
を
集
め
た
も
の
が
作
者
未
詳
歌
群
の
七
夕

歌
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
作
者
未
詳
歌
群
で
は
織
女
、
牽
牛
の
身

と
な
り
歌
を
詠
む
と
い
う
形
式
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
が
、
第
三
者

の
立
場
の
歌
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
解
釈
に
よ

り
多
少
の
異
同
は
あ
る
が
、
六

O
首
中
の
約
四
分
の
一
が
第
三
者
の

立
場
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に

懐
風
藻
七
夕
詩
が
地
上
の
七
夕
の
宴
の
場
で
天
上
へ
思
い
を
馳
せ
て

の
作
で
あ
っ
た
こ
と
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
「
七
夕
伝
説
」
は
、
わ
が
国
で
日
本
の
文
化

に
あ
っ
た
独
自
の
も
の
に
作
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
七
夕
の
宴
が
行
事

化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
再
び
中
国
詩
の
影
響
を
受
け
変
化
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
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