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【
論　
　

文
】

浅

野

則

子

選
び
と
ら
れ
た
景

【
要　
　
　

旨
】

万
葉
集
の
中
で
宴
席
の
歌
と
し
て
は
も
っ
と
も
後
ろ
に
位
置
し
て
い
る
歌
群

が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
歌
の
内
容
に
よ
っ
て
三
つ
の
群
に
分
か
れ
て
い
る
。

従
来
は
、
高
円
の
離
宮
を
詠
う
こ
と
で
聖
武
を
偲
ぶ
五
首
を
と
り
あ
げ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
十
首
は
偲
ぶ
歌
を
強
調
す
る
た
め
の

も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
宴
に
同
席
し
た
人
々
に
と
っ
て
景
を
詠
う
こ
と
は

以
下
の
歌
群
と
同
じ
よ
う
に
景
を
通
し
て
歌
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く

こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　
　

歌
の
文
化
圏
・
宴
席  

庭
園
・
景
物

は
じ
め
に

　

天
平
勝
宝
二
年
、
家
持
が
氏
の
長
で
あ
る
大
伴
氏
は
藤
原
氏
の
力
に
押
さ
れ
、

そ
の
力
は
父
の
代
よ
り
も
弱
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
年
に
中
臣
清
麻
呂
宅
で
宴
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。｢

中
臣
清
麻
呂
宅
の
宴｣

と
い
う
題
詞
を
持
つ
こ
れ
ら
の
歌

群
に
つ
い
て
は
、
始
め
の
十
首
、
後
の
五
首
、
さ
ら
に｢

山
斎
を
属
目
し
て
作
り

し｣

三
首
と
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
は
じ
め
の
十
首
は
清
麻
呂
宅
の
庭

園
の
景
物
を
歌
い
、
次
に｢

高
円
の
離
宮
の
処
を
思
ひ
て｣

五
首
が
詠
わ
れ
、
更

に
庭
の
山
斎
を
眺
め
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
問
題
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
始
め
の

十
首
の
歌
群
は
、
同
じ
考
え
を
持
つ
人
々
が
集
ま
り
、
親
交
を
深
め
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
結
果
、
同
席
者
の
思
い
が
次
の
高
円
離
宮
か
ら
聖
武
を
偲
ぶ
歌
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
田
中
大
士
氏
が｢

宴
席
の
場
に
こ
と
に

没
入
し
た
詠
み
ぶ
り注
①｣

と
さ
れ
る
よ
う
に
景
物
に
注
目
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

こ
の
歌
群
が
何
を
目
的
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
事
は
少
な
い
と
い

え
よ
う
。
同
じ
考
え
を
持
つ
人
々
が
集
ま
っ
た
宴
で
歌
に
よ
っ
て
親
交
が
深
め
ら

れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
景
物
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
詠
う
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
宴
に
お
け
る
景
物
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

【
一
】

　　

歌
を
見
て
い
こ
う
。｢

二
月
に
、
式
部
大
輔
中
臣
清
麻
呂
朝
臣
の
宅
に
し
て
宴

す
る
歌｣

と
い
う
題
詞
を
持
つ
以
下
の
十
首
で
あ
る
。

①
恨
め
し
く
君
は
も
あ
る
か
や
ど
の
梅
の
散
り
過
ぐ
る
ま
で
見
し
め
ず
あ
り
け
る

　

右
の
一
首
、
治
部
少
輔
大
原
今
城
真
人

②
見
む
と
言
は
ば
否
と
言
は
め
や
梅
の
花
散
り
過
ぐ
る
ま
で
君
が
来
ま
さ
ぬ

　

右
の
一
首
、
主
人
中
臣
清
麻
呂
朝
臣

③
は
し
き
よ
し
今
日
の
主
人
は
磯
松
の
常
に
い
ま
さ
ね
今
も
見
る
ご
と

　

右
の
一
首
、
右
中
大
伴
宿
祢
家
持

④
我
が
背
子
し
か
く
し
聞
こ
さ
ば
天
地
の
神
を
祈
ひ
祷
み
長
く
と
そ
思
ふ
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右
の
一
首
、
主
人
中
臣
清
麻
呂
朝
臣

⑤
梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け
ど
も
心
も
し
の
に
君
を
し
そ
思
ふ

　

右
の
一
首
、
治
部
大
輔
市
原
王

⑥
八
千
種
の
花
は
移
ろ
ふ
常
盤
な
る
松
の
さ
枝
を
我
は
結
ば
な

　

右
の
一
首
、
右
中
大
伴
宿
祢
家
持

⑦
梅
の
花
咲
き
散
る
春
の
長
き
日
を
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
磯
に
も
あ
る
か
も

　

右
の
一
首
、
大
蔵
大
輔
甘
南
備
伊
香
真
人

⑧
君
が
家
の
池
の
白
波
磯
に
寄
せ
し
ば
し
ば
見
と
も
飽
か
む
君
か
も

　

右
の
一
首
、
右
中
大
伴
宿
祢
家
持

⑨
愛
し
と
我
が
思
ふ
君
は
い
や
日
異
に
来
ま
せ
我
が
背
子
絶
ゆ
る
日
な
し
に

　

右
の
一
首
、
主
人
中
臣
清
麻
呂
朝
臣

⑩
磯
の
裏
に
常
よ
引
き
住
む
鴛
鴦
の
惜
し
き
我
が
身
は
君
が
ま
に
ま
に

 
  

二
十
ー
四
四
九
六
～
四
五
〇
五

　

右
の
一
首
、
治
部
少
輔
大
原
今
城
真
人

　

題
詞
に
よ
れ
ば
、
天
平
宝
字
二
（
七
五
八
）
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
宴
で
あ

る
。
こ
の
時
家
持
は
、
右
中
弁
と
し
て
都
に
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
宴
席
の
出
席
者

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
宴
の
主
人
で
あ
る
中
臣
清
麻
呂
は
式
部
大
輔
で
当
時

五
十
七
才
。注
②

他
の
出
席
者
は
、
ま
ず
挨
拶
の
歌
を
作
っ
た
大
原
今
城
真
人
が
治

部
少
輔
で
最
も
官
位
が
低
く
、
そ
の
上
官
と
し
て
の
市
原
王
、
大
蔵
大
輔
甘
南
備

伊
香
真
人
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
は
す
べ
て
家
持
と
同
じ
歌

の
場
で
歌
っ
て
い
る
こ
と
か
ら注
③

、
都
に
お
い
て
、
家
持
が
信
頼
す
べ
き
人
々
で
あ

り
、
従
来
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に｢

仲
間
同
士｣

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

宴
の
歌
は
す
で
に
松
本
剛
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に｢

二
首
ず
つ
が
対
応
関

係
」注
④

に
あ
る
と
み
て
よ
い
。
記
さ
れ
て
い
る
順
を
追
っ
て
歌
の
表
現
を
み
て
い
き

た
い
。
ま
ず
、
今
城
の
相
聞
の
形
式
を
と
る
歌
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
①
の
歌
で

は
庭
の
梅
を｢

散
り
過
ぐ
る｣

ま
で
見
せ
て
く
れ
な
い
と
詠
い
、
そ
れ
に
対
し
て

主
人
清
麻
呂
は｢

君
が
来
ま
さ
ぬ｣

と
花
の
盛
り
に
来
な
か
っ
た
の
は
あ
な
た
で

は
な
い
か
と
応
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
花
を
め
ぐ
る
対
応
に
は
、｢

花
を
見
る

た
め
に
招
く｣

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
多
く
は
相
聞
歌
で
あ
る
。

表
現
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

⑪
雁
が
ね
の
初
声
聞
き
て
咲
き
出
で
た
る
や
ど
の
秋
萩
見
に
来
我
が
背
子　
　

 

十
ー
二
二
七
六

⑫
我
が
や
ど
の
萩
花
咲
け
り
見
に
来
ま
せ
い
ま
二
日
だ
み
あ
ら
ば
散
り
な
む　

 

八
ー
一
六
二
一

⑬
藤
原
の
古
り
に
し
里
の
秋
萩
は
咲
き
て
散
り
に
き
君
待
ち
か
ね
て　
　
　
　

 

十
ー
二
二
八
九

⑭
我
が
や
ど
の
一
群
萩
を
思
う
児
に
見
せ
ず
ほ
と
ほ
と
散
ら
し
つ
る
か
も  　

 

八
ー
一
五
六
五

⑮
我
が
や
ど
の
花
橘
は
散
り
に
け
り
悔
し
き
時
に
逢
へ
る
君
か
も　
　
　
　
　

 

十
ー
一
九
六
九

⑯
来
て
見
べ
き
人
も
あ
ら
な
く
に
我
家
な
る
梅
の
初
花
散
り
ぬ
と
も
よ
し　

 

十
ー
二
三
二
八

  

⑪
の
歌
は
季
節
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
雁
の
初
声
を
聞
い
て
萩
が
咲
き
始
め
た

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
咲
き
始
め
た
ば
か
り
の
萩
は
、
い
ち
早
く
秋
を
感
じ
て
欲

し
い
と
い
う
相
手
を
誘
う
た
め
の
口
実
と
も
な
ろ
う
。
⑫
は
巫
部
麻
蘇
娘
子
の
作

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
萩
の
花
の
盛
り
を
見
つ
つ
散
る
前
に
訪
れ
て
欲
し
い
と

｢

い
ま
二
日｣

と
日
を
限
定
し
て
誘
っ
て
い
る
。⑬
で
は
相
手
の
訪
れ
が
な
い
た
め
、

見
せ
よ
う
と
し
て
い
た
萩
は
散
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
。
花
が
咲
く
こ
と

は
こ
の
よ
う
に
相
手
を
誘
う
口
実
と
し
て
選
び
と
ら
れ
る
景
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
咲
い
て
い
る
事
が
招
く
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
た
め
に
、
散
る
こ
と
は
、
残

念
な
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
⑭
の
歌
は
家
持
の
も
の
で
あ
る
が
、
散

ら
し
た
こ
と
は
見
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
嘆
い
て
い
る
。
⑮
で
は
見
せ
た

か
っ
た
橘
が
散
っ
て
し
ま
っ
た
後
に
逢
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
る
と
詠
う
。
更
に
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⑯
で
は
、
花
は
咲
い
て
い
る
が
、
見
る
べ
き
人
が
い
な
い
の
で
せ
っ
か
く
の｢

初

花｣
で
は
あ
る
も
の
の
散
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
問
題
と
し
て

い
る
①
の
歌
で
は
、
ま
ず
散
る
梅
が
詠
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
を
招
く
た
め
の

口
実
と
し
て
の
景
と
し
て
花
の
盛
り
に
対
す
る
状
況
と
し
て
見
る
と
マ
イ
ナ
ス
の

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
歌
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

宴
席
の
梅
に
つ
い
て
は
、
散
る
こ
と
は
雪
と
見
間
違
う
と
い
う
表
現
を
と
る
こ

と
が
多
い
が注
⑤

、
こ
こ
で
は
、
漢
詩
的
表
現
と
し
て
の
見
立
て
で
は
な
く
。
梅
を
季

節
の
花
そ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
宴
の
始
ま
り
は

庭
の
梅
で
あ
り
、
同
席
者
に
と
っ
て
の
同
じ
空
間
の
景
物
か
ら
詠
い
始
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、見
る
こ
と
に
よ
る
空
間
の
共
有
が
意
図
さ
れ
て
い
よ
う
。

庭
に
あ
る
梅
を
用
い
た
の
は
、
単
に
挨
拶
と
し
て
歌
い
始
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く

こ
の
日
の
宴
の
歌
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

【
二
】

　

梅
を
介
し
て
の
挨
拶
を
詠
う
歌
の
次
の
歌
は
、
主
人
清
麻
呂
に
対
す
る
家
持
の

挨
拶
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
日
の
宴
の
本
題
で
あ
り
、
賓
客
と
し
て
提
示
す

べ
き
一
番
大
事
な
こ
と
を
招
か
れ
た
者
を
代
表
し
て
詠
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。「
見
る
」
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
日
の
宴
の
歌
は
、
庭
園
の
景
物
か
ら
主

題
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
選
び
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
人
の
長
寿
を
願

う
た
め
に
選
ば
れ
た
の
が
「
磯
松
」
で
あ
っ
た
。「
磯
松
」
と
は
万
葉
集
中
こ
の

一
例
の
み
で
あ
り
、『
日
本
新
古
典
文
学
大
系
』注
⑥

で
は
「
磯
の
上
に
生
ふ
る
小
松
」

を
一
語
に
し
た
よ
う
な
例
と
す
る
が
、「
常
に
い
ま
さ
ね
」
い
う
言
葉
を
持
ち
出

す
た
め
に
は
、
永
い
命
を
持
つ
も
の
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
続
く

④
の
歌
は
家
持
に
対
す
る
主
人
の
挨
拶
で
あ
り
、
こ
の
歌
に
は
「
見
る ｣

こ
と

が
詠
わ
れ
な
い
が
、
主
人
の
詠
う
「
我
が
背
子
し
か
く
し
聞
こ
さ
ば
」
は
、
招
か

れ
た
側
を
代
表
し
て
詠
う
家
持
と
の
贈
答
に
よ
っ
て
こ
の
日
の
テ
ー
マ
を
表
現
し

た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

①
・
②
の
歌
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た｢

梅｣

は
散
る
と
詠
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は

一
転
し
て
常
緑
で
あ
る｢

松｣

を
取
り
上
げ
て
い
く
。『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』

は｢

松｣

に
は｢

待
つ｣ 注
⑦

の
意
が
こ
も
る
と
す
る
が
、｢

見
る
」
こ
と
か
ら
始
ま
っ

た
宴
は
こ
こ
で
は
、
視
覚
の
み
で
な
く
時
間
的
な
広
が
り
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

さ
ら
に
梅
は
散
る
こ
と
故
に
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
庭
園
で
選
ば
れ
た
景
物

と
し
て
「
見
る
」
こ
と
を
通
し
て
松
へ
と
結
び
つ
き
、
宴
の
テ
ー
マ
へ
と
導
か
れ

た
と
い
え
よ
う
。

　

④
の
主
人
で
あ
る
清
麻
呂
の
歌
は
家
持
の
歌
と
一
対
の
も
の
と
し
て
、
主
人
と

し
て
招
か
れ
た
者
の
気
持
ち
を
代
表
し
て
い
る
家
持
の
歌
に
応
え
た
も
の
で
あ

る
。
主
人
か
ら
の
宴
に
集
う
人
々
に
対
し
て
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。

主
人
の
側
か
ら｢

背
子｣

と
詠
い
か
け
る
こ
と
は
、
対
応
す
る
歌
を
詠
っ
た
家
持

の
み
で
な
く
、
今
、
そ
の
場
に
い
る
人
々
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　

⑤
も
主
人
を
称
え
る
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
歌
は
、再
び
庭
園
を
「
見
る
」

こ
と
へ
と
転
じ
て
い
る
。
⑤
の
歌
は
庭
の
梅
そ
の
も
の
の
景
で
あ
る
①
・
②
を
ふ

ま
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
人
の
長
寿
を
詠
っ
た
後
で
は
共
有
す
る
空
間
の

梅
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は

｢

遠
け
れ
ど｣

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。

　

宴
席
で
は
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
る
。

⑰
雲
の
上
に
鳴
く
な
る
雁
の
遠
け
ど
も
君
に
逢
は
む
と
た
も
と
ほ
り
来
つ
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五
七
四

　

⑰
は
橘
諸
兄
宅
の
宴
に
お
い
て
、
宴
の
始
め
に
詠
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宴
が

開
催
さ
れ
た
季
節
の
景
物
を
と
り
あ
げ
て
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た
こ
と
を
詠
う

が
、
そ
れ
は
、
参
加
す
る
宴
が
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
宴

席
で
こ
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
、
問
題
と
し

て
い
る
歌
群
と
同
時
代
の
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
遠
い
」
距
離
を
い

と
わ
ず
に
来
る
事
に
繋
が
り
宴
の
大
切
さ
、
主
人
へ
の
強
い
思
い
を
強
調
す
る
も
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の
と
な
り
、｢

遠
さ｣

は
や
っ
て
来
た
こ
と
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歌
で
は
、
作
者
市
原
王
は
「
心
も
し
の
に
君
を
し

そ
思
ふ
」
と
歌
い
、
や
っ
て
来
る
と
は
表
現
し
て
い
な
い
。
歌
で
は
、
宴
に
同

席
し
て
い
る
「
今
」
で
は
な
く
、「
遠
く
」
に
い
る
時
に
思
っ
て
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
限
り
、「
か
ぐ
は
し
」
と
は
梅
と
の
距
離
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
実
態
は
置
い
て
も
「
遠
い
」
距
離
を
隔
て
な
が
ら
も
感
じ
取
れ
る

も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
距
離
を
詠
う
た
め
の
「
梅
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
か
ぐ
は
し
み
」
は
、
宣
長
が｢

万
葉
集
に
は
梅
の

花
い
と
多
か
る
に
、
香
を
よ
め
る
は
、
た
ゞ
こ
の
廿
の
巻
に
、
う
め
の
花
香
を
か

ぐ
は
し
み
、
遠
け
ど
も
心
も
し
ぬ
に
君
を
し
ぞ
思
ふ
、
と
あ
る
一
ツ
の
み
に
て｣ 注
⑧

と
い
う
理
解
を
示
し
て
以
来
、万
葉
集
で
唯
一｢

香｣

が
よ
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』注
⑨で

は
香
り
か
ら「
主
人
の
高
潔
で
あ
る
こ
と
を
に
お
わ
す
」

と
し
、
ま
た
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』注
⑩

で
は｢
梅
の
芳
香
に
寄
せ
て
主
人
の
人

柄
を
称
え
た
句｣

と
す
る
よ
う
に
相
聞
的
な
表
現
を
し
つ
つ
婉
曲
に
主
人
を
称
え

る
と
す
る
が
、
は
た
し
て
嗅
覚
と
し
て
の
香
り
と
の
み
解
釈
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
松
本
氏
は
⑤
の
歌
が
次
の
⑥
の｢

松｣

と
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
梅
に

対
し
て
呪
的
色
彩
を
与
え
る
言
葉
と
し
、｢

か
ぐ
は
し｣

を｢
『
霊
妙
』
な
性
格
を

も
つ
も
の｣ 注
⑪

と
し
て
呪
的
な
言
葉
と
す
る
こ
と
を
言
語
学
的
な
観
点
か
ら
述
べ

て
い
る
。
こ
の
宴
に
お
い
て
⑤
の
歌
は
⑥
と
対
応
す
る
た
め
、
梅
と
松
と
の
対
応

も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
万
葉
集
中
に
お
け
る｢

か
ぐ
は
し｣
の
例
を

見
て
い
き
た
い
。

　

｢

か
ぐ
は
し｣

と
詠
わ
れ
る
花
は
、
問
題
と
し
て
い
る
も
の
以
外
で
は
、
す
べ

て
橘
で
あ
る
。

⑱
か
ぐ
は
し
き
花
橘
を
玉
に
貫
き
送
ら
む
妹
は
み
つ
れ
て
も
あ
る
か　
　
　
　
　

 

　

十
ー
一
九
六
七

⑲
橘
の
下
吹
く
風
の
か
ぐ
は
し
き
筑
波
の
山
を
恋
ひ
ず
あ
ら
め
か
も　
　
　
　
　

 

二
十
ー
四
三
七
一

⑳ 

・
・
・ 

ほ
と
と
ぎ
す 

鳴
く
五
月
に
は 

初
花
を 

枝
に
手
折
り
て 

娘
子
ら
に 

つ

と
に
も
遣
り
み 

白
た
へ
の 

袖
に
も
扱
入
れ 

か
ぐ
は
し
み 

置
き
て
枯
ら
し
み 

あ

ゆ
る
実
は 

玉
に
貫
き
つ
つ 

手
に
巻
き
て 

見
れ
ど
も
飽
か
ず 

・
・
・注
⑫

 

十
八
ー
四
一
一
一

㉑
ほ
と
と
ぎ
す　

来
鳴
く
五
月
に 

咲
き
に
ほ
ふ 

花
橘
の 

か
ぐ
は
し
き 

親
の
御

言 

朝
夕
に 

聞
か
ぬ
日
ま
ね
く 

天
離
る 

鄙
に
し
居
れ
ば 

あ
し
ひ
き
の 

山
の
た

を
り
に 

立
つ
雲
を 

よ
そ
の
み
見
つ
つ 

嘆
く
そ
ら 

安
け
な
く
に 

思
ふ
そ
ら 

苦

し
き
も
の
を 

奈
呉
の
海
人
の 

潜
き
取
る
と
い
ふ 

白
玉
の 

見
が
欲
し
御
面 

直

向
ひ 

見
む
時
ま
で
は 

松
柏
の 

栄
え
い
ま
さ
ね 

貴
き
我
が
君 　
　
　
　
　
　

 
 

十
九
ー
四
一
六
九

㉒
見
ま
く
欲
り
思
ひ
し
な
へ
に
縵
か
げ
か
ぐ
は
し
君
を
相
見
つ
る
か
も　
　

 

　

 

十
八
ー
四
一
二
〇

 　

⑱
は
橘
の
花
そ
の
も
の
の
属
性
と
し
て
詠
わ
れ
る
。
⑲
は
防
人
歌
で
あ
る
が
風

が
吹
き
抜
け
る
事
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
と
す
る
た
め
、
香
り
と
し
て
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た　

⑳
の
歌
は
家
持
の
作
で
あ
る
が
題
詞
に｢

橘
の
歌｣

と
あ

る
よ
う
に
、
橘
そ
の
も
の
に
つ
い
て
詳
し
く
表
現
し
て
い
る
中
で
五
月
の
花
の
時

期
に｢

袖
に
も
扱
入
れ｣

る
の
は
香
り
と
と
も
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
㉑
の
歌

も
家
持
に
よ
る
。
越
中
か
ら｢

家
婦
の
京
に
在
る
尊
母
に
贈
る
為
に
、
誂
へ
ら
れ

て｣

作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
花
橘
と
結
び
つ
い
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が

｢

親
の
御
言｣

で
あ
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
優
れ
て
立
派
で
あ

る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、｢

か
ぐ
は
し｣

が
「
親
の
あ
り
が
た
い

お
言
葉
」
と
つ
な
が
る
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
ふ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
、家
持
が
越
中
か
ら
都
へ
と
送
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

香
り
高
い
と
い
う
意
味
を
持
ち
つ
つ
も
、
距
離
を
超
え
て
相
手
を
引
き
つ
け
る
も

の
と
し
て｢
親
の
御
言｣

を
詠
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
㉒
は
人
そ
の
も
の

に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
。
㉒
の
家
持
の
歌
は｢

京
に
向
か
ふ
時
に
、
貴
人
に
見

え
、
及
び
美
人
を
相
て
飲
宴
す
る
日
に
懐
を
述
ぶ
る
為
に
、
儲
け
作
り
し｣

と
い
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う
題
詞
を
持
つ
。
こ
こ
で
は｢

縵｣

と
関
わ
り
、
か
づ
ら
を
つ
け
た
姿
の
す
ば
ら

し
さ
を
詠
う
と
す
る
が
、
ど
ち
ら
も
嗅
覚
と
し
て
の
香
り
の
意
味
を
超
え
て
、
距

離
を
縮
め
る
も
の
、
惹
き
つ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
限
り
、
見
る
こ
と
の
み
で
は
な
く
「
か
ぐ
は
し
さ
」

を
加
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
遠
く
ま
で
伝
わ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
感
じ
取
っ
た
者
が

遠
く
か
ら
来
る
こ
と
と
な
る
。
①
・
②
で
は｢

散
り
す
ぎ
た｣

と
さ
れ
る
が
、
視

覚
的
に
盛
り
を
過
ぎ
た
と
し
て
も
、
主
人
の
庭
園
の
梅
に
は
「
か
ぐ
は
し
さ
」
が

あ
る
た
め
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
⑤
の
梅

は
①
・
②
の
招
く
歌
の
形
を
踏
襲
し
つ
つ
新
た
な
展
開
を
見
せ
、
宴
の
場
と
外
を

つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
の
梅
と
し
て
歌
世
界
に
作
り
出
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
①
・

②
の
歌
の
散
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
言
葉
に
対
応
し
、
散
る
ま
で
の
間
遠
く
離
れ

て
い
て
も
、
庭
の
梅
を
通
し
て
す
ば
ら
し
い
あ
な
た
を
偲
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
歌
は｢

遠
け
れ
ど｣

と
遠
い
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て

い
る
。
宴
席
の
歌
に
使
わ
れ
る
こ
の
表
現
を
、
相
手
の
徳
と
結
び
つ
け
、
さ
ら
に

は
、
宴
の
初
め
の
歌
か
ら
の
流
れ
に
組
み
込
ん
だ
の
が
、
こ
の
歌
で
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
見
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
詠
わ
れ
た
宴
の
歌
の
景
は
遠
景
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
も
と
の
庭
の
景
へ
と
戻
し
た
の
が
⑥
の
歌
で
あ
ろ
う
。

　

⑥
の
歌
は
家
持
に
よ
っ
て
詠
わ
れ
て
い
る
。
植
物
に
関
し
て
の｢
八
千
種｣

と

い
う
表
現
は
、
家
持
は
こ
の
歌
の
他
に
も
詠
っ
て
い
る
が
、｢

八
千
種
に
草
木
を

植
ゑ
て
時
ご
と
に
咲
か
む
花
を
し
見
つ
つ
偲
は
な　

二
十
ー
四
三
一
四｣
と
い
う

歌
や
長
歌
に
お
い
て｢

・
・
・
春
の
初
め
は 

八
千
種
に 

花
咲
き
に
ほ
ひ 

山
見
れ

ば 

見
の
と
も
し
く 

川
見
れ
ば 

見
の
さ
や
け
く 

も
の
ご
と
に 

栄
ゆ
る
時
と 

見
し

た
ま
ひ
・
・
・
二
十
ー
四
三
六
〇｣

注
⑬

と
い
う
よ
う
に｢

花｣

と
言
う
表
現
は
な

い
も
の
の
、
種
々
の
花
の
美
し
く
咲
く
様
子
を
詠
う
も
の
で
あ
る
。｢

八
千
種
の

花
は
移
ろ
ふ｣

と
は
一
種
類
の
花
だ
け
で
は
な
く
、
花
全
体
に
対
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
宴
席
で
は
①
・
②
の
歌
の
梅
が
「
散
る
」
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
①
・
②
の
歌
に
つ
い
て
直
前
の
⑤
で
市
原
王
は
散
る
ま
で
の
間
、
遠

く
で
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
取
っ
て
い
た
と
詠
っ
た
が
、
こ
こ
で
家
持
は
自
ら

の
③
の
歌
に
結
び
つ
け
再
び
庭
の
景
と
し
て
の
松
を
見
る
こ
と
を
求
め
る
歌
と
し

て
い
る
。
景
と
し
て
、
す
で
に
散
っ
た
梅
で
は
な
く
、
今
、
詠
う
べ
き
も
の
は
今

も
変
わ
ら
な
い
姿
で
あ
る
松
を
選
び
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。さ
ら
に
こ
の
歌
で
は
、

｢

将
来
の
幸
福｣

を
祈
る
た
め
の
松
を
結
ぶ
と
い
う
行
為
を
願
う
こ
と
に
よ
り注
⑭

、

歌
の
中
に
こ
れ
か
ら
先
へ
と
続
い
て
い
く
時
間
を
と
り
い
れ
た
の
で
あ
る
。
⑤
の

歌
が
宴
ま
で
の
時
間
を
詠
う
こ
と
に
対
し
て
宴
か
ら
先
の
時
間
を
詠
っ
た
と
い
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

【
三
】

　

前
の
二
首
で
主
人
の
す
ば
ら
し
さ
と
こ
れ
か
ら
続
く
で
あ
ろ
う
幸
福
を
願
っ
た

歌
に
よ
り
、
宴
の
歌
は
目
的
を
ほ
ぼ
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
は
宴
の
目

的
に
そ
っ
て
景
物
を
歌
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
る
新
た
な
展
開
が
求
め
ら
れ
よ

う
。

　

⑦
の
歌
は
⑥
の
歌
を
受
け
つ
つ
も｢

散
る｣

こ
と
を
惜
し
い
と
は
詠
わ
ず
、
散

る
花
を
景
物
と
し
て
春
の
長
い
日
の
の
ど
け
さ
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
。
こ
こ
で
梅

の
花
が
散
る
と
い
う
表
現
は
盛
り
を
過
ぎ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
梅
が
散
る

こ
と
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て｢

飽
か
ぬ｣

時
間
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
梅

は
、
空
間
的
な
景
物
で
の
み
で
な
く
、
共
有
さ
れ
る
時
間
を
も
表
現
し
て
い
る
も

の
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
く
と
、
そ
の
前
の
歌
で｢

八
千
種

の
花
は
移
ろ
ふ｣

も
の
で
あ
っ
て
も
、
変
化
す
る
こ
と
自
体
が
宴
で
は
共
有
し
う

る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
花
が
時
間
と
結
び
つ
く
こ
と
で
否
定

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
と
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。ま
た
、

一
方
で
こ
の
⑦
の
歌
は
、
庭
園
か
ら
新
た
な｢

磯｣

と
い
う
景
物
を
選
び
と
っ
て

い
る
。
次
の
歌
で
は
主
人
を
ほ
め
る
が
、
ま
ず
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
景
を
ほ
め
、

そ
の
景
か
ら
主
人
へ
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
宴
の
主
人
、
中
臣
清

麻
呂
は
自
ら
の
庭
園
を
通
し
て
賛
美
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

次
の
⑧
の
歌
は
、
こ
う
し
た
⑦
の
歌
の
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
時
間
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と
空
間
を
受
け
つ
つ
、｢

飽
か
ぬ｣

と
い
う
部
分
を
主
人
へ
の
賛
美
と
転
用
し
て

い
く
。
⑧
の
歌
で
は
、
空
間
と
し
て
の｢

見
る｣

こ
と
は
花
か
ら
池
へ
と
移
り
、

そ
の
池
に
白
波
が
寄
せ
て
い
く
と
い
う
動
き
の
な
か
で
時
間
を
と
ら
え
よ
う
と
し

て
お
り
、そ
の
様
子
を
序
詞
に
用
い
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
⑦
・
⑧
の
歌
に
よ
っ

て
宴
の
目
的
で
あ
る
主
人
へ
の
賛
美
は
宴
に
集
ま
っ
た
人
々
が
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
作
り
出
し
た
歌
世
界
に
お
い
て
な
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た
。
見
る
こ
と
に
よ
り

主
人
を
称
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
か
ぐ
わ
し
い
梅
、
常
磐
な

る
松
と
と
続
い
た
歌
の
景
は
、
実
態
を
超
え
て
、
当
日
の
宴
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し

く
歌
世
界
に
再
構
築
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

現
前
の
庭
園
か
ら
選
び
採
ら
れ
た
景
物
は
⑦
・
⑧
で｢

池｣

を
見
る
と
い
う
新

た
な
展
開
を
見
せ
た
。
そ
れ
ら
を
受
け
た
⑨
の
歌
は
い
か
に
こ
の
宴
を
終
え
る
に

ふ
さ
わ
し
い
歌
に
向
か
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
宴
の
は
じ
め

の
歌
と
呼
応
し
て
い
る
①
・
②
で
は｢

梅｣
を
題
材
と
し
て
相
手
の
訪
れ
を
詠
う

が
、
こ
こ
で
主
人
は
、｢

君｣

・｢

我
が
背
子｣

と
相
手
に
対
す
る
呼
称
を
変
え
つ
つ
、

女
性
の
立
場
で
、
相
手
を
招
く
こ
と
の
み
を
望
む
歌
と
な
る
。
招
く
相
手
を｢

う

る
は
し｣

と
讃
え
る
が｢

う
る
は
し｣

は
万
葉
集
中
の
相
聞
で
は
、
主
に
女
性
や

目
下
の
者
が
男
性
や
目
上
の
整
っ
た
形
を
ほ
め
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
ま

ず
相
手
を｢

君｣

と
呼
び｢

い
や
日
異｣

に
来
る
事
を
望
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
主

人
と
し
て
始
め
に
歌
っ
た
も
の
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
②
の
歌
で
、
相
手
が
来
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
ち
ら
で
は
今
日
の
宴
の
後
は
、
日
を
追
う
毎

に
あ
な
た
の
来
訪
を
願
う
と
詠
い
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
相
手
を

｢

我
が
背
子｣

と
よ
り
私
的
な
表
現
と
し
て
呼
び
、
具
体
的
な
訪
れ
と
は｢

絶
ゆ

る
こ
と
な
く｣

来
る
こ
と
だ
と
願
う
の
で
あ
る
。｢

日
本
古
典
文
学
全
集｣

で
は

「
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
で
、
用
語
の
不
用
意
さ
が
認
め
ら
れ
る
」注
⑮

と
す
る
が
、｢

い

や
日
異｣

は
歌
に
お
い
て
は
数
量
や
程
度
が
日
ご
と
に
増
す
こ
と
を
慣
用
的
に
い

う
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て｢

絶
ゆ
る
こ
と
な
く｣

と
は
、
具
体
的
な
行
為

を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。｢

萬
葉
集
釋
注｣

で
は｢

第
三
・
四
句
の
内
容
を
説
明

し
て
い
っ
た
も
の｣

で
あ
り｢

待
つ
女
の
立
場
が
強
調
さ
れ
る｣

と
し
て
、
繰
り

返
す
必
要
を
説
明
し
て
い
る
。注

⑯

こ
の
よ
う
に
、
相
手
を
招
き
入
れ
る
こ
と
繰
り
返

す
の
は
、
宴
の
終
わ
り
に
主
人
の
側
か
ら
宴
席
の
出
席
者
へ
の
感
謝
と
な
り
意
味

の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

⑨
の
歌
で
は
景
物
は
詠
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
再
び
最
後
の
⑩
の
歌
で
は
池
を
と

り
あ
げ
、
そ
こ
に
住
む
鴛
鴦
を
見
る
こ
と
が
詠
わ
れ
る
。
鴛
鴦
は
万
葉
集
中
で
詠

わ
れ
る
こ
と
は
多
く
は
な
い
が
次
の
様
な
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

㉓
妹
に
恋
ひ
寝
ね
ぬ
朝
明
に
鴛
鴦
の
こ
ゆ
か
く
渡
る
妹
が
使
ひ
か　
　
　
　
　
　

　

 

　

十
一
ー
二
四
九
一

　

独
り
寝
を
し
て
い
る
作
者
に
と
っ
て
雌
雄
と
も
に
い
る
鴛
鴦
は
自
分
が
本
来
は

共
寝
を
す
る
は
ず
の｢

妹｣

の
使
い
か
と
し
て
、
鴛
鴦
を
通
し
て
今
い
な
い
相
手

を
偲
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に｢

鴛
鴦｣

に
は
、
相
手
と
の
結
び
付
き
を
強
調
す

る
意
味
が
あ
る
も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
⑩
の
歌
で
は
鴛
鴦
を
序
詞
と
し
て
、

庭
の
鴛
鴦
を
見
つ
つ
も｢

惜
し
い
身｣

を
相
手
に
捧
げ
る
と
い
う
宴
に
集
う
人
々

の
思
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
序
詞
と
し
て
の
「
鴛
鴦
」
は
「
君
が
ま
に
ま
に｣

と

い
う
相
聞
的
表
現
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
⑨
の
主
人
の
歌
の
相
聞
的
表
現
を
受

け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
注
⑰

眼
前
に
広
が
る
景
か
ら
選
び
採
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
歌

い
継
が
れ
た
宴
は
今
、｢

鴛
鴦｣

を
見
る
こ
と
で
詠
い
納
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
場
に
集
う
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
歌
の
世
界
は
、
今
、｢

鴛
鴦｣

に
集
約

さ
れ
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。
注
⑱

む
す
び

　

問
題
と
し
た
宴
の
歌
に
つ
い
て
は
梅
を
、｢

か
ぐ
は
し｣

と
し
て
い
る
こ
と
以

外
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
『
萬
葉
集
釋
注
』
で
論
じ

る
よ
う
に
詠
わ
れ
た
歌
が｢

平
板｣

注
⑲

で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
宴
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
何
事
も
な
く
眼
前
の
景
の
中
か
ら
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ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
び
、
詠
い
続
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

万
葉
集
の
歌
の
最
末
期
と
も
い
う
べ
き
位
置
に
あ
る
こ
れ
ら
の
歌
は
、
宴
に
集
う

者
の
共
通
の
思
い
が
常
に
背
景
と
し
て
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
政
治
的
に
不
遇
な
中

で
、
家
持
を
中
心
と
し
た
人
々
は
、
同
じ
文
化
圏
の
中
に
身
を
置
き
、
歌
に
よ
っ

て
内
面
的
結
び
付
き
を
深
め
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
と
っ

て
歌
に
庭
園
を
詠
う
こ
と
は
、
た
だ
目
に
つ
い
た
景
を
詠
う
の
で
は
な
く
、
共
有

し
て
い
る
実
景
の
中
か
ら
、思
い
に
ふ
さ
わ
し
い
景
物
を
選
び
と
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
歌
で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
と
の
理
解
を
確
認
し
、
共
有
の
思
い
に
ふ

さ
わ
し
い
景
を
詠
い
継
ぐ
こ
と
は
、
現
実
を
超
え
た
歌
世
界
に
身
を
お
く
こ
と
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
後
に
続
く
聖
武
へ
の
思
い
は
、
こ
う
し
た

現
実
を
超
え
た
歌
の
世
界
に
こ
そ
表
現
し
う
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
群
は
直
接

的
に
は
聖
武
へ
の
思
い
は
詠
わ
れ
な
い
が
、
も
は
や
詠
う
こ
と
で
し
か
共
有
で
き

な
い
思
い
を
表
す
歌
群
の
序
章
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注
①　

田
中
大
士
氏
「
中
臣
清
麻
呂
朝
臣
の
宅
で
の
宴
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の

歌
人
と
作
品
』
第
九
巻

　
　
　

和
泉
書
院  　

二
〇
〇
五
年
五
月

注
②　

中
臣
清
麻
呂
は
延
暦
二
年
（
七
八
八
）
七
月
に
八
七
才
で
薨
じ
て
い
る
。

注
③  

こ
の
宴
以
外
で
家
持
と
同
席
す
る
場
の
歌
は
以
下
の
様
で
あ
る
。

　
　
　

中
臣
清
麻
呂　
　
　

二
十
ー
四
二
九
六

　
　
　

大
原
今
城
真
人　
　

四
四
三
六
～
九　
（
伝
誦
）・
四
四
四
二
・
四
四
四
四
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
四
五
九
・　

四
五
一
五

　
　
　

市
原
王　
　
　
　
　

一
〇
四
二

　
　
　

甘
南
備
伊
香
真
人　

四
四
八
九

注
④　

松
本
剛
氏
「
カ
グ
ハ
シ
考
」『
萬
葉
』
第
九
十
九
号　

昭
和
五
三
年
十
二
月

注
⑤　
「
梅
花
宴
」（
巻
五
ー
八
一
五
～
八
四
六
）、
及
び
後
に
追
和
し
た
梅
の
歌

は
漢
詩
の
影
響
を
う
け
て
白
梅
の
落
花
を
雪
に
見
立
て
る
表
現
を
多
く
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

注
⑥　
『
日
本
新
古
典
文
学
大
系
』
四
四
九
八
歌
の
脚
注
。

注
⑦   『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
四
四
九
八
歌
の
頭
注
。

注
⑧　

本
居
宣
長
『
玉
勝
間
』
十
三

注
⑨  『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
四
五
〇
〇
歌
の
頭
注

注
⑩  『
新
日
本
古
典
文
学
新
大
系
』
四
五
〇
〇
歌
の
脚
注

注
⑪　

注
④
に
同
じ
。

注
⑫　

長
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

か
け
ま
く
も 

あ
や
に
恐
し 

天
皇
の 

神
の
大
御
代
に 

田
道
間
守 

常
世
に
渡

り 

八
矛
持
ち 

参
ゐ
出
来
し
時 

時
じ
く
の 

香
久
の
菓
子
を 

恐
く
も 

残
し
た

ま
へ
れ 

国
も
狭
に 

生
ひ
立
ち
栄
え 

春
さ
れ
ば 

孫
枝
萌
い
つ
つ 

ほ
と
と
ぎ

す 

鳴
く
五
月
に
は 

初
花
を 

枝
に
手
折
り
て 

娘
子
ら
に 

つ
と
に
も
遣
り
み 

白
た
へ
の 

袖
に
も
扱
入
れ 

か
ぐ
は
し
み 

置
き
て
枯
ら
し
み 

あ
ゆ
る
実
は 

玉
に
貫
き
つ
つ 

手
に
巻
き
て 

見
れ
ど
も
飽
か
ず 

秋
付
け
ば 

し
ぐ
れ
の
雨

降
り 

あ
し
ひ
き
の 

山
の
木
末
は 

紅
に 

に
ほ
ひ
散
れ
ど
も 

橘
の 

な
れ
る
そ

の
実
は 

ひ
た
照
り
に 

い
や
見
が
欲
し
く 

み
雪
降
る 

冬
に
至
れ
ば 　

霜
置

け
ど
も 

そ
の
葉
も
枯
れ
ず 

常
磐
な
す 

い
や
さ
か
ば
え
に 

然
れ
こ
そ 

神
の

御
代
よ
り 

宜
し
な
へ 

こ
の
橘
を 

時
じ
く
の 

香
久
の
菓
子
と 

名
付
け
け
ら

し
も 　
　

 

十
八
ー
四
一
一
一

注
⑬　

長
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。　

皇
祖
の 

遠
き
御
代
に
も 

お
し
て
る 

難
波
の
国
に 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
き
と 

今
の
を
に 

絶
え
ず
言
ひ
つ
つ 

か
け
ま
く
も 

あ
や
に
恐
し 

神
な
が
ら 

わ
ご
大

君
の 

う
ち
な
び
く 

春
の
初
め
は 

八
千
種
に 　

花
咲
き
に
ほ
ひ 

山
見
れ
ば 

見

の
と
も
し
く 

川
見
れ
ば 

見
の
さ
や
け
く 

も
の
ご
と
に 

栄
ゆ
る
時
と 　

見
し

た
ま
ひ 
明
ら
め
た
ま
ひ 

敷
き
ま
せ
る 

難
波
の
宮
は 

聞
こ
し
を
す 

四
方
の
国

よ
り　

奉
る 

御
調
の
船
は 

堀
江
よ
り 

水
脈
引
き
し
つ
つ 

朝
な
ぎ
に 

梶
引
き

上
り 

夕
潮
に 
棹
さ
し
下
り 　

あ
ぢ
群
の 

騒
き
競
ひ
て 

浜
に
出
で
て 

海
原
見

れ
ば 

白
波
の 
八
重
折
る
が
上
に 

海
人
小
舟 

は
ら
ら
に
浮
き
て 

大
御
食
に 

仕
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へ
奉
る
と 

を
ち
こ
ち
に 

い
ざ
り
釣
り
け
り 

そ
き
だ
く
も 

お
ぎ
ろ
な
き
か
も

こ
き
ば
く
も 

ゆ
た
け
き
か
も 

こ
こ
見
れ
ば 

う
べ
し
神
代
ゆ 

始
め
け
ら
し
も   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

二
十
ー
四
三
六
〇

注
⑭
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
で
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
政
治
的
背
景
を
強
く
読

み
取
り
、｢

藤
原
仲
麻
呂
の
専
横
を
憎
み
な
が
ら
も
、
奈
良
麻
呂
の
変
で

破
滅
し
た
人
々
の
よ
う
な
過
激
な
行
為
に
は
同
調
せ
ず
、
中
道
を
歩
み
、

長
く
生
き
続
け
よ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
提
案｣

の
歌
と
す
る
。　
　

四
五
〇
一
の
頭
注
。　

注
⑮　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
四
五
〇
四
歌
の
頭
注

注
⑯ 

『
新
日
本
古
典
文
学
新
大
系
』
で
は
、
こ
の
歌
の
同
じ
内
容
と
と
れ
る
表
現

に
つ
い
て｢

相
聞
の
体
裁
で
詠
み
、
か
つ
重
複
・
停
滞
の
表
現
が
見
え
る

の
は
、
主
人
が
い
さ
さ
か
酩
酊
ぎ
み
な
の
か｣

と
し
て
、
表
現
を
変
え
る

こ
と
は
目
的
を
も
っ
て
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
四
五
〇
四
歌

の
脚
注
。

注
⑰
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
で
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
政
治
的
背
景
を
強
く

読
み
取
り｢

今
城
が
来
客
一
同
を
代
表
し
て
貴
兄
を
推
戴
し
た
い
と
い
う

挨
拶
を
兼
ね
て
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う｣

と
す
る
。

　
　
　

四
五
〇
五
歌
の
頭
注
。

注
⑱　

橋
本
達
雄
氏
は
こ
の
歌
の
「
君
が
ま
に
ま
に
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

　
　
　

｢

時
流
を
憤
り
つ
つ
、
一
人
の
人
に
心
を
寄
せ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
雰

囲
気
の
中
で｣

か
つ
て
そ
の
言
葉
ど
お
り
に
奉
仕
し
て
き
た｢

聖
武
天
皇

の
映
像
が
く
っ
き
り
と
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か｣

と
い
う
よ
う

に
結
び
つ
け
、
更
に
そ
れ
が
次
の
歌
群
の
題
詞
の｢

興
に
依
り｣

と
い
う

言
葉
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
と
す
る
。｢

大
伴
家
持
作
品
論
攷｣　

塙
書
房　
　

昭
和
六
十
年
十
一
月

注
⑲　
『
萬
葉
集
釋
注
』
四
四
九
六
～
四
五
〇
五
に
関
す
る
釈
文
。

歌
の
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。


