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一
、
読
み
込
ま
れ
て
い
な
い
名
歌

　
『
万
葉
集
』
巻
第
一
に
は
、
持
統
天
皇
の
名
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

天
皇
の
御
製
歌

春
過
ぎ
て
夏
来き
た

る
ら
し
白し

ろ

妙た
へ

の
衣

こ
ろ
も

干ほ

し
た
り
天あ

め

の
香か

具ぐ

山や
ま

（
二
八
番

歌
）

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
暦
法
意
識
に
基
づ
い
て
、
春
か
ら
夏
へ
の
季
節
の
推

移
の
折
り
目
を
詠
ん
だ
さ
わ
や
か
な
夏
歌
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
通
説
に

問
題
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
歌
の
表
現
を
て
い
ね
い
に
検
討
し
深
く
読
み
込
め

ば
、
持
統
天
皇
の
創
作
意
識
や
歌
詠
に
込
め
た
思
い
な
ど
に
新
た
な
見
方
が
生

ま
れ
る
。
ま
た
、
持
統
天
皇
御
製
歌
の
万
葉
集
原
撰
五
十
三
首
本
に
お
け
る
立

ち
位
置
の
意
義
な
ど
も
、
新
た
に
浮
き
彫
り
に
な
る
。

　

如
上
の
諸
点
に
つ
い
て
、
以
下
、
具
述
す
る
。

　
　

二
、「
春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　

―
額
田
王
歌
の
季
節
推
移
表
現
を
意
識

　

持
統
天
皇
歌
の
「
春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
」
の
よ
う
に
、
春
か
ら
夏
へ
の
推
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移4

を
詠
ん
だ
歌
は
、
持
統
天
皇
歌
以
前
に
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
冬
か
ら
春
へ

の
推
移
を
詠
ん
だ
歌
は
存
す
る
。
そ
れ
は
、
持
統
天
皇
歌
と
同
じ
巻
一
に
収
録

さ
れ
て
い
る
額
田
王
の
次
の
歌
で
あ
る
。
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天
皇
、
内
大
臣
藤
原
朝あ
そ
み臣
に
詔
み
こ
と
の
りし
て
、
春
山
の
万
花
の
艶
と
秋
山
の
千

葉
の
彩
と
を
競き
ほ
ひ
憐あ
は
れ
び
し
め
た
ま
ふ
時
に
、
額
田
王
が
歌
を
も
ち
て
判
こ
と
わ

る
歌冬ふ

ゆ

木こ

成も
り　

春
さ
り
来く

れ
ば　

鳴
か
ず
あ
り
し　

鳥
も
来
鳴
き
ぬ　

咲

か
ず
あ
り
し　

花
も
咲
け
れ
ど　

山
を
茂し

み　

入
り
て
も
取
ら
ず　

草
深ふ
か
み　

取
り
て
も
見
ず　

秋
山
の　

木こ

の
葉
を
見
て
は　

黄も
み
ち葉
を

ば　

取
り
て
ぞ
偲し
の

ふ　

青
き
を
ば　

置
き
て
ぞ
嘆
く　

そ
こ
し
恨う
ら

め

し　

秋
山
我わ
れ

は　
（
一
六
番
歌
）

　

こ
の
歌
は
題
詞
に
伝
え
る
よ
う
に
、
宮
廷
の
文
雅
の
遊
び
の
場
面
に
お
け
る

額
田
王
の
活
躍
を
告
げ
る
歌
で
あ
る
（
天
皇
は
天
智
天
皇
。
内
大
臣
藤
原
朝
臣

は
藤
原
鎌
足
）。
そ
の
冒
頭
二
句
「
冬ふ
ゆ

木こ

成も
り

春
さ
り
来
れ
ば
」
は
「
冬
木
の
茂

る
春
が
や
っ
て
来
る
と
」
の
意
味
で
、
冬
か
ら
春
へ
の
季
節
の
推
移
を
詠
ん
だ

最
初
の
表
現
で
重
要
で
あ
る
。

　

持
統
天
皇
（
当
時
は
鸕う

野の
の

讃さ
ら

良ら
の

皇ひ
め

女み
こ

）
も
、
こ
の
文
雅
の
遊
び
の
場
に
い

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、額
田
王
が
う
た
う
歌
に
耳
を
傾
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

日
本
最
初
の
季
節
推
移
の
表
現
「
冬ふ
ゆ

木こ

成も
り

春
さ
り
来
れ
ば
」
は
し
か
と
そ
の

脳
裏
に
刻
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
持
統
天
皇
歌
の
「
春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
」
の

季
節
推
移
表
現
は
、
額
田
王
の
一
六
番
歌
の
「
冬ふ
ゆ

木こ

成も
り

春
さ
り
来
れ
ば
」
を

意
識
し
て
生
み
出
さ
れ
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

額
田
王
も
持
統
天
皇
も
、
天
武
天
皇
の
妻
で
あ
り
、
お
互
い
に
強
く
意
識
す

る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
文
芸
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宮

廷
に
お
い
て
は
、
先
に
額
田
王
が
華
々
し
く
活
躍
し
て
お
り
、
そ
れ
を
見
て
い

た
持
統
天
皇
の
心
に
は
額
田
王
に
対
抗
す
る
意
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

）
1

（
注

。

　

持
統
天
皇
歌
の
「
春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
」
の
表
現
は
、
額
田
王
歌
の
「
冬ふ
ゆ

木こ

成も
り

春
さ
り
来
れ
ば
」
を
意
識
し
た
上
で
の
新
表
現
で
あ
る
こ
と
が
具
体
的

に
わ
か
っ
て
く
る
。

　

持
統
天
皇
歌
の
初
句
を
額
田
王
が
用
い
た
「
さ
る
」
と
い
う
近
づ
く
こ
と
も

遠
ざ
か
る
こ
と
も
表
す
移
動
の
動
詞
を
用
い
て
「
春
さ
り
て
」
と
表
す
と
、「
春

が
や
っ
て
く
る
」
意
に
受
け
と
ら
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
持
統
天

皇
は
、「
さ
る
」
で
は
な
く
「
過
ぐ
」
と
い
う
動
詞
を
用
い
て
、
春
が
過
ぎ
去

る
こ
と
を
明
確
に
し
て
「
春
過
ぎ
て
」
と
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。「
春
過
ぎ
て
」
は
持
統
天
皇
が
額
田
王
歌
の
「
冬
木
成
春
さ
り
来
れ
ば
」

を
意
識
し
た
こ
と
を
し
か
と
語
り
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。漢
文
に
お
い
て「
時

過
然
後
学
、
則
勤
苦
而
難
成
」（『
礼
記
』「
学
記
」）
の
例
な
ど
が
あ
り
、
時
が

過
ぎ
去
る
意
の
「
過
ぐ
」
の
知
識
の
応
用
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
万
葉

集
中
に
も
、「
時
過
ぐ
」
の
例
が
見
ら
れ
る
（
巻
十
・
二
二
〇
九
、二
二
五
一
番

歌
な
ど
）。
ま
た
、
持
統
天
皇
二
八
番
歌
の
次
の
二
九
番
歌
の
「
近
江
の
荒
れ

た
る
都
を
過
ぐ
る
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
」
に
は
、
持
統
天
皇
歌

の
時
間
的
「
過
ぐ
」
に
対
し
て
、
空
間
的
「
過
ぐ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。

　
　

三
、「
白
妙
の
衣
干
し
た
り
」
に
込
め
ら
れ
た
ね
ぎ
ら
い
の
御
心

　

持
統
天
皇
歌
の
第
三
句
四
句
の
「
白
妙
の
衣
干
し
た
り
」
の
表
現
に
考
察
を

移
そ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、「
白
妙
の
衣
」
は
天
の
香
具
山
を
ま
つ
り
奉
仕
す

る
人
々
の
白
衣
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
人
々
は
宮
廷
に
所
属
し
て
祭
祀
に
従
事
す

る
人
々
で
あ
ろ
う
。
中
臣
氏
な
ど
の
人
び
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
白
妙
の
衣
干
し
た
り
」
の
表
現
を
深
く
考
察
す
る
の
に
参
考
に
な
る
歌
が
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あ
る
。
そ
れ
は
、
摂
津
の
国
の
班
田
司
の
判じ
ょ
官う

大
伴
宿
禰
三
中
が
部
下
の
史
生

丈は
せ
つ

部か
べ
の

龍
麻
呂
の
死
を
悼
ん
だ
歌
（
巻
三
・
四
四
三
～
四
四
五
番
歌
）
で
、
任

務
に
一
生
懸
命
に
従
事
す
る
龍
麻
呂
を
「
大
君
の　

命
み
こ
と

恐か
し
こみ　

押
し
照
る　

難な
に

波は

の
国
に　

あ
ら
た
ま
の　

年
経ふ

る
ま
で
に　

白し
ろ

栲た
へ

の　

衣こ
ろ
もも

干
さ
ず　

朝あ
さ

夕よ
ひ
に　

あ
り
つ
る
君
は
」
と
詠
じ
、
そ
れ
に
続
け
て
「
い
か
さ
ま
に　

思

ひ
い
ま
せ
か　

う
つ
せ
み
の　

惜
し
き
こ
の
世
を　

露
霜
の　

置
き
て
去い

に
け

む　

時
に
あ
ら
ず
し
て
」
と
心
か
ら
思
い
や
っ
て
い
る
。

　

こ
の
例
を
参
照
す
れ
ば
、
持
統
天
皇
歌
の
「
白
妙
の
衣
干
し
た
り
」
は
、
天

の
香
具
山
を
ま
つ
り
奉
仕
す
る
任
務
が
一
段
落
着
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と

と
も
に
、
任
務
に
あ
た
っ
た
人
々
へ
の
ね
ぎ
ら
い
の
心
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う

）
2

（
注

。

　
　

四
、
天
の
香
具
山　

―
響
き
合
う
天
の
香
具
山

　

持
統
天
皇
は
、
結
句
を
「
天あ
め
の
香
具
山
」
と
堂
々
と
歌
い
収
め
て
い
る
。

　
「
天
の
香
具
山
」
は
万
葉
集
巻
第
一
に
当
面
の
持
統
天
皇
歌
を
含
め
て
三
例
、

三
首
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
順
に
掲
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
（
持
統
天
皇
歌
も

考
察
の
便
宜
上
、
再
掲
す
る
）。

１
天
皇
、
香
具
山
に
登
り
て
国く
に
見み

し
た
ま
ふ
時
の
御
製
歌

大や
ま
と和
に
は　

群む
ら

山や
ま
あ
れ
ど　

と
り
よ
ろ
ふ　

天
の
香
具
山　

登の
ぼ

り
立

ち　

国
見
を
す
れ
ば　

国く
に

原は
ら
は　

け
ぶ
り
立
ち
立
つ　

海う
な

原は
ら
は　

か

ま
め
立
ち
立
つ　

う
ま
し
国
ぞ　

蜻あ
き
づ
し
ま

蛉
島　

大
和
の
国
は
（
二
番
歌
）

２
天
皇
の
御
製
歌

春
過
ぎ
て
夏
来き
た
る
ら
し
白し
ろ

妙た
へ
の
衣
こ
ろ
も

干
し
た
り
天
の
香
具
山
（
二
八
番

歌
）

３
藤
原
の
宮
の
御み

井ゐ

の
歌

や
す
み
し
し　

我わ

ご
大お
ほ
君き
み　

高
照
ら
す　

日
の
御み

子こ　

荒あ
ら
栲た
へ
の　

藤
井

が
原
に　

大お
ほ
御み

門か
ど　

始
め
た
ま
ひ
て　

埴は
に
安や
す
の　

堤つ
つ
みの
上
に　

あ
り
立

た
し　

見め

し
た
ま
へ
ば　

大
和
の　

青
香
具
山
は　

日ひ

の
経た

て
の　

大
き

御み

門か
ど

に　

春
山
と　

茂し

み
さ
び
立
て
り　

畝う
ね

傍び

の　

こ
の
瑞み

づ
山や

ま
は　

日ひ

の
緯よ

こ
の　

大
き
御み

門か
ど

に　

瑞み
づ

山や
ま

と　

山
さ
び
い
ま
す　

耳み
み

成な
し

の　

青あ
を

菅す
が

山や
ま
は　

背そ
と
面も

の　

大
き
御み

門か
ど
に　

よ
ろ
し
な
へ　

神か
む
さ
び
立
て
り　

名な

ぐ
は
し　

吉
野
の
山
は　

影か
げ
面と
も
の　

大
き
御
門
ゆ　

雲く
も
居ゐ

に
ぞ　

遠
く

あ
り
け
る　

高
知
る
や　

天あ
め
の
御み

蔭か
げ　

天あ
め
知
る
や　

日
の
御み

蔭か
げ
の　

水み
づ

こ
そ
ば　

と
こ
し
へ
に
あ
ら
め　

御み

井ゐ

の
ま
清し

水み
づ

（
五
二
番
歌
）

短
歌藤

原
の
大お
ほ

宮み
や

仕つ
か

へ
生あ

れ
付
く
や
を
と
め
が
と
も
は
羨と
も

し
き
ろ
か
も

（
五
三
番
歌
）

右
の
歌
は
、
作
者
未
詳
。

　

１
は
舒じ
ょ

明め
い
天
皇
の
歌
、２
は
持
統
天
皇
の
歌
で
、３
は
作
者
未
詳
で
あ
る
が
、

持
統
天
皇
の
時
代
の
歌
で
あ
る
。

　

こ
の
三
つ
の
歌
の
「
天
の
香
具
山
」
が
相
互
に
響
き
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

奇
し
く
も
、
一
番
歌
か
ら
五
三
番
歌
ま
で
は
、
橘
守
部
の
『
万
葉
集
墨
繩
』『
万

葉
集
檜
嬬
手
』
や
伊
藤
博
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立　

上
』（
第
二
章
第
一
節
）・
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同
『
萬
葉
集
釋
注　

一
』
な
ど
に
説
く
よ
う
に
、
万
葉
集
の
原
撰
部
で
あ
り
、

象
徴
的
意
味
合
い
を
も
っ
て
最
初
に
置
か
れ
た
雄
略
天
皇
御
製
歌
（
一
番
歌
）

の
次
の
先
掲
舒
明
天
皇
御
製
歌
（
二
番
歌
）
が
そ
の
実
質
の
は
じ
ま
り
を
担
う
。

　

原
撰
部
に
お
け
る
二
番
歌
と
五
二
～
三
番
歌
の
響
き
合
い
の
ほ
ぼ
中
央
に
持

統
天
皇
御
製
の
二
八
番
歌
が
立
ち
、
二
番
歌
、
五
二
～
三
番
歌
と
響
き
合
う
構

図
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る

）
3

（
注

。

　

こ
の
よ
う
な
万
葉
集
原
撰
部
（
一
～
五
三
番
歌
）
の
「
天
の
香
具
山
」
の
響

き
合
い
は
、
こ
の
原
撰
部
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。『
古
事
記
』
上

巻
の
天
照
大
御
神
の
天
の
石
屋
戸
ご
も
り
の
場
面
に
登
場
す
る「
天
の
香
具
山
」

と
も
響
き
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

念
の
た
め
に
書
き
添
え
る
け
れ
ど
も
、
万
葉
集
の
原
撰
部
五
十
三
首
本
の
成

立
は
持
統
天
皇
の
時
代
の
可
能
性
が
高
く
、『
古
事
記
』
成
立
の
元
明
天
皇
和

銅
五
年
（
七
一
二
年
）
よ
り
も
は
や
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
持
統
天
皇

は
『
古
事
記
』
成
立
の
基
に
な
っ
た
稗
田
阿
礼
の
誦
習
し
て
い
た
内
容
に
よ
っ

て
、『
古
事
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
『
古
事
記
』
の
天
照
大
御
神
の
天
の
石
屋
戸
ご
も
り
の
場
面
で
、
天
照
大
御

神
を
天
の
石
屋
戸
の
外
に
出
す
た
め
の
祭
儀
に
「
天
の
香か
ぐ

山や
ま
」（
天
の
香
具
山

に
同
じ
）
の
動
植
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
次
の
通
り
。

（
前
略
）
天
の
児こ

屋や
ね
の
命み
こ
と・
布ふ

刀と

玉
の
命
を
召よ

び
て
、
天
の
香
山
の
真ま

男を

鹿し
か
の
肩
を
内う
つ

抜ぬ

き
に
抜
き
て
、
天
の
香
山
の
天
の
は
は
か
（
木
の
名
ぞ
）

を
取
り
て
、
占う
ら

合な

ひ
ま
か
な
は
し
め
て
、
天
の
香
山
の
五
百
つ
真ま

賢さ
か

木き

を
根
こ
じ
に
こ
じ
て
、
上ほ

つ
枝え

に
八
尺
の
勾ま

が
璁た

ま
の
五い

百ほ

つ
の
御み

す
ま
る
の

玉
を
取
り
著
け
、
中
つ
枝
に
八や

尺あ
た

鏡か
が
み（

八
尺
を
訓
み
て
八や

ア
タ
と
い
ふ
）

を
取と

り
繫か

け
、
下し
づ
枝え

に
白し
ら
丹に

寸き

手て

・
青
丹
寸
手
を
取
り
垂し

で
て
（
垂
を
訓

み
て
シ
デ
と
い
ふ
）、
こ
の
種く
さ

々ぐ
さ
の
物
は
、
布
刀
玉
の
命
、
ふ
と
御み

幣て
ぐ
らと

取
り
持
ち
て
、
天
の
児
屋
の
命
、
ふ
と
詔の
り

戸と

言ご
と

禱ほ

き
白ま
を

し
て
、
天
の
手た

力ぢ
か
ら

男を

の
神
、
戸
の
掖わ

き
に
隠
り
立
ち
て
、
天
の
宇う

受づ

売め

の
命
、
天
の
香
山

の
天
の
日ひ

影か
げ

を
手た

次す
き

に
繫
け
て
、
天
の
真ま

折さ
き

を
縵か

づ
らと

し
て
、
天
の
香
山
の

小さ

竹さ

葉ば

を
手た

草ぐ
さ
に
結
ひ
て
（
小
竹
を
訓
み
て
サ
サ
と
い
ふ
）、
天
の
石
屋

戸
に
う
け
伏
せ
て
、
踏
み
と
ど
ろ
こ
し
、
神か
む
懸が
か
り
し
て
、（
後
略
）

　

右
の
記
述
に
は
、「
天
の
香か
ぐ

山や
ま

」
が
五
回
登
場
し
、
そ
の
山
の
動
物
・
植
物

が
重
要
性
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
天
の
香
山
の
真
男
鹿
」

「
天
の
香
山
の
天
の
は
は
か
」（
朱
桜
）、「
天
の
香
山
の
五
百
つ
真
賢
木
」（
枝

葉
の
繁
っ
た
サ
カ
キ
）、「
天
の
香
山
の
天
の
日
影
」（
ひ
か
げ
の
か
ず
ら
）、「
天

の
香
山
の
小さ

竹さ

葉
」
で
あ
る
。
後
述
す
る
け
れ
ど
も
、
常
緑
樹
の
「
真
賢
木
」

や
常
緑
の
蔓
の
ま
さ
き
の
か
ず
ら
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

万
葉
集
に
お
い
て「
天
の
香
具
山
」を
詠
む
舒
明
天
皇
の
二
番
歌
は
、春
の「
天

の
香
具
山
」
で
あ
り
、
藤
原
の
宮
の
御
井
の
歌
の
五
二
番
歌
に
は
、「
大
和
の

　

青4

香
具
山
は　

日
の
経た
て
の　

大
き
御み

門か
ど
に　

春
山
と　

茂し

み
さ
び
立
て
り
」

と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
青
香
具
山
」
は
ま
さ
に
天
の
香
具
山
の
植
物
の

繁
茂
の
緑
の
豊
か
さ
を
讃
美
し
た
表
現
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
持
統
天
皇
の
二
八
番
歌
の
「
天
の
香
具
山
」
は
初
夏
を
迎
え
た
樹

木
の
緑
輝
く
聖
な
る
山
で
あ
る
。

　

万
葉
集
の
原
撰
部
一
～
五
三
番
歌
に
お
け
る
「
天
の
香
具
山
」
を
詠
む
三
つ

の
歌
は
、
原
撰
部
に
お
い
て
響
き
合
う
の
み
な
ら
ず
、
古
事
記
の
「
天
の
香
具

山
」
と
も
響
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ

と
を
語
り
告
げ
る
の
で
あ
る
。
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五
、万
葉
集
の
名
と
そ
の
命
名
時
期

　

前
節
の
考
察
に
基
づ
け
ば
、
万
葉
集
の
「
万
葉
」
の
語
は
、
元
は
先
掲
の
聖

な
る
天
の
香
具
山
の
常
緑
4

4

樹
を
中
心
と
し
た
植
物
（
の
常
緑
の
葉
）
を
念
頭
に

据
え
て
の
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
万
葉
」が「
万
代
」す
な
わ
ち「
永
遠
」

の
意
を
持
つ
要
因
も
そ
の
点
に
求
め
ら
れ
る

）
（

（
注

。
そ
し
て
、「
万
葉
集
」
の
名
は

原
撰
万
葉
集
（
一
～
五
三
番
歌
）
に
お
い
て
す
で
に
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
か
つ
て
、『
日
本
文
学
史
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七
年
五
月
二
十
五

日
発
行
）
の
第
３
章
第
１
節
に
お
い
て
、「『
万
葉
集
』
の
編
纂
の
最
も
は
や
い

時
期
に
お
い
て
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。」
と
記
し
た
が
、
そ
れ
が
原
撰
万
葉

集
五
十
三
首
本
の
成
立
に
あ
た
る
の
で
あ
る

）
（

（
注

。

　

万
葉
集
の
「
万
葉
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
先
掲
額
田
王
の
一
六
番
歌
の
題
詞

の
「
千
葉
」（
も
み
ち
の
千
葉
）
や
「
春
山
万
花
の
艶
」
の
「
万
花
」
を
強
く

意
識
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
持
統
天
皇

の
二
八
番
歌
の
「
春
過
ぎ
て
夏
来き
た
る
ら
し
」
の
季
節
推
移
表
現
は
、
額
田
王
の

一
六
番
歌
の
「
冬ふ
ゆ

木こ

成も
り

春
さ
り
来く

れ
ば
」
の
季
節
推
移
表
現
を
意
識
し
て
形

成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
万
葉
」
の
語
の
使
用
に
も
額
田
王
の
一
六
番
歌

の
題
詞
の
「
千
葉
」
や
「
万
花
」
を
強
く
意
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る

）
（

（
注

。
と
す
る

と
、
晩
春
初
夏
の
常
緑
の
葉
の
生
命
き
ら
め
く
「
万
葉
」
の
語
に
基
づ
く
「
万

葉
集
」
の
名
は
持
統
天
皇
が
み
ず
か
ら
付
け
た
可
能
性
が
高
い

）
（

（
注

。

　
　

六
、
天
武
・
持
統
万
葉
集

　

品
田
太
吉
「
巻
一
・
二
論
」（
春
陽
堂
『
万
葉
集
講
座
第
六
巻
』）
は
、
最
も

記
録
の
詳
細
な
天
武
・
持
統
紀
に
一
首
も
歌
謡
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
天
武

天
皇
の
御
代
に
『
万
葉
集
』
な
る
宮
廷
歌
集
の
編
纂
が
始
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ

た
。
ま
た
、
先
師
伊
藤
博
も
、「
万
葉
集
な
る
歌
集
の
編
纂
は
そ
も
そ
も
天
武

天
皇
の
発
意
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。」
と
述
べ

て
い
る
（
前
掲
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立　

上
』
第
二
章
第
一
節
）。
そ
し
て

さ
ら
に
、
天
武
天
皇
が
帝
紀
お
よ
び
上
古
の
諸
事
を
記
定
せ
し
め
（
天
武
紀
十

年
三
月
）、
稗
田
阿
礼
に
帝
王
の
日
継
や
先
代
の
旧
辞
を
誦
習
さ
せ
て
（『
古
事

記
』
序
文
）、
宮
廷
意
識
に
基
づ
く
修
史
事
業
の
熱
意
を
示
し
て
い
る
点
と
、

諸
国
か
ら
歌
男
・
歌
女
・
笛
吹
者
を
徴
収
し
て
宮
廷
集
団
の
歌
儛
音
曲
を
典
礼

化
し
、
そ
れ
を
通
し
て
宮
廷
秩
序
の
威
容
を
整
え
よ
う
と
し
た
点
（
天
武
紀
四

年
二
月
・
十
四
年
九
月
）
と
か
ら
、「
天
武
天
皇
に
は
宮
廷
歌
集
の
編
纂
を
発

意
し
て
然
る
べ
き
面
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
り
、そ
れ
が
や
が
て
巻
一
Ａ
部（
稿

者
注
、
本
稿
に
い
う
原
撰
万
葉
集
五
十
三
首
本
）
と
な
」
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
て
い
る
。

　

両
氏
の
発
言
は
注
目
す
べ
き
発
言
で
あ
り
、
か
つ
妥
当
な
見
解
と
認
め
ら
れ

る
。
以
下
、
本
稿
な
り
に
、『
万
葉
集
』
原
撰
五
十
三
首
本
の
構
造
4

4

と
い
う
点

か
ら
そ
の
理
由
を
述
べ
よ
う
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
原
撰
『
万
葉
集
』
五
十
三
首
本
は
、
雄
略
天
皇
御
製
歌

を
象
徴
歌
と
し
て
一
番
最
初
に
掲
げ
、
二
番
歌
の
舒
明
天
皇
御
製
歌
、
二
八
番

歌
の
持
統
天
皇
御
製
歌
、
五
二
～
三
番
歌
の
藤
原
の
宮
の
御
井
の
歌
が
、「
天

の
香
具
山
」
を
詠
ん
で
響
き
合
っ
て
い
る
。
原
撰
『
万
葉
集
』
五
十
三
首
本
の
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ほ
ぼ
中
央

4

4

4

4

の
二
八
番
歌
の
位
置
に
持
統
天
皇
御
製
歌
が
立
つ
こ
と
も
先
述
し

た
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
持
統
天
皇
御
製
歌
（
二
八
番
歌
）
の
直
前
に
天
武
天

皇
の
御
製
歌
（
二
五
番
歌
）
と
そ
の
異
伝
歌
二
六
番
歌
、
天
武
「
天
皇
、
吉
野

の
宮
に
幸い
で
ます
時
の
御
製
歌
」（
二
七
番
歌
）
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

原
撰
『
万
葉
集
』
五
十
三
首
本
の
中
央
4

4

に
立
つ
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
天

武
天
皇
御
製
歌
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
持
統
天
皇
御
製
歌
二
八
番
歌
と
相
寄
り

添
う
よ
う
に
並
び
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
天
武
天
皇
御
製
歌
を
掲
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
（
異
伝
の
或
本
の
歌

二
六
番
歌
は
略
す
る
）。

天
皇
の
御
製
歌

み
吉
野
の　

耳み
み
我が

の
嶺み
ね
に　

時
な
く
ぞ　

雪
は
降
り
け
る　

間ま

な
く
ぞ　

雨
は
降
り
け
る　

そ
の
雪
の　

時
な
き
が
ご
と　

そ
の
雨
の　

間
な
き
が

ご
と　

隈く
ま

も
お
ち
ず　

思
ひ
つ
つ
ぞ
来こ

し　

そ
の
山
道
を
（
二
五
番
歌
）

天
皇
、
吉
野
の
宮
に
幸い
で
ます
時
の
御
製
歌

淑よ

き
人
の
よ
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
言
ひ
し
吉
野
よ
く
見
よ
良
き
人
よ
く

見
（
二
七
番
歌
）

紀
に
は
「
八
年
巳
卯
の
五
月
、
庚
辰
の
朔
の
甲
申
に
、
吉
野
の
宮
に

幸い
で
ます
」
と
い
ふ
。

　

二
五
番
歌
は
、
壬
申
の
乱
（
六
七
二
年
）
の
直
前
の
天
智
十
年
（
六
七
一
）

十
月
、
皇
太
子
を
辞
し
て
、
近
江
か
ら
吉
野
に
入
っ
た
時
の
こ
と
を
回
想
し
た

歌
で
、
二
七
番
歌
は
天
武
八
年
（
六
七
九
）
五
月
の
吉
野
行
幸
の
折
の
六
皇
子

の
盟
約
に
拠
る
歌
で
、「
淑
き
人
」
は
天
武
天
皇
と
皇
后
の
鸕
野
讃
良
皇
女
（
後

の
持
統
天
皇
）
を
暗
示
し
、「
良
き
人
」
は
六
皇
子
を
い
う
。

　

持
統
天
皇
は
天
智
十
年
の
吉
野
入
り
に
も
、
天
武
八
年
五
月
の
吉
野
行
幸
に

も
、
天
武
天
皇
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
持
統
天
皇
は
、
天

武
天
皇
の
二
五
番
歌
と
二
七
番
歌
に
き
わ
め
て
な
つ
か
し
い
思
い
を
抱
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
語
り
告
げ
る
よ
う
に
、
こ
の
天
武
天
皇
御
製
歌
（
二
五

番
歌
、
二
七
番
歌
）
の
次
に
は
寄
り
添
う
よ
う
に
持
統
天
皇
御
製
歌
二
八
番
歌

が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
撰
『
万
葉
集
』
五
十
三
首
本
の
中

央
に
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
の
歌
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
天
武
天
皇
御
製
歌
（
二
五
、二
七
番
歌
）
は
吉
野
の
歌
で
あ
り
、
二
五

番
歌
に
は
吉
野
の
山
で
あ
る
「
耳
我
の
嶺
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
原
撰
『
万
葉

集
』
五
十
三
首
本
の
最
後
の
「
藤
原
の
宮
の
御
井
の
歌
」
の
長
歌
五
二
番
歌
（
先

掲
）
に
も
「
名
ぐ
は
し　

吉
野
の
山
は　

影か
げ
面と
も
の　

大
き
御み

門か
ど
ゆ　

雲
居
に
ぞ

　

遠
く
あ
り
け
る
」
と
吉
野
の
山
が
詠
ま
れ
、
天
武
天
皇
御
製
歌
と
響
き
合
っ

て
い
る
と
言
え
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
原
撰
『
万
葉
集
』
五
十
三
首
本
は
天
武
天
皇
と
持
統
天

皇
の
歌
を
中
心
に
据
え
て
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
万
葉
集

の
編
纂
は
天
武
天
皇
の
発
意
に
基
づ
く
こ
と
を
語
り
告
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、

上
述
の
よ
う
に
実
質
の
編
纂
の
中
心
に
持
統
天
皇
が
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
原

撰
『
万
葉
集
』
は
天
武
・
持
統
万
葉
集
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
〈
注
〉

１
、
拙
稿
「
千
葉
の
彩
」（
二
節
「
千
葉
の
彩
と
万
葉
の
緑
」）、『
四
季
の
万
葉
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集
』
所
収
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
発
行
、
笠
間
書
院

２
、
拙
稿
「
持
統
女
帝
の
福
祉
実
践
」、
は
ば
た
き
第
9（
号
、
二
〇
一
四
年
八

月
一
日
発
行
、
山
梨
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
山
梨
青
い
鳥
奉
仕
団

３
、
二
番
歌
は
春4

の
天
の
香
具
山
に
登
り
立
っ
て
の
国
見
歌
で
、「
藤
原
の
宮

の
御
井
の
歌
」
で
は
天
の
香
具
山
は
「
春4

山
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
持

統
天
皇
の
二
八
番
歌
は
そ
の
天
の
香
具
山
の
春
か
ら
夏
へ
の
推
移
に
視

線
を
注
い
で
い
る
点
に
個
性
の
独
自
性
が
あ
る
。

４
、
注
１
拙
稿

５
、
注
１
拙
稿

６
、
注
１
拙
稿

７
、
注
１
拙
稿

受
領
日
：
二
〇
一
七
年
十
二
月
六
日

受
理
日
：
二
〇
一
七
年
十
二
月
六
日
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