
こ
に
き
し
の
お
は
き
み

重
の
詠
ん
だ
不
思
議
な
歌

l

万
葉
集
は
二
〇
巻
か
ら
成
る
歌
集
で
あ
る
が
､
そ
の
二
〇
巻
は
同
じ
時

期
に
編
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
'
編
集
の
あ
り
方
も

一
貫
し
た
も
の
で
は

な
い
｡
中
で
も
巻

一
に
収
め
る

｢雑
歌
｣
集
､
巻
二
に
収
め
る

｢相
聞

｡

挽
歌
｣
集
は
'
最
初
の
段
階
で
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
'
独
自
の
編
集
が

な
さ
れ
て
い
る
｡
両
巻
と
も
'
天
皇
の
御
代
ご
と
に
時
代
を
設
定
し
'
そ

の
時
代
に
詠
ま
れ
た
歌
を
'
お
よ
そ
年
代
順
に
配
置
し
て
い
る
｡
そ
の
巻

こ

にき
しの
おほ
き
み

一
に
'
次
の
歌
が
置
か
れ
て
い
る
｡
軍

王

の
作
と
記
さ
れ
た
歌
で

あ
り
'
鮮
明
天
皇
の
時
代
に
置
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
歌
に
考
察
を
加
え
て

み
た
い
｡
こ
の
歌
は
不
思
議
な
要
素
を
持
つ
歌
で
あ
り
､
そ
の
不
思
議
さ

を
た
ず
ね
て
い
く
時
､
万
葉
集
と
い
う
歌
集
に
つ
い
て
'
あ
ら
た
め
て
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
る
の
で
あ
る
｡

あ

や
の
こほり
い

でま

讃
岐
国
の
安

益

郡

に
幸

す
時
に
､
軍
王
'
山
を
見
て
作
る
歌

五

霞
立
つ

長
き
春
日
の

暮
れ
に
け
る

わ
づ
き
も
知
ら
ず

む
ら

き
も
の

心
を
痛
み

ぬ
え
こ
鳥

う
ら
な
け
居
れ
ば

玉
だ
す
き

い

でま
し

か
け
の
宜
し
く

遠
つ
神

我
が
大
君
の

行

幸

の

山
越
す
風

の

ひ
と
り
居
る

我
が
衣
手
に

朝
夕
に

か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば

山

口

孝

晴

ま
す
ら
を
と

恩
へ
る
我
も

草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば

思
ひ
遣
る

あ

ま
をと
め

た
づ
き
を
知
ら
に

網
の
浦
の

海

人

娘

子

ら
が

焼
く
塩
の

恩
ひ
そ
焼
く
る

我
が
下
心

反
歌

六

山
越
し
の

風
を
時
じ
み

寝
る
夜
落
ち
ず

家
な
る
妹
を

か
け

て
偲
ひ
つ

ま
ず
､
題
詞
に
触
れ
て
み
た
い
｡
題
詞
自
体
に
不
自
然
な
点
､
或
い
は

不
可
解
な
点
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

一
点
ず
つ
次
に
示
す
｡

①
'
｢讃
岐
国
の
安
益
郡
に
幸
す
時
に
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
歌
は

鮮
明
天
皇
の
時
代
に
置
か
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
鮮
明
天
皇
が
讃
岐
国

に
行
幸
を
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
｡
日
本
書
紀
で
は
鮮
明
十

一
年

(六
三
九
)
に
伊
予
国
に
行
幸
を
し
た
と
い
う
記
録
は
残
し
て
い
る
｡
し

か
し
讃
岐
国
へ
の
行
幸
の
記
録
は
な
い
｡
何
ら
か
の
事
情
で
載
せ
な
か
っ

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
'
不
自
然
な
こ
と
だ

(五
～
六
歌
に
添
え
ら

れ
た
注
で
こ
の
こ
と
触
れ
て
い
る
が
､
注
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
)
0

②
､
作
者
は
軍
王
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
伝
不
詳
の
人
物
で
あ
り
'
こ
の
名

は
当
時
朝
鮮
半
島
に
あ
っ
た
百
済
に
由
来
す
る
と
言
う
｡
従
っ
て
'
軍

1



王
は
帰
化
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
｡
帰
化
人
に
こ
の
歌
に
見
る
よ
う

な
へ
複
雑
な
文
脈
を
持
つ
歌
が
詠
め
る
で
あ
ろ
う
か
｡

③
'
｢山
を
見
て
作
る
歌
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
歌
は
山

を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
は
な
い
｡
旅
先
で
都
を
思
い
'
妻
を
偲
ん
だ
歌
で

あ
る
｡
題
詞
と
歌
の
内
容
が

一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

題
詞
に
見
る
疑
問
と
し
て
､
以
上
の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
事
実
に
基

づ
い
て
詠
ん
だ
歌
な
の
か
､
.作
者
は
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
な
ど
､
歌
の

根
幹
に
か
か
わ
る
疑
問
で
あ
る
｡

次
に
歌
の
詠
み
方
に
触
れ
た
い
と
思
う
｡
万
葉
集
に
収
め
ら
れ
た
歌
は
'

口
諦
歌
か
ら
記
載
歌
へ
と
い
う
流
れ
を
辿
っ
て
い
る
｡
こ
の
歌
は
'
表
現
'

形
式
､
修
辞
法
等
か
ら
考
え
て
'
記
載
歌
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
｡
論
の

展
開
上
､
こ
こ
で
は
歌
の
表
現
に
関
し
て

一
点
指
摘
し
'
記
載
歌
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
い
｡
歌
中
に

｢か
け
の
宜
し
く
｣
と
い
う
表
現
が
見
ら

れ
る
｡
こ
の
一三皇
某
は
そ
の
後
七
句
を
隔
て
て

｢か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
｣
に
掛

か
っ
て
い
る
｡
し
か
も
､
そ
の
掛
か
り
方
は

｢か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
｣
の

｢か
へ
ら
｣
を
掛
詞
と
し
て
掛
か
っ
て
い
る
｡
こ
の
部
分
を
要
点
の
み
解

釈
す
る
な
ら
ば
'
｢掛
詞
と
し
て
具
合
の
い
い
こ
と
に

『か
へ
ら
ひ
ぬ
れ

ば
』
の

『か
へ
ら
』
に
は

『都
に
帰
る
』
の
意
も
あ
っ
て
､
言
葉
の
上
で

は
宜
し
い
の
だ
が
｣
と
な
る
｡
｢か
け
の
宜
し
く
｣
の

｢か
け
｣
自
体
が

掛
詞
の
働
き
を
な
し
て
お
り

(傍
線
部
)
'
そ
れ
が

｢か
へ
ら
ひ
い亀
れ
ば
｣

)

を
掛
詞
と
し
て
掛
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢か
け
の
宜
し
く
｣
(と

｢か

へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
｣
の
間
に
七
つ
の
句
を
挟
み
､
掛
詞
を
巧
み
に
活
か
し
て

い
る
｡
そ
れ
で
い
て
文
脈
は
し
っ
か
り
し
て
お
り
'
乱
れ
は
な
い
｡
こ
こ

に
見
る
工
夫
さ
れ
た
表
現
は
'
記
載
歌
に
し
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
言
っ

て
い
い
｡
つ
ま
り
､
こ
の
歌
は
記
載
歌
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
五
～
六
歌
が
記
載
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
何
を
意
味
し
て

い
る
の
か
｡
こ
の
歌
は
鮮
明
天
皇
の
時
代

(六
二
九
～
六
四

一
年
)
に
置

か
れ
て
い
る
｡
万
葉
集
に
収
め
ら
れ
た
歌
の
初
期
の
段
階
に
当
た
る
｡
そ

の
時
期
は
口
話
歌
の
時
代
で
あ
り
'
記
載
歌
が
完
成
し
た
の
は
六
〇
〇
年

代
の
末
期
で
あ
る
｡
万
葉
歌
の
中
で
'
私
た
ち
は
柿
本
人
麻
呂
の
歌
に
､

ま
ず
そ
の
完
成
し
た
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
人
麻
呂
は
六
〇
〇
年
代

の
末
期
に
宮
廷
歌
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
｡
人
麻
呂
に
よ
っ
て
記
載
歌

は
完
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
記
載
歌
が
完
成
に
至

る
過
程
は
､
万
葉
仮
名
の
発
達
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
六

三
〇
年
代
の
頃
は
'
万
葉
仮
名
の
歴
史
の
上
で
も
'
ご
く
初
期
の
段
階
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
従
っ
て
'
い
か
な
る
天
才
で
あ
れ
､
六
三
〇
年
代

の
頃
に
'
文
字
文
化
の
歴
史
を
越
え
て
記
載
歌
を
作
る
こ
と
は
'
不
可
能

で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
｡
六
〇
〇
年
代
の
末
期
を
待
た
な
け
れ
ば
､
記
載

歌
の
存
雇
は
あ
り
得
な
い
の
だ
｡
で
あ
れ
ば
'
記
載
歌
で
あ
る
五
～
六
歌

が
六
三
〇
年
代
の
頃
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
､
ど
の
よ
う
に
受
け
取
れ

ば
い
い
の
か
｡
不
思
議
な
存
在
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
｡
こ
の
歌
の
存

在
は
'
私
た
ち
に
大
き
な
謎
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡

五
～
六
歌
が
鮮
明
天
皇
の
時
代
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
､

一
般
の
注

釈
書
等
で
は
'
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
か
｡
四
点
ほ
ど
を
次
に
示
す
｡

①
､
日
本
古
典
文
学
大
系

(岩
波
書
店
)

記
載
歌
で
あ
る
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
｡

②
､
日
本
古
典
文
学
全
集

(小
学
館
)

記
載
歌
で
あ
る
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
｡

2



③
'
万
葉
集
注
釈
-
揮
潟
久
孝
著

(中
央
公
論
社
)

～
こ
の
作
に
は
対
句
が
な
く
'
枕
詞
を
多
く
用
ゐ
'
序
詞
も
あ
り
､
句

数

(二
九
匂
)
も
人
麻
呂
以
前
の
も
の
と
し
て
は
最
も
多
く
､
結
句
が

は
じ
め
て
五

｡
七

｡
七
の
形
に
な
っ
て
ゐ
る
事
も
注
意
せ
ら
れ
'
形
式

技
巧
の
点
か
ら
も
内
容
の
上
か
ら
も
'
明
ら
か
に
口
話
文
学
と
し
て
の

歌
謡
か
ら
記
載
文
芸
と
し
て
の
長
歌
に
な
っ
た
最
初
の
も
の
と
し
て
認

め
ら
れ
る
｡

④
'
万
葉
集
必
携
-
稲
岡
耕
二
編

(学
燈
社
)

～

｢ぬ
え
こ
鳥
｣
｢玉
だ
す
き
｣
な
ど
人
麻
呂
の
創
始
に
成
る
と
思
わ

れ
る
枕
詞
を
含
み
､
さ
ら
に

｢遠
つ
神

我
が
大
君
｣
に
は
大
化
以
後
'

天
武
朝
以
後
の
現
神
思
想
の
反
映
も
見
ら
れ
て
到
底
野
明
朝
の
作
品
と

は
考
え
難
い

(稲
岡
耕
二

｢軍
王
作
歌
の
論
｣
『国
語
と
国
文
学
』
昭

4
8

｡
5
)
｡
歌
の
形
式
も
初
期
万
葉
に
は
珍
し
い
五
七
定
型
に
整
備

さ
れ
て
お
り

(窪
田
評
釈

｡
武
田
全
注
釈
な
ど
)
'
持
続
朝
以
後
の
作

が
誤
っ
て
前
代
の
歌
の
な
か
に
配
列
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

右
の
如
く
で
あ
る
｡
簡
単
に
振
り
返
る
な
ら
ば
'
私
た
ち
が

一
般
に
目

に
す
る
古
典
文
学
全
集
で
は
'
記
載
歌
で
あ
る
こ
と
に
は
全
く
触
れ
て
い

な
い
｡
代
表
的
な
万
葉
学
者
で
あ
る
揮
潟
久
孝
は

｢口
話
文
学
と
し
て
の

歌
謡
か
ら
記
載
文
芸
と
し
て
の
長
歌
に
な
っ
た
最
初
の
も
の
｣
と
言
っ
て

い
る
が
､
｢記
載
文
芸
と
し
て
の
長
歌
｣
の
完
成
は
､
六
〇
〇
年
代
の
末

期
で
あ
り
'
そ
れ
が
六
三
〇
年
代
の
頃
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
に

つ
い
て
は
､
何
も
触
れ
て
い
な
い
｡
最
後
に
あ
げ
た

｢万
葉
集
必
携
｣
で

は
､
｢持
統
朝
以
後
の
作
が
誤
っ
て
前
代
の
歌
の
な
か
に
配
列
さ
れ
た
も

の
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
説
明
で
あ
れ
ば
'
矛
盾
は

一
応
解
消
さ
れ
る
｡

ま
た
､
｢天
武
朝
以
後
の
現
神
思
想
の
反
映
も
見
ら
れ
て
｣
と
い
う
指
摘

は
'
こ
の
歌
が
持
続
朝
以
後
の
作
で
あ
る
こ
と
の
確
か
な
根
拠
と
言
え
よ

う
｡
し
か
し
'
｢誤
っ
て
前
代
の
歌
の
な
か
に
配
列
す
る
｣
な
ど
と
い
う

ミ
ス
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡

私
は
五
～
六
歌
は
誤
っ
て
鮮
明
天
皇
の
時
代
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い

と
思
う
｡
も
ち
ろ
ん
､
六
三
〇
年
代
の
頃
に
記
載
歌
が
作
ら
れ
よ
う
は
ず

も
な
い
｡
私
は
五
～
六
歌
は
七
〇
〇
年
代
の
初
め
の
頃
に
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
'
そ
れ
が
編
者
に
よ
っ
て
､
敢
え
て
鮮
明
天
皇
の
時
代
に
置
か
れ

た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
｡
も
し
､
鮮
明
天
皇
の
時
代
に
敢
え
て
置
い
た

も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
､
そ
れ
は
歌
集
編
集
の
枠
を
越
え
て
､
歌
集
に

一

つ
の
工
作
を
施
し
た
と
も
言
え
る
も
の
だ
｡
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と

は
､
万
葉
集
を
冒
涜
す
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
t
､

い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
時
､
七
〇
〇
年
代
の
初
め
の
頃
に
作
ら

れ
た
五
～
六
歌
を
､
野
明
天
皇
の
時
代
に
敢
え
て
置
い
た
と
い
う
結
論
に

至
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
､
万
葉
集
を

冒
涜
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
､
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
初
め
て
'
万

葉
集
が
い
か
に
貴
重
な
歌
集
で
あ
る
の
か
が
胡
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
｡

以
下
'
私
が
右
の
判
断
に
至
っ
た
根
拠
を
示
す
｡

二

記
載
歌
の
完
成
は
当
時
の
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
賞
賛
す
べ
き
､
偉
大
な

業
績
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
口
論
歌
か
ら
記
載
歌
へ
と
い
う
過
程
は
'

文
学
誕
生
の
過
程
で
も
あ
る
｡
先
に
'
記
載
歌
を
完
成
さ
せ
た
の
は
人
麻

呂
で
あ
る
と
述
べ
た
が
'
人
麻
呂
は
六
九
〇
年
の
前
後
に
､
か
つ
て
都
で

あ
っ
た
近
江
大
津
京
を
訪
ね
て
､
歌
を
詠
ん
で
い
る
｡
｢～
霞
立
ち

春
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日
の
霧
れ
る

も
も
し
き
の

大
宮
所

見
れ
ば
悲
し
も
｣
と
詠
ん
だ
長

歌

一
首
と
反
歌
二
首
か
ら
成
る
こ
の
歌
は
'
記
載
歌
と
し
て
の
美
し
さ
を

極
め
た
作
品
と
言
っ
て
い
い
｡
こ
の
歌
に
よ
っ
て
､
当
時
の
人
は
初
め
て

文
学
の
与
え
る
感
動
を
知
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の

歌
は
五
～
六
歌
の
少
し
後
に
置
か
れ
て
い
る
｡
歌
番
号
は
二
九
～
三

一
で

あ
る
｡
編
者
は
こ
の
歌
を
記
載
歌
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
と
い
う
認
識

の
も
と
に
置
い
た
に
違
い
な
く
'
そ
の
編
者
が
同
じ
記
載
歌
で
あ
る
五
～

六
歌
を
､
誤
っ
て
鮮
明
天
皇
の
時
代
に
置
く
と
い
う
間
違
い
を
犯
す
で
あ

ろ
う
か
｡
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
私
は
思
う
｡

私
は
単
に
推
測
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
七
〇
〇
年
代
の
初
め
の
頃
に

作
ら
れ
た
五
～
六
歌
を
六
三
〇
年
代
の
頃
に
敢
え
て
置
い
た
も
の
だ
と
す

る
私
の
と
ら
え
方
に
､
客
観
性
を
も
た
ら
す
根
拠
を
私
は
見
出
し
て
い
る
｡

そ
の
根
拠
を
述
べ
た
い
｡

五
歌
の
後
半
に

｢ま
す
ら
を
と

恩
へ
る
我
も

草
枕

旅
に
し
あ
れ

ば
｣
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
表
現
は
万
葉
歌
に
親
し
む
人
に
と
っ

て
'
な
じ
み
の
あ
る
表
現
で
あ
る
｡
柿
本
人
麻
呂
の

｢石
見
相
聞
歌
｣
に
､

次
の

一
節
が
あ
る
｡

二
二
五

～
天
伝
ふ

入
日
さ
し
ぬ
れ

ま
す
ら
を
と

恩
へ
る
我
も
～

ま
た
'
有
間
皇
子
の
歌
に
'
次
の

一
首
が
あ
る
｡

ナ

一
四
二

家
に
あ
れ
ば

静
に
盛
る
飯
を

草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば

椎

の
葉
に
盛
る

人
麻
呂
の
歌
と
有
間
皇
子
の
歌
の

一
部
が
'
五
歌
の
中
に
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
｡
当
然
､
そ
れ
は
偶
然
の

一
致
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
思
っ
た
が
'

五
歌
の
冒
頭
部
を
見
て
い
て
､
そ
こ
に
見
る
表
現
も
ど
こ
か
で
見
た
よ
う

な
気
が
し
た
｡
そ
し
て
'
私
は
次
に
示
す
事
実
を
知
っ
た
｡
こ
の
事
実
は
'

五
～
六
歌
は
鮮
明
天
皇
の
時
代
に
敢
え
て
置
い
た
も
の
だ
と
す
る
私
の
と

ら
え
方
を
'
確
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
る
｡
次
に
示
す
五
～
六
歌
の

傍
線
部
と
'
後
記
の
歌
を
見
比
べ
て
い
た
だ
き
た
い
｡

イ

五

霞
立
つ

長
き
春
日
の

暮
れ
に
け
る

わ
づ
き
も
知
ら
ず

き
も
の

心
を
痛
み

ぬ
え
こ
鳥

う
ら
な
け
居
れ
ば

玉
だ
す

き

か

け

の

宜

し

く

遠

つ

神

我

が

大

君

の

行

幸

の

山
越
す

風
の

ひ
と
り
居
る

我
が
衣
手
に

朝
夕
に

か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば

ま
す
ら
を
と

恩
へ
る
我
も

草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば

思
ひ
遣

る

た
づ
き
を
知
ら
に

網

の
浦

の

海

人

娘

子

ら

が

焼
く
塩
の

1.ノ

恩
ひ
そ
焼
く
る

我
が
下
心

反
歌

ヌ

六

山
越
し
の

風
を
時
じ
み

寝
る
夜
落
ち
ず

レ

家
な
る
妹
を

ノ耐
刷

4

て
偲
ひ
っ

イ

霞
立
つ

春
の
長
日
を

恋
ひ
暮
ら
し

夜
も
更
け
ゆ
く
に

妹
も

逢
は
ぬ
か
も

(
一
八
九
四

｡
人
麻
呂
歌
集
)

ロ

～
我
が
衣
手
に

秋
風
の

吹
き
か
へ
ら
へ
ば

～
た
ど
き
を
知
ら
に

む
ら
き
も
の

心
い
さ
よ
ひ
～

(二
〇
九
二
･
作
者
不
詳
)

ハ

ひ
さ
か
た
の

天
の
川
原
に

ぬ
え
鳥
の

う
ら
な
け
ま
し
っ

す

べ
な
き
ま
で
に

(
一
九
九
七

｡
人
麻
呂
歌
集
)

こ

児
ら
が
名
に

か
け
の
宜
し
き

朝
妻
の

片
山
崖
に

霞
た
な
び

く

(
一
八

一
八

｡
人
麻
呂
歌
集
)

ホ

住
吉
の

岸
の
松
原

遠
つ
神

我
が
大
君
の

幸
行
処

(二
九
五



｡
角
麻
呂
)

へ

～
天
伝
ふ

入
日
さ
し
ぬ
れ

ま
す
ら
を
と

恩
へ
る
我
も
～

(
一
三
五

｡
人
麻
呂
)

ト

家
に
あ
れ
ば

笥
に
盛
る
飯
を

草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば

椎
の
葉

に
盛
る

(
一
四
二
｡
有
間
皇
子
)

チ

網
引
す
る

海
人
と
か
見
ら
む

飽
の
浦
の

活
き
荒
磯
を

見
に

来
し
我
を

(
一
一
八
七

｡
人
麻
呂
歌
集
)

リ

天
雲
の

た
な
び
く
山
の

隠
り
た
る

我
が
下
心

木
の
葉
知
る

ら
む

(
二
二
〇
四

｡
人
麻
呂
歌
集
)

ヌ

我
が
心

と
も
し
み
思
ふ

新
た
夜
の

一
夜
も
落
ち
ず

夢
に
見

え
こ
そ

(二
八
四
二
｡
人
麻
呂
歌
集
)

ル

(
二
)

～
振
り
さ
け
見
つ
つ

玉
だ
す
き

か
け
て
偲
は
む

恐
く

あ
り
と
も

(
一
九
九

｡
人
麻
呂
)

右
に
見
る
通
り
､
五
～
六
歌
に
用
い
ら
れ
た
表
現
の
多
く
は
既
成
の
歌

に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
右
に
示
し
た
人
麻
呂
歌
集
歌
は
人
麻

呂
作
と
判
断
で
き
る
の
で
､
十

一
首
中
八
首
は
人
麻
呂
作
と
い
う
こ
と
に

な
る
｡
そ
し
て
､
五
～
六
歌
が
こ
れ
ら
の
人
麻
呂
作
歌
よ
り
も
前
に
作
ら

れ
た
可
能
性
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
｡
た
と
え
ば
'
歌
中
に
見
る
枕
詞

｢玉
だ
す
き
｣
は
'
先
に
示
し
た

｢万
葉
集
必
携

(稲
岡
耕
二
編
)
｣
で

｢人
麻
呂
の
創
始
に
な
る
枕
詞
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
'
そ

れ
は
明
ら
か
だ
｡
つ
ま
り
'
五
～
六
歌
は
主
と
し
て
人
麻
呂
作
歌
を
基
と

し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
｡
な
お
､
ロ
と
ホ
の
歌

に
つ
い
て
は
作
歌
時
期
が
わ
か
ら
ず
'
五
～
六
歌
の
影
響
の
も
と
に
作
ら

れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
､
こ
こ
で
は
除
外
し
た
い
｡

五
～
六
歌
が
人
麻
呂
の
歌
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
'
編
者

は
当
然
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
当
時
を
代
表
す
る
歌
人
､
人
麻
呂
の

歌
に
見
る
言
葉
が
､
断
片
的
で
あ
れ
こ
れ
ほ
ど
に
使
わ
れ
て
い
れ
ば
､
気

付
か
ぬ
は
ず
は
な
か
ろ
う
｡
で
あ
れ
ば
'
編
者
は
五
～
六
歌
を
間
違
っ
て

野
明
天
皇
の
時
代
に
置
く
は
ず
は
な
く
､
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
､
敢

え
て
置
い
た
も
の
だ
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
｡

右
に
示
す
根
拠
は
'
五
～
六
歌
は
鮮
明
天
皇
の
時
代
に
敢
え
て
置
か
れ

た
も
の
だ
と
す
る
私
の
と
ら
え
方
を
､
確
か
な
も
の
に
す
る
に
十
分
だ
と

思
う
｡
そ
れ
だ
け
で
な
く
へ
人
麻
呂
の
歌
を
基
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
'
こ
の
歌
の
位
置
付
け
を
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
ね
ば
な
ら
ず
､
そ

れ
は
こ
の
歌
集
の
根
幹
を
問
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
.私
は
最
初
に
題
詞
に
つ

い
て
三
つ
の
疑
問
を
呈
し
て
い
る
｡
そ
の
中
の
一
つ
は
作
者
軍
王
に
関
す

る
も
の
だ
｡
帰
化
人
を
思
わ
せ
る
軍
王
が
作
者
で
あ
る
こ
と
に
､
私
は
疑

問
を
抱
い
た
｡
今
'
五
～
六
歌
が
人
麻
呂
作
歌
に
基
づ
く
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
以
上
､
軍
王
を
作
者
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
｡

一
般
に
言
う

｢作
者
｣
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
｡
こ
の
歌
が
意
図
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
'
記
録
に
な

い
讃
岐
国
へ
の
行
幸
自
体
'
実
際
に
行
わ
れ
た
も
の
な
の
か
'
疑
わ
し
い

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
こ
の
歌
は
或
人
物
に
よ
っ
て
'
何
ら

か
の
目
的
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
歌
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
｡
こ
の
歌
は
誰
に
よ
っ
て
'
何
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
の
か
｡
鮮
明

天
皇
の
時
代
に
置
い
た
の
は
な
ぜ
か
｡
疑
問
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
り
'

加
え
て
'
そ
の
疑
問
に

｢人
麻
呂
｣
が
絡
む
こ
と
に
な
る
｡

こ
こ
で
五
～
六
歌
に
添
え
ら
れ
た
注
に
触
れ
て
お
き
た
い
｡
五
～
六
歌
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の
位
置
付
け
を
知
る
上
で
､
こ
の
注
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
｡

巻

一
'
巻
二
に
収
め
る

｢雑
歌

｡
相
聞

｡
挽
歌
｣
集
は
独
自
の
編
集
が

な
さ
れ
て
お
り
'
歌
集
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
後
'
二
〇
巻
が
編
集
さ
れ

る
過
程
で
'
巻

l
'
巻
二
に
配
置
さ
れ
た
と
考
え
て
い
い
と
思
う
｡
五
～

六
歌
に
付
け
ら
れ
た
注
は
'
二
〇
巻
に
編
集
す
る
過
程
で
付
け
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
注
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

ただ

い

でま

▲

右
､
日
本
書
紀
に
検
す
に
'
讃
岐
国
に
幸

す
こ
と
な
し
｡
ま
た
軍
王

つ

ばひ

ま

へつ
きみ

も
未
だ
詳

ら
か
な
ら
ず
｡
た
だ
し
'
山
上
憶
良
大

夫

の
類
衆
歌
林
に
日

き

が
い

き

し

つきた
ち

く
'
｢記
に
日
く

『天
皇
の
十

一
年
己

亥

の
冬
十
二
月
､
己

巳

の

朔

じ

ん
ご

い

でゆ

の
壬

午

､
伊
予
の
温

泉

の
宵
に
幸
す
云
々
』
(中
略
)｣
と
い
ふ
｡
け
だ

す

なは

し
こ
こ
よ
り
便

ち
幸
す
か
｡

右
の
よ
う
な
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る

(五
～
六
歌
に
直
接
関
係
し
な
い

部
分
は
省
略
し
て
い
る
)
｡
注
を
付
け
た
編
者
は
'
記
録
に
な
い
行
幸
が

い
つ
行
わ
れ
た
の
か
推
測
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
推
測
を
し
た
こ
と
を

そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
な
ら
ば
､
編
者
は
五
～
六
歌
が
鮮
明
天
皇
の
時
代

に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
'
何
の
疑
い
も
抱
い
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
'
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
｡

編
者
に
と
っ
て
'
万
葉
集
の
編
集
は
万
葉
歌
を
振
り
返
る
こ
と
で
も
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
｡
万
葉
歌
を
振
り
返
る
時
､
人
麻
呂
の
存
在
'
そ
し
て
記

載
歌
の
完
成
は
､
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
そ
の
編
者
が
､

五
～
六
歌
が
記
載
歌
で
あ
る
こ
と
に
'
し
か
も
人
麻
呂
の
歌
に
見
る
言
葉

を
用
い
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
ぬ
は
ず
が
な
い
｡
ま
た
'
そ
の
記
載
歌
が

鮮
明
天
皇
の
時
代
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
か
ぬ
は
ず
が
な
い
｡

何
の
疑
い
も
持
た
ず
に
､
記
録
に
な
い
行
幸
が
い
つ
行
わ
れ
た
の
か
推
測

す
る
こ
と
な
ど
'
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
幸
の
時
期

を
推
測
し
､
わ
ざ
わ
ざ
注
と
し
て
添
え
て
い
る
｡
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る

の
か
｡
こ
の
編
者
は
､
｢雑
歌
｣
集
の
編
者
が
七
〇
〇
年
代
の
初
め
の
頃

に
作
ら
れ
た
五
～
六
歌
を
敢
え
て
六
三
〇
年
代
の
頃
に
置
い
た
こ
と
を
承

知
の
上
で
'
右
の
よ
う
な
注
を
付
け
た
の
だ
と
思
う
｡
つ
ま
り
'
虚
偽
の

注
を
付
け
た
の
だ
と
思
う
｡
虚
偽
と
言
う
よ
り
､
｢雑
歌
｣
集
の
編
者
の

目
的
と
す
る
所
を
受
け
入
れ
､
そ
の
目
的
に
同
調
し
た
と
言
う
べ
き
か
と

思
う
｡
こ
の
注
の
存
在
自
体
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ

は
万
葉
集
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
但
し
､

こ
こ
で
は
そ
の
間
題
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
の
間

題
に
触
れ
る
に
は
'
新
た
に
稿
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
こ
で
は
､

五
～
六
歌
を
作
っ
た
目
的
'
ま
た
そ
の
配
置
は
'
万
葉
集
の
本
質
に
か
か

わ
る
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
､
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
｡

五
～
六
歌
が
人
麻
呂
の
歌
を
基
と
し
て
い
る
こ
と
は
､
こ
の
歌
の
根
幹

を
問
い
直
す
こ
と
と
な
っ
た
｡
そ
の
五
～
六
歌
と
人
麻
呂
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
う
も
う

一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
五
～
六
歌
は
記
載
歌
で
あ
り
'

五
歌
は
整
然
と
し
た
文
脈
の
も
と
に
詠
ま
れ
て
い
る
｡
但
し
'

一
カ
所
だ

け
や
や
無
理
を
感
じ
さ
せ
る
所
が
あ
る
｡
記
載
歌
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し

た

｢か
け
の
宜
し
く
｣
と

｢か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
｣
の
関
係
に
は
'
巧
み
な

工
夫
が
施
さ
れ
て
い
た
｡
文
脈
の
確
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
が
､

そ
の
部
分
に
若
干
の
無
理
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は

｢山
越
す
風
の

ひ
と
り
居
る

我
が
衣
手
に

朝
夕
に

か
へ

ら
ひ
ぬ
れ
ば
｣
と
い
う
表
現
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
の
骨
格
だ
け
を
訳
す
と
､

｢風
が
衣
手
に
ひ
る
が
え
る
の
で
｣
と
な
る
｡
｢風
｣
が
主
格
と
な
っ
て
い
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る
の
だ
が
'
風
に
よ
っ
て
衣
手
が
ひ
る
が
え
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
'

｢山
越
す
風
に

我
が
衣
手
の

か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
｣
と
い
う
具
合
に
､

｢衣
手
｣
を
主
格
と
す
る
方
が
す
っ
き
り
す
る
と
思
う
｡
助
詞
の
用
い
方

に
や
や
無
理
を
感
じ
る
の
で
あ
る
｡

l
方
､
人
麻
呂
の

｢旅
の
歌
八
首
｣
の
中
に
'
次
の

一
首
が
あ
る
.

二
五

一
淡
路
の

野
島
の
崎
の

浜
風
に

妹
が
結
び
し

紐
吹
き
返
す

こ
の
歌
は

｢風
に
よ
っ
て
紐
を
吹
き
返
す
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
'

情
景
と
し
て
は
､
風
が
紐
を
ひ
る
が
え
し
て
い
る
よ
う
す
か
と
思
わ
れ
る
｡

そ
の
場
合
､
｢浜
風
の
｣
と
い
う
具
合
に
'
｢浜
風
｣
を
主
格
と
す
る
方
が

無
理
が
な
い
と
思
う
｡
助
詞
の
用
い
方
に
や
や
無
理
を
感
じ
る
の
だ
が
､

そ
の
点
が
五
歌
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
双
方
を
対
照
さ
せ
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
｡

五

山
越
す
風
の
～
我
が
衣
手
に
～
か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば

↑

山
越
す
風
に
～
我
が
衣
手
の
～
か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば

二
五

一

浜
風
に

妹
が
結
び
し

紐
吹
き
返
す

〔

浜
風
の

妹
が
結
び
し

紐
吹
き
返
す

五
歌
は

｢に
｣
と
す
る
べ
き
所
が

｢の
｣
と
な
っ
て
い
て
､
二
五

一
歌

で
は

｢の
｣
と
す
る
べ
き
所
が

｢に
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
だ
け
で
な

く
､
五
歌
の

｢山
越
す
風
｣
に
対
し
て

｢浜
風
｣
､
｢か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
｣

に
対
し
て

｢吹
き
返
す
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
対
照
性
'
ま
た
共
通
性

は
偶
然
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
人
麻
呂
の
歌
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
五
歌

に
'
人
麻
呂
の
二
五

一
歌
に
通
じ
る
要
素
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

五
歌
の
作
者
は
敢
え
て
二
五

一
歌
に
類
似
し
た
表
現
を
と
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
の
か
｡
｢山
越
す
風
に
～
我
が
衣
手
の
｣
と
い
う
表
現
で
あ
っ

て
も
'
調
べ
の
上
で
ぎ
こ
ち
な
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
｡
そ
こ
に
は
何
ら

か
の
意
図
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
考
え
る
時
'
｢か
け
の

宜
し
く
｣
と

｢か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
｣
の
構
造
が
思
い
浮
か
ぶ
｡
掛
詞
を
絡

め
て
手
の
込
ん
だ
工
夫
が
な
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
｡
そ
の

｢か
け
の
宜
し

く
｣
は
二
五

一
歌
の

｢吹
き
返
す
｣
に
も
通
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

類
似
し
た
表
現
を
と
っ
た
の
は
､
二
五

一
歌
に
目
を
向
け
さ
せ
る
た
め
で

あ
り
､
そ
こ
に
掛
詞
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
｡
二
五

一
歌
は
言
葉
の
ま
ま
に
訳
す
な
ら
ば
､
｢浜
風
に
よ
っ
て
紐
を

吹
き
返
す
｣
の
意
と
な
る
｡
私
は
そ
の
場
の
情
景
か
ら

｢浜
風
に
よ
っ
て

紐
が
ひ
る
が
え
る
｣
と
解
釈
し
た
｡
し
か
し
､
こ
の
歌
に
は
'
掛
詞
を
活

か
し
て
双
方
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
解
釈
す
る
な

ら
ば
､
｢淡
路
の
野
島
の
崎
に
浜
風
が
吹
き
'
妻
の
結
ん
だ
紐
を
ひ
る
が

え
す
｡
い
と
し
く
思
う
妻
と
逢
う
こ
と
は
も
は
や
か
な
わ
ぬ
こ
と
だ
ろ
う
｡

こ
の
浜
風
に
託
し
て
､
妻
が
結
ん
だ
紐
を
返
そ
う
と
思
う
｡
別
れ
の
時
を

迎
え
た
の
だ
｣
と
い
う
具
合
に
な
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
歌
は
妻
と
の
今
生
の

別
れ
を
覚
悟
し
た
歌
な
の
だ
｡
そ
の
意
味
に
気
付
く
べ
く
'
五
歌
は
類
似

の
表
現
を
活
か
し
て
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
人
麻
呂
作
歌
に
基
づ
く

五
～
六
歌
に
､
人
麻
呂
の
二
五

一
歌
に
通
じ
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
｡

五
～
六
歌
に
詠
ま
れ
た
内
容
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
｡
作
者
は
都
に
帰

る
こ
と
を
渇
望
し
て
い
る
｡
夜
ご
と
に
妻
を
偲
ん
で
い
る
｡
し
か
し
'
行

幸
の
旅
は
旅
程
の
は
っ
き
り
し
た
旅
で
あ
り
､
そ
の
期
間
は
長
く
て
も
三
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～
四
ケ
月
程
度
で
あ
っ
た
よ
う
だ
｡
そ
の
程
度
の
旅
で
､
こ
の
よ
う
な
思

い
を
抱
く
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
思
い
は
題
詞
を
抜
き
に
す
る
な
ら
ば
'
都

を
追
放
さ
れ
た
人
が
抱
く
思
い
と
言
っ
て
い
い
｡

一
方
､
二
五

一
歌
に
詠

ま
れ
て
い
る
の
は
､
妻
と
の
今
生
の
別
れ
を
覚
悟
し
た
思
い
で
あ
る
｡
双

方
の
思
い
は
通
じ
て
い
る
｡
六
歌
に
見
る

｢家
な
る
妹
｣
は
二
五

一
歌
の

｢妹
｣
と
同

一
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
五

～
六
歌
に
詠
ま
れ
た
思
い
も
ま
た
､
人
麻
呂
の
思
い
で
あ
ろ
う
か
｡

三

私
は
五
～
六
歌
は
七
〇
〇
代
の
初
め
の
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
'

そ
れ
が
意
図
的
に
六
三
〇
年
代
の
頃
に
置
か
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
｡
そ

の
判
断
を
確
か
な
も
の
に
す
べ
く
､
根
拠
を
求
め
て
き
た
｡
そ
し
て
､
そ

の
根
拠
を
見
出
し
得
た
と
思
う
｡
し
か
し
'
見
出
し
た
根
拠
は
新
た
な
謎

を
生
ん
で
い
る
｡
そ
れ
は
五
～
六
歌
と
人
麻
呂
の
関
係
で
あ
る
｡
人
麻
呂

は
万
葉
集
を
代
表
す
る
歌
人
で
あ
り
な
が
ら
正
史
に
は
載
っ
て
お
ら
ず
､

そ
の
生
涯
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
｡
そ
の
人
麻
呂
が
五
～
六
歌
と
結
び
つ

く
こ
と
に
'
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
｡
途
方
も
な
い
謎
と
言
う
し

か
な
い
｡
し
か
し
'
私
は
そ
の
謎
に

一
筋
の
方
向
性
を
見
出
し
て
い
る
｡

最
後
に
､
問
題
点
を
振
り
返
っ
て
､
そ
の
方
向
性
を
示
し
た
い
と
思
う
｡

①
'
五
～
六
歌
の
題
詞
の
設
定
や
歌
の
配
置
等
を
見
る
時
へ
作
者
は
編
者

の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
だ
と
思
う
｡
そ
れ
は
誰
な

の
か
｡
そ
の
人
物
は
七
〇
〇
年
前
後
に
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
人
だ
ろ

う
｡
特
定
す
る
の
は
困
難
だ
が
'
あ
る
程
度
絞
り
込
む
こ
と
は
可
能
で

あ
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
'
謎
は
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
と
思
う
｡

②
､
二
五

一
歌
を
詠
ん
だ
時
'
人
麻
呂
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て

い
た
の
か
｡
二
五

一
歌
を
含
む

｢旅
の
歌
八
首
｣
を
た
ず
ね
'
そ
こ
に

五
～
六
歌
を
重
ね
る
時
､
人
麻
呂
の
晩
年
が
浮
か
ん
で
こ
よ
う
｡
五
～

六
歌
で
は
暗
号
じ
み
た
方
法
に
よ
っ
て
人
麻
呂
と
関
連
付
け
て
い
る
｡

人
麻
呂
の
晩
年
は
公
に
で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡

③
'
こ
の
歌
集
の
本
質
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
｡
五
～
六
歌
は
或
目
的
の
た

め
に
作
ら
れ
た
歌
で
あ
り
､
人
麻
呂
に
か
か
わ
る
内
容
を
歌
の
背
後
に

隠
し
て
い
る
｡
表
層
を
行
幸
従
駕
歌
と
し
て
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
､
そ

の
奥
底
に
人
麻
呂
に
関
す
る
こ
と
を
秘
め
る
と
い
う
二
重
の
構
造
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
歌
に
見
る
工
夫
は
､
他
の
歌
に
お
い
て
も

な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
そ
の
構
造
は
万
葉
集
自
体
が

持
つ
構
造
で
は
な
い
の
か
｡
万
葉
集
の
本
質
は
'
亡
き
人
麻
呂
を
偲
ぶ

所
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡

右
に
示
す
①
～
③
は

｢万
葉
集
と
は
何
か
｣
と
い
う
問
い
に
等
し
い
｡

五
～
六
歌
は
そ
の
答
え
に
迫
る
た
め
の
関
門
と
言
え
よ
う
｡
な
お
､
考
察

を
進
め
た
い
｡

8

参
考
文
献

日
本
古
典
文
学
大
系

(岩
波
書
店
)

日
本
古
典
文
学
全
集

(小
学
館
)

万
葉
集
注
釈

(揮
潟
久
孝
著

｡
中
央
公
論
社
)

万
葉
集
必
携

(稲
岡
耕
二
編

｡
学
燈
社
)

(や
ま
ぐ
ち

･
た
か
は
る
)




