
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
に
つ
い
て

岩
　
下
　
紀
　
之

1

　
連
歌
論
『
筑
波
問
答
』
は
、
冒
頭
稚
珪
蛙
鳴
の
故
事
の
引
用
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
二
条
家
の
庭
園
ら
し
き
庭
が
描
写
さ
れ
る
。
そ
こ
に
東
国

の
翁
が
現
わ
れ
、
庭
を
拝
見
す
る
こ
と
を
請
う
。
許
さ
れ
て
庭
の
水
の
流
れ
を
讃
美
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
が
、
私
見
に

よ
れ
ば
冒
頭
の
稚
珪
蛙
鳴
の
条
が
『
蒙
求
』
の
引
用
で
あ
る
こ
と
よ
り
は
じ
め
て
、
以
下
『
孟
子
』
『
揚
子
法
言
』
『
神
仙
伝
』
（
こ
れ
は
何
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
こ

の
類
書
の
孫
引
き
で
あ
ろ
う
が
）
な
ど
の
語
句
が
口
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
、
良
基
は
学
識
を
披
露
す
る
の
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に

見
え
る
。

　
こ
う
い
う
文
脈
の
中
で
、
翁
の
発
言
は
こ
の
よ
う
に
開
始
さ
れ
る
。

　
　
あ
は
れ
、
い
さ
ぎ
よ
き
水
の
流
れ
か
な
。
水
に
は
、
立
ち
水
伏
し
水
と
い
ふ
こ
と
の
あ
る
な
り
。
こ
れ
ぞ
ま
こ
と
の
立
ち
水
に
て
侍
る
ら

　
　
ん
。

文
の
流
れ
か
ら
見
て
、
こ
れ
も
何
か
が
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
筑
波
問
答
』
は
は
や
く
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
連
歌
論
集
の
巻
に
収
録
さ
れ
、
木
藤
才
蔵
氏
に
よ
っ
て
頭
注
が
な
さ
れ
て
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い
る
。
該
当
箇
所
に
は
『
兼
載
雑
談
』
が
引
か
れ
、

　
　
た
ち
水
と
は
わ
き
い
つ
る
水
な
り
。
ふ
し
水
と
は
な
が
る
・
水
な
り
。

と
示
さ
れ
る
。
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
も
連
歌
論
集
の
巻
が
あ
り
、
奥
田
勲
氏
校
訂
に
よ
る
『
筑
波
問
答
』
を
収
め
る
の
だ
が
、
こ
の

箇
所
の
頭
注
は
、
同
じ
兼
載
の
文
を
引
い
て
い
る
。
兼
載
は
良
基
よ
り
百
年
以
上
後
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
引
用
は
出
典
を
示
す
の
で
は

な
く
、
こ
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
か
す
参
考
の
役
を
果
た
し
て
い
る
。

　
現
行
の
諸
辞
書
に
お
い
て
も
、
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
を
立
項
す
る
限
り
に
お
い
て
、
『
筑
波
問
答
』
と
『
兼
載
雑
談
』
を
用
例
と
し
て
挙
げ

て
い
る
も
の
が
多
い
。
例
を
示
す
と
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
「
た
ち
み
ず
」
「
ふ
し
み
ず
」
の
両
語
を
立
項
し
、
用
例
と
し
て
『
筑
波
問
答
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
　

『
兼
載
雑
談
』
を
掲
出
す
る
ほ
か
、
「
ふ
し
み
ず
」
の
項
で
は
別
に
『
久
安
百
首
』
か
ら
藤
原
親
隆
の
一
首
を
引
く
。
そ
の
他
の
諸
辞
書
も
、
お

お
む
ね
兼
載
の
説
に
よ
っ
た
語
釈
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
て
も
、
ど
こ
か
似
か
よ
っ
た
説
明
に
な
る
の
は
や
む

を
え
ま
い
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
は
「
た
ち
み
つ
」
の
項
で
良
基
、
兼
載
の
二
書
と
と
も
に
『
地
下
歌
合
』

か
ら
の
一
首
、
「
ふ
し
み
つ
」
の
項
で
も
、
こ
の
二
書
以
外
に
『
伊
呂
波
拾
要
抄
』
な
る
書
物
か
ら
の
用
例
を
示
し
て
い
る
。

　
　
ふ
し
水
　
伏
水
、
ナ
ガ
レ
ヌ
水
也

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
兼
載
は

　
　
ふ
し
水
と
は
な
が
る
・
水
な
り

と
い
う
の
で
、
こ
の
両
者
を
調
和
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
伊
呂
波
拾
要
抄
』
は
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
の
出
典
一
覧
に
よ
れ

ば
明
応
十
年
成
立
と
い
う
の
で
、
兼
載
と
は
同
時
代
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
諸
辞
書
の
編
集
者
は
、
広
く
用
例
を
求
め
た
う
え
で
語
釈
を
ほ
ど
こ
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
「
立
ち
水
」
「
伏

し
水
」
の
語
の
性
質
を
考
え
て
み
て
よ
か
ろ
う
。
す
る
と
、
用
例
と
し
て
古
典
的
な
散
文
作
品
が
見
当
た
ら
な
い
の
に
気
が
付
く
。
そ
れ
ぞ
れ

の
語
に
和
歌
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
が
「
た
ち
み
つ
」
の
項
で
歌
語
と
し
て
い
る
の
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
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『
国
歌
大
観
』
を
検
索
し
て
み
る
と
、
「
ふ
し
水
」
の
語
は
平
安
時
代
の
和
歌
と
し
て
は
『
久
安
百
首
』
の
藤
原
親
隆
と
、
『
俊
成
五
社
百
首
』

二
六
番
歌
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
二
首
は
と
も
に
『
夫
木
和
歌
集
』
に
も
撰
ば
れ
た
秀
歌
で
あ
る
に
し
て
も
、
勅
撰
入
集
歌
で
は
な
い
。

「
立
ち
水
」
の
ほ
う
は
、
正
徹
の
『
草
根
集
』
に
四
首
、
正
広
の
『
松
下
集
』
に
一
首
あ
る
の
み
で
、
良
基
以
後
の
用
例
し
か
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
の
両
語
は
歌
語
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
万
葉
以
来
、
あ
る
い
は
三
代
集
以
来
の
熟
し
た
用
語
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
標
準
的
な
古
辞
書
に
も
用
例
が
な
い
よ
う
で
、
『
伊
呂
波
拾
要
抄
』
と
い
う
稀
観
書
が
博
覧
の
編
集
者
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
の
み
で

あ
る
。

　
『
筑
波
問
答
』
で
は
、
両
語
は
一
対
を
な
す
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
校
注
者
の
木
藤
、
奥
田
両
氏
が
、
同
じ
く
一
対
の
語
と
し
て
記
載
す
る

『
兼
載
雑
談
』
を
引
か
れ
た
の
は
、
妥
当
な
処
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
の
上
で
、
良
基
以
前
で
、
両
語
を
対
に
し
て
記
す
文
献

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
一
首
の
和
歌
に
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
の
両
語
を
詠
み
込
む
の
は
困
難
で
あ
ろ
う

し
、
一
方
散
文
作
品
に
も
該
当
す
る
作
品
が
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
の
が
出
発
点
で
あ
る
。
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鎌
倉
時
代
の
東
国
の
僧
仙
覚
は
、
万
葉
研
究
史
上
の
大
先
達
で
あ
り
、
本
文
校
訂
に
つ
い
て
は
最
大
の
業
績
を
挙
げ
た
こ
と
、
注
釈
の
面
に

お
い
て
も
『
萬
葉
集
註
釈
』
（
以
下
『
仙
覚
抄
』
と
す
る
）
が
、
中
世
の
万
葉
学
を
代
表
す
る
こ
と
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
京
都
大
学
国
語
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ニ
　

文
資
料
叢
書
別
巻
二
と
し
て
、
仁
和
寺
蔵
『
仙
覚
抄
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
次
の
文
が
あ
る
。
二
七
九
四
番
歌
の
注
で
あ
る
。

隠
津
之
澤
立
見
ホ
有
石
根
従
毛
達
而
念
君
圷
相
巻
者



此
寄
第
二
句
古
鮎
ニ
ハ
サ
ハ
タ
こ
、
、
ナ
ル
ト
鮎
ス
、
ソ
ノ
心
ア
ヒ
カ
ナ
ハ
ス
、
今
和
換
云
サ
ハ
タ
チ
ミ
ナ
ル
ト
イ
フ
ヘ
シ
、
コ
モ
リ
ツ
ト
ハ

シ
タ
ニ
カ
ク
レ
タ
ル
ミ
ツ
也
、
サ
ハ
タ
チ
ミ
ナ
ル
ト
ハ
、
サ
ハ
ト
ハ
オ
ホ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
多
文
字
ノ
ヨ
ミ
也
、
タ
チ
ミ
ト
ハ
イ
ツ
ル

ミ
ツ
也
、
水
ニ
タ
チ
ミ
ツ
フ
シ
ミ
ツ
ト
イ
フ
コ
ト
ア
リ
、
フ
シ
ミ
ツ
ト
ハ
、
シ
タ
ニ
ア
リ
タ
レ
ト
モ
イ
テ
ナ
カ
ル
・
コ
ト
ナ
キ
水
也
、
タ

チ
ミ
ツ
ト
ハ
、
ワ
キ
イ
テ
・
ナ
カ
ル
・
ミ
ツ
也
（
以
下
略
）

傍
線
を
付
し
た
箇
所
は
『
筑
波
問
答
』
に
逐
語
的
に
一
致
し
て
い
る
。
『
仙
覚
抄
』
の
成
立
は
、
文
永
六
年
で
あ
る
か
ら
、
良
基
よ
り
古
い
時
代

の
成
立
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
仙
覚
が
万
葉
学
の
大
家
と
し
て
良
基
の
視
界
に
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
『
万

　
　
　
　

葉
詞
』
に
万
葉
一
二
五
番
歌
の

　
　
ヤ
チ
マ
タ
ニ
ト
　
是
ハ
南
都
ノ
橘
寺
ノ
前
ノ
チ
マ
タ
放
　
仙
覚
説

と
あ
っ
て
、
疑
う
余
地
は
な
い
。

　
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
に
つ
い
て
、
該
当
箇
所
を
抜
き
出
し
て
並
べ
て
み
よ
う
。
『
仙
覚
抄
』
は
平
仮
名
に
改
め

て
引
こ
う
。

　
　
水
に
た
ち
み
つ
ふ
し
み
つ
と
い
ふ
こ
と
あ
り
、
ふ
し
み
つ
と
は
、
し
た
に
あ
り
た
れ
と
も
い
て
な
か
る
・
こ
と
な
き
水
也
、
た
ち
み
つ
と

　
　
は
、
わ
き
い
て
・
な
か
る
・
み
つ
也

『
筑
波
問
答
』
を
再
度
引
こ
う
。

　
　
水
に
は
、
立
ち
水
伏
し
水
と
い
ふ
こ
と
の
あ
る
な
り
。
こ
れ
ぞ
ま
こ
と
の
立
ち
水
に
て
侍
る
ら
ん
。

「
伏
し
水
」
の
用
例
が
平
安
後
期
『
永
久
百
首
』
に
初
め
て
現
わ
れ
る
が
、
出
現
頻
度
は
高
く
な
い
こ
と
。
「
立
ち
水
」
の
初
出
が
正
徹
で
あ
る

こ
と
。
と
す
れ
ば
両
語
を
一
対
と
し
て
と
り
扱
う
の
は
一
般
的
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
両
語
を
一
対
の
も
の
と
し
て
あ
つ
か
う
『
仙
覚
抄
』

と
『
筑
波
問
答
』
の
二
書
の
関
係
は
極
め
て
緊
密
で
あ
ろ
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
直
接
的
な
引
用
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
筑
波
問
答
』
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に
現
わ
れ
る
翁
は
、
東
国
出
身
で
、
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
の
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
ま
た
仙
覚
は
万
葉
諸
本
を
比
較
校
合
す
る
た
め
に
、

京
の
貴
族
た
ち
と
は
何
ら
か
の
交
渉
を
持
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
翁
に
は
仙
覚
そ
の
人
と
重
な
る
性
格
が
付
与
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仙
覚
に
は
連
歌
と
の
関
り
を
示
す
伝
承
は
一
切
な
い
の
で
あ
り
、
以
上
は
単
な
る
想
像
に
と
ど
ま
る
の

で
あ
る
。

　
次
に
『
兼
載
雑
談
』
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
た
ち
水
と
は
わ
き
い
つ
る
水
な
り
。
ふ
し
水
と
は
な
が
る
・
水
な
り
。

二
語
を
一
対
と
し
て
述
べ
て
い
る
点
、
仙
覚
、
良
基
の
系
統
に
属
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
の
説
明
は
仙
覚

説
と
異
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
二
語
は
明
確
に
対
比
的
な
説
明
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
時
に
の
み
、
は
っ
き
り
と
印
象
付
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ

る
が
、
兼
載
の
説
明
で
は
こ
の
あ
た
り
が
鮮
明
を
欠
く
。
湧
き
い
で
た
水
は
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
く
、
ど
こ
か
へ
流
れ
出
す
の
で
あ
り
、

「
伏
し
水
」
を
な
が
る
・
水
と
定
義
し
た
の
で
は
、
両
語
の
違
い
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
兼
載
は
こ
れ
を
一
対
の
語
と
し
て
承
知

し
て
は
い
る
が
、
仙
覚
説
は
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
生
ず
る
わ
け
を
探
つ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
万
葉
研
究
の
代
表
と
し
て
仙
覚
の
説
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
　
中
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぱ
　
ね

万
葉
学
』
解
題
で
、
竹
下
豊
氏
は
『
了
俊
歌
学
書
』
『
落
書
露
顕
』
『
正
徹
物
語
』
を
引
用
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
今
川
了
俊
と
正
徹
の
師
弟
が
仙

覚
を
こ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
正
徹
と
正
広
の
師
弟
が
実
作
に
「
立
ち
水
」
の
語
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
『
時
代
別

国
語
大
辞
典
』
が
引
く
『
地
下
歌
合
』
の
判
者
が
正
広
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
了
俊
・
正
徹
系
統
の
う
ち
で
は
仙
覚
説
が
尊
重
さ

れ
、
そ
の
説
に
基
く
歌
語
を
実
作
に
取
り
入
れ
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
歌
師
の
連
歌
の
実
作
に
は
、



こ
の
両
語
は
確
認
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
『
仙
覚
抄
』
に
対
し
て
関
心
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
と
は
見
え
な
い
。
兼
載
も
そ
の

流
れ
の
中
に
い
た
一
連
歌
師
で
あ
り
、
『
立
ち
水
』
『
伏
し
水
』
に
つ
い
て
の
仙
覚
説
と
の
接
触
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
逆
に
、
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
の
語
そ
の
も
の
は
知
っ
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
の
解
釈
ま
で
試
み
て
い
る
の
は
何
故
か
と
い
う
に
、

彼
が
『
筑
波
問
答
』
の
書
写
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
現
在
広
く
提
供
さ
れ
て
い
る
古
典
大
系
本
、
古
典
全
集
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ

校
注
者
の
木
藤
氏
、
奥
田
氏
が
最
善
と
判
断
し
た
写
本
を
底
本
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
東
洋
文
庫
本
、
内
閣
文
庫
本
の
両
方
に
、
次

の
奥
書
が
あ
る
。

　
　
此
一
冊
就
書
写
錐
有
不
審
、
依
古
筆
強
而
不
能
直
付
之

　
　
　
干
時
明
応
五
年
二
月
二
十
五
日
　
兼
載
判

す
な
わ
ち
兼
載
は
『
筑
波
問
答
』
の
善
本
を
見
て
こ
れ
を
書
写
し
、
そ
れ
が
後
代
に
流
伝
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
の
一
対
の
語
か
ら
、
仙
覚
の
万
葉
学
の
伝
承
の
仕
方
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
良
基
は
お
そ

ら
く
『
仙
覚
抄
』
そ
の
も
の
を
見
、
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
の
説
を
興
味
深
く
思
い
、
こ
れ
を
『
筑
波
問
答
』
に
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
明

応
五
年
の
兼
載
は
、
『
筑
波
問
答
』
を
書
写
し
、
「
立
ち
水
」
「
伏
し
水
」
を
語
る
翁
の
言
説
を
心
に
留
め
、
そ
の
語
釈
を
考
案
し
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
時
仙
覚
の
説
に
は
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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以
下
は
蛇
足
に
な
る
。
実
用
を
一
義
と
し
た
連
歌
師
に
は
『
仙
覚
抄
』
が
あ
ま
り
読
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ぱ
　
ザ

し
た
注
釈
家
に
は
、
こ
の
両
語
の
研
究
に
目
を
止
め
た
も
の
が
あ
る
。
『
拾
遺
采
華
抄
』
に
こ
う
あ
る
。

　
一
　
澤
タ
チ
ミ
、
草
ノ
中
ヨ
リ
流
出
タ
ル
ヲ
ハ
立
水
ト
申
。
サ
バ
・
多
キ
立
水
ト
申
也

万
葉
の
研
究
に
専
念



こ
こ
で
は
仙
覚
説
を
受
け
つ
い
だ
考
説
が
な
さ
れ
て
い
よ
う
。
江
戸
時
代
に
下
る
と
、
北
村
季
吟
の
『
萬
葉
集
拾
穂
抄
』
の
二
七
九
四
番
歌
頭

注
に
、
「
仙
日
」
と
し
て
『
仙
覚
抄
』
が
引
か
れ
、
契
沖
も
『
萬
葉
代
匠
記
精
撰
本
』
で
二
四
四
三
番
歌
の
注
に
同
文
を
引
く
。
二
四
四
三
番
歌

と
二
七
九
四
番
歌
は
類
歌
で
あ
る
の
で
、
契
沖
は
ま
ず
こ
の
位
置
に
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
以
後
は
、
二
七
九
四
番
歌
に
つ
い
て
諸
家
は
『
仙
覚
抄
』
の
説
を
全
く
と
り
上
げ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
仁
和
寺
蔵
『
仙
覚
抄
』
の

　
ぴ
を

解
説
で
木
下
正
俊
氏
は
、

　
　
仙
覚
の
万
葉
集
研
究
が
理
論
の
面
で
今
日
の
万
葉
学
に
何
ほ
ど
稗
益
す
る
か
を
論
ず
る
こ
と
は
殆
ど
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

と
言
い
、
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
　
中
世
万
葉
学
』
解
題
で
竹
下
豊
氏
は
、

　
　
仙
覚
の
『
万
葉
集
註
釈
』
は
、
今
日
的
な
目
か
ら
見
れ
ば
、
問
題
は
多
い
。

と
述
べ
る
。
仙
覚
は
二
七
九
四
番
に
つ
い
て
、
原
文
の
「
隠
津
之
澤
立
見
ホ
有
」
を
、
古
点
が
「
サ
ハ
タ
こ
、
、
ナ
ル
」
と
訓
む
の
に
対
し
、
「
サ

ハ
タ
チ
ミ
ナ
ル
」
と
の
訓
み
を
提
起
し
、
こ
こ
か
ら
「
立
ち
水
」
の
語
を
取
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
箇
所
の
訓
は
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

に
「
さ
は
た
つ
み
な
る
」
に
落
ち
着
い
て
来
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
立
ち
水
」
の
議
論
は
根
底
か
ら
出
る
幕
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
『
筑
波
問

答
』
の
出
典
を
探
究
す
る
際
、
『
仙
覚
抄
』
が
盲
点
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
以
上
見
た
様
に
、
仙
覚
説
の
現
代
万
葉
学
に
お
け
る
位
置
と
、

一
首
の
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
、
仙
覚
の
訓
が
定
訓
と
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
契
沖
は
「
立
ち
水
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
探
索
し
、
『
詩
　
大
雅
　
贈
印
』
に
「
膏
沸
橿
泉
」
と
あ
る
の
を
引
く
。
実
際
に
は
『
爾
雅
』
の
釈

水
の
条
を
引
用
し
、

　
　
濫
泉
正
出
、
正
出
涌
出
也

と
記
し
、
そ
こ
に
邪
禺
の
疏
を
そ
の
ま
ま
付
記
す
る
。
大
雅
の
贈
印
は
耶
禺
が
疏
に
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
橿
」
と
「
濫
」
の
二
字
が
通
用

し
て
い
る
。
契
沖
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
語
の
典
拠
を
探
ろ
う
と
す
る
と
『
十
三
経
注
疏
』
を
即
座
に
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
念
の
た
め
『
文

選
』
の
索
引
に
あ
た
っ
て
お
く
と
、
巻
二
十
に
播
安
仁
「
金
谷
集
作
詩
」
に
、
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濫
泉
龍
鱗
瀾
　
激
波
連
珠
揮

と
あ
り
、
李
善
注
は
先
に
見
た
『
爾
雅
』
を
引
く
。
経
書
な
り
『
文
選
』
な
り
の
訓
読
語
に
、
「
立
ち
水
」
に
あ
た
る
大
和
言
葉
が
あ
っ
た
可
能

性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
契
沖
は
『
仙
覚
抄
』
の
「
立
水
ト
ハ
涌
出
テ
流
ル
・
水
ナ
リ
」
の
「
湧
出
」
の
部
分
の
典
拠
を
考
え
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
最
後
に
歌
語
と
し
て
の
両
語
を
考
え
て
お
き
た
い
。
「
伏
し
水
」
は
す
で
に
見
た
通
り
、
『
久
安
百
首
』
、
『
俊
成
五
社
百
首
』
に
用
例
が
あ
り
、

稀
に
で
は
あ
る
が
歌
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
立
ち
水
」
は
平
安
・
鎌
倉
に
用
例
が
な
く
、
『
仙
覚
抄
』
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
歌
語
と
し
て
の
初
出
は
正
徹
で
あ
る
ら
し
く
、
『
国
歌
大
観
』
の
『
草
根
集
』
一
八
二
二
番
歌

　
　
岩
こ
え
て
音
な
き
浪
も
立
水
の
な
が
れ
あ
ま
た
に
さ
け
る
藤
か
な

以
下
四
首
が
あ
る
。
弟
子
の
正
広
も
『
松
下
集
』
一
八
〇
番
に

　
　
こ
す
に
き
て
吹
ま
く
月
の
下
風
に
秋
も
や
思
ひ
立
水
の
声

が
あ
る
。
『
国
歌
大
観
』
全
巻
か
ら
、
こ
の
師
弟
の
計
五
首
の
み
が
「
立
ち
水
」
用
例
の
す
べ
て
で
あ
り
、
こ
れ
も
使
用
頻
度
の
稀
な
語
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
正
徹
の
言
説
か
ら
見
て
、
『
仙
覚
抄
』
か
ら
「
立
ち
水
」
の
語
を
見
出
し
、
作
歌
に
と
り
入
れ
て
可
能
性
を
験
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
中
世
の
歌
人
と
し
て
は
、
懸
詞
の
可
能
性
に
魅
力
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
正
徹
作
の
四
首
中
三
首
が
「
浪
も
立
水
」
「
我
が
名
は
ま

だ
き
立
水
」
「
は
や
く
う
き
名
は
立
ち
水
」
と
懸
詞
に
な
っ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
を
正
広
も
「
思
ひ
立
水
」
、
ま
た
正
広
判
の
『
地
下
歌
合
』
で

も　
　
む
す
ぶ
ま
に
夏
の
日
な
み
は
立
水
や
露
ち
る
秋
に
庭
の
夕
か
ぜ

と
、
同
じ
修
辞
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
正
徹
と
正
広
が
「
立
ち
水
」
の
語
を
実
作
に
試
み
た
も
の
の
、
他
の
歌
人
に
は
広
ま
ら

ず
、
こ
の
語
も
一
般
的
な
語
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
世
の
歌
人
に
と
っ
て
、
歌
語
は
ま
ず
和
歌
的
な
修
辞
に
つ
い

て
、
ど
れ
ほ
ど
使
い
勝
手
が
よ
い
か
が
一
義
的
で
あ
っ
て
、
万
葉
語
と
し
て
の
内
容
の
探
究
に
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
以
上
本
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稿
は
『
筑
波
問
答
』
の
一
文
の
出
典
に
つ
い
て
の
試
論
で
あ
る
。

　
　
注
一
　
拙
稿
「
二
条
良
基
の
漢
学
の
素
養
1
『
筑
波
問
答
」
の
引
用
文
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
連
歌
史
の
諸
相
」
）
所
収
。

　
　
注
二
　
出
現
頻
度
の
高
い
語
で
な
い
た
め
、
あ
る
程
度
の
規
模
の
辞
典
で
な
い
と
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
『
大
辞
典
』
（
昭
和
十
一
年
）
が
「
フ
シ
ミ
ズ
」
を

　
　
　
　
立
項
し
、
「
久
安
百
首
』
謡
曲
の
『
飛
鳥
川
』
を
用
例
と
し
て
掲
げ
る
の
が
古
い
。
以
後
、
「
伏
し
水
」
の
項
に
『
久
安
百
首
』
を
引
く
の
が
、
『
日
本
国

　
　
　
　
語
大
辞
典
」
（
昭
和
五
十
年
）
「
小
学
館
　
古
語
大
辞
典
」
（
昭
和
五
十
八
年
）
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
（
平
成
十
一
年
）
な
ど
。
『
角
川
』
は
さ
ら
に
『
文

　
　
　
　
保
百
首
』
か
ら
の
一
首
も
掲
げ
る
。

　
　
注
三
　
同
書
三
三
四
頁
。

　
　
注
四
　
「
陽
明
叢
書
1
4
　
中
世
国
語
資
料
」
　
一
二
四
頁
。

　
　
注
五
　
同
書
三
五
頁
。

　
　
注
六
　
『
萬
葉
学
叢
刊
　
中
世
編
』
（
萬
葉
集
叢
書
第
十
輯
）
一
五
四
頁
。

　
　
注
七
　
同
書
五
三
九
頁
。

　
　
注
八
　
同
書
三
七
頁
。

　
　
注
九
　
日
本
古
典
大
系
本
、
日
本
古
典
全
集
本
の
「
万
葉
集
』
は
、
共
に
、
「
隠
り
つ
の
沢
た
つ
み
な
る
岩
根
ゆ
も
通
り
て
思
ふ
君
に
逢
は
ま
く
は
」
と
訓
み
、

　
　
　
　
事
実
上
定
訓
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
学
部
・
文
学
研
究
科
教
授
）
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