
『
松
浦
宮
物
語
』
の
擬
古

『
萬
葉
集
』
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て

奥

村

和

美

は
じ
め
に

一

ゆ
つ
き
が
し
た
に

二

１
）

す
ど
が
た
け
が
き

二

２
）

垣
・
ひ
ま
・
風

二

３
）

風
も
も
り
こ
ず

『
松
浦
宮
物
語
』
の
和
歌
や
文
章
に
は
、『
萬
葉
集
』
の
歌

を
踏
ま
え
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
。
あ
え
て
『
萬
葉
集
』
の
耳

馴
じ
み
の
な
い
歌
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
体
を
印
象

さ
せ
、
物
語
に
「
萬
葉
の
世
界
」
を
形
作
ろ
う
と
す
る
。
或
い

は
、『
萬
葉
集
』
の
訓
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
漢
字
本
文
に
つ

い
て
も
意
識
を
及
ぼ
し
て
、
そ
れ
を
歌
の
修
辞
や
状
況
設
定
に

利
用
す
る
。
そ
の
よ
う
な
点
に
、
作
者
藤
原
定
家
の
衒
学
的
と

も
言
え
る
、
擬
古
の
方
法
と
『
萬
葉
集
』
享
受
の
一
端
と
を
捉

え
た
。
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は
じ
め
に

藤
原
定
家
作
と
見
ら
れ
る
『
松
浦
宮
物
語
』
の
和
歌
や
文
章
に
は
、

『
萬
葉
集
』
の
歌
を
踏
ま
え
た
表
現
が
少
な
く
な
い
。
藤
原
宮
の
時
、

お
そ
ら
く
は
文
武
朝
と
い
う
時
代
設
定
に
応
じ
て
、
そ
の
時
代
の
人

物
が
口
に
し
そ
う
な
歌
の
一
部
を
引
用
し
た
り
新
た
に
創
作
し
た
り

す
る
。
す
な
わ
ち
、『
萬
葉
集
』
の
歌
を
作
者
定
家
の
生
き
る
時
代

の
歌
と
は
異
な
る
歌
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
歴
史
意
識
の
も
と
意
図

的
に
『
萬
葉
集
』
の
歌
句
を
引
用
し
た
り
、
萬
葉
風
の
歌
を
作
り
出

し
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
擬
古
意
識
の
強
さ
に
お
い
て
、

『
松
浦
宮
物
語
』
に
は
、
定
家
の
通
常
の
詠
作
と
は
ま
た
別
に
『
萬

葉
集
』
の
歌
に
対
す
る
理
解
の
し
か
た
が
先
鋭
に
現
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
明
確
な
擬
古
意
識
の
も
と
、『
松
浦
宮
物
語
』
で
は
『
萬

葉
集
』
の
歌
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
の
か
、
定
家
が
見
た
で

あ
ろ
う
『
萬
葉
集
』
の
訓
に
で
き
る
だ
け
基
づ
い
て
幾
つ
か
の
例
に

即
し
た
具
体
的
な
考
察
を
行
う
。
そ
の
考
察
を
通
し
て
、
定
家
が

『
萬
葉
集
』
を
ど
う
読
み
ど
う
解
釈
し
た
の
か
、
仙
覚
以
前
の
『
萬

葉
集
』
享
受
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

ゆ
つ
き
が
し
た
に

『
萬
葉
集
』
か
ら
の
摂
取
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、

次
の
部
分
を
見
て
み
る
。

い
つ
し
か
と
泊
瀬
に
詣
で
て
、
か
の
法
を
行
ふ
に
、
な
に
の
た

が
ひ
め
か
あ
ら
む
。
月
あ
か
き
夜
、
山
の
嶺
に
大
き
な
る
槻
の
木

の
蔭
に
、
琴きむ
の
声
の
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
た
だ
ひ
と
り
急
ぎ
お
り
て
見

給
ふ
。

66
は
つ
せ
の
や

ゆ
つ
き
が
し
た
に

照
る
月
の

光
り
を
袖

に

待
ち
う
け
て
見
る

67
思
ひ
い
る

契
り
し
引
け
ば

は
つ
せ
な
る

ゆ
つ
き
が
し

た
に

か
げ
は
見
え
け
り

（
巻
三
〔
四
九
〕
弓
槻
が
下１

）
）

物
語
の
終
盤
、
氏
忠
が
唐
か
ら
帰
朝
し
、
約
束
ど
お
り
日
本
に
転
生

し
た
華
陽
公
主
と
泊
瀬
で
再
会
す
る
場
面
で
あ
る
。
華
陽
公
主
の
66

歌
と
氏
忠
の
67
歌
は
、
諸
論
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
萬
葉
集
』

の
巻
十
一
の
歌
を
踏
ま
え
る２

）
。

長
谷

弓
槻
下

吾
所
隠
在
妻

赤
根
刺

所
光
月
夜
邇

人

見
点
鴨

一
云
「
人
見
豆
良
牟
可
」

は
つ
せ
の

ゆ
つ
き
が
し
た
に

わ
が
か
く
せ
る
つ
ま

あ
か

ね
さ
し

て
れ
る
つ
く
よ
に

ひ
と
み
て
む
か
も

一
云
「
ひ

と
み
つ
ら
む
か
」

（
萬
11
・
二
三
五
三

旋
頭
歌

人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
）

塙
書
房
Ｃ
Ｄ
｜
Ｒ
版
に
よ
っ
て
現
行
の
漢
字
本
文
と
訓
と
を
掲
げ
た

（
以
下
同
じ
）。
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、『
萬
葉
集
』
の
中
か
ら
短
歌
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で
は
な
く
旋
頭
歌
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』
中

の
人
麻
呂
歌
集
歌
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
代
の
人
麻
呂
集
に
は
採

ら
れ
て
お
ら
ず
、『
続
千
載
和
歌
集
』
に
至
る
ま
で
勅
撰
集
に
も
採

録
さ
れ
て
い
な
い
。
長
歌
や
旋
頭
歌
は
作
歌
の
手
本
と
し
に
く
い
か

ら
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い

歌
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
が
特
異
で
あ
る
。
し
か
し
、『
萬
葉
集
』

諸
本
で
の
施
訓
状
況
を
見
る
と
、
嘉
暦
伝
承
本
に
訓
が
付
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
、
比
較
的
早
い
時
点
、
古
点
の
段
階
で
す
で
に
訓

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
初
句
「
長
谷
」
の
部
分
の
訓
は
、

『
校
本
萬
葉
集
』
に
よ
っ
て
整
理
し
て
挙
げ
る
と
次
の
と
お
り
（
見

出
し
に
は
該
当
語
句
の
句
序
数
と
漢
字
本
文
を
掲
げ
、
訓
は
全
て
片

仮
名
で
示
し
、
仮
名
遣
い
の
異
な
り
は
略
号
の
あ
と
に
（
）
に
入
れ

て
示
す
。
以
下
同
じ
）。

①
長
谷

ハ
ツ
セ
ノ
ヤ
｜
嘉
、
広
、
宮
、
細
、
西
別
筆
、
京
赭
、
綺
語

抄
、
袋
草
紙
、
一
字
抄
、
五
代
簡
要

ハ
ツ
セ
ノ

｜
紀
、
西
、
文
、
温
、
陽
、
矢
、
近
、
京
、
附
、

寛

古
く
は
ハ
ツ
セ
ノ
ヤ
と
訓
ん
で
い
た
が
、
仙
覚
文
永
本
の
段
階
で
、

も
う
一
つ
伝
え
ら
れ
て
い
た
訓
ハ
ツ
セ
ノ
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
現

行
の
テ
キ
ス
ト
も
漢
字
本
文
ど
お
り
字
足
ら
ず
の
ハ
ツ
セ
ノ
の
訓
を

と
る
。
定
家
『
五
代
簡
要３

）
』
に
は
上
句
「
は
つ
せ
の
や

ゆ
つ
き
が

し
た
に

わ
が
か
く
し
た
る
つ
ま
」
が
摘
出
さ
れ
、
定
家
が
こ
こ
で

は
広
瀬
本
な
ど
に
見
ら
れ
る
ハ
ツ
セ
ノ
ヤ
の
訓
に
よ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
定
家
が
、
ハ
ツ
セ
ノ
の
訓
の
あ
る
こ
と
を
も
知
っ
た
上
で
ハ

ツ
セ
ノ
ヤ
の
訓
に
よ
っ
た
な
ら
ば
、
字
足
ら
ず
は
歌
と
し
て
許
容
で

き
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。

平
安
朝
以
降
、
鎌
倉
時
代
初
期
ご
ろ
ま
で
の
和
歌
で
、
こ
の
旋
頭

歌
の
語
句
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
長
ら
く
な
か
っ
た
（
傍
線
は
稿
者

に
よ
る
、
以
下
同
じ
）。

は
つ
せ
の
や

ゆ
つ
き
が
し
た
に

か
く
ろ
へ
て

人
に
し
ら

れ
ぬ

秋
風
ぞ
吹

『
拾
遺
愚
草
』
一
一
二
五

内
大
臣
家
百
首
「
樹
陰
納
涼４

）
」）

は
つ
せ
山

ゆ
つ
き
が
し
た
に

て
る
月
の

あ
く
る
も
し
ら

ぬ

あ
り
あ
け
の
か
げ

（『
拾
遺
愚
草
』
二
二
六
三

八
月
十
五
夜
歌
合「
古
寺
残
月
」）

は
つ
せ
山

ゆ
つ
き
が
し
た
に

な
く
し
か
の

つ
ま
も
か
く

さ
ず

て
ら
す
月
か
げ

（『
玉
吟
集
』
二
一
五
七

前
内
大
臣
家
会
「
名
所
秋
歌
に５

）
」）

あ
ら
ち
を
が

ゆ
つ
き
が
し
た
に

と
も
す
火
に

し
か
の
た

ち
ど
の

し
る
く
も
あ
る
哉

（『
玉
吟
集
』
一
〇
二
八
「
樹
陰
照
射
」）

は
つ
せ
山

ゆ
つ
き
が
し
た
も

あ
ら
は
れ
て

今
夜
の
月
の

名
こ
そ
か
く
れ
ね
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（『
続
後
撰
和
歌
集
』
秋
・
三
三
三

後
鳥
羽
院
下
野
「
八
月

十
五
夜
歌
合
に
、
名
所
月
」）

こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
、
定
家
や
家
隆
な
ど
新
古
今
時
代
の
歌
人
に

よ
っ
て
よ
う
や
く
見
出
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
の
ち
に
「
ゆ
つ
き
」
は

「
ゆ
つ
き
が
た
け
」
と
同
じ
く
地
名
と
解
さ
れ
も
す
る
が
、
題
に

「
樹
陰
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
は
、「
ゆ
」
神
聖
な
、「
つ
き
」
槻

の
木
、
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
「
大
き
な
る
槻
の
木
の

蔭
」
と
す
る
『
松
浦
宮
物
語
』
も
同
様
で
あ
る
。
一
方
、
歌
学
書
に

お
い
て
は
も
う
少
し
早
い
時
期
か
ら
二
三
五
三
番
歌
の
引
用
が
見
え

る
。
仲
実
『
綺
語
抄
』
に
「
あ
か
ね
さ
し
て
る
月
」
の
証
歌
と
し
て

引
か
れ
、
清
輔
『
和
歌
一
字
抄
』「
茜
差
月
」
及
び
『
袋
草
紙
』「
異

な
る
事
を
詠
め
る
歌
」
に
も
引
か
れ
る
。「
あ
か
ね
さ
し
」
は
一
般

に
「
日
」
に
か
か
る
が
、「
月
」
に
か
か
る
の
は
特
異
だ
と
し
て
、

そ
の
証
歌
と
し
て
こ
の
一
首
が
引
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
旋

頭
歌
で
あ
る
が
ゆ
え
に
実
作
に
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
来
な
か
っ
た

こ
の
歌
は
、
一
部
の
学
識
あ
る
歌
人
に
は
記
憶
の
片
隅
に
と
ど
め
ら

れ
て
い
た
歌
で
あ
っ
た
。『
松
浦
宮
物
語
』
は
そ
の
よ
う
な
歌
を
あ

え
て
選
択
し
て
踏
ま
え
て
お
り
、『
萬
葉
集
』
の
四
千
首
以
上
あ
る

歌
の
中
で
、
一
般
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
珍
し
い
歌
を
知
っ
て
い
る

こ
と
を
誇
示
す
る
態
度
、
歌
学
的
知
識
を
背
景
に
し
た
衒
学
的
な
態

度
と
い
う
も
の
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、『
松
浦
宮
物
語
』
で
は
『
萬
葉
集
』
の
こ
の
歌
を
、
歌
の

表
現
に
踏
ま
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
つ
と
に
萩
谷
氏
が
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
場
面
設
定
に
も
利
用
し
て
い
る６

）
。
氏
忠
は
、
月
の
明
る
い
夜
、

泊
瀬
の
山
の
槻
の
大
木
の
蔭
で
、
琴
を
弾
く
華
陽
公
主
と
再
会
す
る
。

『
萬
葉
集
』
の
歌
が
も
っ
て
い
た
野
趣
は
き
れ
い
に
削
ぎ
落
と
さ
れ

て
い
る
が
、
神
秘
的
な
雰
囲
気
の
も
と
こ
の
歌
の
世
界
を
物
語
上
に

再
現
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
日
光
の
よ
う
に
「
あ
か
ね
」
さ
す
明

る
い
月
光
と
、
そ
れ
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
女
性
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、

物
語
中
、
秋
の
月
夜
に
登
場
す
る
華
陽
公
主
に
ふ
さ
わ
し
い
と
捉
え

ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

氏
忠
に
と
っ
て
は
終
始
「
隠
し
た
る
妻
」
で
あ
っ
た
華
陽
公
主
が
、

「
泊
瀬
の
ゆ
つ
き
が
し
た
」
と
い
う
神
聖
な
場
所
で
氏
忠
に
よ
っ
て

見
あ
ら
わ
さ
れ
、
晴
れ
て
結
ば
れ
る
と
い
う
ド
ラ
マ
テ
ィ
カ
ル
な
転

換
が
図
ら
れ
て
い
る
。
66
歌
は
男
性
で
は
な
く
女
性
の
詠
と
し
、
下

句
で
は
袖
に
月
光
を
う
け
て
た
た
ず
む
姿
を
描
き
出
す７

）
な
ど
若
干
の

改
変
は
あ
る
も
の
の
、
利
用
の
し
か
た
と
い
う
点
で
は
、
付
き
す
ぎ

と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
心
詞
と
も
に
『
萬
葉
集
』
の
歌
に
忠
実
に
即
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
『
萬
葉
集
』
の
特
定
の
歌
を
は
っ
き
り

と
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
世
界
の
枠
組
み
を
外
側
か
ら

支
え
る
と
同
時
に
、
萬
葉
風
の
「
古
さ
」
と
い
う
も
の
を
印
象
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
が
一
点
あ
る
。
氏
忠
の
67
歌
の
萩

谷
訳
に
、
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深
く
心
に
ひ
め
た
約
束
ご
と
が
二
人
を
引
き
寄
せ
る
よ
う
に
、

あ
な
た
が
そ
の
約
束
通
り
琴
を
弾
く
も
の
だ
か
ら
、
泊
瀬
の
山

の
弓
に
ひ
く
槻
の
木
の
下
で
、
現
実
に
あ
な
た
の
姿
を
見
つ
け

た
こ
と
だ

と
あ
り
、
こ
の
歌
に
弓
の
縁
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
。
初
句
に
は
「
思
ひ
い
る
」
と
あ
っ
て
、「
い
る
」
も

弓
の
縁
語

射
る
）だ
か
ら
可
能
性
は
い
っ
そ
う
高
い
。「
弓
」
と
い

う
要
素
は
平
仮
名
書
き
の
中
に
は
見
出
せ
な
い
が
、「
ゆ
つ
き
」
の

『
萬
葉
集
』
漢
字
原
文
表
記
で
あ
る
「
弓
槻
」
に
は
あ
る
。「
ゆ
つ

き
」
の
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
漢
字
表
記
に
一
部
の
歌
人
の
関
心
が

寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
『
袖
中
抄
』
の
一
節
か
ら
知
ら
れ

る
。

さ
つ
ひ
と
の
ゆ
つ
き
が
た
け
と
は
、
薩
人
の
弓
と
続
く
る
な
り
。

万
葉
に
は
長
谷
の
弓
槻
と
も
詠
め
り
。
又
ま
き
も
く
の
弓
槻
が

た
け
と
も
詠
め
り
。
又
ま
き
も
く
の
小
槻
が
た
け
と
も
書
け
り
。

槻
と
月
と
同
訓
な
れ
ば
、
弓
月
と
も
書
也
。
白
槻
山
を
も
或
は

白
月
山
と
書
也
。
或
南
都
の
人
の
申
し
侍
り
し
は
ゆ
つ
き
が
た

け
と
は
、
そ
の
所
に
雄
略
天
皇
の
弓
を
つ
き
た
ま
ひ
た
り
し
よ

り
い
ふ
な
り
と
申
し
侍
り
き
。
そ
れ
は
弓
を
つ
き
た
る
心
に
や
。

弓
杖
也
。

（『
袖
中
抄
』
第
十
一
（
116
）「
さ
つ
ひ
と
の
ゆ
つ
き
が
た
け８

）
」）

巻
十
・
一
八
一
六
番
歌
に
つ
い
て
顕
昭
が
、
枕
詞
「
さ
つ
ひ
と
の
」

が
「
ゆ
つ
き
が
た
け
」
に
か
か
る
理
由
を
説
明
し
た
箇
所
で
あ
る
。

「
さ
つ
ひ
と
（
薩
人
）」
が
武
人
だ
か
ら
、「
ゆ
つ
き
」
の
「
弓
」
に

続
く
と
解
釈
す
る
。
そ
の
際
、「
ゆ
つ
き
」
を
「
弓
槻
」
と
も
書
く

証
と
し
て
、
二
三
五
三
番
歌
の
「
長
谷
の
弓
槻
」
を
引
く
。
後
文
で

は
雄
略
天
皇
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
紹
介
し
て
、「
ゆ
つ
き
」
と
い
う

地
名
の
起
源
の
中
に
「
弓
」
の
要
素
を
見
出
し
て
い
る
。

定
家
は
『
萬
葉
集
』
の
「
ゆ
つ
き
が
し
た
に
」
の
「
ゆ
つ
き
」
を

「
斎
＋
槻
」
と
理
解
す
る
一
方
、
こ
の
よ
う
な
歌
学
的
知
識
を
も
と

に
「
弓
槻
」
と
書
く
こ
と
を
十
分
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
66
歌
の

「
は
つ
せ
の
や

ゆ
つ
き
が
し
た
に
」
じ
た
い
は
『
萬
葉
集
』
の
平

安
時
代
に
と
ら
れ
て
い
た
訓
に
よ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
67
歌
の
「
は
つ

せ
な
る

ゆ
つ
き
が
し
た
に
」
は
そ
れ
を
少
し
変
え
た
だ
け
だ
が
、

67
歌
で
は
「
ゆ
つ
き
」
の
『
萬
葉
集
』
漢
字
本
文
の
「
弓
」
を
意
識

し
て
、
縁
語
「
い
る
」「
ひ
く
」
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
萬
葉

集
』
の
歌
を
踏
ま
え
る
際
、
訓
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
漢
字
本
文
に

つ
い
て
も
意
識
を
及
ぼ
し
て
歌
の
修
辞
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
注

意
し
て
お
い
て
よ
い
。

二

１
）

す
ど
が
た
け
が
き

次
の
歌
も
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
中
で
特
に
『
萬
葉
集
』
と
の
関

わ
り
の
深
い
歌
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

56



か
ひ
な
き
こ
と
を
の
み
聞
こ
ゆ
れ
ど
、「
后
宮
さ
へ
お
は
し
ま

し
て
ひ
ま
も
な
き
」
よ
し
を
の
み
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

11
あ
ら
た
ま
の

す
ど
が
た
け
が
き

ひ
ま
も
な
く

隔
て
添

ふ
ら
し

風
も
も
り
来
ず

（
巻
一
〔
三
〕
皇
女
入
内
）

物
語
の
最
初
、
日
本
で
の
こ
と
で
あ
る
。
神
奈
備
皇
女
の
入
内
が
決

ま
り
人
々
が
準
備
に
余
念
が
な
い
中
、
氏
忠
が
ふ
と
漏
ら
し
た
一
首

で
あ
る
。「
后
宮
さ
へ
お
は
し
ま
し
て
、
ひ
ま
も
な
き
」
と
い
う
よ

う
に
、
皇
女
の
母
宮
ま
で
も
付
き
添
っ
て
い
て
音
信
を
通
じ
る
機
会

が
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
11
歌
は
上
二
句
「
あ
ら
た
ま
の

す

ど
が
た
け
が
き
」
が
「
ひ
ま
も
な
く
」
を
導
き
、
そ
の
よ
う
に
𨻶
間

が
な
い
く
ら
い
「
隔
て
」
が
「
添
ふ
」
の
だ
ろ
う
と
、
皇
女
の
周
囲

の
人
目
が
多
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
推
量
す
る
。「
風
も
も
り
来
ず
」

は
、
そ
の
状
況
で
皇
女
の
様
子
を
う
か
が
う
手
立
て
さ
え
な
い
こ
と

を
比
喩
的
に
表
す
。「
あ
ら
た
ま
の

す
ど
が
た
け
が
き
」
は
、
諸

注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
萬
葉
集
』
の
つ
ぎ
の
歌
に
基
づ
く９

）
。

之

寸
戸
我
竹
垣

編
目
従
毛

妹
志
所
見
者

吾
恋
目
八

方あ
ら
た
ま
の

き
へ
が
た
か
が
き

あ
み
め
ゆ
も

い
も
し
み

え
な
ば

あ
れ
こ
ひ
め
や
も（

萬
11
・
二
五
三
〇

正
述
心
緒
）

現
行
の
『
萬
葉
集
』
テ
キ
ス
ト
で
は
第
二
句
「
寸
戸
」
を
キ
ヘ
と
訓

む
。
キ
ヘ
は
「
伎き
倍へ
比ひ
等と
」（
13
・
三
三
五
四
）
の
「
き
へ
」
と
同

じ
く
遠
江
国
の
麁
玉
郡
内
の
地
名
と
見
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
古

く
は
そ
の
よ
う
な
訓
で
は
な
か
っ
た
。
い
ま
「
寸
戸
」
の
部
分
の
異

同
の
み
を
整
理
し
て
掲
げ
る
。

②
寸
戸

ス
ト
｜
嘉
、
類
、
古
、
広
、
宮
、
細
、
西
ト
左
、
文
ト
左
、

温
ト
左
、
矢
ト
左
、
京
ト
左
、
和
歌
初
学
抄
、
奥
義
抄
、

五
代
簡
要
、
和
歌
色
葉
、
八
雲
御
抄

ス
コ
｜
紀
、
宮
コ
左
、
細
コ
左
、
西
コ
青
、
文
コ
青
、
温
、

陽
コ
青
、
矢
コ
青
、
京
コ
青
、
附
、
寛

仙
覚
本
系
の
諸
本
に
ス
コ
の
コ
が
紺
青
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

仙
覚
以
前
は
ス
ド
と
訓
ん
で
い
た
が
、
仙
覚
が
ス
コ
と
改
訓
し
た
。

仙
覚
の
『
萬
葉
集
註
釈
』
に
も
、

ア
ラ
タ
マ
ノ
ス
コ
カ
タ
ケ
カ
キ
ア
ミ
メ
ニ
モ
イ
モ
シ
ミ
エ
ナ
ハ
ワ
カ
コ
ヒ
メ
ヤ
モ

之
寸
戸
我
竹
垣
編
目
従
毛
妹
志
所
見
者

吾
恋
目
八
方

此
歌
古
点
ニ
ハ
、
ア
ラ
タ
マ
ノ
ス
ト
カ
タ
ケ
カ
キ
ア
ミ
メ
ヨ
リ

ト
点
セ
リ
。
今
和
換
云
、
ス
コ
カ
タ
ケ
カ
キ
ア
ミ
メ
ニ
モ
ト
イ

フ
ヘ
シ
。
ア
ラ
タ
マ
ノ
ス
コ
カ
タ
ケ
カ
キ
ト
ハ
、
ア
ラ
ク
タ
ヘ

ナ
ル
タ
ケ
カ
キ
ト
イ
ヘ
ル
也
。
ス
コ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ヲ
、
ナ
カ

ニ
ヘ
タ
テ
タ
リ
。
タ
ト
ヘ
ハ
、
ヌ
ハ
タ
マ
ノ
ク
ロ
カ
ミ
ト
イ
ヘ

ト
モ
、
ヌ
ハ
タ
マ
ノ
ワ
カ
ク
ロ
カ
ミ
ニ
ナ
ト
イ
フ
カ
コ
ト
シ
。
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ス
コ
ト
ハ
、
シ
ツ
ナ
リ
。
カ
ノ
タ
ケ
カ
キ
ノ
ア
ミ
メ
ヨ
リ
モ
、

イ
モ
カ
ミ
ス
ハ
ワ
レ
コ
ヒ
メ
ヤ
モ
ト
ヨ
メ
ル
也10

）
。

と
見
え
る
。「
シ
ヅ
」
す
な
わ
ち
卑
賤
と
い
う
意
の
ス
コ11

）
が
こ
こ
で

は
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
広
瀬
本
に
「
ス

ド
」、『
五
代
簡
要
』
の
摘
出
に
も
「
す
ど
」
と
あ
り
、『
松
浦
宮
物

語
』
は
そ
の
よ
う
な
当
時
の
『
萬
葉
集
』
の
訓
に
し
た
が
っ
て
「
あ

ら
た
ま
の

す
ど
が
た
け
が
き
」
と
詠
む
。
萩
谷
注
が
、「
近
来
は
、

『
和
名
抄
』
の
遠
江
国
の
郡
名
の
条
に
、「
麁
玉
」
と
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
寸き
戸へ
」
を
麁
玉
郡
の
地
名
と
見
る
が
、
こ
の
物
語
の
作

者
は
、「
す
と
」
を
普
通
名
詞
の
簀す
戸ど
も
し
く
は
柵き
戸へ
と
考
え
て
用

い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
よ
う
に
、
ス
ド
は
「
簀
戸
」
す
な
わ
ち

竹
で
編
ん
だ
戸
と
理
解
さ
れ
、「
す
ど
が
た
け
が
き
」
は
、
竹
で
編

ん
だ
戸
を
立
て
回
し
た
垣
根
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。『
萬
葉

集
』
の
歌
は
、
め
ぐ
ら
さ
れ
た
垣
根
の
、
竹
で
編
ん
だ
戸
の
編
み
目

が
し
っ
か
り
詰
ま
っ
て
い
る
、
そ
の
ほ
ん
の
少
し
の
𨻶
間
か
ら
で
も

妹
の
姿
が
見
え
た
な
ら
、
こ
ん
な
に
恋
し
く
辛
い
思
い
を
す
る
だ
ろ

う
か
、
と
歎
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
す
ど
が
た
け
が
き
」
と
い
う

歌
句
は
、
平
安
時
代
長
ら
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
。
お
そ

ら
く
ス
ド
の
意
に
不
分
明
さ
が
残
っ
た
こ
と
と
、
竹
垣
が
や
や
卑
俗

な
素
材
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
萬
葉
集
』
の
奇
語
の
摂

取
に
意
欲
的
な
源
俊
頼
に
よ
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
に
至
る
。

山
が
つ
の

す
ど
が
た
け
が
き

え
だ
も
せ
に

ゆ
ふ
が
ほ
な

れ
り

す
か
ひ
〳
〵
に

（『
散
木
奇
歌
集
』
三
五
四12

）
）

山
さ
と
は

す
ど
が
た
け
が
き

さ
き
は
や
す

は
ぎ
を
み
な

へ
し

こ
き
ま
ぜ
て
け
り

（『
散
木
奇
歌
集
』
四
一
三
）

そ
の
後
、
俊
頼
の
例
を
承
け
て
平
安
時
代
末
に
は
、
藤
原
重
家
、
藤

原
家
隆
、
藤
原
季
経
と
い
っ
た
少
数
の
歌
人
の
間
で
、
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

み
や
ま
べ
は

す
ど
が
た
け
が
き

も
る
か
ぜ
に

く
れ
ゆ
く

秋
の

ほ
ど
ぞ
し
ら
る
る

（『
重
家
集
』
二
七
九

「
山
家
送
秋
」）

ね
や
近
き

す
ど
が
た
け
が
き

吹
か
ぜ
の

こ
ゑ
も
た
ま
ら

ず

あ
き
は
き
に
け
り
（『
玉
吟
集
』
一
一
二
九

「
初
秋
」）

あ
と
も
な
く

け
さ
は
の
わ
き
に

な
り
に
け
り

し
ど
ろ
に

見
え
し

す
ど
が
た
け
が
き

（『
六
百
番
歌
合
』
三
五
三

秋
上
二
十
七
番
左

藤
原
季
経
）

こ
の
よ
う
な
「
す
ど
が
た
け
が
き
」
と
い
う
歌
句
を
『
松
浦
宮
物

語
』
が
利
用
す
る
の
は
、『
萬
葉
集
』
に
は
確
か
に
あ
っ
て
後
に
は

あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
「
古
さ
」
を
捉
え
た
か
ら
だ

ろ
う
。『
萬
葉
集
』
の
耳
慣
れ
な
い
珍
奇
な
語
句
や
難
解
さ
を
少
し

残
し
た
語
句
に
、
古
体
を
感
じ
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
あ
の
俊
頼
が
見
出
し
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
家
に
と
っ
て
は

『
萬
葉
集
』
の
中
で
も
取
り
用
い
る
べ
き
語
句
と
認
識
さ
れ
、
そ
の

「
古
さ
」
に
特
別
の
意
義
、
再
生
の
可
能
性
を
秘
め
た
「
古
さ
」
と
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い
う
意
義
が
加
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
二
五
三
〇
番
歌
は
、『
萬
葉
集
』
の
歌
と
し
て
は
別
の

観
点
か
ら
一
部
の
歌
人
に
知
ら
れ
て
い
た
歌
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

清
輔
『
奥
義
抄
』（
二
十
四
）
に
は
、

あ
ら
た
ま
と
い
ふ
は
、
と
し
と
し
り
た
れ
ど
も
、
集
に
云
、

秋
は
ぎ
の

し
た
ば
も
み
づ
る

あ
ら
た
ま
の

月
の
へ
ゆ

け
ば

か
ぜ
は
や
き
か
も

又
云
、

あ
ら
た
ま
の

す
ど
か
竹
が
き

あ
み
め
よ
り
も

い
も
し

見
え
ず
は

我
こ
ひ
め
や
も

か
や
う
に
よ
め
り
。
た
だ
あ
ら
た
ま
る
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
。

こ
の
か
き
も
、
あ
た
ら
し
き
か
き
と
い
へ
る
に
こ
そ
。
す
ど
と

は
寸
戸
と
ぞ
か
き
た
る
。

と
見
え
、『
和
歌
初
学
抄
』
も
同
様
で
あ
る
。「
あ
ら
た
ま
の
」
と
い

う
枕
詞
は
一
般
に
は
「
年
」「
月
」
な
ど
に
か
か
る
が
、
そ
う
で
な

い
例
外
と
し
て
こ
の
歌
が
歌
学
の
上
で
は
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

「
あ
ら
た
ま
の
」
と
い
う
枕
詞
も
含
め
て
、『
松
浦
宮
物
語
』
は
こ

の
歌
を
か
な
り
露
骨
に
用
い
る
。
そ
こ
に
は
、
先
の
「
ゆ
つ
き
が
し

た
に
」
の
66
歌
・
67
歌
の
場
合
と
同
様
、『
萬
葉
集
』
の
中
で
人
が

あ
ま
り
知
ら
な
い
よ
う
な
珍
し
い
表
現
を
含
む
歌
を
知
っ
て
い
る
こ

と
を
誇
示
す
る
態
度
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
例
外
的
な

表
現
を
あ
え
て
用
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
て
歌
に
詠
む

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
も
示
そ
う
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
先
掲
の
俊

頼
以
下
の
例
で
は
、「
す
ど
が
た
け
が
き
」
は
、
山
里
や
山
家
の
も

の
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
質
素
な
も
の
、
卑
賤
な
も
の
の
イ
メ

ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
は

「
す
ど
が
た
け
が
き
」
は
神
奈
備
皇
女
と
い
う
后
腹
の
皇
女
の
入
内

の
準
備
の
さ
ま
を
比
喩
的
に
表
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
あ
ま
り

適
当
な
用
い
方
と
は
言
え
な
い
。
枕
詞
の
「
あ
ら
た
ま
の
」
が
、
右

に
挙
げ
た
『
奥
義
抄
』
に
、「
た
だ
あ
ら
た
ま
る
と
い
ふ
こ
こ
ろ
也
。

こ
の
垣
も
、
あ
た
ら
し
き
垣
と
い
へ
る
に
こ
そ
」
と
説
明
さ
れ
て
い

る
の
で
、
に
わ
か
づ
く
り
の
竹
垣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
、

皇
女
入
内
の
急
な
準
備
の
さ
ま
を
表
そ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
歌
学
的
知
識
を
背
景
と
し
て
そ
れ
を
単
な
る
知
識
に
終

わ
ら
せ
ず
、
虚
構
の
中
で
は
あ
り
な
が
ら
実
際
の
詠
作
に
用
い
る
の

は
、
衒
学
的
な
態
度
を
も
う
一
歩
進
め
た
も
の
と
言
え
る
。

そ
し
て
、『
松
浦
宮
物
語
』
が
こ
こ
で
『
萬
葉
集
』
の
歌
の
上
二

句
を
あ
か
ら
さ
ま
に
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
と
の
一
首
全
体
が
強

く
喚
起
さ
れ
る
。
第
四
句
の
「
所
見
者
」
の
訓
は
、

④
所
見
者

ミ
エ
ナ
ハ
｜
広
、
宮

ヱ
）、
細

ヱ
）、
紀

ヘ
）、
西
、
文
、

温
、
矢
、
京
、
附
、
寛

ミ
エ
ヌ
ハ
｜
嘉
、

ミ
エ
ス
ハ
｜
類
、
奥
義
抄
、
和
歌
色
葉
、
和
歌
初
学
抄
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ミ
エ
ネ
ハ
｜
古

と
い
う
よ
う
に
、
肯
定
・
否
定
の
両
形
の
間
で
揺
れ
る
。
広
瀬
本
に

は
ミ
エ
ナ
バ
と
あ
り
、
類
聚
古
集
を
は
じ
め
歌
学
書
類
に
は
ミ
エ
ズ

ハ
と
あ
る
か
ら
、
定
家
は
肯
定
否
定
ど
ち
ら
の
訓
も
知
っ
て
い
た
と

見
ら
れ
る13

）
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
首
全
体
を
強
く
喚
起
す
る
こ
と

を
通
し
て
氏
忠
の
激
し
い
恋
情
を
表
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

氏
忠
は
こ
の
と
き
十
七
歳
と
い
う
設
定
で
、
表
面
的
に
は
ま
だ
推
な

さ
を
有
し
て
、
し
か
も
真
面
目
一
方
の
、
色
恋
に
は
疎
い
人
物
と
描

か
れ
る
が
、
踏
ま
え
ら
れ
た
『
萬
葉
集
』
の
正
述
心
緒
歌
に
よ
っ
て

内
に
秘
め
た
激
し
い
恋
情
が
表
さ
れ
る
。

先
の
66
歌
・
67
歌
の
場
合
と
同
様
、
こ
れ
は
『
萬
葉
集
』
の
歌
の

踏
ま
え
方
と
し
て
は
付
き
す
ぎ
と
言
っ
て
よ
い
。
本
歌
取
り
に
も

様
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
本
歌
取
り
の
一
つ
と
見

る
な
ら
ば
定
家
の
通
常
の
詠
歌
に
お
け
る
そ
れ
と
は
方
法
的
に
大
き

な
差
が
あ
る
。
つ
ま
り
、『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
擬
古
意
識
と

し
て
は
、
漠
然
と
萬
葉
風
の
古
め
か
し
い
雰
囲
気
が
漂
え
ば
よ
い
と

い
う
の
で
は
な
い
。『
萬
葉
集
』
に
載
る
特
定
の
歌
、
少
し
耳
慣
れ

な
い
が
知
っ
て
い
る
人
は
知
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
歌
を
は
っ
き
り

と
想
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
が
こ
こ
で
「
古
さ
」
を
醸
し

出
す
こ
と
、「
萬
葉
の
世
界
」
と
い
っ
た
も
の
を
創
り
出
す
上
で
一

つ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

二

２
）

垣
・
ひ
ま
・
風

11
歌
に
は
結
句
に
「
風
も
も
り
こ
ず
」
と
、
踏
ま
え
ら
れ
た
『
萬

葉
集
』
の
歌
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
要
素
が
加
わ
る
。
こ
れ
を
平
安

時
代
末
の
詠
み
方
の
影
響
と
見
る
説
も
あ
る14

）
が
、「
垣
」
と
そ
の

「
ひ
ま
」
と
そ
こ
を
出
入
り
す
る
「
風
」
と
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
想

起
さ
れ
る
『
萬
葉
集
』
の
歌
が
あ
る
。

朝
影

吾
身
成

玉
垣
入

風
所
見

去
子
故

あ
さ
か
げ
に

あ
が
み
は
な
り
ぬ

た
ま
か
き
る

ほ
の
か
に

み
え
て

い
に
し
こ
ゆ
ゑ
に

（
萬
11
・
二
三
九
四

人
麻
呂
歌
集
略
体
歌

正
述
心
緒
）

稲
岡
耕
二
『
萬
葉
集
全
注

巻
十
一
』
に
、「
神
社
の
玉
垣
の
間
か

ら
入
る
ほ
の
か
な
風
の
イ
メ
ー
ジ
を
文
字
に
よ
っ
て
喚
起
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
垣
根
の
す
き
ま
を
風
が

出
入
り
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
「
た
ま
か
き
る

ほ
の
か
に
み
え
て

い

に
し
こ
ゆ
ゑ
に
」
と
い
う
訓
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
が
、「
玉
垣
入

風
所
見
」
の
漢
字
表
記
に
は
意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
在
の

通
説
的
な
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
家
が
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
の
歌
の
訓
、
特
に
第
三
、
四
句
の
訓
は
現
行
の
訓
と
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
た
。

③
④
玉
垣
入
風

タ
マ
カ
キ
ノ

ス
キ
マ
ニ
｜
嘉
、
広
、
宮
左
、
細
、
紀
、
西
、
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文
、
温
、
矢
、
京
、
附
、
寛

タ
マ
カ
キ
ニ

ス
キ
マ
ニ
｜
古

タ
マ
カ
キ
ニ

オ
ホ
ノ
カ
｜
類

タ
マ
カ
キ
ノ

ホ
ノ
カ
ニ
｜
宮

タ
マ
カ
キ
ニ

ホ
ノ
カ
ニ
｜
人
麻
呂
集

カ
ケ
ロ
フ
ノ

ホ
ノ
カ
ニ
｜
京
赭
、
六
帖
（
雑
思
「
思
ひ
や

す
」）

の
よ
う
に
六
種
ほ
ど
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
訓
で
は
「
入
」
の

文
字
は
第
三
句
で
は
な
く
、
第
四
句
を
構
成
す
る
文
字
と
捉
え
ら
れ

て
い
て
、
現
行
の
『
萬
葉
集
』
テ
キ
ス
ト
と
は
句
の
切
り
方
が
異
な

る
。
現
行
テ
キ
ス
ト
は
「
玉
垣
入
」
の
三
文
字
で
、
枕
詞
タ
マ
カ
キ

ル
を
表
記
し
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
「
玉
垣
入
」
は
借
訓
字
で
、

「
風
」
一
字
で
意
を
取
っ
て
ホ
ノ
カ
ニ
と
訓
む
こ
と
に
な
る
。

六
種
あ
る
う
ち
の
最
後
の
カ
ゲ
ロ
フ
ノ
ホ
ノ
カ
ニ
と
い
う
訓
は
、

重
出
歌
と
見
ら
れ
る
巻
十
二
の
、

朝
影
尓

吾
身
者
成
奴

玉
蜻

髣
髴
所
見
而

之
児
故
尓

あ
さ
か
げ
に

あ
が
み
は
な
り
ぬ

た
ま
か
ぎ
る

ほ
の
か
に

み
え
て

い
に
し
こ
ゆ
ゑ
に（

萬
12
・
三
〇
八
五

寄
物
陳
思
）

③
④
玉
蜻

髣
髴

カ
ケ
ロ
フ
ノ

ホ
ノ
カ
ニ
｜
元
、
類′
、
広
、
宮
、
細
、
温
、

矢
、
京
、
西
、
紀
、
附
、
寛

（
類′
は
類
聚
萬
葉
）

の
第
三
、
四
句
の
訓
カ
ゲ
ロ
フ
ノ
ホ
ノ
カ
ニ
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
除
外
す
る
と
、
お
お
よ
そ
、「
玉
垣
」
を

タ
マ
カ
キ
と
訓
ん
で
助
辞
を
補
う
点
で
は
共
通
し
、「
入
風
」
を
ス

キ
マ
ニ
と
訓
む
か
ホ
ノ
カ
ニ
と
訓
む
か
の
二
種
に
分
か
れ
る15

）
。
い
ず

れ
に
訓
む
と
し
て
も
、「
入
風
」
の
二
字
は
義
訓
で
あ
る
。
風
が
出

入
り
す
る
よ
う
な
僅
か
な
間
𨻶
と
い
う
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ス
キ
マ
ニ

と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
或
い
は
そ
の
よ
う
な
僅
か
な
𨻶
間
か
ら
不

確
か
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
を
採
れ
ば
、
ホ
ノ
カ
ニ
の
訓

が
当
て
は
ま
る
。
広
瀬
本
に
ス
キ
マ
ニ
と
あ
り
、
人
麻
呂
集
に
ホ
ノ

カ
ニ
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
定
家
は
お
そ
ら
く
ど
ち
ら
の
訓
も

知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
訓
は
、「
玉
垣
」
を
タ
マ
カ
キ

と
訓
む
こ
と
に
お
い
て
現
行
の
訓
よ
り
も
漢
字
本
文
の
表
意
性
を
強

く
反
映
し
て
、
一
首
は
、
美
し
い
垣
に
風
が
出
入
り
す
る
僅
か
な
間

𨻶
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
通
し
て
ち
ら
り
と
し
か
見
え
な
か
っ
た
女
性

を
恋
し
く
思
う
と
い
う
内
容
と
解
さ
れ
る16

）
。『
松
浦
宮
物
語
』
の
11

歌
が
、「
垣
」
と
そ
の
「
ひ
ま
」
と
出
入
り
す
る
「
風
」
と
を
詠
む

こ
と
に
お
い
て
、『
萬
葉
集
』
の
二
三
九
四
番
歌
を
も
踏
ま
え
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
定
家
の
読
解
は
『
萬
葉
集
』
の
歌
の
訓
の
部
分
だ
け

で
は
な
く
、「
入
風
」
と
あ
る
漢
字
本
文
に
も
及
ん
で
い
た
と
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
先
の
「
ゆ
つ
き
」
の
『
萬
葉
集
』
の
漢
字
原
文
表
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記
「
弓
槻
」
へ
の
意
識
が
、「
弓
」
の
縁
語
を
用
い
る
こ
と
に
関
わ

っ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
も
「
入
風
」
と
い
う
漢
字
本
文
へ
の
意
識

が
、「
風
も
も
り
こ
ず
」
と
い
う
譬
喩
表
現
を
生
み
出
す
こ
と
に
関

わ
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
漢
字
と
訓
と
の
対
応
に
つ
い

て
の
分
析
的
な
反
省
意
識
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
藤
原
宮
時
代
と
さ

れ
る
物
語
中
の
人
物
、
特
に
歌
に
秀
で
た
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
人
物
の
作
歌
方
法
と
見
な
す
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
あ
く
ま

で
物
語
作
者
の
創
作
意
識
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
て
、『
萬
葉
集
』

の
漢
字
本
文
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
作
中
人
物
の
あ
ず
か

り
知
ら
ぬ
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

二

３
）

風
も
も
り
こ
ず

11
歌
に
つ
い
て
、
視
点
を
換
え
て
風
と
い
う
素
材
を
中
心
に
見
て

み
よ
う
。

風
が
周
囲
の
監
視
や
障
害
を
自
由
に
か
い
く
ぐ
る
も
の
と
し
て
詠

ま
れ
る
例
が
、『
萬
葉
集
』
巻
十
一
に
あ
る
。

玉
垂

小
簾
之
寸
鶏
吉
仁

入
通
来
根

足
乳
根
之

母
我
問

者

風
跡
将
申

た
ま
だ
れ
の

こ
す
の
す
け
き
に

い
り
か
よ
ひ
こ
ね

た
ら

ち
ね
の

は
は
が
と
は
さ
ば

か
ぜ
と
ま
う
さ
む

（
萬
11
・
二
三
六
四

旋
頭
歌

古
歌
集
）

②
寸
鶏
吉

キ
ケ
キ
｜
嘉
、
広
、
古
、
細
右
、
宮
キ
右
、
袖
中
抄

シ
ケ
キ
｜
宮
、
西
シ
左
、
温
シ
左
、
矢
シ
左
、
京
シ
左

ス
ケ
キ
｜
細
、
宮
ス
左
、
文
ス
青
、
西
ス
青
、
矢
ス
青
、
京
ス
青
、

陽
ス
青
、
紀
、
温
、
附
、
寛
、

ス
カ
キ
｜
京
赭

旋
頭
歌
で
あ
る
が
、
嘉
暦
伝
承
本
に
訓
が
見
え
る
か
ら
、
こ
れ
も
か

な
り
早
い
段
階
で
施
訓
さ
れ
て
い
た
と
思
し
い
。
若
い
女
性
の
詠
で
、

簾
の
𨻶
間
を
出
入
り
す
る
風
に
男
性
を
見
立
て
、
風
の
よ
う
に
人
目

に
つ
か
ず
自
分
の
も
と
に
通
っ
て
き
て
く
れ
た
ら
、
と
詠
む
。
こ
の

発
想
は
、
以
降
、『
伊
勢
物
語
』
六
四
段
に
も
、

吹
く
風
に

わ
が
身
を
な
さ
ば

玉
す
だ
れ

ひ
ま
求
め
つ
つ

入
る
べ
き
も
の
を

と
り
と
め
ぬ

風
に
は
あ
り
と
も

玉
す
だ
れ

誰
が
許
さ
ば

か

ひ
ま
求
む
べ
き17

）

と
見
え
、『
後
撰
和
歌
集
』
に
も
、

玉
だ
れ
の

あ
み
目
の
間
よ
り

吹
く
風
の

寒
く
は
添
へ
て

入
れ
む
思
ひ
を

（『
後
撰
和
歌
集
』
雑
二
・
一
一
五
七

よ
み
人
知
ら
ず
）

と
見
え
る
が
、
表
現
か
ら
見
て
こ
れ
ら
の
歌
に
二
三
六
四
番
歌
と
の

直
接
の
影
響
関
係
は
考
え
に
く
い
。
二
三
六
四
番
歌
は
、
旋
頭
歌
で

あ
る
こ
と
と
、
お
そ
ら
く
第
二
句
の
「
寸
鶏
吉
（
当
時
の
訓
は
キ
ケ

キ
或
い
は
シ
ケ
キ
、
ス
ケ
キ
は
仙
覚
改
訓
）」
の
意
の
難
解
さ
の
た
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め
に
平
安
時
代
、
実
作
に
は
長
ら
く
参
考
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
が
、

こ
れ
も
平
安
時
代
後
期
に
な
っ
て
、
俊
頼
の
萬
葉
語
摂
取
の
試
み
の

中
で
見
出
さ
れ
る18

）
。

と
し
ふ
れ
ど

こ
す
の
き
け
き
の

た
え
ま
よ
り

み
え
し
し

な
ゐ
は

お
も
か
げ
に
た
つ

（『
散
木
奇
歌
集
』
一
一
七
五
「
と
し
を
へ
た
る
こ
ひ
」）

二
三
六
四
番
歌
は
、
隔
て
が
あ
っ
て
も
𨻶
間
か
ら
自
由
に
出
入
り

す
る
も
の
と
し
て
風
を
詠
み
、
そ
れ
に
逢
会
の
願
い
を
託
す
と
い
う

発
想
を
も
つ
点
で
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
11
歌
と
共
通
す
る
。
特
に

下
句
で
親
の
監
視
の
厳
し
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
表
現
の
あ
る
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
第
五
句
「
母
我
問
者
」
の
「
母
」
の
訓
は

諸
本
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
見
え
る
。

⑤
母オ

ヤ
｜
嘉
、
広
、
宮
、
細

ヲ
ヤ
｜
古
、
西
左
、
文
左
、
温
左
、
矢
左
、
京
左
、
袖
中
抄

ハ
ハ
｜
紀
、
宮
左
、
細
左
、
文
青
、
西
青
、
矢
青
、
京
青
、
附
、

寛
、

ナ
シ
）｜
温

仙
覚
以
前
は
い
ず
れ
も
オ

ヲ
）ヤ
と
訓
み
、
仙
覚
が
文
字
ど
お
り
ハ

ハ
と
改
訓
し
た
。
こ
れ
は
『
萬
葉
集
』
中
の
「
母
」
の
訓
に
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
オ

ヲ
）ヤ
で
あ
れ
ば
母
親
父
親
の
ど

ち
ら
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
が
、『
顕
註
密
勘
』
所
引
の
顕
昭
注

に
は
、た

ら
ち
ね
の
お
や
と
は
、
母
を
よ
め
り
。
萬
葉
に
は
母
と
か
き

て
お
や
と
よ
め
り
。

と
あ
る
。「
た
ら
ち
ね
の
」
と
い
う
枕
詞
の
か
か
り
方
に
つ
い
て
述

べ
た
箇
所
で
、
訓
は
オ
ヤ
で
あ
っ
て
も
『
萬
葉
集
』
漢
字
本
文
は

「
母
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
袖
中
抄
』
第
四
も
、
第

二
句
「
小
簾
之
寸
鶏
吉
」
を
コ
ス
ノ
キ
ケ
キ
と
訓
む
、
そ
の
キ
ケ
キ

に
つ
い
て
注
釈
す
る
箇
所

44
）で
、
こ
の
歌
を
引
用
す
る
。
そ
の
際
、

「
タ
ラ
チ
ネ
ノ
母ヲヤ
」
の
よ
う
に
漢
字
本
文
を
も
あ
え
て
掲
げ
て
い
て
、

『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
漢
字
本
文
「
母
」
と
訓
オ

ヲ
）ヤ
と
の
ず
れ

は
、
定
家
の
み
な
ら
ず
、
学
識
あ
る
歌
人
に
は
知
ら
れ
て
い
た
事
柄

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
二
三
六
四
番
歌
に
つ
い
て
定
家
は
、
母
親
の

監
視
の
目
が
厳
し
く
て
逢
え
な
い
こ
と
を
歎
く
歌
と
理
解
し
て
い
た

と
見
て
よ
い
。
そ
の
内
容
と
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
「
后
宮
さ
へ
お

は
し
ま
し
て
、
ひ
ま
も
な
き
」
と
い
う
神
奈
備
皇
女
の
置
か
れ
た
状

況
と
は
き
れ
い
に
重
な
る
。
歌
に
お
け
る
風
と
い
う
素
材
の
扱
い
方

と
、
直
前
の
地
の
文
で
の
母
宮
の
描
き
方
か
ら
見
て
、
こ
こ
で
は
、

二
三
六
四
番
歌
も
参
照
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い19

）
。
そ
の
際
、
定

家
が
『
萬
葉
集
』
の
漢
字
本
文
に
「
母
」
と
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
上

で
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
と
同
様
で

あ
る
。
ま
た
歌
の
内
容
を
地
の
文
に
お
け
る
状
況
設
定
に
も
利
用
す

る
こ
と
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
華
陽
公
主
と
氏
忠
と
の
泊
瀬
で
の
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再
会
の
場
面
の
描
写
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、『
松
浦
宮
物
語
』
が
『
萬
葉
集
』
の
歌
を
踏
ま
え

て
擬
古
的
に
萬
葉
風
の
歌
を
詠
む
と
き
、『
萬
葉
集
』
の
漢
字
本
文

を
意
識
し
て
そ
れ
を
歌
の
修
辞
や
状
況
設
定
に
利
用
す
る
方
法
の
あ

る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
漢
字
本
文
へ
の
意
識
と
は
言
っ
て
も
、
そ

こ
に
、『
萬
葉
集
』
の
漢
字
本
文
を
い
か
に
訓
む
か
と
い
う
施
訓
の

態
度
ま
で
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
同
時
代
の
歌
学

書
な
ど
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
歌
語
に

つ
い
て
、
遡
っ
て
『
萬
葉
集
』
で
は
漢
字
で
い
か
に
書
か
れ
て
あ
る

か
、
そ
の
漢
字
表
記
に
よ
っ
て
語
の
意
義
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て

確
定
で
き
る
か
、
と
い
う
意
識
に
な
お
と
ど
ま
る
も
の
だ
ろ
う
。

仙
覚
以
前
の
古
次
点
の
段
階
の
『
萬
葉
集
』
の
訓
と
い
え
ば
、
し

ば
し
ば
漢
字
本
文
か
ら
離
れ
た
訓
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
現
在

の
研
究
で
は
目
が
向
け
ら
れ
が
ち
で
、
い
か
に
漢
字
本
文
を
軽
視
し

て
当
時
の
好
尚
に
よ
る
訓
を
付
け
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が

集
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
定
家
は
、

訓
が
た
と
え
漢
字
本
文
か
ら
離
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
訓
だ
け
を

読
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
漢
字
本
文
に
も
目
を
そ
そ
ぎ
、
訓
と

漢
字
本
文
と
の
対
応
に
つ
い
て
も
関
心
を
払
い
、
漢
字
本
文
を
通
し

て
訓
す
な
わ
ち
歌
語
を
理
解
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
態
度
や
、
先

述
し
た
よ
う
な
『
萬
葉
集
』
の
歌
へ
の
付
き
す
ぎ
と
も
言
う
べ
き
踏

ま
え
方
、
す
な
わ
ち
物
語
中
に
「
萬
葉
の
世
界
」
を
作
り
出
す
た
め

の
意
図
的
な
摂
取
の
し
方
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、『
松
浦
宮

物
語
』
で
の
萬
葉
風
の
歌
の
詠
作
が
、
は
た
し
て
萩
谷
氏
の
言
わ
れ

た
よ
う
な
定
家
の
作
歌
の
𥡴
古
の
た
め
で
あ
っ
た20

）
か
ど
う
か
疑
問
と

せ
ざ
る
を
え
な
い
。『
萬
葉
集
』
の
学
習
が
、
現
実
に
定
家
の
詠
作

に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
こ
と
と

『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
虚
構
と
し
て
構
え
ら
れ
た
萬
葉
風
の
歌

の
詠
作
と
は
一
線
を
劃
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上

で
、
改
め
て
擬
古
と
し
て
萬
葉
風
の
歌
を
作
る
と
は
ど
の
よ
う
な
行

為
で
あ
り
、
そ
れ
が
定
家
の
通
常
の
詠
作
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
の
か
、
問
い
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

注１
）
『
松
浦
宮
物
語
』
の
本
文
は
萩
谷
朴
『
松
浦
宮
全
注
釈
』（
若
草
書
房
、

一
九
九
七
年
三
月
）
に
よ
り
、
適
宜
、
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ま
た
本
稿
で
引
く
萩
谷
訳
、
萩
谷
注
も
こ
れ
に
よ
る
。

２
）

水
野
治
久
「「
松
浦
宮
物
語
」
の
成
立
時
代
と
作
者
に
つ
い
て
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
十
七
巻
六
号
、
一
九
四
〇
年
六
月
）。
田
島
智
子

「『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
万
葉
歌
利
用
」（『
詞
林
』
十
五
号
、
一

九
九
四
年
四
月
）。
五
月
女
肇
志
「『
松
浦
宮
物
語
』
の
万
葉
摂
取
」

（『
古
代
文
学
の
創
造
と
継
承
』
新
典
社
、
二
〇
一
一
年
一
月
）

３
）
『
五
代
簡
要
』
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
三
十
七
巻
（
朝
日
新
聞

社
、
一
九
九
六
年
四
月
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

４
）
『
拾
遺
愚
草
』
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
八
巻
（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
三
年
十
月
）、
同
第
九
巻
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
二
月
）
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に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

５
）
『
玉
吟
集
』
は
、
久
保
田
淳
『
藤
原
家
隆
集
と
そ
の
研
究
』（
三
弥
井

書
店
、
一
九
六
八
年
七
月
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

６
）

前
掲
注

１
）萩
谷
書
。

７
）
「
袖
に
｜
う
け
て
」
と
い
う
表
現
は
『
萬
葉
集
』
に
も
例
が
見
え
る
。

風
散

花
橘

袖
受
而

為
君
御
跡

思
鶴
鴨

か
ぜ
に
ち
る

は
な
た
ち
ば
な
を

そ
で
に
う
け
て

き
み
が
み

あ
と
と

し
の
ひ
つ
る
か
も

（
萬
10
・
一
九
六
六

「
詠
花
」
夏
雑
歌
）

８
）
『
袖
中
抄
』
は
、
川
村
晃
生
校
注
、
歌
論
歌
学
集
成
・
四
、
五
（
三

弥
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

９
）

早
く
は
、
松
村
博
司
「
あ
ら
た
ま
の
す
こ
か
た
け
か
き
」（『
金
城
国

文
』
三
巻
二
号
、
一
九
五
六
年
十
月
）
に
指
摘
が
あ
る
。

10
）
『
萬
葉
集
註
釈
』
は
、
萬
葉
集
叢
書
第
八
輯
『
仙
覚
全
集
』（
臨
川
書

店
、
九
七
二
年
十
一
月
）
に
よ
る
。

11
）

仙
覚
は
、
萬
１
・
一
「
菜
採
須
児
」
の
訓
ナ
ツ
ム
ス
コ
に
つ
い
て

「
ス
コ
ト
イ
フ
ハ
、
野
イヤシキ

人
。
今
歌
ノ
意
者
、
義
諧

賤
女

」
と
注
し

て
い
る
。

12
）
『
散
木
奇
歌
集
』
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
二
十
四
巻
（
朝
日
新

聞
社
、
一
九
九
三
年
十
月
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

13
）

定
家
が
複
数
の
『
萬
葉
集
』
テ
キ
ス
ト
を
見
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
山
崎
福
之
「「
定
家
本
萬
葉
集
」

一
｜
冷
泉
家
本
『
五
代
簡
要
』

書
入
と
広
瀬
本
｜
」（『
上
代
語
と
表
記
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
十

月
）、
同
「「
定
家
本
萬
葉
集
」

二
｜
冷
泉
家
本
『
五
代
簡
要
』
の
周

辺
｜
」（『
上
代
文
学
』
89
、
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）
を
参
照
し
た
。

14
）

前
掲
注
（
２
）
田
島
論
文
。

15
）

類
聚
古
集
の
訓
オ
ホ
ノ
カ
は
「
ゆ
っ
た
り
と
」
と
い
う
意
味
だ
か
ら

こ
こ
に
は
合
わ
な
い
。
ホ
ノ
カ
の
誤
写
か
。

16
）

こ
の
一
首
は
、『
萬
葉
集
』
で
は
「
正
述
心
緒
」
に
分
類
さ
れ
る
が
、

『
類
聚
古
集
』
で
は
二
五
三
〇
番
歌
と
と
も
に
巻
八
「
垣
」
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。

17
）
『
伊
勢
物
語
』
は
、
渡
辺
実
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
、

一
九
七
六
年
七
月
）
に
よ
る
。

18
）
「
し
な
ひ

ゐ
）」
も
ま
た
萬
葉
語
で
あ
る
。
動
詞
シ
ナ
フ
は
、「
多た
知ち

之し
奈な
布ふ
」（
20
・
四
四
四
一
）
と
あ
り
、
そ
の
名
詞
形
シ
ナ
ヒ
は
、

率
尓

今
毛
欲
見

秋
芽
子
之

四

二
将
有

妹
之
光
儀
乎

ゆ
く
り
な
く

い
ま
も
み
が
ほ
し

あ
き
は
ぎ
の

し
な
ひ
に
あ
る

ら
む

い
も
が
す
が
た
を（

萬
10
・
二
二
八
四

「
寄
花
」
秋
相
聞
）

と
見
え
る
。

19
）

も
う
一
首
、
風
を
め
ぐ
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
歌
が
あ

る
。

息
緒

吾
雖
念

人
目
多
社

吹
風

有
数

応
相
物

い
き
の
を
に

あ
れ
は
お
も
へ
ど

ひ
と
め
お
ほ
み
こ
そ

ふ
く

か
ぜ
に

あ
ら
ば
し
ば
し
ば

あ
ふ
べ
き
も
の
を

（
萬
11
・
二
三
五
九

旋
頭
歌

人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
）

こ
れ
も
旋
頭
歌
で
あ
る
。
第
四
句
の
漢
字
本
文
は
「
吹
風
」
と
だ
け
あ

っ
て
助
辞
の
表
記
が
な
い
。
現
行
の
テ
キ
ス
ト
で
は
助
辞
を
訓
み
添
え

フ
ク
カ
ゼ
ニ
と
訓
む
。
そ
の
訓
に
よ
れ
ば
、
男
性
が
も
し
自
分
が
風
で

あ
っ
た
ら
何
度
で
も
あ
の
娘
と
逢
え
る
だ
ろ
う
に
と
思
う
内
容
と
解
さ

れ
る
。
仙
覚
以
前
の
訓
は
、

④
吹
風

フ
ク
カ
セ
ニ
｜
嘉
、
広

フ
ク
カ
セ
ノ
｜
紀
、
西
、
文
、
温
、
矢
、
附
、
寛
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フ
ク
カ
セ

｜
細
、
宮
、
京

の
よ
う
に
、
大
き
く
は
フ
ク
カ
ゼ
ニ
、
フ
ク
カ
ゼ
ノ
の
二
つ
が
あ
る
。

非
仙
覚
本
で
は
フ
ク
カ
ゼ
ニ
だ
が
、
仙
覚
本
が
伝
え
る
古
次
点
に
フ
ク

カ
ゼ
ノ
と
あ
り
、
定
家
は
お
そ
ら
く
両
方
の
訓
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
フ
ク
カ
ゼ
ノ
の
訓
で
あ
れ
ば
、
音
信
を
通
わ
せ
る
つ
て
が
あ
る

な
ら
ば
、
と
い
う
意
と
な
り
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
11
歌
の
風
の
詠
み

方
に
近
い
。
初
句
「
息
の
緒
に
」
は
、
同
じ
く
『
松
浦
宮
物
語
』
の
、

14
い
き
の
を
に

君
が
心
し

た
ぐ
ひ
な
ば

千
重
の
浪
わ
け

み

を
も
な
ぐ
が
に

（
巻
一
〔
四
〕
遣
唐
の
宣
旨
）

に
も
用
い
ら
れ
た
語
で
、
二
三
五
九
番
歌
は
14
歌
の
基
づ
い
た
『
萬
葉

集
』
の
歌
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
二
三
五
九
番

歌
が
参
照
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

20
）

前
掲
注

１
）萩
谷
書
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
浅
田
徹
「
松

浦
宮
物
語
巻
一
の
和
歌
を
め
ぐ
っ
て

本
歌
取
り
と
擬
古
」（『
国
文

学
』
四
六
巻
十
四
号
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
）
も
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。

附
記

特
に
こ
と
わ
ら
な
い
場
合
、
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
、
歌
学

書
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
に
よ
っ
た
。
な
お
、
本
稿
は
、
奈
良
女
子
大

学
古
代
学
学
術
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
第
10
回
若
手
研
究
者
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
お
け
る
講
演
（
二
〇
一
四
年
八
月
三
十
日

於
奈
良
県
立
万
葉

文
化
館
）
に
基
づ
く
。（

お
く
む
ら

か
ず
み

奈
良
女
子
大
学
教
授
）
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