
一

は
じ
め
に

『

万
葉
集』

巻
十
三
に
は
、
左
の
よ
う
な
長
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

も
も
き
ね

美み

濃の

の
国
の

高た
か

北き
た

の

泳
く
く
り

の
宮
に

日ひ

向む

か
ひ
に

行
靡
闕
矣

あ
り
と
聞

き
て

我わ

が
行ゆ

く
道
の

奥お
き

十そ

山や
ま

美
濃
の
山

な
び
け
と

人
は
踏ふ

め
ど
も

か
く
寄
れ
と

人
は
突
け
ど
も

心
無
き
山
の

奥
十
山

美
濃
の
山

(

13
・
三
二
四
二)

右
一
首

ま
た
、
従
来
、
右
の
当
該
歌
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

『

日
本
書
紀』
景
行
天
皇
四
年

二
月
の
記
事
も
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
掲
げ
て
お
こ
う
。

(

�)

四
年
の
春
二
月
の
甲か
ふ

寅い
ん

の
朔
つ
き
た
ち

に
し
て
甲
子
に
、
天
皇
、
美み

濃の

に
幸
い
で
ま

す
。
左
右
奏ま
を

し
て
言ま
を

さ

く
、｢

茲こ

の
国
に
佳
人

か
ほ
よ
き
を
み
な

有
り
。
弟お
と

媛ひ
め

と
曰ま
を

す
。
容
姿
す
が
た

端き
ら

正ぎ
ら

し
。
八
坂
入
彦
皇
子
の
女
み
む
す
め

な
り｣

と
ま
を
す
。
天
皇
、
得え

て
妃み
め

と
せ
む
と
欲
お
も
ほ

し
、
弟
媛
が
家
に
幸
す
。
弟
媛
、
乗
す
め
ら

輿
み
こ
と

車
駕
み
ゆ
き

す

と
聞
き
、
則
ち
竹た

か

林は
ら

に
隠か
く

る
。
是こ
こ

に
天
皇
、
弟
媛
を
至い
た

ら
し
め
む
と
権は
か

り
て
、
泳

宮

く
く
り
の
み
や

に
居
し

ま
す
。[

泳
宮
、
此
に
は
区
玖
利
能
弥
揶

く

く

り

の

み

や

と
云
ふ
。]

鯉こ

魚ひ

を
池
に
浮う

け
て
、
朝
夕
に
臨
視

み
そ
こ
な
は

し

て
戯あ

遊そ

び
た
ま
ふ
。
時
に
弟
媛
、
其
の
鯉
魚
の
遊
ぶ
を
見
む
と
欲
し
て
、
密
ひ
そ
か

に
来き
た

り
て
池
を

臨
み
そ
こ
な
は

す
。
天
皇
、
則
ち
留
め
て
通め

す
。
爰こ
こ

に
弟
媛
以お
も

為
ひ
た
ま

は
く
、｢

夫
婦
の
道
は
、
古
も
今
も

達か
よ

へ
る
則の
り

な
り
。
然し
か

る
を
吾あ
れ

に
お
き
て
は
便
た
よ
り

あ
ら
ず｣

と
お
も
ひ
た
ま
ひ
、
則
ち
天
皇
に
請こ

ひ
て
曰
さ
く
、｢

妾
、

性
ひ
と
と
な
り

交
接
と
つ
ぎ

の
道
を
欲
せ
ず
。
今
し
皇お
ほ

命
み
こ
と

の
威
か
し
こ

き
に
勝た

へ
ず
し
て
、
暫

く
帷
幕
の
中
に
納め

さ
れ
た
り
。
然
る
を
意
こ
こ
ろ

の
不
快

よ
ろ
こ
び
ざ

る
所
と
こ
ろ

に
し
て
。
亦
形
姿
す
が
た

も
穢
陋
き
た
な

し
。
久

し
く
掖え

き

庭て
い

に

陪
つ
か
へ
ま
つ

る
に
堪た

へ
じ
。
唯た
だ

し
妾
や
つ
こ

が
姉
有は
べ

り
。
名
を
八
坂
や
さ
か
の

入い
り

媛び
め

と
曰
す
。
容
姿
麗
美
う
る
は

し
く
、

志
こ
こ
ろ
ざ
し

亦
貞
潔
い
さ
ぎ
よ

し
。
後

宮

き
さ
き
の
み
や

に
納め

し
た
ま
へ｣

と
ま
を
す
。
天
皇
聴ゆ
る

し
た
ま
ふ
。
仍よ

り

て
八
坂
入
媛
を
喚め

し
て
妃み
め

と
し
た
ま
ふ
。
七
男
六
女
を
生
む
。
第
一
を
稚
足
彦
天
皇

わ
か
た
ら
し
ひ
こ
の
す
め
ら
み
こ
と

と
曰

し
、
…
…二

｢

行
靡
闕
矣｣

を
め
ぐ
っ
て

右
に

『

万
葉
集』

三
二
四
二
番
歌
の
本
文
を
掲
げ
た
よ
う
に
、｢

行
靡
闕
矣｣

の
部
分
は
難
訓

と
し
て
知
ら
れ
、
従
来
、
様
々
な
説
が
提
示
さ
れ
て
来
た
。
そ
の
付
訓
の
歴
史
を
概
観
し
た
も
の

と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
が
、
松
田
好
夫
氏

｢『

行
靡
闕
矣』

考｣
(

�)

で
あ
る
。
松
田
論
文
で
は
、

こ
の

｢

行
靡
闕
矣｣

に
は

①

行ゆ
き

靡な
び

闕か
く

矣を

(

西
本
願
寺
本
、
紀
州
本
、
…
…
寛
永
版
本
、
拾
穂
抄
、
代
匠
記
(初)
(精)
、

略
解
、
野
雁
新
考
、
新
講
、
新
講
(改)
、
選
釈
(増)
、
全
釈
、
論
究
、
新
校
、
佐
佐
木
評

釈
、
古
典
全
書
、
選
釈
(新)
、
大
成
本
文
篇
下
欄
、
新
訓
(新))

②

闕み
や

矣を

(

童
蒙
抄)

③

行
紫
闕
矣

い
で
ま
し
の
み
や
を(

考)

④

行
麻
ゆ
か
ま

死し

里さ
と

矣を
(

古
義
、
選
釈
、
総
釈

(

斎
藤
博
士))

( )一一

�

川

晶

輝

『

万
葉
集』

巻
十
三
・
三
二
四
二
番
歌
に
つ
い
て

｢

久
々
利｣

と
記
す
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
木
簡
と
関
連
さ
せ
て



⑤

佳き
ら

麗き
ら

児し
こ

矣を

(

井
上
新
考
(私)
(公))

⑥

行ゆ
き

靡な
む

闕み
や

矣を

(

新
訓
、
新
解
、
新
解
(改)
、
全
註
釈
、
窪
田
評
釈
、
角
川
文
庫
、
全
講)

⑦

行よ
ろ

靡し
き

闕ひ
と

矣を

(

創
見)

⑧

行さ
か

靡し
き

闕い
も

矣を

(

通
釈)

⑨

行ゆ
く

靡な
き

闕せ
き

矣を

(

私
注)

⑩

行い
で

靡ま
し

闕な
き

矣を

(
難
訓
考)

⑪

行ゆ
き

靡か
く
る
な
く

レ

闕
矣

(
塙
書
房
本)

の
十
一
説
も
見
ら
れ
て
諸
説
粉
々

(

マ
マ)

た
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
定
説
と
な
り
さ
う
な
の
は
一

つ
も
な
い
。

と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

当
該
歌
の
本
文
校
訂
を
、
実
際
に
閲
覧
で
き
る
写
本
の
複
製
は
閲
覧
し
閲
覧
で
き
な
い
も
の
は

『

校
本
萬
葉
集』

を
主
に
用
い
て
お
こ
な
い
、｢

行
靡
闕
矣｣

の
表
記
に
落
ち
着
く
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の

｢

行
靡
闕
矣｣

の
表
記
に
即
し
て
訓
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、

右
の
松
田
論
文
に
挙
げ
る
、
③
の

『

万
葉
考』

や
、
④
の

『
万
葉
集
古
義』

『

万
葉
集
総
釈』

な

ど
や
、
⑤
の

『

万
葉
集
新
考』

の
、
誤
字
説
に
立
脚
す
る
説
に
は
従
え
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
③
の
賀
茂
真
淵

『

万
葉
考』

は
、｢

一

は
じ
め
に｣
の
と
こ
ろ
に
掲
げ
て
お
い
た

『

日
本
書
紀』

の
記
事
を
取
り
入
れ
て
、
左
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

今
本
紫
を
靡
に
誤
て
、
且
ゆ
き
な
び
か
く
を
、
と
訓
、
又
強
た
る
説
も
あ
れ
ど
皆
何
の
事
と

も
聞
え
す
、
是
を
紫
と
す
れ
ば
行
宮
也
、
二
月
に
幸
て
十
一
月
ま
で
お
は
し
つ
れ
ば
、
宮
は

一
の
み
に
あ
る
べ
か
ら
ず
、
泳
宮
の
ひ
が
し
に
ま
た
も
つ
く
ら
れ
つ
ら
ん
、

こ
れ
は
本
末
転
倒
の
処
置
で
あ
る
。『

日
本
書
紀』

に
そ
う
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
を
前
提

に
し
て
当
該
歌
を
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

ま
ず
、｢

行
靡
闕
矣｣

の

｢

行｣
｢

靡｣
｢

闕｣
｢

矣｣

そ
れ
ぞ
れ
の
字
の

『

万
葉
集』

中
の
使
用

状
況
を
見
て
み
よ
う
。

｢

行｣

は
、
歌
の
中
の
用
例
は
二
〇
四
例
を
数
え
る
。｢

ゆ
く｣

系
統
で
訓
む
も
の
に
、

あ
か
ね
さ
す

紫
草
野
行
き

標
野
行

(

ゆ
き)

野
守
は
見
ず
や

君
が
袖
振
る

(

１
・

二
〇)

な
ど
が
あ
り
、

(

�)
｢

い
ぬ｣

系
統
で
訓
む
も
の
に
、

玉
く
し
げ

覆
ふ
を
や
す
み

明
け
て
行(

い
な)

ば

君
が
名
は
あ
れ
ど

我
が
名
し
惜

し
も

(

２
・
九
三)

な
ど
が
あ
る
。

松
田
論
文
の
一
覧
中
の
⑩
は
、｢

行
靡｣

を

｢

い
で
ま
し｣

と
訓
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
ど
う

か
。『

万
葉
集』

中
、｢

行
幸｣

｢

幸
行｣

｢

幸｣
｢

御
駕｣

の
文
字
列
で

｢

い
で
ま
し｣

と
訓
ま
れ

て
お
り
、
例
え
ば
、

…
…
遠
つ
神

我
が
大
君
の

行
幸(

い
で
ま
し)

の

山
越
す
風
の
…
…

(

１
・
五)

が
あ
る
。｢

行
幸｣

で

｢

い
で
ま
し｣

と
訓
む
の
は
熟
字
訓
で
あ
る
の
で
、｢

行｣

字
を
含
む
熟
字

訓
の
用
例
も
見
て
お
こ
う
。
同
じ
く

｢

行
幸｣

の
文
字
列
で

｢

み
ゆ
き｣

と
訓
む
例

(

４
・
五
四

三
な
ど)

、｢

行
宮｣

の
文
字
列
で

｢

か
り
み
や｣

と
訓
む
例

(

２
・
一
九
九)

、｢

行
事｣

の
文
字

列
で｢

わ
ざ｣

と
訓
む
例(

９
・
一
七
五
九)

、｢

行
年｣

の
文
字
列
で｢

そ
ね｣

(

�)

と
訓
む
例(

３
・

二
九
九
な
ど)

が
あ
る
。
し
か
し
、
⑩
の
よ
う
に

｢

行
靡｣

の
文
字
列
で

｢

い
で
ま
し｣

と
訓
む

例
は
無
い
。
同
様
に
、
こ
の

｢

行
靡｣

を
⑦
の
よ
う
に

｢

よ
ろ
し｣

と
訓
む
例
も
無
く
、
⑧
の
よ

う
に

｢

さ
か
し｣

と
訓
む
例
も
無
い
。

｢

靡｣

の

『

万
葉
集』

の
歌
の
中
の
用
例
は
、
当
該
歌
以
外
に
六
三
例
で
あ
る
が
、

…
…
こ
も
り
く
の

泊
瀬
の
山
は

真
木
立
つ

荒
き
山
道
を

岩
が
根

禁
樹
押
し
靡

(

な
べ)

…
…
坂
鳥
の

朝
越
え
ま
し
て

玉
か
ぎ
る

夕
さ
り
来
れ
ば

み
雪
降
る

安
騎

の
大
野
に

は
た
す
す
き

篠
を
押
し
靡

(

な
べ)

草
枕

旅
宿
り
せ
す

古
思
ひ
て

(

１
・
四
五)

な
ど
の
よ
う
に

｢

な
ぶ｣

系
統
で
訓
む
も
の
と
、

安
騎
の
野
に

宿
る
旅
人

う
ち
靡

(

な
び
き)

眠
も
寝
ら
め
や
も

古
思
ふ
に

(

１
・

四
六)

な
ど
の
よ
う
に

｢

な
び
く｣

系
統
で
訓
む
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
す
べ
て
、｢

な
ぶ｣

系
統
と

｢
な
び
く｣

系
統
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
、
こ
の
点
か
ら
、
⑨
の
説
も
無
理
が
あ
る
。

｢

闕｣
は
、『

万
葉
集』

の
歌
の
中
の
用
例
と
し
て
、
他
に
三
例
が
あ
る
。

世
の
中
は

空
し
き
も
の
と

あ
ら
む
と
ぞ

こ
の
照
る
月
は

満
ち
闕(

か
け)

し
け
る

(

３
・
四
四
二)

白
髪
生
ふ
る

こ
と
は
思
は
ず

を
ち
水
は

か
に
も
闕(

か
く)

に
も

求
め
て
行
か
む

甲南大學紀要 文学編 第162号 日本語日本文学科 ( )一二



(

４
・
六
二
八)

…
…
千
年
に

闕(

か
く
る)

こ
と
な
く

万
代
に

あ
り
通
は
む
と

山
科
の

石
田
の

社
の

皇
神
に

幣
取
り
向
け
て

我
は
越
え
行
く

逢
坂
山
を

(

13
・
三
二
三
六)

第
一
例
と
第
三
例
に
お
い
て

｢

か
く｣

系
統
で
訓
ま
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
正
訓
に
基
づ
い
て
、

第
二
例
で
は

｢
か
に
も
か
く
に
も｣

の

｢

か
く｣

の
部
分
の
借
訓
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
点
、
②
、
⑥
、
⑨
は
根
拠
が
弱
い
と
言
え
よ
う
。
確
か
に

『

日
本
書
紀』

(

神
代
下
第
十
段
一

書
第
一)

に
は
、

忽
に
海
神
豊
玉
彦
の
宮
に
到
り
ま
す
。
其
の
宮
は
、
城
闕
崇

た
か
く

華か
ざ

り
、
楼
台

壮
さ
か
り
に

麗
う
る
は

し
。

と
あ
り
、
こ
の

｢

闕｣

は
、
宮
の
高
く
そ
び
え
る
城
門
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
例
は

『

日
本
書
紀』

の
中
で
こ
の
例
の
み
で
あ
る
。『

篆
隷
万
象
名
義』

(

�)
(

第
三
帖
六
六
ウ)

に
は
、

闕

…
…
缺
也

の
記
述
を
見
る
。｢

欠
け
る｣

意
が
あ
る
こ
と
か
ら
、｢
か
く｣

系
統
で
訓
む
こ
と
の
妥
当
性
が
見

出
せ
る
。

『

万
葉
集』

中
の

｢

矣｣

は
、
全
用
例
九
三
例
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
歌
本
文
の
用
例
は
当
該
歌

を
含
め
て
七
七
例
で
あ
る
。
当
該
歌
を
除
い
た
七
六
例
の
内
訳
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
助
詞

｢

を｣
(

格
・
接
続
・
終
・
間
投)

(

�)

に
あ
た
る
箇
所
の
用
例
、
74
例

○｢

鹿
の
為
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
歌｣

(

16
・
三
八
八
五)

の
第
五
十
一
句

｢

耆
矣
奴｣

○｢

十
市
皇
女
挽
歌｣

(

２
・
一
五
六)

の
第
三
・
四
句

｢

已
具
耳
矣
自
得
見
監
乍
共｣

右
の
内
、｢

鹿
の
為
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
歌｣

(

16
・
三
八
八
五)

の
第
五
十
一
句

｢
耆
矣
奴｣

に
つ
い
て
、
現
代
の
有
力
な

『

万
葉
集』

の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
あ
り
方
を
見
て
お
こ
う
。｢

耆

矣
奴｣

は
、
鶴
久
氏
・
森
山
隆
氏

『

萬
葉
集』

(

お
う
ふ
う)

、
佐
竹
昭
広
氏
・
木
下
正
俊
氏
・
小

島
憲
之
氏

『

補
訂
版
萬
葉
集』
(

塙
書
房)

で
採
用
さ
れ
て
い
る
本
文
で
あ
り
、
共
に

｢

お
い
は

て
ぬ｣

と
訓
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
時

(

二
〇
〇
八
年
一
〇
月)

の
井
手
至
氏
・
毛
利
正
守

氏

『

新
校
注
萬
葉
集』

(

和
泉
書
院)

で
は
、
尼
崎
本
の
あ
り
方
を
尊
重
し
、
こ
の
部
分
の
本
文

を

｢

耆
癸
奴｣

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、｢

オ
イ
ハ
テ
ヌ｣

と
訓
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
は
、
井
手
至
氏
・
毛
利
正
守
氏

『

新
校
注
萬
葉
集』

の
よ
う
に
し
て
お
く
方
が
妥
当

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、｢

十
市
皇
女
挽
歌｣

(

２
・
一
五
六)

の
第
三
・
四
句

｢

已
具
耳
矣
自
得

見
監
乍
共｣

に
お
い
て
は
、
定
訓
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。

助
詞

｢

を｣

に
あ
た
る
箇
所
の
用
例
を
い
く
つ
か
参
照
し
て
お
こ
う
。

武
庫
の
浦
を

漕
ぎ
廻み

る
小
船

粟
嶋
矣

(

あ
は
し
ま
を)

そ
が
ひ
に
見
つ
つ

と
も
し
き

小
船

(

３
・
三
五
八

山
部
赤
人)

語
り
継
ぐ

か
ら
に
も
こ
こ
だ

戀
布
矣

(

こ
ほ
し
き
を)

直
目
に
見
け
む

古
い
に
し
へ

壮
士
を
と
こ

(

９
・
一
八
〇
三

田
辺
福
麻
呂)

秋
風
の

寒
き
朝
明
を

佐
農
の
岡

越
ゆ
ら
む
君
に

衣
借
益
矣

(

き
ぬ
か
さ
ま
し
を)

(

３
・
三
六
一

山
部
赤
人)

こ
の
よ
う
に
、
歌
の
中
の

｢

矣｣

の
用
例
は
、
圧
倒
的
に
多
く
の
も
の
が

｢

を｣

と
訓
む
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
当
該
歌
の

｢

矣｣

の
箇
所
も

｢

を｣

と
訓
む
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
⑪
は

取
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

さ
て
、
と
な
る
と
松
田
論
文
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
①
の

｢

ゆ
き
な
び
か
く
を｣

が
残
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
伊
藤
博
氏

｢

巻
十
三｣

(

�)

で
は
、
こ
の
①
説
に
対
し
て
、

旧
訓
は
、
ナ
ビ
カ
ク
を
、『

ナ
ビ
ク
の
未
然
形
＋
ク』

と
し
、｢

女
の
な
よ
な
よ
と
し
て
道
を

行
く
様
を
言
ふ
か｣

(

全
釈)

と
す
る
ら
し
い
が
、
こ
の
訳
は
、
全
く
の
牽
強
で
あ
ら
う
。

と
し
て
、
退
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
定
訓
を
得
ら
れ
な
い
状
況
で
あ
る
が
、
続
け
て
、
前
掲
の
松
田
論
文
の
説
明
に

耳
を
傾
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
さ
ら
に
問
題
の
所
在
に
立
ち
合
い
た
い
。
松
田
論
文
は
、｢

行
靡

闕
矣｣

の

｢

闕｣

を
闕
文
の
表
記
で
あ
る
と
捉
え
、

旧
は

行
靡
闕
矣

と
い
ふ
小
字
に
な
つ
て
ゐ
た
の
が
、
そ
の
意
義
が
お
ぼ
ろ
に
な
る
と
共
に
、
前
後
と
同
大
の

文
字
に
書
写
さ
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
即
ち
旧
は

｢

行
靡｣

と

｢

矣｣

と
の

間
に
あ
つ
た
数
字
が
、
巻
十
三
の
資
料
に
於
い
て
、
紙
魚
の
害
か
破
損
の
為
、
不
明
に
な
つ

て
ゐ
た
の
を
、
小
字
で
註
記
し
た
の
で
あ
ら
う
。
万
葉
集
の
編
纂
は
実
に
科
学
的
で
、
最
初

か
ら
校
本
で
あ
つ
た
。

と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
松
田
論
文
は
、｢

行
靡
闕
矣｣

を
、｢

行
靡｣

と

｢

闕
文
と

｢

矣｣｣

と

の
二
句
に
分
割
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

行
靡｣

を

｢

ゆ
き
な
び
け
る｣

と
訓
み
、｢

矣｣

を

｢

を｣

と
訓
ん
だ
う
え
で
、｢

闕
文｣

部
分
を
左
の
よ
う
に
補
う
の
で
あ
る
。
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た
わ
や
め

(

手
弱
女)

…
…
姿
態
嫋
々
た
る
美
女
の
表
現
と
し
て
最
適
で

ひ
む
か
ひ
に
・
ゆ
き
な
び
け
る

５
・
６

た
わ
や
め
を
・
あ
り
と
き
き
て

５
・
６

と
す
れ
ば
前
の

｢

ゆ
き
な
び
け
る｣

と
の
続
き
も
よ
く
、
後
の

｢

あ
り
と
き
き
て｣

と
も
適

合
す
る
。

ま
ず
、
松
田
論
文
の

｢
闕
文｣

に
つ
い
て
の
説
明
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。｢

闕｣

の
字
が
は
た
し

て
闕
文
を
意
味
す
る
の
か
。『
万
葉
集』

中
の
闕
文
の
記
述
を
示
す

｢

闕｣

の
全
用
例
は
左
の
と

お
り
で
あ
る
。

三
野
連
名闕
入
唐
時
春
日
蔵
首
老
作
歌

(

１
・
六
二
題
詞)

丹
比
真
人
名闕
擬
二

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
意
一

報
歌
一
首

(

２
・
二
二
六
題
詞)

石
川
大
夫
和
歌
一
首

名
闕(

３
・
二
四
七
題
詞)

幸
二

志
賀
一

時
石
上
卿
作
歌
一
首

名
闕(

３
・
二
八
七
題
詞)

尾
張
連
歌
二
首

名
闕(

８
・
一
四
二
一
題
詞)

丹
比
真
人
歌
一
首

名
闕(

８
・
一
六
〇
九
題
詞)

右
に
示
す
よ
う
に
、
闕
文
の
記
述
を
示
す

｢

闕｣

は
、
す
べ
て
題
詞
の
中
の
用
例
に
限
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
歌
本
文
中
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
右
の
松
田
論
文
の
説
は
成

り
立
た
な
い
。

次
に
、
松
田
論
文
の
、｢

５
音
・
６
音
・
５
音
・
６
音｣

と
い
う
音
数
を
根
拠
と
し
て

｢

ひ
む

か
ひ
に
・
ゆ
き
な
び
け
る
・
た
わ
や
め
を
・
あ
り
と
き
き
て｣

と
想
定
す
る
処
置
の
是
非
は
ど
う

か
。毛

利
正
守
氏

｢

万
葉
集
・
長
歌
の
字
余
り｣

(

�)

は
、
毛
利
氏
自
身
の
論
考

｢｢

サ
ネ
・
カ
ツ
テ｣

再
考

(

�)｣

に
て
示
さ
れ
た

｢

字
余
り
の
法
則｣

の

｢

第
五
則｣

、

�
句
中
に
、
同
一
の
子
音
に
は
さ
ま
れ
た
狭
母
音
を
含
む
と
き
、

�
句
中
に
、
無
声
子
音
に
は
さ
ま
れ
た
狭
母
音
を
含
む
と
き
、

を
適
用
し
て
、
こ
の

｢

あ
り
と
聞
き
て｣

を

｢

字
余
り｣

と
認
定
し
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
そ
も

そ
も
当
該
の

｢

あ
り
と
聞
き
て｣

の
句
は
、
五
音
が
配
置
さ
れ
る
箇
所
と
な
り
、
松
田
氏
の
想
定

は
成
り
立
た
な
い
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
、
当
該
歌
の
構
成
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
武
田
祐
吉
氏

『

増
訂
萬
葉
集
全
註
釈』

は
、

第
一
段
、
初
め
の
美
濃
ノ
山
ま
で
。
…
…
第
二
段
、
終
り
ま
で
。
…
…

と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
当
該
歌
の
途
中
に
あ
る

｢

奥お
き

十そ

山や
ま

美
濃
の
山｣

が
、
末
尾
で
も
う
一

度

｢

奥
十
山

美
濃
の
山｣

と
繰
り
返
さ
れ
る
構
成
を
考
慮
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
指
摘
を
取
り

入
れ
つ
つ
、
句
・
音
数
・
短
句
か
長
句
か
、
に
つ
い
て
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

も
も
き
ね

４
音

短

美み

濃の

の
国
の

６
音

長

高た
か

北き
た

の

５
音

短

泳
く
く
り

の
宮
に

７
音

長

日
向

ひ

む

か
ひ
に

５
音

短

行
靡
闕
矣

あ
り
と
聞
き
て

６
音

短

我わ

が
行ゆ

く
道
の

７
音

長

奥お
き

十そ

山や
ま

５
音

美
濃
の
山

５
音

な
び
け
と

４
音

短

人
は
踏ふ

め
ど
も

７
音

長

か
く
寄
れ
と

５
音

短

人
は
突
け
ど
も

７
音

長

心
無
き
山
の

８
音

(

�)

奥
十
山

５
音

美
濃
の
山

５
音

こ
れ
だ
と
、
懸
案
の

｢

行
靡
闕
矣｣

が
長
句
の
順
番
に
相
当
し
て
、
見
通
し
が
明
る
く
な
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
見
通
し
は
そ
う
簡
単
に
は
明
る
く
な
ら
な
い
。
藤
田
徳
太
郎
氏

｢

萬

葉
集
の
韻
律

長
歌
の
句
数
に
つ
い
て

｣
(

�)

は
、
当
該
歌
を
含
め
た

『

万
葉
集』

中
の
長
歌
十

三
首
を

｢
変
体
形
式｣

と
し
、

終
末
句
の
み
な
ら
ず
、
中
間
に
も
種
々
の
変
体
的
な
詞
形
が
あ
つ
て
、
句
数
が
明
瞭
で
な
く
、

句
格
も
五
七
の
調
子
に
の
ら
ず
、
甚
だ
明
確
を
欠
く
も
の
。
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と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、｢

そ
の
詞
形
の
一
部
に
、
短
長
の
調
子
に
宛
て
は
ま
ら
な
い
、
不
整
の

形
態
を
も
つ
て
ゐ
る｣

と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
当
該
歌
を

｢

短
句

か
長
句
か｣

で
分
析
す
る
こ
と
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
と
な
る
。
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
の
だ
。

さ
ら
に
、
も
っ
と
厄
介
な
問
題
が
存
在
す
る
。
今
、
右
の
藤
田
論
文
を
見
た
よ
う
に
、｢

種
々

の
変
体
的
な
詞
形
が
あ
つ
て
、
句
数
が
明
瞭
で
な
く
、
句
格
も
五
七
の
調
子
に
の
ら
ず
、
甚
だ
明

確
を
欠｣

き
、｢

短
長
の
調
子
に
宛
て
は
ま
ら
な
い
、
不
整
の
形
態｣

と
い
う
把
握
と
、
前
掲
松

田
論
文
で
は
か
ら
ず
も
示
さ
れ
た
こ
と
が
結
び
つ
く
時
、
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
と
な
ろ
う
。
つ
ま

り
、
松
田
論
文
は
、｢

万
葉
集
の
編
纂
は
実
に
科
学
的
で
、
最
初
か
ら
校
本
で
あ
つ
た｣

と
い
う

把
握
と
連
動
し
て
、｢

巻
十
三
の
資
料
に
於
い
て
、
紙
魚
の
害
か
破
損
の
為
、
不
明
に
な
つ
て
ゐ

た｣

と
想
定
し

｢

闕
文｣

と
い
う
理
解
を
導
き
出
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
考
え

る
余
地
も
生
じ
て
来
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、『

万
葉
集』

成
立
後
き
わ
め
て
初
期
に
、｢

紙

魚
の
害
か
破
損
の
為
、
不
明
に
な
つ
て
ゐ
た｣

こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
何
ら
か
の
破
損

が
あ
り
、
い
く
つ
か
の
文
字
か
い
く
つ
か
の
句
が
不
明
に
な
り
、
そ
の
後
の
書
写
の
過
程
で
文
字

列
の
前
後
が
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て

｢

行
靡
闕
矣｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な

く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

結
局
、
定
点
が
ま
っ
た
く
無
い
の
だ
。

前
掲
松
田
論
文
以
後
、
こ
の
難
訓
部
分
に
挑
戦
す
る
論
も
あ
っ
た
。
前
掲
松
田
論
文
へ
の

｢

続

貂｣

で
あ
る
と
謙
遜
す
る
井
村
哲
夫
氏

｢｢『

行
靡
闕
矣』

考｣

続
貂｣

(

�)

は
、

ナ
メ
ク
ハ
シ
キ

(

又
は
ナ
ミ
ク
ハ
シ
キ)

タ
カ
ド
ノ

あ
る
い
は
、

ナ
メ
ウ
ル
ハ
シ
キ

(

又
は
ナ
ミ
ウ
ル
ハ
シ
キ)

タ
カ
ド
ノ

と
訓
み
た
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
訓
も
定
着
し
な
か
っ
た
。
近
時

(

二
〇
〇
六
年
一
一
月)

の
稲
岡
耕
二
氏
の
和
歌
文
学
大
系
版

『

萬
葉
集』

に
お
い
て
、

い
ず
れ
も
定
訓
と
な
ら
ず
、
古
典
大
系
・
古
典
全
集
・
集
成
・
新
全
集
・
釈
注
・
新
大
系
に

は
付
訓
が
な
い
。

と
纏
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
稲
岡
氏
自
身
も
付
訓
し
て
い
な
い
。

で
は
、
我
々
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
丁
寧
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

ま
っ
た
く
定
点
を
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。｢

行
靡
闕
矣｣

の
訓
は
決
定
で
き
な
い
、
と
し
て
お

く
の
が
き
わ
め
て
穏
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

三

表
現
の
分
析
を
と
お
し
て

そ
れ
で
は
、｢

行
靡
闕
矣｣

の
訓
を
決
定
で
き
な
い
当
該
歌
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く

で
き
な
い
の
か
。
当
該
歌
の
表
現
を
分
析
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
出
来
る
限
り
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
は
か
り
た
い
。

(

一)
｢

あ
り
と
聞
き
て｣

ま
ず
は
、｢

あ
り
と
聞
き
て｣

の
分
析
か
ら
始
め
よ
う
。『

万
葉
集』

中
の

｢

あ
り
と
聞
く｣

と

い
う
表
現
は
、大

伴
田
村
家
之
大
嬢
贈
二

妹
坂
上
大
嬢
一

歌
四
首

(

の
う
ち
の
一
首)

遠
く
あ
ら
ば

わ
び
て
も
あ
ら
む
を

里
近
く

あ
り
と
聞
き
つ
つ

見
ぬ
が
す
べ
な
さ

(

４
・
七
五
七)

に
あ
り
、
ま
た
、｢

は｣

が
入
る
も
の
の
、

三
年
丙
寅
秋
九
月
十
五
日
幸
二

於
播
磨
國
印
南
野
一

時
笠
朝
臣
金
村
作
歌
一
首
并
短
歌

名
寸
隅
の

船
瀬
ゆ
見
ゆ
る

淡
路
島

松
帆
の
浦
に

朝
な
ぎ
に

玉
藻
刈
り
つ
つ

夕

な
ぎ
に

藻
塩
焼
き
つ
つ

海あ

人ま

娘
子
を
と
め

あ
り
と
は
聞
け
ど

見
に
行
か
む

よ
し
の
な
け

れ
ば

ま
す
ら
を
の

心
は
な
し
に

た
わ
や
め
の

思
ひ
た
わ
み
て

た
も
と
ほ
り

吾

れ
は
ぞ
恋
ふ
る

船
梶
を
な
み

(

６
・
九
三
五)

の
例
が
あ
る
。
第
一
例
は
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
、｢

大
伴
田
村
家
之
大
嬢｣

が

｢

妹
坂
上
大
嬢｣

に
贈
っ
た
歌
で
あ
り
、｢

あ
り
と
聞
く｣

対
象
は
、
坂
上
大
嬢
で
あ
る
。
女
性
ど
う
し
の
歌
で
あ

る
が
、
恋
歌
仕
立
て
に
す
る
こ
と
で
、
相
手
へ
の
思
い
を
述
べ
て
い
る
。
第
二
例
は
、
聖
武
天
皇

の
播
磨
国
行
幸
に
従
駕
し
た
笠
金
村
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
作
中
の
叙
述
の
主
体｢

吾
れ｣

は
本
州
側
に
お
り
、
明
石
海
峡
の
向
こ
う
側
に
横
た
わ
る
淡
路
島
の
海
人
娘
子
へ
の
恋
心
が
歌
わ

れ
て
い
る
。｢
あ
り
と
聞
く｣

対
象
は
、
海
人
娘
子
で
あ
る
。

当
該
歌
に
対
し
て
、
伊
藤
博
氏

『

萬
葉
集
釈
注』

は
、

一
首
は
妻つ

ま

求ま

ぎ
の
た
め
の
旅
に
関
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
羈
旅
の
歌
の
一
つ
と
い
え
る
。
妻
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求
ぎ
の
歌
は
、『

古
事
記』

(

上)

の

｢

こ
の
八
千
矛
の
神
、
高こ

志し

の
国
の
沼ぬ
な

河か
は

比ひ

売め

を
婚よ
ば

は

む
と
し
て
、
幸
で
ま
し
し
時
に
、
そ
の
沼
河
比
売
の
家
に
到
り
て｣

う
た
っ
た
歌
謡

(

二)
が
著
名
。

と
指
摘
す
る
。『
釈
注』

の
指
摘
す
る

『

古
事
記』

の
歌
は
、

八
千
矛
の

神
の
命
は

八
島
国

妻
娶ま

き
か
ね
て

遠
々
し

高
志
の
国
に

賢さ
か

し
女
を

有
り
と
聞
か
し
て

麗く
は

し
女
を

有
り
と
聞
こ
し
て

さ
呼
ば
ひ
に

有
り
立
た
し

呼
ば

ひ
に

有
り
通
は
せ
…
…

(『

古
事
記』

二

大
国
主
神
条)

で
あ
る
。

(

�)

ま
た
、
同
様
の
表
現
を
持
つ
歌
が
、『

日
本
書
紀』

に
も
あ
る
。
そ
の
歌
を
挙
げ
よ
う
。

八
洲
国

妻
枕
き
か
ね
て

春
日
の

春
日
の
国
に

麗く
は

し
女
を

有
り
と
聞
き
て

宜よ
ろ

し

女
を

有
り
と
聞
き
て
…
…

(『
日
本
書
紀』

九
六

継
体
天
皇
七
年
九
月
条)

こ
れ
ら
の
記
紀
の
歌
で
は
、｢

有
り
と
聞
く｣
対
象
と
し
て
、
美
麗
で
あ
り
内
面
の
素
晴
ら
し
さ

も
兼
ね
備
え
た
女
性
が
い
る
。

さ
て
、
右
に
挙
げ
た

『

万
葉
集』

『

古
事
記』

『

日
本
書
紀』

の
例
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
当
該

歌
に
お
け
る｢

あ
り
と
聞
く｣

対
象
も
、｢

あ
る
女
性｣

で
あ
り
、｢

そ
の
女
性
が
い
る
と
聞
い
て｣

と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(

二)
｢

我
が
行
く
道
の｣

次
に
は
、｢

我
が
行
く
道
の｣

に
つ
い
て
分
析
す
る
。
こ
の
部
分
の
原
文
は

｢

吾
通
道
之｣

で

あ
り
、
こ
の
句
の
訓
に
つ
い
て
は
、
井
上
通
泰
氏

『

萬
葉
集
新
考』

が
参
照
さ
れ
る
。『

新
考』

は
、

従
来
ワ
ガ
カ
ヨ
ヒ
ヂ
ノ
と
よ
み
た
れ
ど
さ
て
は
ア
リ
ト
キ
キ
テ
の
収
ま
る
処
な
し
。
宜
し
く

ワ
ガ
カ
ヨ
フ
ミ
チ
ノ
又
は
ワ
ガ
ユ
ク
ミ
チ
ノ
と
よ
む
べ
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
妥
当
な
見
解
で
あ
り
、
原
文

｢

吾
通
道
之｣

は

｢

わ
が
ゆ
く
み
ち
の｣

と
訓
む

べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
観
智
院
本

『

類
聚
名
義
抄』

(

仏
上
三
一
ウ)

(

�)

に
は
、

通
ユ
ク

と
の
記
述
を
見
、｢

通｣

は

｢

ゆ
く｣

と
訓
め
る
。

そ
こ
で
、｢

わ
が
ゆ
く
み
ち
の｣

の

『

万
葉
集』

中
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

妹
ら
が
り

我
が
行
く
道
の

篠
す
す
き

我
し
通
は
ば

な
び
け
篠
原(

７
・
一
一
二
一)

こ
の
歌
で
は
、
女
性
の
許
へ
と
通
う
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
当
該
歌
の

｢

我
が
行
く
道
の｣

も
、

女
性
の
許
へ
と
通
う
意
に
捉
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(

三)
｢

な
び
け
と

人
は
踏
め
ど
も

か
く
寄
れ
と

人
は
突
け
ど
も｣

続
け
て
、｢

な
び
け
と

人
は
踏
め
ど
も

か
く
寄
れ
と

人
は
突
け
ど
も｣

の
表
現
に
つ
い

て
分
析
し
よ
う
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
左
の
歌
が
参
照
さ
れ
る
。

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
従
二

石
見
國
一

別
レ

妻
上
来
時
歌
二
首
并
短
歌

…
…
い
や
遠
に

里
は
離
り
ぬ

い
や
高
に

山
も
越
え
来
ぬ

夏
草
の

思
ひ
し
な
え
て

偲
ふ
ら
む

妹
が
門
見
む

な
び
け
こ
の
山

(

２
・
一
三
一)

妹
ら
が
り

我
が
行
く
道
の

篠
す
す
き

我
し
通
は
ば

な
び
け
篠
原

(

７
・
一
一
二
一

前
掲)

第
一
例
は
、｢

石
見
相
聞
歌｣

の
中
の
有
名
な
表
現
で
あ
り
、
石
見
国
か
ら
都
へ
と
帰
る
男
が
現

地
石
見
の
妻
と
別
れ
る
そ
の
辛
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
二
度
と
逢
え
な
い
で
あ
ろ
う
そ
の
妻
の

姿
を
見
る
た
め
に
は
、
間
に
立
ち
は
だ
か
る
山
が
邪
魔
で
あ
る
。
そ
の
山
に
対
し
て

｢

な
び
け
こ

の
山｣

と
呼
び
掛
け
て
い
る
。
第
二
例
は
前
掲
の
歌
。
妻
の
許
へ
通
う
そ
の
道
中
は
円
滑
で
あ
り

い
ち
早
く
到
着
で
き
る
こ
と
が
、
そ
の
道
を
通
う
男
に
と
っ
て
は
望
ま
れ
る
。
そ
の
思
い
が

｢

な

び
け
篠
原｣

と
な
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。

(

四)
｢

心
無
き｣

続
け
て
、｢

心
無
き｣

に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
。
窪
田
空
穂
氏

『

萬
葉
集
評
釈』

は
こ
の
歌
に

対
し
て
、

美
濃
の
国
の
、
多
分
国
庁
で
あ
つ
た
ら
う
泳
の
宮
へ
行
き
、
そ
の
泳
の
宮
で
、
そ
こ
か
ら
東

方
に
当
つ
て
、
於
吉
蘇
山
、
美
濃
の
山
を
越
す
吉
蘇
路
を
通
つ
て
、
信
濃
の
国
庁
へ
行
く
べ

き
人
の
、
そ
の
吉
蘇
路
の
難
路
に
悩
む
心
を
云
つ
た
も
の
で
あ
る
。(

波
線
、
�
川)

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
波
線
部
の
よ
う
に
、
官
命
の
旅
の
難
路
に
悩
む
心
と
捉
え
る
の
は
妥

当
で
は
な
か
ろ
う
。『

万
葉
集』

中
の

｢

心
無
し｣

の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

味
酒

三
輪
の
山

あ
を
に
よ
し

奈
良
の
山
の

山
の
際
に

い
隠
る
ま
で

道
の
隈

い
積
も
る
ま
で
に

つ
ば
ら
に
も

見
つ
つ
行
か
む
を

し
ば
し
ば
も

見
放
け
む
山
を

心
無
く

雲
の

隠
さ
ふ
べ
し
や

(

１
・
一
七)

大
和
恋
ひ

眠
の
寝
ら
え
ぬ
に

心
無
く

こ
の
州
崎
廻
に

鶴
鳴
く
べ
し
や(

１
・
七
一)

心
無
き

秋
の
月
夜
の

物
思
ふ
と

眠
の
寝
ら
れ
え
ぬ
に

照
り
つ
つ
も
と
な

(

10
・
二
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二
二
六)

あ
る
人
の

あ
な
心
無
と

思
ふ
ら
む

秋
の
長
夜
を

寝
覚
め
伏
す
の
み

(

10
・
二
三
〇

二)心
無
き

雨
に
も
あ
る
か

人
目
守
る

乏
し
き
妹
に

今
日
だ
に
逢
は
む
を

(

12
・
三
一

二
二)

心
無
き

鳥
に
ぞ
あ
り
け
る

ほ
と
と
ぎ
す

物
思
ふ
時
に

鳴
く
べ
き
も
の
か

(

15
・
三

七
八
四)

第
一
例
は
、
三
輪
山
を
隠
し
て
し
ま
う
雲
に
対
し
て
、｢

心
無
し｣

と
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
三
輪
山
へ
の
愛
着
が
あ
る
。
第
二
例
は
難
波
行
幸
時
の
文
武
天
皇
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
で

は
、
大
和
に
残
し
て
来
た
妻
へ
の
恋
情
を
む
や
み
に
か
き
立
て
る
鶴
に
対
し
て
、｢

心
無
し｣

と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
例
は
恋
の
相
手
を
思
い
安
眠
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
作
中
の
叙
述
の
主

体
の
気
持
ち
を
理
解
せ
ず
む
や
み
に
照
る
月
に
対
し
て
、｢

心
無
し｣

と
歌
わ
れ
て
い
る
。
第
四

例
は
、
順
調
に
恋
愛
を
営
む

｢

あ
る
人｣

に
と
っ
て
は
秋
の
夜
長
も
短
い
と
感
じ
、
そ
の
夜
に
対

し
て
は

｢

心
無
し｣

と
の
恨
み
言
も
言
い
た
く
な
る
、
と
い
う
例
。
第
五
例
は
、
愛
し
い
妻
に
逢

え
な
く
し
て
し
ま
う
雨
に
対
し
て

｢

心
無
し｣

と
恨
み
言
を
述
べ
て
い
る
例
。
第
六
例
は
、
中
臣

宅
守
と
狭
野
弟
上
娘
子
と
の
贈
答
歌
群
の
宅
守
の
歌
。
流
さ
れ
て
越
の
国
に
あ
る
自
分
は
、
都
に

い
る
娘
子
と
逢
え
な
い
。
そ
の
恋
情
に
苦
し
む
時
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
に
対
し
て

｢

心
無
し｣

と

歌
っ
て
い
る
。

右
の
歌
々
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
し
て
、
前
項

(

三)

の
表
現
の
分
析
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
当

該
歌
の
こ
の

｢

心
無
し｣

の
表
現
は
、『

窪
田
評
釈』

の
よ
う
に
で
は
な
く
、
や
は
り
、
恋
情
に

か
か
ら
わ
せ
て
把
握
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

四

当
該
歌
の
把
握
に
つ
い
て

さ
て
、
不
明
な
部
分
も
あ
る
も
の
の
、
当
該
歌
の
表
現
か
ら
は
、
美
濃
の
国
の
く
く
り
の
宮
が

あ
り
、(

そ
の
宮
に
い
る
の
か
ど
う
か
は
、｢

行
靡
闕
矣｣

の
関
係
上
、
明
確
に
言
え
な
い
が)

女

性
が
い
る
と
聞
い
て
、
そ
の
女
性
の
許
へ
と
通
お
う
と
す
る
内
容
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
通
お
う
と
す
る
道
の
途
中
に
あ
る
の
が
、｢

奥
十
山

美
濃
の
山｣

で
あ
る
。
こ
の

山
は
邪
魔
で
あ
り
、
自
分
の
恋
情
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
靡
い
て
横
に
寄
っ
て
ど
い
て
く
れ
る

こ
と
も
な
い
。
こ
の
山
は
た
だ
存
在
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
当
該
歌
は
、
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ

て
い
る
と
ま
ず
は
捉
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
当
該
歌
を
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

『

新
考』

は
、

…
…
そ
を
泳
宮
と
い
ひ
し
は
天
皇
の
ま
し
ま
し
し
為
の
み
。
こ
ゝ
は
ク
ク
リ
ノ
里
と
あ
る
べ

き
な
り
。

と
述
べ

｢

く
く
り
の
み
や｣

で
は
な
く
、｢

サ
ト｣

と
訓
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
処
置

に
は
従
え
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
歌
に

｢

く
く
り
の
宮｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
我
々
は
離
れ
て
は
い

け
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
と
な
る
と
、
一
つ
の
こ
と
が
ら
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、

｢

く
く
り
の
宮｣

が
当、
該、
歌、
の、
中、
に、
存、
在、
す、
る、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
す
で
に
、
無
前

提
に
景
行
天
皇
の
記
事
と
結
び
つ
け
て
し
ま
う

『

万
葉
考』

の
態
度
を
批
判
し
た
。
テ
ク
ス
ト
外

部
の
情
報
を
無
批
判
的
に
持
ち
込
む
こ
と
を
、
我
々
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
日
本

古
典
文
学
全
集
版

『

萬
葉
集』

が
、

恋
人
の
姿
を
一
目
見
た
い
と
い
う
内
容
の
民
謡
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、｢

景
行
紀｣

四
年

の
条
の
、
美
濃
行
幸
の
際
、
天
皇
が
左
右
の
侍
臣
の
言
に
従
い
、
そ
の
地
の
美
人
弟
媛
お
と
ひ
め

を
妻
問
お
う
と
し
て
泳
宮
く
く
り

の
み
や
に
滞
在
し
た
、
と
い
う
説
話
を
ふ
ま
え
た
歌
と
も
思
わ
れ

る
。

と
述
べ
、
慎
重
な
あ
り
か
た
を
見
せ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
外
部
と
の
関
わ
り
に
対

し
て
慎
重
で
あ
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
該
歌
の
歌
表
現
に
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

｢

く
く
り
の
宮｣

と
あ
る
こ
と
を
十
分
に
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
当
該
歌
は
景
行
天
皇
の
行
幸
に
関

す
る
話
と
何
ら
か
の
形
で
手
を
結
び
合
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
の
点
に
よ
り
一
層
切
り
込
ん
で
い
っ
た
の
が
、
曽
倉
岑
氏

『

萬
葉
集
全
注
巻
第
十
三』

で

あ
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、『

全
注』

の
見
解
を
引
用
し
よ
う
。『

全
注』

は
、

…
…
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
泳
宮
が
歌
の
製
作
・
享
受
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
現
存
し
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
景
行
紀
の
記
述
は
伝
説
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
仮
に
史
実
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
泳
宮
は
そ
の
行
幸
時
だ
け
の
行
宮
で
あ
り
、
常
置
の
宮
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
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の
後
の
文
献
に
ま
っ
た
く
出
て
来
な
い
こ
と
が
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
歌
は
宮
が
存
在
し
、
そ
こ
に
何
か
が
あ
る
と
歌
っ
て
い
る
。
集
中
に
例
が
あ
る

よ
う
な
、
そ
の
場
所
に
か
か
わ
る
伝
承
が
あ
っ
た
と
い
う
歌
で
も
な
け
れ
ば
、
伝
説
の
舞
台

と
な
っ
た
所
が
こ
こ
で
あ
る
と
い
う
歌
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
諸
注
の
い
く
つ
か
が
説
く

よ
う
に
景
行
紀
と
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
、
こ
の
歌
は
全
体
と
し
て
虚
構
の
上
に
立
っ
て
い

る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
過
去
の
こ
と

史
実
で
あ
れ
伝
説
で
あ

れ

を
現
在
と
仮
想
す
る
、
あ
る
い
は
過
去
の
中
に
あ
る
自
分
を
仮
想
す
る
虚
構
を
で
あ

る
。

と
述
べ
、
当
該
歌
に
お
け
る

｢

虚
構｣
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、『

全
注』

は
、

久
々
利
の
北
、
丘
陵
地
帯
を
越
え
た
先
に
旧
中
山
道
、
古
代
の
東
山
道
が
通
っ
て
い
る
。
そ

の
御み

嶽た
け

宿
の
あ
っ
た
可
児
郡
御
嵩
町
の
あ
た
り
に

『

延
喜
式』

の
可
児
駅
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
こ
の
歌
は
、
こ
の
道
を
往
来
す
る
官
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
可
児
駅
に
宿
泊
し
た
夜
な
ど

に
歌
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
南
方
の
山
を
越
え
た
所
に
景
行
天
皇
の
求
婚
の
伝
説
の
地

久
々
利
が
あ
る
と
聞
き

伝
説
そ
の
も
の
は
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い

、

興
味
を
覚
え
る
ま
ま
タ
イ
ム
・
ス
リ
ッ
プ
し
、
自
分

(

自
分
た
ち)

も
美
女

(

想
像
の
中
で
は

官
女
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い)

の
い
る
泳
宮
に
行
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
山

が
靡
い
て
ほ
し
い
、
横
に
寄
っ
て
ほ
し
い
と
、
山
に
向
か
っ
て
足
踏
み
し
た
り
手
で
突
く
動

作
を
し
た
り
し
な
が
ら
歌
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
そ
の

｢

虚
構｣

の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
こ
の
説
は
き
わ
め
て
魅
力
的
な
説
と
言
え

よ
う
。
し
か
し
、
東
山
道
の
可
児
駅
で
の
虚
構
を
考
え
る
曽
倉
論
文
と
し
て
は
、
当
該
歌
の
作
歌

年
代
を
東
山
道
の
可
児
駅
が
作
ら
れ
た
以
後
に
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
事
実
、
曽
倉
論
文
は
、

｢

時
は
、
吉
蘇
路
の
拓
け
た
、
少
く
と
も
和
銅
六
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る｣

(

窪
田
評
釈)

と

み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
当
該
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
音
数
か
ら
想
起

さ
れ
る
こ
の
歌
の

｢

古
さ｣

(

�)

と
齟
齬
を
来
し
て
し
ま
う
。
前
掲
の
藤
田
徳
太
郎
氏

｢

萬
葉
集
の
韻

律

長
歌
の
句
数
に
つ
い
て

｣

が
、
当
該
歌
を

｢

変
体
形
式｣

の
長
歌
と
し
、｢

種
々
の
変

体
的
な
詞
形｣

｢

短
長
の
調
子
に
宛
て
は
ま
ら
な
い
、
不
整
の
形
態｣

と
説
明
す
る
の
は
、｢

五
・

七
、
五
・
七
、
…
…
五
・
七
・
七｣

と
い
う
定
型
に
至
る
前
の
形
を
分
析
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

曽
倉
氏

『

全
注』

自
体
も

｢

音
数
の
点
な
ど
か
ら
古
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る｣

と
も
述
べ
、
そ

の

｢

古
さ｣

と
の
齟
齬
の
解
消
を
目
指
そ
う
と
は
し
て
い
る
が
、
果
た
し
得
て
い
な
い
。

当
該
歌
を
考
察
す
る
う
え
で
、
や
は
り
、
音
数
の
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
の
歌
の

｢

古
さ｣

か

ら
離
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
の
解
決
を
は
か
る
た
め
に
、
少
々
迂
遠
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
参
照
す
べ
き
は
、
松
田

好
夫
氏

｢『

奥
十
山
、
三
野
之
山』

考｣
(

�)

の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、

｢

三
野
之
山｣

即
ち

｢

美
濃
の
山｣

の
表
現
の
中
に
、
美
濃
国
な
ら
ぬ
他
国
的
な
立
場
と
美

濃
人
な
ら
ぬ
他
国
人
的
な
心
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
美
濃
国
内
に
於
い
て
美
濃
人
自
ら

が
成
立
さ
せ
た
表
現
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
美
濃
国
の
人
は
自
ら
が
住
ん
で
い
る
土
地
を
、｢

美
濃
の
…
…｣

と
は
歌
わ
な
い
、｢

美
濃
の
…
…｣

と
歌
う
の
は
美
濃
国
の
人
で
は
な
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

こ
れ
は
き
わ
め
て
適
切
か
つ
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
指
摘
に
導
き
を
受
け
て
、

『

万
葉
集』

の
表
現
を
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、

過
二

近
江
荒
都
一

時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌

…
…
石
走
る

近
江
の
国
の

楽
浪
の

大
津
の
宮
に
…
…

(

１
・
二
九)

は
柿
本
人
麻
呂
の
有
名
な

｢

近
江
荒
都
歌｣

で
あ
る
が
、
大
和
国
の
人
で
あ
る
柿
本
人
麻
呂
が
、

近
江
国
に
置
か
れ
て
い
た
都
の
荒
廃
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、｢

石
走
る

近
江
の
国
の

楽
浪
の

大
津
の
宮
に｣

と
歌
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
人
麻
呂
の

｢

石
見
相
聞
歌｣

で
も
、

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
従
二

石
見
國
一

別
レ

妻
上
来
時
歌
二
首
并
短
歌

石
見
の
海

角
の
浦
廻
を

浦
な
し
と

人
こ
そ
見
ら
め
…
…

(

２
・
一
三
一)

石
見
の
や

高
角
山
の
…
…

(

２
・
一
三
二)

石
見
な
る

高
角
山
の
…
…

(

２
・
一
三
四)

つ
の
さ
は
ふ

石
見
の
海
の
…
…

(

２
・
一
三
五)

石
見
の
海

津
の
浦
を
な
み

浦
な
し
と

人
こ
そ
見
ら
め

潟
な
し
と

人
こ
そ
見
ら
め

…
…

(
２
・
一
三
八)

石
見
の
海

打
歌
の
山
の
…
…

(

２
・
一
三
九)

と
あ
る
。
松
田
論
文
指

(

�)

摘
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、｢

石
見
国
な
ら
ぬ
他
国
的
な
立
場
と
石
見
人
な

ら
ぬ
他
国
人
的
な｣
要
素
を
こ
こ
に
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
人
麻
呂
の

｢

石
中
死
人
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歌｣

で
も
、

讃
岐
狭
岑
嶋
視
二

石
中
死
人
一

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
并
短
歌

玉
藻
よ
し

讃
岐
の
国
は

国
か
ら
か

見
れ
ど
も
飽
か
ぬ

神
か
ら
か

こ
こ
だ
貴

き
…
…

(
２
・
二
二
〇)

と
い
う
よ
う
に
、
同
様
に
讃
岐
国
な
ら
ぬ
、
讃
岐
人
な
ら
ぬ
要
素
を
見
出
せ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
歌
い
方
は
、
何
も
柿
本
人
麻
呂
だ
け
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
。

詠
二

不
盡
山
一

歌
一
首
并
短
歌

な
ま
よ
み
の

甲
斐
の
国

う
ち
寄
す
る

駿
河
の
国
と

こ
ち
ご
ち
の

国
の
み
中
ゆ

出
で
立
て
る

富
士
の
高
嶺
は
…
…

(

３
・
三
一
九

高
橋
虫
麻
呂

(

�))

こ
の
よ
う
に
、
高
橋
虫
麻
呂
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
い
方
は
、
都
人

が
地
方
の
あ
る
国
へ
と
行
き
、
そ
の
国
の
風
物
を
描
く
時
の
歌
い
方
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
伊
藤
博
氏

｢

近
江
荒
都
歌
の
文
学
史
的
意
義｣

(

�)

は
、

…
…
宮
廷
人
の
前
で
公
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

人
麻
呂
の
公
的
な
儀
礼
歌
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
近
江
荒
都
歌
も
宮
廷
集
団
の

座
で
誦
詠
さ
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
。

と
指
摘
し
、
ま
た
、
伊
藤
博
氏

｢

石
見
相
聞
歌
の
構
造
と
形
成｣

(

�)
は
、

お
そ
ら
く
は
持
統
朝
の
さ
る
日
、
人
麻
呂
は
宮
廷
サ
ロ
ン
に
ロ
マ
ン
の
歌
を
提
供
す
る
よ
う

要
請
を
受
け
た
。
そ
れ
で
人
麻
呂
は

｢

石
見｣

を
通
し
て
彼
が
経
験
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き

一
群
の
歌
を
な
し
た
。
…
…

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
右
に
見
た

｢
近
江
荒
都

歌｣
｢

石
見
相
聞
歌｣

は

(

そ
し
て

｢

石
中
死
人
歌｣

、
虫
麻
呂
の

｢

不
尽
山
の
歌｣

も)

、
地
方

の
国
の
様
子
を
都
人
の
前
で
披
露
し
た
歌
で
あ
り
、
問
題
に
し
て
き
た
歌
い
方
は
、
都
人
に
地
方

の
国
の
様
子
を
紹
介
す
る
時
の
歌
い
方
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

曽
倉
論
文
は
虚
構
の
あ
り
方
を
魅
力
的
な
形
で
説
明
し
て
い
た
が
、
東
山
道
可
児
駅
で
の

｢

虚

構｣

と
考
え
た
た
め
に
、
作
歌
の
時
期
を
東
山
道
可
児
駅
設
置
後
の
新
し
い
時
期
と
考
え
ね
ば
な

ら
ず
、
当
該
歌
の
持
つ

｢

古
さ｣

と
の
齟
齬
を
来
し
て
い
た
。
し
か
し
、
今
、
右
に
見
て
き
た
表

現
の
分
析
を
加
味
す
れ
ば
、
都
で
の
公
表
と
い
う
要
素
を
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
は
、
制
作
お
よ
び
表
現
の
彫
琢
自
体
も
都
に
て
、
と
い
う
要
素
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
曽
倉
論
文
の
よ
う
に
東
山
道
可
児
駅
設
置
後
と
捉
え
る
束
縛
か
ら

離
れ
る
こ
と
が
で
き
、
音
数
の
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
の
歌
の

｢

古
さ｣

も
十
分
に
説
明
が
つ
く

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
根
拠
無
し
に
右
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ

で
、
参
照
し
た
い
の
が
、
次
の
節
で
取
り
上
げ
る
木
簡
で
あ
る
。

五

｢

久
々
利｣

と
記
す
木
簡

奈
良
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
に
よ
る
飛
鳥
藤
原
第
八
四
次
調
査
と
し
て
、

｢

飛
鳥
池
遺
跡
北
地
区｣

(

奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
大
字
飛
鳥)

が
調
査
さ
れ
た
。
そ
の
調
査
に

お
い
て
、

丁
丑
年
十
二
月
次
米
三
野
国
／
加
尓
評
久
々
利
五
十
戸
人
／
○
物
部
○
古
麻
里//

と
檜
材
に
墨
書
さ
れ
た
荷
札
木
簡
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
出
土
木
簡
に
つ
い
て
基
礎
的
な
と
こ
ろ
を
ま
ず
確
認
し
よ
う
。
記
述
中
の

｢

丁
丑
年｣

と

は
、
天
武
六
年

(

西
暦
六
七
七
年)

で
あ
る
。｢

古
麻
里｣

に
つ
い
て
小
谷
博
泰
氏

｢

飛
鳥
藤
原

時
代
木
簡
の
表
記
法
を
め
ぐ
っ
て｣

(

�)

で
は
、

こ
の

｢

古こ

麻ま

里ろ｣

の

｢

里｣

字
は
、｢

天
寿
国�

帳
銘｣

の

｢

阿
米
久
尓
意
斯
波
留
支
比
里

尓
波
乃
弥
己
等｣

の

｢

里｣

と
一
致
す
る
が
、
こ
の
時
代
の
用
字
を
研
究
し
て
い
る
者
な
ら
、

す
ぐ
に
気
の
つ
く
こ
と
で
は
あ
る
。

と
い
ち
早
く

(

�)

述
べ
ら
れ
て
い
る
。｢

次
米｣

の
記
述
に
つ
い
て
、
寺
崎
保
広
氏

｢

奈
良
・
飛
鳥
池

遺
跡｣

(

�)

は
、
天
武
六
年
秋
の
新
嘗
祭
の
悠
紀
・
主
基
の
主
基
の
米
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
が
、

吉
川
真
司
氏

｢

飛
鳥
池
木
簡
の
再
検
討｣

(

�)

は
、

｢

次
米｣

が

｢

新
嘗
祭
の
ス
キ
の
米｣

で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
か
ら
言
う
べ
き
こ
と
で
あ

る
。

と
批
判
す
る
。
ま
た
、
小
谷
博
泰
氏

｢

上
代
木
簡
の
文
体
史｣

(

	)

で
も
、

｢

次
米｣
を
米
の
貢
進
国
、
悠
紀
・
主
基
の
主
基
の
米
と
す
る
が
、
存
疑
と
し
て
お
き
た
い
。

と
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
木
簡
が
出
土
し
た
飛
鳥
池
遺
跡
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
前
掲
寺
崎
保
広
氏
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｢
奈
良
・
飛
鳥
池
遺
跡｣

は
、

こ
こ
で
は
鋳
バ
リ
や
鋳
型
も
伴
う
こ
と
か
ら
、
富
本
銭
は
こ
こ
の
工
房
で
鋳
造
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
こ
と
は
工
房
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

宮
廷
所
属
の
工
房
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館

『

飛
鳥
池
遺
跡』

(

�)

で
は
、
こ
の

遺
跡
が

｢

天
武
天
皇
の
飛
鳥
浄
御
原
宮
か
ら
も
数
百
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て｣

お
ら
ず
、｢

ま
さ

に
飛
鳥
の
都
の
中
心
に
あ
っ
た｣

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
位
置
は
重
要
で
あ
る
。
前
掲

吉
川
真
司
氏

｢

飛
鳥
池
木
簡
の
再
検
討｣

は
、
前
掲
の
よ
う
に
新
嘗
祭
と
の
関
わ
り
、
つ
ま
り
天

皇
や
宮
廷
儀
式
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
こ
と
に
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

貴
顕
の
物
資
が
北
地
区
周
辺
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、
飛
鳥
池
遺
跡
は
場
所
的
に
も
質
的
に
も
、
ま
さ
に
当
時
の
宮
廷
の
中
心
近
く

に
あ
っ
た
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
遺
跡
か
ら
、
当
該
の
木
簡
が
出
土
し
た
こ

と
の
意
義
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

荷
札
木
簡
に
つ
い
て
、
森
公
章
氏

｢

七
世
紀
の
荷
札
木
簡
と
税
制｣

(

�)

は
、｢

地
方
支
配
機
構
や

租
税
制
度
の
実
際
を
知
り
得
る
素
材｣

と
し
て
の
重
要
性
を
説
き
、
馬
場
基
氏

｢

荷
札
と
荷
物
の

か
た
る
も
の｣

(

�)

も

｢

諸
国
か
ら
の
貢
進
物
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
木
簡
は
、
日
本
古
代
の
収
取
や
地

方
支
配
等
、
様
々
な
問
題
を
解
く
鍵
を
握
る
重
要
な
資
料
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る
。
我
々
は
、

こ
う
し
た
荷
札
木
簡
に
よ
っ
て
、
律
令
体
制
に
よ
る
地
方
と
都
と
の
交
流
が
早
く
も
起
こ
り
得
た

こ
と
を
知
り
得
る
。
荷
札
木
簡
は
裏
切
ら
ず
地
方
と
都
と
の
交
流
を
、
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
当
該
の
木
簡
は
、｢

久
々
利｣

の
地
が
都
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
実
際
例
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。｢

三
野
国
加
尓
評
久
々
利
五
十
戸｣

か
ら

｢

次
米｣

が

｢

物
部
古
麻
里｣

に

よ
っ
て
貢
進
さ
れ
た
。
し
か
し
、
交
流
は
米
だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。｢

三
野
国
加
尓
評
久
々

利
五
十
戸｣

と
い
う
地
方
か
ら
、
人
々
が
都
へ
と
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
折
り
に｢

泳
宮｣

に
ま
つ
わ
る
話
も
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

本
稿
は
、
当
該
歌
が
都
で
公
表
さ
れ
た
と
い
う
要
素
を
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
す
で
に

述
べ
た
。
ま
た
、
当
該
歌
の
制
作
お
よ
び
表
現
の
彫
琢
自
体
も
都
に
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
要

素
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
。
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
音
数
の
点
か
ら

考
え
ら
れ
る
こ
の
歌
の

｢

古
さ｣

も
十
分
に
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
該
歌
は
、
前
掲

『

増
訂
全
註
釈』

が
構
成
を
分
析
し
て
い
た
よ
う
に
、｢

奥
十

山

美
濃
の
山｣

が
繰
り
返
さ
れ
、
こ
と
さ
ら

｢

山｣

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
山
多
き

国

｢

美
濃
国｣

と
い
う
、
美
濃
国
の
人
な
ら
ぬ
都
人
た
ち
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
と
言
え
よ
う
。

(

�)

｢

久
々
利｣

と
記
さ
れ
た
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
木
簡
が

(

�)

、
地
方
と
中
央
と
の
交
流
の
様
相
を
示
す

ば
か
り
か
、『

万
葉
集』

に
収
載
さ
れ
て
い
る
歌
の
読
解
を
も
切
り
拓
い
て
く
れ
る
点
を
指
摘
し

て
、
ま
と
め
と
し
た
い
。

[

注]

(

�)

閲
覧
可
能
な
写
本
は
複
製
本
を
参
照
し
閲
覧
不
可
能
な
写
本
は

『

校
本
万
葉
集』

を
用
い
、
本
文
校

訂
を
施
し
た
。
本
文
校
訂
に
用
い
た
諸
本
は
、
元
暦
校
本
、
天
治
本
、
廣
瀬
本
、
神
宮
文
庫
本
、
細
井

本
、
西
本
願
寺
本
、
紀
州
本
、
陽
明
本
、
温
故
堂
本
、
近
衛
本
、
大
矢
本
、
京
都
大
学
本
、
活
字
無
訓

本
、
活
字
附
訓
本
、
寛
永
版
本
。
当
該
歌
の
書
き
下
し
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

萬
葉
集』

に
拠
り
、
適
宜
私
に
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

(

�)
『

日
本
書
紀』

の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

日
本
書
紀』

に
拠
る
。
ル
ビ
は
適
宜
省

い
た
。
な
お
、
引
用
の

[
]

内
、
原
文
は
割
注
で
あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

日
本
書
紀』

で
は
小
字
に
て
示
す
が
、
い
ま
、
便
宜
的
に

[
]

に
入
れ
て
示
し
た
。
本
稿
の
以
下
の
箇
所
の

『

日

本
書
紀』

の
引
用
も
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

日
本
書
紀』

に
拠
る
。

(

�)

松
田
好
夫
氏

｢『

行
靡
闕
矣』

考｣
(『

万
葉
研
究
新
見
と
実
証』

、
一
九
六
八
年
一
月
、
桜
楓
社
。
初

出
、｢

万
葉
集

『

行
靡
闕
矣』

考

巻
十
三
・
三
二
四
二
の
本
文
復
原

｣

、
一
九
五
七
年
一
月)

(

	)

一
覧
中
⑥
の

｢

角
川
文
庫｣

は
、
武
田
祐
吉
氏
校
註
版

(

一
九
五
五
年
四
月)

を
指
す
。

(


)
『

万
葉
集』

の
用
例
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

萬
葉
集』

に
拠
り
、
適
宜
私
に
改

め
た
箇
所
も
あ
る
。

(

�)
｢

行
年｣

を
な
ぜ

｢

そ
ね｣

と
訓
む
か
に
つ
い
て
は
、
澤
瀉
久
孝
氏

『

萬
葉
集
注
釈』

な
ど
が
言
う

よ
う
に
未
詳
。｢

行
年｣

を

｢

そ
ね｣

と
訓
む
例
に
、｢

奥
山
の

菅
の
葉
し
の
ぎ

降
る
雪
の

消
な

ば
惜
し
け
む

雨
な
降
り
行
年

(

そ
ね)｣

(

３
・
二
九
九)

が
あ
り
、『

萬
葉
集
全
注
巻
第
三』

(

西

宮
一
民
氏
担
当)

は
、｢｢

行
年｣

と
い
う
文
字
が

｢

嫌
う｣

印
象
を
与
え
た
の
で
ソ
ネ
ム
の
ソ
ネ
と
訓

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
か
。｣

と
も
記
す
。

(

�)
『

篆
隷
万
象
名
義』

の
引
用
は
、『

高
山
寺
古
辞
書
資
料
第
一』

(

東
京
大
学
出
版
会)

に
拠
る
。

(

)

今
、
こ
の
分
類
が
主
眼
点
で
は
な
い
の
で
、
詳
述
を
省
略
す
る
。

(

�)

伊
藤
博
氏

｢
巻
十
三｣

(『

萬
葉
集
大
成
４
訓
詁
篇
下』

、
一
九
五
五
年
二
月
、
平
凡
社)

(

�)

毛
利
正
守
氏

｢
万
葉
集
・
長
歌
の
字
余
り｣

(『

萬
葉
集
研
究
第
十
一
集』

、
一
九
八
三
年
一
月
、
塙
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書
房)

(
�)

毛
利
正
守
氏

｢｢

サ
ネ
・
カ
ツ
テ｣

再
考｣

(『

萬
葉』

一
〇
二
号
、
一
九
七
九
年
一
二
月)

(

�)
山
口
佳
紀
氏

｢[

非
単
独
母
音
性
の
字
余
り
句]

の
類
型｣

(『

万
葉
集
字
余
り
の
研
究』

、
二
〇
〇
八

年
五
月
、
塙
書
房
。
初
出
、｢『

万
葉
集』

に
お
け
る

[

非
単
独
母
音
性
の
字
余
り
句]

に
つ
い
て｣

、

二
〇
〇
四
年
三
月)

は
、｢

心
無
き
山
の｣

の
句
に
つ
い
て
、｢

コ
コ
ロ
ナ
キ―

ヤ
マ
ノ｣

と
切
れ
る
こ

と
、
七
音
句
で
は

｢

四
音―

三
音｣

ま
た
は

｢

三
音―

四
音｣

と
い
う
切
れ
方
が
普
通
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、｢

前
半
の
コ
コ
ロ
の
部
分
に
同
一
母
音
の
音
節
の
連
続｣

が
あ
り

｢

前
半
で
音
節
の
縮
約
が

生
じ
た
も
の
と
見
る
の
が
、
自
然
で
あ
る
。｣

と
説
明
す
る
。

(

�)

藤
田
徳
太
郎
氏

｢

萬
葉
集
の
韻
律

長
歌
の
句
数
に
つ
い
て

｣
(『

古
代
歌
謡
の
研
究』

、
一

九
三
四
年
九
月
、
金
星
堂)
。
な
お
、『

古
代
歌
謡
の
研
究』

所
収
の
同
論
文
の
末
尾
に
は

｢(

昭
和
八

年
四
月)｣

と
の
注
記
が
あ
る
。

(

�)

井
村
哲
夫
氏

｢｢『

行
靡
闕
矣』

考｣
続
貂｣

(『

松
田
好
夫
先
生
追
悼
論
文
集
万
葉
学
論
攷』

、
一
九

九
〇
年
四
月
、
続
群
書
類
従
完
成
会)

(

�)
『

古
事
記』

の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

古
事
記』

に
拠
る
。

(

�)

観
智
院
本

『

類
聚
名
義
抄』

(

仏
部)

の
引
用
は
、『
天

理

図
書
館
善
本
叢
書
和
書

之
部
第
三
十
二
巻
類
聚
名
義

抄
観
智
院
本
佛』

(

天
理
大
学
出
版
部
・
八
木
書
店)

に
拠
る
。

(

�)
｢

古
さ｣

の
説
明
に
お
い
て
、
決
し
て

｢

民
謡｣

と
い
う
術
語
は
使
う
ま
い
。
そ
の
術
語
を
使
っ
た

と
た
ん
に
、
そ
れ
で
何
か
言
い
得
た
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

松
田
好
夫
氏

｢『

奥
十
山
、
三
野
之
山』

考｣
(

前
掲

『

万
葉
研
究
新
見
と
実
証』

。
初
出
、｢

お
き
そ

山
、
美
濃
の
山

万
葉
集
の
一
首
は
尾
張
の
古
謡
か

｣

、
一
九
五
七
年
九
月)

(

	)

た
だ
し
、
松
田
論
文
自
体
は
、
尾
張
の
若
者
が
久
々
利
へ
の
関
心
を
深
め
て
の
古
謡
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
、
尾
張
に
限
定
す
る
必
然
性
は
な
い
。

(


)

注(

�)

に
同
じ
。

(

�)

こ
の
長
歌
三
一
九
番
歌
に
は
反
歌
が
二
首
付
い
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
三
二
一
番
歌
の
左
注
に

｢

右

一
首
高
橋
連
蟲
麻
呂
之
歌
中
出
焉

以
レ

類
載
レ

此｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。｢

右
一
首｣

が
ど
こ
ま
で
か

か
る
か
な
ど
に
関
わ
り
、
こ
の
長
歌
三
一
九
番
歌
の
作
者
に
つ
い
て
も
諸
説
が
あ
る
が
、
前
掲『
注
釈』

に
詳
細
な
論
考
が
あ
り
、
高
橋
虫
麻
呂
作
と
し
て
お
く
。

(

�)

伊
藤
博
氏

｢

近
江
荒
都
歌
の
文
学
史
的
意
義｣

(『

萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上』

、
一
九
七
五
年
四
月
、

塙
書
房
。
初
出
、
一
九
六
五
年
一
月
お
よ
び
四
月)

(

)

伊
藤
博
氏

｢

石
見
相
聞
歌
の
構
造
と
形
成｣

(

前
掲

『

萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上』

。
初
出
、｢

�歌

人
�
の
誕
生｣

、
一
九
七
三
年
五
月)

(

�)

奈
良
文
化
財
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
閲
覧
で
き
る

｢

木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス｣

の
記
述
を
参
照

し
た
。
ア
ド
レ
ス
は
以
下
の
と
お
り
。(

h
ttp

://w
w

w
.n

ab
u

n
k

e
n
.g

o
.jp

/O
p

e
n

/m
o

k
k

an
/m

o
k

k
an

2
.

h
tm

l)

な
お
、
便
宜
上
、｢

久
々
利｣

の
部
分
を
太
字
と
し
傍
線
を
付
し
て
お
い
た
。

(

�)

小
谷
博
泰
氏

｢

飛
鳥
藤
原
時
代
木
簡
の
表
記
法
を
め
ぐ
っ
て｣

(『

上
代
文
学
と
木
簡
の
研
究』

、
一

九
九
九
年
一
月
、
和
泉
書
院)

(

�)

注(

�)

の
小
谷
論
文
に
つ
い
て
、
注(

�)

前
掲
小
谷
氏
著
書
に
載
る

｢

初
出
一
覧｣

に
は
、｢

新
規

執
筆
。
た
だ
し
、
上
代
文
学
会
〈
書
く
こ
と
の
文
学
〉
研
究
会
に
て
一
九
九
八
年
九
月(

於
甲
南
大
学)

に
口
頭
発
表
。｣

と
の
注
記
あ
り
。

(

�)

寺
崎
保
広
氏

｢

奈
良
・
飛
鳥
池
遺
跡｣

(『

木
簡
研
究』

二
一
号
、
一
九
九
九
年
一
一
月)

(

�)

吉
川
真
司
氏

｢

飛
鳥
池
木
簡
の
再
検
討｣

(『

木
簡
研
究』

二
三
号
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月)

(

�)

小
谷
博
泰
氏

｢

上
代
木
簡
の
文
体
史｣

(『

木
簡
・
金
石
文
と
記
紀
の
研
究』

、
二
〇
〇
六
年
五
月
、

和
泉
書
院
。
初
出
、｢

木
簡
の
文
体
史

七
世
紀
を
主
と
し
て

｣

、
二
〇
〇
三
年
三
月)

(

�)

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館

『

飛
鳥
池
遺
跡』

(

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月)

(

�)

森
公
章
氏

｢

七
世
紀
の
荷
札
木
簡
と
税
制｣

(『

木
簡
研
究』

二
八
号
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月)

(

�)

馬
場
基
氏

｢

荷
札
と
荷
物
の
か
た
る
も
の｣

(『

木
簡
研
究』

三
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月)

(

�)

島
崎
藤
村

『

夜
明
け
前』

は
周
知
の
よ
う
に
、｢

木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中
で
あ
る
。｣

で
始
ま
る
。

印
象
は
こ
の
よ
う
に
し
て
形
作
ら
れ
る
こ
と
に
関
連
し
て
、
参
照
さ
れ
る
。

(

�)

泳
宮

(

く
く
り
の
み
や)

古
蹟
近
く
の
可
児
郷
土
歴
史
館

(

岐
阜
県
可
児
市
久
々
利
一
六
四
四
番
地

一)

に
、
こ
の
木
簡
の
複
製
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

[

附
記]

本
稿
は
、
美
夫
君
志
会
平
成
二
十
三
年
度
五
月
例
会

(

二
〇
一
一
年
五
月
八
日)

に
お
け
る
研
究
発
表

｢

八

十
一
隣
の
宮｣

を
基
に
し
て
い
る
。
質
疑
応
答
に
お
い
て
、
諸
氏
よ
り
貴
重
な
御
指
摘
を
賜
っ
た
。
記
し
て

謝
意
を
述
べ
た
い
。
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(

ｃ)
｢

墓
誌
の
表
現
分
析
に
基
づ
く
日
中

文
化
交
流
の
基
礎
的
研
究｣

(

研
究
課
題
番
号：

22520214)

交
付
に
よ
る
成
果
に
基
づ
く
。

�川 晶輝：『万葉集』 巻十三・三二四二番歌について( )二一


