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渡
来
系
古
代
人
と
万
葉
集
の
短
歌
体
即
興
歌
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渡
来
人
、
万
葉
集

、
和
歌
、
難
波
津
の
歌
、

ロ
頭
構
成
法

は
じ
め
に

日
本
列
島
へ
渡
来
し
て
倭
国
に
文
字
文
化
を
も
た
ら
し
た
渡
来
人
は
、

子
孫
代
々
文
書
の
読
み
書
き
を
も
っ
て
大
和
朝
廷
に
仕
え
た

。
彼
ら
に

と
っ
て
は
、
倭
国
で
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
文
字
に
よ
る
表
記
の
知
識
や

漢
文
学
の
知
識
だ
け
で
は
な
く
、
倭
国
の
文
化
を
学
ぶ
必
要
が
あ
っ
た

。

日
常
に
お
け
る
言
語
は
も
と
よ
り
、
朝
廷
で
役
人
と
な
っ
て
活
動
す
る

た
め
に
は
、
社
交
の
道
具
と
な
っ
て
い
た
和
歌
を
詠
む
能
力
を
身
に
っ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

。
万
葉
集
に
は
そ
の
よ
う
な
渡
来
系
の

人
々
が
即
興
的
に
詠
ん
だ
和
歌
が
載
つ

て
い
る

。
本
論
で
は
、
彼
ら
が

詠
ん
だ
歌
を
通
し
て
万
葉
の
時
代
の
一
般
的
な
歌
作
方
法
を
考
察
し
、

ま
た
渡
来
人
と
和
歌
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い

。

な
お
、
文
中
に

「慣
用
句
」
「定
型
句
」
「ュ
ニ
ツ

ト

」
と
い
っ
た

用
語
を
用
い
る
が
、
そ
の
意
味
は
次
の
通
り
で
あ
る

。
慣
用
句
は
、
枕

詞
を
は
じ
め

、

「な
の
り
そ
の

」
「や
す
み
し
し
」
「明
日
香
川

」

「白
波

」
「藤
波

」
な
ど
、
和
歌
に
慣
用
さ
れ
る
歌
こ
と
ば
を
さ
す

。

定
型
句
は
、
な
の
り
そ
の

1
名
の
る

、
あ
づ
さ
弓

1
引
く
、
大
船
の

l
頼
む
、
大
船
に
真
か
ぢ
し
じ
貫
き
、
な
ど
の
語
句

。
た
と
え
ば

「あ
を
に
よ
し
」
は
慣
用
句
だ
が
、

「あ
を
に
よ
し
奈
良
の
み
や
こ

」

は
定
型
句
で
あ
る

。
ま
た
、
国
ぼ
め
の
旬

「見
れ
ど
飽
か
ぬ

」
は
定
型

句
と
す
る

。
ュ
ニ
ツ

ト
は
、
あ
る
歌
の
中
の
表
現
の
部
分
が
、
他
に
も

例
が
あ
り
、
ま
と
ま
っ
た
一
単
位
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
句
を
ぃ
う
。
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歌
集
と
歌
学
び

巻
十
一
、
十
二
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
歌
の
表
現
の
在
り
方
に
よ
る
分
類

（
寄
物
陳
思

正
述
心
緒
）
に
明
確
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
だ
ろ
う
。
っ
ま

万
葉
集
に
載
る
歌
は
、

『
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
』

な
ど
の
先
行
歌

集
を
は
じ
め
、
す
で
に
何
ら
か
の
形
で
文
字
に
記
載
さ
れ
て
い
た
歌
が

大
部
分
で
あ
る

。
し
か
も

「作
歌

」

編
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の

「歌
詞

」
（作
り
し
歌
）
と
あ
る
よ
う
に

、

（こ
と
ば
の
表
現
）
に
価
値
を
認

渡来系古代人と万葉集の短歌体即興歌

め
て
い
た

。
万
葉
集
の
歌
は
歌
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
と
ば
を
構
成
し

て
作
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
長
歌
や
短
歌
の
形
式
す
な
わ
ち
音

数
律
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

て
い
る

。
ま
た
そ
れ
は
文
字
に
記
載
す
る
こ

と
で
い
っ
そ
う
規
範
的
な
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た

。
万
葉
集
の
字
足

ら
ず
句
を
考
察
し
た
垣
見
修
司
は
、
山
上
憶
良
や
大
伴
家
持
な
ど
歌
を

作
る
こ
と
に
巧
み
だ
っ
た
者
の
作
に
は
む
し
ろ
字
足
ら
ず
句
が
あ
り
、

歌
作
が
少
な
い
者
の
歌
に
は
そ
れ
が
な
ぃ
と
い
う
特
徴
か
ら
、
歌
を
得

手
と
し
な
か
っ
た
詠
み
手
に
は
定
型
の
規
範
が
強
く
働
き
、

「翻
つ

て

憶
良
や
家
持
は
定
型
の
制
約
よ
り
も
、
自
由
に
表
現
を
選
び
と
る
こ
と

を
重
視

」
し
た
傾
向
に
あ
る
と
指
摘
す
る

。

今
見
る
と
こ
ろ
の
万
葉
集
は
、
と
り
ゎ
け
巻
一
、
二
の
よ
う
に
、
朝

廷
の
公
的
な
歌
集
と
し
て
の
性
格
も
あ
る
が
、
巻
三
以
降
に
は
大
伴
氏

周
辺
の
歌
が
目
立
ち
、
編
纂
に
関
わ
っ
た
者
が
、
公
的
な
歌
集
を
も
と

に
さ
ら
に
自
己
周
辺
の
歌
を
集
め
て
增
補
し
た
形
と
な
っ
て
い
る

。
古

代
の
人
々
が

「歌
集

」
を
作
つ

た
目
的
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、

り
そ
れ
は
歌
学
び
の
参
考
書
と
し
て
の
役
割
で
あ
っ
た

。
そ
し
て
、
先

人
の
歌
に
表
現
の
手
本
を
学
び
、
推
敲
の
時
間
さ
え
あ
れ
ば

、
表
現
の

良
し
悪
し
は
と
も
か
く
歌
は
あ
る
程
度
容
易
に
作
れ
た
と
思
わ
れ
る

。

実
際
、
後
日
披
露
す
る
た
め
に
、
前
も
っ
て
推
敲
し
準
備
さ
れ
た
歌
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
大
伴
家
持
の
巻
十
九
・

四
二
五
四

「京
に
向
か
ふ
路

上
、
興
に
依
り
て
預
め
作
り
し
侍
宴
応
詔
の
歌

」
の
注
な
ど
に
明
ら
か

な
と
こ
ろ
で
あ
る

。
さ
ら
に
大
伴
家
持
の
例
を
も
う
一
っ
挙
げ
れ
ば
、

万
葉
集
の
巻
十
七
に
、
天
平
十
八

（
七
四
六
）
年
正
月
の
雪
の
日
の
肆

宴
で
歌
わ
れ
た
応
詔
歌
五
首
を
記
し
た
あ
と
で
、
残
り
の
参
加
者
十
九

そ
の
と
き

人
の
名
を
あ
げ
、

「登
時
記
さ
ず
し
て
そ
の
歌
漏
り
失
せ
た
り
」
と
の

注
記
を
付
け
て
い
る

。
そ
こ
に
は
他
人
の
作
を
積
極
的
に
集
め
よ
う
と

し
て
い
た
家
持
の
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
彼
に

と
っ
て
万
葉
集
そ
の
も
の
が
歌
学
び
の
た
め
の
参
考
書
だ
っ
た
こ
と
を

二

示
す
良
い
例
と
い
え
る

。

本
稿
で
は
、
ま
ず
大
伴
家
持
が
記
載
し
た
巻
十
七
に
載
る
天
平
十
八

年
正
月
の
雪
の
日
に
詠
ま
れ
た
応
詔
歌
を
手
が
か
り
に
、
万
葉
の
時
代

の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
歌
を
作
つ

た
の
か
と
ぃ
う
問
題
を
、
口
頭
構
成

法
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
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二

雪
の
日
の
応
詔
歌
に
見
る
短
歌
の
構
成
法

（三
九
二
四
・

紀
朝
臣
男
梶
）
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天
平
十
八
年
正
月
の
応
詔
歌
は
次
の
よ
う
な
事
情
で
詠
ま
れ
た

。
正

月
の
雪
の
降
り
積
も
っ
た
日
、
左
大
臣
橘
諸
兄
が
諸
王
・

廷
臣
た
ち
を

率
い

て
太
上
天
皇

（
退
位
し
た
元
正
女
帝
）
の
御
所
の
雪
掃
き
を
し
た
。

そ
の
と
き
太
上
天
皇
が
左
大
臣
を
始
め
と
す
る
廷
臣
た
ち
に
酒
を
賜
つ

お
の
も
お
の
も

ま
を

て
宴
席
を
設
け
、

「こ
の
雪
を
賦
し
て

各

そ
の
歌
を
奏
せ

」
と
勅
し

た

。
参
加
者
は
、
中
納
言
藤
原
豊
成
、
中
納
言
巨
勢
奈
弓
一
麿

、
参
議
大

伴
牛
養
、
参
議
藤
原
仲
麿

、
治
部
卿
三
原
王
ら
二
十
三
人

。
こ
の
中
に

は
渡
来
系
の
葛
井
連
諸
会

（
外
従
五
位
下
）
、
高
丘
連
河
内

（
外
従
五

位
下
）
、
秦
忌
寸
朝
元

（
外
従
五
位
上
）
の
三
人
が
含
ま
れ
て
い
る

。

こ
の
う
ち
朝
元
を
除
い
た
二
十
二
人
が
次
々
に
歌
を
作
り
奏
上
し
た

。

た
だ
し
家
持
が
載
せ
て
い
る
の
は
以
下
の
五
首
の
応
詔
歌
の
み
で
あ
る

。

あ
ら
た

と
よ

と
し

新
し
き
年
の
初
め
に
豊
の
稔
し
る
す
と
な
ら
し
雪
の
降
れ
る
は

（
三
九
二
五
・

葛
井
連
諸
会
）

し
ろ
か
み

ま
っ

た
ふ
と

降
る
雪
の
白
髪
ま
で
に
大
君
に
仕
へ
奉
れ
ば
貴
く
も
あ
る
か

（
三
九
二
二
・

左
大
臣
橘
諸
兄
）

天
の
下
す
で
に
覆
ひ
て
降
る
雪
の
光
を
見
れ
ば
貴
く
も
あ
る
か

（
三
九
二
三
・

紀
朝
臣
清
人
）

か
ひ

を

と

っ
ひ

き

の
ふ

け

ふ

山
の
峡
そ
こ
と
も
見
え
ず
一
昨
日
も
昨
日
も
今
日
も
雪
の
降
れ
れ
ば

一
首
目
の
左
大
臣
橘
諸
兄
の
歌
は
、

「雪
を
賦
し
て

」
と
い
う
与
え

ら
れ
た
条
件
か
ら
、

「降
る
雪
の

」
と
詠
み
出
し
、
雪
の
白
さ
を
白
髪

で
承
け
、
老
境
に
い
た
る
ま
で
大
君
に
仕
え
る
こ
と
の
光
栄
を
詠
ん
で
、

結
果
的
に
大
君
讚
歌
に
仕
立
て
て
い
る

。
髪
の
白
さ
で
老
境
を
表
わ
す

例
は
、
巻
二
の

「あ
り
っ
っ
も
君
を
ば
待
た
む
う
ち
な
び
く
ゎ
が
黒
髪

に
霜
の
置
く
ま
で
に

」
（
八
七
）
な
ど
の
先
行
例
が
あ
っ
て
少
し
も
珍

し
ぃ
こ
と
で
は
な
い

。
こ
の
場
で
左
大
臣
が
詠
む
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し

く
は
あ
る
が

、
こ
の
肆
宴
じ
た
い
が
も
と
も
と
橘
諸
兄
の
仕
組
ん
だ
も

四

の
と
考
え
ら
れ

、
一
般
に
侍
宴
で
歌
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
へ
の
備
え
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
無
難
に
詠
み
出
さ
れ
た
歌
だ
と
い
え
る
だ
ろ

、つ
〇

当
日
は
従
三
位
の
中
納
言
藤
原
豊
成
等
も
ぃ
た
が
歌
の
記
録
は
無
く
、

二
番
目
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
従
四
位
下
紀
朝
臣
清
人
の
歌
で
あ
る

。

清
人
が
実
際
に
諸
兄
の
次
に
詠
ん
だ
も
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い

。

そ
の
と
き

家
持
は

「登
時
記
さ
ず
し
て
そ
の
歌
漏
り
失
せ
た
り
」
と
書
い
て
い
る

が
、
そ
れ
を
言
い
訳
と
し
て
拙
劣
な
歌
は
あ
え
て
載
せ
な
か
っ
た
可
能
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渡来系古代人と万葉集の短歌体即興歌

性
が
あ
る

。
少
な
く
と
も
彼
の
記
憶
に
残
ら
な
い
程
度
の
歌
だ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
清
人
の
歌
は
、
歌
の
表
現
上
か
ら
は
諸
兄
の
歌
を
承

け
た
も
の
に
な
っ
て
い
る

。
彼
は
、
諸
兄
の
歌
の
下
の
句
を
承
け
っ
っ
、

雪
が
照
り
映
え
る
様
子
を

「光
」
へ
と
転
じ
、

「天
の
下

知
ら
し
め

し
け
む

す
め
ろ
ぎ
の
」
と
い
っ
た
先
行
の
定
型
句
を
ふ
ま
え
て
、
雪

の
光
を

「天
子
の
恩
光

」
（
代
匠
記
）
に
喩
え
た

。
二
首
と
も
太
上
天

皇
臨
席
の
場
で
雪
を
詠
む
と
い

う
枠
組
み
の
な
か
に
お
け
る
大
君
讚
歌

と
い
う
方
向
は
同
じ
で
あ
る
が
、
学
者
と
し
て
国
史
撰
進
の
任
に
も
あ

た
り
文
章
博
士
で
も
あ
っ
た
紀
清
人
は

、
お
そ
ら
く
漢
語

「雪
光

」
の

翻
訳
一能

「歌に詠
み
込
ん
だ
こ
と
で
家
持
の
耳
に
新
鮮
な
印
象
を
与
え

た
も
の
と
思
わ
れ
る

。
五
首
目
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
家
持
の
歌
、

う
ち

と

大
宮
の
内
に
も
外
に
も
光
る
ま
で
降
れ
る
白
雪
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（
三
九
二
六
）

は
清
人
の
歌
を
承
け
な
が
ら
、
国
ぼ
め
の
慣
用
句
で
詠
み
お
さ
め
た
も

の
で
あ
る

。
し
か
も
家
持
は
、
こ
の
歌
群
の
漢
文
体
の
右
注
に

「白
雪

究
ニ

ふ

期
ァ

つ一観コ
ト

レ

ち粧
M斑

すf
な

樹

」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
ま
た

六

漢
語
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る

「白
雪

」
の
語
を
詠
み
入
れ
て
い
る

。

次
の
紀
朝
臣
男
梶
の
歌
も
、
清
人
の
歌
の

「天
の
下
す
で
に
覆
ひ
て

降
る
雪

」
の
部
分
に
お
け
る
表
面
的
な
意
味
を
承
け
て
、
そ
の
景
色
を

具
体
化
す
る
が
、
こ
れ
も
ま
た

「あ
し
ひ
き
の
山
路
も
知
ら
ず
白
橿
の

枝
も
と
を
を

（
或
は

「枝
も
た
わ
た
わ

」
と
云
ふ
）
に
雪
の
降
れ
れ

ば

」
（
二
三
一
五
、
『
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
』

歌

。
た
だ
し
或
本
で

み
か
た
ノ

さ

み

は
三
方
沙
弥
作
と
あ
る
）
や

「明
日
よ
り
は
春
菜
摘
ま
む
と
標
め
し
野

に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り
っ
っ
」
（
一
四
二
七
）
な
ど
の
先
行
歌
を

ふ
一ち
る
ノ
む
ら
じ
も
ろ
あ
ひ

借
り
た
も
の
で
あ
る

。
さ
ら
に
次
の
葛
井
連
諸
会
の
歌
も
、
山
野
を
覆

い

尽
く
す
雪
を
詠
ん
だ
男
梶
の
直
前
歌
を
承
け
、
末
尾
を

「雪
の
降
れ

る
は

」
と
小
異
で
繰
り
返
し
、
大
雪
を
豊
年
の
瑞
兆
と
と
ら
え
て
讚
歌

七

に
仕
立
て
た
も
の
で
、
こ
れ
も
漢
籍
か
ら
得
た
知
識
で
あ
っ
た

。
ま
た

「新
し
き
年
の
初
め
に

」
の
部
分
は
、

『
続
日
本
紀
』

天
平
十
四
年
正

月
、
恭
仁
京
で
催
さ
れ
た
踏
歌
に
お
い
て
、
琴
を
伴
奏
に
歌
わ
れ
た
古

つ
か
へ
ま
っ

歌

「新
し
き
年
の
始
め
に
か
く
し
こ
そ
供
奉
ら
め
万
代
ま
で
も

」
を
借

り
て
も
い
る

。
第
一
、
二
句
は
、
い

わ
ば
ュ
ニ
ツ

ト
と
し
て
の
利
用
で

あ
る

。
以
上
の
応
一
語
歌
は
、
そ
の
当
座
に
お
い
て
詠
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
た

歌
で
あ
っ
た

。
一
般
的
な
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の

先
行
歌
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。
万
葉
集
の
歌
が
、
す
べ
て

そ
れ
以
前
の
歌

（
あ
る
い
は
漢
籍
）
の
引
用
か
ら
成
り
立
つ

て
い
る
こ

と
は
強
調
し
て
余
り
あ
る
事
実
で
あ
る

。
し
か
も
、
同
一
の
場
で
詠
ま

れ
た
歌
は
、
多
く
の
場
合

、
こ
こ
に
あ
げ
た
事
例
の
よ
う
に

、
そ
の
場

で
先
に
詠
ま
れ
た
歌
の
引
用
を
し
な
が
ら
詠
み
出
さ
れ
る

。
そ
し
て
ま
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た
即
興
で
歌
を
詠
む
と
き
に
は
、
自
己
の
記
憶
に
あ
る
先
行
歌
の
表
現

を
ぃ
か
に
う
ま
く
借
り
る
か
が
工
夫
の
し
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る

。
こ

れ
が
口
頭
で
歌
を
構
成
す
る
方
法

（
口
頭
構
成
法
）
の
一
っ
だ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

国際地域研究論集 (J ISRD) 第 5 号  ( № 5 ) 2 0 1 4

三

即
興
の
口
誦
歌

こ
の
七
年
後
、
天
平
勝
宝
五

（
七
五
三
）
年
の
正
月
に

、
家
持
は
、

前
掲
三
九
二
六
番
の
応
詔
歌
に
類
す
る
次
の
歌
を
作
つ

て
い
る

。

大
殿
の

こ
の
も
と
ほ
り
の

雪
な
踏
み
そ
ね

し
ば
し
ば
も

降
ら
ぬ
雪
そ

山
の
み
に

降
り
し
雪
そ

ゆ
め
寄
る
な

人
や

な
踏
み
そ
ね

雪
は

（四
二
二
七
）

反
歌
一
首

め

あ
り
っ
っ
も
見
し
た
ま
は
む
そ
大
殿
の
こ
の
も
と
ほ
り
の
雪
な
踏
み

そ
ね

（四
二
二
八
）

と

を

大
宮
の
内
に
も
外
に
も
め
づ
ら
し
く
降
れ
る
大
雪
な
踏
み
そ
ね
情
し

こ
の
歌
の
左
注
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

（
巻
十
九
・

四
二
八
五
）
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お
も
ひ

大
雪
が
降
つ

た
日
に

「拙
き
懷
を
述
べ
た
る
歌

」
と
し
て
作
つ

た
三
首

の
う
ち
の
一
首
で
あ
っ
た

。
雪
の
日
に
再
び
応
詔
歌
を
歌
う
機
会
が
あ

れ
ば
当
然
そ
の
と
き
の
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る

。
一
、
二
句
目

「大

宮
の
内
に
も
外
に
も

」
は
前
の
歌
と
同
じ
ュ
ニ
ツ

ト
で
あ
る

。
さ
ら
に

ま
た
、
こ
の
歌
の
後
半
部

「降
れ
る
大
雪
な
踏
み
そ
ね
惜
し
」
も
彼
が

前
に
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
歌
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
表
現
で
あ
っ
た

。
す

な
わ
ち
家
持
が
越
中
守
だ
っ
た
天
平
勝
宝
二
年
の
暮
れ
に
聞
い
て
書
き

留
め
て
置
い
た
次
の
伝
誦
歌
で
あ
る

。

読 ・11 語 1l1 右

シ ー ば 一

者は ラ ー_ 依八 首

筆i南 事 歌
国 じ 之i費
橡;也ラ =
久j °一形
米ノ e聞;沙
朝あ こ 弥
臣三 之 警 、
広t -i承i
縄 lg 伝1 船 ぞ
是れ 者は 贈 ぅ

也 言 、 左
笠9、大
朝1t 臣
臣差藤t
子こ 原j
費i 北;.
復差 ミ

の 卿っ

後i li1
伝要 之の

こ
れ
に
よ
れ
ば

、
も
と
も
と
の
詠
み
手
は
三
形
沙
弥
で
、
そ
れ
を
笠

子
君
が
聞
き
伝
え
、
さ
ら
に
笠
子
君
か
ら
越
中
據
久
米
広
縄
へ
と
伝
え

ら
れ

、
家
持
に
至
つ

て
よ
う
ゃ
く
文
字
化
さ
れ
た
歌
だ
っ
た

。
沙
弥
が

藤
原
房
前
の
命
を
う
け
て
そ
の
場

（
房
前
邸
）
で
作
つ

た
即
興
歌
で
あ

る

。
四
二
二
七
は
短
い
な
が
ら
反
歌
を
と
も
な
っ
た
長
歌
に
な
っ
て
い



る

。
旧
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
に
は

「こ
の
歌
、
は
じ
め
三

句
は
五
七
七
と
ぃ
う
片
歌
の
形
式
。
次
の
六
句
が
五
七
五
七
七
七
と
ぃ

う
仏
足
石
歌
体

い
か
に
も
口
誦
歌
ら
し
ぃ
字
余
り
の
形
式
を
も
っ

れ
た
も
の
で
、
意
図
し
て
長
歌
を
詠
も
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い

。

三
形
沙
弥
は
こ
の
歌
を
藤
原
房
前
の
命
を
う
け
て
即
座
に
詠
ん
だ
も

の
と
思
わ
れ
る

。
伝
承
さ
れ
た
意
義
も
そ
こ
に
あ
っ
た

。
も
し
、
最
初

渡来系古代人と万葉集の短歌体即興歌

て
い
る

」
と
あ
る

。
確
か
に
、
冒
頭
の
片
歌
形
式
の
部
分
が
、
次
の
反

歌
の
後
半
部
で
ふ
た
た
び
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
も
口
誦
歌
ら
し
い
特

徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
詠
み
ぶ
り
か
ら
み
て
ま
さ
に
即
興
的
に
詠

ま
れ
た
歌
と
知
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
一
組
の
歌
は
、
文
字
を
介
在

さ
せ
な
ぃ
で
音
声
だ
け
で
歌
を
口
頭
構
成
す
る
と
き
、
万
葉
の
人
々
が

ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
の
か
、
と
ぃ
う
問
題
を
考
え
る
良
い
事
例

に
な
る

。

第
四
句
以
下
は
仏
足
石
歌
体
と
取
れ
な
ぃ
こ
と
も
な
ぃ
が
、
結
果
的

に
そ
う
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
ぃ
。
末
尾
を

「ゆ
め
寄
る
な
/
人
や
/

な
踏
み
そ
ね
雪
は

」
と
み
れ
ば
、

「末
三
句
、
い
わ
ゆ
る
五
・

三
・

七

九

止
め

。
古
格

」
と
も
な
る
わ
け
で
あ
る

。

み

も

ろ

も

と

へ

た
と
え
ば
古
格
の
長
歌
、

「三
諸
は

人
の
守
る
山

本
辺
は

あ

し
び
花
咲
き

末
辺
は

椿
花
咲
く

う
ら
ぐ
は
し

山
そ

泣
く
子

守
る
山

」
（
巻
十
三
・

三
二
二
二
）
は
、
最
初
の
提
示
部

「み
も
ろ
は

人
の
守
る
山

」
、
次
に

「本
辺
は
:
:
末
辺
は
:
:
」
の
対
句
的
な
展

開
部
、
そ
し
て
最
後
に
提
示
部
を
繰
り
返
し
た
五
三
七
止
め
の
構
成
で
、

三
形
沙
弥
の
長
歌
も
概
ね
こ
れ
に
等
し
ぃ
。
し
か
し
四
二
二
七
番
歌
の

の
五
七
七
/
五
七
の
上
下
を
倒
置
す
れ
ば
、

「し
ば
し
ば
も
降
ら
ぬ
雪

そ
/
大
殿
の
こ
の
理
り
の
雪
な
踏
み
そ
ね

」
の
短
歌
体
と
な
る
の
だ
が
、

ま
ず
口
を
衝
い
て
出
た
の
は
五
七
七
片
歌
形
式
の
句
だ
っ
た

。
そ
し
て

ま
た
こ
の
部
分
は
反
歌
の
下
の
句
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
ユ
ニ
ツ

ト
と

み
る
こ
と
が
で
き
る

。
両
方
揃
つ

た
も
の
の
片
方
で
あ
る
と
ぃ
う
意
識

か
ら
生
ま
れ
た

「片
歌

」
の
半
自
立
的
な
性
格
は
、
も
う
片
方
が
別
人

に
よ
っ
て
詠
ま
れ
れ
ば
掛
け
合
い
の
対
歌
を
構
成
す
る
し
、
同
一
人
が

そ
れ
を
繰
り
返
せ
ば
旋
頭
歌
体
と
な
る

。
三
形
沙
弥
の
即
興
歌
に
お
け

る
ユ
ニ
ツ

ト
部
分
は
片
歌
形
式
の
半
自
立
的
な
性
格
を
裏
付
け
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
短
歌
体
の
歌
を
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
一

っ
の
単
位
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
部
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
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短
歌
構
成
の
ユ
ニ
ツ

ト

最
初
の
提
示
部
は
五
七
七
の
片
歌
形
式
で
あ
り

と
っ
さ
に
詠
み
出
さ

天
平
十
八
年
正
月
の
応
詔
歌
の
四
首
目

、
葛
井
連
諸
会
の
歌
は
、
上

二
句
の
五
七
を
歌
こ
と
ば
の
ユ
ニ
ツ

ト
と
し
て
引
用
し
た
表
現
で
あ
っ

た

。
渡
来
系
で
あ
る
彼
の
同
族
に
や
は
り
即
興
歌
で
話
題
と
な
っ
た
葛

井
連
広
成
が
い
て
、
巻
六
に
次
の
よ
う
な
逸
話
と
歌
が
載
る

。
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天
平
二
年
、
大
伴
旅
人
が
大
宰
帥
と
し
て
九
州
に
居
た
こ
ろ

、
朝
廷

て
き
し
ゆ
ん

め

し

の
擢

駿
馬
使
大
伴
道
足
を
帥
の
邸
に
迎
え
て
知

一一一応
し
た
。
そ
の
日
そ
こ

は
ゆ
ま
づ
か
ひ

に
参
会
し
た
者
た
ち
が
、
都
か
ら
一
緒
に
来
た
駅

使
葛
井
連
広
成
に
歌

を
作
れ
と
促
し
た

。
こ
の
と
き
広
成
は

、
和
歌
を
詠
む
べ
き
用
意
を

ま
っ
た
く
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
は
言
わ
れ
る
ま

ま
に
す
ぐ
さ
ま
次
の
よ
う
に

「即
吟

」
し
た
と
ぃ
う
。

奥
山
の
岩
に
苔
生
し
恐
け
ど
思
ふ
心
を
い
か
に
か
も
せ
む（

一
三
三
四
）

む

か
し
こ

奧
山
の
岩
に
苔
生
し

恐
く
も
間
ひ
た
ま
ふ
か
も
思
ひ
あ
へ
な
く
に

（巻
六
・

九
六
二
）

そ
の
と
き

左
注
の
説
明
に
は

「登
時
広
成

、
応
レ

声
、
即
吟
二

此
歌
一

」
と
あ
っ

て
、
人
々
が

「歌
詞

」
を
作
れ
と
言
う
ゃ
ぃ
な
や
、
間
髪
を
入
れ
ず
右

の
歌
を

「吟
」
じ
た
と
あ
る

。
こ
の
葛
井
広
成
は
、
歌
舞
所
の
人
々
と

古
歌
を
歌
い
合
う
風
流
人

（後
述
、
万
葉
集
巻
六
・

一
〇
一
一
右
注
）

で
も
あ
り
、
ま
た

『
懐
風
藻
』

に
漢
詩
二
編
を
載
せ
る
ほ
ど
漢
文
学
に

秀
で
た
者
で
も
あ
っ
た

。
人
々
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
に
、
示
し
合
わ
せ

て
和
歌
の
頓
作
の
才
を
試
し
た
の
で
あ
る

。
彼
は
口
頭
で
ど
の
よ
う
に

歌
詞
を
生
み
出
し
た
の
か

。

ま
ず
、
広
成
の
歌
の
前
半
部
五
七
句
は
、
巻
七
の

「山
に
寄
せ
る

」

に
分
類
さ
れ
た
作
者
未
詳
歌
、

と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る

。
す
な
わ
ち
こ
の
例
で
も
上
の
二
句
が
ュ

ニ
ツ

ト
と
な
っ
て
い
る

。
お
そ
ら
く
こ
の
表
現
は
天
平
時
代
の
人
々
に

広
く
共
有
さ
れ
た
歌
の
表
現
の
財
産
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

。
広
成
の
歌

の
主
想
部
と
も
言
う
べ
き
部
分
は
歌
詞
の
後
半
に
あ
る

。
し
か
し
そ
の

内
容

、

「畏
く
も
問
ひ
た
ま
ふ
か
も
思
ひ
堪
へ
な
く
に

」
は

、
た
だ

ま
っ
た
く
そ
の
と
き
の
自
分
の
心
境
、
す
な
わ
ち
恐
縮
な
が
ら
歌
詞
な

ど
と
て
も
思
い
付
き
ま
せ
ん

、
と
い
う
心
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
に
す
ぎ

な
か
っ
た

。
文
字
で
残
さ
れ
て
み
れ
ば
っ
ま
ら
な
い
歌
で
は
あ
る
が
、

歌
が
詠
め
な
い
こ
と
を
と
っ
さ
に
歌
で
う
た
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に

一

〇

人
々
は
感
嘆
し
、
語
り
ぐ
さ
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

広
成
の
脳
裏
に
ま
ず
思
い
浮
か
ん
だ
の
は
、
事
の
順
序
か
ら
言
え
ば

当
然
主
想
部
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い

。
次
に
彼
は
こ
の
主
想
部
を

「恐

く
も

」
と
歌
い
出
そ
う
と
し
て
、
そ
れ
を
導
く
修
辞
句
を
当
時
一
般
に

共
有
さ
れ
て
い

た
歌
の
表
現
の
財
産
目
録
の
中
か
ら
見
つ
け
出
し
て

「吟
」
じ
た
の
で
あ
る

。
そ
こ
が
彼
の
才
能
で
あ
り
、
そ
の
場
の
人
々

が
求
め
た
の
も
、
歌
の
表
現
内
容
以
上
に
そ
の
即
興
性
に
あ
っ
た

。
こ

れ
に
よ
っ
て
座
の
人
々
は
盛
り
上
が
っ
た
の
で
あ
る

。
広
成
の
第
三
句

か
し
こ

「恐
く
も

」
は
、
こ
の
歌
の
結
節
点
、
関
節
部
に
位
置
す
る

。
さ
ら
に
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渡来系古代人と万葉集の短歌体即興歌

こ
の
句
を
導
く
修
辞
部
と
し
て
は
、
海
神
へ
の
畏
れ

（
「礒
も
と
ど
ろ

に
寄
す
る
波

」
）

、
山
神
へ
の
畏
れ

（

「岩
畳
恐
き
山

」
）
な
ど
、
幾

っ
か
の
候
補
が
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
は
山
神
の
神
々
し
さ
を
連
想
さ
せ

る

「奥
山
の
岩
に
苔
生
し
」
を
選
ん
だ

。

-
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

彼
の
即
興
の
過
程
は
、
最
初
に
主
想
部
の
表
現
を
思
い
付
き
、
次
に
そ

の
始
め
に
置
く
べ
き
結
節
部
を
考
え
、
そ
し
て
そ
こ
に
続
け
る
歌
い
出

し
の
修
飾
部
五
七
に
思
い
を
巡
ら
す
、
と
ぃ
う
遡
及
的
な
あ
り
方
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る

。
っ
ま
り
、
三
形
沙
弥
の
四
二
二
七
番
と
同
様
で
あ

る

。五

渡
来
人
と
和
歌

葛
井
連
は
も
と
よ
り
渡
来
系
氏
確
で
あ
る
が
、
三
形
沙
弥

（
三
方
沙

一
弥
と
も
記
す
）
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
人
は
万
葉
集
中
に
或
本
歌

の
二
首
を
含
め
て
七
首
の
歌
が
あ
り
、
園
臣
生
羽
女
と
の
恋
歌
の
贈
答

で
知
ら
れ
る

。
そ
の
恋
歌
は
伝
誦
歌

（
一
〇
二
七
）
に
も
な
っ
て
い
た
。

紀
朝
臣
男
梶
の
歌

（
三
九
二
四
）
の
先
行
歌
と
し
て
あ
げ
た

「あ
し
ひ

き
の
山
路
も
知
ら
ず
:
:
:

」
（
二
三
一
五
）
も
万
葉
集
の

「或
本

」
で

は
三
方
沙
一
弥
の
歌
と
す
る

。
お
そ
ら
く
三
方
沙
弥
の
歌
を
人
麻
呂
が
多

少
の
推
敲
を
加
え
て
歌
集
に
採
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
歌
中
に

「枝

も
と
を
を

」
が
別
本
で
は

「枝
も
た
わ
た
わ

」
と
な
っ
て
い
る
と
注
記

し
て
い
る
点
か
ら
も
そ
れ
を
推
測
さ
せ
る

。
契
沖
の

『
代
匠
記
』

は
こ

み

か
た

の
人
に
っ
い

て

「沙
弥

」
の
経
歴
を
も
っ
て
い
る

「山
田
史
御
形

」
と

い
う
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
た

。
山
田
史
は
や
は
り
文
筆
に
関
わ
っ

一

二

た
渡
来
系
氏
族
で
あ
り
、
御
形
も
ま
た

『
懐
風
藻
』

に
詩
三
編
を
残
し

て
い

る
点
で
葛
井
広
成
と
似
て
い

る

。
こ
の
人
に
っ
い

て
は
日
本
書

紀
・

持
統
六

（
六
九
二
）
年
十
月
条
の
叙
位
記
事
に

「前
に
沙
門
と
為

り
て
新
羅
に
学
問
し
き

」
と
あ
っ
て
、
持
統
朝
は
柿
本
人
麻
呂
の
活
動

時
期
で
あ
り
時
代
的
に
矛
盾
し
な
い

。
ま
た
、
続
日
本
紀
に
卒
伝
は
な

い
が
養
老
六

（
七
二
二
）
年
ま
で
記
事
が
見
え
、
四
二
二
七
、
八
番
歌

を
歌
つ

た
と
き
の
藤
原
房
前

（
六
八
一
～
七
三
七
）
の
時
代
と
も
矛
盾

す
る
こ
と
は
な
い

。
た
だ
し
、
こ
の
人
を
三
形
沙
一
弥
と
す
る
に
は
難
点

み

か
た

も
あ
る

。

「御
形

」
と
い
う
の
は
俗
名
で
あ
り
、

「沙
弥
の
上
に
俗
名

を
冠
す
る
例
は
な
ぃ
」
（
沢
瀉
注
釈
）
か
ら
で
あ
る

。
「沙
弥

」
は
出

家
後
も
ま
だ
世
俗
の
生
活
を
し
て
い
て
妻
帯
も
し
て
い
る
者
の
僧
号
で
、

万
葉
歌
人
で
は
ほ
か
に
沙
弥
満
誓
が
い
る

。
ま
た
沙
弥
満
誓
は
笠
氏
出

身
で
あ
る
こ
と
か
ら

「笠
ノ

沙
弥

」
と
も
呼
ば
れ
た

。
こ
の
例
を
参
考

に
す
れ
ば
三
形

（
三
方
）
も
氏
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る

。
も
し
氏
と

み

か
た

す
れ
ば

、
天
平
宝
字
五
年
に
宿
祢
の
姓
を
賜
つ

た
御
方
氏
が
い
る

。
御

方
氏
は
天
平
十
九
年
の
賜
姓
を
願
い
出
た
御
方
大
野
の
記
事
中
に
、
大

野
の
父
は
天
武
朝
に
皇
子
だ
っ
た
人
物
で
あ
る
と
あ
っ
て
皇
胤
で
あ
っ

た

。
し
か
し
こ
の
氏
か
ら
沙
弥
の
も
の
が
出
た
と
い
う
記
録
は
な
い

。
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か
に
か
く
に
三
形
沙
弥
の
素
性
を
決
定
づ
け
る
証
拠
は
な
い
の
だ
が
、

「沙
弥

」
の
語
は
た
と
え
ば

「茨
田
連
沙
弥
麻
呂

」
（
巻
二
〇
・

四
三
五
九
）
な
ど
人
名
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
以

前

「沙
弥

」
の
経
験
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
俗
名
に
沙
弥
の
愛
称
を
付

け
て
呼
ぶ
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
ぃ
。
山
田
史
御
形
は
若
年
に
沙
弥
と

な
っ
て
新
羅
へ
学
問
し
に
渡
つ

た
が
、
そ
の
後
は
還
俗
し
て
官
人
と
な

り
周
防
守
や
大
学
頭
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
だ
っ
た

。

「山
田
史
三
方
が

出
家
し
て
三
方
沙
弥
と
称
し
、
還
俗
し
て
山
田
史
三
方
と
称
し
た
か

」

（
中
西
進
編

『
万
葉
集
事
典
』

一
九
八
五
年
、
講
談
社
刊
）
と
い
う
見

方
も
可
能
で
、
す
で
に
還
俗
し
た
御
形
を
三
形
沙
弥
と
通
称
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る

。
少
な
く
と
も
こ
の
人
を
山
田
史
三
方
と
考
え
れ
ば

、
渡

来
系
で
あ
る
こ
と
、

『
懷
風
藻
』

に
詩
三
編
を
残
す
ほ
ど
漢
文
学
に
秀

で
て
い
た
こ
と
、
万
葉
集
に
即
興
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

葛
井
連
広
成
と
の
共
通
点
が
多
い

。

万
葉
集
中

、
即
興
歌
で
知
ら
れ
て
い
る
人
物
は
こ
の
ほ
か
長
忌
寸
意

吉
麿
が
い
る

（
巻
十
六
・

三
八
二
四
）
。
こ
の
意
吉
麿
も
ま
た
渡
来
系

氏
族
が
多
く
与
え
ら
れ
た
忌
寸
姓
で
あ
り
、
『
新
撰
姓
氏
録
』

に
記
載

が
無
く
系
統
は
未
詳
で
は
あ
る
が
、

「紀
伊
国
那
賀
郡
を
本
貫
と
す
る

、

一

一

漢
の
高
祖
を
祖
と
仰
ぐ
束
漢
氏
の
一
枝
族
で
あ
っ
た
ら
し
ぃ
」
と
す
る

伊
藤
博
説
も
あ
っ
て
蓋
然
性
が
高
い

。

そ
も
そ
も
渡
来
系
氏
族
と
和
歌
に
は
浅
か
ら
ぬ
関
係
が
あ
っ
た

。
た

と
え
ば

『
続
日
本
紀
』

宝
亀
元

（
七
七
〇
）
年
三
月
条
の
、
葛
井
連
ほ

か
六
氏
の
男
女
二
百
三
十
人
が
河
内
国
の
由
義
宮
で
行
な
っ
た
歌
垣
に
、

そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
次
の
二
首
を
含
む
六

首
の
歌
が
う
た
わ
れ
た

。
内
容
は
、
新
都
讃
美
の
宮
ぼ
め
と
土
地
ぼ
め

で
あ
る

。

乎
止
売
良
爾
乎
止
古
多
智
蘇
比
布
美
奈
良
須
爾
詩
乃
美
夜
古
渡
与
呂

豆
与
乃
美
夜

を

と

め

な

み
や
こ

よ
ろ
づ
よ

み
や

（少
女
ら
に
男
立
ち
添
ひ

踏
み
平
ら
す
西
の
都
は
万
世
の
宮
）

布
知
毛
世
毛
佼
与
久
佐
夜
気
志
波
可
多
我
波
知
止
世
乎
麻
知
弓
一
須
売

流
可
渡
可
母

（一

「瀬も清
く
無
け
し
解
か
用

f
と議

を
待
ち
て
静
め
る
川
か
も
）
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こ
れ
ら
は
一
字
一
音
で
表
記
さ
れ
た
短
歌
体
の
歌
で
あ
る

。
ま
た

「其
余
四
首
並
是
古
詩

。
不
復
煩
載

」
と
も
あ
っ
て

、
他
の
四
首
は

「古
詩

」
す
な
わ
ち
古
く
か
ら
の
伝
承
歌
だ
っ
た
と
あ
る
か
ら

、
河
内

に
住
む
渡
来
系
の
人
々
は
倭
国
の
歌
に
関
心
を
持
つ

て
そ
れ
を
伝
承
し

た
こ
と
が
わ
か
る

。

そ
し
て
葛
井
連
広
成
自
身
に
っ
い
て
も
万
葉
集
に
は
古
歌
と
の
関
係

が
見
ら
れ
る

。
巻
六
・
1

〇
一

一
、
一
〇
一
二
の
右
注
に
よ
れ
ば

、
天

平
八
年
冬
十
二
月
、
宮
廷
の
歌
舞
所
の
者
た
ち
が
広
成
の
家
に
っ
ど
っ



て
風
流
人
士
の
宴
を
開
い
た

。
そ
の
と
き
彼
が
歌
つ

た
短
歌
体
の

「古

曲

」
二
首
が
載
つ

て
い
る

。

我
が
ゃ構

の
梅
咲
き
た
り
と
告
げ
か
ら
ば
来
と
言
ふ
に
似
た
り
散
り
ぬ

と
も
よ
し

（
一
〇
一
一
）

渡来系古代人と万葉集の短歌体即興歌

し

ま

か
よ

春
さ
れ
ば
を
を
り
に
を
を
り
鴬
の
鳴
く
我
が
山
斎
ぞ
や
ま
ず
通
は
せ

（
一
〇
一
二
）

宴
の
参
会
者
に
対
し
て
広
成
が
、
み
ん
な
心
々
に
こ
の
古
体
の
歌
に

和
せ
、
と
呼
び
掛
け
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
右
の
歌
垣
の
場
面
と
も
通
じ

る
が
、
二
首
は
後
の
催
馬
楽
に
っ
な
が
る
ご
と
き
内
容
の
歌
で
あ
る

。

外
交
や

、
朝
廷
の
文
書
の
作
成
や
解
読
に
関
わ
り
、
ま
た
文
雅
の
業

に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
渡
来
系
氏
族
た
ち
は
、
和
歌
を
詠
む
こ
と
、
唱
う

こ
と
に
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
深
く
関
わ
っ
て
い

た

。
こ
れ
は
倭
国
の
朝

廷
に
仕
え
て
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
彼
ら
に
と
っ
て
必
須
の
営
為
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る

。

本
稿
の
は
じ
め
に
掲
げ
た
天
平
十
八
年
正
月
の
肆
宴
で
、
じ
っ
は
た

だ
ひ
と
り
応
一
詔
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
人
物
が
い
た

。
唐
で
生
ま
れ
中
国

人
を
母
と
し
た
秦
忌
寸
朝
元
で
あ
る

。
『
懷
風
藻
』

の
伝
に
よ
れ
ば
、

朝
元
は
留
学
僧
弁
正

（
俗
姓
秦
氏
）
の
子
で
、
父
の
死
後
帰
国
し
て
朝

廷
に
仕
え
、
天
平
年
中
に
入
唐
判
官
と
な
っ
て
再
び
唐
へ
渡
つ

た
人
物

で
あ
る

。
そ
の
日
の
肆
宴
で
は
、
左
大
臣
橘
諸
兄
か
ら

、
歌
が
詠
め
な

い
な
ら
替
わ
り
に
解
香
を
出
せ
と
か
ら
か
わ
れ
て
い
る

。
大
和
朝
廷
に

仕
え
る
渡
来
人
に
と
っ
て
和
歌
が
詠
め
な
ぃ
こ
と
は
引
け
目
を
感
じ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
秦
忌
寸
朝
元
は
渡
来
人
一
世
で
あ
る

。
高
丘
連
河
内

な
ど
は
百
済
か
ら
の
渡
来
人
二
世
で
は
あ
っ
た
が
当
日
そ
の
場
で
歌
を

詠
ん
で
い
る

（
大
伴
家
持
は
そ
の
と
き
の
彼
の
歌
を
書
き
留
め
て
は
い

な
ぃ
け
れ
ど
も
、
万
葉
集
中
に
は
彼
の
歌
が
二
首
載
る
）
。

六

難
波
津
の
歌

宝
亀
元

（
七
七
〇
）
年
三
月
に
河
内
国
の
由
義
宮
で
歌
垣
を
行
な
っ

た
六
氏
の
う
ち
、
葛
井
・

船
・

津
氏
は
王
辰
爾
と
い
う
百
済
か
ら
の
渡

来
人
を
祖
と
す
る
グ
ル
ー

プ
で
あ
り
、
文
・

武
生
・

蔵
氏
は
同
じ
く
百

済
か
ら
の
渡
来
人
王
仁
を
祖
と
す
る
グ
ル
ー

プ
で
あ
る

。
そ
し
て
王
仁

と
の
関
連
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
歌
が
難
波
津
の
歌
で
あ
る

。
難
波
津

は
大
阪
湾
に
設
け
ら
れ
た
古
代
の
要
港
で
あ
り
、
外
国
航
路
の
発
着
点

と
し
て
大
陸
・

半
島
と
奈
良
盆
地
に
あ
っ
た
都
と
を
結
ぶ
重
要
な
地
点

で
あ
っ
た

。
葛
井
氏
の
同
族
の
一
っ
が
船
氏
を
名
の
っ
て
い
る
の
も
渡

来
系
の
人
々
が
難
波
津
か
ら
出
入
り
す
る
人
や
物
資
と
か
か
わ
る
仕
事

を
担
つ

て
い
た
か
ら
で
あ
る

。
そ
の
点
に
お
い
て
難
波
津
の
歌
は
、
倭
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国
古
来
の
和
歌
と
渡
来
人
が
担
つ

て
き
た
文
字
記
録
と
が
象
徴
的
に
結

び
っ
い

た
産
物
な
の
で
あ
る

。
難
波
津
は
半
島
・

大
陸
と
の
玄
関
口
、

っ
ま
り
倭
国

（音
声
に
よ
る
和
歌
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
土
着
の
無
文

字
社
会
）
が
、
文
字
文
化
と
接
す
る
場
所
だ
と
ぃ
う
点
で
、
こ
の
歌
は

き
ゎ
め
て
象
徴
的
な
歌
と
な
っ
て
い
る

。

ま
た

、
こ
の
歌
は
安
積
山
の
歌
と
と
も
に
古
今
和
歌
集
仮
名
序
に

「歌
の
父
母
の
様
に
て
ぞ
、
手
習
ふ
人
の
初
め
に
も
し
け
る

」
と
あ
る

歌
で

、
仮
名
序
の
注
で
は
、
応
神
朝
に
渡
来
し
た
王
仁
が
仁
徳
天
皇
に

献
じ
た
歌
だ
と
も
あ
る

。
今
日
、
和
歌
が
記
載
さ
れ
た
奈
良
時
代
以
前

の
出
土
木
簡
の
多
く
は
難
波
津
の
歌
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
最

古
の
出
土
例
は
、
七
世
紀
後
半
の
四
国
徳
島
県
の
観
音
寺
遺
跡
の
木
簡

一

一一一

だ
と
ぃ
う

。
こ
れ
は
地
方
の
役
人
が
書
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら

、

「難
波
津

」
の
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
こ
の
歌
は
、
中
央
で
は
恐
ら
く
前

期
難
波
宮
時
代
ま
で
遡
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る

。
少
な
く
と
も
七
世
紀

後
半
に
は
、
地
方
で
文
字
に
か
か
わ
っ
た
者
た
ち
の
間
に
ま
で
広
く
流

布
し
て
い
た
の
で
あ
る

。
さ
ら
に
は
二
〇
〇
八
年
、
紫
香
楽
宮
関
連
遺

跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
難
波
津
の
歌
が
書
か
れ
た
木
簡
の
再
調
査
に
よ
っ

て
、
そ
の
裏
面
に
安
積
山
の
歌
も
書
か
れ
て
い

た
こ
と
が
大
き
な

ニ
ュ
ー

ス
と
な
っ
た

。
そ
の
投
棄
時
期
は
、
天
平
十
六
年
末
～
同
十
七

一
'

l・

年
始
め
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら

、
こ
の
二
つ
の
歌
が
セ
ッ

ト
と

し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
時
代
は
確
実
に
奈
良
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
分

か
っ
た

。

こ
れ
ま
で
習
書
木
簡
と
考
え
ら
れ
て
き
た
難
波
津
の
歌
の
木
簡
に
は
、

二
尺
を
越
え
る
大
き
な
薄
板
に
歌
を
一
行
に
書
い
た
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
の
様
式
性
か
ら
今
目

「歌
木
簡

」
と
呼
ば
れ
、
朝
廷
の
典
礼
に
使
わ

れ
た
と
す
る
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る

。
し
か
し
難
波
津
の
歌
を
書
い

た
出
土
資
料
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
歌
木
簡
の
形
式
か
ら
外
れ
る
例

も
あ
る
こ
と
、
ま
た
い

ず
れ
も
一
字
一
音
の
画
数
の
少
な
い
書
き
や
す

い

文
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き

た
よ
う
に
習
書
の
手
本
だ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い

。
以
前
か
ら
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
難
波
津
の
歌
は
、

『
千
字
文
』

に
あ
た
る
よ
う

な
常
用
仮
名
の
習
書
手
本
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
そ
し
て
そ
の

『
千
字
文
』

を
も
た
ら
し
た
の
が
難
波
津
の
歌
の
作
者
王
仁
だ
っ
た
と

す
る
伝
説
は
、
た
か
が
伝
説
に
過
ぎ
な
ぃ
と
は
い
え
理
由
の
な
い
こ
と

で
は
な
い

。
和
歌
を
書
い
た
と
思
わ
れ
る
木
簡
の
、
現
在
に
お
け
る
最

も
古
い
発
掘
例
は
、
大
阪
市
の
前
期
難
波
宮
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
七
世

一
八

紀
中
頃
と
推
定
さ
れ
る

「は
る
く
さ
木
簡

」
で
あ
る

。
古
代
難
波
と
和

歌
木
簡
の
縁
の
深
さ
は
こ
こ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る

。
難
波
津
と
そ

う
遠
く
な
い
河
内
地
方
に
は
文
字
の
担
い
手
で
あ
っ
た
前
述
の
葛
井
氏

ら
渡
来
系
の
人
々
が
多
く
暮
ら
し
て
い
た

。
倭
国
で
官
吏
を
勤
め
る
渡

来
人
に
と
っ
て
和
歌
を
詠
む
こ
と
も
重
要
な
務
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば

、
難
波
津
の
歌
は
単
な
る
習
書
の
手
本
で
は
な
く
和
歌
の
手
本
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で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
彼
ら
の
始
祖
の
一
人
だ
っ
た
王
仁
が
詠

ん
だ
歌
だ
と
い
う
伝
説
は
か
な
り
古
く
か
ら
渡
来
系
氏
族
の
間
で
伝
え

ら
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る

。
ま
た
万
葉
集
で
も
右
の
歌
を
含
め
て
十
六
首
あ
っ
て
表
現
の
一

っ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る

。
ち
な
み
に
ロ
誦
性
の
強
い
旋
頭
歌
の
場
合

の
第
三
句
と
末
句
の
反
復
例
を
み
る
と
、
集
中
の
旋
頭
歌
六
十
三
首
の

つ
ち
、

七

範
型
と
し
て
の

「歌
の
父
母
」

渡来系古代人と万葉集の短歌体即興歌

難
波
津
の
歌
は
、
五
七
/
五
七
七
の
二
句
切
れ
構
成
で
あ
る
と
と
も

に
、
第
二
句
と
第
五
句
を
繰
り
返
す
点
に
特
徴
が
あ
る

。

う

ら

ば

た
れ

水
門
の
葦
の
末
葉
を
誰
か
手
折
り
し

我
が
背
子
が
振
る
手
を
見
む
と
我
れ
そ
手
折
り
し

（
一
二
八
八
）

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

難
渡
津
に
咲
く
ゃ
こ
の
花
/
冬
ご
も
り
今
は
春
べ
と
咲
く
ゃ
こ
の
花

わ
ず
か
三
十
一
音
で
し
か
な
ぃ
歌
に
繰
り
返
し
を
入
れ
て
は
表
現
が
あ

ま
り
に
単
純
に
な
る

。
し
か
し
、
古
代
和
歌
に
は
い
く
っ
も
例
が
あ
る
。

次
の
歌
も
同
じ
だ
が
、

の
よ
う
な
変
化
形
を
含
て
十
三
首
も
あ
る

。
短
歌
体
の
第
二
句
と
第
五

旬
の
反
復
歌
は
万
葉
集
に
記
載
さ
れ
た
歌
の
全
体
数
か
ら
見
れ
ば
少
な

い
割
合
で
は
あ
る
が
、
そ
の
口
誦
性
の
強
さ
か
ら
考
え
れ
ば

、
実
際
に

は
記
録
に
残
さ
れ
な
か
っ
た
多
く
の
歌
が
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る

。
巻
二
の
藤
原
鎌
足
が
詠
ん
だ
即
興
歌
、
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あ
め

ぃ

ほ

は

ょ
ろ
づ
よ

天
に
は
も
五
百
つ
綱
延
ふ

万
代
に
国
知
ら
さ
む
と
五
百
つ
綱
延
ふ

（
巻
十
九
・

四
二
七
四
、
石
川
年
足
）

わ
れ
は
も
や
安
見
児
得
た
り
皆
人
の
得
が
て
に
す
と
ふ
安
見
児
得

た
り

（九
五
）

こ
れ
に

「似
二

古
歌
一

而
未
レ

詳

」
の
注
が
付
い
て
い
る
よ
う
に

、
こ
れ

は
比
較
的
古
い
歌
の
表
現
で
あ
っ
た

。
第
二
句
・

第
五
句
を
反
復
す
る

歌
は
、
古
事
記
の
歌
謡
と
日
本
書
紀
の
歌
謡
に
も
そ
れ
ぞ
れ
四
例
ず
っ

も
そ
う
で
あ
る

。
詩
と
し
て
の
文
芸
的
な
価
値
か
ら
は
取
り
立
て
て
ど

う
と
い
う
べ
き
歌
で
は
な
ぃ
。
た
だ
即
興
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ

て
、
万
葉
時
代
に
こ
の
よ
う
な
歌
は
よ
く
詠
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。



天
平
二
年
正
月
、
大
伴
旅
人
が
大
宰
府
で
開
い
た
梅
花
宴
の
参
加
者
に
、

葛
井
連
広
成
の
兄
と
さ
れ
る
筑
後
守
葛
井
連
大
成
が
い
た

。
そ
の
と
き

彼
が
詠
ん
だ
の
が
次
の
歌
で
あ
る

。

（
三
八
〇
七
）
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梅
の
花
今
盛
り
な
り

思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な
今
盛
り
な
り

（
八
二
〇
、
筑
後
守
葛
井
大
夫
）

や
は
り
第
二
句
と
第
五
句
の
反
復
歌
で
あ
る

。
こ
の
歌
か
ら
難
波
津

の
歌
を
連
想
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は

逆
に
葛
井
連
大
成
が
難
波
津
の
歌
を
念
頭
に
こ
の
歌
を
詠
み
出
し
た
と

考
え
る
こ
と
を
不
自
然
と
し
な
い

。

「歌
の
父
母

」
は
手
習
い
だ
け
で

な
く
和
歌
の
手
本
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

。
五
七
/
五
七
七
の
二
句

切
れ
形
式
が
口
頭
で
短
歌
体
の
歌
を
構
成
す
る
と
き
の
参
考
に
な
っ
て

い
る

。
そ
し
て
も
う
一
方
の
安
積
山
の
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
は

万
葉
集
の
巻
六
に

「由
縁
あ
る

」
歌
と
し
て
載
つ

て
い
て
、
陸
奥
国
に

派
遣
さ
れ
た
葛
城
王

（
七
三
六
年
に
改
名
し
て
橘
諸
兄
）
の
怒
り
を
解

い
た
前
の
来
女
が
歌
つ

た
歌
だ
と
す
る

。
作
者
伝
説
は
難
波
津
の
歌
よ

り
も
新
し
ぃ
。
そ
の
歌
、

は
、
修
辞
的
技
法
を
こ
ら
し
た
歌
で
、
歌
謡
的
な
難
波
津
の
歌
と
は
表

現
の
性
格
が
異
な
る

。
句
切
れ
も
五
七
五
/
七
七
で
、
歌
の
主
意
に

な
っ
て
い
る
下
句
の
四
句
目
の
始
ま
り

「浅
き

」
を
掛
詞
と
し
て
、
前

半
部
の

「自
然

」
か
ら
後
半
部
の

「人
事

」
へ
と
同
音
異
義
語
に
よ
っ

て
っ
な
ぐ
も
の
で
、
万
葉
集
の
分
類
に
よ
れ
ば

「寄
物
陳
思

」
の
形
式

に
あ
た
る

。
し
か
し
、
難
波
津
の
歌
の
表
現
方
法
よ
り
も
高
度
だ
と
は

言
え
な
ぃ
し
、
ま
た
橘
諸
兄
の
時
代
の
新
し
ぃ
表
現
方
法
だ
っ
た
と
も

言
え
な
ぃ
。
藤
原
鎌
足
の
難
波
津
型
の

「安
見
児
得
た
り
」
の
歌
を
例

に
あ
げ
た
ち
な
み
に
、
万
葉
集
に
並
べ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
同
じ
く
鎌

足
の
歌
を
次
に
あ
げ
て
み
よ
う
。
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玉
く
し
げ
み
も
ろ
の
山
の

（或
本
歌
-
三
室
戸
山
の
）

つ
ひ

ず
は
遂
に
あ
り
か
っ
ま
し
じ

か
づ
ら

ね

さ
な
葛
さ
寝

（
九
四
）

こ
れ
は

「さ
な
葛

」
↓

「さ
寝

」
と
、
音
の
類
似
で
掛
け
た
の
で
あ
る

が
、
修
辞
的
に
は
安
積
山
型
で
あ
る

。
ま
た
、
た
と
え
ば
巻
四
の
、

安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の

浅
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に

を

し
か

っ
か

夏
野
行
く
小
鹿
の
角
の
束
の
間
も
妹
が
心
を
忘
れ
て
思
へ
や（

五
〇
二
）



渡来系古代人と万葉集の短歌体即興歌

の
よ
う
に
、
掛
詞
の
部
分
は
第
三
句
目
に
く
る
場
合
も
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
物
に
寄
せ
て
思
い
を
陳
べ
た
比
喩
表
現
で
あ
る

。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
は
必
ず
し
も
歌
人
の
創
意
だ
け
で
な
く
、
人
々
に
広
く
共
有
さ
れ
た

歌
こ
と
ば
の
財
産
と
し
て
あ
っ
た

。
ま
た
、
巻
十
二
の

「寄
物
陳
思

」

に
人
麻
呂
歌
集
歌
か
ら
と
っ
た
二
十
三
首

（
二
八
四
一
～
二
八
六
三
）

が
ま
と
め
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
麻
呂
自
身
が
す
で
に
そ
の
よ

う
な
分
類
を
し
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る

。
そ
の
目
的
は
既
述
の
と

お
り
歌
学
び
に
あ
っ
て
、
比
喩
表
現
の
部
分
を
ュ
ニ
ツ

ト
と
し
て
歌
作

に
利
用
す
る
た
め
だ
っ
た

。
し
か
し
現
実
に
は
、
歌
学
び
と
ぃ
っ
た
大

袈
裟
な
こ
と
を
言
わ
な
く
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
耳
に
歌
を
聞
き

慣
れ
て
い
れ
ば

、
音
声
言
語
が
優
勢
だ
っ
た
万
葉
時
代
の
人
々
の
記
憶

力
か
ら
し
て
、
歌
こ
と
ば
は
脳
裏
に
充
分
蓄
積
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る

。
あ
と
は
そ
れ
に
安
積
山
の
歌
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
歌
を

範
型
と
し
て
口
頭
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う

。

を
自
分
の
歌
の
表
現
に
用
い
る
こ
と
は
万
葉
集
以
後
も
普
通
に
行
な
わ

れ

、
平
安
時
代
の
後
期
に
は
本
歌
取
り
の
表
現
技
法
も
生
ん
だ

。
そ
れ

ゆ
え
万
葉
集
の
歌
に
限
つ

た
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
渡
来
系

官
人
た
ち
が
和
歌
を
生
み
出
す
瞬
間
に
お
け
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
た

と
こ
ろ
に
本
稿
の
独
創
性
が
あ
る

。

ま
た
渡
来
人
と
和
歌
の
問
題
に
っ
い
て
い
え
ば

、
渡
来
人
と
は
い
え

二
世

、
三
世
に
な
れ
ば
倭
国
の
文
化
も
十
分
身
に
っ
け
る
こ
と
は
で
き

た
だ
ろ
う
か
ら
、
土
着
の
官
人
と
の
間
に
和
歌
を
詠
む
こ
と
に
お
け
る

や
ま
と
こ
と
ば

差
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
の
中
に
は
和
語
と
と
も
に
母
語

も
話
せ
る
二
重
言
語
者
が
多
数
い
た
可
能
性
が
あ
る
し
、
文
字
言
語
を

家
の
職
業
と
す
る
点
で
も
一
般
の
倭
人
か
ら
異
質
な
感
じ
を
持
た
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
突
然
和
歌
を
要
求
し
た
話
が
万
葉
集
に
載
る

の
も
、
本
来
和
語
の
音
声
で
詠
ま
れ
る
べ
き
和
歌
と
彼
ら
の
言
語
生
活

が
異
質
だ
と
感
じ
る
土
着
の
官
人
た
ち
の
感
覚
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

。
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お
わ
り
に

*
万
葉
集
の
歌
の
引
用
は
お
お
む
ね
佐
竹
昭
広
他
編

『
万
葉
集

一
～
四
』

（
岩
波
書
店
刊
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
九
九
九
～
二
〇
〇
三
年

刊
）
に
よ
っ
た

。

以
上
、
万
葉
集
の
短
歌
体
即
興
歌
を
と
り
あ
げ
て
、
万
葉
の
人
々
が

歌
を
作
る
と
き
の
構
成
方
法
に
っ
い
て
考
え
、
ま
た
渡
来
系
の
人
々
と

和
歌
と
の
関
係
に
っ
い
て
考
え
て
見
た

。
す
で
に
あ
る
先
行
歌
の
一
部
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六 五

垣
見
修
司

「長
歌
の
字
足
ら
ず
句

-
記
紀
歌
謡
か
ら
万
葉

へ
I
」

（
『
叙
説
』

三
七
、二
〇

一
〇
年
）

市
瀬
雅
之
も

「家
持
に
と
っ
て
、
『
万
葉
集
』

の
編
纂
は
、
伝
統
に
学
ぶ

姿
勢
を
原
動
力
と
し
て
い
る

。
伝
統
的
な
和
歌
に
学
び
な
が
ら
、
新
し
ぃ

歌
作
り
を
目
指
し
て
い
た
た
め
だ
っ
た
。
-
-
家
持
に
と
っ
て
、
歌
作
り

と
歌
集
の
編
纂
は
車
の
両
輪
の
よ
う
に
深
く
結
び
っ
い
て
い
る

」
と
述
べ

る

。
（
市
瀬
雅
之

「家
持
の
編
纂
意
識

」
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

二
〇
〇
四
年
七
月
、
九
五
頁
）

「口
頭
構
成
法

」
の
用
語
は
、
山
本
吉
左
右

「ロ
語
り
の
論

（
上
）

l

ゴ
ゼ
歌
の
場
合

1
」
（
岩
波
書
店

『
文
学
』

一
九
七
六
年
十
月
）
か
ら
借

用
し
た

。

こ
の
日
、
太
上
天
皇
の
御
所
に
や
っ
て
来
た
廷
臣
た
ち
は
、
平
城
京
在

京
の
五
位
以
上
の
官
人
の
お
よ
そ
半
数
に
相
当
し
、
太
政
官
首
脳
部
や
八

省
の
長
官
な
ど
枢
要
な
地
位
に
あ
っ
た
人
物
も
多
く
、
橘
諸
兄
の
政
治
的

な
行
動
だ
っ
た

（
直
木
孝
次
郎

「橘
諸
兄
と
元
正
太
上
天
皇

-
天
平
十
八

年
正
月
の
大
雪
の
日
に
お
け
る

1
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

一
九
七
八
年
四
月
）
。

日
本
古
典
文
学
全
集

『
万
葉
集
』

頭
注

（
小
島
意
之
他
校
注
・

訳

、

一
九
七
五
年
）

漢
語

「白
雪

」
の
用
例
と
し
て
諸
橋
轍
次
著

『
大
漢
和
辞
典
』

で
は

『
文
選
』

巻
十
三
の
謝
惠
連

「雪
賦

」
を
引
く
。
「白
雪
之
歌

。
歌
日
、

-
-
君
寧
見
階
上
之
白
雪

」
（
雪
賦
）
。
「白
雪

」
は
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌

- - - 九 八 七

二 - 〇

る 改 集 も  語 る め 本  と 興 を 三 場 歌 な 従  に で 二
山 山 姓 葛 成 の 一' り ° 寄 古 中 写 .的 経 形 合 を っ つ こ 一, 契 生 一
更 田 し を l:= ' °基j雲j 碁 望と 9 た 沙 、 声 しf て 2資 沖 ま ノ1i
宿 史 た 連  こ , 「 集 進 等 一、 の 弥 そ に  -, 子 の れ 四
福 は 百 広  の に も か  成 全 ス_ だ で が の 出 る 作 、 則 『 た 一
に 済 成  矛 歌  ら 人 』 訳 た っ は 詠 意 し °L一 新 呈 代 語 ,

つ 新 系 ・ 盾イ在j み や や 注 理 た な ん . 味 て 請 j と 日 数 匠 で t一
い 撰 渡 葛  が れ ば 1二 な ? 『 程? く 、 だ で '言1t1 1::一 読 本 1益?1出

? 雙養t 書算t:i 踏 言?電 あ 作 器 ? ?t?真i は っ。?
同 録 族 諸  を し よ が み 本 集 同 り る か 作 意 け 、 文 、
書 』 で 会  博 う j 自 差 古 』 し 。 二 こ ら 証 味 言 t 学 と 右  i
に ij 2 の し 素 例 等 要 需 i j 、、 fこ っ が 客 2 の と

要置 °算 ;f が が あ 雪 学 談  字 誦 1i 春 な 毒 一 空・ こ 受 基
霊 表 連 思 證 2 る) ,lま 客 空 は を t く j1 合 器農基 豐 ぇ
美 e; は tで ° 三 '一、五 ii! 1 ? jと _て ? ら 古 稿 本 注 巻  法
j 力、 養 る j i 三 で 脚  でi? 誦ょ 正 ?、 歌j の? 十 大
日 老 L。 _ = 五 は 注  あ 同 む し: 、; な 西 い 三  伴
の 改  四 - の 一  。 る 時 と い 一 と 葉 本  氏

整 11生 年 ?t 重E ':' こ ま  _:?;: い ° で 自 等1 願 ?? l2
裔 後  に . 分 と の た  1丁 2 し 空 作  寺 恵 歌
を の  白 潮 要 は 区 末 、  e な 一 か = の は 本  連 文
名 氏  猪 日 で  -, 切 尾 『 わ っ し 形 歌 一, 万  化

の 婆 史 本 述  事 つ を 新  三 れ の ま 沙 で e 葉 言 圏
る で  か 古 ぺ. の て 一, 潮 た 段 た 弥 な  集 の
右 あ  ら 典 た  ぃ ゆ 日  t 即 階 、 の い と に  響 中
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XVI

京
の
山
田
宿
補
と
、
魏
の
司
空
王
一昶
の
後
裔
を
名
の
る
河
内
の
山
田
宿
福

が
見
え
る
。
っ
ま
り
山
田
史
は
中
国
系
渡
来
氏
族
で
あ
っ
た

。

一
三

伊
藤
博

『
萬
葉
集
釈
注

二
集
英
社
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
刊
、
四
八
二

頁
。

一
四

栄
原
永
遠
男

『
万
葉
歌
木
簡
を
追
う
』

（和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
）

一
五

同
右

。

一
六

大
飼
隆

『
木
簡
か
ら
探
る
和
歌
の
起
源

1
「難
波
津
の
歌

」
が
う
た

わ
れ
書
か
れ
た
時
代

-
』

（
笠
間
書
院

、
二
〇
〇
八
年
）
、
栄
原
永
遠
男

『
万
葉
歌
木
簡
を
追
う
』

（同
右
）
。

一
七

束
野
治
之

『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』

（塙
書
房
、
一
九
八
三
年
）

一
八

奈
良
文
化
財
研
究
所
、
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
、
木
簡
番
号
〇

。
「皮
留

久
佐
乃
皮
斯
米
之
刀
斯
口
（春
草
の
始
め
の
年
-
-
）
」。


