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る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
万
葉
の
そ
れ
を
本
歌
だ
と

す
る
諸
注
の
一
致
（
全
注
釈
を
除
く
）
と
い
つ
た
こ

と
も
考
慮
さ
れ
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
し
て
も
一
こ
れ
こ
そ
、
氏
の
言
わ
れ
る
、
合
理
的

民
謡
解
釈
で
あ
り
、
氏
が
排
撃
し
て
お
ら
れ
る
抒
情

詩
的
歌
謡
観
に
根
ざ
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

氏
が
不
自
然
で
あ
り
、
不
合
理
で
あ
る
と
ぎ
れ
る
ま

さ
に
そ
の
点
こ
そ
が
、
す
べ
て
こ
の
歌
謡
の
古
代
民

謡
と
し
て
の
素
性
の
正
し
さ
を
物
語
る
も
の
だ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
重
ね
て
言
え
ば
、
現

実
に
噂
く
ら
い
で
心
中
な
ど
し
ま
う
と
言
う
筈
が
な

い
か
ら
こ
そ
、
ま
た
男
が
女
に
向
か
っ
て
そ
う
言
う

か
ら
こ
そ
、
即
ち
現
実
的
な
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
持
た

ぬ
か
ら
こ
そ
、
氏
の
引
か
れ
た
民
謡
な
ど
と
同
様
、

笑
わ
せ
歌
と
し
て
う
だ
わ
れ
も
民
謡
な
の
だ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
は
こ
れ
も
ま
た
第
六
章
の
久
米
歌
の
問
題
で
あ

る
が
、
氏
が
B
群
に
分
類
し
て
お
ら
れ
る
歌
謡
の
車

の
「
撃
ち
て
し
止
ま
む
」
の
詞
章
を
伴
っ
た
歌
に
つ

い
て
で
あ
る
。
氏
は
B
群
の
歌
謡
が
「
天
語
歌
」
や

「
国
柄
の
歌
」
と
同
様
に
、
天
皇
に
忠
誠
を
誓
う
歌

と
し
て
宮
廷
儀
礼
の
場
に
於
て
成
立
し
た
も
の
（
p
．

N
㌶
）
と
正
し
く
指
摘
さ
れ
、
か
つ
ま
た
第
五
章
の
中

の
「
風
俗
歌
の
意
義
」
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
が
自

己
の
職
掌
に
属
す
る
生
産
な
ど
を
う
た
う
の
は
、
生

産
生
活
を
歌
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
天
皇
へ
の
奉
仕

の
意
味
を
持
つ
か
ら
で
、
生
産
そ
れ
自
体
を
う
た
う

こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
い
（
p
．
g
∽
1
g
①
）
と
さ

れ
な
が
ら
、
こ
の
「
撃
ち
て
し
止
ま
む
」
の
詞
章
の

意
味
だ
け
は
、
文
字
通
り
主
体
的
若
し
く
は
書
聖
心
的

に
敵
を
打
ち
滅
ぼ
そ
う
と
い
う
の
だ
（
p
．
N
諾
）
と

解
し
て
お
ら
れ
る
の
は
納
得
し
難
い
。
つ
ま
り
私
見

に
よ
れ
ば
、
戦
闘
を
職
掌
と
す
る
久
米
部
が
、
戦
闘

の
こ
と
を
う
た
う
の
は
、
他
の
部
が
生
産
を
う
た
う

の
と
本
質
的
に
は
同
じ
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
輩

ち
て
し
止
ま
む
」
の
意
味
は
、
氏
も
引
用
し
て
い
ら

れ
る
大
伴
氏
の
「
辺
に
こ
そ
死
な
め
、
の
ど
に
は
死

な
じ
」
と
い
う
誓
約
と
同
じ
意
義
を
も
つ
の
に
過
ぎ

な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
　
「
撃
ち
て

し
止
ま
む
」
は
久
米
部
の
主
体
的
な
童
心
な
ど
で
は

な
く
、
天
皇
氏
の
都
民
た
る
久
米
部
が
、
主
人
へ
の

忠
誠
を
誓
っ
た
言
葉
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

久
米
歌
の
次
の
も
の

み
つ
み
つ
し
久
米
の
子
ら
が

垣
下
に
植
え
し
淑

口
ひ
び
く
我
は
忘
れ
じ
撃
ち
て
し
止
ま
む

の
「
忘
れ
じ
」
を
大
系
本
の
頭
注
に
氏
が
言
わ
れ

る
如
く
、
楕
敵
に
対
す
る
敵
慌
心
と
解
す
る
こ
と

四
四

が
、
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
高
木
博
士
の
提

言
を
氏
も
是
と
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
我
」

を
久
米
部
の
族
長
と
解
し
、
こ
の
歌
謡
の
歌
わ
れ
た

場
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
敵
慌
心
は
ま
さ

に
自
己
を
服
属
さ
せ
た
、
天
皇
（
氏
）
そ
の
人
に
向

け
ら
れ
た
も
の
と
な
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
忘
れ

ぬ
」
の
は
、
自
分
達
が
（
狙
先
が
）
服
属
さ
せ
ら
れ

事
実
と
解
き
ね
は
な
る
ま
い
。
そ
の
点
で
大
系
本
の

頭
注
に
於
て
も
、
氏
が
「
久
米
部
は
皇
軍
で
あ
る
か

ら
」
と
い
っ
た
従
来
の
語
注
の
抒
情
詩
的
歌
謡
観
に

基
づ
く
素
朴
な
解
釈
を
、
根
本
的
に
は
踏
襲
し
て
お

ら
れ
る
よ
う
の
は
、
や
は
り
物
足
ら
な
く
思
わ
れ

る。

以
上
、
浅
学
を
も
か
え
り
み
ず
敢
て
無
礼
の
言
を

綴
っ
た
の
は
、
氏
が
折
角
す
ぐ
れ
た
方
法
論
を
創
造

し
て
ゆ
か
れ
な
が
ら
、
ま
だ
そ
の
実
際
の
適
用
に
お

い
て
は
不
十
分
な
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
ず

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
も
う
少
し
論
じ
残
し
た
点

も
あ
る
が
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
と
う
に
越
え
た
の

で
、
ひ
と
ま
ず
ペ
ン
を
置
き
た
い
と
思
う
。
粗
雑
か

っ
礼
を
失
し
た
評
で
あ
る
こ
と
を
、
文
中
敬
称
を
略

し
た
こ
と
と
共
に
お
詫
び
し
て
お
き
た
い
。
（
昭
和
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狂
詩
の
歴
史
は
古
い
。
し
か
し
狂
詩
が
隆

盛
し
た
の
ほ
、
萄
山
人
や
銅
脈
な
ど
が
出
た

明
和
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
は

明
治
に
な
っ
て
も
存
続
し
て
い
た
が
、
大
正

も
十
二
年
の
大
阪
に
な
お
狂
詩
が
生
き
つ
づ

け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
文
学
が

生
活
の
中
に
あ
っ
た
よ
き
時
代
の
こ
と
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

口

　

　

上

近
来
狂
詩
大
流
行
、
猫
杓
子
極
一
－
込
大
将
↓

此
度
同
人
致
一
一
申
合
一
賑
々
敷
欲
レ
会
二
堂
一

七
月
十
日
後
四
時
、
書
林
蔵
部
道
順
宜
、

一
味
徒
党
大
寄
合
、
風
流
先
開
鋼
脈
忌

銅
脈
先
生
是
医
師
、
狂
詩
壇
上
能
廻
レ
匙
、

然
有
一
二
世
一
無
一
三
代
↓
　
文
墨
世
界
事
可

ム

レ
悲

由
レ
之
而
定
一
－
適
当
人
－
立
一
一
机
二
代
－
再
欲

レ
振
、
英
人
誰
吸
江
博
士
、
同
業
因
縁
難

レ
引
レ
身

二
世
銅
脈
贋
銅
脈
、
煩
－
－
同
業
－
欲
レ
慰
－
一
魂

塊
へ
同
好
諸
君
御
賛
成
、
続
々
乞
レ
給
レ
桂
一
】

木
琴大

正
十
二
年
七
月

覆
車
老
人

右
霞
亭
先
生
御
口
上
ノ
如
ク
来
ル
七
月

十
日
午
後
正
四
時
ヨ
リ
書
林
倶
楽
部
ニ

テ
銅
脈
忌
相
営
候
間
狂
詩
三
関
ル
書
画
、

書
籍
並
二
線
輿
ノ
交
換
優
等
晶
御
携
帯

御
出
席
被
下
慶
候
　
　
丼
会
幹
事

こ
こ
に
見
え
て
い
る
吸
江
高
安
六
郎
博
士

の
同
じ
頃
の
書
簡
に
、

昨
日
与
芦
風
会
同
人
遊
於
京
旬
仏
上
人

金
剛
厳
阪
本
雷
鳥
亦
来
会
唯
憾
謹
之
輔

狂
　
　
　
詩

大
　
橋
　
清
　
秀

翁
病
篤
一
座
憤
然
久
之

芦
風
同
人
会
一
瓢
亭
一
猿
誇
不
レ
振
酒
易
レ
醍

陽
春
長
歌
老
師
病
南
禅
寺
畔
姻
雨
冥

・
・
、
ノ
ヨ
リ
ー
∴
パ
∴
テ
　
ラ
　
ク

鴨
東
箋
外
飛
レ
事
行
皆
是
一
騎
当
千
兵
筒

中
大
本
天
大
燻
渓
圃
圭
二
好
弟
兄
脅
間
藤

酒
割
鳳
酔
愁
レ
師
願
心
上
人
情
若
先
手
願

力
ハ
ラ
　
　
　
　
ラ
、
、
、
ハ
ル

思
在
内
描
レ
玉
似
レ
頸
皆
限
騨

注
目

師
を
愁
ふ
願
心
も
春
の
沓
　
　
上
人
句

行
春
の
杏
の
間
さ
び
し
蔀
酒
　
雷
鳥
旬

若
先
　
着
先
生
ノ
略
殿
ノ
称

叱
正

四
月
念
二
　
　
　
　
　
　
吸
江
拝

宙
大
居
士
　
虎
皮
下

と
あ
る
の
を
見
て
、
先
日
味
方
健
さ
ん
か
ら

高
安
六
郎
博
士
の
う
た
い
本
の
研
究
の
す
ぐ

れ
て
い
る
こ
と
を
さ
か
き
れ
た
時
、
わ
た
く

し
が
高
安
六
郎
博
士
の
よ
う
な
人
は
も
う
出

な
い
か
も
し
れ
な
い
と
言
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
た
。

現
代
の
大
阪
に
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な

人
を
産
み
出
す
温
床
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
村
田
穆
先
生
か
ら
昭
和
十
年
の

こ
ろ
に
、
「
諷
刺
家
銅
脈
先
生
」
　
（
近
世
作

家
研
究
」
所
収
）
の
執
筆
者
で
あ
る
中
村
幸

彦
民
ら
と
一
緒
に
狂
詩
を
つ
く
っ
た
り
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
と
う
か
が
っ
た
。

狂
詩
の
歴
史
は
、
こ
の
事
を
最
後
と
し
て

終
罵
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
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