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は
じ
め
に 

 

『
万
葉
集
』
二
十
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
個
別
の
状
況
の
中
に
詠
ま
れ
て
い

る
。
巻
と
し
て
編
ま
れ
る
際
、
編
集
の
志
向
に
基
づ
い
て
選
ば
れ
、
緩
や
か
に
配
列
さ

れ
た
。
そ
の
志
向
を
も
っ
と
も
よ
く
表
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
巻
頭
歌
や
巻
末
歌
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
１
）

。 
 

例
え
ば
巻
六
（
以
下
「
当
該
巻
」
と
称
す
）
の
場
合
（
２
）

、
巻
頭
に
、 

 
 

養
老
七
年
癸
亥
夏
五
月
、
幸
于
芳
野
離
宮
時
、
笠
朝
臣
金
村
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
６
・
九
〇
七
～
〇
九
） 

と
記
さ
れ
る
吉
野
讃
歌
は
、
天
武
皇
統
を
正
当
に
継
承
す
る
者
と
し
て
、
聖
武
天
皇
の

即
位
を
示
唆
す
る
（
３
）

。
以
下
は
概
ね
時
間
軸
に
従
い
、
聖
武
朝
を
多
様
な
歌
で
表
し

華
や
か
に
讃
え
て
い
る
。
作
歌
年
次
が
明
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
留
意
す
る
と
、
天
平

十
六
年
（
七
四
四
）
一
月
に
詠
ま
れ
た
、 

 
 

同
月
十
一
日
登
活
道
岡
集
一
株
松
下
飲
歌
二
首    

 

（
６
・
一
〇
四
二
～
四
三
） 

の
選
定
等
に
、
安
積
皇
子
へ
の
愛
惜
が
含
ま
れ
る
（
４
）

。 
 

「
含
ま
れ
る
」
と
し
た
の
は
、
当
該
巻
が
こ
れ
を
巻
末
歌
と
し
て
い
な
い
た
め
で
あ

る
。
以
後
も
、 

① 

傷
惜
寧
楽
京
荒
墟
作
歌
三
首 

作
者
不
審 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
四
四
～
四
六
） 

② 

悲
寧
楽
故
郷
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
四
七
～
四
九
） 

③ 

讃
久
邇
新
京
歌
二
首 

并
短
歌 

 
 

 
 

 
  

（
６
・
一
〇
五
〇
～
五
八
） 

④ 

春
日
悲
傷
三
香
原
荒
墟
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

（
６
・
一
〇
五
九
～
六
一
） 

⑤ 

難
波
宮
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
六
二
～
六
四
） 

⑥ 

過
敏
馬
浦
時
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
六
五
～
六
七
） 

 
 

 
 

右
二
十
一
首
、
田
辺
福
麻
呂
之
歌
集
中
出
也
。 

が
記
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
「
巻
末
部
」
と
称
す
）
。 
 

巻
末
部
に
関
す
る
近
年
の
研
究
で
は
、
村
瀬
憲
夫
「
万
葉
集
巻
六
末
部
の
編
纂
と
大

伴
家
持
」
（
５
）

に
、 

 

い
ま
私
た
ち
の
前
に
残
さ
れ
て
い
る
巻
六
巻
末
部
の
現
況
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
う
つ
ろ
ひ
の
無
常
の
自
覚
」
と
「
を
ち
か
へ
り
と
永
遠
へ
の
願
い
」

こ
そ
、
家
持
を
巻
六
の
巻
末
部
の
編
に
か
り
立
て
た
原
動
力
で
あ
っ
た
。 

と
あ
る
。
当
該
巻
の
編
集
者
に
大
伴
家
持
を
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
（
６
）

。
遷

都
に
関
わ
る
歌
に
「
う
つ
ろ
ひ
の
無
常
の
自
覚
」
と
「
を
ち
か
へ
り
と
永
遠
へ
の
願
い
」

を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
遷
都
に
直
接
関
わ
ら
な
い
⑥
に
つ
い
て
は

言
及
が
認
め
ら
れ
な
い
。
示
さ
れ
た
読
み
方
を
、
巻
六
全
体
に
遡
及
さ
せ
る
こ
と
も
難

し
い
。
更
な
る
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

松
田
聡
「
万
葉
集
巻
六
と
天
平
十
六
年
｜
末
四
巻
を
視
野
に
｜
」
（
７
）

は
、 

 
 

 

本
稿
と
し
て
は
、
巻
六
巻
末
部
に
お
け
る
宮
廷
関
係
歌
が
、
平
城
京
か
ら
久
迩 

 
 

京
を
経
て
難
波
宮
に
至
る
遷
都
の
歴
史
を
、主
に
橘
諸
兄
の
視
点
か
ら
語
り
つ
つ
、 

 
 

天
平
十
六
年
閏
正
月
の
難
波
宮
行
幸
に
関
わ
る
歌
で
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

 
 

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
巻
六
巻
末
部
は
、
一
方
で
は
繰
り
返
さ
れ
る
遷
都
に
よ 

 
 

る
宮
都
の
盛
衰
と
い
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
天
平
十
六
年 

 
 

春
の
難
波
宮
に
焦
点
を
絞
り
、
諸
兄
を
政
権
の
首
班
と
す
る
聖
武
治
世
を
讃
美
す 

 
 

る
と
い
う
形
で
宮
都
歌
の
結
び
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
天
平
十
六
年 

 
 

と
い
う
時
代
の
一
断
面
が
鮮
や
か
に
切
り
取
ら
れ
て
い
る
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

と
論
じ
る
。
巻
末
部
が
「
橘
諸
兄
の
視
点
」
、
或
い
は
「
諸
兄
を
政
権
の
首
班
と
す
る
」
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こ
と
ま
で
を
表
現
し
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
「
聖
武
治
世
を
讃
美
す
る
と

い
う
形
で
宮
都
歌
の
結
び
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
の
見
方
は
、
巻
頭
歌
（
６
・
九

〇
七
～
〇
九
）
に
見
出
さ
れ
た
志
向
と
呼
応
す
る
。
こ
こ
に
一
巻
の
構
想
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
よ
う
（
８
）

。
た
だ
し
議
論
は
、
末
尾
の
歌
（
６
・
一
〇
六
五
～
六
七
）
に
ま
で
及

ん
で
い
な
い
。 

 

市
瀬
雅
之
「
巻
六
の
場
合
」
（
９
）

は
、
⑥
に
つ
い
て
、 

 
 

敏
馬
浦
を
「
語
り
継
ぎ 
偲
ひ
け
ら
し
き
」
或
い
は
「
百
代
経
て 

偲
は
え
行
か 

 
 

む
」
と
讃
美
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
可
能
な
時
代
の
継
続
が
求
め
ら
れ
る
。
そ 

 
 

れ
は
聖
武
に
象
徴
さ
れ
る
天
皇
を
中
心
と
し
た
社
会
の
永
遠
を
願
う
こ
と
で
あ 

 
 

り
、
当
該
歌
の
「
長
く
と
そ
思
ふ
」
と
の
心
情
に
通
じ
て
い
る
。 

と
記
し
、
二
十
巻
の
中
に
当
該
巻
を
、 

 
 

 

（
前
略
）
巻
一
や
巻
二
が
予
感
さ
せ
た
「
寧
楽
宮
」
は
、
巻
六
に
ひ
と
ま
ず
天

平
十
六
年
ま
で
が
時
間
軸
に
沿
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
そ
こ
に
表
さ
れ

た
歌
世
界
を
、
ひ
と
ま
ず
「
寧
楽
宮
の
歌
世
界
前
期
」
（
中
略
）
と
呼
称
し
て
お

く
。
そ
の
先
は
、
巻
六
の
末
尾
二
十
四
首
巻
十
七
の
冒
頭
三
十
二
首
が
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
巻
十
七
が
示
す
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
以
後
が
、
「
寧
楽

宮
の
歌
世
界
後
期
」（
中
略
）と
で
も
呼
ぶ
べ
き
歌
世
界
を
表
現
し
て
い
る（
後
略
）。 

と
見
通
し
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
巻
末
部
へ
の
具
体
的
な
言
及
に
乏
し
い
。 

 

本
稿
で
は
、
当
該
巻
末
部
を
読
み
通
す
こ
と
で
、
当
該
巻
の
中
に
そ
の
在
り
方
を
考

察
す
る
。
末
尾
に
置
か
れ
た
「
敏
馬
の
浦
に
過
る
時
に
作
る
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌
」

（
６
・
一
〇
六
二
～
六
四
）
が
、
当
該
巻
に
果
た
す
役
割
を
考
え
る
。
あ
わ
せ
て
二
十
巻

を
俯
瞰
す
る
中
に
も
そ
の
役
割
を
確
認
し
て
お
く
。 

 

一
、
時
代
の
節
目
と
し
て
顧
み
ら
れ
る
久
邇
京
遷
都 

 

当
該
巻
末
部
は
、
次
の
歌
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
。 

① 

奈
良
の
京
の
荒
墟
を
傷
み
惜
し
み
て
作
る
歌
三
首 

作
者
審
ら
か
な
ら
ず 

 
 

紅
に
深
く
染
み
に
し
心
か
も
奈
良
の
都
に
年
の
経
ぬ
べ
き 

 

（
６
・
一
〇
四
四
） 

 
 

世
の
中
を
常
な
き
も
の
と
今
そ
知
る
奈
良
の
都
の
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
四
五
） 

 
 

石
つ
な
の
ま
た
を
ち
返
り
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
を
ま
た
も
見
む
か
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
四
六
） 

 

題
詞
の
「
奈
良
の
京
の
荒
墟
」
は
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
末
に
、
都
が
久
邇
京
に

遷
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
遷
都
に
先
立
ち
、
旧
都
と
な
る
平
城
京
が
「
傷
み
惜
」
ま
れ

詠
ま
れ
て
い
る
。 

 

一
首
目
は
、
紅
が
深
く
染
ま
る
よ
う
に
、
奈
良
の
都
に
長
く
住
み
続
け
る
べ
き
心
持

ち
が
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
二
首
目
で
、
世
の
中
は
無
常
な
も
の
だ
と
今
こ
そ
知
っ

た
と
、
奈
良
の
都
が
遷
さ
れ
る
の
を
目
に
す
る
。
三
首
目
で
は
、
石
つ
な
の
よ
う
に
再

生
し
た
、美
し
い
奈
良
の
都
を
ま
た
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
思
い
を
寄
せ
て
い
る
。

三
首
に
加
え
て
次
の
歌
も
、
題
詞
が
平
城
京
を
「
故
郷
」
と
呼
び
悲
し
む
。 

② 

奈
良
の
故
郷
を
悲
し
び
て
作
る
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌 

 
 

や
す
み
し
し 

我
が
大
君
の 

高
敷
か
す 

大
和
の
国
は 

天
皇
の 

神
の
御
代

よ
り 

敷
き
ま
せ
る 

国
に
し
あ
れ
ば 

生
れ
ま
さ
む 

皇
子
の
継
ぎ
継
ぎ 

天

の
下 

知
ら
し
ま
さ
む
と 

八
百
万 

千
年
を
か
ね
て 

定
め
け
む 

奈
良
の
都

は 

か
ぎ
ろ
ひ
の 

春
に
し
な
れ
ば 

春
日
山 

三
笠
の
野
辺
に 

桜
花 

木
の

暗
隠
り 

か
ほ
鳥
は 

間
な
く
し
ば
鳴
く 

露
霜
の 

秋
さ
り
来
れ
ば 

生
駒
山 

飛
火
が
岡
に 

萩
の
枝
を 

し
が
ら
み
散
ら
し 

さ
雄
鹿
は 

妻
呼
び
と
よ
む 

山
見
れ
ば 

山
も
見
が
欲
し 

里
見
れ
ば 

里
も
住
み
良
し 

も
の
の
ふ
の 

八

十
伴
の
緒
の 

う
ち
は
へ
て 

思
へ
り
し
く
は 

天
地
の 

寄
り
合
ひ
の
極
み 

万
代
に 

栄
え
行
か
む
と 

思
へ
り
し 

大
宮
す
ら
を 

頼
め
り
し 

奈
良
の
都

を 
新
た
世
の 

事
に
し
あ
れ
ば 

大
君
の 

引
き
の
ま
に
ま
に 

春
花
の 

う

つ
ろ
ひ
変
は
り 

群
鳥
の 

朝
立
ち
行
け
ば 

さ
す
竹
の 

大
宮
人
の 

踏
み
平

し 

通
ひ
し
道
は 
馬
も
行
か
ず 

人
も
行
か
ね
ば 

荒
れ
に
け
る
か
も  
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反
歌
二
首 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
６
・
一
〇
四
七
） 

 
 

立
ち
変
は
り
古
き
都
と
な
り
ぬ
れ
ば
道
の
芝
草
長
く
生
ひ
に
け
り 

 
          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
６
・
一
〇
四
八
） 

 
 

な
つ
き
に
し
奈
良
の
都
の
荒
れ
行
け
ば
出
で
立
つ
ご
と
に
嘆
き
し
増
さ
る 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
四
九
） 

 

長
歌
で
は
、
天
皇
が
治
め
て
き
た
大
和
の
国
に
、
皇
祖
の
御
代
か
ら
長
く
治
め
ら
れ

て
き
た
歴
史
が
顧
み
ら
れ
る
。
都
の
情
趣
が
、
春
は
春
日
山
や
御
笠
の
野
辺
に
咲
く
桜

の
花
と
と
も
に
、
貌
鳥
の
に
ぎ
や
か
な
鳴
き
声
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
秋
は
生
駒
山
の

飛
火
が
岳
で
、
萩
の
枝
に
葉
を
散
ら
し
て
、
雄
鹿
が
妻
を
呼
ぶ
鳴
き
声
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
る
。
山
も
見
飽
き
る
こ
と
が
な
く
、
里
も
住
み
よ
い
と
讃
え
ら
れ
る
。
万
代
に
栄

え
続
け
て
ゆ
く
こ
と
が
願
わ
れ
た
大
宮
が
あ
り
、
頼
り
に
し
て
い
た
都
の
は
ず
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
新
し
い
御
代
に
ふ
さ
わ
し
く
、
大
君
が
遷
都
す
る
ま
ま
に
移
ろ
い
行
く

と
、
道
が
荒
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
惜
し
ま
れ
て
い
る
。
第
一
反
歌
で
も
、
古
都
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
道
の
雑
草
も
長
く
生
い
茂
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
繰
り
返
し
惜
し
ま

れ
る
。
第
二
反
歌
で
は
、
都
が
荒
れ
て
行
く
の
を
見
る
た
び
に
嘆
か
れ
る
思
い
が
増
し

て
ゆ
く
こ
と
を
強
調
す
る
。
旧
都
へ
の
哀
惜
の
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
を
受
け
て
、
遷
都
さ
れ
た
久
邇
京
が
長
歌
二
首
を
も
っ
て
讃
え
ら
れ
る
。 

③ 

久
邇
の
新
京
を
讃
む
る
歌
二
首 

并
せ
て
短
歌 

 
 

現
つ
神 

我
が
大
君
の 

天
の
下 

八
島
の
中
に 

国
は
し
も 

多
く
あ
れ
ど
も 

里
は
し
も 

さ
は
に
あ
れ
ど
も 

山
並
の 

宜
し
き
国
と 

川
並
の 

立
ち
合
ふ

里
と 

山
背
の 

鹿
脊
山
の
際
に 

宮
柱 

太
敷
き
ま
つ
り 

高
知
ら
す 

布
当

の
宮
は 

川
近
み 

瀬
の
音
ぞ
清
き 

山
近
み 

鳥
が
音
と
よ
む 

秋
さ
れ
ば 

山
も
と
ど
ろ
に 

さ
雄
鹿
は 

妻
呼
び
と
よ
め 

春
さ
れ
ば 

岡
辺
も
し
じ
に 

巌
に
は 

花
咲
き
を
を
り 

あ
な
お
も
し
ろ 

布
当
の
原 

い
と
貴 

大
宮
所 

う
べ
し
こ
そ 

我
が
大
君
は 

君
な
が
ら 

聞
か
し
た
ま
ひ
て 

さ
す
竹
の 

大

宮
こ
こ
と 

定
め
け
ら
し
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
五
〇
） 

 
 

 
 

反
歌
二
首 

 
 

三
香
原
布
当
の
野
辺
を
清
み
こ
そ
大
宮
所
〈
一
に
云
ふ
、
「
こ
こ
と
標
刺
し
」
〉
定

め
け
ら
し
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
五
一
） 

 
 

山
高
く
川
の
瀬
清
し
百
代
ま
で
神
し
み
行
か
む
大
宮
所 

 
 

（
６
・
一
〇
五
二
） 

  
 

我
が
大
君 

神
の
尊
の 

高
知
ら
す 

布
当
の
宮
は 

百
木
茂
り 

山
は
木
高
し 

落
ち
激
つ 

瀬
の
音
も
清
し 

う
ぐ
ひ
す
の 

来
鳴
く
春
へ
は 

巌
に
は 

山
下

光
り 

錦
な
す 

花
咲
き
を
を
り 

さ
雄
鹿
の 

妻
呼
ぶ
秋
は 

天
霧
ら
ふ 

し

ぐ
れ
を
疾
み 

さ
に
つ
ら
ふ 

黄
葉
散
り
つ
つ 

八
千
年
に 

生
れ
つ
か
し
つ
つ 

天
の
下 

知
ら
し
め
さ
む
と 

百
代
に
も 

変
は
る
ま
し
じ
き 

大
宮
所  

 
 

 
 

反
歌
五
首 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
６
・
一
〇
五
三
） 

 
 

泉
川
行
く
瀬
の
水
の
絶
え
ば
こ
そ
大
宮
所
う
つ
ろ
ひ
行
か
め 

（
６
・
一
〇
五
四
） 

 
 

布
当
山
山
並
見
れ
ば
百
代
に
も
変
は
る
ま
し
じ
き
大
宮
所 

 

（
６
・
一
〇
五
五
） 

 
 

娘
子
ら
が
績
麻
掛
く
と
い
ふ
鹿
脊
の
山
時
し
行
け
れ
ば
都
と
な
り
ぬ 

（
６
・
一
〇
五
六
） 

 
 

鹿
脊
の
山
木
立
を
繁
み
朝
去
ら
ず
来
鳴
き
と
よ
も
す
う
ぐ
ひ
す
の
声 

 

（
６
・
一
〇
五
七
） 

 
 

狛
山
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
泉
川
渡
り
を
遠
み
こ
こ
に
通
は
ず
〈
一
に
云
ふ
、
「
渡
り

遠
み
か 

通
は
ざ
る
ら
む
」
〉                        

（
６
・
一
〇
五
八) 

 

第
一
長
歌
は
、
大
君
が
治
め
る
大
八
島
の
中
に
、
山
の
並
び
の
良
い
国
で
、
川
筋
の

寄
り
合
う
里
と
し
て
選
ば
れ
、
山
背
の
鹿
背
の
山
の
ほ
と
り
に
建
て
ら
れ
た
布
当
の
宮

は
、
川
の
瀬
音
が
清
ら
か
で
あ
り
、
山
が
近
い
の
で
烏
の
声
が
響
く
と
讃
え
ら
れ
る
。

秋
に
な
る
と
山
も
と
ど
ろ
く
ば
か
り
に
雄
鹿
が
妻
を
呼
び
、
春
に
な
る
と
岡
辺
に
花
が

咲
き
乱
れ
る
地
と
表
さ
れ
る
。
立
派
で
尊
い
大
宮
は
、
大
君
が
臣
下
の
言
葉
を
よ
し
と

聞
か
れ
て
定
め
ら
れ
た
経
緯
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
反
歌
は
、
三
香
の
原
の
布
当
の

野
辺
が
清
ら
か
な
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
と
、
選
ば
れ
た
理
由
が
思
い
遣
ら
れ
る
。
第
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二
反
歌
は
山
が
高
く
川
の
瀬
も
清
い
の
で
、
百
代
ま
で
神
々
し
く
栄
え
て
ゆ
く
で
あ
ろ

う
と
、
大
宮
所
が
讃
え
ら
れ
る
。 

 

第
二
長
歌
は
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
大
君
の
治
め
る
布
当
の
宮
に
は
た
く
さ
ん
の
木
が

茂
り
、
山
は
小
高
い
。
落
ち
て
激
し
く
流
れ
る
川
の
瀬
音
も
清
い
と
、
選
ば
れ
た
土
地

の
特
徴
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。第
一
長
歌
が
秋
か
ら
詠
み
は
じ
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、

う
ぐ
い
す
が
来
て
鳴
く
春
の
巌
に
は
、
山
裾
が
光
る
ほ
ど
に
、
錦
の
よ
う
に
花
が
咲
き

乱
れ
る
様
子
が
表
現
さ
れ
る
。
雄
鹿
が
妻
を
呼
ぶ
秋
は
、
天
が
か
き
曇
っ
て
し
ぐ
れ
が

激
し
く
降
る
の
で
、
赤
く
色
づ
い
た
木
の
葉
が
散
り
続
け
て
い
る
景
が
示
さ
れ
る
。
幾

千
年
の
後
々
ま
で
天
皇
が
御
代
を
重
ね
て
天
下
を
治
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
、
大

宮
所
が
百
代
の
後
ま
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
予
祝
す
る
。
第
一
反
歌
は
、
泉
川

に
流
れ
る
川
瀬
の
水
が
絶
え
た
な
ら
こ
そ
、
大
宮
所
は
さ
び
れ
て
ゆ
こ
う
と
詠
む
が
、

第
二
反
歌
で
布
当
山
の
山
並
み
が
、
百
代
に
も
変
わ
る
こ
と
な
ど
な
い
は
ず
の
大
宮
所

で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
第
三
反
歌
で
は
、
か
つ
て
は
娘
子
た
ち
が
績
麻
を
掛
け
る

桛
の
名
を
持
つ
鹿
背
山
も
、
時
が
移
る
こ
と
で
都
と
な
っ
た
と
、
今
の
繁
栄
が
讃
え
ら

れ
る
。
第
四
反
歌
で
は
、
鹿
背
山
の
木
立
ち
が
茂
り
、
朝
ご
と
に
来
て
は
鳴
き
賑
わ
う

う
ぐ
い
す
の
声
に
、
繁
栄
が
強
調
さ
れ
る
。
第
五
反
歌
で
は
、
狛
山
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ

す
は
、
泉
川
の
渡
し
場
が
遠
い
の
で
こ
こ
ま
で
は
通
っ
て
来
な
い
と
、
そ
の
到
来
が
羨

望
さ
れ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

末
尾
部
以
前
に
は
、
遷
都
直
前
に
行
わ
れ
た
関
東
行
幸
が
、 

 
 

十
二
年
庚
辰
の
冬
十
月
、
大
宰
少
弐
藤
原
朝
臣
広
嗣
が
謀
反
せ
む
と
し
て
発
軍
す

る
に
依
り
て
伊
勢
国
に
幸
せ
る
時
に
、
河
口
の
行
宮
に
し
て
内
舎
人
大
伴
宿
禰
家

持
が
作
る
歌
一
首 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

（
６
・
一
〇
二
九
） 

 
 

天
皇
の
御
製
歌
一
首 

 
 

 
 

                      

（
６
・
一
〇
三
〇
） 

 
 

 

右
の
一
首
、
今
案
ふ
る
に
、
吾
の
松
原
は
三
重
郡
に
あ
り
、
河
口
の
行
宮
を
相

去
る
こ
と
遠
し
。
け
だ
し
、
朝
明
の
行
宮
に
御
在
す
時
に
製
ら
す
御
歌
な
る
を
、

伝
ふ
る
者
誤
れ
る
か
。 

 
 

丹
比
屋
主
真
人
の
歌
一
首                

 
 

 
 

  

（
６
・
一
〇
三
一
） 

 
 

 

右
、
案
ふ
る
に
、
こ
の
歌
は
こ
の
行
の
作
に
あ
ら
じ
か
。
然
言
ふ
所
以
は
、
大

夫
に
勅
し
て
河
口
の
行
宮
よ
り
京
に
還
し
、
従
駕
せ
し
む
る
こ
と
な
し
。
い
か

に
し
て
か
思
泥
の
崎
に
し
て
作
る
歌
を
詠
ず
る
こ
と
あ
ら
む
。 

 
 

狭
残
の
行
宮
に
し
て
、大
伴
宿
禰
家
持
が
作
る
歌
二
首 

（
６
・
一
〇
三
二
～
三
三
） 

 
 

美
濃
国
の
多
芸
の
行
宮
に
し
て
、
大
伴
宿
祢
東
人
の
作
る
歌
一
首 （

６
・
一
〇
三
四
） 

    

大
伴
宿
禰
家
持
が
作
る
歌
一
首             

 
 

 
 

 

（
６
・
一
〇
三
五
） 

    

不
破
の
行
宮
に
し
て
、大
伴
宿
禰
家
持
が
作
る
歌
一
首 

 
 

 

（
６
・
一
〇
三
六
） 

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
遷
都
に
関
わ
る
歌
は
認
め
ら
れ
な
い
。
久
邇
京
へ
の
讃
歌
は
、 

 
 

十
五
年
癸
未
の
秋
八
月
十
六
日
に
、
内
舎
人
大
伴
宿
禰
家
持
が
久
邇
の
京
を
讃
め

て
作
る
歌
一
首   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

（
６
・
一
〇
三
七
） 

と
、
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
の
作
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
（

10
）

。 
 

『
万
葉
集
』
に
記
さ
れ
た
歌
は
、
先
に
編
ま
れ
た
箇
所
を
尊
重
す
る
傾
向
が
あ
る
。

書
き
継
ぐ
場
合
に
時
間
を
少
し
戻
し
、
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
に
歌
を
記
し
続
け
て
ゆ
く

と
こ
ろ
に
編
集
の
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
（

11
）

。
当
該
巻
の
末
尾
部
に
あ
っ
て
①

～
③
は
、久
邇
京
へ
の
遷
都
が
聖
武
朝
の
大
き
な
節
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

旧
都
と
な
っ
た
平
城
京
に
哀
惜
の
情
を
捧
げ
、
久
邇
の
新
京
が
讃
え
ら
れ
た
歌
を
配
置

す
る
こ
と
で
回
顧
さ
れ
て
い
る
。 

 

同
様
の
傾
向
は
、
巻
十
七
の
冒
頭
三
十
二
首
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
天
平
二

年
（
七
三
〇
）
ま
で
遡
り
表
さ
れ
る
中
に
、 

 
 

讃
三
香
原
新
都
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

 
 

 
 

 

（
17
・
三
九
〇
七
～
〇
八
） 

 
 

 
右
天
平
十
三
年
二
月
右
馬
頭
境
部
宿
祢
老
麻
呂
作
也 

 
 

詠
霍
公
鳥
歌
二
首 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
17
・
三
九
〇
九
～
一
〇
） 

 
 

 

右
四
月
二
日
大
伴
宿
祢
書
持
従
奈
良
宅
贈
兄
家
持 

 
 

橙
橘
初
咲
霍
公
鳥
飜
嚶 

對
此
時
候
詎
不
暢
志 

因
作
三
首
短
歌
以
散
欝
結
之
緒 
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耳 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
17
・
三
九
一
一
～
一
三
） 

 
 

 
右
四
月
三
日
内
舎
人
大
伴
宿
祢
家
持
従
久
迩
京
報
送
弟
書
持   

   

と
含
ま
れ
る
。
巻
が
編
ま
れ
る
中
に
、
久
邇
京
遷
都
に
関
わ
る
歌
は
、
聖
武
朝
を
振
り

返
る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。 

 

二
、
継
続
す
る
難
波
宮
へ
の
讃
歌 

 

新
た
な
時
代
の
到
来
が
期
さ
れ
た
久
邇
京
に
も
、
遷
り
行
く
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
時

が
来
る
。 ④ 

春
の
日
に
、
三
香
原
の
荒
墟
を
悲
傷
し
て
作
る
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌 

 
 

三
香
原 

久
邇
の
都
は 

山
高
み 
川
の
瀬
清
み 

住
み
良
し
と 

人
は
言
へ
ど

も 

あ
り
良
し
と 

 

我
は
思
へ
ど 
古
り
に
し 

里
に
し
あ
れ
ば 

国
見
れ
ど 

人
も
通
は
ず 

里
見
れ
ば 

家
も
荒
れ
た
り 
は
し
け
や
し 

か
く
あ
り
け
る
か 

三
諸
つ
く 

鹿
脊
山
の
ま
に 

咲
く
花
の 

色
め
づ
ら
し
く 

百
鳥
の 

声
な
つ

か
し
き 

あ
り
が
欲
し 

住
み
良
き
里
の 

荒
る
ら
く
惜
し
も
（
６
・
一
〇
五
九
） 

 
 

反
歌
二
首     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
香
原
久
邇
の
都
は
荒
れ
に
け
り
大
宮
人
の
移
ろ
ひ
ぬ
れ
ば 
（
６
・
一
〇
六
〇
） 

 
 

咲
く
花
の
色
は
変
は
ら
ず
も
も
し
き
の
大
宮
人
ぞ
立
ち
変
は
り
け
る 

 
 

 

（
６
・
一
〇
六
一
） 

 

題
詞
に
「
三
香
原
の
荒
墟
を
悲
し
び
傷
み
て
作
る
」
と
あ
る
の
で
、
遷
都
さ
れ
た
様

子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
長
歌
に
、
三
香
原
の
久
邇
の
都
は
、
山
が
高
く
川
の
瀬
も
清
い

の
で
、
住
み
よ
い
と
人
は
言
う
け
れ
ど
、
居
や
す
い
と
私
は
思
う
け
れ
ど
、
古
び
た
里

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
国
を
見
て
も
人
の
往
来
も
な
く
、
里
を
見
て
も
家
も
荒
れ

て
い
る
と
嘆
息
さ
れ
る
。神
の
鎮
座
す
る
鹿
背
山
の
辺
に
咲
く
花
の
色
は
す
ば
ら
し
く
、

百
鳥
の
声
も
懐
か
し
く
、
い
つ
ま
で
も
居
た
い
住
み
よ
い
里
と
讃
え
ら
れ
る
が
、
荒
れ

て
ゆ
く
の
が
惜
し
ま
れ
て
い
る
。
第
一
反
歌
は
、
三
香
原
の
久
邇
の
都
が
荒
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
理
由
を
、
大
宮
人
が
移
り
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
と
詠
む
。
第
二

反
歌
は
、
咲
く
花
の
色
が
変
わ
ら
な
い
の
に
、
大
宮
人
た
ち
の
様
子
は
変
わ
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。 

 

こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
な
の
だ
が
、
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
の
難
波
宮
遷
都
時

に
比
定
す
る
と
、
『
続
日
本
紀
』
が
二
月
二
十
六
日
の
記
事
と
し
て
記
す
次
の
勅
と
抵

触
す
る
。 

 
 

庚
申
、
左
大
臣
勅
を
宣
り
て
云
は
く
、
「
今
、
難
波
宮
を
以
て
定
め
て
皇
都
と
す
。

こ
の
状
を
知
り
京
戸
の
百
姓
意
の
任
に
往
来
す
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ふ
。 

 

難
波
京
を
皇
都
と
し
な
が
ら
、
久
邇
京
と
の
往
来
が
自
由
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
以
前
の
遷
都
に
は
な
か
っ
た
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
難
波
京
に
は
、
久
邇
京
と
並
び

立
つ
皇
都
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。久
邇
京
の
廃
都
に
は
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
九
月
二
十
五
日
条
に
、 

 
 

己
卯
、
車
駕
、
平
城
に
還
り
た
ま
ふ
。
是
の
夕
、
宮
池
駅
に
宿
り
た
ま
ふ
。 

と
あ
り
、
二
十
六
日
条
に 

 
 

庚
辰
、
平
城
宮
に
至
り
た
ま
ふ
。 

と
記
さ
れ
た
平
城
京
へ
の
還
幸
を
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（

12
）

。 
 

で
は
、
次
に
記
さ
れ
る
歌
に
は
、
更
に
後
の
作
歌
を
考
え
る
べ
き
（

13
）

か
と
問
わ
れ

る
と
、
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

⑤ 

難
波
宮
に
し
て
作
る
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌 

 
 

や
す
み
し
し 

我
が
大
君
の 

あ
り
通
ふ 

難
波
の
宮
は 

い
さ
な
と
り 

海
片

付
き
て 

玉
拾
ふ 

浜
辺
を
近
み 

朝
は
ふ
る 

波
の
音
騒
き 

夕
な
ぎ
に 

梶

の
音
聞
こ
ゆ 

暁
の 

寝
覚
に
聞
け
ば 

い
く
り
の 

潮
干
の
む
た 

浦
渚
に
は 

千
鳥
妻
呼
び 

葦
辺
に
は 

鶴
が
音
と
よ
む 

見
る
人
の 

語
り
に
す
れ
ば 

聞

く
人
の 

見
ま
く
欲
り
す
る 

御
食
向
か
ふ 

味
経
の
宮
は 

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か

も                                     
 

 
    

（
６
・
一
〇
六
二
） 

 
 

 
 

反
歌
二
首 

 
 

あ
り
通
ふ
難
波
の
宮
は
海
近
み
海
人
娘
子
ら
が
乗
れ
る
船
見
ゆ
（
６
・
一
〇
六
三
） 
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潮
干
れ
ば
葦
辺
に
騒
く
白
鶴
の
妻
呼
ぶ
声
は
宮
も
と
ど
ろ
に 

（
６
・
一
〇
六
四
） 

 
長
歌
に
は
、
大
君
が
「
あ
り
通
ふ 

難
波
の
宮
は
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
留

意
さ
れ
る
。
海
に
接
し
て
お
り
、
玉
を
拾
う
浜
辺
が
近
い
の
で
、
朝
寄
せ
る
波
の
音
が

ざ
わ
め
き
、
夕
な
ぎ
に
船
を
漕
ぐ
梶
の
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
。
明
け
方
の
寝
覚
め
に

は
、
浦
の
干
潟
に
千
鳥
が
妻
を
呼
び
、
葦
辺
に
は
鶴
の
鳴
き
立
て
て
い
る
声
が
聞
こ
え

る
。
見
る
人
が
語
り
ぐ
さ
に
し
よ
う
と
す
る
味
経
の
宮
は
、
見
て
も
飽
き
る
こ
と
が
な

い
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
反
歌
に
も
、
難
波
の
宮
は
「
あ
り
通
ふ
」
所
と
さ
れ
て

い
る
。
海
が
近
い
の
で
、
海
人
の
娘
子
た
ち
の
乗
っ
て
い
る
船
が
見
え
る
こ
と
が
詠
み

加
え
ら
れ
て
い
る
。
第
二
反
歌
に
は
、
潮
が
引
く
と
葦
辺
で
鳴
き
騒
ぐ
白
鶴
の
妻
を
呼

ぶ
声
が
、
大
宮
に
響
き
渡
る
ほ
ど
に
ぎ
や
か
で
あ
る
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

長
歌
末
尾
の
「
味
経
の
宮
」
に
着
目
す
る
と
、
当
該
巻
の
中
に
神
亀
二
年
（
七
二
五
）

の
作
と
し
て
、
次
の
歌
が
想
起
さ
れ
る
。 

 
 

 
 

冬
十
月
、
難
波
宮
に
幸
す
時
に
、
笠
朝
臣
金
村
が
作
る
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌 

 
 

お
し
照
る 

難
波
の
国
は 

葦
垣
の 

古
り
に
し
里
と 
人
皆
の 

思
ひ
や
す
み

て 

つ
れ
も
な
く 

あ
り
し
間
に 

続
麻
な
す 

長
柄
の
宮
に 

真
木
柱 

太
高

敷
き
て 

食
す
国
を 

治
め
た
ま
へ
ば 

沖
つ
鳥 

味
経
の
原
に 
も
の
の
ふ
の 

八
十
伴
の
男
は 

廬
り
し
て 

都
な
し
た
り 

旅
に
は
あ
れ
ど
も             

    

反
歌
二
首                                      

（
６
・
九
二
八
） 

 
 

荒
野
ら
に
里
は
あ
れ
ど
も
大
君
の
敷
き
ま
す
時
は
都
と
な
り
ぬ 

（
６
・
九
二
九
） 

 
 

海
人
娘
子
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
ら
し
旅
の
宿
り
に
梶
の
音
聞
こ
ゆ（
６
・
九
三
〇
） 

 

長
歌
で
は
、
難
波
の
国
が
古
び
た
里
だ
と
人
々
が
軽
ん
じ
る
中
で
、
大
君
は
長
柄
の

宮
に
立
派
な
柱
を
太
く
高
く
立
て
、
食
す
国
と
治
め
ら
る
の
で
、
味
経
の
原
に
大
勢
の

官
人
立
ち
が
宿
泊
し
て
都
と
な
っ
た
。
旅
の
間
だ
け
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
と
詠
ま
れ
て

い
る
。
「
味
経
」
は
「
原
」
で
あ
り
、
ま
だ
「
宮
」
と
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
反

歌
に
は
、
荒
れ
野
に
里
は
あ
る
の
だ
が
、
大
君
が
行
幸
す
る
時
は
都
と
成
る
こ
と
が
繰

り
返
し
詠
ま
れ
、
讃
美
さ
れ
て
い
る
。
第
二
反
歌
で
は
、
海
人
お
と
め
が
棚
な
し
小
舟

を
漕
ぎ
出
し
て
行
く
梶
の
音
に
、
生
業
の
豊
か
さ
が
予
祝
さ
れ
て
い
る
。
「
旅
に
は
あ

れ
ど
も
」
（
６
・
九
二
八
）
或
い
は
、
「
旅
の
宿
り
」
（
６
・
九
三
〇
）
に
、
「
沖
つ
鳥 

味
経
の
原
に 

も
の
の
ふ
の 

八
十
伴
の
男
は 

廬
り
し
て 

都
な
し
た
り
」
（
６
・

九
二
八
）
と
、
「
都
」
の
成
立
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

第
一
反
歌
が
「
大
君
の
敷
き
ま
す
時
は
都
と
な
り
ぬ
」
と
表
す
よ
う
に
、
一
時
的
に
で

も
、
「
大
君
」
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
が
都
と
な
り
え
る
条
件
と
な
っ
て
い
る
。 
 

一
〇
六
二
番
歌
の
「
大
君
」
に
聖
武
天
皇
の
姿
を
捉
え
る
と
、
「
あ
り
通
ふ
」
の
は
、

九
二
八
～
三
〇
番
歌
が
表
す
神
亀
二
年
（
七
二
七
）
に
、
は
じ
め
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

『
続
日
本
紀
』
は
、
翌
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
七
日
条
に
播
磨
国
へ
の
行
幸
を

記
す
中
、
十
九
日
条
に
は
、 

発
亥
、
行
、
還
り
て
難
波
宮
に
至
り
た
ま
ふ
。 

と
の
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。
二
十
六
日
条
に
は
、 

 
 

庚
午
、
式
部
卿
従
三
位
藤
原
宇
合
を
知
造
難
波
宮
事
と
す
。 

と
、
藤
原
宇
合
が
知
造
難
波
宮
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
難
波
の
宮
の
改
修
が
は
じ
め
ら
れ
る
。

工
事
が
進
め
ら
れ
る
間
に
も
、
難
波
宮
行
幸
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
該
巻
が
神
亀
五
年

（
七
二
八
）
の
こ
と
と
し
て
、 

 
 

 
 

五
年
戊
辰
、
難
波
宮
に
幸
せ
る
時
に
作
る
歌
四
首 

 
 

大
君
の
境
ひ
た
ま
ふ
と
山
守
据
ゑ
守
る
と
い
ふ
山
に
入
ら
ず
は
止
ま
じ 

（
６
・
九
五
〇
） 

 
 

見
渡
せ
ば
近
き
も
の
か
ら
岩
隠
り
か
が
よ
ふ
玉
を
取
ら
ず
は
止
ま
じ （

６
・
九
五
一
） 

 
 

韓
衣
着
奈
良
の
里
の
つ
ま
松
に
玉
を
し
付
け
む
良
き
人
も
が
も 

（
６
・
九
五
二
） 

 
 

さ
雄
鹿
の
鳴
く
な
る
山
を
越
え
行
か
む
日
だ
に
や
君
が
は
た
逢
は
ざ
ら
む 

 

（
６
・
九
五
三
） 

 
 

 
 

 

右
、
笠
朝
臣
金
村
が
歌
の
中
に
出
で
た
り
。
或
は
云
は
く
、
車
持
朝
臣
千

年
が
作
な
り
、
と
い
ふ
。 
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と
表
さ
れ
る
。 

 
『
続
日
本
紀
』
天
平
四
年
（
七
三
二
）
三
月
二
十
六
日
条
に
は
、 

 
 

己
巳
、
知
造
難
波
宮
事
従
三
位
藤
原
朝
臣
宇
合
ら
已
下
、
仕
丁
已
上
、
物
賜
ふ
こ

と
各
差
有
り
。 

 

と
、
難
波
宮
の
改
修
が
終
え
ら
れ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
成
果
は
『
万
葉
集 

に
も
、 

 
 

 
 

式
部
卿
藤
原
宇
合
卿
、
難
波
の
都
を
改
め
造
ら
し
め
ら
る
る
時
に
作
る
歌
一 

 
 

 
 

首 
 

 

昔
こ
そ
難
波
ゐ
な
か
と
言
は
れ
け
め
今
は
都
引
き
都
び
に
け
り 

（
３
・
三
一
二
） 

と
見
出
さ
れ
る
。
「
今
は
都
引
き
都
び
に
け
り
」
と
の
表
現
に
留
ま
る
の
は
、
聖
武
天

皇
の
到
着
が
待
た
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。 

 

『
続
日
本
紀
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
、
聖
武
天
皇
の
難
波
宮
行
幸
は
、 

 
 

天
平
六
年
（
七
三
四
）
三
月
十
日
～
十
九
日 

    

天
平
十
二
年
（
七
四
○
）
二
月
七
日
～
十
九
日 

と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
先
に
、
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
閏
一
月
十
一
日
か
ら

の
行
幸
が
あ
り
、
皇
都
と
な
る
勅
が
出
さ
れ
た
。 

 

⑤
の
作
歌
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
が
（

14
）

、
「
や
す
み
し
し 

我
が

大
君
の 

あ
り
通
ふ 

難
波
の
宮
は
」
と
の
表
現
の
先
に
皇
都
へ
の
勅
を
捉
え
る
と
、

聖
武
天
皇
の
そ
れ
ま
で
の
行
幸
が
回
顧
さ
れ
、
讃
美
さ
れ
詠
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。 

 

平
城
京
還
都
後
に
詠
ま
れ
た
④
よ
り
後
に
置
か
れ
る
こ
と
は
、
難
波
宮
が
そ
の
後
も

皇
都
と
し
て
の
機
能
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
⑤
の
「
あ
り
通
ふ
」
は
、

天
皇
が
難
波
宮
に
行
幸
す
る
度
に
、
そ
の
意
味
が
確
認
さ
れ
る
表
現
と
し
て
機
能
し
続

け
る
こ
と
に
な
る
。
⑤
の
作
歌
が
、
天
平
十
七
年
以
後
に
も
見
出
さ
れ
る
理
由
に
も
な

ろ
う
。 

 

⑤
は
、
当
該
巻
の
冒
頭
部
に
配
置
さ
れ
た
九
二
八
～
三
〇
に
端
を
発
す
る
難
波
宮
の

皇
都
計
画
が
、
天
平
十
六
年
に
結
実
す
る
こ
と
を
祝
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
平
城
京
還

都
後
に
詠
ま
れ
た
④
よ
り
後
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
廃
都
で
は
な
く
、
皇
都
と
し
て

の
機
能
が
継
続
す
る
こ
と
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。 

 

三
、
巻
末
歌
の
役
割
一 

 

⑤
に
は
難
波
宮
の
、
皇
都
と
し
て
の
機
能
の
継
続
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ

た
。
巻
末
歌
は
そ
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

⑦ 

敏
馬
の
浦
に
過
る
時
に
作
る
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌 

 
 

八
千
桙
の 

神
の
御
代
よ
り 

百
船
の 

泊
つ
る
泊
ま
り
と 

八
島
国 

百
船
人

の 

定
め
て
し 

敏
馬
の
浦
は 

朝
風
に 

浦
波
騒
き 

夕
波
に 

玉
藻
は
来
寄
る 

白
砂 

清
き
浜
辺
は 

行
き
帰
り 

見
れ
ど
も
飽
か
ず 

う
べ
し
こ
そ 

見
る
人
ご

と
に 

語
り
継
ぎ 

し
の
ひ
け
ら
し
き 

百
代
経
て 

し
の
は
え
行
か
む 

清
き
白

浜 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
一
〇
六
五
） 

 
 

 

反
歌
二
首 

 
 

ま
そ
鏡
敏
馬
の
浦
は
百
船
の
過
ぎ
て
行
く
べ
き
浜
な
ら
な
く
に 

 
 

浜
清
み
浦
う
る
は
し
み
神
代
よ
り
千
船
の
泊
つ
る
大
和
太
の
浜
（
６
・
一
〇
六
七
） 

 
 

 
 

 

右
の
二
十
一
首
、
田
辺
福
麻
呂
が
歌
集
の
中
に
出
で
た
り
。 

 

題
詞
に
「
敏
馬
の
浦
に
過
る
時
に
作
る
歌
」
と
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
、
歌
の
内

容
か
ら
、
船
の
起
点
は
「
難
波
」
に
あ
ろ
う
。
長
歌
は
羈
旅
の
途
中
に
見
出
さ
れ
た
「
敏

馬
」
が
、
八
千
桙
の
神
の
時
代
か
ら
多
く
の
船
の
停
泊
す
る
湊
で
あ
り
、
国
中
の
船
人

た
ち
が
そ
う
定
め
て
き
た
浦
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
朝
風
に
浦
波
が
立
ち
騒
ぎ
、
夕

波
に
玉
藻
が
寄
っ
て
来
る
。
白
砂
の
清
ら
か
な
浜
辺
は
、
行
き
に
帰
り
に
見
て
も
飽
き

は
し
な
い
と
愛
で
ら
れ
て
い
る
。
見
る
人
が
誰
で
も
語
り
継
い
で
、
万
代
の
後
に
ま
で

偲
び
行
く
の
だ
ろ
う
と
、
清
ら
か
な
白
い
浜
辺
の
景
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
反
歌

で
は
、
敏
馬
の
浦
は
、
多
く
の
船
が
素
通
り
し
て
行
く
よ
う
な
浜
で
は
な
い
の
に
、
自

分
た
ち
の
船
は
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
惜
し
む
。
第
二
反
歌
は
、
浜
が
清
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く
浦
も
立
派
な
の
で
、
神
代
の
時
か
ら
た
く
さ
ん
の
船
が
停
泊
し
た
大
和
太
の
浜
で
あ

る
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

題
詞
の
「
敏
馬
の
浦
に
過
る
時
」
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
当
該
巻
の
冒
頭
部
（
九
〇

七
～
九
四
七
）
に
次
の
歌
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

敏
馬
の
浦
に
過
る
時
に
、
山
部
宿
祢
赤
人
が
作
る
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌 

 
 

御
食
向
か
ふ 
淡
路
の
島
に 

直
向
か
ふ 

敏
馬
の
浦
の 

沖
辺
に
は 

深
海
松

採
り 

浦
廻
に
は 
な
の
り
そ
刈
る 

深
海
松
の 

見
ま
く
欲
し
け
ど 

な
の
り

そ
の 

己
が
名
惜
し
み 
間
使
ひ
も 

遣
ら
ず
て
我
は 

生
け
り
と
も
な
し 

 
 

 
 

反
歌
一
首 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６
・
九
四
六
） 

 
 

須
磨
の
海
人
の
塩
焼
き
衣
の
な
れ
な
ば
か
一
日
も
君
を
忘
れ
て
思
は
む 

（
６
・
九
四
七
） 

 
 

 
 

 

右
、
作
歌
の
年
月
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。
た
だ
し
、
類
を
以
て
の
故
に
、

こ
の
次
に
載
せ
た
り
。 

 
 

 
 

 

長
歌
は
、
淡
路
の
島
と
真
向
か
い
の
敏
馬
の
浦
の
沖
に
は
深
海
松
を
採
り
、
浦
に
は

な
の
り
そ
を
刈
っ
て
い
る
。
そ
の
深
海
松
を
見
る
よ
う
に
一
目
見
た
い
と
思
う
が
、
な

の
り
そ
の
よ
う
に
我
が
名
惜
し
さ
に
、
使
い
の
者
を
遣
ら
な
い
で
い
る
私
は
、
生
き
た

心
地
も
し
な
い
こ
と
だ
と
旅
の
心
情
が
表
さ
れ
る
。
続
く
反
歌
は
、
須
磨
の
海
人
の
塩

焼
き
衣
の
よ
う
に
着
慣
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
一
日
で
も
君
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
、
で
き
は
し
ま
い
と
、
そ
の
思
い
を
繰
り
返
す
。
赤
人
歌
が
敏
馬
の
浦
に
「
深
海
松
」

や
「
な
の
り
そ
」
を
見
出
せ
ば
、
⑥
に
は
玉
藻
が
寄
せ
る
清
ら
か
な
「
浜
辺
」
や
「
白

砂
」
の
美
し
さ
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
類
を
以
て
故
ち
」
と
記
さ
れ
た
左
注
に
留
意
す
る
と
、
九
四
六
～
四
七
番
歌
は
、 

 
 

三
年
丙
寅
秋
九
月
十
五
日
、
幸
於
播
磨
国
印
南
野
時
、
笠
朝
臣
金
村
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
６
・
九
三
五
～
九
三
七
） 

 
 

山
部
宿
禰
赤
人
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

 
 

 
 

  

（
６
・
九
三
八
～
九
四
一
） 

 
 

過
辛
荷
嶋
時
、
山
部
宿
禰
赤
人
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 

（
６
・
九
四
二
～
九
四
五
） 

 
 

過
敏
馬
浦
時
、
山
部
宿
禰
赤
人
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 

（
６
・
九
四
六
～
九
四
七
） 

 
 

 

右
、
作
歌
年
月
未
詳
也
。
但
以
類
故
載
於
此
次
。 

の
一
群
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
る
。
そ
の
直
前
の
一
群
が
、 

 
 

冬
十
月
、
幸
于
難
波
宮
時
、
笠
朝
臣
金
村
作
歌
一
首 

并
短
歌 

（
６
・
九
二
八
～
九
三
〇
） 

 
 

車
持
朝
臣
千
年
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

 
  

 
 

（
６
・
九
三
一
～
九
三
二
） 
 

 

山
部
宿
祢
赤
人
作
歌
一
首 

并
短
歌 

 
 

 
 

 
  

（
６
・
九
三
三
～
九
三
四
） 

と
な
る
。
当
該
巻
の
冒
頭
部
は
こ
れ
ら
の
歌
で
結
ば
れ
て
い
る
。
⑤
⑥
は
、
そ
の
後
を

引
き
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
。
冒
頭
部
が
、
聖
武
天
皇
の
行
幸
歌
を
中
心
に

整
理
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
末
尾
部
は
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
遷
都
の
先

に
⑤
の
難
波
宮
が
皇
都
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
の
出
立
す
る
羈
旅
が
、

⑥
に
途
中
の
敏
馬
浦
を
讃
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
祝
さ
れ
て
い
る
。
土
地
褒
め
が
、

聖
武
朝
の
治
世
を
も
言
祝
ぐ
表
現
と
し
て
選
ば
れ
、
巻
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。 

 
 四

、
巻
末
歌
の
役
割
二 

皇
都
と
し
て
の
機
能
を
継
続
す
る
難
波
宮
に
は
じ
ま
る
羈
旅
歌
が
、
敏
馬
浦
を
讃
え

る
こ
と
で
、
聖
武
朝
の
繁
栄
を
も
予
祝
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

巻
末
歌
が
羈
旅
歌
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
『
万
葉
集
』
二
十

巻
の
中
に
俯
瞰
し
て
み
よ
う
。 

 
例
え
ば
、
当
該
巻
の
次
に
配
置
さ
れ
る
巻
七
の
「
雑
歌
」
に
着
目
し
て
み
る
と
、 

 
 

吉
野
に
し
て
作
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
７
・
一
一
三
〇
～
一
一
三
四
） 

 
 

山
背
に
し
て
作
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
７
・
一
一
三
五
～
一
一
三
九
） 

 
 

摂
津
に
し
て
作
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
７
・
一
一
四
〇
～
一
一
六
〇
） 

 
 

羈
旅
に
し
て
作
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
７
・
一
一
六
一
～
一
二
五
〇
） 

は
、
羈
旅
歌
が
群
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。羈
旅
歌
は
五
畿
七
道
に
広
が
り
を
見
せ
、
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そ
こ
を
往
来
す
る
人
々
の
心
情
が
多
様
に
表
現
さ
れ
て
い
る
（

15
）

。
羈
旅
の
心
情
に
着

目
す
る
と
巻
十
二
に
は
、
「
羈
旅
発
思
」
（
12
・
三
一
二
七
～
三
一
七
九
）
と
、
新
た
な

分
類
に
よ
る
歌
の
整
理
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
当
該
巻
末
部
が
閉
じ
目
と
す
る
羈
旅
歌

に
は
、
新
た
な
歌
世
界
を
切
り
開
い
て
ゆ
く
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
（

16
）

。 
 

当
該
巻
の
時
間
を
少
し
巻
き
戻
す
中
に
は
、
巻
十
五
が
、 

 
 

天
平
八
年
丙
子
の
夏
の
六
月
に
、
使
を
新
羅
の
国
に
遣
は
す
時
に
、
使
人
等
、
お

の
も
お
の
も
別
れ
を
悲
し
び
て
贈
答
し
、
ま
た
海
路
の
上
に
し
て
旅
を
慟
み
思
ひ

を
陳
べ
て
作
る
歌
、
并
せ
て
所
に
当
り
て
誦
詠
す
る
古
歌  

一
百
四
十
五
首     

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
三
五
七
八
～
三
七
一
八
） 

 
 

中
臣
朝
臣
宅
守
、
蔵
部
の
女
嬬
狭
野
弟
上
娘
子
を
娶
り
し
時
に
、
勅
し
て
流
罪
に

断
じ
越
前
国
に
配
す
。
こ
こ
に
夫
婦
別
れ
や
す
く
会
ひ
難
き
こ
と
相
嘆
き
て
、
各

慟
情
を
陳
べ
、
贈
答
す
る
歌
六
十
三
首 

 
 

 
 

（
三
七
二
三
～
三
七
七
九
） 

と
、
二
つ
の
出
来
事
に
基
づ
い
た
羈
旅
歌
の
世
界
を
表
し
て
い
る
。
当
該
巻
末
部
の
最

後
に
置
か
れ
た
⑥
が
羈
旅
歌
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
聖
武
天
皇
を
中
心
と
す
る
こ
と
を
理

想
と
す
る
古
代
律
令
社
会
の
中
で
、
官
人
た
ち
に
と
っ
て
、
果
た
す
べ
き
任
の
大
き
な

役
割
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
が
歌
世
界
と
し
て
、
多
様
に
展
開

さ
れ
る
様
子
を
、
後
の
巻
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
巻
末
歌
は
、
そ
の
先
駆
け
を

表
す
よ
う
に
編
ま
れ
て
い
る
。 

 

⑥
が
敏
馬
浦
を
過
ぎ
た
先
を
示
す
こ
と
な
く
巻
を
閉
じ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る

と
、
無
事
な
帰
京
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
巻
十
五
の
前
半
に
見
出
さ
れ
た
遣
新
羅

使
人
等
の
歌
の
中
に
は
、 

     
 

筑
紫
を
廻
り
来
、
海
路
に
て
京
に
入
ら
む
と
し
、
播
磨
国
の
家
島
に
至
り
し

時
に
作
る
歌
五
首 

 
 

家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
海
原
を
我
が
恋
ひ
来
つ
る
妹
も
あ
ら
な
く
に 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
15
・
三
七
一
八
） 

 
 

草
枕
旅
に
久
し
く
あ
ら
め
ら
と
妹
に
言
ひ
し
を
年
の
経
ぬ
ら
く 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
15
・
三
七
一
九
） 

 
 

我
妹
子
を
行
き
て
は
や
見
む
淡
路
島
雲
居
に
見
え
ぬ
家
付
く
ら
し
も 

（
15
・
三
七
二
〇
） 

 
 

ぬ
ば
た
ま
の
夜
明
か
し
も
船
は
漕
ぎ
行
か
な
三
津
の
浜
松
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む  

（
15
・
三
七
二
一
） 

 
 

大
伴
の
三
津
の
泊
ま
り
に
船
泊
て
て
龍
田
の
山
を
い
つ
か
越
え
行
か
む 

（
15
・
三
七
二
二
） 

を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
、 

 

時
間
軸
を
巻
き
戻
す
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
巻
十
七
の
冒
頭
部
は
、
太
宰
府
か
ら
の
帰

途
を
詠
む
次
の
歌
に
は
じ
ま
る
。 

 
 

 
 

天
平
二
年
庚
午
の
冬
十
一
月
、
大
宰
帥
大
伴
卿
、
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ 

帥

を
兼
ぬ
る
こ
と
旧
の
ご
と
し
、
京
に
上
る
時
に
、
傔
従
等
別
に
海
路
を
取
り
て

京
に
入
る
。
こ
こ
に
羈
旅
を
悲
傷
し
、
各
所
心
を
陳
べ
て
作
る
歌
十
首 

 
 

我
が
背
子
を
我
が
松
原
よ
見
渡
せ
ば
海
人
娘
子
ど
も
玉
藻
刈
る
見
ゆ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

右
の
一
首
、
三
野
連
石
守
作
る
。 

 
 

 
 

 
 

（
17
・
三
八
九
〇
） 

 
 

荒
津
の
海
潮
干
潮
満
ち
時
は
あ
れ
ど
い
づ
れ
の
時
か
我
が
恋
ひ
ざ
ら
む         

（
17
・
三
八
九
一
） 

 
 

磯
ご
と
に
海
人
の
釣
舟
泊
て
に
け
り
我
が
舟
泊
て
む
磯
の
知
ら
な
く           

（
17
・
三
八
九
二
） 

 
 

昨
日
こ
そ
舟
出
は
せ
し
か
い
さ
な
と
り
比
治
奇
の
灘
を
今
日
見
つ
る
か
も       

（
17
・
三
八
九
三
） 

 
 

淡
路
島
門
渡
る
舟
の
梶
間
に
も
我
は
忘
れ
ず
家
を
し
そ
思
ふ                 

（
17
・
三
八
九
四
） 

 
 

た
ま
は
や
す
武
庫
の
渡
り
に
天
伝
ふ
日
の
暮
れ
行
け
ば
家
を
し
そ
思
ふ         

（
17
・
三
八
九
五
） 

 
 

家
に
て
も
た
ゆ
た
ふ
命
波
の
上
に
浮
き
て
し
居
れ
ば
奥
か
知
ら
ず
も 
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（
17
・
三
八
九
六
） 

 
 

大
き
海
の
奥
か
も
知
ら
ず
行
く
我
を
い
つ
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
児
ら
は
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
17
・
三
八
九
七
） 

 
 

大
舟
の
上
に
し
居
れ
ば
天
雲
の
た
ど
き
も
知
ら
ず
歌
乞
我
が
背         

 

（
17
・
三
八
九
八
） 

 
 

海
人
娘
子
い
ざ
り
焚
く
火
の
お
ぼ
ほ
し
く
都
努
の
松
原
思
ほ
ゆ
る
か
も 

 
 

 
 

 

右
の
九
首
の
作
者
、
姓
名
を
審
ら
か
に
せ
ず
。    

（
17
・
三
八
九
九
） 

 

巻
十
七
の
冒
頭
部
が
時
間
を
巻
き
戻
し
て
そ
れ
以
前
の
巻
を
回
顧
し
て
い
る
こ
と
に

鑑
み
る
と
、
当
該
巻
末
尾
部
⑥
に
配
置
さ
れ
た
羈
旅
歌
の
行
方
が
、
こ
こ
に
帰
京
を
詠

む
歌
に
よ
っ
て
応
え
ら
れ
て
い
る
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
筑
紫
か
ら
の
無
事
な

帰
京
を
詠
む
歌
に
は
じ
ま
る
こ
と
で
、
聖
武
朝
が
末
四
巻
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と

を
構
想
し
て
い
る
可
能
性
が
見
出
さ
れ
よ
う
。 

 
 お

わ
り
に 

 

当
該
巻
末
部
は
、そ
れ
以
前
に
記
さ
れ
た
歌
の
時
間
を
少
し
巻
き
戻
す
よ
う
な
形
で
、

久
邇
京
へ
の
遷
都
が
、
聖
武
朝
の
大
き
な
節
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
①
～

③
に
は
、
旧
都
と
な
る
平
城
京
に
哀
惜
の
情
が
捧
げ
ら
れ
、
久
邇
に
誕
生
し
た
新
京
が

讃
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

と
は
い
え
、
新
た
な
時
代
の
到
来
が
期
待
さ
れ
た
久
邇
京
も
、
時
代
の
移
り
ゆ
く
中

で
廃
都
さ
れ
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
て
ゆ
く
。
荒
れ
て
ゆ
く
久
邇
京
を
惜
し
む
歌
は
、
難

波
宮
が
皇
都
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
た
め
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
平
城
京
へ
の
還

幸
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
④
に
は
、
天
平
十
七
年
以
後
の
作
歌
が
考
え
ら
れ
る
。
配

列
か
ら
は
⑤
に
は
そ
れ
以
後
の
作
歌
時
期
が
想
定
さ
れ
そ
う
だ
が
、
聖
武
天
皇
が
「
あ

り
通
ふ
」
姿
は
、
神
亀
二
年
か
ら
見
え
は
じ
め
る
、
難
波
宮
が
皇
都
と
な
る
経
緯
を
回

顧
す
る
よ
う
に
讃
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
天
平
十
六
年
ま
で
に
は
詠
ま
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
④
の
後
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
平
城
京
に
還
幸
し
た
後
も
、
難

波
宮
は
皇
都
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
難
波
か
ら
出
立
す
る
羈

旅
歌
は
、
敏
馬
の
浦
を
讃
え
る
こ
と
で
、
聖
武
朝
の
治
世
を
讃
美
し
て
閉
じ
ら
れ
て
い

る
。
当
該
巻
の
冒
頭
部
の
行
幸
歌
群
と
呼
応
す
る
よ
う
に
巻
が
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
を

確
認
し
た
。 

 

当
該
巻
の
最
終
歌
が
行
幸
歌
で
は
な
く
羈
旅
歌
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
二

十
巻
の
中
に
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
作
歌
年
次
を
明
記
し
な
い
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く

な
い
。
続
く
巻
七
は
、
作
歌
事
情
を
も
削
ぎ
落
と
し
た
羈
旅
歌
群
に
よ
っ
て
、
五
畿

七
道
に
広
が
る
歌
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
巻
十
二
に
は
、
「
羈
旅
発
思
」
と
心

情
に
立
ち
入
る
新
た
な
分
類
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。 

 

当
該
巻
が
表
す
時
間
を
少
し
巻
き
戻
す
中
に
起
き
た
出
来
事
を
、
巻
十
五
に
読
む

こ
と
が
で
き
る
。 

⑥
の
羈
旅
の
行
方
を
探
る
と
、
巻
十
七
の
巻
頭
が
太
宰
府
か
ら
の
帰
京
に
は
じ
ま

る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
聖
武
天
皇
代
の
歌
世
界
が
当
該
巻
末
部
を
介
し
て
、
末
四

巻
へ
と
引
き
継
が
れ
る
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
見
通
し
た
。 

 

注 （
１
） 

例
え
ば
、
巻
二
十
の
巻
末
部
に
つ
い
て
は
、
市
瀬
雅
之
「
『
万
葉
集
』
に
表
現

さ
れ
た
編
纂
者
『
大
伴
家
持
』
―
巻
二
十
の
末
尾
三
十
一
首
の
考
察
を
起
点
と

し
て
―
」(

『
中
京
大
学 

文
学
会
論
叢
』
第
四
号 

二
〇
一
八
年
三
月)

と
市
瀬

雅
之
「
詠
ま
れ
た
時
点
に
歌
の
解
釈
を
考
え
る
―
天
平
勝
宝
九
歳
・
天
平
宝
字

元
年
を
中
心
に
し
て
―
」
（
二
〇
一
九
年
十
月
『
美
夫
君
志
』
第
九
十
九
号
）

を
踏
ま
え
て
、
市
瀬
雅
之
「
天
平
宝
字
三
年
以
後
の
家
持
―
薩
摩
守
赴
任
以
前

を
考
え
る
―
」（
二
〇
二
三
年
（
令
和
五
）
四
月
『
美
夫
君
志
』
第
一
〇
六
号
）

を
示
し
た
。 

（
２
）
巻
六
の
編
集
に
つ
い
て
は
、
既
に
市
瀬
雅
之
ａ
「
編
纂
者
へ
の
視
点
｜
巻
六

の
場
合
｜
」
（
『
大
伴
家
持
論
｜
文
学
と
氏
族
伝
統
｜
』
桜
楓
社 

一
九
九
七
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年
五
月
）
・
市
瀬
雅
之
ｂ
「
家
持
の
編
纂
意
識
」
（
お
う
ふ
う 

平
成
一
九
年
三

月
、
初
出
二
〇
〇
四
年
七
月
）
・
市
瀬
雅
之
ｃ
「
巻
六
の
場
合
」
（
市
瀬
雅
之

・
城
﨑
陽
子
・
村
瀬
憲
夫
『
万
葉
集
編
纂
構
想
論
』
笠
間
書
院 

二
〇
一
四
年
二 

 

月
、
初
出
二
〇
〇
九
年
十
二
月
）
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
先
に
論
じ 

 

残
し
た
巻
末
部
に
焦
点
を
当
て
た
考
察
と
な
る
。 

（
３
） 

吉
井
巖
「
万
葉
集
巻
六
に
つ
い
て
―
題
詞
を
中
心
と
し
た
考
察
―
」
『
万
葉
集 

 
 

  

へ
の
視
角
』
和
泉
書
院 
一
九
九
〇
年
十
月
、
初
出
一
九
八
一
年
十
一
月 

（
４
） 

前
掲
（
２
）
市
瀬
ａ
に
同
じ
。 

（
５
） 

村
瀬
憲
夫
「
万
葉
集
巻
六
末
部
の
編
纂
と
大
伴
家
持
」
『
大
伴
家
持
論 

作
品

と
編
纂
』
塙
書
房 

二
〇
二
一
九
月
、
初
出
二
〇
〇
八
年
五
月 

（
６
） 

前
掲
（
２
）
市
瀬
ａ
ｂ
に
同
じ
。 

（
７
） 

松
田
聡
「
万
葉
集
巻
六
と
天
平
十
六
年
｜
末
四
巻
を
視
野
に
｜
」
『
岡
山

大
学
国
語
研
究
』
三
十
四
巻 

二
〇
二
〇
年
三
月 

（
８
） 

前
掲
（
２
）
市
瀬
ｃ
に
同
じ
。 

（
９
） 

前
掲
（
８
）
に
同
じ
。 

（
10
）
い
ず
れ
に
も
、
内
舎
人
で
あ
っ
た
大
伴
家
持
の
歌
が
中
心
に
採
用
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
大
伴
家
持
は
、
作
者
と
し
て
ば
か
り
で

な
く
、
編
集
者
と
し
て
の
痕
跡
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
。 

（
11
）
市
瀬
雅
之
「
題
詞
と
左
注
の
位
相
｜
巻
一
の
場
合
｜
」
前
掲
（
２
）
ｂ
、

初
出
一
九
九
八
年
三
月 

（
12
）
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

      

『
万
葉
集
』
②
（
小
学
館 

一
九
九
五
年
四
月
） 

（
13
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
』
三 

集
英
社 

一
九
九
六
年
五
月 

（
14
）
松
田
前
掲
（
７
）
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。 

（
15
）
村
瀬
憲
夫
『
万
葉
集
編
纂
の
研
究 

作
者
未
詳
歌
巻
の
論
』
塙
書
房 

二
〇 

 
 

 
 

〇
二
年
六
月 

（
16
）
城
﨑
陽
子
「
『
羈
旅
』
と
い
う
部
類
と
編
纂
」
市
瀬
雅
之
・
城
﨑
陽
子
・
村

瀬
憲
夫
『
万
葉
集
編
纂
構
想
論
』
笠
間
書
院 

二
〇
一
四
年
二  

月
、
初
出
二

〇
〇
九
年
十
二
月
、
初
出
二
〇
一
二
年
一
月 

 

本
稿
が
引
用
す
る
『
万
葉
集
』
は
、
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
一
九
九
四
年
五
月
～
一
九
九
六
年
八
月 

小
学
館
）
を
テ

キ
ス
ト
に
し
て
い
る
。 

本
稿
が
引
用
す
る
『
続
日
本
紀
』
は
、
青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤

禮
幸
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
二
～
三
（
一
九
九
〇
年
九
月
～
一

九
九
二
年
十
一
月 

岩
波
書
店
）
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
る
。 

 

本
稿
は
、
二
〇
二
三
年
度
梅
花
女
子
大
学
研
究
助
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 
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