
，
万
葉
集
』
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

八
二

『
万
葉
集
』
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

勝
　
　
見

昌

止
口

、
》
■
、

　
　
　
　
Ｏ

　
『
万
葉
集
』
巻
十
三
に
は
、
六
十
六
首
の
長
歌
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

う
ち
の
四
十
七
首
は
反
歌
と
し
て
短
歌
・
旋
頭
歌
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
歌

群
を
な
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
さ
ら
に
「
右
○
首
」
と
い
う
注
記
を
も
っ
て
、

五
十
三
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
長
歌
の
総
数
に
対
し
て
グ
ル
ー

プ
の
数
が
少
な
い
の
は
、
三
首
の
長
歌
を
も
っ
て
一
グ
ル
ー
プ
と
認
定
し
て
い

る
例
（
三
三
三
〇
－
三
三
三
二
）
の
ほ
か
、

　
　
　
〔
本
文
歌
群
〕

　
　
　
或
本
歌
日

　
　
　
〔
異
伝
歌
群
〕

　
　
　
　
右
○
首

と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
巻
内
の
長
歌
が
お
お
く
異
伝
を
並
記
し
、
そ
の
よ
う
に

並
記
さ
れ
た
異
伝
長
歌
を
も
一
括
し
て
一
グ
ル
ー
プ
に
数
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
内
に
異
伝
長
歌
を
並
置
す
る
際
の
注
記
は
、
次
の
三

種
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ａ
或
本
歌
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
内
の
三
グ
ル
ー
プ
に
計
四
例
）

　
ｂ
或
本
歌

　
　
備
後
国
神
嶋
浜
、
調
使
首
、
見
レ
屍
作
歌
一
首
井
短
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
三
三
五
－
三
三
四
一
一
一
の
グ
ル
ー
プ
）

　
Ｃ
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
歌
日
　
　
（
三
二
五
〇
－
三
二
五
四
の
グ
ル
ー
プ
）

　
　
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
集
歌
　
　
　
（
三
三
〇
五
上
二
三
〇
九
の
グ
ル
ー
プ
）

　
ａ
は
本
文
歌
・
異
伝
歌
と
も
作
者
名
を
記
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
例

は
、　

　
：
：
：
　
大
君
の
　
遣
け
の
ま
に
ま
に
く
或
本
に
云
ふ
、
「
大
君
の
　
命
恐



　
　
み
」
〉
　
都
離
る
　
国
治
め
に
と
〈
或
本
に
云
ふ
、
「
天
離
る
　
都
治
め
に

　
　
と
」
〉
…
…
〈
或
書
に
「
あ
し
ひ
き
の
　
山
の
木
末
に
」
の
句
あ
り
ｖ
　
延

　
　
ふ
つ
た
の
　
行
き
の
〈
或
本
に
は
「
行
き
の
」
の
句
な
し
〉
　
別
れ
の
あ

　
　
ま
た
　
１
昔
し
き
も
の
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
＝
一
九
一
一

の
よ
う
に
、
本
文
歌
に
対
し
、
割
注
の
形
式
で
異
伝
を
載
せ
る
の
や
、

　
　
見
渡
し
に
　
妹
ら
は
立
た
し
　
こ
の
方
に
　
我
は
立
ち
て
　
思
ふ
空
　
安

　
　
け
な
く
に
　
嘆
く
空
　
安
け
な
く
に
　
さ
丹
塗
り
の
　
小
舟
も
が
も
　
玉

　
　
巻
き
の
　
小
梶
も
が
も
　
漕
ぎ
渡
り
つ
っ
も
　
語
ら
ふ
妻
を
（
三
二
九
九
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
も
り
く
の
　
は
つ
せ
の
か
は
の
　
を
ち
か
た

　
　
　
　
　
或
本
歌
頭
句
云
、
己
母
理
久
乃
波
都
世
乃
加
波
乃
　
乎
知
可
多

　
　
　
　
　
に
　
　
い
も
ら
は
た
た
し
　
二
の
か
た
に
　
わ
れ
は
た
ち
て

　
　
　
　
　
ホ
　
伊
母
良
波
多
〃
志
　
己
乃
加
多
ホ
　
和
礼
波
多
知
弓

の
よ
う
に
、
本
文
歌
に
左
注
を
付
す
形
式
で
、
「
頭
句
」
の
み
に
存
在
す
る
異

伝
を
載
せ
る
の
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
っ
の
グ
ル
ー
プ
内
に
二
種
の
「
或

本
歌
」
を
載
せ
た
例
（
三
二
八
四
上
二
二
八
八
の
グ
ル
ー
プ
）
も
あ
り
、
こ
こ

か
ら
、
複
数
の
「
或
本
」
が
存
在
し
た
こ
と
も
窺
い
知
ら
れ
る
。
ｂ
は
無
記
名

の
本
文
歌
に
対
し
、
異
伝
歌
が
「
調
使
首
」
の
作
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
も

の
、
・
は
無
記
名
の
本
文
歌
に
対
し
、
そ
の
異
伝
と
し
て
人
麻
呂
歌
集
の
歌
を

校
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
注
記
の
あ
り
方
か
ら
は
、
ま
ず
、
少
な
く

と
も
次
の
二
点
が
確
認
さ
れ
る
。

　
…
現
存
巻
十
三
が
あ
る
原
本
に
い
く
っ
か
の
諸
本
を
校
合
す
る
か
た
ち
で
編

　
　
纂
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
『
万
葉
集
』
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

　
閉
そ
の
原
本
・
諸
本
と
も
基
本
的
に
は
作
者
名
・
作
歌
事
情
な
ど
が
付
さ
れ

　
　
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
。

そ
し
て
、
現
存
巻
十
三
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
編
者
は
、
作
者
・
作

歌
事
情
を
知
り
得
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
尊
重
し
（
ｂ
）
、
あ
る
い
は
人
麻

呂
歌
集
を
参
照
し
（
ｃ
）
、
さ
ら
に
『
古
事
記
』
歌
謡
９
０
と
類
歌
関
係
に
あ
る
長

歌
三
二
六
三
に
つ
い
て
、

　
　
検
二
古
事
記
一
日
、
件
歌
者
、
木
梨
軽
太
子
自
死
之
時
所
レ
作
者
也
。

と
い
っ
た
左
注
を
付
す
な
ど
し
て
、
歌
の
由
来
を
っ
き
と
め
よ
う
と
す
る
姿
勢

を
も
つ
。
が
、
巻
十
三
は
基
本
的
に
は
出
自
不
明
の
歌
群
を
載
せ
た
諸
本
の
集

成
と
し
て
存
在
す
る
と
い
え
る
。

二

　
あ
る
歌
が
表
現
に
小
異
を
含
み
つ
つ
、
い
く
つ
も
の
「
本
」
に
定
着
し
て
い

た
と
い
う
、
現
存
巻
士
二
か
ら
推
察
さ
れ
る
右
の
よ
う
な
現
象
は
ど
の
よ
う
に

捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
研
究
史
に
み
ら
れ
る
の
は
、
長
歌
の
成
立
の

古
さ
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
そ
の
伝
謂
性
を
想
定
す
る
論
法
で
あ
る
。
中
西

　
進
氏
は
、
巻
十
三
長
歌
に
伝
諦
歌
の
性
格
を
認
め
、
さ
ら
に
反
歌
は
後
に
付
け

加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
断
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
が
巻
十
三
に
定
着
し
た
経
緯

に
つ
い
て
、

　
　
　
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
た
長
歌
は
儀
礼
の
場
に
即
し
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



　
　
　
　
　
『
万
葉
集
－
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

　
　
来
た
が
、
い
つ
の
時
か
短
歌
の
仔
情
性
を
加
え
て
巻
十
三
の
編
者
に
与
え

　
　
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
二
つ
の
苦
心
を
編
者
に
起
さ
せ
る
こ
と
と

　
　
な
っ
た
が
、
そ
の
一
っ
は
古
い
伝
謂
の
ゆ
え
に
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
異
伝

　
　
で
、
そ
こ
に
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
（
本
論
に
掲
げ
て
き
た
注
記
に
ほ
ぽ

　
　
同
じ
１
１
勝
見
注
）
異
本
と
の
照
合
、
古
事
記
や
人
麿
歌
集
も
ふ
く
め
て
、

　
　
そ
の
異
を
記
入
し
、
歌
詞
の
異
を
も
併
せ
掲
げ
る
と
い
う
、
複
雑
な
作
業

　
　
が
生
じ
た
。

と
述
べ
、
編
者
の
も
う
一
つ
の
苦
心
　
　
「
長
歌
と
反
歌
の
不
合
理
」
に
関
す

る
注
記
　
　
と
と
も
に
、
「
古
い
伝
調
の
ゆ
え
に
生
じ
」
た
異
伝
が
、
「
複
雑
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
業
」
を
経
て
並
記
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
阿
蘇
瑞
枝
氏
は
、
特
に
人

麻
呂
歌
集
歌
を
並
記
す
る
三
二
五
〇
－
四
の
グ
ル
ー
プ
の
長
歌
、

　
　
あ
き
づ
島
大
和
の
国
は
神
か
ら
と
言
挙
げ
せ
ぬ
国
然
れ
ど
も

　
　
我
は
言
挙
げ
す
　
天
地
の
　
神
も
は
な
は
だ
　
我
が
思
ふ
　
心
知
ら
ず
や

　
　
行
く
影
の
　
月
も
経
行
け
ば
　
玉
か
ぎ
る
　
日
も
重
な
り
て
　
思
へ
か
も

　
　
胸
安
か
ら
ぬ
　
恋
ふ
れ
か
も
　
心
の
痛
き
　
末
っ
ひ
に
　
君
に
逢
は
ず
は

　
　
我
が
命
の
　
生
け
ら
む
極
み
　
恋
ひ
っ
っ
も
我
は
渡
ら
む
　
ま
そ
鏡

　
　
正
目
に
君
を
　
相
見
て
ば
こ
そ
　
我
が
恋
止
ま
め
　
　
　
　
（
＝
＝
一
五
〇
）

　
　
　
　
反
　
歌

　
　
大
船
の
　
思
ひ
頼
め
る
　
君
故
に
　
尽
く
す
心
は
　
惜
し
け
く
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
五
一
）

ひ
さ
か
た
の
　
都
を
置
き
て

　
　
　
　
　
　
八
四

草
枕
　
旅
行
く
君
を

何
時
と
か
待
た
む

　
　
（
三
二
五
二
）

　
　
　
　
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
歌
日

　
　
葦
原
の
　
瑞
穂
の
国
は
　
神
な
が
ら
　
言
挙
げ
せ
ぬ
国
　
然
れ
ど
も
　
言

　
　
挙
げ
ぞ
我
が
す
る
　
言
幸
く
　
ま
幸
く
ま
せ
と
　
っ
つ
み
な
く
　
幸
く
い

　
　
ま
さ
ば
　
荒
磯
波
　
あ
り
て
も
見
む
と
　
百
重
波
　
千
重
波
に
し
き
　
言

　
　
挙
げ
す
我
は
　
言
挙
げ
す
我
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
五
三
）

　
　
　
　
　
反
　
歌

　
　
磯
城
島
の
　
大
和
の
国
は
　
言
霊
の
　
助
く
る
国
そ
　
ま
幸
く
あ
り
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
五
四
）

　
　
　
　
　
右
五
首

に
つ
い
て
、
「
冒
頭
の
詞
章
が
類
似
し
て
い
る
の
み
で
、
全
体
と
し
て
は
、
前

者
が
お
さ
え
が
た
い
恋
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は

旅
ゆ
く
人
の
安
全
を
祈
る
も
の
で
あ
っ
て
全
く
別
趣
の
も
の
で
あ
」
る
と
し
、

両
長
歌
の
関
係
を
「
歌
い
替
え
」
と
い
う
視
点
で
押
さ
え
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
前
掲
の
詞
章
（
両
長
歌
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
六
句
１
１

　
　
勝
見
注
）
を
冒
頭
に
も
っ
二
首
の
長
歌
で
あ
っ
て
、
同
じ
調
子
で
う
た
わ

　
　
れ
、
冒
頭
の
詞
章
さ
え
お
な
じ
く
す
る
な
ら
ば
い
く
ら
で
も
歌
い
替
え
の

　
　
で
き
る
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

阿
蘇
氏
は
さ
ら
に
、
こ
の
両
長
歌
に
み
ら
れ
る
関
係
を
、
巻
十
三
が
し
ば
し
ば



異
伝
歌
を
並
記
す
る
こ
と
全
般
に
及
ぼ
し
、
「
巻
十
三
の
大
部
分
の
歌
」
が

「
う
た
い
も
の
と
し
て
の
歌
謡
」
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
阿
蘇
氏
は
対
句
に

　
　
　
　
　
　
　

関
す
る
別
の
論
考
で
、
巻
士
二
長
歌
の
対
句
表
現
に
つ
い
て
「
伝
統
的
歌
謡
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
多
」
く
、
人
麻
呂
長
歌
の
斬
新
な
対
句
表
現
や
第
三
期
以

降
の
有
名
歌
人
の
創
作
長
歌
の
そ
れ
と
は
「
性
格
を
異
に
し
て
い
」
る
と
も
述

べ
て
お
ら
れ
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
歌
謡
」
性
が
長
歌
の
成
立
の
古
さ
と
不
可
分

に
認
定
さ
れ
て
い
る
と
み
て
問
違
い
あ
る
ま
い
。

　
異
伝
発
生
の
原
因
に
つ
い
て
、
中
西
氏
が
「
古
い
伝
諦
の
ゆ
え
に
生
じ
」
た

と
す
る
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
阿
蘇
氏
が
「
歌
謡
」
の
「
歌
い
替
え
」
を

想
定
す
る
の
は
、
よ
り
具
体
的
な
輪
郭
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
評
価

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
阿
蘇
氏
に
お
い
て
も
、
そ
の
「
歌
い
替
え
」
が

一
定
の
時
問
的
な
広
が
り
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
意

味
で
、
中
西
氏
の
想
定
す
る
「
伝
諦
」
に
通
底
す
る
側
面
を
も
つ
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
に
対
時
す
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
生

じ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝
と
の

間
に
、
歌
謡
性
や
伝
諦
性
は
無
前
提
に
介
在
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
巻
十
三
長

歌
の
成
立
の
古
さ
を
認
め
る
こ
と
と
も
不
可
分
に
関
わ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、

延
い
て
は
巻
十
三
の
歌
々
の
文
学
史
的
な
位
置
付
け
に
も
絡
ん
で
ゆ
く
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
『
万
葉
集
』
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

三

　
『
万
葉
集
』
は
、
あ
る
歌
に
対
し
て
、
「
一
本
」
「
一
書
」
「
或
本
」
「
或
書
」

に
載
っ
て
い
た
歌
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
載
っ
て
い
た
歌
詞
を
並
記
す
る
場

合
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
を
「
本
文
」
に
対
し
て
「
異
伝
」
と
称
す
る
の
は
、

両
者
の
問
に
同
一
性
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
＠

　
例
え
ば
、
曽
倉
峯
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
最
初
に
「
異
伝
」
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
が
、
こ

　
　
の
稿
で
は
口
頭
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
問
の
誤
り
や
筆
写
の
誤
り
に
よ
っ

　
　
て
生
じ
た
場
合
、
伝
承
者
の
意
識
的
な
改
編
、
作
者
の
一
案
・
別
案
な
ど
、

　
　
そ
の
原
因
は
何
で
あ
れ
と
も
か
く
本
来
的
に
同
一
で
あ
る
は
ず
で
し
か
も

　
　
相
違
す
る
部
分
を
含
む
二
種
以
上
の
本
文
の
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
異
伝

　
　
関
係
に
あ
る
と
定
義
し
て
置
き
た
い
。

　
し
か
し
、
曽
倉
氏
の
定
義
で
は
、
「
本
来
的
に
同
一
で
あ
る
」
と
認
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

根
拠
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
右
の
曽
倉
氏
の
見
解
に
対
し
て
丸
山
隆
司
氏

は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
　
　
「
本
来
的
に
同
一
で
あ
る
は
ず
」
と
い
う
と
き
の
、
そ
の
「
同
一
」
の

　
　
位
相
と
は
な
に
か
。
「
同
一
」
で
あ
り
つ
つ
「
相
違
す
る
部
分
を
含
む
」
と

　
　
い
う
以
上
、
「
同
一
」
の
成
り
た
つ
位
相
と
「
相
違
す
る
部
分
」
が
成
り

　
　
た
っ
位
相
は
異
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
曽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
　
，
万
葉
集
』
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

　
　
倉
は
「
本
来
的
に
同
一
で
あ
る
は
ず
」
と
、
い
わ
ば
「
同
一
」
の
成
り
立

　
　
つ
位
相
は
「
相
違
す
る
部
分
」
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
述

　
　
べ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
「
相
違
す
る
部
分
」
が
視
え
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
の
み
「
同
一
」
を
問
題
に
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

　
　
か
。
こ
の
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
〈
異
伝
〉
注
記
の
存
在
こ
そ
が
〈
異

　
　
伝
〉
関
係
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

　
　
そ
の
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
る
原
因
は
、
逆
に
〈
異
伝
〉
注
記
の
存
在
の

　
　
合
理
的
な
説
明
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
原
因

　
　
と
結
果
（
〈
異
伝
〉
関
係
の
存
在
）
は
逆
転
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す

　
　
れ
ば
、
ま
ず
は
原
因
を
指
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
〈
異
伝
〉
の
存
在
か
ら

　
　
始
め
る
こ
と
し
か
な
い
。

　
当
面
の
巻
十
三
が
「
或
本
歌
日
」
な
ど
と
記
す
こ
と
も
、
丸
山
氏
の
い
う

「
〈
異
伝
〉
注
記
」
に
あ
た
り
、
し
た
が
っ
て
「
〈
異
伝
〉
関
係
」
と
し
て
把
握

す
べ
き
例
だ
と
一
応
は
い
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
な
お
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
〈
異
伝
〉
注

記
の
存
在
こ
そ
が
〈
異
伝
〉
関
係
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
」
と
す
る
と
き
、

そ
の
注
記
が
各
巻
の
編
纂
の
次
元
で
付
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
同
一
」
が
「
本
来
的
」
か
ど
う
か
は
相
対
化
さ
れ
る
。
編
者
が

「
同
一
」
と
認
定
し
た
と
い
う
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。

「
本
文
」
と
そ
の
「
異
伝
」
、
と
い
う
価
値
認
定
も
編
纂
の
次
元
で
発
生
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

す
な
わ
ち
、
あ
る
巻
の
編
纂
に
際
し
て
、
編
者
が
依
拠
し
た
原
本
の
歌
が
「
本

文
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
の
一
本
の
歌
で
、
し
か
も
編
者
が
原
本

の
歌
と
「
同
一
」
と
認
定
し
た
歌
が
「
異
伝
」
と
し
て
並
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
同
一
」
が
「
本
来
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ

ち
真
に
「
〈
異
伝
〉
関
係
」
と
し
て
把
握
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は

個
々
の
事
例
に
即
し
て
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
の

「
同
一
」
と
は
、
歌
の
主
題
性
に
お
い
て
測
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
本
文
と
異
伝
と
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
把
握
し
た
上
で
、
巻
十
三
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

個
々
の
事
例
を
み
る
と
、
前
掲
阿
蘇
論
文
が
、
三
二
五
〇
上
二
二
五
四
の
グ

ル
ー
ブ
の
長
歌
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
な
主
題
的
な
差
異
を
認
め
る
べ
き
例

は
、
他
に
も
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
そ
ら
み
つ
　
大
和
の
国
　
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
山
越
え
て
　
山
背
の
　
管

　
　
木
の
原
　
ち
は
や
ぷ
る
　
宇
治
の
渡
り
　
滝
屋
の
　
阿
後
尼
の
原
を
　
千

　
　
年
に
　
欠
く
る
こ
と
な
く
　
万
代
に
　
あ
り
通
は
む
と
　
山
科
の
　
石
田

　
　
の
社
に
　
皇
神
に
　
幣
取
り
向
け
て
　
我
は
越
え
行
く
　
逢
坂
山
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
＝
三
エ
ハ
）

　
　
　
　
或
本
歌
日

　
　
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
山
過
ぎ
て
　
も
の
の
ふ
の
　
宇
治
川
渡
り
　
娘
子
ら

　
　
に
　
逢
坂
山
に
　
手
向
く
さ
　
幣
取
り
置
き
て
　
我
妹
子
に
　
近
江
の
海

　
　
の
　
沖
つ
波
　
来
寄
る
浜
辺
を
　
く
れ
く
れ
と
　
ひ
と
り
そ
我
が
来
る



　
　
妹
が
目
を
欲
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
＝
…
七
）

　
　
　
　
　
反
　
歌

　
　
逢
坂
を
　
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
　
近
江
の
海
白
木
綿
花
に
　
波
立
ち
渡

　
　
　
　
　
　
右
三
首

右
の
二
首
の
長
歌
、
三
二
＝
エ
ハ
と
三
二
三
七
を
比
較
す
る
と
、
と
も
に
い
わ
ゆ

る
道
行
き
体
の
様
式
で
地
名
を
列
挙
し
、
奈
良
山
を
越
え
て
山
背
か
ら
逢
坂
山

へ
と
至
る
道
程
を
叙
述
す
る
点
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
列
挙
さ
れ

た
地
名
が
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
重
な
り
合
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に

或
本
歌
三
二
二
七
は
結
句
で
「
く
れ
く
れ
と
　
ひ
と
り
そ
我
が
来
る
　
妹
が
目

を
欲
り
」
と
、
相
聞
的
な
拝
情
に
傾
く
。
両
歌
は
と
も
に
道
行
き
体
と
い
う
様

式
に
規
制
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
強
い
類
想
性
を
も
つ
と
は
い
え
る
も
の
の
、
あ

る
歌
と
そ
の
異
伝
と
は
認
め
が
た
い
。
両
長
歌
に
つ
い
て
は
、
窪
田
『
評
釈
』

が
「
別
伝
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
別
な
歌
」
（
二
二
二
一
七
「
評
」
）
と
い
い
、

『
注
釈
」
が
「
別
々
の
作
」
（
＝
＝
一
二
七
「
考
」
）
と
い
い
、
『
全
集
』
が
「
歌
境

上
は
別
趣
の
歌
」
（
三
二
二
七
頭
注
）
と
い
う
よ
う
に
、
元
来
は
別
個
の
歌
で

あ
っ
た
も
の
が
、
様
式
と
地
名
の
類
似
に
よ
っ
て
並
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
み

る
の
が
穏
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
当
面
の
グ
ル
ー
プ
は
「
雑
歌
」
の
部
立
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
認
定
は
、
お
そ
ら
く
本
文
歌
三
二
二
六
の
「
山
科
の
　
石
田
の
社
に
　
皇
神

　
　
　
　
　
「
万
葉
集
』
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

に
　
幣
取
り
向
け
て
」
と
い
う
、
旅
の
途
次
に
お
け
る
儀
礼
の
表
現
に
着
目
し

て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
雑

歌
」
と
し
て
の
認
定
は
本
文
歌
の
み
に
即
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

「
或
本
歌
」
は
あ
く
ま
で
そ
の
異
伝
と
し
て
校
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
の
こ
と
は
、
前
掲
阿
蘇
論
文
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
三
二
五
〇
上
二
二
五
四
の

グ
ル
ー
プ
が
「
相
聞
」
の
部
立
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
共
通
し
て
お
り
、

巻
十
三
に
お
け
る
異
伝
の
在
り
方
の
ひ
と
っ
の
傾
向
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
本
文
と
異
伝
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
掲
阿
蘇
論
文
が

「
歌
い
替
え
」
と
い
う
視
点
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
し

か
し
、
巻
十
三
に
お
け
る
本
文
と
異
伝
と
の
関
係
が
、
す
べ
て
前
二
例
と
等
質

で
あ
る
と
み
る
の
は
、
や
や
性
急
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
菅
の
根
の
　
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
　
我
が
思
へ
る
妹
に
よ
り
て
は
　
言
の

　
　
障
も
　
な
く
あ
り
こ
そ
と
　
斎
釜
を
　
斎
ひ
掘
り
す
ゑ
　
竹
玉
を
　
問
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
く
貫
き
垂
れ
　
天
地
の
　
神
を
そ
我
が
祈
む
　
い
た
も
す
べ
な
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
に
よ
り
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
み
に
　
よ
り

　
　
　
　
　
今
案
、
不
レ
可
レ
言
二
之
因
妹
者
一
応
レ
謂
二
之
縁
一
レ
君
也
。
何
則
反

　
　
　
　
　
　
　
き
み
が
ま
に
ま
に

　
　
　
　
　
歌
云
二
公
之
随
意
一
焉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
　
　
，
万
葉
集
」
巻
士
二
長
歌
の
本
文
と
異
伝

　
　
　
　
反
　
歌

　
　
た
ら
ち
ね
の
　
母
に
も
告
ら
ず
　
包
め
り
し
　
心
は
よ
し
ゑ
　
君
が
ま
に

　
　
ま
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
五
）

　
　
　
　
或
本
歌
日

　
　
玉
だ
す
き
　
か
け
ぬ
時
な
く
　
我
が
思
へ
る
　
君
に
よ
り
て
は
　
倭
文
幣

　
　
を
　
手
に
取
り
持
ち
て
　
竹
玉
を
　
し
じ
に
貫
き
垂
れ
　
天
地
の
　
神
を

　
　
そ
我
が
祈
む
　
い
た
も
す
べ
な
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
六
）

　
　
　
　
　
反
　
歌

　
　
天
地
の
　
神
を
祈
り
て
　
我
が
恋
ふ
る
　
君
い
必
ず
　
逢
は
ざ
ら
め
や
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
七
）

　
　
　
　
或
本
歌
日

　
　
大
船
の
　
思
ひ
頼
み
て
　
さ
な
葛
　
い
や
遠
長
く
　
我
が
思
へ
る
　
君
に

　
　
よ
り
て
は
　
言
の
故
も
　
な
く
あ
り
こ
そ
と
　
木
綿
だ
す
き
　
肩
に
取
り

　
　
掛
け
　
斎
餐
を
　
斎
ひ
掘
り
す
ゑ
　
天
地
の
　
神
に
そ
我
が
祈
む
　
い
た

　
　
も
す
べ
な
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
八
）

　
　
　
　
　
　
右
五
首

　
本
文
歌
三
二
八
四
に
即
し
て
い
え
ば
、
長
歌
の
文
脈
は
「
我
」
が
心
か
ら
想

っ
て
い
る
「
妹
」
の
こ
と
が
も
と
で
、
「
い
た
も
す
べ
な
」
い
の
で
「
言
の
障
」

も
無
く
あ
っ
て
ほ
し
い
と
「
天
地
の
神
」
を
祈
っ
た
と
い
う
。
「
天
地
の
　
神

を
そ
我
が
祈
む
」
と
あ
り
、
ま
た
「
斎
釜
を
　
斎
ひ
掘
り
す
ゑ
」
「
竹
玉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

間
な
く
貫
き
垂
れ
」
と
神
事
を
行
な
う
さ
ま
が
叙
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

神
事
に
う
た
わ
れ
た
歌
と
し
て
実
体
化
す
る
見
解
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
表

現
上
に
神
事
を
叙
す
る
こ
と
と
、
神
事
の
場
に
お
い
て
う
た
わ
れ
た
こ
と
と
は

別
個
の
問
題
で
あ
る
。
文
脈
は
確
か
に
「
我
」
が
神
に
祈
る
姿
を
叙
し
て
は
い

る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
に
祈
る
理
由
を
い
う
句
「
い
た
も
す
べ
な
み
」
が
一
首

の
結
句
に
倒
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
、
恋
す
る
「
我
」

の
、
「
言
の
障
」
に
よ
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
情
況
を
叙
す
る
こ
と

そ
の
も
の
を
主
題
と
す
る
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
本
文
歌
三
二
八
四
が
異
伝
と

し
て
三
二
八
六
・
三
二
八
八
を
か
か
え
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
そ
の
三
者
の

異
同
を
対
照
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
１
　
一
ナ
シ
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
四
）

　
　
　
一
ナ
シ
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
六
）

　
　
　
大
船
の
　
思
ひ
頼
み
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
八
）

　
２
　
菅
の
根
の
　
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
四
）

　
　
　
玉
だ
す
き
　
か
け
ぬ
時
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
六
）

　
　
　
さ
な
葛
　
　
い
や
遠
長
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
八
）

　
３
　
我
が
思
へ
る
妹
に
よ
り
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
四
）

　
　
　
我
が
思
へ
る
　
君
に
よ
り
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
六
）

　
　
我
が
思
へ
る
　
君
に
よ
り
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
＝
一
八
八
）

　
４
　
言
の
障
も
　
な
く
あ
り
こ
そ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
四
）



　
　
　
一
ナ
シ
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
六
）

　
　
　
言
の
故
も
　
な
く
あ
り
こ
そ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
＝
一
八
八
）

　
５
　
　
斎
釜
を
　
　
　
斎
ひ
掘
り
す
ゑ

　
　
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
な
く
貫
き
垂
れ

　
　
　
　
竹
玉
を

　
　
　
　
倭
文
幣
を
　
　
手
に
取
り
持
ち
て

　
　
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
じ
に
貫
き
垂
れ

　
　
　
　
竹
玉
を

　
　
　
　
木
綿
だ
す
き
　
肩
に
取
り
掛
け

　
　
　
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
ひ
掘
り
す
ゑ

　
　
　
　
斎
釜
を

　
６
　
天
地
の
　
神
を
そ
我
が
祈
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
四
）

　
　
　
天
地
の
　
神
を
そ
我
が
祈
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
六
）

　
　
　
天
地
の
　
神
に
そ
我
が
祈
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
八
八
）

　
７
　
い
た
も
す
べ
な
み
一
異
同
ナ
シ
一

結
句
７
以
外
に
は
、
す
べ
て
の
連
に
異
同
が
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
か
の
歌
に
句
の
不
足
の
あ
る
も
の
一
１
，
４
一
、
句
そ
の
も
の
が
異
な

っ
て
い
る
も
の
閉
、
人
称
表
現
に
異
同
の
あ
る
も
の
一
３
）
、
対
句
の
順
序
や

表
現
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
（
５
一
、
格
助
詞
の
異
同
一
６
）
、
と
分
類
で

き
る
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
異
同
を
も
っ
も
の
の
、
三
っ
の
長
歌
に
主
題

性
の
差
異
を
看
て
取
る
の
は
困
難
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
２
は
連
用
修
飾

格
で
「
我
が
思
へ
る
」
の
句
に
か
か
る
連
で
、
三
二
八
四
が
相
手
へ
の
想
い
の

深
さ
を
い
い
、
三
二
八
四
・
六
が
そ
の
時
問
的
な
長
さ
を
い
う
と
い
う
差
は
存

　
　
　
　
　
『
万
葉
集
』
巻
士
二
長
歌
の
本
文
と
異
伝

す
る
も
の
の
、
「
我
」
の
想
い
の
切
実
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
基

本
的
に
相
違
し
な
い
。
ま
た
、
１
も
２
の
句
と
ほ
ぼ
同
じ
心
情
を
表
現
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
三
二
八
八
が
「
－
思
ひ
頼
み
て
－
我
が
思
へ
る
」
と
い
う
の

は
内
容
的
に
は
繰
り
返
し
に
近
い
。
５
も
神
事
の
具
体
的
な
描
写
と
し
て
は
等

質
の
表
現
で
あ
る
し
、
６
も
行
為
の
対
象
を
示
す
格
助
詞
と
し
て
は
同
じ
機
能

を
呆
た
す
。
４
の
連
を
持
た
な
い
三
二
八
六
は
、
祈
る
目
的
を
表
現
し
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
が
、
祈
る
原
因
が
恋
の
情
に
あ
る
こ
と
は
「
君
に
よ
り
て
は
」

「
い
た
も
す
べ
な
み
」
の
句
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
の
で
あ
り
、
窪
田
『
評
釈
』

の
い
う
よ
う
に
「
必
ず
し
も
不
自
然
だ
と
は
云
へ
な
い
」
と
い
う
程
度
の
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
右
の
長
歌
の
異
伝
関
係
に
触
れ
て
、
遠
藤
宏
氏
は
、
三
首
に
共
通
な
句
を
取

り
出
し
て
ま
と
め
る
と
、

　
　
吾
が
思
へ
る
妹
（
君
）
に
よ
り
て
は
天
地
の
神
を
（
に
）
そ
吾
が

　
　
祈
む
　
い
た
も
術
な
み

と
い
う
短
歌
形
式
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
が
「
三
首
の
原
核
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
」
と
し
、
さ
ら
に
長
歌
の
形
成
の
問
題
に
言
い
及
ぶ
。

　
　
　
三
首
は
、
こ
の
原
核
に
そ
れ
ぞ
れ
の
修
飾
句
を
付
加
し
て
長
歌
に
仕
上

　
　
げ
て
い
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
付
加
さ
れ
た
（
と
思
わ
れ

　
　
る
）
修
飾
句
は
、
い
ず
れ
も
他
に
類
例
の
あ
る
慣
用
的
な
、
そ
の
意
味
で

　
　
は
特
殊
性
の
乏
し
い
句
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
句
を
付
加
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



　
　
　
　
　
『
万
葉
集
』
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

　
　
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
っ
の
相
聞
歌
の
世
界
を
造
形
し
て
い
っ
て
い
る

　
　
と
見
ら
れ
る
。

遠
藤
氏
は
こ
れ
を
「
原
核
を
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
新
た
な
虚
構
世
界
を
構
築
す
」

る
と
い
う
「
歌
の
物
語
化
の
方
向
」
と
意
味
付
け
、
い
わ
ば
創
作
の
営
為
と
し

て
当
面
の
異
伝
発
生
の
要
因
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
氏
が
三
首

に
通
有
す
る
「
原
核
」
を
み
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
主
題
的
な
差
異
を
持
た
な
い

の
を
証
す
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
当
該
の
長
歌
三
首
に
お
い
て
、
そ
の
差
異
は
、
遠
藤
氏
の
言
う
「
修
飾
句
」

の
部
分
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
題
に
は
直
接
関
与
し
な
い
部
分
に

お
い
て
、
異
な
る
表
現
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
い
わ
ば
、
歌
の
表
現
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
か
ら
本
文
と
異
伝
と

の
蓑
が
発
生
し
て
い
る
も
の
と
望
ら
仰
こ
う
し
た
在
り
方
を
前
節
に
み

た
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
「
歌
い
替
え
」
と
同
次
元
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
巻
十
三
の
歌
々
す
べ
て
を
等
し
並
み
に
歌
謡
の
地
平
に

還
元
す
る
こ
と
は
、
誤
り
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

　
三
二
八
四
上
二
二
八
八
番
の
グ
ル
ー
プ
の
長
歌
が
神
事
を
行
な
う
者
の
姿
を

表
現
上
に
描
出
す
る
と
い
う
点
か
ら
は
、
『
万
葉
集
』
に
類
型
表
現
を
も
つ
長

歌
を
い
く
っ
か
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１ 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

　
　
石
田
王
卒
之
時
、
丹
生
王
作
歌
一
首
井
短
歌

、
　
お
よ
づ
れ
か
　
我
が
聞
き
っ
る
　
た
は
こ
と
か
　
我
が
聞
き
っ
る

も
　
天
地
に
　
悔
し
き
こ
と
の
　
世
の
中
の
　
悔
し
き
こ
と
は
　
天
雲
の

そ
く
へ
の
極
　
天
地
の
　
至
れ
る
ま
で
に
　
杖
つ
き
も
　
つ
か
ず
も
行
き

て
　
夕
占
問
ひ

石
占
も
ち
て
　
我
が
や
ど
に

み
も
ろ
を
立
て
て
枕

辺
に
　
斎
翁
を
す
ゑ

竹
玉
を
　
問
な
く
貫
き
垂
れ

木
綿
だ
す
き

か

　
ひ
な
に
か
け
て
　
天
な
る
　
さ
さ
ら
の
小
野
の
　
七
ふ
菅
手
に
取
り
持

　
ち
て
　
ひ
さ
か
た
の
　
天
の
川
原
に
　
出
で
立
ち
て
　
み
そ
ぎ
て
ま
し
を

　
高
山
の
　
い
は
ほ
の
上
に
　
い
ま
せ
つ
る
か
も
　
　
　
　
　
（
　
四
二
〇
）

ｎ
　
　
天
平
元
年
己
巳
、
摂
津
国
班
田
史
生
丈
部
龍
麻
呂
自
経
死
之
時
、
判

　
　
　
官
大
伴
宿
祢
三
中
作
歌
一
首
井
短
歌

　
　
…
　
た
ら
ち
ね
の
　
母
の
命
は
　
斎
餐
を
　
前
に
す
ゑ
置
き
て
　
片

手
に
は
　
木
綿
取
り
持
ち
　
片
手
に
は
　
和
た
へ
奉
り
　
平
け
く
　
ま
幸

く
ま
せ
と
　
天
地
の
　
神
を
乞
ひ
祷
み
　
い
か
に
あ
ら
む
　
年
月
日
に
か

っ
っ
じ
花
　
に
ほ
へ
る
君
が
　
に
ほ
鳥
の
　
な
づ
さ
ひ
来
む
と
　
立
ち
て

居
て
　
待
ち
け
む
人
は
　
大
君
の
　
命
恐
み
　
お
し
照
る
　
難
波
の
国
に

あ
ら
た
ま
の
　
年
経
る
ま
で
に
　
白
た
へ
の
　
衣
も
干
さ
ず
朝
夕
に

あ
り
っ
る
君
は
　
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
に
け
む
　
時
に
あ
ら
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
四
四
三
）



ｍ　
　
天
平
五
年
癸
酉
、
遣
唐
使
舶
発
難
波
入
海
之
時
、
親
母
贈
子
歌
一
首

　
　
井
短
歌

秋
萩
を
　
妻
ど
ふ
鹿
こ
そ
　
独
り
子
に
　
子
持
て
り
と
い
へ
　
鹿
子
じ
も

の
　
我
が
独
り
子
の
　
草
枕
　
旅
に
し
行
け
ば
　
竹
玉
を
　
し
じ
に
貫
き

垂
れ
斎
釜
に
　
木
綿
取
り
垂
で
て
斎
ひ
つ
つ
　
我
が
思
ふ
我
が
子

ま
幸
く
あ
り
こ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
一
七
九
〇
一

ｗ
　
　
追
痛
防
人
悲
別
之
心
作
歌
一
首
井
短
歌

　
：
…
・
鶏
が
鳴
く
　
東
男
は
　
出
で
向
か
ひ
　
顧
み
せ
ず
て
　
勇
み
た
る

　
猛
き
軍
士
と
　
ね
ぎ
た
ま
ひ
　
任
け
の
ま
に
ま
に
　
た
ら
ち
ね
の
　
母
が

　
目
離
れ
て
　
若
草
の
　
妻
を
も
ま
か
ず
　
あ
ら
た
ま
の
　
月
日
数
み
っ
っ

　
葦
が
散
る
　
難
波
の
三
津
に
　
大
船
に
　
ま
梶
し
じ
貫
き
　
朝
な
ぎ
に

　
水
手
整
へ
　
夕
潮
に
　
梶
引
き
折
り
　
率
ひ
て
　
漕
ぎ
行
く
君
は
　
波
の

　
間
を
　
い
行
き
さ
ぐ
く
み
　
ま
幸
く
も
　
早
く
至
り
て
　
大
君
の
　
命
の

　
ま
に
ま
　
ま
す
ら
を
の
　
心
を
持
ち
て
　
あ
り
巡
り
事
し
終
は
ら
ば

　
　
障
ま
は
ず
　
帰
り
来
ま
せ
と
　
斎
公
瓦
を
　
床
辺
に
す
ゑ
て
　
白
た
へ
の

　
　
袖
折
り
返
し
　
ぬ
ば
た
ま
の
　
黒
髪
敷
き
て
　
長
き
日
を
　
待
ち
か
も
恋

　
　
ひ
む
　
愛
し
き
妻
ら
は
　
（
ゆ
四
三
三
一
　
天
平
勝
宝
七
年
・
大
伴
家
持
）

　
こ
れ
ら
は
、
１
反
実
仮
想
と
し
て
石
田
王
を
潔
斎
し
て
待
つ
「
我
」
の
姿
を
、

ｕ
龍
麻
呂
の
帰
り
を
待
つ
「
母
」
の
姿
を
、
皿
遣
唐
使
と
し
て
旅
立
つ
我
が
子

の
無
事
を
祈
る
「
母
」
の
姿
を
、
Ｗ
防
人
に
任
じ
ら
れ
た
夫
の
帰
り
を
待
つ

　
　
　
　
　
『
万
葉
集
』
巻
士
二
長
歌
の
本
文
と
異
伝

「
妻
」
の
姿
を
、
そ
れ
ぞ
れ
神
事
の
場
面
を
も
っ
て
描
出
す
る
。
年
代
の
明
ら

か
な
皿
皿
ｗ
が
万
葉
後
期
の
成
立
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
１
も
奈
良
朝
初
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
長
歌
の
場
面
構
成
の

方
法
が
奈
良
朝
す
な
わ
ち
万
葉
後
期
に
至
っ
て
初
め
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
と
り
わ
け
、
大
伴
坂
上
郎
女
の
「
祭
神
歌
一
首
」
と
当
該
長
歌
と
の
問
に
、

歌
の
内
容
そ
の
も
の
の
類
似
性
を
認
め
る
説
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ

れ
る
。

　
Ｖ
　
　
大
伴
坂
上
郎
女
祭
神
歌
一
首
井
短
歌

　
　
ひ
さ
か
た
の
　
天
の
原
よ
り
生
れ
来
る
　
神
の
命
奥
山
の
　
さ
か
き

の
枝
に
　
し
ら
か
付
け

木
綿
取
り
付
け
て
　
斎
公
瓦
を

斎
ひ
掘
り
す
ゑ

竹
玉
を
　
し
じ
に
貫
き
垂
れ
　
鹿
じ
も
の
　
膝
折
り
伏
し
て
　
た
わ
や
め

　
の
　
お
す
ひ
取
り
か
け
　
か
く
だ
に
も
　
我
は
祈
ひ
な
む
　
君
に
逢
は
じ

　
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
三
七
九
）

　
　
　
　
反
　
歌

木
綿
た
た
み
　
手
に
取
り
持
ち
て
　
か
く
だ
に
も
　
我
は
祈
ひ
な
む
　
君

　
に
逢
は
じ
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
八
○
）

　
　
　
　
右
歌
者
、
以
二
天
平
五
年
冬
十
一
月
一
、
供
二
祭
大
伴
氏
神
一
之
時
、

　
　
　
　
柳
作
二
此
歌
」
故
日
二
祭
レ
神
歌
刈

長
歌
が
一
貫
し
て
神
事
を
描
く
点
は
、
当
面
の
巻
士
二
歌
と
共
通
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
　
　
『
万
葉
集
』
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

　
　
　
　
　
＠

例
え
ば
桜
井
満
氏
は
、
こ
の
郎
女
歌
に
つ
い
て
、
も
し
左
注
に
氏
神
を
祭
っ
た

時
の
作
歌
だ
と
い
う
注
記
が
な
け
れ
ば
、
当
該
の
巻
士
二
歌
の
よ
う
な
、
個
人

的
に
「
神
に
恋
の
成
就
を
祈
願
し
た
歌
」
と
「
変
わ
ら
な
い
内
容
」
に
な
る
と

述
べ
る
。
し
か
し
、
郎
女
歌
は
「
我
」
が
「
ひ
さ
か
た
の
天
の
原
よ
り
生
れ
来

る
神
の
命
」
に
呼
格
で
向
き
合
い
、
「
君
に
逢
は
じ
か
も
」
と
、
「
君
」
と
の
逢

会
を
嘆
願
し
て
歌
い
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
供
祭
大
伴
氏
神
之
時
」
に

「
柳
」
に
「
作
」
っ
た
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
っ
て
、
単
純
に
内
容
の

類
似
性
を
い
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
先
の
類
型
表
現
を
も
ふ
く
め

て
、
神
事
を
行
な
う
者
を
描
く
と
い
う
こ
と
が
、
万
葉
後
期
の
長
歌
の
場
面
構

成
の
方
法
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

　
巻
十
三
の
当
該
の
長
歌
も
、
神
事
の
場
面
を
描
出
す
る
と
い
う
点
か
ら
、
こ

う
し
た
万
葉
後
期
の
創
乍
歌
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
そ
の
成

立
も
万
葉
後
期
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
巻
十

三
長
歌
に
対
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た
、
古
く
か
ら
伝
諦
さ
れ
た
と
す
る
前
提
は

見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

六

　
以
上
、
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
例

に
即
し
な
が
ら
考
察
を
し
て
き
た
。
本
文
と
異
伝
と
は
、
主
題
的
な
差
異
を
も

つ
関
係
に
あ
る
例
も
存
し
、
ま
た
、
主
題
的
に
は
共
通
し
な
が
ら
そ
の
表
現
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

に
お
い
て
差
異
を
も
つ
関
係
に
あ
る
例
も
存
す
る
。
と
り
わ
け
後
者
の
場
合
、

そ
の
表
現
に
万
葉
後
期
的
な
性
格
も
窺
い
知
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
巻
十
三
長

歌
の
成
立
を
早
い
時
期
に
特
定
す
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
考
察

の
結
果
か
ら
言
え
ば
、
巻
十
三
の
歌
々
に
っ
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
歌
謡
性
や

伝
諦
性
は
、
よ
り
広
い
視
点
か
ら
の
見
直
し
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
注

　
◎
　
以
下
、
「
万
葉
集
」
か
ら
の
引
用
は
、
目
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』
（
小
島
憲

　
　
之
氏
ほ
か
校
注
、
小
学
館
、
一
九
七
一
－
一
九
七
五
）
に
よ
り
、
題
詞
・
左
注
は
原

　
　
文
で
、
歌
詞
は
訳
文
で
引
用
す
る
。
割
注
の
示
し
方
も
同
書
に
従
う
。
た
だ
し
、
一

　
　
部
異
な
る
訓
を
採
用
し
た
箇
所
が
あ
る
。

　
　
　
三
二
三
六
上
二
二
三
八
番
歌
、
三
二
八
○
上
二
二
八
三
番
歌
、
三
二
八
四
上
二
二

　
　
八
八
番
歌
。

　
　
　
中
西
進
氏
「
八
世
紀
の
万
葉
」
『
万
葉
史
の
研
究
』
（
桜
楓
社
、
一
九
六
八
）
四
一

　
　
五
－
六
頁

　
＠
　
阿
蘇
瑞
枝
氏
「
万
葉
集
巻
十
三
の
編
簑
私
論
」
『
論
集
上
代
文
学
』
第
二
冊
（
笠

　
　
間
書
院
、
一
九
七
一
）

　
　
　
阿
蘇
瑞
枝
氏
「
巻
十
三
長
歌
の
対
句
表
現
」
『
論
集
上
代
文
学
』
第
十
六
冊
（
笠

　
　
問
書
院
、
一
九
八
八
）

　
　
　
曽
倉
峯
氏
「
万
葉
集
に
お
け
る
歌
詞
の
異
伝
」
『
国
語
と
国
文
学
」
３
８
１
９
、
一

　
　
九
六
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
キ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
キ
ス
ト

　
¢
　
丸
山
隆
司
氏
「
〈
異
伝
〉
１
〈
文
献
〉
の
不
安
あ
る
い
は
不
安
の
〈
文
献
〉
」
『
藤

　
　
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
３
７
、
一
九
八
六
）

　
＠
注
＠
論
文



　
注
＠
論
文

＠
注
＠
論
文

＠
　
「
言
の
障
」
に
つ
い
て
は
、
『
大
系
』
『
私
注
』
に
し
た
が
っ
て
コ
ト
ノ
サ
ヘ
の
訓

　
を
採
用
す
る
。

＠
　
『
全
註
釈
』
・
窪
田
『
評
釈
』
・
『
私
注
』
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
。

＠
遠
藤
宏
氏
「
巻
士
二
に
お
け
る
異
伝
－
後
期
的
文
学
営
為
検
討
の
た
め
の
一
視
点

　
と
し
て
ー
」
『
古
代
和
歌
の
基
層
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
一
）
二
二
四
頁

＠
　
こ
れ
と
同
様
の
例
と
し
て
、
三
二
八
○
上
二
二
八
三
番
の
グ
ル
ー
プ
の
長
歌
、
お

　
よ
び
三
二
九
一
上
二
二
九
二
番
の
グ
ル
ー
プ
の
長
歌
が
あ
げ
ら
れ
る
。

＠
　
西
宮
一
民
氏
『
全
注
巻
第
三
』
が
成
立
時
期
に
言
及
す
る
。

＠
桜
井
満
氏
「
坂
上
郎
女
祭
神
歌
」
『
万
葉
集
を
学
ど
第
三
集
（
有
斐
閣
、
一
九

　
七
八
）

『
万
葉
集
－
巻
十
三
長
歌
の
本
文
と
異
伝

九
三
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