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一
五
六
二
〜
一
五
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問
題

小
野
寺

静

子

一

問
題
提
起
と
一
五
六
二
〜
一
五
六
三
歌
の
本
文

に
つ
い
て

巫
部
麻
蘇
娘
子
の
雁
が
ね
の
歌
一
首

誰
聞
き
つ

こ
ゆ
鳴
き
渡
る

雁
が
ね
の

妻
呼
ぶ
声
の

と
も
し
く
も
あ
る
を

（
八
・
一
五
六
二
）

大
伴
家
持
の
和
ふ
る
歌
一
首

聞
き
つ
や
と

妹
が
問
は
せ
る

雁
が
ね
は

ま
こ
と
も
遠

く

雲
隠
る
な
り

（
八
・
一
五

１
）

六
三
）

こ
れ
ら
二
首
は
近
年
に
お
い
て
は
通
常
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ

る
。
今
、
そ
の
一
例
と
し
て
全
注
の
口
語
訳
を
掲
げ
る
。

ど
な
た
か
お
聞
き
に
な
り
ま
し
た
か
。
こ
こ
を
鳴
い
て
飛
ん

で
ゆ
く
雁
の
、
妻
を
呼
び
求
め
る
声
は
何
と
も
羨
ま
し
い
こ

と
で
す
よ
（
一
五
六
二
）
。

聞
き
ま
し
た
か
と
、
あ
な
た
が
お
尋
ね
に
な
っ
た
雁
の
鳴
き

声
は
、
お
言
葉
ど
お
り
ほ
ん
と
に
遠
く
雲
の
彼
方
で
鳴
い
て

い
る
よ
う
で
す
（
一
五
六
三
）
。

全
注
は
、「
雑
歌
に
入
っ
て
い
る
が
、
こ
の
両
首
は
、
次
の
一
五

六
四
・
一
五
六
五
と
と
も
に
相
聞
歌
と
見
て
よ
い
も
の
」
と
し
、

「
雁
が
ね
の
妻
呼
ぶ
声
」
は
自
分
（
作
者
）
に
声
も
か
け
て
く

れ
な
い
相
手
の
男
に
あ
て
こ
す
り
を
言
う
た
め
、
空
を
渡
る

雁
を
持
ち
出
し
た
も
の
か
。

と
一
五
六
二
歌
の
「
と
も
し
く
も
あ
る
か
」
の
「
と
も
し
」
を
羨

ま
し
い
の
意
と
解
釈
す
る
。

（

）
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「
と
も
し
」に
は
乏
し
い
の
意
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
ど
う
解
釈
す

べ
き
な
の
か
、
ひ
い
て
は
こ
の
歌
を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
が

問
題
で
あ
り
、
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

ま
ず
、
二
首
の
本
文
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
塙
本
・
本
文
で
は

一
五
六
二
歌
の
本
文
を
、

誰
聞
都

従

此
間

鳴
渡

鴈
鳴
乃

嬬
呼
音
乃

乏
知
在

乎

と
し
て
い
る
。
結
句
の
「
乏
知
在
乎
」
は
こ
の
よ
う
に
書
写
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。『
校
本
万
葉
集
』（
以
下
、
校
本

と
省
略
）、『
校
本
万
葉
集

新
増
補
』（
以
下
、
新
増
補
と
省
略
）

に
よ
り
諸
本
の
異
動
を
た
ど

２
）

る
と
、
一
句
か
ら
四
句
ま
で
は
神
田

本
に
「
此
間
」
が
草
書
体
の
よ
う
な
文
字
と
な
っ
て
い
る
以
外
、

特
に
本
文
の
異
同
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
校
本
に
よ
れ
ば
、
類

聚
古
集
、
神
田
本
、
西
本
願
寺
本
、
細
井
本
、
温
故
堂
本
、
活
字

無
訓
本
、
京
大
本
に
「
寸
」
を
「
守
」
と
し
、
新
増
補
版
に
よ
れ

ば
春
日
本
、
神
宮
文
庫
本
も
「
寸
」
を
「
守
」
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
書
写
本
で
は
「
之
知
左
寸
」
な
い
し
は
「
之
知
左
守
」
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

結
句
の
訓
み
は
、
諸
本
の
多
く
が
「
ユ
ク
ヲ
シ
ラ
サ
ス
」
で
あ

る
が
、
校
本
に
よ
れ
ば
類
聚
古
集
に「『
か
く
れ
た
く
さ
る
。』『
た

く
さ
る
』
ノ
右
ニ
墨
『
ル
ク
ソ
ア
ル
』
ア
リ
」
と
あ
る
と
い
う
か

ら
、「
カ
ク
レ
ル
ク
ソ
ア
ル
」と
訓
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
神
田

本
は
「『
カ
ク
シ
ル
ク
サ
ル
。』
漢
字
ノ
左
ニ
『
ユ
ク
ヲ
シ
ラ
サ
ス
』

あ
り
」
と
あ
り
、
異
訓
を
示
す
も
の
の
結
局
「
ユ
ク
ヲ
シ
ラ
サ
ス
」

と
訓
ん
で
い
る
。
京
大
本
は
「
七
字
青
。
但
赭
ニ
テ
消
セ
リ
。
ソ

ノ
右
ニ
赭
『
カ
ク
シ
ル
ク
サ
ル
』
ア
リ
。
漢
字
ノ
左
ニ
赭

『
ユ
ク
ヲ
モ
シ
ラ
ス

コ
レ
ヲ
シ
ル
サ
ム

』
ア
リ
。」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
カ
ク
シ
ル
ク
サ
ル
」

と
訓
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
が
、「
ユ
ク
ヲ
モ
シ
ラ
ス
」「
コ
レ
ヲ

シ
ル
サ
ム
」
の
訓
み
も
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
新
増
補
で
は

春
日
本
に
「
カ
ク
シ

ク
サ
ル
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
京
大
本
と

同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
諸
本
で
提
示
さ
れ
た
訓
み

は
「
ユ
ク
ヲ
シ
ラ
サ
ス
」
が
大
勢
で
、
他
に
「
カ
ク
レ
ル
ク
ソ
ア

ル
」「
カ
ク
シ
ル
ク
サ
ル
」「
ユ
ク
ヲ
モ
シ
ラ
ス
」「
コ
レ
ヲ
シ
ル
サ

ム
」
の
訓
み
も
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
句
の
訓
み

は
表
記
の
不
適
さ
か
ら
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
定
訓
を

み
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
故
に
一
五
六
二
歌
の

結
句
の
訓
み
と
表
記
の
考
察
は
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
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一
五
六
三
歌
の
校
本
の
本
文
は
、

聞
津
哉
登

妹
之
問
勢
流

雁
鳴
者

真
毛
遠

雲
隠
奈
利

で
、
訓
み
は
「
キ
ゝ
ツ
ヤ
ト

イ
モ
ノ
ト
ハ
セ
ル

カ
リ
カ
子
ハ

マ
コ
ト
モ
ト
ホ
ク
モ

ク
モ
カ
ク
ル
ナ
リ
」
で
あ
る
。
校
本
に
よ

る
と
神
田
本
に
「
雲
」
の
文
字
が
な
い
く
ら
い
で
本
文
の
異
同
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
訓
み
で
は
二
句
目
が「
い
も
か
と
ひ
つ
る
」（
類

聚
古
集
）、「
イ
モ
カ
ト
ハ
セ
ル
」（
神
田
本
、
西
本
願
寺
本
、
細
井

本
、
温
故
堂
本
｜
以
上
校
本
。
春
日
本
、
神
宮
文
庫
本
｜
新
増
補
）、

三
句
目
が「
カ
リ
カ
ネ
モ
」（
春
日
本
｜

新
増
補
）、
結
句
が「
ク

モ
カ
ク
レ
ナ
リ
」（
細
井
本
｜

校
本
）の
異
同
が
あ
る
。
い
ず
れ

も
助
詞
や
敬
語
表
現
の
有
無
の
問
題
で
、
特
に
取
り
上
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
異
同
で
な
く
、
塙
本
・
本
文
の
本
文
、
塙
本
・

訳
文
の
訓
み
で
問
題
は
な
い
。
二
首
を
通
し
て
本
文
、
訓
み
、
意

味
の
上
で
問
題
と
な
る
の
は
、
一
五
六
二
歌
の
結
句
で
あ
る
。

二

一
五
六
二
歌
結
句
の
本
文
と
訓
み

一
五
六
二
歌
の
結
句
の
本
文
と
訓

３
）

み
は
、

「
之
方
知
左
寸
」「
ゆ
く
へ
し
ら
さ
す
」

代
精

「
乏
知
左
守
」「
と
も
し
と
し
ら
さ
む
」

童
・
宗
師
案

「
之
知
左
乎
」「
こ
の
し
る
け
さ
を
」

童
・
愚
案

「
去
方
知
左
寸
」「
ゆ
く
へ
し
ら
さ
ず
」

考

「
去
方
不
令
知
」「
ゆ
く
へ
し
ら
せ
ず
」
『
万
葉
集

４
）

問
目
』

「
乏
蜘
在
可
」「
と
も
し
く
も
あ
る
か
」

略
解
所
引
宣
長
云
、

略
解
、
新
考
、
口
訳
、
全
釈
、
金
子
評
釈
、

私
注
、
大
系
、
講
談
社
文
庫
、
全
歌
講
義

「
乏
左
右
爾
」「
と
も
し
き
ま
で
に
」

古
義
、
総
釈

「
乏
蜘
在
寸
」「
と
も
し
く
も
あ
り
き
」

窪
田
評
釈
、

「
乏
蜘
在
寸
」「
と
も
し
く
も
あ
り
き
」

佐
佐
木
評
釈

「
乏
知
在
乎
」「
と
も
し
く
も
あ
る
を
」
増訂

全
註
釈
、
注
釈
、

全
集
、
新
編
全
集
、
新
大
系

「
乏
知
在
乎
」「
と
も
し
く
も
あ
る
か
」

和
歌
大
系
、
全
注
、

釈
注

原
文
は
示
さ
な
い
）「
と
も
し
く
も
あ
る
か
」

集
成
、
全
解

で
、
私
が
見
た
限
り
で
は
以
上
の
よ
う
な
本
文
と
訓
み
が
提
示
さ

れ
て
い
る
。

一
五
六
二
歌
結
句
は
江
戸
期
以
降
、
書
写
本
の
表
記
を
誤
字
と

し
て
斥
け
誤
字
説
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
訓
み
と
解
釈
が
な
さ
れ
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る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
世
に
も
っ
と
も
影
響
を
与
え
た
の
が
略
解

が
あ
げ
る
、「
宣
長
云

乏
蜘
在
可
、
と
有
し
が
誤
れ
る
な
ら
む
。

と
も
し
く
も
あ
る
か
、
と
訓
む
べ
し
」
と
い
う
、
宣
長
の
考
え
で

あ
る
。
以
後
こ
の
考
え
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
近
年
の
も
の
で
も

こ
れ
に
従
う
も
の
、
根
底
に
こ
れ
が
あ
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。

略
解
に
は
宣
長
が
何
故
「
乏
蜘
在
可
」
と
し
た
か
に
つ
い
て
は
触

れ
て
い
な
い
が
、「
之
」
は
「
乏
」、「
知
」
は
「
蜘
」、「
左
」
は
「
在
」、

「
寸
（
守
）」
は
「
可
」
の
誤
字
と
す
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
文
字

を
誤
字
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
宣
長
云
」
は
宣
長
の
何
と
い
う
著
書
に
書
か
れ
て
い
る

の
か
明
ら
か
で
な
い
。
宣
長
の
こ
の
歌
に
対
す
る
発
言
は
『
万
葉

集
問
目
』
に
、

コ
ノ
結
句
、
誤

字
）

守
ハ
ナ
キ
ニ
ヤ
、
次
の
和
歌
の
心
こ
と
は
を

む
か
へ
見
る
に
、末
は
去
方
ユ
ク
ヘ

不
令
知

シ
ラ
セ
ズ

て
ふ
言
な
る
事
し
る
し
、

然
れ
は
之
は
去
の
誤
に
て
、次
に
方ヘ
の
字
落
し
な
ら
む
、…
…

と
あ
り
、
本
文
「
去
方
不
令
知
」、
訓
み
「
ユ
ク
ヘ
シ
ラ
セ
ズ
」
と

す
る
こ
と
、
ま
た
『
万
葉
集
問
聞
抄
』
で
は
門
人
田
中
道
麿
の
、

下
句
不
得
解
、

次
手
に
活
板
の
万
葉
に
卒
句
の
寸
を
守
と
す
、
凡
て
集
中
寸

を
須
に
用
た
る
は
、
此
歌
の
外
に
な
し
、

と
い
う
問
に
対
し
、

結
句
は
、
之
方
知
左
寸

ユ
ク
ヘ
シ
ラ
サ
ス

と
加
茂
翁
い
へ
り
、
さ
れ
と
結
句
は

猶
き
こ
え
す
、
寸
は
守
を
用
ゆ

５
）

へ
し
。

と
「
寸
は
守
を
用
ゆ
へ
し
」
以
外
、
真
淵
の
考
え
を
示
す
の
み
で

略
解
所
引
の
「
宣
長
云
」
に
相
当
す
る
も
の
は
な
く
、
ま
た
書
名

に
万
葉
集
を
冠
す
る
宣
長
の
他
の
著
書
で
も
こ
の
歌
に
対
す
る
発

言
は
見
ら
れ

６
）

な
い
。
こ
れ
ら
以
外
の
著
書
に
あ
る
可
能
性
も
あ
る

が
、
略
解
を
著
し
た
橘
千
蔭
と
宣
長
は
共
に
賀
茂
真
淵
の
門
下
で

あ
り
、
千
蔭
は
略
解
を
書
く
に
あ
た
り
宣
長
に
疑
問
点
を
示
し
意

見
を
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
や
、
略
解
が
完
成
す
る
頃
に
は
宣
長
は

晩
年
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、「
宣
長
云
」

は
宣
長
か
ら
千
蔭
へ
の
書
簡
に
あ
り
、
宣
長
自
身
は
書
き
留
め
な

か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

結
句
の
訓
み
は
略
解
の
発
言
以
来
、
宣
長
の
見
解
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
が
、
結
句
を
「
と
も
し
…
…
」
と
訓
み
始
め
た
の
は

荷
田
春
満
に
さ
か
の
ぼ
る
。
童
蒙
抄
に
、

宗
師
案
に
は
之
の
字
は
前
の
歌
の
な
み
も
あ
れ
ば
、
乏
と
云

字
の
上
の
一
点
落
た
る
な
る
べ
し
。
然
ら
ば
と
も
し
と
知
ら

― ―127
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さ
ん
と
読
む
べ
し
。
守
の
字
を
む
と
よ
む
義
は
、
ま
も
る
の

約
は
む
也
。
よ
り
て
守
の
字
を
書
き
て
む
と
読
ま
せ
た
る
な

る
べ
し
。
声
の
之
を
と
云
続
は
無
き
こ
と
也
。
つ
ゞ
き
難
き

句
続
な
れ
ば
、
と
も
し
と
云
字
と
見
る
べ
し
と
也
。

と
あ
っ
て
、
宗
師
案
と
し
て
結
句
本
文
を「
乏
知
左
守
」、
訓
み
を

「
と
も
し
と
し
ら
さ
む
」と
す
る
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
宗
師
と
は

荷
田
信
名
の
兄
荷
田
春
満
の
こ
と
で
、
信
名
は
童
蒙
抄
の
中
に
宗

師
案
と
し
て
春
満
の
考
え
を
載
せ
て
い
る
。
春
満
は
真
淵
の
師
で

あ
る
か
ら
、
宣
長
は
自
分
の
師
の
師
に
あ
た
る
春
満
の
考
え
に

よ
っ
て
、「
乏
蜘
在
可
、
と
有
し
が
誤
れ
る
な
ら
む
。
と
も
し
く
も

あ
る
か
、
と
訓
む
べ
し
」
と
千
蔭
に
示
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ

う
考
え
る
と
、「
之
」
を
「
乏
」
の
誤
と
し
「
と
も
し
」
と
訓
む
の

は
春
満
に
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

近
年
で
も
宣
長
説
を
採
用
す
る
注
釈
書
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ

ら
に
は
宣
長
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
か
の
検
証
は

な
い
ま
ま
、
宣
長
説
に
よ
る
、
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
最
近
で

は
そ
う
し
た
採
用
の
仕
方
を
是
と
し
な
い
た
め
か
、
無
条
件
で
宣

長
説
に
従
う
と
い
う
注
釈
書
は
減
っ
て
き
て
い
る
傾
向
は
あ
る

が
、
略
解
が
引
く
宣
長
の
訓
み
に
従
う
形
で
本
文
校
訂
が
な
さ
れ

て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
が
、
最
初
に
「
之
」
は
「
乏
」
の

誤
り
で
「
と
も
し
」
と
訓
む
べ
き
こ
と
を
示
し
た
童
蒙
抄
の
こ
の

「
宗
師
案
」
こ
そ
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
句
を
ど
う
訓
む
か
は
問
題
と
し
て
残
る
。「
乏
」
は
「
之
」
と

書
き
間
違
い
の
起
き
易
い
文
字
で
、
現
在
「
乏
」
と
し
て
定
着
し

て
い
る
次
の
例
で
も
「
之
」
の
書
写
本
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。

…
…
う
ま
こ
り

あ
や
に
乏
寸
ともしき

高
照
ら
す

日
の
皇
子

（
二
・
一
六
二
）

は
神
田
本
に
、

う
ま
こ
り

あ
や
に
乏
敷
ともしき

鳴
る
神
の

音
の
み
聞
き
し

…
…

（
六
・
九
一
三
）

と
あ
る
。
細
井
本
、
活
字
無
訓
本
で
「
乏
」
と
あ
る
、

山
遠
き

都
に
し
あ
れ
ば

さ
雄
鹿
の

妻
呼
ぶ
声
は

乏
毛

ともしくも
あ
る
か

（
十
・
二
一
五
一
）

秋
萩
の

散
り
過
ぎ
行
か
ば

さ
雄
鹿
は

わ
び
鳴
き
せ
む

な

見
ず
は
乏
焉
ともしみ

（
十
・
二
一
五
二
）

は
類
聚
古
集
で
「
之
」
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

藤
原
の

大
宮
仕
へ

生
れ
つ
く
や

娘
子
が
と
も
は

乏
ともし
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吉き
ろ
か
も

（
一
・
五
三
）

は
、
書
写
本
に
「
之
」
と
あ
る
が
、『
万
葉
集
玉
の
小
琴
別
巻
』
で

宣
長
が
、

田
中
道
麻
呂
云
く
、
結
句
の
之
字
は
乏
の
誤
り
、
…
…
此
考

へ
よ
ろ
し
、
…
…

と
述
べ
て
以
来
「
乏
」
が
本
文
と
し
て
認
め
ら
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

こ
う
し
た
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、「
之
」
と
「
乏
」
は
書
写

に
あ
た
っ
て
間
違
い
や
す
い
文
字
で
あ
り
、
一
首
の
意
味
が
な
さ

な
い
と
あ
れ
ば
誤
字
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
解

釈
で
は
、
諸
書
写
本
が
書
き
つ
い
で
き
た
「
之
知
左
寸
」
な
い
し

は
「
之
知
左
守
」
は
本
文
と
し
て
の
姿
を
殆
ど
留
め
な
い
こ
と
に

な
る
が
、「
之
」
は
「
乏
」
の
誤
字
で
あ
る
と
認
め
、
こ
の
歌
の
二

句
以
降
は
鳴
き
渡
っ
て
行
く
雁
の
妻
呼
ぶ
声
が
「
乏
」
で
あ
る
こ

と
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。

三

一
五
六
二
歌
結
句
の
意
味

結
句
を
「
と
も
し
…
…
」
と
訓
ん
で
、
ど
う
解
釈
す
る
か
。「
と

も
し
」
は
、
少
な
い
、
乏
し
い
の
意
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
心
が
惹

か
れ
る
、
羨
ま
し
い
の
意
が
生
ず
る
。
こ
の
歌
で
は
意
味
の
上
か

ら
結
句
を
乏
し
い
と
も
羨
ま
し
い
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
近

年
の
注
釈
書
は
羨
ま
し
い
、
の
意
に
解
釈
し
そ
れ
が
通
説
と
な
っ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
こ
う
し
た
解
釈
は
古
く
か
ら
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
い
っ
た
い
何
時
こ
ろ
か
ら
こ
う
し
た
解
釈
が
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

童
蒙
抄
に
宗
師
案
と
し
て
、

扨
歌
の
意
は
乏
と
は
声
の
か
す
か
に
遠
く
遥
か
な
る
と
云
心

に
て
、
乏
と
読
め
る
な
れ
ば
、
誰
れ
か
聞
き
つ
ら
ん
、
鴈
の

妻
よ
ぶ
声
の
こ
ゝ
に
は
か
す
か
に
と
も
し
く
聞
ゆ
る
が
、
そ

こ
に
は
い
か
に
や
と
云
義
也
。

と
あ
り
、「
と
も
し
」
を
「
声
の
か
す
か
に
遠
く
遥
か
な
る
」
と
解

釈
し
て
い
る
。
略
解
所
引
の
宣
長
の
考
え
を「
さ
る
こ
と
な
が
ら
」

と
し
て
引
き
な
が
ら
「
と
も
し
き
ま
で
に
」
の
訓
み
を
示
し
た
古

義
は
、鴈

が
音
の
、
嬬
呼
こ
え
は
る
〳
〵
き
こ
え
て
、
此
間
の
空
を

鳴
渡
る
が
、
感
を
催
さ
る
ゝ
ま
で
お
も
し
ろ
き
を
、
誰
か
聞

き
つ
ら
む
、
さ
だ
め
て
心
あ
る
君
こ
そ
、
先
聞
給
ふ
な
る
ら
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め
、
い
か
で
き
か
せ
給
へ
、
と
い
ひ
た
る
よ
し
な
り
、
さ
て

こ
そ
和
歌
に
、
聞きき
津つ
哉や
登と
云
々
と
は
、
い
は
れ
た
る
な
れ

と
、
や
は
り
「
は
る
〳
〵
」
と
聞
こ
え
る
の
意
で
、
遠
く
で
鳴
い

て
い
る
こ
と
を
「
と
も
し
」
と
解
し
て
い
る
と
と
れ
る
。
古
義
説

を
と
る
総
釈
が
【
口
釈
】
で
「
妻
を
恋
ひ
な
が
ら
呼
ぶ
声
が
、
珍

ら
し
く
思
は
れ
る
ま
で
お
も
し
ろ
い
の
を
」
と
し
て
い
る
の
は
、

訓
み
で
は
古
義
に
よ
る
も
の
の
意
味
は
変
化
し
て
き
て
い
る
。
こ

れ
は
古
義
の
「
感
を
催
さ
る
ゝ
ま
で
お
も
し
ろ
き
を
」
と
い
う
作

歌
動
機
に
触
れ
た
部
分
を
「
と
も
し
」
の
解
釈
と
し
て
い
る
こ
と

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
宣
長
説
に
従
う
全
釈
は
「
マ
コ
ト
ニ
佳
イ

声
デ
ス
ヨ
」
と
訳
し
、
新
考
で
も
「
ト
モ
シ
の
意
は
前
の
歌
な
る

と
同
じ
か
る
べ
し
」
即
ち
「
メ
ヅ
ラ
シ
サ
の
意
な
る
べ
し
」
と
し

て
い
る
。
宣
長
自
身
は
結
句
の
意
味
を
示
し
て
い
な
い
か
ら
ど
の

よ
う
に
解
釈
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
新
考
、
総
釈
あ
た
り
か
ら

「
と
も
し
」を
珍
し
い
の
意
に
解
釈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ

の
傾
向
は
口
訳
あ
た
り
ま
で
続
く
が
、
そ
の
後
こ
れ
に
か
わ
っ
た

の
が
羨
ま
し
い
と
い
う
解
釈
で
、
窪
田
評
釈
に
は
じ
ま
り
現
代

も
っ
と
も
採
用
さ
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
に
は
私
注
の

よ
う
に
「
淋
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
よ
」
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。

羨
ま
し
い
、
と
い
う
解
釈
を
ま
ず
示
し
た
窪
田
評
釈
は
、
こ
の

歌
は
「
季
節
の
物
と
し
て
の
雁
の
声
の
あ
は
れ
さ
を
親
し
い
人
に

言
ひ
や
つ
て
、
同
感
を
求
め
た
」
雑
歌
で
あ
る
が
、

し
か
し
此
の
歌
は
、
そ
れ
に
寄
せ
て
男
女
間
の
恨
み
を
訴
へ

て
あ
つ
て
、
そ
の
方
が
主
で
、
作
意
か
ら
い
ふ
と
相
聞
の
歌

で
あ
る
。「
誰
聞
き
つ
」と
尋
ね
て
ゐ
る
の
は
、「
嬬
呼
ぶ
声
」

で
あ
つ
て
、
娘
子
は
そ
れ
を
「
と
も
し
」
と
聞
い
て
、
そ
れ

に
対
し
て
の
同
感
を
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
率
直
に
い
ふ

と
、
家
持
に
疎
遠
に
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
嘆
き
、
雁
の
如
く

嬬
呼
ぶ
声
を
聞
か
せ
て
も
ら
ひ
た
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

と
、「
男
女
間
の
恨
み
を
訴
え
」る
も
の
と
解
釈
す
る
。
窪
田
評
釈

が
「
と
も
し
」
を
羨
ま
し
い
と
解
釈
す
る
の
は
、
一
五
六
二
歌
が

家
持
の
許
へ
送
り
届
け
ら
れ
、
そ
の
返
歌
と
し
て
一
五
六
三
歌
が

巫
部
麻
蘇
娘
子
の
も
と
へ
送
り
届
け
ら
れ
た
、
二
首
は
い
わ
ゆ
る

贈
答
の
関
係
に
あ
る
歌
で
、
巫
部
麻
蘇
娘
子
に
疎
遠
な
家
持
に
妻

を
思
っ
て
鳴
く
雁
の
鳴
声
が
羨
ま
し
い
、
と
お
く
り
や
っ
た
歌
と

す
る
。
こ
の
考
え
が
現
代
に
ま
で
引
継
が
れ
、
通
説
と
な
っ
て
い

る
。
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四

二
首
の
関
係

一
五
六
三
歌
は
「
和
歌
」
と
あ
る
。
万
葉
集
で
は
、

額
田
王
下

近
江
国

時
作
歌
井
戸
王
即
和
歌
（
一
・
一
七
〜
一
九

題
詞
）

弓
削
皇
子
遊

吉
野

時
御
歌
一
首
（
三
・
二
四
二
）

春
日
王
奉

和
歌
一
首
（
三
・
二
四
三
）

大
伴
坂
上
郎
女
宴

親
族

之
日
吟
歌
一
首
（
三
・
四
〇
一
）

大
伴
宿
祢
駿
河
麻
呂
即
和
歌
一
首
（
三
・
四
〇
二
）

十
一
年
己
卯
夏
六
月
大
伴
宿
祢
家
持
悲

傷
亡
妾

作
歌
一
首

（
三
・
四
六
二
）

弟
大
伴
宿
祢
書
持
即
和
歌
一
首
（
三
・
四
六
三
）

と
あ
る
よ
う
に
（
塙
本
・
本
文
）、
旅

、
宴
な
ど
の
場
で
歌
わ
れ

た
歌
に
対
し
て
、
そ
の
場
を
共
有
す
る
者
が
即
座
に
唱
和
し
た
場

合
に
「
和
歌
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
を
み
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
そ
れ
以
外
に
な
い
か
と
い
え
ば
そ
う
は
い
え
ず
、「
贈

答
歌
」
の
「
答
」
に
相
当
す
る
意
で
用
い
ら
れ
、
贈
ら
れ
て
き
た

歌
に
対
し
て
贈
り
返
す
歌
と
い
う
意
味
で
「
和
歌
」
と
し
て
い
る

も
の
も
あ
る
。
ま
た
「
追
和
歌
」
と
い
う
の
も
追
っ
て
和
え
た
歌

で
同
所
・
同
時
性
は
な
い
。
そ
う
い
う
用
法
も
あ
る
が
、「
和
」
は

唱
和
と
し
て
の
義
を
第
一
義
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
て
よ

い
。し

か
し
、
万
葉
集
全
体
を
通
し
て
み
た
時
、
そ
う
単
純
で
も
な

い
。
橋
本
四
郎
氏
は
万
葉
集
の
「
報
」
と
「
和
」
の
用
法
を
比
較

し
、「『
和
』
の
場
合
は
も
と
の
歌
を
あ
く
ま
で
主
と
し
つ
つ
従
の

立
場
で
添
い
合
さ
れ
、
両
者
の
関
係
は
並
行
的
で

７
）

あ
る
」
と
述
べ

た
が
、
こ
れ
に
対
し
芳
賀
紀
雄
氏
は
中
国
文
学
の
検
討
か
ら
、

「
和
」は
、
そ
の
時
そ
の
場
に
お
け
る
唱
和
が
、
元
来
の
形
式

だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
唱
和
形
式
が
、
個
人
同
士
に

お
い
て
は
も
と
よ
り
、
や
が
て
は
発
展
的
に
集
団
制
作
の
場

に
持
ち
込
ま
れ
、
か
た
わ
ら
、
贈
答
の
体
裁
を
と
る
に
到
っ

た
と
概
括
し
う
る
。

と
述
べ
て

８
）

い
る
。芳
賀
氏
の
考
え
に
よ
れ
ば
、一
五
六
三
歌
の「
和
」

は
こ
の
「
集
団
制
作
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
」
た
唱
和
形
式
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
巫
部
麻
蘇
娘
子
の
雁
が
ね
の
歌
一
首
」
と
「
大
伴
家
持
の
和
ふ

る
歌
一
首
」
は
、
家
持
を
は
じ
め
巫
部
麻
蘇
娘
子
ら
が
集
う
宴
の

場
で
巫
部
麻
蘇
娘
子
の
歌
に
家
持
が
唱
和
し
た
歌
な
の
だ
ろ
う
。
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巫
部
麻
蘇
娘
子
の
「
誰
聞
き
つ
」
と
い
う
問
い
か
け
に
家
持
が
誰

よ
り
も
早
く
唱
和
し
た
。「
誰
聞
き
つ
」の
問
い
か
け
は
当
然
雁
の

鳴
声
に
関
し
て
の
問
い
か
け
で
あ
る
。
巫
部
麻
蘇
娘
子
は
宴
席
の

賑
わ
い
の
中
で
雁
の
妻
を
呼
ぶ
鳴
声
を
か
す
か
に
聞
い
た
か
ら
、

「
誰
聞
き
つ
」
と
問
い
か
け
た
。「
と
も
し
く
も
あ
る
を
」
は
雁
の

鳴
声
が
か
す
か
で
あ
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
と
も

し
」
は
少
な
い
、
乏
し
い
の
意
と
と
っ
て
こ
そ
、「
誰
聞
き
つ
」
と

い
う
問
い
か
け
が
生
き
て
く
る
。
こ
れ
に
対
し
て
家
持
は
雁
は
雲

に
か
く
れ
遠
く
に
い
る
こ
と
を
歌
っ
て
和
え
る
。

「
雲
隠
る
」は
、文
字
通
り
雲
に
隠
れ
見
え
な
い
の
意
で
あ
る
が
、

挽
歌
で
死
の
敬
避
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
す
る
。
次
に
示
す

よ
う
に
鳥
の
鳴
声
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
歌
は
意
外
に
多
い
。

老
い
た
る
身
に
病
を
重
ね
、
年
を
経
て
辛
苦
み
、
ま

た
児
等
を
思
ふ
歌

慰
む
る

心
は
な
し
に

雲
隠
り

鳴
き
行
く
鳥
の

音
の

み
し
泣
か
ゆ

（
五
・
八
九
八
、
憶
良
）

大
伴
家
持
の
秋
の
歌

ひ
さ
か
た
の

雨
間
も
置
か
ず

雲
隠
り

鳴
き
そ
行
く
な

る

早
稲
田
雁
が
ね

（
八
・
一
五
六
六
、
秋
雑
歌
）

雲
隠
り

鳴
く
な
る
雁
の

行
き
て
居
む

秋
田
の
穂
立

繁
く
し
思
ほ
ゆ

（
八
・
一
五
六
七
、
秋
雑
歌
）

弓
削
皇
子
に
献
る
歌

雲
隠
り

雁
鳴
く
時
は

秋
山
の

黄
葉
片
待
つ

時
は
過

ぐ
れ
ど

（
九
・
一
七
〇
三
、
人
麻
呂
歌
集
、
雑
歌
）

雁
を
詠
む

秋
風
に

大
和
へ
越
ゆ
る

雁
が
ね
は

い
や
遠
ざ
か
る

雲
隠
り
つ
つ

（
十
・
二
一
二
八
、
秋
雑
歌
）

秋
風
に

山
飛
び
越
ゆ
る

雁
が
ね
の

声
遠
ざ
か
る

雲

隠
る
ら
し

（
十
・
二
一
三
六
、
秋
雑
歌
）

鶴
が
ね
の

今
朝
鳴
く
な
へ
に

雁
が
ね
は

い
づ
く
さ
し

て
か

雲
隠
る
ら
む

（
十
・
二
一
三
八
、
秋
雑
歌
）

帰
る
雁
を
見
る
歌

燕
来
る

時
に
は
な
り
ぬ
と

雁
が
ね
は

国
偲
ひ
つ
つ

雲
隠
り
鳴
く

（
十
九
・
四
一
四
四
、
家
持
）

憶
良
の
歌
は
「
鳥
」
と
の
み
あ
る
が
他
は
す
べ
て
雲
に
隠
れ
な

が
ら
鳴
く
の
は
雁
で
あ
る
。
巻
八
、
九
、
十
の
六
首
を
は
じ
め
巻

十
九
の
一
首
を
含
め
て
雑
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
る
も
の
で
、
雁
が

雲
隠
れ
な
が
ら
鳴
く
情
景
は
秋
の
風
物
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
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巫
部
麻
蘇
娘
子
の
問
い
か
け
に
、
家
持
は
、
聞
き
ま
し
た
か
、
と

あ
な
た
が
お
問
い
に
な
っ
た
雁
の
声
は
ま
さ
し
く
遠
い
雲
の
か
な

た
に
隠
れ
て
い
ま
す
、
と
唱
和
し
た
も
の
で
、
賑
わ
う
宴
席
で
か

す
か
な
雁
の
鳴
声
を
聞
い
た
風
流
な
人
は
い
ま
せ
ん
か
、
と
の
問

い
か
け
に
「
ま
こ
と
も
遠
く
」
と
和
し
風
流
士
と
し
て
名
乗
り
を

挙
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
首
は
宴
の
喧
騒
の
中
で
か
す
か
な
雁
の
鳴
声
を
聞
い

た
、自
分
と
同
じ
よ
う
に
風
流
な
心
を
持
っ
て
い
る
人
は
い
る
か
、

と
い
う
巫
部
麻
蘇
娘
子
の
問
い
か
け
に
家
持
が
即
座
に
和
し
た
歌

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
相
聞
」
で
な
く
「
雑
歌
」
に
収
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
童
蒙
抄
・
宗
師
案
の
「
誰
れ
か
聞
き
つ
ら
ん
、
鴈

の
妻
よ
ぶ
声
の
こ
ゝ
に
は
か
す
か
に
と
も
し
く
聞
ゆ
る
」、あ
る
い

は
古
義
の
、
雁
の
鳴
声
が
「
は
る
〳
〵
き
こ
え
て
、
此
間
の
空
を

鳴
渡
る
が
、
感
を
催
さ
る
ゝ
ま
で
お
も
し
ろ
き
を
、
誰
か
聞
き
つ

ら
む
、
さ
だ
め
て
心
あ
る
君
こ
そ
、
先
聞
給
ふ
な
る
ら
め
、
い
か

で
き
か
せ
給
へ
、
と
い
ひ
た
る
よ
し
な
り
」
が
こ
の
歌
々
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

五

二
首
は
「
雑
歌
」
で
あ
る

一
五
六
二
、
一
五
六
三
歌
は
巫
部
麻
蘇
娘
子
と
家
持
と
の
恋
の

贈
答
歌
と
い
う
よ
り
宴
席
の
場
で
披
露
さ
れ
た
歌
で
、
雁
の
鳴
声

に
聞
き
入
る
風
流
み
や
び

な
歌
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
首

は
風
流
な
歌
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
五
六
二
歌
の
「
と
も
し
」
を
羨
ま
し
い
の
意
に
解
釈
し
た
の

は
窪
田
評
釈
に
始
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
二
首
に
恋
歌
め
か
せ

た
意
味
を
も
た
せ
る
に
は
、
窪
田
空
穂
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
巫
部
麻
蘇
娘
子
の
歌
を
「
率
直
に
い
ふ
と
、

家
持
に
疎
遠
に
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
嘆
き
、
雁
の
如
く
嬬
呼
ぶ
声

を
聞
か
せ
て
も
ら
ひ

９
）

た
い
」、
妻
を
呼
ぶ
鳴
き
声
が
羨
ま
し
い
、
と

解
釈
し
、
恋
歌
め
か
し
た
歌
と
解
す
る
。
中
西
進
氏
も
二
首
を
贈

答
の
歌
と
考
え
た
上
で
の
こ
と
だ
が
、
娘
子
の
歌
は
「
相
手
の
い

る
雁
と
違
っ
て
聞
い
て
も
く
れ
な
い
家
持
を
求
め
る
自
分
に
と
っ

て
、『
妻
よ
ぶ
声
』
は
羨
し
い
の
で
あ
」
り
、
そ
れ
に
対
し
て
家
持

は「
遠
く
雲
隠
れ
て
鳴
く
雁
は
、
近
く
声
高
く
鳴
く
の
で
は
な
い
。

あ
な
た
の
恋
心
は
そ
の
程
度
だ
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
逆
に
相
手

を
せ
め
る
手
法
の
歌
と
し
、「
こ
の
和
歌
の
呼
吸
は
ま
こ
と
に
見
事
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で
、
家
持
は
け
っ
し
て
凡
手
で
は
な
い
」
と
述
べ
て

10
）

い
る
。
注
釈

書
で
は
、
中
西
氏
の
よ
う
に
「
あ
な
た
の
恋
心
は
そ
の
程
度
だ
と

い
う
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ま
で
い
っ
て
い
な
い
が
、
家
持
の

歌
は
巫
部
麻
蘇
娘
子
の
歌
の
「
と
も
し
」
の
意
で
な
く
「
乏
し
」

の
意
に
と
り
な
し
は
ぐ
ら
か
す
や
り
と
り
の
面
白
さ
を
歌
う
も
の

と
し
て
二
首
を
理
解
す
る
。

男
女
の
間
で
か
わ
さ
れ
た
歌
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
恋
歌

め
か
し
た
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
宴
の
席
と
も
な
れ
ば
、
い
っ
そ
う
そ
う
し
た
要
素
が
望
ま
れ

よ
う
。
が
、
一
五
六
二
、
一
五
六
三
歌
の
二
首
は
「
秋
雑
歌
」
中

の
歌
で
あ
る
。
二
首
を
「
秋
雑
歌
」
部
に
入
れ
た
の
は
家
持
自
身

で
あ
る
。「
秋
相
聞
」
部
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
「
こ

れ
ら
の
女
性
と
の
恋
が
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
時
に
、
ほ

か
な
ら
ぬ
家
持
が
、
詞
書
を
そ
え
て
、『
秋
雑
歌
』に
い
れ
て
し
ま

11
）

っ
た
」
と
考
え
る
も
の
も
あ
る
が
、「
秋
雑
歌
」
に
入
っ
て
い
る
の

は
家
持
自
身
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
二
首
が
本
質
的
に
雑

歌
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
よ
し
ん
ば
二
人
の
歌
に
相
聞
的
な
解
釈

が
で
き
た
と
し
て
も
、
戯
笑
性
を
ね
ら
っ
た
、
う
け
こ
た
え
の
面

白
さ
を
示
す
も
の
で
、二
人
の
間
に
現
実
的
な
恋
は
認
め
が
た
い
。

二
首
は
恋
歌
め
か
し
た
要
素
を
持
ち
つ
つ
、

ど
な
た
か
お
聞
き
に
な
り
ま
し
た
か
。
こ
こ
を
鳴
い
て
飛
ん

で
ゆ
く
雁
の
、
妻
を
呼
び
求
め
る
声
は
何
と
も
か
す
か
で
あ

り
ま
す
よ
（
一
五
六
二
）
。

聞
き
ま
し
た
か
と
、
あ
な
た
が
お
尋
ね
に
な
っ
た
雁
の
鳴
き

声
は
、
ほ
ん
と
に
遠
く
雲
の
彼
方
で
鳴
い
て
い
ま
す
（
一
五
六

三
）
。

と
、「
雁
が
音
」と
い
う
秋
の
景
物
を
詠
じ
た
歌
と
し
て「
秋
雑
歌
」

部
に
収
め
ら
れ
た
歌
と
考
え
る
。

注

１
）

本
文
中
の
万
葉
集
の
歌
・
題
詞
な
ど
は
塙
書
房
『
万
葉
集

訳
文

篇
』『
万
葉
集

本
文
篇
』に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
塙
本
・
訳
文
、
塙
本
・

本
文
と
省
略
し
て
記
し
た
。

２
）
『
校
本
万
葉
集

増
補
』
に
は
こ
れ
ら
二
首
に
つ
い
て
の
記
事
は

な
い
。

３
）

訓
み
の
表
記
は
、
カ
タ
カ
ナ
書
き
と
ひ
ら
か
な
書
き
が
あ
る
が
、

ひ
ら
か
な
書
き
に
統
一
し
た
。

４
）
『
本
居
宣
長
全
集
』
六
巻

128
ペ
ー
ジ

筑
摩
書
房
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５
）

注
４
に
同
じ
。
254
ペ
ー
ジ

６
）

宣
長
の
万
葉
集
に
関
す
る
発
言
は
、
上
の
二
著
を
除
い
て
は『
本

居
宣
長
全
集
』に
、『
万
葉
集
重
載
歌
及
巻
の
次
第
』『
万
葉
集
玉
の
小

琴
』『
万
葉
集
問
答
』『
万
葉
集
東
歌
僻
説
評
』
｜

以
上
第
六
巻
｜

、

『
万
葉
古
風
格
』『
万
葉
集
疑
問
』『
万
葉
集
問
答

補
遺
』『
和
歌
の
浦
』

｜

以
上
十
四
巻
｜

、『
万
葉
集
答
問
』
｜

別
巻
一
｜

が
あ
る
。

７
）
「
幇
間
歌
人

佐
伯
赤
麻
呂
」『
上
代
の
文
学
と
言
語
』

昭
和
四

九
年
一
一
月

境
田
教
授
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会

８
）
「
万
葉
集
に
お
け
る
『
報
』
と
『
和
』
の
問
題
」『
万
葉
集
に
お
け

る
中
国
文
学
の
受
容
』

二
〇
〇
三
年
一
〇
月

塙
書
房

９
）

窪
田
評
釈

10
）
「
大
伴
家
持
｜

山
本
健
吉
・
北
山
茂
夫
両
氏
の
近
著
に
ふ
れ
つ

つ
｜

」『
文
学
』
40
｜
９

昭
和
四
七
年
九
月

11
）

北
山
茂
夫
『
大
伴
家
持
』
昭
和
四
六
年
九
月

平
凡
社

文
中
に
挙
げ
た
注
釈
書
の
省
略
は
下
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。

代
精

契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』
精
撰
本

元
禄
三
年
刊
。
童
蒙
抄

荷

田
春
満
・
信
名
『
万
葉
集
童
蒙
抄
』
天
文
年
間
。
考

賀
茂
真
淵
『
万

葉
考
』
明
和
五
年
刊
。
略
解

橘
千
蔭
『
万
葉
集
略
解
』
寛
政
八
年
。

古
義

鹿
持
雅
澄
『
万
葉
集
古
義
』
天
保
一
〇
年
。
新
考

井
上
通
泰

『
万
葉
集
新
考
』
大
正
四
〜
昭
和
三
年
。
口
訳

折
口
信
夫
『
口
訳
万

葉
集
』
大
正
五
〜
六
年
。
全
釈

鴻
巣
盛
広
『
万
葉
集
全
釈
』
昭
和
五

〜
一
〇
年
。
総
釈

藤
森
朋
夫『
万
葉
集
総
釈
』巻
八

昭
和
一
〇
年
。

金
子
評
釈

金
子
元
臣
『
万
葉
集
評
釈
』
巻
八

昭
和
一
五
年
。
窪
田

評
釈

窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
巻
八

昭
和
二
五
年
一
一
月
。
佐

佐
木
評
釈

佐
佐
木
信
綱
『
万
葉
集
評
釈
』
巻
八

昭
和
二
五
年
。
増訂

全
註
釈

武
田
祐
吉
『
増訂

万
葉
集
全
註
釈
』
五

昭
和
三
二
年
。
私
注

土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
増
訂
版

巻
八

昭
和
四
四
年
一
〇
月
。

大
系

『
日
本
古
典
文
学
大
系

万
葉
集
』
二

昭
和
三
四
年
九
月
。

注
釈

沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
巻
八

昭
和
三
六
年
一
月
。
全
集

『
日
本
古
典
文
学

全
集
』二

昭
和
四
六
年
一
月
。
集
成

『
日
本
古

典
集
成
』
二

昭
和
五
三
年
一
一
月
。
全
訳
注

中
西
進
『
万
葉
集

全
訳
注

原
文
付

』（
二
）

昭
和
五
五
年
二
月
。
全
注

井
手
至
『
万
葉
集
全
注
』

巻
八

平
成
五
年
四
月
。
新
編
全
集

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

万
葉
集
』
二

平
成
七
年
四
月
。
釈
注

伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
』
四

平
成
八
年
八
月
。
新
大
系

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
二

平
成
一

二
年
一
一
月
。
和
歌
大
系

稲
岡
耕
二
『
和
歌
文
学
大
系

万
葉
集
』

二

平
成
一
四
年
三
月
。
全
歌
講
義

阿
蘇
瑞
枝
『
万
葉
集
全
歌
講

義
』
四

平
成
二
〇
年
七
月
。
全
解

多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
』
３

平
成
二
一
年
七
月
。
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