
特集・万葉集の「編纂」と「注釈」

万
葉
集
の
巻
二
十
・
四
三
三
一
か
ら
四
四
三
六
番
歌
は
、
ほ
ぼ
防
人
関

係
歌
と
言
っ
て
よ
い
。
間
に
は
、
防
人
歌
と
の
関
係
が
不
明
確
な
家
持
作

歌
、
「
私
の
拙
懐
を
述
べ
る
歌
」
（
四
三
六
○
～
六
二
番
歌
）
、
短
歌
三
首

（
四
三
九
五
～
九
七
番
歌
）
、
「
集
飲
宴
歌
」
（
四
四
三
四
・
五
番
歌
）
も
含

ま
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
、
天
平
勝
宝
七
年
に
、
家
持
が
兵
部
少
輔
と
し

て
防
人
検
校
の
た
め
に
難
波
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
集
め
ら
れ
、
作
歌
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
国
の
部
領
使
を
経
て
進
上
さ
れ
た
防
人
歌
は
、
家

持
の
手
に
よ
っ
て
拙
劣
歌
が
除
か
れ
、
間
に
家
持
作
歌
を
挿
入
さ
れ
つ

つ
、
巻
二
十
に
収
め
ら
れ
た
。
配
列
順
は
、
防
人
と
の
関
係
が
不
明
確
な

作
歌
も
含
め
て
、
基
本
的
に
は
入
手
と
作
歌
の
日
付
順
と
考
え
て
よ
い
・

編
纂
の
問
題
は
、
そ
の
日
付
順
の
配
列
以
外
に
、
ど
の
程
度
家
持
の
意
図

や
家
持
の
側
の
事
情
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。

拙
劣
歌
を
除
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
家
持
の
防
人
歌

に
対
す
る
判
定
基
準
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
ま
た
家
持
が
防
人
を
歌
に

詠
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
持
の
防
人
に
対
す
る
理
解
の
方
向
を
も

み
る
こ
と
が
出
来
る
。
集
中
で
も
こ
れ
ほ
ど
編
纂
の
課
程
が
明
ら
か
な
箇

防
人
歌
の
翻
案

ｌ
大
伴
家
持
の
防
人
歌
編
纂
-
１
１

特
集
・
万
葉
集
の
「
編
纂
」
と
「
注
釈
」

｜
、
は
じ
め
に

所
は
他
に
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
資
料
収
集
の
方
法
、
編
纂
過

程
、
判
定
基
準
に
対
し
て
、
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
情
報
の

多
さ
が
、
か
え
っ
て
議
論
を
多
様
に
し
て
い
る
面
も
あ
ろ
う
。

さ
て
、
当
該
箇
所
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
、
「
地
方

歌
」
と
し
て
防
人
歌
の
特
質
を
論
じ
る
立
場
と
、
家
持
が
蒐
集
・
編
纂
に

関
わ
っ
た
事
を
重
視
し
、
家
持
の
歌
世
界
の
一
端
と
し
て
論
じ
る
立
場
と

が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
家
持
の
視
点
を
通
し
て
見
た
防
人
歌
を
考
え
つ

つ
、
編
纂
作
業
に
つ
い
て
も
、
家
持
の
防
人
歌
理
解
の
一
端
を
示
す
も
の

と
し
て
考
察
す
る
。

紙
幅
の
関
係
上
、
全
歌
を
掲
出
す
る
こ
が
出
来
な
い
の
で
、
歌
は
万
葉

集
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
配
列
に
つ
い
て
は
、
「
四
、
防
人
歌
の
編

纂
に
つ
い
て
」
に
簡
略
に
示
し
た
。

二
、
「
追
ひ
て
防
人
の
別
れ
を
悲
し
ぶ
る
心
を
痛
み
て
作

る歌」

当
該
中
に
は
、
家
持
作
歌
が
七
カ
所
に
見
ら
れ
る
。
題
詞
に
「
防
人
」

を
掲
げ
る
、
あ
る
い
は
歌
中
に
「
防
人
」
の
語
が
み
ら
れ
、
防
人
歌
と
の

関
係
が
明
確
な
作
が
四
カ
所
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
遠
江
国
・
相
模
国

清
水
明
美
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防人歌の翻案

の
防
人
歌
に
続
く
、
家
持
作
歌
の
第
一
作
目
と
、
日
を
置
か
ず
に
詠
ま
れ

た
短
歌
三
首
に
つ
い
て
考
え
る
。

①
追
ひ
て
防
人
の
別
れ
を
悲
し
ぶ
る
心
を
痛
み
て
作
る
歌
一
首
井
ぴ

に短歌

（
２
０
．
四
三
三
一
～
四
三
三
三
）

右
、
二
月
八
日
、
兵
部
少
輔
大
伴
宿
祢
家
持

②
〔
短
歌
三
首
〕
（
２
０
．
四
三
三
四
～
四
三
三
六
）

右
、
九
日
に
大
伴
宿
祢
家
持
作
る
（１０）

①
の
長
短
歌
に
対
し
て
、
吉
井
巌
・
山
本
セ
ツ
子
は
、
「
家
持
と
防
人

（２）

の
距
離
は
ま
こ
と
に
遠
か
っ
た
」
と
し
、
市
瀬
雅
之
は
「
ま
だ
自
身
の
理
（３）

想
像
を
そ
の
中
に
、
そ
の
ま
ま
投
影
さ
せ
て
い
る
」
と
し
、
高
橋
誠
は（４）

「
防
人
の
心
の
内
を
描
こ
う
と
は
し
て
い
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
小
野
寛

は
、
第
三
作
の
長
歌
（
四
四
○
八
番
歌
）
を
も
っ
て
「
完
成
す
る
」
と
論

じ
る
。
当
該
家
持
作
歌
と
防
人
歌
と
の
比
較
か
ら
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
家

持
は
作
を
追
う
ご
と
に
防
人
へ
の
理
解
と
共
感
を
深
め
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
が
「
ま
す
ら
お
」
の
描
写
に
か
な
り
の
句
数

を
費
や
す
の
に
対
し
、
作
が
進
む
に
つ
れ
「
ま
す
ら
お
」
の
描
写
が
減

り
、
や
が
て
家
族
へ
の
慕
情
に
多
く
の
句
数
を
費
や
す
よ
う
に
な
る
こ
と

を
主
な
根
拠
と
す
る
。

し
か
し
、
家
持
の
防
人
の
歌
へ
の
理
解
が
、
①
の
段
階
で
薄
か
っ
た
と

（５）

は
思
え
な
い
。
松
田
聡
は
、
こ
の
①
に
人
麻
呂
『
石
中
死
人
歌
（
２
．
二

二
○
～
一
三
一
三
や
憶
良
『
好
去
好
来
歌
（
５
．
八
九
四
～
八
九
六
こ

の
影
響
を
認
め
、
「
ま
す
ら
お
」
の
称
揚
部
分
を
、
そ
の
ま
ま
家
持
の
心

情
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
。

①
で
は
、
題
詞
に
「
別
れ
を
悲
し
ぶ
る
心
」
と
明
記
さ
れ
、
二
月
六

日
．
七
日
と
続
け
て
遠
江
国
・
相
模
国
二
国
の
防
人
歌
の
進
上
を
受
け
た

家
持
は
、
防
人
歌
の
核
が
「
別
れ
を
悲
し
ぶ
心
」
に
あ
る
と
把
握
し
て
い

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
で
は
な
ぜ
家
持
と
防
人
の
「
距
離
が
遠
と
と
見

え
る
の
か
。
防
人
が
家
持
に
と
っ
て
の
他
者
と
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

（６）

あ
る
。
阿
部
り
か
が
言
う
よ
う
に
、
「
第
三
人
称
の
呼
称
を
用
い
て
成
し

た
客
観
的
な
立
場
か
ら
の
歌
」
な
の
だ
が
、
し
か
し
他
者
と
し
て
表
現
さ

れ
る
こ
と
は
、
歌
う
者
と
歌
わ
れ
る
者
の
心
情
的
な
遠
さ
を
意
味
し
な

い
。
こ
こ
で
言
う
他
者
と
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
ろ
う
か
。

楽
波
の
志
賀
の
辛
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
舟
待
ち
か
れ
つ

（１．三○）

あ
り
通
ふ
難
波
の
宮
は
海
近
み
海
童
女
ら
が
乗
れ
る
舟
見
ゆ

（６．一○六三）

も
も
し
き
の
大
宮
人
の
罷
り
出
て
遊
ぶ
今
夜
の
月
の
さ
や
け
さ

（７．一○七六）

朝
床
に
聞
け
ば
遙
け
し
射
水
川
朝
漕
ぎ
し
つ
つ
唱
ふ
舟
人

（１９．四一五○）

例
え
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
に
描
か
れ
た
存
在
は
、
景
の
一
部
で
あ
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
、
歌
い
手
と
は
離
れ
た
存
在
で
あ
る
が
、
他
者
と
し

て
、
歌
い
手
に
向
き
合
う
存
在
に
は
な
り
得
な
い
。
①
の
歌
に
描
か
れ
た

防
人
等
は
、
こ
れ
ら
の
景
と
し
て
の
「
人
」
と
は
、
一
線
を
画
す
。
例
え

ば
、
①
の
歌
で
の
防
人
達
に
対
す
る
呼
称
の
変
化
に
注
目
す
る
と
、
防
人

達
が
家
持
の
眼
前
に
景
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
了

解
さ
れ
よ
う
。
①
。
②
か
ら
、
防
人
に
対
す
る
呼
称
を
拾
う
と
、
①
「
東

男
」
「
勇
み
た
る
猛
き
軍
卒
と
」
「
漕
ぎ
行
く
君
」
「
大
夫
」
「
東
男
」
、

②
「
新
防
人
」
「
防
人
」
と
変
化
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
景
と
し
て
描
か
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れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
存
在
は
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
方
が
良
い
。

①
．
②
の
歌
に
見
え
る
呼
称
の
書
き
分
け
に
は
、
防
人
を
ど
の
よ
う
に
呼

ぶ
か
、
そ
の
こ
と
に
苦
慮
す
る
家
持
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
特
に
、
防
人
達
を
「
君
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
家
持

と
防
人
達
の
間
に
あ
る
身
分
差
を
越
え
て
、
家
持
は
防
人
達
を
「
君
」
と

呼
ぶ
。
こ
の
こ
と
に
、
家
持
の
防
人
に
向
き
合
っ
た
時
の
姿
勢
を
見
い
だ

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
部
分
を
、
妻
の
思
い
を
描

写
す
る
部
分
と
理
解
し
、
「
君
」
は
妻
か
ら
見
た
時
の
位
置
づ
け
と
考
え

る
こ
と
も
出
来
る
。
こ
の
歌
は
、
冒
頭
で
家
持
か
ら
見
た
防
人
を
詠
ん
で

い
る
よ
う
に
見
え
て
、
い
つ
の
間
に
か
「
妻
」
の
祈
り
へ
と
展
開
し
て
い

く
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
わ
か
り
に
く
さ
が
あ
る
。
ち
よ
章
う
ど
「
君
」
が

出
て
く
る
前
後
に
、
そ
の
ね
じ
れ
が
生
じ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
「
君
」

と
い
う
呼
称
の
み
を
も
っ
て
、
家
持
が
防
人
に
対
等
に
向
き
合
っ
て
い
る

と
ば
か
り
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
冒
頭
か
ら
順
に
読
む
限
り
で

は
、
突
然
、
家
持
が
防
人
を
「
君
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と

は
、
意
外
に
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。
歌
は
、
冒
頭
か
ら
語
順
に
従
っ
て

縦
に
詠
ま
れ
、
享
受
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
君
」

は
、
家
持
か
ら
見
た
呼
称
で
も
あ
る
の
だ
。
家
持
が
防
人
を
「
君
」
と
呼

ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
離
れ
た
存
在
と
し
て
観
察
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

対
等
に
向
き
合
お
う
と
す
る
家
持
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

な
ぜ
、
身
分
差
を
越
え
て
「
君
」
と
呼
ぶ
視
線
が
確
保
さ
れ
た
の
か
。

そ
れ
は
家
持
が
先
行
す
る
防
人
歌
群
を
「
追
ひ
て
」
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（７）

①
の
題
詞
に
あ
る
「
追
ひ
て
」
は
、
万
葉
集
新
考
が
、
「
追
和
の
追
な
り
」

と
す
る
。
「
和
」
を
伴
わ
ず
、
「
追
同
」
で
も
な
い
「
追
」
が
、
同
じ
意
味

で
あ
る
か
、
な
お
考
察
の
余
地
は
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
「
追
和
」

「
追
同
」
は
、
そ
の
場
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
も
っ
て
詠
ま
れ
た

（８）

歌
に
、
つ
け
ら
れ
た
題
詞
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
村
瀬
憲
夫
は
、

こ
の
歌
の
「
追
」
に
つ
い
て
、
山
上
憶
良
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
言

う
。
家
持
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
「
追
和
」
歌
を
、
な
し
て
い
る
だ
ろ
う

か。家
持
の
「
追
和
」
歌
の
例
に
「
追
和
筑
紫
大
宰
之
時
春
苑
梅
歌
」
が
あ

つく》◎

春
の
内
の
楽
し
き
終
へ
は
梅
の
花
手
折
り
招
き
つ
つ
遊
ぶ
に
あ
る
べ

し

（１９．四一七四）

こ
こ
に
使
わ
れ
る
「
べ
し
」
は
根
拠
あ
る
推
定
と
言
わ
れ
る
が
、
実
際
の

梅
花
宴
歌
に
も
使
わ
れ
て
お
り
、
宴
と
の
共
時
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
歌
の
「
終
へ
」
は
、
口
語
訳
が
困
難
で
は
あ
る
が
、
梅
花
宴

歌第一首、
正
月
立
ち
春
の
来
た
ら
ば
か
く
し
こ
そ
う
め
を
招
き
つ
つ
楽
し
く
終

へ

め

（

５

．

八

一

五

）

に
和
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
家
持
は
数
多
い
梅
花
宴
歌
の
中
か
ら
、
第
一

首
目
を
選
び
和
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
「
和
」
に
重
い
意
味
が
あ
る

の
だ
が
、
家
持
に
と
っ
て
「
追
和
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
対
関
係
を
作
る

（
ｎ
『
ご
）
。

も
の
で
あ
っ
た
。

確
か
に
①
の
題
詞
に
は
「
和
」
の
文
字
は
な
い
が
、
「
追
」
の
意
味
の

中
に
、
あ
る
い
は
詠
ま
れ
た
歌
の
語
彙
の
中
に
、
向
か
い
合
お
う
と
す
る

意
識
を
認
め
る
な
ら
ば
、
「
追
和
」
と
同
様
に
扱
、
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
梅
花
宴
へ
の
追
和
の
あ
り
方
か
ら
勘
案
し
、
先
行
す
る
防
人

歌
群
の
中
に
、
特
に
和
す
る
対
象
と
な
る
一
首
が
あ
っ
た
事
を
想
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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家
持
の
反
歌
、
特
に
第
一
反
歌
は
、
長
歌
の
主
旨
を
繰
り
返
し
強
調
す

る
こ
と
が
多
い
。
①
の
第
一
反
歌
に
お
い
て
、
長
歌
の
主
旨
が
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
長
歌
の
主
意
は

ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
結
句
に
お
い
て
「
待
ち
か
も
恋
ひ
む
愛
し
き

妻
ら
は
」
と
歌
わ
れ
る
、
そ
こ
に
こ
そ
長
歌
の
結
論
が
あ
る
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
妻
が
待
ち
恋
い
て
い
る
で
あ
る
、
フ
、
嘆
い
て
い
る
で
あ
ろ

う
と
推
定
す
る
こ
と
は
、
家
持
に
と
っ
て
防
人
の
心
に
呼
応
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
は
じ
め
て
、

我
が
妻
は
い
た
く
恋
ふ
ら
し
飲
む
水
に
影
さ
え
見
え
て
よ
に
忘
ら
れ
ず

（２０．四三二二）

と
の
対
関
係
が
見
え
て
く
る
。
貢
た
く
恋
ふ
ら
し
」
と
い
う
若
倭
部
身

麻
呂
の
推
定
を
、
家
持
自
身
の
立
場
か
ら
肯
定
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
こ
の

作
の
主
眼
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

確
か
に
①
に
お
け
る
家
持
の
視
線
は
、
後
の
防
人
関
係
の
長
歌
の
よ
う

に
は
、
防
人
の
視
線
と
同
化
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
翌
日
に
詠
ま
れ
た
②

の
歌
で
も
同
じ
で
あ
る
。
四
三
三
四
番
歌
で
「
紐
解
く
な
ゆ
め
」
と
防
人

に
歌
い
か
け
た
後
、
四
三
三
五
番
歌
で
は
、
防
人
の
た
め
に
「
波
な
咲
き

そ
れ
」
と
願
い
、
四
三
三
六
番
歌
で
は
「
恋
は
繁
け
む
」
と
防
人
の
心
を

推
定
す
る
。
家
持
に
と
っ
て
、
防
人
と
出
会
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
異
文
化

（旧）

と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
ろ
、
フ
。
し
か
し
、
異
文
化
と
の
出
会
い
と
言
っ
て

説
明
を
終
え
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
異
文
化
を
外
か
ら
眺
め
て

新
鮮
な
驚
き
を
感
じ
る
と
い
う
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
そ
れ
に
応
じ
よ
う
と
す
る
意
識
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
応
じ
よ
、
フ
」
と
す
る
意
識
が
生
ま
れ
た
の
は
、
あ
る

（

Ⅱ

）

（

旧

）

（

旧

）

い
は
、
久
米
常
民
・
小
野
寛
・
村
瀬
憲
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
家
持
自

身
の
越
中
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
方
法
」
と

い
う
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
る
。
そ
れ
は
、
防
人
と
い
う
異
文
化
が
「
歌
」

の
形
で
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
家
持
は
、
防
人
歌
の
進
上
を
受
け
て
、

そ
れ
を
取
捨
選
択
し
た
。
実
際
に
、
「
拙
劣
歌
は
と
り
載
せ
ず
」
と
い
、
フ

判
断
が
下
さ
れ
た
の
は
、
も
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
最
初
に

歌
群
を
手
に
し
た
段
階
で
の
好
悪
の
判
断
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
中
の

特
に
ひ
か
れ
た
一
首
に
、
応
え
て
い
る
の
が
①
で
あ
り
、
防
人
全
体
へ
と

呼
び
か
け
る
の
は
、
む
し
ろ
「
防
人
」
と
呼
ぶ
②
に
お
い
て
で
あ
る
。
前

日
の
気
分
を
持
ち
越
し
つ
つ
、
し
か
し
家
持
の
視
線
が
防
人
全
体
へ
と
傭

職
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
①
よ
り
も
ず
っ
と
景
に
近
い
存
在
と
な

っ
て
い
る
の
が
②
の
歌
の
防
人
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
呼
称
が
「
防

人
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
防
人
の

心
を
推
定
し
、
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、
②
の
防
人
は
、
完
全

な
景
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
防
人
を
視
覚
的
に
と
ら
え
た
の
で

は
な
い
か
ら
だ
。
「
歌
」
の
形
で
存
在
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
心
に
入
り

込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
さ
え
言
え
る
。

防
人
の
悲
し
み
は
、
防
人
自
身
の
し
ぐ
さ
や
会
話
と
し
て
あ
っ
た
の
で

は
な
く
、
歌
の
形
で
家
持
の
前
に
存
在
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
家
持
は
、
こ

れ
ま
で
の
営
為
と
し
て
あ
っ
た
「
追
和
」
の
方
法
を
も
っ
て
、
応
じ
る
こ

と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
、
家
持
の
防
人
歌
の
方
法

である。

三
、
防
人
の
情
を
陳
べ
る
歌

さ
て
、
家
持
は
①
．
②
の
作
歌
以
降
も
防
人
歌
の
進
上
を
う
け
る
。
駿
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河
国
・
上
総
国
・
常
陸
国
・
下
野
国
・
下
総
国
の
防
人
歌
に
続
い
て
長
短

歌
、
さ
ら
に
信
濃
国
・
上
野
国
の
防
人
歌
に
続
い
て
一
首
の
長
短
歌
が
あ

る
。
途
中
「
私
の
拙
懐
を
の
べ
る
歌
」
等
、
防
人
歌
と
の
関
係
が
明
ら
か

で
は
な
い
歌
も
あ
る
が
、
後
述
す
る
。

③
防
人
の
情
の
為
に
思
ひ
を
陳
べ
て
作
る
歌
一
首
井
び
に
短
歌

（
２
０
．
四
三
九
八
～
四
四
○
○
）

右
、
十
九
日
に
兵
部
少
輔
大
伴
宿
祢
家
持
作
る

④
防
人
の
別
れ
を
悲
し
ぶ
る
情
を
陳
ぶ
る
歌
一
首
井
ぴ
に
短
歌

（
２
０
．
四
四
○
八
～
四
四
一
二
）

二
月
二
十
三
日
、
兵
部
少
輔
大
伴
宿
祢
家
持

（旧）

こ
れ
ら
の
歌
は
、
「
防
人
の
情
を
陳
べ
る
歌
」
で
あ
る
。
松
田
聡
が
、

（旧）

一
覧
を
提
示
し
て
い
る
し
、
村
瀬
憲
夫
も
細
部
に
わ
た
っ
て
検
証
し
て
い

る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
こ
の
二
首
の
歌
に
は
、
防
人
歌

と
の
類
句
・
共
通
句
が
多
い
。
家
持
は
、
明
ら
か
に
先
行
す
る
防
人
歌
の

中
か
ら
、
歌
句
を
援
用
し
て
一
首
を
な
し
て
い
る
。
従
っ
て
防
人
の
歌
と

視
線
を
一
に
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
題
詞
に
よ
っ
て
も
示

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
む
し
ろ
こ
の
作
の
問
題
は
、
防
人
歌
と
の
類
想
句
が
、
類
想
句

で
あ
っ
て
、
同
じ
句
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
防
人

歌
を
入
手
し
、
そ
の
心
に
応
じ
、
そ
の
上
で
さ
ら
に
「
防
人
の
情
を
陳

べ
」
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
③
．
④
の
歌
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
持
独
自
の
、
あ
る
い
は
中
央
貴
族
的
な
表
現
を

残
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
い
ま
一
度

分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
③
．
④
の
両
歌
に
使
わ
れ
る
「
遙
遙
に
」
は
、
集
中
七
例
中

四
例
が
家
持
の
例
で
あ
っ
て
、
「
遙
か
」
と
と
も
に
、
家
持
の
美
意
識
を

（旧）

示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
歌
句
で
あ
る
。
そ
し
て
、
④
．
四
四
○
八
番
歌

に
お
い
て
「
住
吉
の
我
が
統
め
神
に
幣
奉
り
」
と
し
て
い
る
と
し
て

い
る
の
も
、
官
僚
層
の
発
想
だ
と
言
え
る
。
住
吉
三
神
は
航
海
を
司
り
、

こ
の
場
合
、
祈
り
の
対
象
と
し
て
も
非
常
に
整
合
性
が
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
整
合
性
が
明
確
で
あ
る
こ
と
に
、
や
は
り
政
治
体
制
の
側
の
論
理
を

考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ
に
「
兵
部
少
輔
」
と
し
て
防
人
検

校
を
行
っ
て
い
る
家
持
の
立
場
が
の
ぞ
い
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
「
天

地
の
神
（
四
三
七
四
・
四
三
九
二
・
四
四
二
六
）
」
「
国
々
の
杜
の
社

（
四
三
九
二
」
「
ち
は
や
ぶ
る
神
（
四
四
○
三
」
に
幣
を
た
む
け
る
防
人

（〃）

歌
の
発
想
と
は
基
盤
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

ま
た
、
上
野
国
の
防
人
で
あ
る
大
伴
部
節
麻
呂
は

我
が
家
ろ
は
行
く
か
も
人
も
が
く
さ
ま
く
ら
旅
は
苦
し
と

告
げ
遣
ら
ま
く
も

（２０．四四○六）

と
詠
み
、
そ
の
類
想
歌
と
し
て
家
持
の

み
空
行
く
雲
も
使
と
人
は
言
へ
ど
家
づ
と
遣
ら
む
た
づ
き
知
ら
ず
も

（２０．四四一○）

島
蔭
に
我
が
船
泊
て
て
告
げ
遣
ら
む
使
を
無
み
や
恋
ひ
つ
つ
行
か
む

（２０．四四一二）

が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
「
我
が
家
ろ
に
行
く
人
」
を
、
す
ん
な
り
と

「
使
い
」
と
翻
案
し
て
し
ま
う
所
に
、
防
人
と
家
持
と
の
断
絶
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
東
歌
の
例
で
も
仲
だ
ち
た
る
「
使
ひ
」
な
ど
存
在
し

な
い
。
後
述
の
よ
、
フ
に
東
歌
と
防
人
歌
が
全
く
同
じ
表
現
を
と
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
東
国
の
部
民
た
る
節
麻
呂
に
「
使
い
を
遣
る
」
と
い
う
発
想
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は
な
い
。
「
使
ひ
」
と
し
た
の
は
家
持
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
防
人
歌
の
歌
句
を
援
用
し
つ
つ
、
し
か
し
ど
う
し
て
も

中
央
貴
族
的
な
詞
章
を
用
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
、
③
．
④
の
歌
表
現

で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
防
人
の
実
態
と
か
け
離
れ
て
い
る
」
と
か

「
防
人
の
情
が
陳
べ
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
防
人
の

心
に
限
り
な
く
寄
り
添
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
家
持
が
防
人
歌
を
解
釈
し

た
上
で
表
現
す
る
結
果
と
し
て
、
質
が
中
央
貴
族
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（旧）

村
瀬
憲
夫
は
、
③
．
④
の
歌
に
お
け
る
杼
情
を
、
「
あ
く
ま
で
も
家
持

の
杼
情
の
枠
内
で
展
開
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
そ
こ
に

「
防
人
達
へ
の
最
大
限
の
同
情
」
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
本

稿
は
、
こ
の
説
に
対
し
て
、
基
本
的
意
見
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
そ
れ
は
、
家
持
の
表
現
の
質
が
中
央
貴
族
の
も
の
で
あ
っ
て
、
作
歌

に
お
い
て
は
防
人
歌
の
詞
章
を
翻
案
し
て
し
ま
、
フ
か
ら
だ
と
考
え
る
。
従

っ
て
、
防
人
歌
と
家
持
歌
と
の
食
い
違
い
は
、
情
意
語
の
部
分
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
論
が
「
類
同
」
「
類
想
」
と
す
る
部

分
、
す
な
わ
ち
「
神
」
や
「
使
ひ
」
な
ど
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
当
該
の
歌
は
「
情
を
陳
べ
る
」
こ
と
を
題
詞
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
〉
心
の
表
出
部
分
が
主
題
と
な
る
。
で
は
家
持

は
、
家
族
と
の
悲
別
の
心
を
、
ど
の
よ
、
フ
な
詞
章
で
示
し
た
で
あ
ろ
う

か
。
ほ
と
ん
ど
無
意
味
か
も
し
れ
な
い
が
、
③
．
④
に
表
れ
た
情
意
語
を

見
て
い
く
と
、
悲
別
を
詠
む
歌
と
し
て
は
当
然
な
が
ら
、
「
か
な
し
」
に

用
例
が
集
中
す
る
。

③
ａ
妻
別
れ
か
な
し
く
は
あ
れ
ど

（四三九八）

ｂ
鶴
が
音
の
か
な
し
く
鳴
け
ば
（
四
三
九
八
）

Ｃ
鶴
が
音
の
か
な
し
き
夕
は
（
四
三
九
九
）

④
ｄ
朝
戸
出
の
か
な
し
き
我
が
子
（
四
四
○
八
）

ｅ
惜
し
み
つ
つ
か
な
し
ぴ
ま
せ
ば
（
四
四
○
八
）

こ
の
う
ち
、
③
．
ｂ
と
Ｃ
に
対
し
て
村
瀬
は
、
「
春
愁
三
首
の
そ
れ
に
き

わ
め
て
近
い
」
と
論
じ
る
。
こ
の
例
で
は
、
「
か
な
し
」
が
自
然
と
の

（旧）
交
響
を
よ
く
示
し
て
お
り
、
肯
首
で
き
る
。

作
品
を
移
っ
て
④
．
．
．
ｅ
と
な
る
と
、
全
く
異
な
る
「
か
な
し
」
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
も
そ
も
こ
の
ｄ
と
ｅ
と
は
、
防
人
の
父

の
言
葉
と
し
て
、
ま
た
防
人
か
ら
見
た
父
の
感
情
表
現
と
し
て
、
表
れ
て

く
る
も
の
で
あ
る
。
④
で
は
、
防
人
自
身
の
感
情
は
「
思
う
そ
ら
安
く

も
あ
ら
ず
恋
ふ
る
そ
ら
苦
し
き
も
の
を
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
こ

の
「
思
ふ
」
と
「
恋
ふ
」
を
対
句
に
用
い
た
技
巧
的
表
現
に
つ
い
て
は
、

防
人
の
心
を
貴
族
的
に
翻
案
し
た
表
現
と
言
っ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
④
の
「
か
な
し
」
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

万
葉
集
中
の
「
か
な
し
」
は
、
大
き
く
分
類
す
れ
ば
「
愛
し
い
」
の
意

味
と
「
哀
切
」
の
意
味
と
が
あ
る
の
は
、
周
知
の
こ
と
だ
ろ
う
。
事
実
、

諸
注
釈
書
は
「
か
な
し
」
を
、
場
所
に
よ
っ
て
「
愛
」
と
表
記
し
た
り

「
悲
」
と
表
記
と
し
た
り
し
て
使
い
分
け
る
。
そ
の
い
ち
い
ち
を
示
す
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
「
か
な
し
」
と
い
う
表
現
に
対
し
て
、

「
愛
」
「
悲
」
の
使
い
わ
け
を
す
る
の
は
、
現
代
語
の
事
情
で
あ
る
か
ら
、

厳
密
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
例
え
ば
大
系
本

の
訓
読
に
従
え
ば
、
「
愛
」
と
訓
読
で
き
る
「
か
な
し
」
は
、
巻
十
四
の

み
に
集
中
し
、
「
悲
」
と
訓
読
す
る
「
か
な
し
」
は
巻
十
四
に
は
な
い
こ

（釦）

と
も
事
実
で
あ
る
。
若
林
玲
子
に
よ
れ
ば
、
東
歌
の
「
か
な
し
」
は
、
文

法
的
に
も
他
の
巻
と
の
違
い
を
見
せ
る
。
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（副）

遠
藤
宏
は
、
以
上
の
よ
う
東
歌
に
お
け
る
「
か
な
し
」
の
特
色
を
認
め

つ
つ
、
防
人
歌
が
必
ず
し
も
東
歌
と
同
じ
で
は
な
く
、
中
央
和
歌
へ
の
傾

斜
傾
向
を
見
せ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
確
か
に
、
防
人
歌
の
「
か
な
し
」

は
、
東
歌
と
同
じ
で
は
な
い
。
「
悲
」
「
哀
切
」
の
意
味
を
持
つ
も
の
も
あ

ヲ（》。翻
っ
て
家
持
の
④
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
「
朝
戸
出
の
か
な
し
き
我

が
子
」
と
い
う
父
の
言
葉
は
、
「
愛
情
」
と
「
同
情
」
と
「
哀
切
」
の
入

り
交
じ
る
、
き
わ
め
て
東
歌
的
な
「
か
な
し
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
都
的

な
言
葉
で
言
い
直
せ
ば
「
惜
し
み
つ
つ
」
「
か
な
し
」
ぶ
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
防
人
の
父
の
姿
を
描
写
す
る
際
に
は
、
「
惜
し
み
つ
つ
か
な
し

び
ま
せ
ば
（
ｅ
）
」
と
表
現
す
る
。
家
持
は
、
防
人
が
使
う
「
か
な
し
」

を
、
「
惜
し
み
つ
つ
、
か
な
し
む
」
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
お
り
、
こ
の
表

現
か
ら
は
、
防
人
達
の
使
う
「
か
な
し
」
が
、
「
悲
し
」
単
独
で
は
な
く
、

「
惜
し
（
愛
し
）
」
と
混
在
し
て
い
る
感
情
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
認
識
が
家

持
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

家
持
は
、
防
人
歌
の
、
最
も
東
国
的
な
表
現
を
理
解
し
て
い
る
と
言
っ

て
良
い
。
そ
れ
を
、
防
人
の
父
の
言
葉
の
中
で
用
い
る
と
い
う
、
写
実
的

な
用
い
方
さ
え
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
家
持
の
防
人
歌

へ
の
理
解
は
深
い
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
壜
７
．

し
か
し
、
自
身
の
表
現
と
し
て
は
、
そ
れ
を
用
い
な
い
所
に
、
家
持
の

作
歌
態
度
を
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
「
防
人
の
情
を

陳
べ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
防
人
の
心
を
解
釈
し
、
家
持
の
表
現
に
翻
案

す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
表
現
は
、
そ
の
よ
う
な
翻

案
作
業
の
繰
り
返
し
と
同
時
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
家
持
作
歌
の
分
析
を
一
通
り
終
え
、
改
め
て
防
人
歌
群
全
体
の

編
集
と
い
う
問
題
を
考
え
た
い
。
各
国
の
防
人
歌
採
用
率
は
、
上
総
国
の

６
８
５
％
を
上
限
と
し
、
信
濃
国
の
２
５
％
を
下
限
と
す
る
。
平
均
す

れ
ば
、
半
分
以
上
の
歌
は
除
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
家
持
の
選
択
基
準

は
、
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
簡
潔
に
一
覧
で
、
採
用

率
と
と
も
に
示
す
。

ａ
遠
江
国
七
首
３
９
％

ｂ
相
模
国
八
首
３
８
％

①
追
ひ
て
防
人
の
別
れ
を
悲
し
ぶ
る
心
を
痛
み
て
作
る
歌

②
（
家
持
短
歌
）

Ｃ
駿
河
国
十
首
５
０
％

ｄ
上
総
国
十
三
首
６
８
％

Ａ
「
私
の
拙
懐
を
述
べ
る
歌
」

ｅ
常
陸
国
十
首
５
９
％

ｆ
下
野
国
十
一
首
６
１
％

ｇ
下
総
国
十
一
首
５
０
％

Ｂ
二
月
十
七
日
の
独
詠
歌
三
首

③
防
人
の
情
の
為
に
思
ひ
を
陳
べ
て
作
る
歌

ｈ
信
濃
国
三
首
２
５
％

ｉ
上
野
国
四
首
３
０
％

④
防
人
の
別
れ
を
悲
し
ぶ
る
情
を
陳
ぶ
る
歌

ｊ
武
蔵
国
十
二
首
不
明

ｋ
昔
年
の
防
人
歌
八
首

四
、
防
人
歌
編
纂
に
つ
い
て
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Ｃ
三
月
三
日
の
集
飲
宴
歌

ｌ
昔
年
に
相
替
し
防
人
歌
一
首

中
で
、
２
５
％
～
６
８
％
ま
で
採
用
率
に
ひ
ら
き
が
あ
る
の
は
、
国
に

よ
っ
て
、
漠
然
と
歌
の
程
度
に
差
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
家
持
の

作
歌
を
核
と
し
て
、
そ
の
前
後
の
状
況
を
比
較
す
る
と
い
う
視
点
で
見
る

と
、
別
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
第
一
作
で
あ
る
、
①
「
追

ふ
」
歌
の
前
は
、
平
均
３
８
．
５
％
の
採
用
率
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の

後
、
③
「
思
い
を
陳
べ
る
」
歌
ま
で
の
採
用
率
は
５
０
％
か
ら
６
８
％
へ

と
あ
が
る
。
さ
ら
に
次
の
④
歌
ま
で
は
２
５
％
か
ら
３
５
％
へ
と
、
採
用

率
は
急
激
に
下
が
る
。
こ
の
よ
う
な
採
用
率
は
、
家
持
作
歌
の
あ
り
方
と

連
動
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
、
フ
か
。

①
の
歌
の
主
眼
は
、
防
人
の
歌
に
応
じ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に

「
追
ふ
」
歌
を
一
首
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
歌
を
中
心
と
し
た
判

定
基
準
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
次
の
③
ま
で
は
、
で
き
得

る
限
り
多
様
な
防
人
歌
を
列
挙
し
、
そ
れ
ら
と
視
点
を
一
に
す
る
作
歌
を

為
し
て
い
る
。
③
の
時
の
「
か
な
し
」
の
使
い
方
は
、
極
め
て
中
央
貴
族

的
な
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
家
持
は
、
総
合
的
に
把
握
す
れ
ば
、
防
人

歌
の
主
眼
が
「
か
な
し
」
に
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
重
点

が
置
い
て
作
歌
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

続
い
て
④
作
で
、
家
持
は
き
わ
め
て
東
国
的
な
「
か
な
し
」
を
使
用
す

る
が
、
実
は
③
と
④
の
間
に
挾
ま
れ
た
防
人
歌
に
、
「
か
な
し
」
を
使
用

す
る
も
の
は
な
い
。
家
持
は
す
で
に
③
以
前
に
、
東
国
的
「
か
な
し
」
の

本
質
を
把
握
し
て
お
り
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
こ
の
時
点
で
、
表
現
の
上
に

現
れ
て
き
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
④
で
は
、
「
父
の
命
」
の
言
葉
が

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
防
人
歌
群
の
中
で
「
父
」
の
存
在
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
③
以
前
、
「
父
を
置
き
て
」
と
詠
む
四
三

四
一
番
歌
を
含
む
駿
河
国
や
、
防
人
の
父
の
歌
（
四
三
四
七
番
歌
）
が
あ

る
上
総
国
の
歌
群
で
あ
る
。
全
体
か
ら
見
て
も
「
父
母
」
と
詠
む
防
人
歌

が
多
い
中
で
、
③
と
④
の
間
に
あ
る
信
濃
国
・
上
野
国
の
歌
群
に
は
「
母

父
」
の
一
例
が
あ
る
の
み
で
、
む
し
ろ
父
の
影
は
う
す
い
。
④
の
防
人
歌

に
登
場
す
る
「
父
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
す
で
に
③
以
前
に
獲
得
さ
れ
た
も

のである、フ。

む
ろ
ん
歌
数
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
類
想
句
ま
で
を
含
め
れ
ば
、

③
以
前
に
共
通
す
る
歌
が
多
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ

う
な
翻
案
部
分
で
は
な
く
、
「
か
な
し
」
の
意
味
を
東
国
語
的
に
理
解
す

る
こ
と
や
、
防
人
の
父
の
姿
を
把
握
す
る
こ
と
等
、
④
に
お
い
て
新
た
に

表
現
の
上
に
現
れ
て
来
た
、
よ
り
防
人
歌
に
近
い
部
分
も
、
す
で
に
③
以

前
に
家
持
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
、
家
持
内
部
で
の
防
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
化
が
、

③
以
前
と
以
後
の
、
防
人
歌
採
用
率
の
変
化
ひ
い
て
は
編
纂
基
準
に
影
響

し
て
い
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
ろ
う
。

③
と
④
の
歌
の
間
に
あ
る
防
人
歌
は
、
先
に
三
で
述
べ
た
よ
う
な

「
幣
」
・
「
告
げ
遣
る
」
な
ど
、
家
持
作
歌
④
と
関
連
あ
る
語
を
含
む
歌
も

あ
る
。
こ
の
部
分
の
防
人
歌
に
は
、
こ
れ
ら
家
持
作
歌
と
縁
の
あ
る
歌
を

中
心
に
、
比
較
的
厳
密
な
採
用
基
準
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
④
以
降
の
防
人
歌
の
採
用
率
は
不
明
と
な
る
。
推
定
に
す
ぎ
な
い

が
、
あ
る
い
は
、
武
蔵
国
の
歌
は
、
問
答
の
形
が
明
確
で
あ
る
か
ら
、
採

用
率
は
上
が
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、
冒
頭
で
示
し
た
防
人
と
の
関
係
が
不
明
確
な
歌
に
つ
い
て
考

え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
簡
単
に
な
る
が
、
本
稿
の
立
場
を
明
記
し
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ておく。

家
持
作
歌
で
防
人
と
の
関
係
が
不
明
確
な
歌
は
、
三
カ
所
。

Ａ
「
私
の
拙
懐
を
述
べ
る
歌
」
（
四
三
六
○
～
六
二
番
歌
）

Ｂ
二
月
十
七
日
の
独
詠
歌
三
首
（
四
三
九
五
～
九
七
番
歌
）

Ｃ
三
月
三
日
の
集
飲
宴
歌
（
四
四
三
四
・
五
番
歌
）

こ
の
う
ち
、
Ｃ
の
歌
は
、
内
容
か
ら
都
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
確

だ
が
、
特
に
「
三
月
三
日
」
と
い
う
日
付
か
ら
、
都
の
上
巳
の
宴
が
意
識

（狸）

さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
吉
村
誠
は
、
Ｂ
の
歌
の
「
独
」
も
都
を
指
向
し

た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
Ｂ
・
Ｃ
は
作
品
と
し
て
も
連

動
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

Ｂ
龍
田
山
見
つ
つ
越
え
来
し
桜
花
散
り
か
過
ぎ
な
む
我
が
帰

る
と
に

（四三九五）

Ｃ
含
め
り
し
花
の
は
じ
め
に
来
し
我
や
散
り
な
む
後
に
都
へ

行

か

む

（

四

四

三

五

）

こ
の
よ
う
に
十
五
日
の
間
を
経
て
、
な
お
関
連
づ
け
ら
れ
た
作
を
為
す

所
に
、
一
応
防
人
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、
家
持
の
も
う
一
つ
の
意
識
の
流

れ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。（
詞

）

（

制

）

Ａ
歌
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
、
阿
部
り
か
ら
は
、
防
人
と
の
関
連
を
認
め

る
立
場
に
立
つ
。
例
え
ば
伊
藤
が
言
う
よ
う
に
、
Ａ
の
難
波
讃
歌
は
、
防

人
の
集
結
す
る
に
ぎ
わ
い
の
中
で
こ
そ
、
詠
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
Ｂ
・
Ｃ
の
歌
も
「
家
郷
を
離
れ
た
思
い
」
を
歌
う
と
い

う
点
で
は
、
防
人
歌
と
通
底
す
る
部
分
は
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
間
接

的
な
関
係
、
あ
る
い
は
気
分
の
通
底
は
認
め
つ
つ
、
し
か
し
讃
歌
を
含
め

て
、
都
へ
の
意
識
が
強
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
防
人
関
係
歌
と
一
線
を

画
す
と
考
え
る
。

五
、
結
び

家
持
が
、
ど
の
よ
う
に
防
人
歌
を
理
解
し
、
自
己
の
歌
の
中
に
転
化
し

て
い
く
か
と
い
う
点
を
中
心
に
考
察
し
た
。
①
．
②
と
③
．
④
と
が
異
な

っ
て
見
え
る
の
は
、
お
そ
ら
く
表
現
の
質
や
作
歌
の
方
法
の
違
い
で
あ

る
。
ど
ち
ら
も
、
都
風
の
表
現
で
あ
り
、
方
法
で
あ
る
点
に
変
わ
り
は
な

い
。
追
歌
で
あ
る
に
し
ろ
、
情
を
陳
べ
る
歌
で
あ
る
に
し
ろ
、
防
人
歌
の

一
首
一
首
、
ま
た
は
一
語
一
語
に
対
す
る
解
釈
と
理
解
、
そ
し
て
、
翻
案

の
課
程
で
生
じ
る
誤
解
、
あ
る
い
は
齪
嬬
が
あ
っ
た
。

編纂の問題で言うならば、確かに久米微郎が言うように、

「
拙
劣
歌
を
除
く
」
こ
と
に
も
、
文
学
的
営
為
は
認
め
ら
れ
る
。
左
注
に

「
拙
劣
歌
は
取
り
載
せ
ず
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
最
終
的
に

除
か
れ
る
以
前
に
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
歌
が
選
び
出
さ
れ
る
作
業
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
追
歌
・
解
釈
・
翻
案
と
い
う
作

業
か
ら
は
、
ど
の
一
首
ど
の
一
句
を
選
び
と
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
優
先

さ
れ
る
時
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

そ
れ
は
編
纂
と
呼
ぶ
に
は
、
あ
ま
り
に
も
基
礎
的
で
、
気
分
の
占
め
る

割
合
が
高
い
作
業
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
家
持
の
防
人
歌

編
纂
作
業
は
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

（謁）

家
持
の
日
記
歌
巻
に
は
、
日
付
が
大
き
く
意
味
を
持
つ
歌
が
多
い
。
日

付
の
厳
密
さ
が
優
先
さ
れ
た
編
纂
で
あ
る
点
は
動
か
な
い
。
そ
の
期
間
の

中
に
、
防
人
と
い
う
異
文
化
と
向
き
合
う
家
持
と
、
都
を
指
向
す
る
家
持

と
が
共
存
す
る
も
の
と
考
え
る
。

注
（
１
）
吉
井
巌
・
山
本
セ
ツ
子
「
家
持
と
防
人
た
ち
と
の
出
会
い
」
（
日
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本
文
学
一
九
七
一
年
十
一
月
二
○
巻
二
号
）

（
２
）
市
瀬
雅
之
「
防
人
関
係
歌
群
の
『
ま
す
ら
を
」
意
識
」
亀
大
伴
家

持
論
ｌ
文
学
と
氏
族
伝
統
』
一
九
九
七
年
お
う
ふ
う
）

（
３
）
高
橋
誠
「
大
伴
家
持
の
防
人
歌
受
容
に
つ
い
て
の
考
察
」
（
中
央

大
学
国
文
一
九
九
四
年
三
月
三
七
号
）

（
４
）
小
野
寛
「
防
人
と
の
出
会
ｌ
防
人
の
心
情
を
陳
べ
る
長
歌
三
作
」

（
『
万
葉
夏
季
大
学
家
持
を
考
え
る
」
一
九
八
八
年
笠
間
書
院
）

（
５
）
松
田
聡
「
『
防
人
関
係
長
歌
」
の
成
立
」
（
国
文
学
研
究
一
九

九
四
年
十
月
二
四
号
）

（
６
）
阿
部
り
か
「
防
人
検
校
時
の
家
持
作
歌
」
（
日
本
語
と
日
本
文
学

一
九
九
二
年
九
月
一
七
号
）

（
７
）
井
上
通
泰
『
万
葉
集
新
考
」
一
九
二
八
年

（
８
）
村
瀬
憲
夫
「
大
伴
家
持
の
『
防
人
歌
臣
（
近
畿
大
学
文
芸
学
部
論

集
文
学
・
芸
術
・
文
化
」
一
九
九
○
年
十
二
月
二
巻
二
号
）

（
９
）
歌
群
の
中
の
特
に
限
定
し
た
一
首
に
応
え
る
「
追
和
」
は
、
例
え

ば
大
伴
書
持
「
大
宰
の
時
の
梅
花
に
追
和
す
る
新
し
き
歌
六
首
（
⑰

三
九
○
一
～
三
九
○
六
）
」
な
ど
で
も
同
様
で
あ
る
。

（
皿
）
家
持
と
「
異
文
化
と
し
て
の
越
中
」
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
、

猪
股
と
き
わ
「
大
伴
家
持
の
異
文
化
ｌ
越
中
の
歌
日
記
か
ら
」
会
歌

の
王
と
風
流
の
宮
万
葉
の
表
現
空
間
」
二
○
○
○
年
森
話
社
）

に
論
が
あ
る
。
防
人
歌
と
の
出
会
い
は
、
越
中
体
験
と
は
、
明
ら
か

に
異
な
っ
た
形
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
参
考
と
し
た
。

（
Ⅱ
）
久
米
常
民
「
万
葉
『
防
人
歌
」
に
つ
い
て
ｌ
大
伴
家
持
の
『
防
人

歌
』
集
録
と
そ
の
作
品
」
会
万
葉
集
の
文
学
論
的
研
究
』
一
九
七
○

年
桜
楓
社
）

（岨）（４）に同じ。

（過）（８）に同じ。

（
Ｍ
）
松
田
聡
「
大
伴
家
持
の
防
人
同
情
歌
-
行
路
死
人
歌
の
発
想
」

（
国
語
国
文
学
研
究
一
九
九
三
年
三
月
一
○
九
号
）
た
だ
し
、

松
田
の
一
覧
表
は
、
歌
語
と
し
て
一
般
的
な
も
の
を
含
む
の
で
、
な

お
検
証
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（咽）（８）に同じ。

（
焔
）
精
細
描
写
に
関
わ
る
特
殊
語
彙
に
つ
い
て
は
、
稲
岡
耕
二
「
家
持

の
『
立
ち
く
く
』
『
飛
び
く
く
」
の
周
辺
」
含
万
葉
集
の
作
品
と
方

法
』
一
九
八
五
年
岩
波
書
店
）
。
ま
た
「
遙
聞
」
な
ど
の
語
彙
の

出
典
と
流
れ
に
つ
い
て
は
、
芳
賀
紀
雄
「
大
伴
家
持
ｌ
ほ
と
と
ぎ
す

の
詠
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
論
集
万
葉
集
』
一
九
八
七
年
笠
間
書

院
）
。
そ
の
総
論
と
し
て
、
鉄
野
昌
弘
「
大
伴
家
持
」
（
『
和
歌
文
学

講
座
第
三
巻
万
葉
集
Ⅱ
』
一
九
九
三
年
勉
誠
社
）
が
あ
る
。

（
Ⅳ
）
遠
藤
宏
「
防
人
の
歌
ｌ
そ
の
発
想
の
基
点
」
（
文
学
一
九
七
二

年
九
月
四
○
巻
九
号
）
は
、
防
人
歌
の
神
に
つ
い
て
「
信
頼
し
て

祈
る
神
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

（肥）（８）に同じ。

（
岨
）
「
自
然
と
の
交
響
」
は
、
中
川
幸
廣
「
自
然
と
自
然
と
交
響
す
る

か
な
し
み
と
」
（
『
萬
葉
集
の
作
品
と
基
層
』
一
九
九
三
年
三
月
桜

楓
社
）
に
よ
る
。
他
に
「
鶴
が
音
の
か
な
し
き
声
」
は
、
妻
を
呼

ぶ
声
と
し
て
家
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
と
す
る
、
渡
辺
護
「
家

持
の
防
人
が
情
の
た
め
に
思
ひ
を
陳
べ
て
作
る
歌
」
（
『
万
葉
集
を

学
ぶ
第
八
集
』
一
九
七
八
年
有
斐
閣
）
が
あ
る
。

（
別
）
若
林
玲
子
「
『
万
葉
集
」
に
お
け
る
『
か
な
し
』
の
意
味
・
用

法
」
（
富
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
一
九
九
一
年
三
月
二
六
輯
）

（
皿
）
遠
藤
宏
「
地
方
和
歌
と
し
て
の
防
人
歌
」
（
日
本
学
一
九
八
五
年

六
月
二
巻
二
号
）

（
躯
）
吉
村
誠
「
大
伴
家
持
天
平
勝
宝
七
年
二
月
難
波
歌
（
２
０
．
四
三
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特集・万葉集の「編纂」と「注釈」

考とした。

（妬）（Ⅱ）に百

歌
史
研
究
８
」

（別）（６）に同じ。

（
妬
）
鉄
野
昌
弘
「
家

九
五
～
四
三
九
七
）
の
題
詞
「
独
」
の
特
質
」
（
山
口
大
学
教
育
学

部
研
究
論
叢
一
九
九
三
年
十
二
月
四
三
巻
一
号
）

（
閉
）
伊
藤
博
「
防
人
歌
群
」
（
『
萬
葉
集
の
歌
群
と
配
列
下
古
代
和

歌
史
研
究
８
』
一
九
九
二
年
塙
書
房
）

六
年
五
月
四
一
巻
六
号
）

猪
股
と
き
わ
「
日
付
の
峯

と
風
流
の
宮
万
葉
の
表
壺

鉄
野
昌
弘
「
家
持
に
お
け
る
方
法
と
は
何
か
」
（
国
文
学
一
九
九

に
同
じ
。

「
日
付
の
あ
る
耳
ｌ
家
持
の
歌
曼
陀
羅
」
亀
歌
の
王

万
葉
の
表
現
空
間
』
二
○
○
○
年
森
話
社
）
を
参

（
し
み
ず
あ
け
み
）
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