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一
　
序

幻
の
定
家
本
萬
葉
集
全
二
十
巻
の
系
統
に
立
つ
写
本
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
の
は
、
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
十
二
月
二
十
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た

（
朝
日
新
聞
紙
上
）。
貴
重
な
発
見
で
あ
る
こ
の
写
本
の
巻
二
十
の
奥
書
に
は

「
天
明
元
年
十
二
月
　
春
日
昌
預
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
書
写
者
代
表
と
推
定

さ
れ
る
そ
の
「
春
日
昌
預
」
は
、
甲
府
に
住
ん
で
い
た
歌
人
で
、
甲
府
町
年
寄

も
務
め
た
山
本
金
左
衛
門
の
別
名
で
あ
る
こ
と
が
、
吉
田
英
也
氏
と
飯
田
文
弥

氏
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
（
山
梨
日
日
新
聞
一
九
九
四
〈
平
成
六
〉

年
七
月
三
日
記
事
、
甲
斐
路
第
八
十
号
所
載
「
歌
人
春
日
昌
預
と
そ
の
周
辺
」

一
九
九
四
〈
平
成
六
〉
年
八
月
十
日
発
行
）。
二
氏
は
ま
た
、
甲
府
町
年
寄
を

世
襲
し
た
坂
田
家
の
文
書
の
調
査
に
基
づ
い
て
、
奥
書
に
記
さ
れ
て
い
る
「
天

明
元
年
十
二
月
」
当
時
、
春
日
か
す
が

昌
預
ま
さ
や
す

は
甲
府
に
い
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

定
家
本
萬
葉
集
を
祖
と
す
る
写
本
は
、
甲
府
で
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ

と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
上
掲
山
梨
日
日
新
聞
記
事
）。

本
稿
者
は
、
甲
府
在
住
の
た
だ
一
人
の
萬
葉
学
者
と
し
て
、
叙
上
の
こ
と
を

深
く
受
け
と
め
、
い
つ
か
こ
の
定
家
本
萬
葉
集
の
書
写
本
（
現
在
、
そ
の
所
蔵

者
に
ち
な
ん
で
「
廣
瀬
本
萬
葉
集
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
の
書
写
に
携
わ
っ
た

春
日
昌
預
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
き
た
。
こ
の
思
い
を
筆

に
託
す
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
、
吉
田
英
也
氏
の
編
著
『
春
日
昌
預
全

家
集
』（
二
〇
〇
一
年
十
月
二
十
日
発
行
、
山
梨
日
日
新
聞
社
）
で
あ
る
。
こ

甲
斐
と
萬
葉
集
（
一
）

│
春
日
昌
預
と
萬
葉
集
│

K
aiand

M
anyoshu

（1

）:
K
ASU
G
A
M
asayasu

and
M
anyoshu

鈴
　
　
木
　
　
武
　
　
晴

SU
ZU
K
I
Takeharu

〉

〉

〉

〉



の
高
著
を
、
吉
田
氏
と
ご
縁
の
あ
っ
た
柳
沢
多
賀
弥
子
様
か
ら
賜
わ
っ
た
こ
と

は
幸
運
で
あ
っ
た
。
一
読
、
豊
か
な
知
性
と
思
い
や
り
の
心
に
裏
打
ち
さ
れ
た

歌
々
に
心
打
た
れ
た
。

『
春
日
昌
預
全
家
集
』
は
、
目
次
に
よ
っ
て
そ
の
全
貌
を
示
せ
ば
、
次
の
と

お
り
。一

　
丑
年
詠
歌

二
　
安
永
二
年
癸
巳
秋
詠
草

三
　
安
永
八
年
亥
七
月
よ
り
詠
草

四
　
家
集
（
天
明
五
年
│
寛
政
六
年
）

五
　
梨
園
集
（
寛
政
四
年
）

六
　
梨
園
集
（
寛
政
十
一
年
）

七
　
梨
乃
耶
集
（
文
化
六
年
）

八
　
梨
園
集
（
文
政
五
年
）

九
　
梨
園
集
（
文
政
六
年
）

こ
の
う
ち
、
四
の
「
家
集
」（
天
明
五
年
│
寛
政
六
年
）
は
、
萬
葉
仮
名
を

用
い
て
表
記
さ
れ
た
歌
を
約
九
十
首
収
録
す
る
（
吉
田
氏
上
掲
書
の
「
底
本
」

解
説
）。
萬
葉
仮
名
を
用
い
て
の
表
記
は
、
他
に
「
梨
乃
耶
集
」（
文
化
六
年
）

の
三
〇
七
九
番
歌
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る（
１
）
（『
春
日
昌
預
全
家
集
』
の
歌
上

の
漢
数
字
は
、
付
さ
れ
た
歌
番
号
）。「
家
集
」（
天
明
五
年
│
寛
政
六
年
）
に

萬
葉
仮
名
を
用
い
た
歌
が
い
か
に
多
い
か
が
知
ら
れ
よ
う
。
吉
田
氏
は
、
表
記

の
面
の
み
な
ら
ず
作
品
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、「『
万
葉
集
』
の
影
響
を
深
く

受
け
た
秀
れ
た
歌
が
多
い
。」
と
述
べ
、
甲
府
近
郊
を
流
れ
る
荒
川
の
氾
濫
に

よ
る
悲
惨
な
被
害
状
況
を
視
察
し
て
詠
ん
だ
次
の
よ
う
な
歌
々
を
例
示
し
て
い

る
（「
若
松
屋
・
加
藤
家
の
人
び
と
」
飯
田
文
弥
編
『
甲
斐
と
甲
州
道
中
』
所

収
・
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
十
日
発
行
、
後
に
吉
田
氏
上
掲
書
の

「
論
考
」
に
転
載
所
収
）。

八
七
八
　
千ち

早は
や

ぶ
る
神
の
仕し

業わ
ざ

の
雨
な
れ
ば
一ひ
と

夜よ

の
程ほ
ど

に
海
を
な
す
か
も

八
八
〇
　
荒
浪
の
中う
ち

に
叫
び
て
手
弱
女

た
を
や
め

の
奥
処
お
く
か

も
知
ら
ず
沈
み
つ
る
か
も

八
八
一
　
あ
は
れ
そ
の
泣
く
嬰
児
み
ど
り
こ

を
抱
き
つ
つ
渦
巻
く
水
に
入
り
し
親
は

も

八
八
五
　
は
し
け
や
し
子
ら
が
手
を
取
り
手
弱
女
の
己お
の

が
背
負よ

ひ
て
叫
び

け
ん
か
も

八
八
六
　
嬰
児
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
手
弱
女
も
そ
の
身
一
つ
は
逃
れ
ま
し

め
や

夫
を
思
ひ
や
り
て

八
八
八
　
立
ち
か
へ
り
見
る
せ
や
い
か
に
愛は

し
き
そ
の
妻つ

ま

子こ

も
家
も
共
に

流
し
て

吉
田
氏
の
見
解
は
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。

当
面
の
「
家
集
」
の
冒
頭
歌
が
歌
わ
れ
た
天
明
五
年
七
月
は
、
廣
瀬
本
萬
葉

集
の
奥
書
に
記
さ
れ
た
天
明
元
年
十
二
月
か
ら
三
年
七
カ
月
後
の
時
点
で
あ

る
。
影
響
は
す
ぐ
に
形
に
表
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
血
肉
化
を
経
て
具
現
化

さ
れ
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
の
歳
月
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、

当
面
の
「
家
集
」
の
歌
々
に
表
記
と
内
容
の
両
面
に
お
い
て
萬
葉
集
の
影
響
が

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
自
然
で
あ
り
、
か
つ
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

本
稿
者
が
見
る
限
り
、
当
「
家
集
」
の
昌
預
歌
に
お
け
る
萬
葉
集
の
影
は
き

わ
め
て
濃
い
。
そ
の
こ
と
は
、
廣
瀬
本
萬
葉
集
の
書
写
経
験
に
よ
る
萬
葉
集
歌

の
読
み
の
検
討
と
深
化
、
そ
し
て
内
面
に
お
け
る
萬
葉
集
歌
の
本
質
の
受
け
入

れ
と
そ
の
血
肉
化
が
、
数
年
の
間
に
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
「
家
集
」
の
中
に
、
廣
瀬
本
萬
葉
集
の
書
写

経
験
を
有
機
的
に
投
影
す
る
歌
々
が
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
歌
々
か
ら
廣
瀬
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本
萬
葉
集
の
書
写
時
点
の
萬
葉
集
歌
の
訓
読
・
読
解
の
様
相
や
書
写
に
か
か
わ

る
こ
と
を
推
知
す
る
こ
と
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
萬
葉
学
者
の
立
場
か
ら
、
当
「
家
集
」
を
中
心
と
し
て
春
日
昌
預
作

品
を
論
じ
つ
つ
、
春
日
昌
預
と
萬
葉
集
、
昌
預
と
廣
瀬
本
萬
葉
集
の
書
写
の
こ

と
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

二
　
春
日
昌
預
の
歌
と
萬
葉
集
巻
五
の
歌

当
「
家
集
」（
天
明
五
年
│
寛
政
六
年
）
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
萬
葉
集
歌

を
念
頭
に
置
い
て
詠
ん
だ
と
見
ら
れ
る
歌
が
多
数
存
在
す
る
。
そ
の
中
か
ら
最

初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
題
詞
と
歌
の
可
視
的
な
面
だ
け
か
ら
も
萬
葉
集
歌
を

意
識
し
て
の
詠
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
次
の
歌
で
あ
る
。

松
浦
小
夜
姫

八
〇
六
　
山
乃
辺
尓
領
巾
不
理
止
武
甲
斐
乎
波
伊
也
遠
離
沖
之
舟
鴨

（
山
の
辺
に
領ひ

巾れ

振
り
と
ど
む
甲
斐
を
無
み
い
や
遠
ざ
か
る
沖

の
船
か
も
）

題
詞
の
「
松
浦
小
夜
姫
」
は
、
萬
葉
集
巻
五
の
「
領ひ

巾れ

麾ふ
り

の
嶺
歌
群
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
歌
群
に
登
場
す
る
女
性
で
あ
る
（
萬
葉
集
の
訓
み
下

し
文
は
、
基
本
的
に
『
萬
葉
集
釋
注
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

大
伴
佐

お
ほ
と
も
の
さ

提で

比ひ

古こ
の

郎
子
い
ら
つ
こ

、
ひ
と
り
朝
命
て
う
め
い

を
被
か
が
ふ
り
、
使
つ
か
ひ
を

国
は
ん
こ
く

に
奉
う
け
た
まは
る
。
艤ふ
な

棹よ
そ
ひし
て
こ
こ
に
帰ゆ

き
、
や
く
や
く
に
蒼
波
さ
う
は

に
赴
お
も
ぶ
く
。

妾せ
ふ

松
浦
ま
つ
ら

佐
用
姫
　
、
こ
の
別わ
か

れ
の
易や
す

き
こ
と
を
嗟な
げ

き
、
そ
の
会あ

ひ
の
難か
た

き
こ
と

を
歎な
げ

く
。
す
な
は
ち
高
き
山
の
嶺み
ね

に
登
り
、
離さ

り
去ゆ

く
船
を
遥
望
え
う
ば
う

し
、
悵
ち
や
う

然ぜ
ん

肝き
も

を
断た

ち
、
黯
然
あ
ん
ぜ
ん

魂た
ま

を
銷け

つ
。
つ
ひ
に
領ひ

巾れ

を
脱ぬ

き
て
麾ふ

る
。
傍
か
た
は
らの
者ひ
と

涕な
み
たを
流
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
よ
り
て
、
こ
の
山
を
号な
づ

け
て
、
領ひ

巾れ

麾ふ
り

の
嶺み
ね

と
い
ふ
。
す
な
は
ち
歌
を
作
り
て
曰い

は
く
、

遠と
ほ

つ
人ひ

と

松
浦

ま
つ
ら

佐さ

用よ

姫ひ
め

夫つ
ま

恋ご

ひ
に
領ひ

巾れ

振ふ

り
し
よ
り
負お

へ
る
山や

ま

の
名な

（
八

七
一
）

後
人
こ
う
じ
ん

の
追つ
い

和わ

山
の
名
と
言い

ひ
継つ

げ
と
か
も
佐さ

用よ

姫ひ
め

が
こ
の
山
の
上へ

に
領ひ

巾れ

を
振ふ

り
け

む
（
八
七
二
）

最
後
人

さ
い
こ
う
じ
ん

の
追
和

万
代
よ
ろ
づ
よ

に
語か

た

り
継つ

げ
と
し
こ
の
岳た

け

に
領ひ

巾れ

振ふ

り
け
ら
し
松
浦

ま
つ
ら

佐さ

用よ

姫ひ
め

（
八

七
三
）

最
最
後
人

さ
い
さ
い
こ
う
じ
ん

の
追
和
二
首

海
原
う
な
は
ら

の
沖お

き

行ゆ

く
船ふ

ね

を
帰か

へ

れ
と
か
領ひ

巾れ

振ふ

ら
し
け
む
松
浦
佐
用
姫
（
八
七

四
）

行ゆ

く
船ふ
ね

を
振ふ

り
留と
ど

み
か
ね
い
か
ば
か
り
恋こ
ほ

し
く
あ
り
け
む
松
浦
佐
用
姫

（
八
七
五
）

前
文
に
記
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
任
那
み
ま
な

に
遣
わ
さ
れ
る
大
伴
佐
提
比
古
と
の

別
れ
を
嘆
き
、
高
い
山
に
登
っ
て
ひ
た
す
ら
着
物
の
袖
を
振
っ
た
と
い
う
松
浦

佐
用
姫
に
か
か
わ
る
歌
群
で
あ
る
。

歌
群
は
、
前
文
と
八
七
一
、
後
人
こ
う
じ
ん

（
の
ち
の
人
）
の
追
和
（
八
七
二
）、
最

後
人
の
追
和
（
八
七
三
〜
四
）、
最
最
後
人
の
追
和
二
首
（
八
七
五
〜
六
）
の

次
第
で
展
開
し
て
い
る
。

前
文
及
び
八
七
一
か
ら
最
後
人
の
追
和
（
八
七
三
）
ま
で
の
作
者
は
大
伴
旅

人
で
、
そ
の
歌
々
は
、
山
上
憶
良
の

松
浦
県

ま
つ
ら
が
た

佐さ

用よ

姫ひ
め

の
子
が
領ひ

巾れ

振ふ

り
し
山や
ま

の
名な

の
み
や
聞き

き
つ
つ
居を

ら
む

（
八
六
八
）

に
対
し
て
詠
ま
れ
た
歌
と
推
察
さ
れ
、「
最
最
後
人
の
追
和
二
首
」（
八
七
四
〜

─102（13）─



五
）
の
作
者
は
実
際
は
山
上
憶
良
で
あ
る
と
覚
し
い
（
拙
著
『
テ
ー
マ
別
万
葉

集
』
第
十
章
二
七
一
頁
脚
注
）。

春
日
昌
預
の
先
掲
八
〇
六
番
歌
は
、
初
句
「
山
の
辺
に
」
が
「
領
巾
振
り
」

に
か
か
る
の
で
は
な
く
「
と
ど
む
」
に
か
か
る
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
ま
る

歌
で
、「
山
の
辺
に
と
ど
め
る
べ
く
領ひ

巾れ

を
振
っ
た
の
に
そ
の
甲
斐
も
な
く
、

ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
沖
の
舟
よ
」
の
意
。
一
首
は
「
領
巾
振
り
と
ど
む

甲
斐
を
無
み
」「
沖
の
船
」
の
表
現
か
ら
、
萬
葉
集
先
掲
歌
群
の
「
最
最
後
人

の
追
和
二
首
」（
八
七
四
〜
五
）
の
「
海
原
の
沖
行
く
船
」（
八
七
四
）
・
「
行

く
船
を
振
り
留と
ど

み
か
ね
」（
八
七
五
）
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
追
和
、
、

の
歌
と
覚
し

い
。「

最
最
後
人
の
二
首
」（
八
七
四
〜
五
）
は
、
第
一
首
八
七
四
歌
が
前
文
の

「
離さ

り
去ゆ

く
船
を
遥
望
し
、
悵
然
肝
を
断
ち
、
黯
然
魂
を
銷
つ
。
つ
ひ
に
領ひ

巾れ

を
脱
き
て
麾ふ

る
。」
の
表
現
や
佐
用
姫
の
心
中
を
察
し
た
八
七
二
〜
三
歌
を
意

識
し
て
、「
帰
っ
て
」
と
領
巾
を
振
り
つ
づ
け
る
佐
用
姫
の
ひ
た
す
ら
な
姿
を

思
い
描
き
、
第
二
首
八
七
五
歌
は
前
文
の
「
傍
の
者
涕
を
流
さ
ず
と
い
ふ
こ
と

な
し
。」
を
意
識
し
て
、
遠
ざ
か
る
船
を
呼
び
も
ど
そ
う
と
、
ひ
た
す
ら
に
領

巾
ふ
れ
ど
、
そ
の
か
い
も
な
い
佐
用
姫
の
心
の
せ
つ
な
さ
を
深
く
思
い
や
っ
て

い
る
。
二
首
は
、
序
文
の
表
現
と
響
き
合
い
つ
つ
、
佐
用
姫
の
内
面
を
照
ら
し

出
す
秀
れ
た
女
性
心
理
描
写
の
歌
と
な
っ
て
お
り
（
以
上
、
先
掲
拙
著
『
テ
ー

マ
別
万
葉
集
』
第
十
章
二
七
二
頁
脚
注
）、
読
者
の
脳
裏
に
、
激
し
く
動
揺
す

る
一
人
の
女
性
佐
用
姫
の
映
像
を
思
い
描
か
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
春
日
昌
預
の
八
〇
六
番
歌
は
、
萬
葉
集
歌
八
七
四
の
「
海
原

の
沖
行
く
船
」、
八
七
五
の
「
行
く
船
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
響
き
合
う
前
文
の

「
離
り
去
く
船
」
を
踏
ま
え
、
遠
ざ
か
り
ゆ
く
無
情
の
船
に
焦
点
を
当
て
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
昌
預
が
、
佐
用
姫
の
ひ
た
す
ら
な
領
巾
振
り
の
行
為
を
想

い
描
き
つ
つ
詠
ま
れ
た
萬
葉
集
八
七
四
〜
五
の
時
点
よ
り
も
さ
ら
に
進
ん
だ
時

点
の
佐
用
姫
の
映
像
を
想
い
描
き
、
領
巾
ふ
る
こ
と
を
や
め
、
心
身
虚
脱
状
態

と
な
り
な
が
ら
も
目
は
遠
ざ
か
り
ゆ
く
船
を
じ
っ
と
見
据
え
て
離
さ
ぬ
佐
用
姫

の
そ
の
視
点
に
立
っ
て
、
歌
を
詠
み
成
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
昌
預

の
八
〇
六
歌
は
、
萬
葉
集
の
「
最
最
後
人
の
追
和
」（
八
七
四
〜
五
）
に
つ
づ

く
「
最
最
最
後
人
の
追
和
」
と
言
う
べ
き
作
品
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

昌
預
は
、「
最
最
後
人
の
追
和
二
首
」（
八
七
四
〜
五
）
が
照
ら
し
出
す
激
し

く
動
揺
す
る
佐
用
姫
を
不
憫
に
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
佐
用
姫

の
心
は
鎮
ま
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
愛
の
波
の
激
情
の
後
に
は
凪
の

よ
う
な
愛
の
静
け
さ
が
訪
れ
る
。
人
間
の
心
理
と
行
為
の
普
遍
で
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
も
考
慮
し
て
、
動
か
ら
静
へ
の
佐
用
姫
の
心
理
変
化
と
動
作
の
変
化
を

推
察
し
つ
つ
、
八
〇
六
歌
を
詠
み
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

領
巾
を
振
る
こ
と
を
や
め
、
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
佐
提
比
古
の
船
を

見
つ
め
つ
づ
け
る
佐
用
姫
。
船
が
見
え
な
く
な
っ
て
も
、
佐
用
姫
の
網
膜
に
は

い
つ
ま
で
も
そ
の
映
像
が
焼
き
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
領ひ

巾れ

麾ふ
り

の
嶺
歌
群
」
の
物
語
的
歌
群
は
、
現
在
見
る
よ
う
に
八
七
四
〜
五

の
歌
で
終
わ
っ
て
い
て
も
読
者
に
劇
的
場
面
を
想
起
さ
せ
て
印
象
的
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
春
日
昌
預
の
八
〇
六
歌
が
添
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
物
語
的
歌
群
は
い
っ
そ
う
物
語
性
を
帯
び
、
佐
用
姫
の
動
か
ら
静
へ
の
気

息
の
流
れ
に
即
し
て
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

叙
上
の
よ
う
な
昌
預
歌
八
〇
六
の
読
み
に
拠
れ
ば
、
昌
預
は
萬
葉
集
を
相
当

深
く
読
み
こ
ん
で
い
た
人
物
と
言
え
る
。

昌
預
が
萬
葉
集
巻
五
の
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
事
例
は
他
に
も
存
す
る
。

着
物
取
ら
れ
け
る
年
詠
め
る
歌

八
九
九
　
い
か
で
か
は
語
り
継
が
ま
し
賜た
ば

り
つ
る
あ
た
ら
御み

衣け
し

の
厚
き
恵
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み
を

九
〇
〇
　
朝
宵
に
身
に
触
れ
ま
し
し
ち
ち
（
２
）
の
実
の
父
の
形
見
の
衣
悲
し
も

九
〇
一
　
何
時
か
し
も
愛は

し
き
妻
子
に
荒
妙
の
布
衣
を
だ
に
我
は
着
せ
ま

し

九
〇
二
　
富
人
の
捨
つ
ら
ん
絹
も
あ
ら
ま
せ
ば
拾
ひ
取
り
て
も
子
ら
に
着

せ
て
ん

九
〇
三
　
人
皆
は
装よ
そ

ひ
つ
く
れ
ど
あ
ら
妙
の
布
だ
に
着
せ
ん
術
も
知
ら
な

く

こ
の
歌
群
は
、
直
前
に
、
寛
政
二
年
に
逝
去
し
た
父
春
日
翼
た
す
く

の
一
周
忌
の
歌

が
存
す
る
こ
と
か
ら
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の

年
、
昌
預
は
、
家
族
の
着
物
と
亡
父
の
形
見
の
衣
を
何
者
か
に
取
ら
れ
る
と
い

う
事
件
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
夜
、
家
族
皆
が
寝
て
い
る
時

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
脱
ぎ
置
い
た
着
物
も
保
管
し
て
あ
っ
た
着
物
も
み
な
持
ち

去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
着
る
物
も
な
く
途
方
に
く
れ
て
い
る
時
に
、

御
衣
を
恵
ん
で
く
れ
た
人
が
い
た
の
で
あ
る
。
第
一
首
八
九
九
は
、
そ
の
御
礼

の
心
を
述
べ
た
歌
で
あ
る
。
第
二
首
九
〇
〇
は
、
父
の
形
見
の
衣
へ
の
執
着
を

詠
み
、
第
三
首
か
ら
第
五
首
（
九
〇
一
〜
三
）
に
は
、
妻
子
に
衣
の
な
い
こ
と

を
嘆
い
て
い
る
。
こ
の
九
〇
一
〜
三
に
は
、
萬
葉
集
巻
五
の
山
上
憶
良
作
「
老

身
に
病
を
重
ね
、
経
年
辛
苦
し
、
児こ

等ら

に
思
ひ
を
及い
た

す
歌
」（
八
九
七
〜
九
〇

三
）
の
次
の
二
首
の
歌
の
投
影
が
見
て
と
れ
る
。

富
人
と
み
ひ
と

の
家
の
子
ど
も
の
着き

る
身
無な

み
腐く
た

し
捨す

つ
ら
む
絹き
ぬ

綿わ
た

ら
は
も
（
九
〇

〇
）

荒
栲
あ
ら
た
へ

の
布
衣
ぬ
の
き
ぬ

を
だ
に
着
せ
か
て
に
か
く
や
嘆な
げ

か
む
為せ

む
す
べ
を
無
み
（
九

〇
一
）

具
体
的
に
言
え
ば
、
昌
預
歌
九
〇
一
と
九
〇
三
は
憶
良
歌
九
〇
一
を
踏
ま
え

て
同
様
に
嘆
き
、
昌
預
歌
九
〇
二
は
、
憶
良
歌
九
〇
〇
を
受
け
て
「
も
し
富
人

の
捨
て
て
い
る
絹
が
あ
る
な
ら
ば
拾
い
取
っ
て
も
子
ら
に
着
せ
よ
う
」
と
追
和
、
、

し
て
い
る
。

予
期
せ
ぬ
出
来
事
に
遭
遇
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
萬
葉
集
歌
を
踏
ま
え
、
思

い
や
り
の
心
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
萬
葉
集
の
歌
と
心
を
真
実
知
る
者
の

成
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
。

三
　
春
日
昌
預
の
亡
父
哀
悼
追
慕
詠
と
萬
葉
集

当
「
家
集
」（
天
明
五
年
│
寛
政
六
年
）
の
中
で
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の

は
、
実
父
春
日
翼
た
す
く

（
加
藤
竹
亭
）
の
逝
去
を
悼
み
悲
し
み
、
そ
の
面
影
を
追
慕

す
る
歌
々
で
あ
る
。

昌
預
の
父
翼
は
、
国
学
を
修
め
、
持
明
院
流
書
道
の
奥
儀
を
極
め
た
人
で
、

富
裕
な
そ
の
家
に
は
和
漢
の
古
書
を
収
蔵
し
た
と
い
う
（『
山
梨
百
科
事
典
』

の
「
加
藤
竹
亭
」
の
項
〈
佐
藤
八
郎
氏
担
当
執
筆
〉、
一
九
七
二
年
六
月
、
山

梨
日
日
新
聞
社
）。
そ
の
翼
の
逝
去
は
、
甲
府
町
年
寄
『
御
用
日
記
』
に
よ
れ

ば
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の
六
月
四
日
の
こ
と
（
先
掲
吉
田
氏
・
飯
田
氏

稿
）。
享
年
七
十
六
。
昌
預
四
十
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

亡
父
を
哀
悼
、
追
慕
す
る
歌
、
そ
の
数
三
十
八
首
。
当
「
家
集
」
二
〇
四
首

中
の
約
十
九
％
を
占
め
る
。
ま
さ
に
そ
れ
ら
の
歌
々
は
昌
預
生
涯
の
絶
唱
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

三
十
八
首
の
う
ち
わ
け
を
示
せ
ば
、
下
記
の
よ
う
に
な
る
。
命
終
迫
る
病
床

時
の
歌
（
八
一
三
）、
命
終
直
後
の
歌
（
八
一
四
〜
八
）、
葬
送
時
の
歌
（
八
一

九
）、
初
七
日
の
墓
参
時
の
歌
（
八
二
〇
）、
そ
れ
以
降
の
六
、
七
、
八
月
頃
の

歌
（
八
二
一
〜
八
三
七
、
八
五
八
、
八
六
一
〜
三
、
八
六
九
〜
八
七
六
）、
一
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周
忌
の
時
点
の
歌
（
八
九
六
〜
八
）、
そ
の
後
の
歌
（
九
三
三
）。

昌
預
の
亡
父
哀
悼
追
慕
の
詠
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

萬
葉
集
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
具
体
的
に
見
て
ゆ
こ

う
。

父
の
命
み
こ
と

御
病
時
作
歌

八
一
三
　
天
地
之
神
尓
美
和
須
辺
夜
昼
止
身
毛
棚
不
知
恋
祈
鴨

（
天
地
の
神
に
み
わ
す
へ
夜
昼
と
身
も
た
な
知
ら
ず
乞こ

ひ
祈
る

か
も
）

死
期
迫
る
病
床
の
父
。
昌
預
は
、
天
地
の
神
に
神み

酒き

の
瓶か
め

を
据
え
参
ら
せ
て
、

夜
昼
と
な
く
我
が
身
の
こ
と
も
忘
れ
て
ひ
た
す
ら
父
の
命
い
の
ち
の
無
事
を
神
に
乞
い

祈
る
の
で
あ
る
。「
天
地
の
神
に
み
わ
す
へ
…
…
…
乞
ひ
祈
る
か
も
」
と
い
う

一
首
の
結
構
は
、
萬
葉
集
歌
に
拠
る
。
す
な
わ
ち
、「
高
市
た
け
ち
の

皇み

子
尊

こ
の
み
こ
と
の
城
上
き
の
へ

の

殯
宮
あ
ら
き
の
み
やの

時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
」（
2
一
九
九
〜
二
〇
一
）
の

「
或
書
の
反
歌
」、

哭
沢
な
き
さ
は

の
神も

社り

に
御み

瓶わ

据す

ゑ
祈い
の

れ
ど
も
我わ

が
大
君
お
ほ
き
み

は
高た
か

日ひ

知し

ら
し
ぬ
（
二
〇

二
）

の
上
三
句
や
、「
天
平
元
年
己
巳

つ
ち
の
と
み

に
、
摂
津

つ

の
国
の
班
田

は
ん
で
ん

の
史
生
丈
　

し
し
や
う
は
せ
つ
か
べ
の

龍
　
た
つ

麻ま

呂ろ

自
ら
経わ
な

き
て
死
に
し
時
に
、
判
官
じ
よ
う
　

大
伴
宿
　
三み

中な
か

が
作
る
歌
」（
3
四
四
三
〜

五
）
の…

…
た
ら
ち
ね
の
母
の
命
み
こ
と

は
　
斎
瓮

い
は
ひ
へ

を
前
に
据
ゑ
置
き
て
　
片
手
に
は
木ゆ

綿ふ

取
り
持
ち
　
片
手
に
は
和
栲
奉

に
き
た
へ
ま
つ

り
　
平
た
い
ら
け
く
ま
幸さ
き

く
ま
せ
と
　
天
地
の

神
を
祈
（
こ
）
ひ
　
（
の
）
み
…
…
（
四
四
三
）

の
傍
線
部
の
表
現
な
ど
を
、
昌
預
が
熟
知
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
一
心
な
様
を
表
わ
す
第
四
句
「
身
も
た
な
知
ら
ず
」
も
、
萬
葉
集
の

「
藤
原
の
宮
の
役
民
の
作
る
歌
」（
1
五
〇
）
に

…
石
走
い
は
ば
し

る
近
江
あ
ふ
み

の
国
の
　
衣
手
こ
ろ
も
で

の
田
上
山

た
な
か
み
や
ま

の
　
真ま

木き

さ
く
檜ひ

の
つ
ま
で
を

も
の
の
ふ
の
八や

十そ

宇う

治ぢ

川か
は

に
　
玉た
ま

藻も

な
す
浮う

か
べ
流な
が

せ
れ
　
そ
を
取
る
と

騒さ
は

く
御み

民た
み

も
　
家
忘
れ
身
も
た
な
知
ら
ず

鴨か
も

じ
も
の
水
に
浮
き
居
て

我わ

が
作
る
日ひ

の
御み

門か
ど

に
…
…

と
あ
り
、「
上
総

か
み
つ
ふ
さ
の
周す

淮ゑ

の
珠た
ま

名な

娘
子
を
と
め

を
詠
む
歌
」（
9
一
七
三
八
〜
九
）
に
も
、

か
な
門と

に
し
人
の
来
立
て
ば
夜
中
に
も
身
は
た
な
知
ら
ず
出
で
て
ぞ
逢あ

ひ

け
る
（
一
七
三
九
）

と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
昌
預
歌
八
一
三
は
、
萬
葉
集
歌
の
表
現

に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、「
夜
昼
と
」
が
「
身
も
た
な
知
ら
ず
」

を
修
飾
し
、
そ
の
二
句
が
結
句
の
「
乞
ひ
祈
る
か
も
」
を
強
く
押
し
出
し
響
か

せ
る
表
現
は
、
萬
葉
集
に
は
な
い
。
昌
預
は
、
個
々
の
表
現
は
萬
葉
集
歌
に
拠

り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
昌
預
自
身
の
心
情
に
即
し
て
組
み
立
て
、
深
い
思
い
の

独
自
な
表
現
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

昌
預
の
ひ
た
す
ら
な
祈
り
の
甲
斐
も
な
く
、
父
は
逝
去
す
る
。
無
言
の
、
青

銅
の
よ
う
に
冷
た
く
な
っ
た
父
を
見
つ
め
て
、
悲
し
み
を
吐
露
し
た
の
が
次
の

歌
々
で
あ
る
。父

命
之
久
御
病
尓
南
也
美
坐
天
終
尓
美
隠
給
婦
乎
悲
天
作
歌

（
父
の
命
み
こ
と
の
久
し
く
御
病
に
な
や
み
い
ま
し
て
つ
ひ
に
隠
れ
給
ふ

を
悲
し
み
て
作
る
歌
）

八
一
四
　
久
方
の
あ
め
の
如
く
も
尊
み
し
父
の
み
こ
と
に
別
れ
つ
る
か
も

八
一
五
　
ぬ
ば
玉
の
夢．
な
り
け
り
と
思
ほ
え
て
現
の
こ
と
と
は
思
ほ
え
ぬ

か
も

八
一
六
　
玉
床
に
現
の
如
く
い
ま
せ
れ
ど
御み

言こ
と

問
は
さ
ぬ
父
の
君
か
も

八
一
七
　
ま
す
ら
を
の
太
き
心
も
父
（
３
）
の
実
の
父
の
別
れ
に
し
づ
め
か
ね
つ

も
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第
一
首
八
一
四
は
、「
久
方
の
あ
め
の
如
く
も
」
の
比
喩
を
用
い
て
、
常
に

仰
ぎ
見
た
尊
い
父
と
の
別
れ
を
悲
し
む
。
こ
の
比
喩
表
現
に
は
、
萬
葉
集
の

「
長
皇
子

な
が
の
み
こ

、
猟か

り

路ぢ

の
池
に
遊

い
で
ま

す
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
」（
3
二
三

九
〜
二
四
〇
）
の
、

…
…
ひ
さ
か
た
の
天
見
る
ご
と
く

ま
そ
鏡
仰

か
が
み
あ
ふ
ぎ
て
見
れ
ど
　
春
草
は
る
く
さ

の
い

や
め
づ
ら
し
き
　
我
が
大
君
か
も
（
二
三
九
）

の
比
喩
表
現
が
投
影
し
て
い
よ
う
。

第
二
首
八
一
五
は
、「
夢
」
と
「
現
」
と
を
対
比
さ
せ
つ
つ
「
夢
」
に
重
心

を
置
い
て
、
父
の
逝
去
が
い
ま
だ
信
じ
ら
れ
な
い
心
境
を
述
べ
て
い
る
。
か
け

が
え
の
な
い
人
を
亡
く
し
た
直
後
の
普
遍
的
な
思
い
で
あ
る
。
第
三
首
八
一
六

は
、
第
二
首
を
承う

け
て
、
玉
床
に
生
前
と
同
じ
よ
う
に
横
た
わ
っ
て
い
る
け
れ

ど
、
御
言
葉
を
問
い
か
け
て
く
だ
さ
る
こ
と
も
な
い
父
に
深
い
寂
し
さ
を
抱
い

て
の
詠
。「
現
の
如
く
」
と
あ
る
点
が
重
要
で
、
第
二
首
八
一
五
と
同
じ
「
現
」

の
語
を
用
い
な
が
ら
も
、
第
二
首
の
現
実
の
意
に
対
し
て
、
現
身
う
つ
し
み

の
意
に
用
い

て
い
る
。
第
四
首
八
一
七
は
、
第
一
首
に
呼
応
し
、
父
と
の
「
別
れ
」
に
切
な

く
動
揺
す
る
心
境
を
率
直
に
打
ち
明
け
て
い
る
。
第
一
首
と
同
様
、
萬
葉
集
歌

と
有
機
的
に
か
か
わ
る
歌
で
、
草
壁
皇
子
の
殯
宮
時
に
詠
ま
れ
た
「
皇
子
尊
の

宮
の
舎
人
等

と
ね
り
ら

、
慟か

傷な

し
び
て
作
る
歌
二
十
三
首
」（
2
一
七
一
〜
一
九
三
）
の
、

真ま

木き

柱
太

ば
し
ら
ふ
と
き
心
は
あ
り
し
か
ど
こ
の
我
が
心
鎮し
づ

め
か
ね
つ
も
（
一
九
〇
）

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
突
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
萬
葉
集
一
九
〇

歌
は
、「
真
木
柱
の
よ
う
な
太
く
物
に
動
じ
な
い
心
は
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、

今
は
と
て
も
悲
し
み
を
鎮
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
の
意
。
昌
預
は
一
九
〇

歌
の
「
真
木
柱
」
を
「
ま
す
ら
を
」
と
改
変
し
、
甲
府
町
年
寄
と
い
う
官
人
の

立
場
で
父
と
の
死
別
を
悲
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
昌
預
の
八
一
四
〜
七
の
四
首
は
、
語
句
・
発
想

の
面
か
ら
、
外
側
第
一
首
八
一
四
と
第
四
首
八
一
七
、
内
側
第
二
首
八
一
五
と

第
三
首
八
一
六
と
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
構
造
体
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
四
首
対
応
構
造
体
も
萬
葉
集
に
多
数
存
す
る
の
で
あ
る
（
4
四
九

六
〜
九
、
8
一
四
二
四
〜
七
な
ど
）。

昌
預
歌
八
一
四
〜
七
の
直
後
に
存
す
る
次
の
歌
は
、
父
の
遺
愛
の
鳥
を
通
し

て
悲
し
み
を
述
べ
た
歌
で
あ
る
。

飼
ひ
置
き
給
ひ
し
鳥
を
放
ち
け
る
後
に
詠
め
る

八
一
八
　
朝
宵
に
愛め

で
慈
う
つ
く
し
み
飼
ひ
ま
し
し
鳥
は
も
鳴
き
て
い
づ
く
に
あ

ら
ん

鳥
に
ち
な
み
の
「
翼
」
と
い
う
字
の
名
を
持
つ
父
は
、
ひ
と
き
わ
鳥
に
関
心

を
寄
せ
、
鳥
を
愛
で
た
こ
と
と
察
せ
ら
れ
る
。
愛め

で
慈
し
ん
で
く
れ
た
主
人
を

亡
く
し
て
寂
し
そ
う
に
し
て
い
る
鳥
、
そ
の
鳥
を
不
憫
に
思
っ
て
、
天
へ
、
父

の
も
と
へ
と
放
っ
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
鳥
に
、
父
に
会
い
た
い
と
い
う

昌
預
自
身
の
心
を
託
し
て
。「
鳥
は
も
鳴
き
て
い
づ
く
に
あ
ら
ん
」、
鳥
は
鳴
き

な
が
ら
今
ど
こ
に
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
父
に
会
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
鳥
と
と
も

に
昌
預
の
心
も
、
遠
い
世
界
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
父
を
追
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
も
、
昌
預
歌
八
一
七
の
と
こ
ろ
で
掲
げ
た
萬
葉
集
の
草
壁
皇
子
の

薨
去
を
悼
む
歌
群
の
、

島し
ま

の
宮
上
み
や
か
み

の
池
な
る
放
ち
鳥
荒あ
ら

び
な
行ゆ

き
そ
君き
み

座い
ま

さ
ず
と
も
（
2
一
七
二
）

の
「
放
ち
鳥
」
の
発
想
が
響
い
て
い
よ
う
。

八
一
八
歌
の
次
に
は
、
野
辺
送
り
（
葬
送
）
を
終
え
て
帰
る
時
の
心
身
の
虚

脱
状
態
を
詠
ん
だ
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。

野
辺
送
り
し
て
帰
る
さ
に
詠
め
る

八
一
九
　
あ
ら
野
ら
に
葬は
ふ

り
ま
つ
り
て
帰
ら
へ
ば
い
け
り
と
も
な
し
土
は

踏
め
ど
も
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第
三
句
「
帰
ら
へ
ば
」
の
「
へ
」
は
継
続
の
助
動
詞
「
ふ
」
の
已
然
形
で
、

「
帰
ら
へ
ば
」
は
昌
預
ら
遺
族
・
親
族
が
葬
送
を
終
え
て
帰
っ
て
ゆ
く
と
、
の

意
と
考
え
ら
れ
る
。「
生
け
り
と
も
な
し
」
は
、「
自
分
が
生
き
て
い
る
と
は
思

え
な
い
」
の
意
。

こ
の
八
一
九
歌
も
、
萬
葉
集
歌
の
言
葉
に
裏
打
ち
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
上
三

句
の
「
あ
ら
野
ら
に
葬
り
ま
つ
り
て
帰
ら
へ
ば
」
に
は
、
萬
葉
集
巻
九
の
田
辺

福
麻
呂
歌
集
所
出
「
弟
お
と
ひ
との
死
去
を
哀か
な

し
び
て
作
る
歌
」（
一
八
〇
四
〜
六
）
の
、

あ
し
ひ
き
の
荒
山
中

あ
ら
や
ま
な
か

に
送
り
置
き
て
帰
ら
ふ
見
れ
ば
心
苦

こ
こ
ろ
ぐ
る

し
も
（
一
八
〇

六
）

の
影
響
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
下
二
句
「
い
け
り
と
も
な
し
土
は
踏
め
ど
も
」
に

つ
い
て
は
、「
生
け
り
と
も
な
し
」
が
、
妻
の
死
を
深
く
悲
し
む
柿
本
人
麻
呂

「
泣
血
哀
慟
歌
」（
2
二
〇
七
〜
二
一
二
）
に
、

衾
道
ふ
す
ま
ぢ

を
引ひ
き

手て

の
山
に
妹い
も

を
置
き
て
山や
ま

道ぢ

を
行ゆ

け
ば
生
け
り
と
も
な
し
（
二

一
二
）

と
見
え
、「
土
は
踏
め
ど
も
」
は
、
右
掲
の
人
麻
呂
歌
二
一
二
と
第
三
句
が
共

通
す
る
次
の
歌
に
、

た
廻
も
と
ほ

り
行ゆ

き

箕み

の
里
に
妹い

も

を
置
き
て
心
空そ

ら

に
あ
り
地
は
踏
め
ど
も
（
11
二
五

四
一
）

と
、
用
い
ら
れ
て
い
る
。
昌
預
は
こ
れ
ら
二
つ
の
表
現
を
合
体
さ
せ
て
、「
生

け
り
と
も
な
し
地
は
踏
め
ど
も
」（
悲
し
み
の
空
虚
の
身
は
、
生
き
て
い
る
と

い
う
存
在
感
覚
を
持
て
な
い
、
地
を
踏
ん
で
も
、
の
意
）
と
い
う
大
地
に
息
づ

く
人
間
存
在
の
悲
し
み
の
極
み
の
表
現
を
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
句
だ
け

に
限
る
な
ら
ば
、「
妹
を
置
き
て

、
、
、

山
道
を
行
け
ば

、
、
、

生
け
り
と
も
な
し
」
と
移
動

に
重
心
を
置
い
て
「
生
け
り
と
も
な
し
」
を
押
し
出
す
人
麻
呂
歌
よ
り
も
存
在

の
悲
し
み
が
浮
き
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

昌
預
歌
八
一
九
の
次
は
、
初
七
日
の
墓
参
の
折
の
歌
と
覚
し
き
歌
。

み
墓
へ
詣
で
て
詠
め
る

八
二
〇
　
真ま

草く
さ

刈か

る
あ
ら
野
も
父
の
い
ま
せ
れ
ば
夜
昼
分
か
ず
家
と
せ
る

か
も

真
草
刈
る
荒
野
の
中
に
立
つ
父
の
み
墓
。「
荒
野
と
い
え
ど
も
父
が
ず
っ
と

お
い
で
に
な
る
の
で
、
夜
昼
を
分
か
た
ず
つ
ね
に
家
と
し
て
お
つ
か
え
す
る
こ

と
で
す
」
と
昌
預
は
う
た
う
。「
真
草
刈
る
あ
ら
野
」
は
、
萬
葉
集
の
、
亡
父

草
壁
皇
子
を
追
慕
す
る
軽
皇
子
の
遊
猟
時
に
う
た
わ
れ
た
柿
本
人
麻
呂
歌
（
1

四
五
〜
四
九
）
の
、

ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
黄
葉
も
み
ち
ば

の
過す

ぎ
に
し
君
が
形か
た

見み

と
ぞ
来こ

し
（
四

七
）

の
傍
線
部
を
踏
ま
え
た
表
現
と
推
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
八
二
〇
の
一
首
全
体
に

は
、
草
壁
皇
子
殯
宮
時
の
舎
人
等
慟
傷
歌
群
（
一
七
一
〜
一
九
三
）
の
、

外よ
そ

に
見
し
真ま

弓ゆ
み

の
岡
も
君
座ま

せ
ば
常と

こ

つ
御み

門か
ど

と
侍
宿

と
の
ゐ

す
る
か
も
（
一
七
四
）

の
歌
の
発
想
が
生
か
さ
れ
て
い
よ
う
。

初
七
日
の
供
養
の
後
も
打
ち
つ
づ
く
亡
父
追
慕
の
念
は
、
八
二
一
〜
四
の
夢

の
歌
に
結
晶
す
る
。

夢
に
見
え
（
４
）
ま
せ
け
る
夜
詠
め
る

八
二
一
　
父
君
の
出
で
ま
す
袖
を
ひ
か
ふ
る
と
思
ひ
し
ほ
ど
に
夢
は
覚
め

け
り

八
二
二
　
陽
炎
か
ぎ
ろ
ひ

の
仄ほ
の

か
に
見
え
て
夜
昼
と
父
の
み
こ
と
の
忘
ら
え
ぬ
か
も

八
二
三
　
ぬ
ば
玉
の
こ
の
よ
の
夢
に
見
え
（
５
）
ま
し
し
父
の
御み

影か
げ

の
名
残
悲
し

も

八
二
四
　
青
旗
の
小
旗
の
色
も
山
際
に
夕
べ
の
雲
と
棚
引
け
る
か
も

四
首
は
、
第
一
首
八
二
一
と
第
三
首
八
二
三
が
「
夢
」
で
対
応
し
、
第
二
首
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の
「
陽
炎
の
」
の
比
喩
に
対
し
て
第
四
首
は
「
夕
べ
の
雲
と
」
の
比
喩
を
用
い

て
応
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
隔
歌
対
応
の
四
首
構
造
も
萬
葉
集
に
多
数
存
在

す
る
（
3
四
七
〇
〜
四
七
三
な
ど
）。
ま
た
、
歌
詠
そ
の
も
の
に
注
視
す
れ
ば
、

第
二
首
八
二
二
は
、
萬
葉
集
の
天
智
天
皇
哀
悼
挽
歌
群
（
2
一
四
七
〜
一
五
五
）

の
、

天
皇
の
崩
か
む
あ
が

り
ま
し
し
後
の
時
に
、
倭
大
后

や
ま
と
お
ほ
き
さ
き

の
作
ら
す
歌
一
首

人
は
よ
し
思
ひ
息や

む
と
も
玉
縵

た
ま
か
づ
ら

影
に
見
え
つ
つ

、
、
、
、
、
、

忘
ら
え
ぬ
か
も
（
一
四

九
）

を
踏
ま
え
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
首
八
二
三
歌
に
「
父
の
御
影
、
、

の
名
残
悲

し
も
」
と
詠
ん
だ
の
も
、
右
掲
の
一
四
九
歌
の
「
影
に
見
え
つ
つ
」
を
意
識
し

た
も
の
と
見
て
と
れ
る
。
と
す
る
と
、
第
四
首
八
二
四
は
、
そ
の
「
青
旗
の
小

旗
の
」
の
表
現
か
ら
、
萬
葉
集
一
四
九
歌
の
直
前
に
存
す
る
次
の
よ
う
な
一
四

八
歌
を
踏
ま
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

一
書
に
曰
は
く
、
近
江
天
皇

あ
ふ
み
の
す
め
ら
み
こ
と聖

躰

　
せ
い
た
い

不ふ

予よ

、
御
病
急に
は

か
に
あ
る
時
に
、
大
后

の
奉
献
た
て
ま
つ

る
御
歌
一
首

青
旗
の
木
幡
の
上
を
通か
よ

ふ
と
は
目め

に
は
見
れ
ど
も
直た
だ

に
逢あ

は
ぬ
か
も

（「
木
幡
」
の
原
文
は
諸
本
一
致
し
て
「
木
旗
」）

右
の
萬
葉
集
一
四
八
歌
に
お
い
て
は
、
葬
旗
を
想
わ
せ
る
「
青
旗
」
は
地
名

「
木
幡
」（
京
都
府
宇
治
市
北
部
の
地
）
に
冠
す
る
枕
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
昌
預
歌
八
二
四
で
は
、「
青
旗
の
小
旗
の
色
」
と
、
葬
旗
そ
の
も

の
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
「
色
」
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
無
常
の
色
の
た
な
び
き
を
「
山
際
に
夕
べ
の
雲
と
棚
引
け
る
か
も
」
と
印

象
的
に
詠
み
、
独
自
の
光
彩
を
放
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
萬
葉
集

一
四
八
歌
で
は
「
青
旗
の
木．
幡
の
」（
原
文
「
青
幡
乃
木
旗
能
」）
と
あ
る
の
に

対
し
、
昌
預
歌
八
二
四
で
は
「
青
旗
の
小．
旗
の
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。「
木
」

と
「
小
」
の
一
字
の
違
い
は
看
過
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
萬
葉
集
の
現
存
諸

本
は
一
致
し
て
「
木
」
に
作
り
、「
小
」
に
作
る
写
本
は
一
本
も
な
い
か
ら
で

あ
る
。
昌
預
が
関
わ
っ
た
廣
瀬
本
萬
葉
集
に
も
「
木
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。

案
ず
る
に
、
昌
預
が
「
小．
旗
」
と
し
た
の
は
、
賀
茂
真
淵
の
『
萬
葉
考
』
に
、

青
旗
ア
ヲ
バ
タ

乃ノ

。
白
旗
い
ふ
を、
小ヲ

旗バ
タ

能ノ

上ウ
ヘ

乎ヲ

。
今
本
は
小
を
木
に
誤
り
つ
。
同
じ
言
に
小ヲ

の

發
語
を
置
て
重
ね
い
ふ
、
古
哥
の
文ア
ヤ

の
う
る
は
し
き
也
、
さ
が
み
嶺ネ

の
小ヲ

嶺ミ
ネ

、

玉
ざ
ゝ
の
小ヲ

篠ザ
ゝ

、
な
ど
の
類
い
と
多
し
、

と
述
べ
る
誤
字
説
に
拠
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

昌
預
が
書
写
に
携
わ
っ
た
廣
瀬
本
萬
葉
集
に
は
、『
萬
葉
考
』
の
訓
説
を
朱

ま
た
は
淡
墨
で
記
入
し
た
例
が
目
立
つ
。
巻
三
、
九
、
十
な
ど
に
七
箇
所
見
ら

れ
る
昌
預
自
身
の
書
き
入
れ
の
う
ち
、
巻
三
の
四
七
二
番
歌
の
「
不

都
毛
」

の
右
に
は
墨
で
「
シ
ヌ
ビ
カ
ネ
ツ
モ
」
と
い
う
『
萬
葉
考
』
の
訓
が
書
き
入
れ

ら
れ
て
あ
る
（『
校
本
萬
葉
集
十
八
　
新
増
補
　
追
補
』「
廣
瀬
本
萬
葉
集
解
説
」

参
照
）。

昌
預
歌
八
二
四
の
、『
萬
葉
考
』
の
誤
字
説
に
よ
る
「
青
旗
の
小、
旗
の
」
の

表
現
は
、『
萬
葉
考
』
の
説
を
尊
重
す
る
廣
瀬
本
萬
葉
集
の
書
き
入
れ
と
規
を

一
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
昌
預
が
書
写
に
携
わ
っ
た
廣
瀬
本
の
歌

の
本
文
に
拠
ら
ず
に
『
萬
葉
考
』
の
説
に
拠
っ
て
自
己
の
歌
を
詠
み
成
し
た
の

は
、『
萬
葉
考
』
の
説
に
よ
る
本
文
が
昌
預
の
心
身
に
沁
み
込
ん
で
い
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
よ
う
（『
萬
葉
考
』
の
説
に
よ
る
昌
預
の
歌
作
の
他
の
事
例
に

つ
い
て
は
、
後
に
言
及
す
る
）。

昌
預
歌
八
二
一
〜
四
の
次
に
は
、
七
夕
当
夜
の
三
首
の
歌
（
八
二
五
〜
七
）

が
置
か
れ
て
い
る
。

七
月
七
日
夜
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八
二
五
　
男
星
乃
裳
之
裾
濡
志
此
夕
浮
津
能
浪
尓
舟
（
６
）
出
世
須
鴨

（
男
星
ひ
こ
ぼ
し

の
裳
の
裾
濡
ら
し

、
、
、
、
、
、

こ
の
夕
べ
浮
き
津
の
浪
に
船
出
せ
す

か
も
）

八
二
六
　
ぬ
ば
玉
の
夜
の
更
け
行ゆ

か
ば
月
も
入
ら
ん
妻
迎
へ
船
早
も
漕
ぎ

こ
そ

八
二
七
　
久
方
の
天
の
河
辺
を
行
き
返
り
舟
呼
ぶ
ほ
ど
に
夜
は
更
け
に
つ

つ

一
見
、
亡
父
追
慕
と
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
三
首
の

七
夕
歌
に
は
亡
父
と
会
え
な
い
昌
預
の
嘆
き
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。三

首
は
、
圏
点
や
傍
線
・
波
線
で
示
し
た
語
句
・
表
現
か
ら
、
萬
葉
集
の
次

の
よ
う
な
山
上
憶
良
七
夕
歌
（
8
一
五
二
七
〜
九
）
を
念
頭
に
据
え
て
の
詠
と

見
ら
れ
る
。
歌
数
も
、
双
方
三
首
ず
つ
。

彦
星
ひ
こ
ほ
し

し
妻
迎
へ
船
漕
ぎ
出づ

ら
し
天あ
ま

の
川
原
か
は
ら

に
霧き
り

の
立
て
る
は
（
一
五
二
七
）

霞
立
か
す
み
た

つ
天
の
川
原
に
君
待
つ
と
い
行
き
帰
る
に
裳
の
裾
濡
れ
ぬ

、
、
、
、
、
、

（
一
五
二

八
）

天
の
川
浮
津
の
波
音
騒
く
な
り
我
が
待
つ
君
し
舟
出
す
ら
し
も
（
一
五
二

九
）

こ
の
よ
う
に
憶
良
七
夕
歌
の
語
句
・
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る
。
し
か
し
、
内

容
は
異
な
る
。
憶
良
七
夕
歌
三
首
は
、
第
一
首
か
ら
第
三
首
へ
と
逢
え
る
期
待

は
増
し
、
逢
え
る
こ
と
を
予
兆
し
て
閉
じ
ら
れ
る
。
一
方
、
昌
預
歌
は
、
そ
の

憶
良
七
夕
歌
第
三
首
を
第
一
首
に
踏
ま
え
、
ざ
わ
め
く
浮
津
の
浪
に
、
織
女
と

逢
え
る
期
待
に
胸
高
鳴
る
彦
星
の
船
出
を
う
た
う
。
け
れ
ど
も
、
憶
良
七
夕
歌

を
一
五
二
九
、
一
五
二
七
、
一
五
二
八
の
順
に
踏
ま
え
つ
つ
、「
ぬ
ば
玉
の
夜、

の
更
け
行
か
ば

、
、
、
、
、
、

月
も
入
ら
ん
…
…
早
も
漕
ぎ
こ
そ
」（
八
二
六
）、「
舟
呼
ぶ
ほ

ど
に
夜
は
更
け
に
つ
つ

、
、
、
、
、
、
、

」
と
逢
え
ぬ
嘆
き
の
色
を
深
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
彦

星
に
亡
父
を
、
織
女
の
思
い
に
昌
預
自
身
の
思
い
を
重
ね
て
、
亡
父
に
会
え
な

い
嘆
き
を
こ
め
て
い
る
と
見
る
ゆ
え
ん
。

こ
う
し
て
憶
良
七
夕
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
こ
と
が
、
憶
良
の
他
の
歌
に
も

思
い
を
及
ぼ
す
こ
と
に
つ
な
が
り
、
就
中

な
か
ん
ず
く
、
大
切
な
幼
な
子
を
亡
く
し
た
人
の

悲
し
み
を
詠
ん
だ
「
男
子
を
の
こ

名
は
古ふ
る

日ひ

に
恋
ふ
る
歌
三
首
」（
5
九
〇
四
〜
六
）

の
、

…
…
や
く
や
く
に
か
た
ち
つ
く
ほ
り
　
朝あ
さ

な
朝さ

な
言
ふ
こ
と
や
み
　
た
ま

き
は
る
命
絶
い
の
ち
た

え
ぬ
れ
　
立
ち
躍
（
を
ど
）
り
足
す
り
叫
び

伏ふ

し
仰あ
ふ

ぎ
胸

打
ち
嘆
き
　
手
に
持
て
る
我あ

が
子
飛
ば
し
つ
　
世
の
中
の
道
（
九
〇
四
）

の
傍
線
部
の
表
現
の
想
起
に
到
り
、
亡
父
命
終
の
時
点
に
立
ち
帰
っ
て
の
次
の

二
首
を
吐
露
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
心
の
中
の
時
間
は
、
物
理
的
時
間
の
よ

う
に
直
進
す
る
の
み
で
は
な
い
。
止
ま
る
こ
と
も
、
過
去
に
立
ち
帰
る
こ
と
も

あ
る
。
憶
良
歌
を
通
し
て
、
父
長
逝
の
日
の
こ
と
が
ま
ざ
ま
ざ
と
昌
預
の
目
に

浮
か
ん
だ
の
で
あ
る
。父

の
別
れ
に
詠
め
る

八
二
八
　
立
ち
踊
り
足
摺
り
叫
び
嘆
く
と
も
世
は
せ
ん
術す
べ

の
方
便
た
ど
き

知
ら
ず

も

八
二
九
　
茜あ
か
ねさ

す
日
の
暮
れ
ゆ
け
ば
い
や
増
し
に
父
の
み
こ
と
の
思
ほ
ゆ

る
か
も

題
詞
の
「
父
の
別
れ
」
は
、
命
終
時
の
先
掲
八
一
七
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
た

言
葉
で
あ
る
。
八
二
九
歌
も
命
終
時
の
八
一
四
歌
の
「
久
方
の
あ
め
の
如
く
も

尊
み
し
」
の
表
現
や
八
一
五
歌
の
「
ぬ
ば
玉
の
」
の
枕
詞
を
意
識
し
、
赤
赤
と

西
に
沈
み
ゆ
く
日
に
亡
父
を
重
ね
て
、
胸
を
し
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
増
し
て

ゆ
く
父
へ
の
思
慕
を
詠
ん
で
い
る
。
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今
は
た
だ
亡
父
の
形
見
の
品
を
通
し
て
亡
父
を
偲
ぶ
よ
り
ほ
か
に
す
べ
は
な

い
。
亡
父
遺
愛
の
「
箏
」
を
見
て
悲
し
み
を
述
べ
た
歌
が
八
三
〇
番
歌
で
あ
る
。

も
て
あ
そ
ば
し
け
る
箏
を
見
て

八
三
〇
　
御
手
触
れ
し
名
残
と
思
へ
ば
と
る
か
ら
に
玉
の
緒
琴
の
音ね

の
み

し
泣
か
ゆ

一
首
は
、「
父
の
御
手
が
触
れ
た
名
残
の
品
と
思
え
ば
手
に
と
る
、
す
る
と

す
ぐ
玉
の
緒
琴
が
音
を
立
て
る
よ
う
に
、
声
を
あ
げ
て
泣
て
け
く
る
ば
か
り
。」

の
意
。「
と
る
か
ら
に
」
は
、
萬
葉
集
の
、

初
春
は
つ
は
る

の
初は
つ

子ね

の
今け

日ふ

の
玉
箒

た
ま
ば
は
き

手
に
取
る
か
ら
に
揺ゆ

ら
く
玉
の
緒

、
、
、

（
20
四

四
九
三
）

の
事
例
に
学
ん
だ
も
の
か
（
た
だ
し
、
四
四
九
三
の
「
玉
の
緒
」
は
玉
を
付
け

た
手
箒
を
い
う
）。
ま
た
、
結
句
の
「
音ね

の
み
し
泣
か
ゆ
」
は
、
萬
葉
集
に
頻

出
す
る
悲
し
み
の
表
現
で
、
挽
歌
に
は
、
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

君
に
恋
ひ
い
た
も
す
べ
な
み
葦
鶴
あ
し
た
づ

の
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
朝
夕
あ
さ
よ
ひ

に
し
て
（
3

四
五
六
）

葦
屋
あ
し
の
や

の
菟
原
う
な
ひ

娘
子
を
と
め

の
奥お
く

つ
城き

を
行ゆ

き
来く

と
見
れ
ば
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
（
9

一
八
一
〇
）

し
か
し
、
萬
葉
集
に
は
、
昌
預
歌
の
「
玉
の
緒
琴
の
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
の

表
現
は
な
い
。
そ
の
美
し
く
悲
し
く
せ
つ
な
い
表
現
が
読
む
者
の
琴
線
に
触
れ

る
。八

三
〇
歌
の
次
に
存
す
る
の
は
、
八
三
〇
歌
の
「
箏
」
と
同
じ
く
、「
写
し

絵
」
と
い
う
亡
父
を
偲
ぶ
よ
す
が
の
物

、
、
、
、
、
、
、

を
見
て
の
作
で
あ
る
（
た
だ
し
、
八
三

〇
歌
は
題
詞
で
は
視
覚
、
歌
で
は
聴
覚
）。

写
し
絵
を
拝
み
て

八
三
一
　
写
し
て
し
影
は
生
け
る
を
ま
ま
な
が
ら
御み

言こ
と

問
は
さ
ぬ
父
の
君

か
も

八
三
二
　
魂た
ま

き
は
る
世
は
術す
べ

な
し
と
思
へ
れ
ど
思
ひ
遂と

が
れ
ぬ
わ
が
心
か

も

八
三
三
　
慰
む
る
事
も
あ
り
や
と
高
楼
た
か
ど
の

を
ふ
り
さ
け
見
れ
ど
見
え
ぬ
君
か

も

生
前
に
画え

に
写
し
た
父
の
肖
像
は
、
ま
さ
に
生
き
て
い
る
の
に
、
御
言
葉
を

問
い
か
け
て
は
く
だ
さ
ら
ぬ
父
（
八
三
一
）。
写
し
絵
を
拝
み
見
て
い
る
と
、

む
し
ょ
う
に
せ
つ
な
い
。
第
二
首
八
三
二
は
、「
魂
の
尽
き
る
世
（
寿
命
）
は

何
と
も
し
よ
う
が
な
い
と
思
う
け
れ
ど
、
父
に
会
い
た
い
と
い
う
思
い
を
遂
げ

ら
れ
な
い
わ
が
心
よ
」
の
意
。

「
魂
き
は
る
世
」
は
、
萬
葉
集
の
、

魂
き
は
る
よ
ま
で
と
定
め
頼
み
た
る
君
に
よ
り
て
し
言こ

と

の
繁し

げ

け
く
（
11
二

三
九
八
、「
よ
」
の
原
文
は
「
世
」）。

と
同
用
法
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
三
句
に
は
、
萬
葉
集
の
山
上
憶
良
作

「
世
間
の
住と
ど

み
か
た
き
こ
と
を
哀か

な

し
ぶ
る
歌
」（
5
八
〇
四
〜
五
）
の
、

…
…
た
ま
き
は
る
命
惜
し
け
ど
　
為せ

む
す
べ
も
な
し
（
八
〇
四
）

の
悲
嘆
の
表
現
が
投
影
し
て
い
よ
う
。
第
三
首
八
三
三
も
萬
葉
集
歌
の
表
現
を

踏
ま
え
て
お
り
、
上
二
句
「
慰
む
る
事
も
あ
り
や
と
」
は
、
柿
本
人
麻
呂
「
泣

血
哀
慟
歌
」
の

…
…
我
が
恋こ

ふ
る
千ち

重へ

の
一ひ
と

重へ

も
　
慰
も
る
心
も
あ
り
や
と

我
妹
わ
ぎ
も

子こ

が

や
ま
ず
出い

で
見み

し
　
軽か
る

の
市い
ち

に
我わ

が
立
ち
聞
け
ば
…
…
（
2
二
〇
七
）

や
、
大
伴
池
主
歌
の

…
い
に
し
へ
ゆ
言
ひ
継
ぎ
く
ら
し
　
世
間
よ
の
な
か

は
数か
ず

な
き
も
の
ぞ
　
慰
む
る
こ

と
も
あ
ら
む
と

里
人
の
我あ
れ

に
告つ

ぐ
ら
く
…
（
17
三
九
七
三
）

の
表
現
を
折
衷
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
八
三
三
歌
第
三
句
、
第
四
句
の
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「
高
楼
た
か
ど
の

を
ふ
り
さ
け
見
れ
ど
」
も
、
萬
葉
挽
歌
の
「
大
殿
お
ほ
と
の

を
振
り
放
け
見
つ
つ
」

（
2
一
九
九
）、「
大
殿
を
振
り
放
け
見
れ
ば
」（
13
三
三
二
四
）
の
表
現
の
熟
知

に
因よ

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
昌
預
歌
の
よ
う
に
、「
ふ
り
さ
け
見
れ
ど、
」
と

逆
接
の
「
ど
」
を
介
し
て
「
見
え
ぬ
」
に
続
け
た
例
は
萬
葉
集
に
は
な
い
。
心

情
に
即
し
て
の
昌
預
の
工
夫
と
言
え
よ
う
。

「
箏
」
や
「
写
し
絵
」
と
い
う
家
の
中
に
あ
る
よ
す
が
の
物
や
高
楼
と
い
う

建
物
そ
の
も
の
の
よ
す
が
を
見
て
の
歌
の
後
に
は
、
家
の
外
の
「
月
」
を
通
し

て
亡
父
を
偲
ぶ
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
は
、「
高
楼
」
と
の
縁

も
考
慮
さ
れ
て
い
よ
う
。

月
の
明
か
か
り
け
る
に
詠
め
る

八
三
四
　
世
に
座ま

さ
ば
今
宵
の
月
も
愛め

で
ま
し
と
か
に
か
く
父
の
忘
ら
え

ぬ
か
も

八
三
五
　
新
玉
あ
ら
た
ま

の
月
日
経
ゆ
け
ど
暫
し
ば
ら

く
も
父
の
御
影
の
忘
ら
え
ぬ
か
も

八
三
六
　
ぬ
ば
玉
の
夢
に
も
見
ま
く
ほ
り
す
れ
ど
寝い

も
寝ね

ら
れ
ね
ば
術す
べ

を

知
ら
な
く

八
三
七
　
父
君
の
常
に
お
は
し
し
高
殿
を
振
り
さ
け
見
れ
ば
さ
ら
に
悲
し

も

美
し
い
月
明
か
り
の
夜
に
は
、
月
を
愛
で
た
亡
父
の
こ
と
が
、
こ
と
に
偲
ば

れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
歌
詠
の
表
現
か
ら
、
第
一
首
八
三
四
は
先
掲
昌
預

歌
八
二
二
を
踏
ま
え
、
第
二
首
八
三
五
は
先
掲
八
二
二
・
八
二
三
を
、
第
三
首

八
三
六
は
先
掲
八
二
三
を
、
そ
し
て
第
四
首
八
三
七
は
八
三
三
を
踏
ま
え
て
い

る
と
言
え
る
。

以
上
、
論
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
八
一
三
歌
〜
八
三
七
歌
ま
で
は
、
昌
預
の

亡
父
哀
悼
追
慕
の
念
に
よ
っ
て
緊
密
に
織
り
成
さ
れ
た
一
連
の
歌
群
と
言
え
よ

う
。
こ
の
後
、
二
十
首
を
隔
て
て
、
再
び
八
五
八
歌
か
ら
八
七
六
歌
ま
で
に
断

続
的
に
亡
父
追
慕
の
歌
が
現
わ
れ
る
。
歌
番
号
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
八
五
八
、

八
六
一
〜
二
、
八
六
三
、
八
六
九
、
八
七
〇
〜
一
、
八
七
二
、
八
七
三
、
八
七

四
〜
六
の
十
二
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の
七
、
八
月

頃
の
詠
作
と
推
定
さ
れ
る
が
、
本
来
な
ら
ば
八
月
の
歌
の
前
に
置
か
れ
る
べ
き

文
月
の
頃
の
歌
（
八
七
二
）
が
葉
月
の
八
六
九
〜
八
七
一
と
八
七
三
の
歌
の
間

に
存
す
る
と
い
う
状
況
を
呈
す
る
。
案
ず
る
に
こ
れ
は
、
歌
詠
の
資
料
が
異
な

っ
て
い
る
た
め
に
生
じ
た
現
象
と
推
察
さ
れ
る
。
上
に
指
摘
し
た
事
例
の
場
合
、

文
月
の
頃
の
八
七
二
歌
は
、
葉
月
の
頃
の
八
七
三
歌
と
同
居
す
る
一
資
料
に
あ

る
た
め
に
そ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
と

い
う
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
先
掲
十
二
首
の
亡
父
追
慕
詠
は
、
�Ⅰ
八
五
八
、

�Ⅱ
八
六
一
〜
二
と
八
六
三
、
�Ⅲ
八
六
九
と
八
七
〇
〜
一
、
�Ⅳ
八
七
二
と
八
七
三
、

�Ⅴ
八
七
四
〜
六
の
五
つ
の
資
料
か
ら
成
る
と
判
断
さ
れ
る
。
以
下
、
具
体
的
に

見
て
ゆ
き
た
い
。

�Ⅰ
の
八
五
八
歌
は
次
の
と
お
り
。

八
月
十
五
日
曇
り
け
れ
ば
（
第
一
首
は
略
す
る
）

八
五
八
　
ち
ち
（
７
）
の
実
の
父
の
み
こ
と
の
い
ま
さ
ね
ば
今
宵
の
月
の
曇
ら
く

も
よ
し

先
に
月
明
か
り
の
夜
に
お
け
る
亡
父
追
慕
歌
八
三
四
〜
七
を
考
察
し
た
が
、

亡
父
も
昌
預
も
毎
年
八
月
十
五
日
の
月
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
今
年
は
あ
い
に
く
の
曇
り
空
。
昌
預
は
、
父
が
こ
の
世
に
い
な
い
の

で
今
宵
の
月
の
曇
っ
て
見
え
な
い
の
も
か
ま
わ
な
い
と
述
べ
、
父
不
在
の
悲
し

み
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
萬
葉
集
の

我
が
背せ

子こ

と
ふ
た
り
し
居を

ら
ば
山
高
み
里
に
は
月
は
照
ら
ず
と
も
よ
し

（
6
一
〇
三
九
）

の
歌
も
熟
知
の
こ
と
に
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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�Ⅱ
群
の
八
六
一
〜
三
歌
に
目
を
移
そ
う
。

葉
月
の
頃
ほ
ひ
父
君
の
御
陵
へ
詣
で
て
詠
め
る

八
六
一
　
朝
毎
に
岩
根
松
み
て
通
へ
れ
ど
父
の
み
こ
と
は
見
え
ま
さ
ぬ
か

も

八
六
二
　
岩
戸
破わ

る
手た

力
ぢ
か
ら
男を

に
も
あ
ら
ま
せ
ば
隠
れ
し
君
を
ま
た
も
か
へ

さ
め

物
へ
ま
か
り
け
る
道
に
て
詠
め
る

八
六
三
　
朝
毎
に
父
と
共
々
こ
し
道
を
独
り
し
行ゆ

け
ば
真ま

う
ら
悲
し
も
（
８
）

く
る
日
も
く
る
日
も
昌
預
は
亡
父
の
御
墓
へ
通
う
。
そ
の
折
の
歌
が
八
六
一

〜
二
歌
で
あ
る
。
八
六
一
歌
は
、
毎
朝
御
墓
へ
の
途
中
、
長
寿
の
岩
根
松
の
大

樹
を
見
る
に
つ
け
、
こ
み
上
げ
て
く
る
父
不
在
の
無
常
の
悲
し
さ
を
詠
ん
で
い

る
。
お
そ
ら
く
、
昌
預
は
父
と
と
も
に
何
度
も
こ
の
長
寿
の
松
を
見
て
は
讃
え

た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
八
六
二
歌
は
、
御
墓
に
到
り
着
き
、
み
墓
の

堅
固
な
石
組
み
を
見
た
時
に
、
日
本
神
話
に
登
場
す
る
手
力
男
に
連
想
が
及
ん

で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
手
力
を
も
っ
て
、
天
照
大
御
神
を
岩
戸
の
外
に
出
し
、

高
天
原
に
生
命
の
光
を
蘇
ら
せ
た
手
力
男
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
お
隠
れ
に
な
っ

た
父
君
を
現
世
に
帰
え
ら
す
の
に
」
と
、
は
か
な
い
仮
想
を
寄
せ
て
い
る
。

八
六
三
歌
は
、
八
六
一
歌
を
承う

け
て
、「
道
」
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
た
歌
。

毎
朝
父
と
と
も
に
歩
い
た
道
を
今
は
た
だ
一
人
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
ゆ
く
。
そ

の
時
の
心
情
を
「
独
り
し
行
け
ば
真
う
ら
悲
し
も
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、

萬
葉
集
の
舎
人
等
慟
傷
歌
群
（
2
一
七
一
〜
一
九
三
）
の
先
掲
一
九
〇
歌
の
直

前
に
存
す
る
、

朝
日
照
る
嶋
の
御み

門か
ど

に
お
ほ
ほ
し
く
人
音
ひ
と
お
と

も
せ
ね
ば
真
う
ら
悲
し
も

（
一
八
九
）

の
結
句
や
、
大
伴
旅
人
の
亡
妻
挽
歌
（
3
四
三
八
〜
四
四
〇
、
四
四
六
〜
四
五

三
）
の
、

妹
と
来こ

し
敏
馬
み
ぬ
め

の
崎さ
き

を
帰
る
さ
に
独
り
し
見
れ
ば
涙
ぐ
ま
し
も
（
四
四
九
）

行ゆ

く
さ
に
は
二
人
我わ

が
見
し
こ
の
崎
を
独
り
過
ぐ
れ
ば
心
悲
し
も
（
四
五

〇
）

の
そ
れ
ぞ
れ
の
下
二
句
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

�Ⅲ
群
の
八
六
九
歌
と
八
七
〇
〜
一
歌
は
次
の
と
お
り
。

葉
月
月
あ
か
き
夜
父
君
を
思
ひ
て
詠
め
る

八
六
九
　
名な

細ぐ
は

し
き
月
の
光
は
照
ら
せ
れ
ど
心
さ
ぶ
し
も
無
き
人
思
へ
ば

父
の
夢
に
見
え
ま
せ
け
れ
ば

八
七
〇
　
秋
深
く
慕
ふ
心
や
父
君
の
一
夜
も
落
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る

八
七
一
　
宵
々
の
夢
の
直
ち
に
見
る
君
を
現
に
一
目
見
る
由
も
な
し

八
六
九
歌
は
、
葉
月
の
月
の
明
る
く
美
し
い
夜
に
亡
父
へ
の
思
い
を
誘
発
さ

れ
て
詠
ん
だ
歌
。
上
三
句
「
名
細
し
き
月
の
光
は
照
ら
せ
れ
ど
」
は
、
萬
葉
集

の
柿
本
人
麻
呂
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
、

去こ

年ぞ

見
て
し
秋
の
月つ

く

夜よ

は
照
ら
せ
ど
も
相あ

ひ

見み

し
妹い

も

は
い
や
年と

し

離さ
か

る
（
2
二

一
一
）

の
上
三
句
を
踏
ま
え
、
下
二
句
の
「
心
さ
ぶ
し
も
無
き
人
思
へ
ば
」
は
、
萬
葉

集
の
「
和
銅
四
年
辛
亥
に
、
河
辺
宮
人
、
姫
島
の
松
原
の
美
人
の
屍
し
か
ば
ねを

見
て
、

哀か

慟な

し
び
て
作
る
歌
四
首
」（
4
四
三
四
〜
七
）
の
、

風
早
か
ざ
は
や

の
三み

穂ほ

の
浦
み
の
白し
ら

つ
つ
じ
見
れ
ど
も
さ
ぶ
し
無
き
人
思
へ
ば
（
四

三
四
）

の
下
二
句
を
踏
ま
え
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
一
点
注
意
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
八
六
九
歌
の
第
三
句
の
訓
に

つ
い
て
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
八
六
九
歌
第
三
句
は
「
照
ら
せ
れ
ど
」

と
な
っ
て
お
り
、
昌
預
が
萬
葉
集
二
一
一
番
歌
の
第
三
句
を
廣
瀬
本
の
「
照
ら
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せ
ど
も
」
の
訓
に
拠
ら
ず
に
、「
照
ら
せ
れ
ど
」
と
訓
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
訓
の
問
題
は
、
先
に
八
二
四
歌
の
「
青
旗
の
小

旗
の
」
の
箇
所
で
論
じ
た
の
と
同
様
、
賀
茂
真
淵
『
萬
葉
考
』
の
「
照
ら
せ
れ

ど
」
の
訓
に
拠
っ
た
た
め
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
氷
解
し
よ
う
。

「
父
君
を
思
ひ
て
詠
め
る
」
歌
八
六
九
の
次
に
、「
父
の
夢
に
見
え
ま
せ
け

れ
ば
」
と
題
す
る
八
七
〇
〜
一
の
歌
が
存
す
る
の
は
、
対
象
を
深
く
思
い
続
け

れ
ば
、
夢
に
現
わ
れ
る
と
い
う
発
想
に
拠
る
で
あ
ろ
う
。

八
七
〇
歌
の
「
一ひ
と

夜よ

も
落
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る
」（「
一
夜
も
落
ち
ず
」
は
一

夜
も
欠
か
さ
ず
毎
晩
、
の
意
）
の
表
現
は
、
萬
葉
集
の
、

我
妹
わ
ぎ
も

子こ

が
い
か
に
思
へ
か
ぬ
ば
た
ま
の
一
夜
も
お
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る

（
15
三
六
四
七
）

思
ひ
つ
つ
寝ぬ

れ
ば
か
も
と
な
ぬ
ば
た
ま
の
一
夜
も
お
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る

（
15
三
七
三
八
）

な
ど
の
襲
用
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
上
二
句
の
「
秋
深
く
慕
ふ
心
や
」
の

魅
力
的
な
表
現
が
当
歌
を
単
な
る
踏
作
歌
か
ら
救
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

八
七
〇
歌
の
「
一
夜
も
落
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る
」
に
、「
現
に
一
目
見
る
由

も
な
し
」
と
対
応
さ
せ
て
、
現
実
の
会
い
の
な
い
こ
と
を
悲
し
ん
だ
の
が
八
七

一
番
歌
で
あ
る
。

続
い
て
�Ⅳ
群
。

文
の
頃
父
君
の
み
墓
に
詣
で
て
詠
め
る

八
七
二
　
朝
宵
に
行
き
来
を
す
れ
ど
こ
の
道
の
た
づ
た
づ
し
く
も
思
ほ
ゆ

る
か
も葉

月
頃
詠
め
る

八
七
三
　
あ
ら
玉
の
月
日
は
数
多
あ
ま
た

過
ぎ
行
け
ど
か
へ
り
来
ま
さ
ぬ
父
の
君

か
も

八
七
二
歌
は
墓
参
時
の
歌
。
朝
宵
に
御
墓
に
行
き
来
す
る
道
を
「
た
づ
た
づ

し
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
も
」（
心
細
く
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
）
と
詠
ん
で
い
る
。

「
た
づ
た
づ
し
」
は
、
萬
葉
集
に
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

・
夕
闇
は
道、
た
づ
た
づ
し
月
待
ち
て
行い

ま
せ
我
が
背せ

子こ

そ
の
間ま

に
も
見
む

（
4
七
〇
九
）

・
草く
さ

香か

江え

の
入
江
い
り
え

に
あ
さ
る
葦
鶴
あ
し
た
づ

の
あ
な
た
づ
た
づ
し
友
な
し
に
し
て

（
4
五
七
五
）

・
天
雲
あ
ま
く
も

に
翼は

ね

打う

ち
つ
け
て
飛
ぶ
鶴
の
た
づ
た
づ
し
か
も
君
し
い
ま
さ
ね
ば

（
11
二
四
九
〇
）

こ
の
よ
う
な
例
も
昌
預
の
熟
知
に
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
下
三
句
の
類
型

表
現
を
単
な
る
類
型
表
現
に
終
わ
ら
せ
な
い
の
が
上
二
句
の
「
朝
宵
に
行
き
来

を
す
れ
ど
」
の
客
観
的
な
状
況
表
現
。
そ
れ
に
よ
っ
て
下
三
句
の
心
の
闇
（
不

安
）
が
濃
く
漂
う
の
で
あ
る
。
そ
の
「
行
き
来
」
と
関
わ
ら
せ
て
、「
月
日
は

数
多
過
ぎ
行
け
ど
か
へ
り
来

、
、
、
、
、
、
、

ま
さ
ぬ
父
の
君
か
も
」
と
嘆
い
た
の
が
、
八
七
三

歌
で
あ
る
と
読
む
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
か
け
が
え
の
な
い
人
が
亡
く
な
っ
て

一
年
も
経
た
な
い
う
ち
は
、
亡
き
人
が
ひ
ょ
っ
こ
り
帰
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が

し
て
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
悲
し
く
打
ち
消
す
か
の

よ
う
に
、「
か
へ
り
来
ま
さ
ぬ
父
の
君
か
も
」
と
詠
み
収
め
て
い
る
。

八
七
三
歌
と
同
じ
く
葉
月
の
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
�Ⅴ
群
八
七
四
〜
六
の
三

首
は
、
萬
葉
集
歌
に
裏
打
ち
さ
れ
て
開
花
し
た
重
要
な
歌
々
で
あ
る
。

父
の
み
隠
れ
ま
し
て
後
萩
の
花
を
見
て

八
七
四
　
わ
が
宿
に
咲
け
る
秋
萩
そ
を
見
れ
ど
心
も
行ゆ

か
ず
父
し
座ま

さ
ね

ば

八
七
五
　
秋
毎
あ
き
ご
と

に
め
し
給た
ま

は
ら
で
愛め

で
ま
し
し
真ま

垣が
き

の
萩
は
咲
き
に
け
る

か
も
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八
七
六
　
わ
が
宿
の
籬
ま
が
き
の
真
萩
手た

折を

り
て
も
見
せ
ま
く
欲
し
き
父
ぞ
い
ま

さ
ぬ

亡
父
は
萩
の
花
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
風
流
人
で
あ
っ
た
。
右
の
八
七
四
〜
六

の
三
首
は
、
真
垣
の
萩
の
花
を
通
し
て
亡
父
を
偲
ん
だ
歌
で
あ
る
。

こ
の
三
首
に
は
、
萬
葉
集
の
大
伴
家
持
の
亡
妾
悲
傷
歌
（
3
四
六
二
〜
四
七

四
）
の
影
響
が
色
濃
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
首
八
七
四
と
第
三
首
八
七
六
は
、

亡
妾
悲
傷
歌
群
中
の
唯
一
の
長
歌
四
六
六
の
、

我
が
や
ど
に
花
ぞ
咲
き
た
る
　
そ
を
見
れ
ど
心
も
ゆ
か
ず
　
は
し
き
や
し

妹
が
あ
り
せ
ば

水み

鴨か
も

な
す
ふ
た
り
並
び
居ゐ

手
折
り
て
も
見
せ
ま
し
も

の
を
…
…

の
十
句
を
意
識
し
、
傍
線
部
の
表
現
を
第
一
首
八
七
四
に
生
か
し
、
波
線
部
の

表
現
を
第
三
首
八
七
六
に
生
か
し
た
も
の
と
見
て
狂
い
は
な
い
。
ま
た
、
第
二

首
八
七
五
も
、
亡
妾
悲
傷
歌
の
、

ま
た
、
家
持
、
砌
み
ぎ
り

の
上
の
瞿
麦

な
で
し
こ

の
花
を
見
て
作
る
歌
一
首

秋
さ
ら
ば
見
つ
つ
偲し
の

へ
と
妹
が
植
ゑ
し
や
ど
の
な
で
し
こ
咲
き
に
け
る

か
も
（
四
六
四
）

を
踏
ま
え
た
作
と
見
て
間
違
わ
な
い
。

昌
預
歌
第
一
首
八
七
四
を
裏
打
ち
す
る
亡
妾
悲
傷
歌
四
六
六
の
傍
線
部
の
表

現
は
、
萬
葉
集
中
唯
一
の
注
目
す
べ
き
表
現
で
あ
り
、
本
稿
者
は
か
つ
て
先
掲

拙
著
『
テ
ー
マ
別
万
葉
集
』（
第
二
章
四
四
頁
脚
注
）
に
、「
悲
し
み
の
あ
ま
り
、

愛
す
る
花
を
見
て
も
心
が
向
か
っ
て
ゆ
か
ず
、
た
だ
ぼ
う
然
と
あ
る
家
持
の
姿

を
浮
き
彫
り
に
す
る
実
存
的
表
現
」
と
記
し
た
。
昌
預
は
そ
の
表
現
に
本
稿
者

よ
り
も
ず
っ
と
は
や
く
に
注
目
し
、
し
か
も
そ
の
表
現
の
力
を
借
り
て
自
作
歌

を
詠
み
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
萬
葉
集
を
深
く
深
く
読
み
こ
ん
で
い
な
け
れ

ば
で
き
な
い
所
作
で
あ
る
。

第
二
首
八
七
五
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
亡
妾
悲
傷
歌
四
六
四
を
踏
ま
え
て
の

作
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
上
二
句
の
「
秋
毎
に
め
し
給
は
ら
で
」（「
め
し
」
は

「
見
し
」
で
、「
見
る
」
の
尊
敬
語
「
見
す
」
の
連
用
形
。
二
句
は
、
秋
ご
と
に

ご
覧
に
な
ら
な
い
で
、
の
意
）
の
布
置
に
よ
っ
て
、
父
の
い
な
い
空
虚
で
音
な

き
空
間
に
咲
く
萩
の
花
の
映
像
が
、
一
首
を
読
ん
だ
直
後
、
読
者
の
心
に
映
し

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

亡
妾
悲
傷
歌
の
四
六
六
歌
の
波
線
部
を
踏
ま
え
る
昌
預
歌
八
七
六
は
、
第
二

首
八
七
五
の
下
三
句
「
愛
で
ま
し
し
真
垣
の
萩
は
咲
き
に
け
る
か
も
」
を
承
け

て
、「
わ
が
宿
の
籬
の
真
萩
．
．

」
と
歌
い
起
こ
し
て
い
る
。「
真
萩
」
の
語
は
萬
葉

集
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
語
を
昌
預
は
当
歌
の
他
に
も
、「
安
永
八
年
亥
七

月
よ
り
詠
草
」
の
、「
昌
嘩
の
一
周
忌
に
あ
た
り
け
れ
ば
」（「
昌
嘩
」
は
昌
預

の
弟
）
の
題
詞
を
掲
げ
る
四
八
一
〜
四
の
第
二
首
に
、

四
八
二
　
秋
浅
き
ま
が
き
の
真
萩
．
．

手た

向む

け
ん
と
折
あ
ら
ぬ
袖
に
か
か
る
白

露

と
用
い
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
も
「
安
永
二
年
癸
巳
秋
詠
草
」
に
「
真
萩
は
ら
」

の
語
を
次
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
。

二
九
二
　
宮
城
野
や
今
を
盛
り
の
真
萩
は
ら
朝
立
つ
（
９
）
鹿
も
心
有
り
な
ん

二
九
三
　
さ
や
か
な
る
月
の
光
に
真
萩
は
ら
錦
は
夜
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る

「
真
萩
」
の
語
に
は
、
萩
に
寄
せ
る
昌
預
の
格
別
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
真
萩
」
を
「
手
折
り
て
も
見
せ
ま
く
欲
し
き
父
ぞ
い
ま

さ
ぬ
」
と
昌
預
が
詠
ん
だ
時
、
第
二
首
八
七
五
の
「
秋
毎
に
め
し
給
は
ら
で
」

の
表
現
と
あ
い
ま
っ
て
、
昌
預
の
脳
裏
に
は
、
風
流
人
で
あ
っ
た
亡
き
父
と
、

命
終
間
際
に
「
萩
の
花
咲
き
て
あ
り
や
」（
萬
葉
集
3
四
五
五
）
と
問
う
た
萬

葉
の
風
流
人
大
伴
旅
人
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
父
の
こ
と
を
思
わ
な
い
日
は
一
日
と
て
な
い
昌
預
で
あ
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る
が
、
一
周
忌
を
迎
え
て
悲
し
み
を
あ
ら
た
に
し
た
の
が
、
八
九
六
〜
八
の

「
涙
」
の
三
首
で
あ
る
。父

君
の
み
ま
か
り
ま
し
し
は
昨
日
今
日
か
の
ご
と
お
も
ほ

え
ぬ
る
（
10
）
を
早
一
巡
り
に
な
り
に
た
り
さ
れ
ど
袖
の
露
は
新

も
（
11
）
の
ご
と
置
き
余
り
つ
つ
泣
く
泣
く
手
向
け
し
侍
る
と
て

八
九
六
　
白
妙
の
麻
の
衣
は
脱
ぎ
し
か
ど
涙
の
雨
の
限
り
知
ら
ず
も

八
九
七
　
久
方
の
天
雲
隠
れ
行ゆ

く
鳥
の
音ね

に
の
み
鳴
き
ぬ
こ
の
年
頃
を

八
九
八
　
一
と
せ
も
流
れ
来
に
け
り
落
ち
滝
ち
淀
み
も
や
ら
ぬ
涙
と
共
に

八
九
六
、
八
九
七
歌
に
は
、
萬
葉
集
の
山
上
憶
良
の
、

・
か
く
の
み
や
息
づ
き
居を

ら
む
あ
ら
た
ま
の
来き

経へ

行ゆ

く
年
の
限
り
知
ら
ず

て
（
5
八
八
一
）

・
慰
む
る
心
は
な
し
に
雲
隠
り
鳴
き
行
く
鳥
の
音
の
み
し
泣
か
ゆ
（
5
八

九
八
）

な
ど
の
表
現
が
投
影
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
首
八
九
八
は
、
一
年
の
月
日

の
は
や
い
流
れ
を
、
悲
し
み
の
渦
を
巻
い
て
流
れ
る
涙
の
川
に
た
と
え
て
感
慨

深
い
。

一
周
忌
の
後
も
、
昌
預
の
亡
父
追
慕
は
う
ち
つ
づ
く
。

或
夜
夢
父
公
作
歌
（
12
）

九
三
三
　
父
乃
実
之
父
止
倶
々
立
出
之
此
夜
能
由
目
乃
波
余
悲
下

（
父
の
実
の
父
と
共
々
立
ち
出
で
し
こ
の
夜
の
夢
の
波
よ
悲
し

も
）

と
い
う
印
象
深
い
歌
を
生
み
成
し
て
い
る
。
詩
的
言
語
「
夢
の
波
」
が
読
者
の

心
に
う
ち
寄
せ
る
。

後
の
『
梨
園
集
』（
寛
政
四
年
）
に
は
、

父
君
の
三
回
忌
に
詠
め
る

一
一
九
一
　
呉
竹
の
千ち

尋い
ろ

の
影
を
忍
ぶ
に
も
そ
の
夜
な
が
ら
の
露
ぞ
乱
る

る

写
し
絵
を
拝
み
奉
り
て

一
一
九
二
　
面
影
は
露
た
が
は
ね
ど
咲
く
花
の
匂
ひ
か
が
れ
ぬ
絵
こ
そ
つ

ら
け
れ

の
歌
や
次
の
詠
を
収
録
し
て
い
る
。

父
の
書
き
置
き
給
ひ
し
物
を
見
て

一
二
〇
七
　
い
や
増
し
に
光
こ
そ
添
へ
残
し
置
く
君
が
形
見
の
水
茎
み
づ
く
き

の
跡

一
二
〇
八
　
あ
だ
な
ら
ぬ
形
見
な
る
ら
し
人
毎
に
し
る
べ
と
学
ぶ
水
茎
の

跡

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
昌
預
の
父
翼
は
、
持
明
院
流
書
道
の
奥
儀
を
極
め

た
書
道
の
達
人
で
あ
っ
た
。
昌
預
は
若
い
時
か
ら
父
の
書
に
象
徴
さ
れ
る
学
問

の
姿
勢
に
励
ま
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
は
形
見
の
そ
の
筆
の
跡
も
「
い

や
増
し
に
光
こ
そ
添
へ
」
と
昌
預
は
い
う
。
父
の
残
し
た
書
は
、
人
生
の
道
し

る
べ
と
し
て
、
昌
預
ら
の
歩
む
道
を
明
る
く
灯
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

四
　
春
日
昌
預
と
廣
瀬
本
萬
葉
集

以
上
、
廣
瀬
本
萬
葉
集
書
写
者
の
一
人
で
あ
る
春
日
昌
預
の
「
家
集
」（
天

明
五
年
│
寛
政
六
年
）
の
歌
々
を
、
萬
葉
集
歌
と
の
関
連
に
留
意
し
つ
つ
具
体

的
に
読
み
解
い
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
昌
預
が
萬
葉
集
歌
を
深
く
読
み
こ
ん
で

お
り
、
萬
葉
集
歌
に
学
ん
で
自
己
の
歌
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
そ
の
歌
は
単
な
る
踏
作
歌
を
脱
し
て
開
花
し
て
い
る
。
昌
預
が

敬
意
を
も
っ
て
用
い
た
萬
葉
集
歌
の
語
句
・
表
現
・
発
想
が
、
萬
葉
集
中
に
お

い
て
よ
り
も
い
っ
そ
う
深
み
や
き
ら
め
き
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
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な
い
の
で
あ
る
。

か
け
が
え
の
な
い
父
を
亡
く
し
、
そ
の
深
い
悲
し
み
、
そ
し
て
追
慕
の
念
を

表
出
し
た
一
連
の
作
品
は
、
日
本
文
学
史
上
に
ひ
と
き
わ
光
彩
を
放
つ
絶
唱
で

あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
意
義
深
い
作
品
も
、

実
感
と
し
て
胸
を
打
ち
目
頭
を
熱
く
さ
せ
る
萬
葉
集
歌
の
存
在
へ
の
敬
意
と
共

感
な
し
に
は
結
晶
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
昌
預
の
心
を
占
め
る
萬

葉
集
の
存
在
の
大
き
さ
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

昌
預
と
萬
葉
集
と
の
か
か
わ
り
は
、
は
や
く
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）、
十

九
歳
の
時
の
歌
と
覚
し
き
「
丑
年
詠
歌
」
に
お
い
て
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

萬
葉
集
の
山
部
赤
人
の
、

ぬ
ば
た
ま
の
夜よ

の
更ふ

け
ゆ
け
ば
久ひ
さ

木ぎ

生お

ふ
る
清
き
川
原
か
は
ら

に
千ち

鳥ど
り

し
ば
鳴
く

（
6
九
二
五
）

を
踏
ま
え
て
、「
千
鳥
」
と
題
す
る
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

二
七
一
　
む
ば
玉
の
夜よ

の
ふ
け
行
か
ば
う
ち
寄
す
る
波
の
立
ち
居
に
千
鳥

鳴
く
な
り

ま
た
、
昌
預
二
十
九
歳
の
時
の
歌
か
ら
始
ま
る
「
安
永
八
年
亥
七
月
よ
り
詠

草
」
に
も
、
憶
良
七
夕
歌
8
一
五
二
七
〜
九
（
先
掲
）
を
踏
ま
え
た
と
覚
し
き

次
の
「
七
夕
」
歌
を
収
録
し
て
い
る
。

四
二
八
　
天
の
河
浮
き
津
の
浪
の
立
ち
居
つ
つ
待
ち
焦
が
る
ら
し
妻
迎
へ

船

こ
の
よ
う
に
、
昌
預
十
代
の
こ
ろ
か
ら
、
萬
葉
集
歌
と
の
か
か
わ
り
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
昌
預
と
萬
葉
集
の
真
実
の
出
会
い
は
、
廣
瀬
本

萬
葉
集
二
十
巻
の
書
写
経
験
を
通
し
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
捉
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廣
瀬
本
萬
葉
集
の
奥
書
の
「
天
明
元
年
十
二
月
」
か
ら
三

年
七
カ
月
後
の
歌
か
ら
始
ま
る
当
「
家
集
」
に
、
萬
葉
集
と
の
有
機
的
関
連
性

の
色
濃
い
歌
々
が
開
花
し
て
い
る
こ
と
の
秘
密
が
解
け
る
の
で
あ
る
。
事
実
、

当
「
家
集
」
の
中
に
は
、
廣
瀬
本
萬
葉
集
に
賀
茂
真
淵
『
萬
葉
考
』
の
訓
説
の

書
き
入
れ
が
多
い
こ
と
と
響
き
合
う
よ
う
に
、『
萬
葉
考
』
の
訓
説
に
拠
る
萬

葉
集
歌
を
下
地
と
し
た
作
歌
例
が
二
例
確
認
さ
れ
た
（
先
述
）。
調
査
を
継
続

し
て
ゆ
け
ば
、
そ
の
数
は
さ
ら
に
増
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
廣
瀬
本
萬
葉
集
に
は
、
巻
三
所
収
大
伴
旅
人
の
亡
妻
挽
歌
の
四
四
九

歌
第
四
句
「
独
而
見
者
」
の
右
に
朱
で
「
預
考
ニ
此
而
ハ
四
ノ
誤
ナ
ラ
ン
」
と

書
き
入
れ
が
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
昌
預
の
亡
父
哀
悼
追
慕
詠
八
六
三
の

下
二
句
「
独
り
し
行
け
ば
真
う
ら
悲
し
も
」
は
、
そ
の
四
四
九
歌
の
「
独
り
し

見
れ
ば
涙
ぐ
ま
し
も
」
及
び
四
五
〇
歌
の
「
独
り
過
ぐ
れ
ば
心
悲
し
も
」
を
踏

ま
え
た
表
現
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
昌
預
に
お
け
る
廣
瀬
本

萬
葉
集
の
書
写
及
び
書
き
入
れ
経
験
と
作
歌
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
を
積
極
的

に
語
り
告
げ
る
事
例
と
思
わ
れ
る
。

巻
三
の
書
き
入
れ
は
、
四
四
九
歌
の
他
に
も
、
三
六
二
、
四
七
二
、
四
七
七

の
歌
句
に
も
存
し
、
計
四
ヶ
所
（
先
掲
『
校
本
萬
葉
集
十
八
』「
廣
瀬
本
萬
葉

集
解
説
」）。
す
べ
て
「
挽
歌
」
部
の
書
き
入
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
昌
預

が
巻
三
の
「
挽
歌
」
部
の
歌
々
を
入
念
に
読
み
こ
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
挽
歌
」
部
の
歌
の
表
現
を
亡
父
哀
悼
追
慕
詠
に
生
か
し
た
と

言
え
よ
う
。

で
は
何
故
、
亡
父
哀
悼
追
慕
の
詠
を
成
す
に
、
上
述
の
よ
う
に
萬
葉
集
歌
を

強
く
意
識
し
た
の
か
。
思
う
に
、
そ
れ
は
、
萬
葉
集
歌
の
魂
の
助
力
を
得
て
亡

父
の
魂
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
亡
父
が
生
前
に
萬
葉
集
を
こ

よ
な
く
愛
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
効
果
は
い
っ
そ
う
増
す
。

以
上
の
考
察
と
か
か
わ
り
、
春
日
昌
預
の
廣
瀬
本
萬
葉
集
の
底
本
の
入
手
経

路
と
そ
の
書
写
に
携
わ
っ
た
人
々
を
推
察
す
る
契
機
と
な
る
重
要
資
料
が
、
当
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「
家
集
」
に
存
す
る
。
そ
れ
は
次
の
歌
々
で
あ
る
。

天
明
六
年
午
七
月

駿
河
国
廬
原
郡
蒲
原
村
　
稚
宮
わ
か
み
や

大
明
神
奉
納
十
二
首
内

桜

七
六
六
　
玉
蜻
之
暮
之
月
者
雖
照
有
桜
能
陰
廼
起
巻
惜
毛

（
か
ぎ
ろ
ひ
の
ゆ
ふ
べ
（
13
）
の
月
は
照
ら
せ
ど
も
桜
の
影
の
起
た
ま

く
惜
し
も
）

七
六
七
　
足
日
木
之
山
乃
桜
廼
真
坂
庭
八
重
立
雲
乎
分
行
如

（
足
引
の
山
の
桜
の
目
前
ま
さ
か

に
は
八
重
立
つ
雲
を
分
け
行
く
ご
と

し
（
14
）
）

七
六
八
　
行
暮
志
桜
之
陰
尓
宿
共
不
知
伝
妹
之
阿
乎
待
良
牟
加

（
行
き
暮
れ
し
桜
の
か
げ
に
宿
る
と
も
知
ら
ず
て
妹い
も

が
吾あ

を
待

つ
ら
む
か
）

七
六
九
　
烏
玉
之
夜
目
尓
母
見
益
終
日
仁
桜
乃
花
能
艶
不
飽
者

（
ぬ
ま
玉
の
夜
目
に
も
見
ま
せ
終
日
ひ
ね
も
す

に
桜
の
花
の
艶
に
ほ
ひ

飽
か
ね
ば
）

七
七
〇
　
動
風
裳
莫
吹
散
桜
花
吾
兄
乃
君
之
見
尓
来
及
者

（
そ
よ
風
も
吹
き
な
散
ら
せ
そ
桜
花
吾あ
が

兄せ

の
君
が
見
に
来
る
ま

で
は
）

「
天
明
六
年
午
七
月
」
は
右
五
首
の
奉
納
歌
が
製
作
さ
れ
た
年
月
と
覚
し
く
、

実
際
に
奉
納
さ
れ
た
の
は
「
天
明
六
年
秋
八
月
」
で
あ
る
こ
と
と
昌
預
の
奉
納

歌
は
七
六
六
歌
の
一
首
の
み
で
あ
る
こ
と
が
、
先
掲
『
校
本
萬
葉
集
十
八
　
新

増
補
　
追
補
』（「
廣
瀬
本
萬
葉
集
解
説
」）
所
引
の
「
稚
宮
奉
納
哥
之
序
」
と

「
奉
納
歌
十
二
首
」
か
ら
知
ら
れ
る
。

今
、
そ
の
翻
刻
文
を
送
り
が
な
・
ル
ビ
、
句
読
点
を
付
す
な
ど
し
て
わ
か
り

や
す
く
読
み
下
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

稚
宮
奉
納
哥
之
序

往
昔
む
か
し

、
緑
青
あ
を
に

�よ
し

寧な

樂ら

の
朝
廷
み
か
ど

の
御み

代よ

、
山
部
宿
祢
赤
人
、
鶏と
り

が
鳴
く
吾
妻
あ
づ
ま

に
下
向
し
賜
へ
る
時
、
不
盡
山

ふ
じ
の
や
ま

を
見み

放さ

け
て
哥
作
り
賜
ひ
し
。
打
ち
縁よ

す

る
珠す

流る

河が

の
国
田た

兒ご

の
浦う
ら

の
辺
の
蒲
原
郷
な
る
倭
歌
宮
の
神
社
は
、
山
部

宿
祢
赤
人
の
霊
を
祭ま

祀つ

る
と
な
む
。
此
の
神
社
に
仕
へ
奉
る
某
主
の
乞
ふ

る
志
の
ま
に
ま
に
萬
葉
集
の
中
よ
り
　
く
数
四
十
余
の
歌
を
し
も
書
き
聚

め
一
巻
と
な
も
成
せ
り
。
夫そ
れ

次
に
朋
友
等
と
十
二
首
の
歌
を
作
り
て
共
に

大
御
神
の
廣
前
に
捧
さ
さ
げ

ぬ
。
実
に
言
葉
の
道
に
遊
ば
む
輩
は
挂
巻

か
け
ま
く

も
恐

か
し
こ

き
此

の
瑞
籬
み
づ
が
き

の
神
徳
を
仰
ぎ
奉
ら
ざ
ら
め
や
。
時
は
天
明
六
年
秋
八
月
望
の
日
、

な
ま
よ
み
の
甲
斐
の
国
山
梨
縣
萩
原
元
克
云
ふ
。

駿
河
国
廬
原
郡
蒲
原
郷
稚
宮
大
明
神
奉
納
歌
十
二
首

霞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
日
翼

白
雲
も
い
去ゆ

き
は
ば
か
る
不ふ

盡じ

の
嶺ね

の
み
雪
も
春
の
霞
た
な
び
く

桜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
日
昌
預

か
ぎ
ろ
ひ
の
暮
ゆ
う
べ

の
月
は
照
ら
せ
ど
も
桜
の
陰
の
起た

た
ま
く
惜
し
も

霍
公
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
元
直

我
が
や
ど
の
花
橘
の
香
ぐ
は
し
み
山
霍
公
鳥

ほ
と
と
ぎ
す

こ
ゆ
鳴
き
渡
る

五
月
雨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
間
徳
光

一
昨
日

を
と
つ
ひ

も
昨き

日ぞ

も
か
く
の
み
と
の
曇ぐ
も

り
晴は
れ

間ま

無
く
降
る
五
月
雨
の
空

榛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
鹿
建
雄

秋
の
野
に
紐ひ
も

解と

く
萩
は
こ
の
ご
ろ
の
そ
ほ
降
る
雨
に
散
り
か
過
ぎ
な
む

月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
日
昌
齢

も
の
の
ふ
の
八や

十そ

伴
男
と
も
の
を

も
名
ぐ
は
し
今
夜
こ
よ
ひ

の
月
は
見
つ
つ
も
あ
ら
む

雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
好
謙

月
影
の
照
る
か
と
思
へ
ば
夜よ

の
ほ
ど
ろ
庭
に
降
り
積
む
雪
に
あ
り
け
る
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水
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
蒿
道

夜よ

く
た
ち
て
氷
こ
ほ
り

や
す
ら
し
隠
沼
こ
も
り
ぬ

に
す
だ
く
鴨
め
の
数し
ば

鳴な

き
と
よ
む

相
聞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
　
土
麿

小を

山や
ま

田だ

の
稲い
ね

の
穂ほ

向む

き
の
諸も
ろ

向む

き
に
吾わ
れ

は
寄よ

り
な
む
君妹
が
ま
に
ま
に

別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
味
益
雄

今
日
別
る
明あ

日す

香か

の
河
の
河
水
の
行ゆ

き
廻め

ぐ

り
つ
つ
逢あ

は
む
日
も
が
も

羇
旅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
庸
昌

五い

百ほ

重へ

山や
ま

越
え
て
し
来
れ
ば
故
郷
ふ
る
さ
と

の
妹い
も

や
恋
ふ
ら
む
馬う
ま

つ
ま
づ
く
も

祝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榛
原
元
克

萬
代
よ
ろ
づ
よ

も
国
安
く
に
や
す

か
れ
と
霊た
ま

ぢ
は
ふ
神
の
御み

室む
ろ

に
幣
奉

ぬ
さ
た
て
ま
つる

春
日
昌
預
と
そ
の
歌
は
、
第
二
の
位
置
に
あ
る
。
最
初
に
立
つ
の
が
昌
預
の

父
春
日
翼
と
そ
の
歌
詠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
十
二
人
の
中
で
翼
が
最

も
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
の
翼
の
歌
は
「
序
」
に
い
う
山

部
赤
人
の
「
不
尽
山

ふ
じ
の
や
ま

を
望み

る
歌
」（
萬
葉
集
巻
三
・
三
一
七
〜
八
）
を
踏
ま
え

た
歌
で
あ
る
。
翼
が
萬
葉
集
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。「
序
」
に
は
奉
納
歌
と
し
て
「
萬
葉
集
」
の
中
か
ら
四
十
余

首
の
歌
を
選
ん
で
一
巻
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
選
歌
の
も
と
に

な
っ
た
「
萬
葉
集
」
は
、
廣
瀬
本
萬
葉
集
の
底
本
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る

（
そ
の
写
本
で
あ
る
廣
瀬
本
萬
葉
集
も
参
照
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
）。
こ
の
底
本
は
、

春
日
翼
が
所
蔵
し
て
い
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、

翼
の
家
は
、
和
漢
の
古
書
を
収
蔵
し
た
と
い
う
。
そ
の
中
に
、
廣
瀬
本
萬
葉
集

の
底
本
と
な
っ
た
、
定
家
本
萬
葉
集
を
祖
と
す
る
写
本
が
存
し
た
の
で
は
な
い

か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
翼
が
、
そ
の
写
本
の
書
写
を
子
の
昌

預
ら
に
命
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
序
」
に
「
朋
友
等
」
と
記
さ
れ
、
歌

を
奉
納
し
た
十
二
人
は
、
廣
瀬
本
萬
葉
集
の
書
写
を
行
な
っ
た
人
と
、
直
接
書

写
を
行
な
わ
な
く
て
も
何
ら
か
の
形
で
廣
瀬
本
万
葉
集
の
書
写
に
関
わ
っ
た
人

た
ち
だ
と
思
わ
れ
る
（
以
上
の
こ
と
、
別
稿
に
詳
述
す
る
）。

廣
瀬
本
萬
葉
集
の
成
立
に
は
、
学
の
道
し
る
べ
で
あ
っ
た
春
日
翼
へ
の
尊
敬

と
感
謝
の
気
持
ち
が
底
流
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
二
〇
〇
二
年
〈
平
成
十
四
〉
五
月
十
二
日
）

注
（
1
）
そ
の
三
〇
七
九
番
歌
は
、
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
（
歌
の
本
文
は
先
掲

『
春
日
昌
預
全
家
集
』
に
基
本
的
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。
原
本
を
確
認
し
て

稿
者
が
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。
以
下
、
必
要
に
応
じ
て
注
記
す
る
。）。

六
月
六
日
虻
来
而
我
毛
々
乎
咋
祁
流
時
作
謌

（
六
月
六
日
あ
む
来
り
て
我
が
股
を
咋く

ひ
け
る
と
き
作
る
歌
）

三
〇
七
九
　
阿
我
毛
母
尓
阿
牟
加
岐
都
岐
阿
那
伊
多
夜
阿
岐
豆
毛
賀
母
阿

岐
豆
波
夜
具
閇

（
あ
が
股
に
虻あ
む

き
付
き
あ
な
痛
や
蜻
蛉

あ
き
つ

も
が
も
あ
き
つ
早

食
へ
）

こ
の
歌
は
、『
古
事
記
』
雄
略
天
皇
条
の
吉
野
の
阿あ

岐き

豆づ

野の

の
地
名
起

源
と
、
倭
の
国
を
蜻
蛉
あ
き
づ

島し
ま

と
呼
ぶ
由
来
を
語
る
記
歌
謡
九
七
を
踏
ま
え
、

各
句
の
頭
が
「
あ
」
と
い
う
音
を
持
つ
よ
う
に
作
っ
た
戯ざ

れ
歌
で
あ
る
。

萬
葉
仮
名
表
記
が
成
さ
れ
た
の
も
、『
古
事
記
』
を
ふ
ま
え
た
こ
と
と
か

か
わ
る
で
あ
ろ
う
。

（
2
）『
春
日
昌
預
全
家
集
』
に
は
、
一
つ
の
解
と
し
て
「
乳
」
の
字
を
あ
て
て

い
る
け
れ
ど
も
、
原
本
の
「
ち
ち
」
を
そ
の
ま
ま
生
か
す
こ
と
に
す
る
。

（
3
）
注
（
2
）
と
同
様
に
「
乳
」
を
改
め
、
原
本
の
「
父
」
の
字
を
そ
の
ま

ま
生
か
す
。
後
掲
九
三
三
歌
の
訓
み
下
し
文
に
お
い
て
も
同
じ
。
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（
4
）『
春
日
昌
預
全
家
集
』
に
は
「
見
し
」。
原
本
を
確
認
し
て
「
見
え
」
に

改
め
る
。

（
5
）
注
（
4
）
に
同
じ
。

（
6
）『
春
日
昌
預
全
家
集
』
に
は
「
舟
」
の
直
上
に
「
箏
」
の
一
字
が
存
す
る
。

し
か
し
、
原
文
に
は
な
く
、
衍
字
と
判
断
し
て
削
除
す
る
。

（
7
）
注
（
2
）
と
同
様
、
原
本
の
「
ち
ち
」
を
そ
の
ま
ま
生
か
す
。

（
8
）『
春
日
昌
預
全
家
集
』
に
は
「
真ま

憂う

く
悲
し
も
」
と
あ
る
。
原
本
を
確
認

し
て
「
真
う
ら
悲
し
も
」
に
改
め
る
。

（
9
）『
全
家
集
』
に
は
「
起
き
ふ
す
」
と
あ
る
。
原
本
に
は
「
朝
た
つ
」（
稿

者
注
、「
た
つ
」
は
「
立
つ
」
の
意
）
と
あ
り
、
そ
の
右
に
「
起
ふ
す
イ
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
イ
」
は
異イ

本ホ
ン

の
「
イ
」
で
、
元
に
な
っ
た
資

料
に
は
「
起
ふ
す
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ

っ
て
、「
起
ふ
す
」
は
初
案
の
本
文
で
、「
朝
立
つ
」
が
確
定
本
文
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
。

（
10
）『
全
家
集
』
の
「
お
も
ほ
し
ぬ
る
」
を
、
原
本
を
確
認
し
て
「
お
も
ほ
え

ぬ
る
」
に
改
め
る
。

（
11
）「
新
も
」
は
「
新
喪
」
で
、
今
亡
く
な
っ
た
身
内
の
喪
の
意
。
萬
葉
集
の

「
菟
原
う
な
ひ

娘
子
を
と
め

が
墓
を
見
る
歌
」（
9
一
八
〇
九
〜
一
八
一
一
）
に
「
新
喪
の

ご
と
も
哭ね

泣な

き
つ
る
か
も
」（
一
八
〇
九
）
の
表
現
が
あ
る
。

（
12
）
こ
の
題
詞
は
、「
或
る
夜
、
父
公
ち
ち
ぎ
み

を
夢
に
見
て
作
る
歌
」
と
訓
む
べ
き
か
。

（
13
）『
全
家
集
』
に
は
「
玉
蜻
之
暮
」
を
「
玉
か
ぎ
る
し
ぐ
れ
」
と
訓
ん
で
い

る
。
け
れ
ど
も
、
同
一
歌
を
載
せ
る
後
掲
「
駿
河
国
廬
原
郡
蒲
原
郷
稚
宮

大
明
神
奉
納
歌
十
二
首
」
の
翻
刻
（
先
掲
『
校
本
萬
葉
集
十
八
　
新
増
補

追
補
』
の
「
廣
瀬
本
萬
葉
集
解
説
」
所
載
の
深
山
忠
六
氏
所
蔵
資
料
の
翻

刻
）
に
、「
玉
蜻
能、
暮
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
か
ぎ
ろ
ひ
の
ゆ

ふ
べ
」
と
訓
む
の
が
、
作
者
の
意
図
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）『
全
家
集
』
に
は
「
分
け
行
く
が
ご
と
」。
文
脈
を
考
慮
し
て
「
分
け
行

く
ご
と
し
」
と
訓よ

み
改
め
る
。

─85（30）─
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