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家
持
は
万
葉
の
編
者
に
も
擬
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
い
わ
ば
次
代
の
先
雌

を
な
す
絨
細
巧
繊
な
歌
風
を
も
生
み
出
し
た
人
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
万
葉

の
歌
人
の
中
で
最
多
の
作
品
（
約
四
八
○
首
）
を
の
こ
し
た
と
い
う
事
実
に
お

い
て
は
集
中
第
一
の
歌
人
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
約
四
八
○

首
に
も
及
ぶ
作
品
の
製
作
年
代
を
調
べ
て
み
る
と
、
越
中
守
時
代
の
約
六
年
間

に
集
中
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
表
の
と
お
り
で
、
通
常
四
期
に
分

け
ら
れ
る
彼
の
歌
作
年
代
の
第
二
期
の
越
中
守
時
代
に
は
な
は
だ
多
い
の
で
あ

性
１

デ（》０○表一期
一
一
一
二
一
・
三
一
四

歌
数

期
間

-

約
十
三
ケ
年

天
平
十
八
年

五
月
越
中
守

赴
任
以
前

（七一二一一、ｆ七四六） 家
持
の
越
中
守
時
代

一六二一二二五一九一一

満
五
ケ
年

蝿艸蒋鴨脈
宝
三
年
八
月

五
日
入
京
ま

で宅実ｌ圭一） Ｉ
特
に
色
彩
関
係
の
用
語
に
つ
い
て
Ｉ

（七五一、’七五九）

満
八
ケ
年

入
京
よ
り
天

平
宝
宇
三
年

正
月
ま
で

満
二
十
七
ヶ
年

以
後
死
没
ま

で（七五九、く七〈三）○
-

何
故
こ
の
時
期
に
さ
か
ん
に
歌
作
せ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多

注２

く
の
先
学
の
す
ぐ
れ
た
論
孜
が
あ
る
が
、
私
は
い
ま
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
ず

に
、
彼
の
こ
の
時
期
の
作
品
に
つ
い
て
私
な
り
の
立
場
、
即
ち
、
色
彩
の
面
か

ら
考
察
し
て
み
た
い
。

家
持
は
、
色
彩
的
な
面
に
は
な
か
な
か
す
ぐ
れ
た
歌
人
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
集
中
色
彩
を
あ
ら
わ
す
語
を
よ
み
こ
ん
で
い
る
歌
人
は
凡
そ
百
十
人
余
あ

る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
最
も
量
的
に
多
く
、
八
一
語
の
色
彩
関
係
の
用
語
を

よ
み
こ
ん
で
い
る
。
勿
論
最
多
の
歌
数
を
持
つ
か
ら
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に

し
て
も
こ
の
よ
う
に
多
く
の
色
彩
を
あ
ら
わ
す
語
を
よ
ん
で
い
る
歌
人
は
他
に

は
見
当
ら
な
い
。
特
に
、
父
旅
人
が
全
作
品
の
約
八
○
首
の
う
ち
僅
か
に
四
語

し
か
よ
み
こ
ん
で
い
な
い
の
に
く
ら
べ
る
と
、
甚
だ
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

さ
ら
に
量
の
面
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
内
容
も
、
白
・
黒
・
紅
・
青
・
緑
・

注３

赤
・
茜
・
橡
・
も
み
ち
・
鴨
の
羽
の
色
・
か
き
つ
ば
た
摺
の
色
等
を
含
み
、
い

わ
ば
色
彩
を
あ
ら
わ
す
言
葉
の
種
類
が
多
彩
で
、
最
も
そ
れ
の
豊
富
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
万
葉
第
四
期
（
彼
も
こ
の
期
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
）
に
お

け
る
す
べ
て
の
作
品
（
年
代
分
明
の
も
の
に
限
る
）
に
含
ま
れ
て
い
る
色
彩
を

あ
ら
わ
す
語
の
種
類
（
白
・
黒
・
紅
・
青
・
緑
・
赤
・
茜
・
も
み
ち
・
鴨
の
羽

の
色
っ
紫
・
丹
・
萩
摺
の
色
・
月
草
摺
の
色
・
は
に
ふ
等
）
の
殆
ん
ど
す
べ
て

伊

原

昭
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を
彼
一
人
が
駆
使
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
に
、
色
彩
に
関
す
る
用
語
を
使
わ
な
く
と
も
、
色
感
の
あ
ざ
や
か
に

表
現
さ
れ
て
い
る
歌
が
家
持
に
は
少
な
く
な
い
。

雨
ご
も
り
心
い
ぶ
せ
み
出
で
見
れ
ば
春
日
の
山
は
色
づ
き
に
け
り（８宝交）

わ
が
園
の
李
の
花
か
庭
に
ふ
る
は
だ
れ
の
い
ま
だ
残
り
た
る
か
も（⑲里皀）

藤
な
み
の
影
な
す
海
の
底
清
み
し
づ
く
石
を
も
玉
と
ぞ
わ
が
見
る（蛆里究）

。
見
渡
せ
ば
向
っ
峯
の
上
の
花
に
ほ
ひ
照
り
て
立
て
る
は
愛
し
き
誰
が
妻

（別空一天も

消
残
り
の
雪
に
あ
へ
照
る
あ
し
ひ
き
の
山
橘
を
苞
に
摘
み
来
な（別麗室）

池
水
に
影
さ
へ
見
え
て
咲
き
に
ほ
ふ
馬
酔
木
の
花
を
袖
に
こ
き
れ
な

（別豐三）

な
ど
、
そ
の
う
ち
の
僅
か
な
例
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
色
感
鮮
明
な
歌
と
言
っ

てよかろう。

こ
の
よ
う
に
、
彼
に
は
全
般
に
わ
た
っ
て
、
色
彩
ゆ
た
か
な
作
品
が
多
い
の

で
あ
る
が
、
本
稿
の
目
標
は
越
中
守
時
代
に
あ
る
の
で
、
観
点
を
こ
の
期
の
作

品
に
し
ぼ
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
色
彩
に
関
係
あ
る
用
語
の
は
っ
き

り
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
彼
の
他
の
期
と
比
較
し
て
み
る
と
、
次
表

の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
色
彩
関
係
の
用
語
の
頻
度
数
も
、
種
類

も
、
二
期
即
ち
越
中
守
時
代
が
最
も
多
い
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

一

さ
ら
に
質
的
に
み
て
も
、
や
は
り
こ
の
期
に
は
色
彩
が
生
き
て
い
る
歌
が
多
い
。

か
け
ま
く
も
あ
や
に
か
し
こ
し
（
中
略
）
初
花
を
枝
に
手
折
り
て
を

と
め
ら
に
つ
と
に
も
遣
り
み
白
た
へ
の
袖
に
も
こ
き
れ
（
中
略
）
秋

づ
け
ば
時
雨
の
雨
ふ
り
あ
し
ひ
き
の
山
の
木
末
は
紅
に
に
ほ
ひ

散
れ
ど
も
橘
の
な
れ
る
そ
の
実
は
ひ
た
照
り
に
い
や
見
が
欲
し
く

（

下

略

）

（

肥

里

二

）

あ
ら
た
ま
の
・
年
ゆ
き
か
は
り
春
さ
れ
ば
花
の
み
に
ほ
ふ
（
中
略
）
鵜

飼
と
も
な
へ
か
が
り
さ
し
な
づ
さ
ひ
行
け
ば
我
妹
子
が
形
見
が
て

ら
と
紅
の
や
し
ほ
に
染
め
て
お
こ
せ
た
る
衣
の
裾
も
と
ほ
り
て

ぬ

れ

ぬ

（

過

里

美

）

○
表
二

色彩関係の用語一一期一二期一三期

し

．

ろ

く

れ

な

ゐ

も

み

ち

あ

を

く

ろ

あ

か

み

ど

り

あ

か

れ

つ
る
ぱ
み

か
き
つ
ば
た
摺

か
も
の
は
の
い
ろ

計一過（９％）｜⑲（躯％）一Ⅳ（過％）

２ １ ３ ７１ １

１ １ １ １ ３ ５ ６ ９ ２ ２

２ 1 ５ １ ７１

ﾒー
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４
紅
の
衣
に
ほ
は
し
辞
田
河
稚
ゆ
る
こ
と
な
く
わ
れ
か
へ
り
み
む
⑮
四
一
零
）

３

あ
を
に
よ
し
奈
良
人
見
む
と
わ
が
背
子
が
標
め
け
む
黄
葉
地
に
落
ち
め
や
も

（岨里三）

等
が
そ
の
一
部
の
例
で
あ
る
。
そ
し
て
他
期
に
は
「
杜
若
衣
に
す
り
つ
け
ま

す
ら
を
の
箸
そ
ひ
猟
す
る
月
は
来
に
け
り
」
（
Ⅳ
一
元
三
）
（
第
一
期
）
、
「
水
鳥
の

鴨
の
羽
の
色
の
青
馬
を
今
日
見
る
人
は
限
り
な
し
と
い
ふ
」
（
別
麗
茜
）
（
第
三

期
）
く
ら
い
の
例
し
か
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
期
は
色
彩
的
な

面
で
、
質
・
量
と
も
に
す
ぐ
れ
た
作
品
を
の
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
は
、
歌
作
に
際
し
、
色
彩
と
い
う
よ
う
な
美
的
な
感
覚
的
な
も

の
の
表
現
に
対
し
て
、
特
に
こ
の
期
に
は
意
識
的
で
あ
り
、
ま
た
意
欲
的
で
あ

代
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

柵大君の（中略）春花の咲ける盛りに思ふどち手折りかざさ

跡ず春の野の茂み飛びくく鴬の声だに閏かずをとめらが

の
春
菜
摘
ま
す
と
紅
の
赤
裳
の
裾
の
春
雨
に
に
ほ
ひ
ひ
づ
ち
て
．
（
下

熊略）

（Ⅳ一元太き

。
大
君
の
（
中
略
）
鷹
は
し
も
あ
ま
た
あ
れ
ど
も
矢
形
尾
の
我
が
大
黒

に吠課雄哨慨白ぬりの鈴とりつけて（下略）分皀二）

思
ふ
ど
ち
（
中
略
）
垂
姫
に
藤
な
み
咲
き
て
浜
清
く
白
波
さ
わ
ぎ

（
中
略
）
春
花
の
繁
き
盛
り
に
秋
の
葉
の
も
み
て
る
時
に
あ
り
通

ひ（下略）

（四四毛）

等
の
如
く
、
「
を
と
め
、
春
菜
、
紅
の
赤
裳
」
、
「
大
黒
、
白
ぬ
り
の
鈴
」
、
「
藤

な
み
、
白
波
、
春
花
、
秋
の
葉
の
も
み
て
る
」
の
よ
う
に
、
色
彩
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
考
慮
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
歌
が
、
他
の
期
に
比
し
て
圧
倒

的
に
多
い
。
ま
た
、
実
際
に
は
色
彩
を
必
要
と
し
な
い
内
容
の
表
現
に
わ
ざ
わ

ざ
色
彩
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
歌

言
と
は
い
木
す
ら
春
咲
き
秋
づ
け
ば
も
み
ち
散
ら
く
は
常
を
無
み
こ
そ

（廻四室）

天
地
の
（
中
略
）
あ
し
ひ
き
の
山
の
木
末
も
春
さ
れ
ば
花
咲
き
に
ほ

ひ
秋
づ
け
ば
露
霜
負
ひ
て
風
交
り
も
み
ち
散
り
け
り
う
つ
せ
み

も
か
く
の
み
な
ら
し
紅
の
色
も
う
つ
る
ひ
ぬ
ぱ
た
ま
の
黒
髪
か

は
り
朝
の
笑
夕
か
は
ら
ひ
（
下
略
）
（
四
四
吉
）

の
よ
う
に
「
世
間
の
常
無
き
」
を
表
現
す
る
の
に
、
花
や
も
み
ち
、
又
紅
顔
や

黒
髪
等
の
色
彩
を
使
っ
て
い
る
。
特
に
、

紅
は
う
つ
る
ふ
も
の
ぞ
橡
の
な
れ
に
し
衣
に
な
ほ
し
か
め
や
も
（
肥
空
完
）

の
よ
う
に
、
遊
行
女
婦
と
本
妻
（
詞
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
）
と
い
う
異
質
の

二
女
性
を
表
現
す
る
の
に
、
全
く
人
間
と
は
無
関
係
な
、
色
で
あ
る
と
こ
ろ
の

紅
と
橡
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
人
間
の
性
格
を
色

彩
の
性
格
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
考
え
た
ほ
ど
そ
れ
ほ
ど
彼
は
色
彩
に
深
く

関
心
を
持
っ
て
い
た
と
も
み
ら
れ
ぬ
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
勿
論
、
紅
な
り
、
橡

な
り
を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
人
事
の
表
現
に
関
聯
づ
け
て
よ
ん
だ
も
の
は
曹
嚥
的

な
歌
の
中
に
み
ら
れ
は
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
の
性
格
を
こ
れ
と
は

全
く
無
関
係
の
色
を
使
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
色
彩
へ
の
意
欲
的
な

意
識
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、

桃
の
花
紅
色
に
に
ほ
ひ
た
る
面
の
う
ち
に
青
柳
の
細
き
眉
根
を

笑
み
ま
が
り
朝
影
見
つ
つ
を
と
め
ら
が
手
に
取
り
持
て
る
ま
そ
鏡

二

上

山

に

（

下

略

）

（

蛆

堅

空

）

の
よ
う
に
、
「
を
と
め
」
を
表
現
す
る
の
に
、
そ
の
面
と
眉
と
を
桃
の
花
と
柳

で
形
容
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
紅
と
青
と
い
う
色
に
よ
っ
て
修
飾
し
て
い
る
。

これは「開二柳葉於眉中一発二桃花於頬上酋（５全一一の序）といった漢

文
の
表
現
の
模
倣
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
特
に
そ
れ
ら
に
紅
と
青
と
い
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う
美
的
な
、
か
つ
対
蹄
的
な
色
を
修
飾
さ
せ
て
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
意

欲
的
な
色
彩
へ
の
意
識
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
色
彩
の

表
現
が
、
こ
の
歌
の
、
三
上
山
に
」
以
下
の
本
義
の
部
分
で
は
な
く
（
即
ち
、

ど
う
し
て
も
こ
の
形
容
が
無
け
れ
ば
歌
が
成
立
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
）

二
上
山
を
お
こ
す
序
の
部
分
、
即
ち
装
飾
的
な
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
も
、
や
は
り
、
彼
の
色
へ
の
意
欲
を
感
じ
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
他
の
期
に
は
こ
の
よ
う
な
表
現
は
殆
ん
ど

見
当
ら
な
い
。
た
し
か
に
越
中
守
時
代
は
他
の
期
に
く
ら
べ
色
彩
と
い
っ
た
面

の
表
現
に
意
欲
的
で
あ
り
、
意
識
的
と
も
い
う
べ
き
態
度
を
も
っ
て
こ
れ
を
積

極
的
に
歌
に
参
画
せ
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
私
は
、
彼
が
よ
み
こ
ん
で
い
る
多
く
の
色
彩
関
係
の
用
語
の
中
か
注４

ら
、
特
に
「
紅
」
を
と
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
・
紅
に
つ
い
て
は
小
著
の
中

に
も
述
べ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
年
代
的
に
見
て
割
合
新
し
く
よ
ま
れ
出
し
た
も

の
の
よ
う
で
あ
り
、
万
葉
の
中
で
作
者
分
明
の
も
の
を
し
ら
べ
て
み
る
と
、
中

性５

国
文
化
を
身
に
つ
け
た
人
々
に
概
し
て
多
く
よ
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は

万
葉
ば
か
り
で
な
く
、
上
代
の
文
献
を
種
々
調
べ
た
結
果
言
え
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。
即
ち
、
新
し
い
文
化
的
な
色
彩
関
係
の
用
語
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
だ

集
中
で
は
、
紅
は
一
般
に
は
ま
だ
概
念
的
な
色
彩
語
と
し
て
よ
り
は
、
呉
の
藍

（
藍
は
染
料
の
総
称
と
言
わ
れ
る
）
と
い
っ
た
、
染
料
植
物
を
そ
の
ま
ま
名
に
し

た
ま
だ
具
体
性
の
あ
る
用
語
で
あ
り
、
衣
類
を
染
め
た
結
果
生
れ
た
色
、
染
料

名
か
ら
い
く
ら
も
抽
象
化
さ
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
概
念
的
な
と
い
う
よ
り
は

具
体
性
の
あ
る
色
彩
関
係
の
用
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
「
く
れ
な
ゐ
の
末
摘
花
」
（
皿
一
究
弓
、
「
紅
の
花
に
し
あ
ら
ぱ

衣
手
に
染
め
著
け
も
ち
て
」
（
、
天
毛
）
の
よ
う
に
、
ま
だ
染
料
の
材
と
し
て

の
紅
の
花
や
、
末
摘
花
が
そ
の
ま
ま
に
よ
ま
れ
て
い
る
作
品
も
あ
り
、
「
紅
の

現
（
移
）
し
」
（
７
三
里
）
の
よ
う
臆
染
色
方
法
、
即
ち
「
移
し
」
と
い
う

表
現
が
の
こ
っ
て
い
る
作
品
、
「
く
れ
な
ゐ
に
深
く
し
み
に
し
」
（
６
-
呂
巴
、

「ゞ紅に衣染めまく」（７三毛）「紅に染めてし」（脳一天宅）、「紅之深

染」（７二一三、、一天茜、、一六一六）、「紅の薄染衣」（ｕ一美壷、「紅のや

しほ」（ｕ一夫一三）、「紅の浅葉」（ｕ毛奎）等のように、染めるという

表
現
や
、
ま
た
、
染
め
方
、
即
ち
、
深
く
浅
く
、
と
い
う
染
色
度
な
ど
が
表
示

さ
れ
て
よ
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
紅
が
一
般
に
普
及
さ
れ
認
識

さ
れ
て
い
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
紅
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
説
明
は

要
さ
ぬ
筈
で
あ
る
が
、
集
中
の
紅
の
歌
の
中
に
は
、
紅
に
つ
い
て
説
明
し
て
い

る
よ
う
な
歌
（
勿
論
、
他
事
に
転
用
さ
れ
て
は
い
る
が
）
が
多
く
見
え
る
。
例

え
ば
、
「
上
に
取
り
箸
ば
言
な
さ
む
か
も
」
（
７
三
三
）
、
「
下
に
着
ば
人
の
見
ら

くににほひ出でむかも」（ｕ一六一六）、「雨ふりてにほひはすとも移る．

は
め
や
も
」
（
哩
一
毫
ち
、
「
著
て
に
ほ
は
ば
か
人
の
知
る
べ
き
」
（
７
三
毛
）
、

「朝朝なれはすれどもいやめづらしも」（ｕ一天一三）というように、さ

か
ん
に
、
染
め
た
衣
の
色
と
し
て
の
紅
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
ま
だ

こ
の
よ
う
な
詳
細
な
説
明
を
し
て
も
お
か
し
く
な
い
段
階
、
と
り
も
な
お
さ

ず
、
普
遍
化
、
概
念
化
さ
れ
な
か
っ
た
段
階
に
あ
っ
た
色
で
あ
る
と
言
え
そ
う

で
あ
る
。
以
上
の
例
は
、
作
者
未
詳
の
作
品
で
あ
る
が
、
作
者
分
明
の
も
の
で

も
同
様
で
、
「
紅
の
赤
裳
」
（
９
一
壱
一
、
高
橋
虫
麿
歌
集
）
、
（
５
合
四
山
上
憶

良
）
、
（
Ⅳ
一
元
三
大
伴
池
主
）
、
「
紅
の
裳
の
裾
」
（
５
尖
一
大
伴
旅
人
）
等
の

裳
、
即
ち
、
衣
類
の
染
色
と
し
て
の
紅
を
よ
ん
で
い
る
例
が
み
ら
れ
る
。
即

ち
、
作
者
の
未
詳
、
分
明
を
問
わ
ず
、
概
念
的
な
色
彩
語
と
し
て
使
っ
て
い
る

の
は
ま
だ
甚
だ
少
な
い
。
勿
論
例
外
は
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
海
面
に
は
え
る

紅
（
７
三
一
◇
（
こ
れ
も
大
宮
人
の
裳
の
色
の
映
発
と
み
ら
れ
れ
ば
ま
だ
染
色

の
段
階
を
そ
れ
ほ
ど
は
な
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
）
、
顔
色
を
形
容
し
て
い
る

’
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3６家持の越中守時代
紅
（
５
合
巴
、
秋
の
山
の
も
み
ち
を
形
容
す
る
紅
（
８
壹
茜
、
蛆
三
宅
、
魁

一
三
宅
、
妬
一
毛
三
）
、
色
と
し
て
の
紅
（
４
交
弓
等
の
僅
か
な
概
念
的
な
扱
い
の

紅
が
あ
る
に
は
あ
る
が
。

と
こ
ろ
が
、
家
持
は
、
こ
の
よ
う
な
段
階
の
紅
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
概
念
的

な
段
階
の
色
彩
語
と
し
て
の
紅
を
と
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す

く
な
く
と
も
、
家
持
は
、
紅
を
概
念
的
な
色
彩
語
に
ま
で
ひ
き
上
げ
る
努
力
を

し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
即
ち
、

雄神河くれなゐ匂ふをとめらし葦附伽繩とると瀬に立たすらし

。（Ⅳ皀三）

か
け
ま
く
も
（
中
略
）
秋
づ
け
ば
時
雨
の
雨
ふ
り
あ
し
ひ
き
の
山
の

木
末
は
紅
に
に
ほ
ひ
散
れ
ど
も
（
下
略
）
（
肥
四
二

天
地
の
（
中
略
）
う
つ
せ
み
も
か
く
の
み
な
ら
し
紅
の
色
も
う
つ
る

ひ
ぬ
ぱ
た
ま
の
黒
髪
か
は
り
朝
の
笑
夕
か
は
ら
ひ
吹
く
風
の

見
え
ぬ
が
如
く
行
く
水
の
と
ま
ら
ぬ
如
く
常
も
無
く
う
つ
る
ふ
見

れば（下略）

（岨四吉）

春
の
苑
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
し
た
照
る
道
に
出
で
立
っ
を
と
め
（
四
四
莞
）

桃
の
花
紅
色
に
に
ほ
ひ
た
る
面
の
う
ち
に
青
柳
の
細
き
眉
根
を

笑
み
ま
が
り
朝
影
見
っ
っ
を
と
め
ら
が
手
に
取
り
持
て
る
ま
そ
鏡

二
上
山
に
木
の
く
れ
の
繁
き
谷
べ
を
呼
び
響
め
朝
飛
び
わ
た
り

夕
月
夜
か
そ
け
き
野
べ
に
遙
々
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
（
下
略
）（刃里空）

注６

等
の
如
く
、
全
く
染
色
の
段
階
を
越
え
、
い
わ
ば
色
彩
語
と
し
て
抽
象
化
さ
れ

た
紅
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
特
に
終
り
の
二
例
の
よ
う
に
、
「
紅
に
ほ
ふ
」
な

ど
と
い
っ
た
、
純
粋
に
近
い
色
彩
語
で
桃
花
を
表
現
し
た
例
を
家
持
以
外
に
求

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
す
で
に
「
紅
桃
灼
灼
」
と
い
う
語
が
、

池
主
の
天
平
十
九
年
三
月
二
日
の
漢
文
の
序
に
み
え
て
い
る
が
、
歌
に
見
え
る

の
は
家
持
の
み
で
あ
る
）
た
だ
、
彼
と
て
も
全
く
染
色
的
段
階
の
紅
を
用
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
例
外
と
し
て
、
衣
の
染
料
と
し
て
の
紅
を
よ
ん
で
い

る
例
（
Ⅳ
一
禿
究
、
肥
里
究
、
姐
里
実
、
廻
里
零
）
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
家
持
は
他
の
作
者
の
場
合
よ
り
、
さ
ら
に
す
す
ん
だ
概
念
語
と
し
て
多
く

扱
お
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

特
に
、
家
持
は
こ
の
紅
に
、
「
に
ほ
ふ
」
と
い
う
語
を
伴
わ
せ
て
表
現
し
て

い
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
「
に
ほ
ふ
」
は
美
の
様
態
を
表
現
す
る

注７

当
時
の
用
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
伴
わ
せ
た
こ
と
は
、
紅
を

美
的
な
色
彩
語
と
し
て
家
持
が
扱
っ
て
い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
前

記
「
雄
神
河
」
の
紅
も
、
「
山
の
木
末
」
の
紅
も
、
「
桃
の
花
」
の
紅
も
、
「
衣
」

の
紅
も
、
す
べ
て
「
に
ほ
ふ
」
を
伴
っ
て
お
り
、
紅
が
家
持
に
美
と
し
て
意
識

さ
れ
た
色
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
、
日

本
的
美
の
感
覚
的
用
語
「
に
ほ
ふ
」
を
伴
わ
せ
る
ほ
ど
に
、
彼
は
紅
を
美
的
な

色
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
一
面
、
こ
の
美
的
な
色
名
と
し

て
の
紅
に
対
す
る
概
念
は
中
国
か
ら
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

られる。中国では、例えば、「玉《品劉繊郵などをみると、「紅龍綴

紫薄薄実醗抵榔」（上一禿）、「明志逸秋霜玉顔鑑春紅」（中老）、，「赦

成
桃
段
紅
黛
起
草
葱
色
」
（
中
一
男
）
、
「
夜
（
庭
）
樹
発
紅
彩
閨
草
含
碧
滋
」

（中一三）、「緑藷愁中改紅顔啼裡減」（中一美）、「金輝起歩揺紅彩発吹

総」（中一天）、「独使金翠矯偏動紅綺情」（虫一葵）、「玉貌欧紅臓長銀串

翠眉」（中二一）、「桃花紅若点柳葉乱如絲」（中天一己、「鮮膚勝粉白慢

（
鰻
）
瞼
若
桃
紅
」
（
下
麗
）
等
々
、
約
七
十
例
に
も
及
ぶ
紅
が
、
美
女
の
容

色
、
よ
そ
お
い
、
美
し
い
桃
や
蓮
な
ど
、
様
々
な
あ
で
や
か
な
美
し
さ
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
家
持
が
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
通
説
に
な
っ

Ｉ

Ｉ

ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ



3７ 家持の越中守時代

以
上
は
、
色
彩
と
い
う
ま
こ
と
に
些
細
な
一
面
を
通
し
て
、
越
中
守
時
代
の

家
持
の
作
品
を
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
色
彩
関

係
の
用
語
に
於
け
る
事
実
が
家
持
の
、
特
に
第
二
期
に
の
み
顕
著
に
看
取
さ
れ

注９

て
い
る
が
、
彼
は
、
玉
台
新
詠
集
等
の
中
国
の
詩
文
に
お
け
る
紅
の
あ
り
方
を

学
び
と
っ
て
、
こ
れ
を
美
的
な
色
名
と
し
て
理
会
し
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
集
中
、
紅
の
出
て
く
る
の
は
、
序
の
中
で
、
憶
良
の
「
紅
顔
共
三
従

長
逝
」
（
５
尭
巴
と
、
池
主
の
「
紅
桃
灼
灼
」
（
型
一
美
ち
、
家
持
の
「
桃
花
照

瞼以分し紅。柳色含レ苔而競レ緑」（Ⅳ一元菫）であるが、これらの人々

は
大
伴
圏
の
人
々
で
あ
り
、
そ
の
用
語
は
前
記
の
如
く
玉
台
新
詠
集
な
ど
に
み

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
家
持
は
た
し
か
に
中
国
詩
文
の
影
響
に
よ
っ
て
も
紅
が

美
的
な
表
現
を
も
つ
色
彩
語
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
家
持
は
、
紅
を
、
ま
だ
具
体
的
な
植
物
名
と
し
て
の
カ
ラ
を

背
負
っ
た
染
料
と
し
て
の
段
階
か
ら
、
概
念
化
さ
れ
た
色
彩
語
と
し
て
の
段
階

に
ま
で
高
め
て
ゆ
き
、
さ
ら
に
、
こ
れ
に
「
に
ほ
ふ
」
と
い
う
用
語
を
か
ら
み

あ
わ
せ
て
、
美
的
な
色
彩
語
と
し
て
の
意
識
を
開
拓
し
て
い
っ
た
。
即
ち
、
紅

を
と
お
し
て
な
が
め
る
と
、
家
持
は
あ
く
ま
で
も
、
美
へ
の
表
現
に
意
欲
的
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
紅
が
、
第
二
期
即

ち
彼
の
越
中
守
時
代
の
作
品
に
の
み
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

は
特
に
注
目
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

さ
ら
に
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
期
の
作
品
は
、
色
彩
的
に
質
・
量
と
も
に
す

ぐ
れ
て
い
た
し
、
配
色
、
い
わ
ば
色
彩
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
表
現
な
ど
に
対
し

て
も
非
常
に
意
欲
的
で
あ
り
、
美
的
に
示
そ
う
と
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
色
を
必
要
と
し
な
い
内
容
に
意
識
的
に
色
名
を

使
お
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
越
中

守
時
代
は
美
の
表
現
に
積
極
的
、
意
欲
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
せ
ら
れ
る
。

る
の
か
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に

し
、
本
稿
で
は
、
一
往
、
事
実
を
事
実
と
し
て
報
告
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

（三七●〈●四）；

注
１
主
と
し
て
、
久
松
潜
一
編
「
日
本
文
学
史
上
代
」
（
至
文
堂
昭

和
三
○
・
九
）
に
拠
っ
た
。

注
２
五
味
智
英
「
古
代
和
歌
」
（
至
文
堂
昭
和
二
六
・
一
）
一
五
六
頁

森
脇
一
夫
「
家
持
の
自
然
観
照
」
語
文
十
輯

川
口
常
孝
「
家
持
長
歌
の
一
考
察
」
語
文
十
一
輯

太
田
善
麿
「
大
伴
家
持
と
『
山
柿
の
門
』
の
意
義
」
神
道
学
二
九
号

注
３
「
色
彩
と
文
学
」
（
桜
楓
社
昭
和
三
四
・
十
二
）
の
「
も
み
ち
」
の
項

注
４
注
３
と
同
書
、
「
紅
の
面
と
紅
の
涙
」
、
「
く
れ
な
ゐ
い
ろ
」
の
項

注
５
藤
原
房
前
、
山
上
憶
良
、
大
伴
旅
人
、
坂
上
郎
女
、
大
伴
池
主
、
大

蔵
麻
呂
等

注
６
雄
神
河
の
紅
に
し
て
も
、
顔
色
の
形
容
の
紅
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

先
雌
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
模
倣
と
一
言
え
な
い
こ
と
も
あ
る

ま
い
が
、
そ
れ
な
ら
、
前
記
の
よ
う
な
、
未
熟
な
段
階
の
紅
を
模
倣
し
て

も
よ
い
わ
け
で
あ
る
の
に
、
彼
は
そ
れ
を
採
ら
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
彼
の
紅
に
対
す
る
態
度
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
７
北
住
敏
夫
「
万
葉
の
諸
相
」
（
小
山
書
店
昭
和
十
七
・
十
こ
の

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
に
ほ
ひ
」
の
美
の
項

注
８
鈴
木
虎
雄
訳
解
「
玉
台
新
詠
集
」
上
・
中
・
下
（
岩
波
書
店
昭
和

二
八
℃
十
’
三
一
・
十
一
）
（
括
孤
内
の
数
字
は
当
該
頁
数
）

注
９
尾
山
篤
二
郎
「
大
伴
家
持
の
研
究
」
（
平
凡
社
昭
和
三
一
・
四
）

二
八
○
頁
「
殊
に
越
中
時
代
四
年
間
に
亘
る
空
閨
孤
独
の
間
に
、
行
往
坐

臥
片
時
も
座
右
よ
り
『
玉
台
』
を
離
さ
な
か
っ
た
事
も
亦
想
像
に
難
か
ら

ぬものがある」

ンＬ


