
特集・万葉集の「編纂」と「注釈」

万
葉
集
の
歌
は
、
万
葉
集
に
書
か
れ
る
時
点
に
お
い
て
す
ら
流
動
し
て

い
た
。
安
定
し
た
歌
で
な
い
こ
と
が
万
葉
歌
の
あ
る
べ
き
姿
だ
っ
た
と
も

言
え
る
。
口
調
の
声
の
歌
と
い
、
７
だ
け
で
な
く
、
記
載
の
次
元
で
も
そ
の

現
象
は
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
万
葉
集
の
編
纂
者
が
本
文
に
対
す
る
別
本
の

異
伝
と
し
て
記
し
た
歌
、
す
な
わ
ち
或
本
歌
の
存
在
に
顕
著
に
現
れ
て
い

る
。
か
つ
て
丸
山
隆
司
氏
は
、
異
伝
を
テ
キ
ス
ト
の
不
安
と
し
て
と
ら
え

（１）

た
よ
う
に
、
異
伝
を
伴
う
表
現
こ
そ
万
葉
集
の
テ
キ
ス
ト
の
あ
る
べ
き
姿

だったのだ。

さ
し
あ
た
っ
て
巻
二
挽
歌
で
見
れ
ば
、
或
本
歌
は
柿
本
人
麻
呂
作
歌
に

集
中
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
こ
に
人
麻
呂
挽
歌
が
も
つ
内
部
的
問
題
を
暗

示
す
る
と
同
時
に
、
巻
二
挽
歌
の
「
編
纂
」
と
「
注
釈
」
の
作
業
に
顕
在

化
す
る
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
注
釈
」
と
い
う

の
は
、
作
歌
事
情
や
或
本
な
ど
の
異
伝
が
し
ば
し
ば
左
注
で
示
さ
れ
る
か

ら
で
あ
っ
て
、
左
注
は
編
纂
者
の
「
注
釈
」
行
為
と
見
な
し
得
る
。
こ
の

「
編
纂
」
と
「
注
釈
」
は
、
万
葉
集
に
歌
を
書
く
こ
と
で
あ
り
、
流
動
す

る
歌
を
万
葉
歌
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

逸
脱
す
る
或
本
歌
居
駒
永
幸

１
巻
二
・
柿
本
人
麻
呂
挽
歌
の
「
編
纂
」
と
「
注
釈
」
Ｉ

特
集
・
万
葉
集
の
「
編
纂
」
と
「
注
釈
」

は
じ
め
に

一
、
或
本
歌
の
領
域
と
逸
脱

或
本
歌
が
万
葉
集
に
最
初
に
出
て
く
る
の
は
、
巻
一
雑
歌
の
天
武
天
皇

御
製
歌
の
箇
所
で
あ
る
。

或
る
本
の
歌

み
吉
野
の
耳
我
の
山
（
嶺
）
に
時
じ
く
（
な
く
）
そ
雪
は
降

る
と
い
ふ
（
降
り
け
る
）
間
な
く
そ
雨
は
降
る
と
い
ふ
（
零
り

け
る
）
そ
の
雪
の
時
じ
き
（
な
き
）
が
如
そ
の
雨
の
間
な

き
が
如
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
そ
の
山
道
を

そ
れ
で
は
、
万
葉
集
の
本
文
歌
と
し
て
確
定
さ
れ
た
歌
と
と
も
に
、
な

ぜ
異
伝
と
し
て
の
或
本
歌
が
記
載
さ
れ
る
の
か
。
本
稿
の
課
題
は
、
巻
二

挽
歌
の
柿
本
人
麻
呂
作
歌
に
お
い
て
、
或
本
歌
が
存
在
す
る
意
味
を
問
う

こ
と
を
通
し
て
、
人
麻
呂
挽
歌
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
成
立
を
考
え
る
こ
と

にある。
な
お
、
或
本
歌
に
関
わ
っ
て
伝
謂
説
と
推
敲
説
が
旧
来
対
立
し
て
い
る

が
、
本
稿
で
は
或
本
歌
が
万
葉
集
に
在
る
こ
と
を
問
う
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
前
歴
を
洗
い
出
す
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
最
初
に
こ
と
わ
っ
て

おきたい。
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逸脱する或本歌

（１．二六）

右
句
々
相
換
れ
り
。
因
り
て
こ
こ
に
重
ね
て
載
す
。

括
弧
内
が
本
文
歌
二
五
の
詞
句
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
文
歌
は
或
本
歌

の
小
異
歌
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
に
「
句
々
相
換
」
が
あ
る
と
し
、
或

本
に
記
さ
れ
た
歌
を
万
葉
集
に
「
重
載
」
す
る
と
左
注
で
は
説
明
す
る
。

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
或
本
歌
は
詞
句
に
お
い
て
「
句
々
相
換
」
と

認
識
さ
れ
る
異
伝
の
歌
で
、
そ
れ
は
本
文
歌
と
は
別
に
書
か
れ
て
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
。
問
題
は
、
本
文
歌
二
五
が
記
さ
れ
た
後
に
、
な
ぜ

異
伝
の
或
本
歌
二
六
を
載
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
の
根
拠
が
「
句
々
相
換
」
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
本
文
歌
は
「
句
々

相
換
」
の
或
本
歌
と
と
も
に
存
在
す
る
と
い
、
フ
歌
の
あ
り
方
を
示
し
て
い

ブ（》◎も
っ
と
も
こ
の
詞
句
の
相
違
は
、
歌
の
位
相
の
違
い
を
表
す
と
も
見
ら

れ
て
い
る
。
西
郷
信
綱
氏
に
よ
れ
ば
、
本
文
歌
は
、
天
武
天
皇
が
歌
謡
で

あ
る
或
本
歌
を
土
台
と
し
、
壬
申
の
乱
で
体
験
し
た
吉
野
の
地
を
回
想
し

て
詠
作
し
た
「
詩
的
再
創
造
」
の
歌
と
い
う
。
「
と
い
ふ
」
と
「
け
る
」

（２）

が
歌
謡
と
個
人
詠
の
位
相
の
違
い
を
表
す
と
い
、
フ
の
だ
。
そ
れ
は
認
め
ら

れ
る
に
し
て
も
、
或
本
歌
は
天
武
御
製
歌
の
原
歌
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
吉
野
隠
栖
の
境
遇
を
う
た
う
天
武
御
製
歌
は
、

人
々
の
間
に
伝
謂
さ
れ
流
布
す
る
或
本
歌
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

類
同
性
の
も
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
理
解
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
或
本
歌
は
、
歌
詞
の
異
伝
を
示
す
と
い
う
領
域
を
超
え
て
、
本
文
歌

と
の
間
に
表
現
上
の
関
連
性
を
生
じ
さ
せ
る
契
機
を
孕
む
の
だ
。

次
に
、
或
本
歌
の
第
二
の
例
を
見
て
み
よ
、
フ
。

大
宝
元
年
辛
丑
の
秋
九
月
、
太
上
天
皇
の
紀
伊
国
に
幸
し
し
時
の

歌巨
勢
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
つ
つ
思
は
な
巨
勢
の
春
野
を

（１．五四）

右
の
一
首
は
坂
門
人
足

或
る
本
の
歌

河
の
辺
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
巨
勢
の
春
野

は

（

１

．

五

六

）

右
の
一
首
は
春
日
蔵
首
老

こ
れ
は
持
統
太
上
天
皇
の
紀
伊
行
幸
の
時
の
歌
で
、
行
幸
の
道
す
が
ら

旅
の
宴
で
披
露
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
或
本
歌
は
詞
句
の
異
伝

と
と
も
に
作
者
の
異
伝
を
も
示
し
て
い
る
。
作
者
の
異
伝
も
或
本
歌
の
領

域
で
あ
っ
た
。
五
六
に
基
づ
い
て
五
四
が
う
た
わ
れ
た
と
す
る
通
説
に
従

え
ば
、
通
過
す
る
土
地
を
讃
め
る
「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」
の
常
套
句
を
も

つ
儀
礼
歌
五
六
を
踏
ま
え
て
、
巨
勢
の
椿
の
景
物
を
楽
し
む
宴
席
歌
五
四

へ
と
転
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
或
本
歌
に
は
、
五
四
に
対
し
て

異
な
る
作
者
の
異
伝
歌
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
五
四
の
基
盤
に
あ
る
、

人
々
に
流
布
す
る
旅
の
歌
の
世
界
を
共
有
す
る
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。

歌
詞
や
作
者
の
異
伝
を
示
す
と
い
う
或
本
歌
の
領
域
は
、
こ
こ
で
も
超
え

ら
れ
る
契
機
を
孕
ん
で
い
る
。
ま
た
、
春
日
蔵
首
老
の
歌
が
宴
席
に
お
い

て
坂
門
人
足
の
歌
に
答
え
た
も
の
と
す
る
見
方
に
立
て
ば
、
そ
し
て
そ
の

解
釈
は
十
分
に
可
能
性
が
あ
る
の
だ
が
、
五
四
に
対
し
て
或
本
歌
五
六
の

新
た
な
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
も
は
や
或
本
歌
は
自
ら
の
領
域

を
逸
脱
し
て
本
文
歌
と
同
じ
位
置
を
主
張
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。

巻
一
の
最
後
の
例
に
も
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
、
フ
。
そ
れ
は
和
銅
三
年
の

奈
良
遷
都
の
時
の
歌
（
１
．
七
八
）
に
対
し
て
、
「
或
る
本
、
藤
原
京
よ
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特集・万葉集の「編纂」と「注釈」

二
、
或
本
歌
の
記
載
の
根
拠

或
本
歌
は
巻
二
に
な
る
と
急
増
し
、
石
見
相
聞
歌
の
或
本
の
長
歌
（
一

三
八
）
と
反
歌
（
一
三
九
）
に
も
、
そ
れ
に
関
連
す
る
左
注
が
付
い
て
い

つ（》Ｏ

反
歌
一
首

石
見
の
海
打
歌
の
山
の
木
の
際
よ
り
わ
が
振
る
袖
を
妹
見
つ
ら
む
か

（２．一三九）

右
、
歌
躰
同
じ
と
い
へ
ど
も
句
々
相
替
れ
り
。
因
り
て
こ
こ
に
重

ねて載す。

り
寧
楽
宮
に
遷
れ
る
時
の
歌
」
と
あ
る
作
者
不
明
の
長
歌
と
反
歌
の
二
首

（
１
．
七
九
、
八
○
）
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
前
二
例
の
よ
う
な
、
本
文

歌
に
対
す
る
異
伝
歌
の
関
係
で
は
な
い
。
「
飛
鳥
の
明
日
香
の
里
を
置
き

て
去
な
ば
」
と
う
た
う
七
八
は
、
お
そ
ら
く
明
日
香
古
京
か
ら
藤
原
宮
へ

の
遷
都
時
の
古
歌
を
奈
良
遷
都
の
儀
礼
歌
と
し
て
転
用
し
た
も
の
で
、
そ

の
上
句
が
奈
良
遷
都
の
歌
に
合
致
し
な
い
と
判
断
し
、
奈
良
遷
都
に
ふ
さ

わ
し
い
歌
を
或
本
か
ら
二
首
補
入
し
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
奈
良
遷
都
の

歌
と
し
て
は
、
本
文
歌
よ
り
も
或
本
歌
の
方
が
、
と
り
わ
け
長
歌
七
九
の

（３）

道
行
表
現
に
お
い
て
む
し
ろ
適
合
し
て
い
る
。

巻
一
の
三
ケ
所
の
或
本
歌
を
見
て
き
た
が
、
或
本
歌
は
歌
詞
や
作
者
の

異
伝
を
示
す
と
い
う
領
域
を
示
し
つ
つ
、
そ
の
領
域
を
逸
脱
し
て
本
文
歌

と
の
間
に
新
た
な
関
係
性
を
創
造
す
る
契
機
を
も
見
せ
て
い
た
。
さ
ら
に

は
本
文
歌
を
補
完
す
る
或
本
歌
さ
え
存
在
し
、
或
本
歌
は
単
な
る
補
助
資

料
を
超
え
て
本
文
歌
に
連
続
す
る
自
立
し
た
歌
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ

た。

こ
れ
は
前
掲
二
六
の
左
注
と
同
趣
で
あ
り
、
或
本
歌
を
記
す
理
由
を
巻

二
で
重
ね
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
一
三
一
～
一
三
三
の
本
文
歌
と
は
歌

詞
の
全
体
が
同
じ
で
も
、
「
句
々
相
替
」
に
よ
り
一
三
八
・
一
三
九
の
或

本
歌
を
「
重
載
」
し
た
と
、
そ
の
根
拠
を
示
し
た
の
だ
。
し
か
し
、
一
三

一
～
一
三
三
が
本
文
と
し
て
確
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
「
句
々
相
替
」
と

は
言
え
、
な
ぜ
そ
の
異
伝
と
し
て
の
或
本
歌
が
記
さ
れ
る
の
か
。
推
敲
さ

れ
た
本
文
歌
に
対
し
て
或
本
歌
は
人
麻
呂
の
初
案
と
す
る
に
し
て
も
、
完

成
度
の
低
い
初
案
を
記
載
す
る
こ
と
の
理
由
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
の

点
の
説
明
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
文
と
或
本
は
推
敲
案
と
初
案
を
示
す

も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
者
が
併
記
さ
れ
る
こ
と
が

万
葉
歌
の
あ
り
方
な
の
だ
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
本
文
歌

は
、
或
本
歌
と
い
う
「
句
々
相
替
」
の
異
伝
を
伴
う
こ
と
で
、
類
歌
の
共

同
性
を
基
本
と
す
る
万
葉
歌
の
存
在
態
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意

味
で
は
、
或
本
歌
は
本
文
歌
と
補
完
し
あ
う
関
係
の
も
と
に
、
十
分
な
る

根
拠
を
も
っ
て
記
載
さ
れ
た
の
だ
。

石
見
相
聞
歌
の
場
合
は
、
長
歌
に
「
句
々
相
替
」
が
見
ら
れ
る
が
、
そ

の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
「
石
見
」
で
は
じ
ま
る

反
歌
の
「
句
々
相
替
」
で
あ
る
。
こ
の
「
石
見
」
反
歌
は
、
本
文
の
第
一

反
歌
（
一
三
二
）
、
或
本
の
反
歌
（
一
三
四
）
、
そ
し
て
前
掲
の
或
本
反
歌

（
一
三
九
）
の
三
首
も
出
て
く
る
の
だ
。
一
三
二
と
一
三
九
の
現
在
推
量

「
ら
む
」
、
一
三
四
の
過
去
推
量
「
け
む
」
と
い
う
相
違
も
重
要
だ
が
、
特

に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
一
三
と
一
三
四
の
「
高
角
山
」
が
一
三
九
で
は

「
打
歌
山
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
万
葉
考
」
以
来
、
音
仮
名
「
打

歌
」
の
下
に
「
角
か
津
乃
」
の
字
の
脱
落
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
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逸脱する或本歌

脱
字
説
に
拠
る
前
に
「
打
歌
山
」
と
書
か
れ
て
い
る
意
味
を
問
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
山
は
、
伊
藤
博
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
、
石
見

（４）

の
妻
と
別
れ
る
見
納
め
の
山
で
あ
り
、
別
れ
の
歌
を
詠
む
場
所
で
も
あ

る
。
「
打
歌
山
」
は
、
そ
の
よ
う
な
妻
と
の
別
れ
の
歌
を
詠
む
山
の
イ
メ

ー
ジ
を
呼
び
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
前
二
首
の
「
高
角
山
」
に
は
そ
れ
が
な

い
。
そ
こ
で
妻
を
見
納
め
る
「
高
角
山
」
と
と
も
に
、
妻
と
の
悲
別
の
歌

を
詠
む
「
打
歌
山
」
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
打
歌
山
」
の
或

本
歌
が
記
載
さ
れ
る
根
拠
の
一
つ
は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
従

っ
て
、
或
本
歌
は
本
文
歌
の
異
伝
資
料
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
歌
内
部

の
関
係
性
を
も
伴
っ
て
併
記
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
文
歌
と
或
本
歌
に
よ
る
構
成
と
い
う
点
で
、
そ
れ
と
同
様
の
関
係
に

あ
る
が
人
麻
呂
の
泣
血
哀
働
歌
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
本
文
歌
の
二
一
○
の

長
歌
と
二
二
・
二
一
二
の
反
歌
に
対
し
て
、
或
本
歌
の
長
歌
一
二
三
と

反
歌
二
一
四
～
二
一
六
が
対
応
し
て
い
る
。
や
は
り
こ
の
場
合
も
、
或
本

歌
の
初
案
か
ら
本
文
歌
へ
と
推
敲
さ
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
ぶ
。
し
か
し
、

石
見
相
聞
歌
と
同
様
、
本
文
歌
が
確
定
さ
れ
て
い
る
の
に
な
ぜ
初
案
の
歌

が
記
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
を
説
得
す
る
説
明
は
見
出
し
が
た
い
。
或
本
歌

が
併
記
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
文
歌
に
対
す
る
異
伝
や
初
案
と
い

う
従
属
し
た
関
係
か
ら
は
説
明
し
得
な
い
の
だ
。
或
本
歌
が
存
在
す
る
根

拠
は
、
本
文
歌
に
は
な
い
歌
の
表
現
に
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
電
フ
な
視
点
で
或
本
歌
を
見
る
と
、
長
歌
で
は
、
本
文
歌
二
一
○

の
「
思
ひ
し
妹
が
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
だ
に
も
見
え
ぬ
思
へ
ば
」
と
或
本

歌
二
一
三
の
「
思
ひ
し
妹
が
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
の
相
違
、
反
歌
で
は
、

或
本
歌
の
方
に
だ
け
次
の
一
首
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
特
に
注
目
さ
れ

つ（》◎

家
に
来
て
わ
が
屋
を
見
れ
ば
玉
床
の
外
に
向
き
け
り
妹
が
木
枕

（２．二一六）

こ
の
二
点
の
大
き
な
相
違
が
或
本
歌
の
記
載
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と

見
ら
れ
る
。
ま
ず
最
初
の
長
歌
の
問
題
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
大
き
な
違
い

は
妻
を
亡
く
し
た
男
が
妻
の
隠
れ
た
山
に
会
い
に
行
く
場
面
の
表
現
で
あ

る
。
本
文
歌
で
は
、
妻
の
姿
が
ぼ
ん
や
り
と
さ
え
も
見
え
な
い
こ
と
を
思

う
と
、
と
妻
に
会
え
な
か
っ
た
嘆
き
で
う
た
い
収
め
る
の
に
対
し
て
、
或

本
歌
で
は
、
妻
が
灰
に
な
っ
て
お
い
で
な
の
で
、
と
厳
し
い
死
の
現
実
を

示
し
て
結
ぶ
。
歌
の
表
現
と
し
て
は
、
二
一
○
で
妻
の
不
在
を
確
か
め
、

一
二
三
で
妻
と
の
決
定
的
な
隔
絶
に
う
た
い
及
ぶ
と
い
、
フ
関
係
で
あ
っ

て
、
或
本
歌
の
結
句
に
お
い
て
妻
の
動
か
し
が
た
い
死
が
確
か
め
ら
れ
、

本
文
歌
の
末
尾
と
呼
応
し
つ
つ
全
体
が
結
ば
れ
る
。
或
本
歌
の
二
一
三

は
、
二
一
○
の
異
伝
や
初
案
と
い
う
領
域
か
ら
逸
脱
し
、
本
文
歌
と
自
立

し
た
関
係
に
お
い
て
亡
妻
挽
歌
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
或
本
歌
に
し
か
な
い
反
歌
で
は
、
「
外
に
向
き
け
り
妹
が
木
枕
」

と
、
寝
屋
に
あ
る
妻
の
枕
が
外
に
向
い
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
。
木
枕
は
妻

の
魂
の
拠
り
所
で
あ
る
か
ら
、
外
に
向
く
と
は
妻
屋
か
ら
妻
の
魂
が
去
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
古
代
の
決
定
的
な
死
の
表

現
な
の
だ
ろ
う
。
妻
屋
に
は
妻
の
魂
さ
え
不
在
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

長
歌
の
「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
と
対
応
し
て
い
る
。
妻
は
灰
と
な
り
、
枕

は
外
に
向
く
と
或
本
歌
で
う
た
う
の
は
、
妻
の
魂
の
不
在
と
他
界
へ
の
鎮

ま
り
と
い
う
泣
血
哀
働
歌
の
テ
ー
マ
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
或
本
の
反
歌

二
一
六
は
歌
群
全
体
を
結
ぶ
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

泣
血
哀
働
歌
は
、
本
文
の
長
歌
二
一
○
、
反
歌
二
二
・
一
二
二
に
続

い
て
、
或
本
の
長
歌
二
一
三
、
反
歌
二
一
四
～
二
一
六
が
対
応
し
て
併
記
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泣
血
哀
働
歌
の
或
本
の
反
歌
三
首
の
う
ち
二
一
六
は
、
す
で
に
見
た
よ

う
に
本
文
歌
に
は
な
い
。
反
歌
二
首
形
式
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
三
六
は
本
文
長
歌
二
一
○
の
結
末
部
と
の
関
係
で
反
歌
か
ら
除
外
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
一
六
に
は
、
長
歌
に
付
い
た
り
離
れ
た
り
す

る
流
動
す
る
反
歌
の
あ
り
方
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
反
歌
の
流
動
性
は
人
麻
呂
作
歌
に
よ
く
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
特
に
巻

二
挽
歌
で
は
、
そ
れ
が
或
本
歌
と
関
わ
っ
て
発
生
す
る
こ
と
に
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
初
に
、
日
並
皇
子
挽
歌
の
反
歌
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
、
フ
。

反
歌
二
首

ひ
さ
か
た
の
天
見
る
ご
と
く
仰
ぎ
見
し
皇
子
の
御
門
の
荒
れ
ま
く
惜

し
も

（２．一六八）

あ
か
ね
さ
す
日
は
照
ら
せ
れ
ど
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
の
隠
ら
く
惜

しも鰄蝿鮴帥州削鰍聯刎犀丘柵想岼（２．ニハ九）

第
二
反
歌
の
一
六
九
に
は
、
或
本
で
は
人
麻
呂
作
の
高
市
皇
子
蹟
宮
挽

歌
の
反
歌
と
す
る
、
と
の
注
記
が
あ
る
。
「
件
の
歌
」
は
関
係
す
る
ひ
と

ま
と
ま
り
の
歌
を
言
い
、
こ
の
場
合
反
歌
二
首
を
指
す
よ
、
フ
に
見
え
る

が
、
金
沢
本
な
ど
の
古
本
で
は
明
ら
か
に
一
六
九
の
下
に
小
字
で
記
さ
れ

さ
れ
て
い
た
。
巻
二
挽
歌
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
泣
血
哀
働
歌
は
そ
の

順
序
で
読
む
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
右
に
見
て
き
た
よ

う
に
、
泣
血
哀
働
歌
に
は
石
見
相
聞
歌
と
同
様
、
或
本
歌
と
本
文
歌
と
の

間
に
単
な
る
異
伝
の
領
域
を
超
え
て
構
成
上
の
呼
応
関
係
が
あ
り
、
そ
れ

が
編
纂
者
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

三
、
流
動
す
る
反
歌
と
或
本
歌

る
の
で
、
或
本
の
注
の
範
囲
は
一
六
八
に
及
ば
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
左

注
で
は
な
く
、
一
六
九
の
一
首
に
限
定
し
た
下
注
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の

場
合
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
渡
瀬
昌
忠
氏
は
、
或
本
で
は
「
一
云
」
の
異

伝
の
長
歌
と
一
六
八
の
反
歌
一
首
だ
け
の
形
を
推
定
し
、
こ
の
段
階
で
は

一
六
九
は
高
市
挽
歌
の
反
歌
で
あ
っ
た
と
す
る
。
た
だ
、
一
六
九
は
異
伝

の
第
一
稿
に
も
本
文
の
第
二
稿
に
も
、
ま
た
或
本
の
高
市
挽
歌
に
も
あ
つ

（６）

た
が
、
こ
の
よ
う
に
校
異
し
た
と
い
、
フ
別
案
を
も
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ

の
可
能
性
も
あ
り
得
よ
う
。
高
市
挽
歌
と
日
並
挽
歌
の
ど
ち
ら
の
反
歌
で

も
あ
る
と
い
う
一
六
九
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
こ
の
よ
う
に
或
本
歌
の
存

在
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
編
纂
者
が
示
す
或
本
の
注
記
も
テ
キ
ス
ト
の
一

部
で
あ
り
、
本
文
歌
は
も
ち
ろ
ん
、
注
記
が
示
し
て
い
る
或
本
の
反
歌
の

流
動
性
も
含
め
た
総
体
が
万
葉
歌
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
巻
二
挽
歌
の
重

層
す
る
テ
キ
ス
ト
と
言
え
よ
う
。

こ
の
注
記
が
一
六
九
に
付
さ
れ
た
理
由
は
、
高
市
挽
歌
が
反
歌
の
異
伝

を
伴
っ
て
い
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

短
歌
二
首

ひ
さ
か
た
の
天
知
ら
し
ぬ
る
君
ゆ
ゑ
に
日
月
も
知
ら
に
恋
ひ
渡
る
か

も

（２．二○○）

埴
安
の
池
の
堤
の
隠
沼
の
行
方
を
知
ら
に
舎
人
は
ま
と
ふ

（
２
．
二
○
二

或
る
書
の
反
歌
一
首

泣
沢
の
神
社
に
神
酒
す
ゑ
祷
祈
れ
ど
も
わ
ご
大
君
は
高
日
知
ら
し
い

（２．二○二）

右
の
一
首
は
類
聚
歌
林
に
日
は
く
「
檜
隈
女
王
の
、
泣
沢
神
社
を

怨
む
る
歌
」
と
い
へ
り
。
日
本
紀
を
案
ふ
る
に
云
は
く
「
十
年
丙
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逸脱する或本歌

申
の
秋
七
月
辛
丑
の
朔
の
庚
戌
、
後
皇
子
尊
莞
り
ま
し
ぬ
」
と
い

へり。

或
書
の
反
歌
は
別
本
に
書
か
れ
て
い
た
高
市
挽
歌
の
反
歌
で
あ
る
こ
と

を
示
す
。
或
書
は
巻
二
に
こ
の
一
例
し
か
な
く
、
万
葉
集
全
体
で
も
六
例

見
ら
れ
る
の
み
で
、
或
本
の
一
つ
と
し
て
扱
っ
て
よ
か
ろ
、
フ
。
或
書
に
書

か
れ
た
の
は
一
云
の
本
文
を
も
つ
長
歌
で
あ
ろ
う
。
二
○
二
は
反
歌
と
明

記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
或
書
に
は
一
云
の
高
市
挽
歌
と
と
も
に
書
か
れ
て

い
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
日
並
挽
歌
の
反
歌
一
六
九
は
、
二
○
二
と
と
も
に

こ
の
或
書
に
記
さ
れ
て
い
た
と
見
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
。
一
六
九

は
、
太
陽
は
変
わ
ら
ず
に
照
っ
て
い
る
が
、
隠
れ
る
月
の
よ
う
に
高
市
皇

子
は
こ
の
世
を
去
っ
た
と
う
た
い
、
二
○
二
は
、
皇
子
が
こ
の
世
で
復
活

（７）

す
る
の
を
祈
っ
て
い
た
が
、
あ
の
太
陽
の
よ
う
に
天
界
を
統
治
す
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
呼
応
す
る
反
歌
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
本
文
で
は
、
一
六
九
と
二
○
二
に
替
え
て
二
○
○
と
二
○

一
を
反
歌
と
し
て
採
用
し
確
定
し
た
。
或
書
に
二
○
○
と
二
○
一
が
書
か

れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
或
書
は
一
つ
の
反
歌
が
複
数
の

皇
子
の
挽
歌
に
結
び
つ
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
或
本
と
本
文
と

の
間
に
お
い
て
、
流
動
す
る
反
歌
が
発
生
す
る
の
だ
。

し
か
も
、
左
注
に
よ
れ
ば
、
或
書
の
反
歌
二
○
二
は
人
麻
呂
作
で
は
な

く
、
桧
隈
女
王
の
歌
と
し
て
類
聚
歌
林
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
桧
隈

女
王
は
高
市
皇
子
の
娘
と
す
る
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
に
従
う
べ
き

で
、
二
○
二
は
死
者
に
対
す
る
近
親
者
の
歌
と
い
う
挽
歌
の
伝
統
に
連
な

る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
泣
沢
神
社
を
怨
む
る
歌
」
と
は
、
泣
沢
神
社
に
こ

の
世
へ
の
復
活
を
祈
っ
た
が
、
つ
い
に
そ
の
祈
り
が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と

を
怨
ん
だ
歌
と
い
う
の
で
あ
る
。
菅
野
雅
雄
氏
が
説
く
よ
う
に
、
そ
の
祈

（８）

り
は
死
者
の
復
活
を
願
う
死
後
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
歌
の
、
王
題
は
復
活
で
は
な
く
、
「
わ
ご
大
君
は
高
日
知
ら
し
い
」

に
あ
る
。
す
な
わ
ち
父
高
市
が
太
陽
の
よ
う
に
天
界
を
治
め
、
神
と
な
っ

て
高
天
原
に
鎮
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
歌
の
呪
力
に
よ
っ
て
死
者
の
魂

を
他
界
に
鎮
め
る
の
が
挽
歌
で
あ
り
、
近
親
者
の
言
葉
に
こ
そ
呪
力
が
あ

る
と
さ
れ
た
。
そ
れ
が
近
親
者
の
挽
歌
の
伝
統
で
あ
る
。
桧
隈
女
王
の
歌

は
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
本
文
反
歌
二
首
が
確
定
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
或
書
の
反
歌

が
記
載
さ
れ
た
の
か
。
本
文
歌
と
或
書
の
反
歌
と
の
関
係
か
ら
見
る
必
要

が
あ
る
、
フ
。
長
歌
で
は
、
人
麻
呂
は
高
市
皇
子
の
磧
宮
で
の
鎮
ま
り
を
主

題
と
し
て
い
た
。
そ
の
長
歌
を
受
け
て
、
第
一
反
歌
二
○
○
で
「
天
知
ら

し
ぬ
る
君
」
と
う
た
う
。
或
書
の
反
歌
二
○
二
は
、
そ
れ
に
呼
応
し
て

「
わ
ご
大
君
は
高
日
知
ら
し
い
」
と
、
よ
り
荘
重
に
高
市
皇
子
の
天
界
へ

の
鎮
ま
り
を
、
う
た
い
、
高
市
皇
子
の
喪
礼
の
完
結
を
印
象
づ
け
る
歌
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
、
フ
に
二
○
二
は
単
な
る
異
伝
の
存
在
で
は
な
く
、
巻
二
挽

歌
の
編
纂
に
お
い
て
、
本
文
歌
に
続
い
て
或
書
の
反
歌
が
読
ま
れ
る
よ
う

に
構
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

或
書
で
は
、
一
云
を
本
文
と
す
る
長
歌
の
、
人
麻
呂
作
の
反
歌
と
し
て

二
○
二
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
桧
隈
女
王
の

歌
と
分
か
る
の
は
、
類
聚
歌
林
を
引
く
左
注
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
或
書
の

反
歌
に
作
者
の
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
高
市
挽
歌
は
、
近
親
者
の

哀
傷
挽
歌
や
人
麻
呂
の
献
呈
挽
歌
な
ど
、
数
度
に
わ
た
っ
て
唱
詠
さ
れ
た

だ
ろ
、
フ
。
万
葉
歌
の
作
者
と
歌
い
手
は
唱
詠
の
場
に
お
い
て
し
ば
し
ば
未

分
化
で
あ
り
、
作
者
が
紛
れ
る
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
。
左
注
は
或
書
の

反
歌
を
近
親
者
の
挽
歌
と
す
る
編
纂
の
際
の
注
釈
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
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或
本
（
書
）
に
お
い
て
、
流
動
す
る
反
歌
の
存
在
を
見
て
き
た
が
、
こ

こ
に
も
う
一
つ
重
要
な
例
が
あ
る
。
日
並
挽
歌
の
或
本
歌
で
あ
る
。

或
る
本
の
歌
一
首

島
の
宮
勾
の
池
の
放
ち
烏
人
目
に
恋
ひ
て
池
に
潜
か
ず（２．一七○）

皇
子
尊
の
宮
の
舎
人
ら
の
働
し
び
傷
み
て
作
れ
る
歌
二
十
三
首

高
光
る
わ
が
日
の
皇
子
の
万
代
に
国
知
ら
さ
ま
し
島
の
宮
は
も

（
２
．
一
七
二

島
の
宮
上
の
池
な
る
放
ち
鳥
荒
ぴ
な
行
き
そ
君
い
ま
さ
ず
と
も

（２．一七二）

（以下省略）

或
本
歌
は
前
に
引
い
た
日
並
挽
歌
の
本
文
反
歌
に
続
い
て
記
さ
れ
る

が
、
こ
の
場
合
も
本
文
歌
に
対
す
る
詞
句
異
伝
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
日
並
挽
歌
の
或
本
歌
は
本
文
反
歌
の
後
に
併
記
さ
れ
る

の
か
。
こ
の
或
本
歌
は
、
高
市
挽
歌
の
或
書
の
反
歌
二
○
二
と
同
じ
よ
う

に
本
文
反
歌
二
首
に
続
く
の
で
、
一
見
反
歌
の
よ
う
に
見
え
る
。
事
実
、

類
聚
古
集
に
は
反
歌
と
す
る
注
記
が
あ
る
。
し
か
し
、
諸
本
に
或
本
反
歌

と
書
く
例
は
な
い
。
従
っ
て
、
二
○
二
の
場
合
の
よ
う
に
、
一
云
を
本
文

と
す
る
長
歌
と
反
歌
の
関
係
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
或
本
歌

一
七
○
は
、
人
麻
呂
作
の
日
並
挽
歌
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
独
立
の
短
歌
で

注
釈
は
人
麻
呂
作
の
本
文
歌
に
対
し
て
一
云
の
長
歌
と
桧
隈
女
王
の
反
歌

と
い
う
、
高
市
挽
歌
の
複
線
的
な
テ
キ
ス
ト
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ

う（》○

四
、
連
作
挽
歌
の
形
成
と
或
本
歌

あ
っ
て
、
本
文
の
長
反
歌
と
舎
人
歌
群
の
間
に
、
反
歌
と
紛
れ
る
よ
う
な

形
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

或
本
歌
が
書
か
れ
た
理
由
は
、
長
反
歌
と
舎
人
歌
群
の
間
に
位
置
す
る

こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
ま
ず
日
並
挽
歌
の
長
歌
一

六
七
で
は
、
亡
く
な
っ
た
草
壁
皇
子
が
真
弓
の
岡
の
磧
宮
に
鎮
ま
り
、
主

を
失
っ
た
宮
人
た
ち
の
戸
惑
い
を
う
た
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
生
前

の
島
の
宮
の
描
写
が
な
く
、
磧
宮
と
生
前
の
宮
と
の
対
比
を
う
た
う
人
麻

呂
の
他
の
磧
宮
挽
歌
と
異
な
っ
て
い
る
。
日
並
挽
歌
の
長
歌
は
磧
宮
へ
の

鎮
ま
り
を
主
題
と
し
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
第
一
反
歌
一
六
八
で
は
「
皇
子
の
御
門
」
へ
の
哀
惜
を

う
た
い
、
磧
宮
か
ら
生
前
の
島
の
宮
へ
と
主
題
が
移
っ
た
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
「
島
の
宮
」
の
語
が
な
く
、
「
天
見
る
ご
と
く
仰

ぎ
見
し
」
は
具
体
的
な
描
写
か
ら
遠
い
。
第
二
反
歌
も
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
隠
れ
る
月
に
皇
子
の
死
を
重
ね
た
象
徴
的
表
現
で
、
島
の
宮
と
は
無

関
係
で
あ
る
。
本
文
反
歌
二
首
に
は
島
の
宮
へ
の
一
貫
し
た
意
識
が
な

く
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
も
希
薄
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
舎
人
歌
群
は
最
初
か
ら
「
島
の
宮
」
の
語
が
提
示
さ
れ
、

そ
の
池
で
皇
子
に
飼
わ
れ
て
い
た
遺
愛
の
「
放
ち
烏
」
が
生
前
の
皇
子
と

島
の
宮
の
情
景
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
最
初
の
二
首
を
見
る
だ
け
で

も
、
島
の
宮
と
皇
子
の
不
在
が
舎
人
歌
群
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
磧
宮
挽
歌
も
舎
人
歌
群
も
一
連
の
日
並
挽
歌
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
島
の
宮
へ
の
意
識
が
薄
い
長
反
歌
と
そ
れ
を
主
題
と
す
る

舎
人
歌
群
の
間
は
、
必
ず
し
も
連
続
し
て
い
る
と
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ

で
、
二
つ
の
歌
群
を
つ
な
ぐ
べ
く
人
麻
呂
の
島
の
宮
の
歌
が
或
本
か
ら
配

置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
或
本
歌
一
七
○
は
本
文
長
反
歌
か
ら
見
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れ
ば
、
第
一
反
歌
と
呼
応
し
て
「
島
の
宮
」
を
明
示
し
、
あ
た
か
も
反
歌

の
よ
う
に
位
置
す
る
。
一
方
、
舎
人
歌
群
か
ら
見
れ
ば
、
「
島
の
宮
」
「
放

（９）

ち
鳥
」
を
受
け
て
展
開
す
る
起
点
と
し
て
機
能
す
る
。
従
っ
て
こ
の
或
本

歌
に
は
、
二
つ
の
歌
群
を
同
時
同
所
で
う
た
わ
れ
た
連
作
的
な
日
並
挽
歌

と
し
て
構
成
す
る
編
纂
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
連
作
挽
歌
と

い
う
歌
群
構
成
を
作
り
出
す
或
本
歌
の
存
在
が
見
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
連
作
挽
歌
と
い
う
視
点
か
ら
、
最
後
に
人
麻
呂
終
焉
歌
群

に
触
れ
て
お
き
た
い
。

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
石
見
国
に
在
り
て
臨
死
ら
む
と
せ
し
時
に
、

自
ら
傷
み
て
作
れ
る
歌
一
首

鴨
山
の
岩
根
し
枕
け
る
わ
れ
を
か
も
知
ら
に
と
妹
が
待
ち
つ
つ
あ
る

ら

む

（

２

．

二

二

三

）

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
死
り
し
時
に
、
妻
の
依
羅
娘
子
の
作
れ
る
歌

二
首

今
日
今
日
と
わ
が
待
つ
君
は
石
川
の
貝
に
〔
一
は
云
は
く
、
谷
に
〕

交
り
て
あ
り
と
い
は
ず
や
も

（２．二二四）

直
の
逢
ひ
は
逢
ひ
か
つ
ま
し
じ
石
川
に
雲
立
ち
渡
れ
見
つ
つ
偲
は
む

（２．二二五）

丹
比
真
人
〔
名
を
か
く
〕
の
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
意
に
擬
へ
て
報

へ
た
る
歌
一
首

荒
波
に
寄
り
く
る
玉
を
枕
に
置
き
わ
れ
こ
こ
に
あ
り
と
誰
か
告
げ
な

む

（

２

．

二

二

六

）

或
る
本
の
歌
に
曰
く

天
離
る
鄙
の
荒
野
に
君
を
置
き
て
思
ひ
つ
つ
あ
れ
ば
生
け
る
と
も
な

し

（２．二二七）

右
の
一
首
の
歌
は
作
者
い
ま
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。
但
し
、
古
本
、

こ
の
歌
を
も
ち
て
こ
の
次
に
載
せ
た
り
。

一
三
三
の
自
傷
歌
に
は
じ
ま
る
六
首
の
歌
群
が
、
人
麻
呂
の
終
焉
を
伝

え
る
一
連
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
人
麻
呂

の
死
後
、
後
人
に
よ
っ
て
仮
託
さ
れ
た
伝
謂
歌
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ

と
は
別
の
視
点
か
ら
、
人
麻
呂
が
自
ら
虚
構
の
死
を
演
じ
た
創
作
歌
と
す

（Ⅲ）

る
見
方
も
あ
る
が
、
自
作
の
虚
構
歌
が
人
麻
呂
の
歌
世
界
に
適
合
す
る
か

疑
問
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
歌
群
を
生
み
出
し
た
の
は
、
や
は
り
人
麻
呂
死

後
の
伝
承
世
界
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
雲
フ
な
人
麻
呂
終
焉
歌
群
の
表
現
を
見
る
と
、
一
連
の
歌
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
つ
な
が
り
に
欠
け
る
。
人
麻
呂
臨
死
の
場
面
が
、
自
傷
歌
で

は
鴨
山
、
妻
の
歌
で
は
石
川
、
一
云
の
異
伝
で
は
谷
に
な
り
、
さ
ら
に
丹

比
歌
で
は
海
辺
と
い
、
う
よ
、
フ
に
、
ま
っ
た
く
ば
ら
ば
ら
に
う
た
わ
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
人
麻
呂
歌
の
伝
承
世
界
を
基
盤
と
す
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
伝
承
歌
が
生
み
出
さ
れ
る
の
は
容
易
に
想
定

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
一
連
の
歌
と
し
て
本
文
歌
に
構
成
さ
れ
た

時
、
人
麻
呂
の
様
々
な
臨
死
の
場
面
を
う
た
っ
た
歌
と
い
う
印
象
を
与
え

る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
麻
呂
の
死
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
自
ら
の
臨
死
の

歌
、
臨
死
の
夫
を
思
い
遣
る
妻
の
歌
、
臨
死
の
人
麻
呂
に
擬
し
た
後
人
の

歌
と
連
作
的
に
構
成
さ
れ
た
ゆ
え
、
そ
の
死
は
別
々
の
場
面
に
な
っ
た
と

解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

だ
が
、
冒
頭
の
自
傷
歌
の
山
中
臨
死
か
ら
次
第
に
か
け
離
れ
、
最
後
の

海
辺
の
場
面
に
至
っ
て
は
、
連
作
挽
歌
の
構
成
を
破
綻
さ
せ
る
結
果
に
も

な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
冒
頭
の
山
中
臨
死
に
呼
応
す
る
「
天
離
る
鄙

の
荒
野
」
の
歌
一
三
七
が
全
体
の
結
び
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
巻
二
挽
歌
は
安
定
し
た
歌
の
テ
キ
ス
ト

で
は
な
い
。
編
纂
時
に
い
く
つ
も
の
異
伝
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
状
況
に
、
そ
れ
は
露
呈
し
て
い
る
。
そ
の
確
定
し
得
な
い
部
分
が
或
本

歌
で
あ
っ
た
。
或
本
歌
は
異
伝
の
記
載
と
い
う
自
ら
の
領
域
を
し
ば
し
ば

逸
脱
す
る
。
本
稿
で
は
、
巻
二
挽
歌
の
或
本
歌
に
そ
の
逸
脱
の
諸
相
を
見

て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
特
に
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
は
、
本
文
歌
と
或
本

歌
が
併
記
さ
れ
る
複
線
的
で
重
層
す
る
テ
キ
ス
ト
が
、
逸
脱
す
る
或
本
歌

に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
歌
群
の
構
成
に
或
本
歌
が
組
み
込
ま

れ
、
連
作
挽
歌
の
形
成
に
も
関
わ
っ
て
い
く
の
は
、
巻
二
の
編
纂
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
或
本
歌
の
存
在
は
巻
二
固
有
の
テ
キ
ス

ト
の
あ
り
方
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
巻
三
、
巻
十
三
な

か
。
伊
藤
博
氏
が
「
『
荒
野
』
の
語
義
か
ら
す
れ
ば
、
「
鴨
山
」
は
都
人
か

ら
見
て
『
天
離
る
鄙
の
荒
野
』
に
な
り
う
る
わ
け
で
、
こ
の
歌
に
は
海
辺

の
映
像
に
終
始
す
る
丹
比
真
人
の
一
三
六
の
歌
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
よ

（Ⅱ）

う
に
思
う
」
と
述
べ
る
の
は
、
こ
の
辺
の
或
本
歌
記
載
の
事
情
を
言
い
当

て
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
編
纂
の
時
に
古
本
か
ら
載
せ
た
或
本
歌
で

あ
る
。
そ
の
類
歌
が
泣
血
哀
働
歌
の
反
歌
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
人

麻
呂
作
の
独
立
し
た
挽
歌
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
或
本
の
人
麻
呂
終
焉
歌
群

の
一
首
に
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
或
本
歌
一
三
七
も
本
文
歌
と
異
伝

関
係
に
な
い
歌
で
、
或
本
歌
の
領
域
を
逸
脱
し
、
人
麻
呂
終
焉
歌
群
の
形

成
に
ま
で
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
言
う
。
こ
の
或
本
歌
に
よ
っ
て
、
冒
頭

の
山
中
に
呼
応
し
て
荒
野
の
死
で
完
結
す
る
連
作
挽
歌
の
テ
キ
ス
ト
が
成

立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

結
び

ど
の
編
纂
に
も
或
本
歌
が
関
わ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
見
え
て

く
る
。
そ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト

テ
キ
ス
ト

注
（
１
）
「
〈
異
伝
〉
ｌ
〈
文
献
〉
の
不
安
あ
る
い
は
不
安
の
〈
文
献
と

倉
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
」
一
九
八
六
年
九
月
）

（
２
）
『
万
葉
私
記
」
（
一
九
七
○
年
未
来
社
）

（
３
）
野
田
浩
子
『
万
葉
集
の
叙
景
と
自
然
』
（
一
九
九
五
年
新
典
社
）

は
、
遷
都
の
歌
と
の
見
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
家
刀
自
の
祝
婚
を
う

た
っ
た
も
の
と
す
る
。

（
４
）
『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
・
上
』
（
一
九
七
五
年
塙
書
房
）

（
５
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
・
下
』
（
一
九
七
六
年
塙
書
房
）

（
６
）
『
柿
本
人
麻
呂
研
究
・
島
の
宮
の
文
学
笑
一
九
七
六
年
桜
楓
社
）

（
７
）
中
西
進
『
万
葉
集
二
篁
（
一
九
七
八
年
講
談
社
文
庫
）

（
８
）
「
泣
沢
の
神
社
に
祈
る
’
二
○
二
番
歌
の
解
釈
ｌ
」
芳
葉
学

論
孜
」
（
一
九
九
○
年
四
月
）

（
９
）
或
本
歌
一
七
○
に
つ
い
て
は
、
舎
人
歌
群
二
十
三
首
の
出
発
点

で
、
第
一
の
四
首
グ
ル
ー
プ
の
最
初
の
歌
と
す
る
渡
瀬
昌
忠
氏
の
説

（
注
６
同
書
）
が
あ
る
。
二
十
四
首
７
グ
ル
ー
プ
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
七
○
の
出
発
点
説
に
は
小
野
寛
氏
の
疑
問
が
提
示
さ
れ

（
「
草
壁
皇
子
舎
人
ら
の
働
傷
歌
」
『
万
葉
集
を
学
ぶ
・
第
二
集
」
一

九
七
七
年
二
月
）
、
ま
た
平
舘
英
子
「
島
の
宮
舎
人
等
挽
歌
の
構
成
」

含
萬
葉
歌
の
主
題
と
意
匠
」
一
九
九
八
年
塙
書
房
』
）
は
、
一
七

○
を
除
い
た
二
十
三
首
を
５
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
。
こ
こ
に
は
歌
の

唱
詠
の
場
に
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
の
難
し
さ
が
あ
ろ
う
。

（
加
）
伊
藤
博
氏
、
注
（
５
）
同
書

五
）
『
萬
葉
集
程
注
こ
（
一
九
九
五
年
集
英
社
）

（
い
こ
ま
な
が
ゆ
き
）

-２０-


