
『
校
本
萬
葉
集
』
再
検
討

村

田

隆

太

郎

一
、
は
じ
め
に

『
校
本
萬
葉
集
』
は
、
佐
佐
木
信
綱
・
橋
本
進
吉
・
武
田
祐
吉
ら
に
よ
っ

て
製
作
さ
れ
た
『
萬
葉
集
』
の
校
本
で
あ
り
、
寛
永
版
本
を
底
本
と
し
て
い

る
。
一
九
九
五
年
版
は
正
編
・
増
補
・
新
増
補
の
全
一
八
巻
に
加
え
、
別
冊

と
し
て
廣
瀬
本
の
影
印
三
冊
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
首
巻
に
は
編
纂

の
経
緯
や
諸
本
解
説
、『
萬
葉
集
』
の
研
究
史
や
使
用
上
の
注
意
事
項
な
ど
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
『
校
本
萬
葉
集
』
を
使
用
す
る
上
で
特
に

留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
内
容
と
し
て
、「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用

字
の
表
」
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
諸
本
間
で
異
な
る
字
が
用
い
ら
れ
て
い
て

も
、
異
同
と
し
て
掲
げ
な
い
字
の
組
合
せ
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
異
体
字
研

究
を
行
う
際
に
参
照
す
べ
き
史
料
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。し
か
し
、『
校

本
萬
葉
集
』
が
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
か
ら
九
〇

年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
、
異
体
字
を
含
め
た
漢
字
の
字
体
研
究
も
進
展
を

見
せ
て
い
る
中
で
、
こ
の
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」

に
つ
い
て
も
再
度
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
水
準
で
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
を
観
た
と

き
、
ど
の
よ
う
な
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
事
実
を
検
討

す
る
中
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
更
に
見
え
て
く
る
の
か
。
こ
の
二
点
を
問
題

意
識
と
し
て
据
え
な
が
ら
、『
校
本
萬
葉
集
』
の
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字

並
に
通
用
字
の
表
」
を
眺
め
る
こ
と
と
す
る
。

今
回
は
こ
の
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
に
登
場
す
る

字
の
組
合
せ
の
う
ち
、「
麿
」
字
と
「
麻
呂
」
と
を
取
り
あ
げ
る
。
詳
し
く
は

後
述
す
る
が
、
こ
の
組
合
せ
は
明
ら
か
に
「
異
体
字
」
の
組
合
せ
で
も
な
く
、

ま
た
「
通
用
字
」
の
組
合
せ
で
も
な
い
。
ま
ず
、
こ
の
組
合
せ
が
こ
の
「
校

異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
に
登
場
す
る
こ
と
自
体
が
異
質

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
「
異
体
字
」
な
ら
び
に
「
通
用
字
」

と
い
う
術
語
の
定
義
を
改
め
て
確
認
し
、
「
麿
」
と
「
麻
呂
」
の
組
合
せ
が
こ

の
ど
ち
ら
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
、
各
写
本
が
こ
の

組
合
せ
に
登
場
す
る
文
字
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
か
を
調
査
し
、

一
考
察
を
加
え
る
。

二
、
「
異
体
字
」
な
ら
び
に
「
通
用
字
」

「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
は
、
異
体
字
・
通
用
字

が
存
在
す
る
五
八
七
字
を
ま
ず
画
数
順
に
掲
出
し
、
各
々
の
文
字
に
対
す
る
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異
体
字
・
通
用
字
を
そ
の
掲
出
字
の
下
に
列
挙
し
て
い
る
。
編
纂
に
あ
た
っ

て
は
、
以
下
の
よ
う
な
方
針
で
行
わ
れ
た
（
注
１
）
。

元
來
諸
本
の
比
校
に
於
て
問
題
と
な
る
の
は
、
文
字
の
異
同
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
同
字
か
別
字
か
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
た
と
ひ
字
體
や
字
形
に
相

違
が
あ
っ
て
も
、
音
も
意
義
も
同
じ
く
、
そ
の
用
法
に
も
何
等
の
相
違

な
く
、
通
は
し
用
ゐ
て
よ
い
も
の
と
當
時
の
人
々
が
考
え
て
居
た
と
認

め
ら
れ
る
も
の
は
、
之
を
同
字
と
判
斷
す
べ
き
で
あ
る
。
又
、
普
通
の

文
字
と
多
少
字
形
が
異
る
も
の
が
あ
つ
て
も
、
前
後
の
用
例
か
ら
み
て
、

筆
者
の
筆
癖
で
あ
つ
て
普
通
の
文
字
と
異
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

も
、
亦
同
然
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
の
編
纂
に

あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
文
字
を
「
異
体
字
」
な
い
し
「
通
用
字
」
と
呼
称

し
た
か
が
見
え
て
く
る
。
漢
字
音
・
漢
字
義
・
そ
の
用
法
が
同
じ
で
あ
る
字

ど
う
し
に
つ
い
て
は
、
そ
の
字
形
や
字
体
の
差
異
を
捨
象
し
て
、
同
じ
字
で

あ
る
と
捉
え
て
よ
い
と
し
て
い
る
点
を
踏
ま
え
る
と
、
漢
字
音
・
漢
字
義
・

そ
の
用
法
が
こ
れ
ら
を
考
え
る
う
え
で
の
視
点
で
あ
る
と
編
纂
者
た
ち
は
捉

え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
こ
と

は
言
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」

の
編
纂
方
針
で
示
さ
れ
て
い
る
視
点
は
、
あ
く
ま
で
も
「
異
体
字
」
の
説
明

に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。
杉
本
つ
と
む
は
、「
異
体
字
」
の
定
義
の
中
で
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
２
）。

同
じ
文
字
体
系
と
し
て
、
認
定
で
き
る
そ
の
文
字
概
念
（
同
一
文
字
概
念
）

、
、
、
、
、
、

に
対
応
す
る
構
造
を
持
つ
場
合
、
そ
の
漢
字
は
幾
種
類
か
の
変
体
（
バ
リ

ア
ン
ト
）
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
許
容
さ
れ
る
。
こ
れ
を

異
体
字
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
う
ち
も
っ
と
も
一
般
的
に
認
容
さ
れ
て
お
り
、

一
つ
の
本
源
を
充
足
さ
せ
る
構
造
字
体
を
も
つ
漢
字
を
正
体
と
考
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
そ
の
他
の
も
の
を
異
体
字
と
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
本
質

的
に
は
正
体
に
は
発
生
の
根
源
が
原
則
と
し
て
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
異
体

は
そ
れ
を
二
次
的
に
添
・
削
に
よ
り
、
ま
た
他
の
類
推
な
ど
の
方
法
で
字

形
変
化
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
（
傍
点
原
文
）

こ
こ
で
杉
本
が
い
う
「
そ
の
文
字
概
念
（
同
一
文
字
概
念
）
」
に
対
応
す
る

、
、
、
、
、
、

も
の
が
、
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
の
編
纂
方
針
に
見

え
る
「
音
」
や
「
意
義
」
、
「
そ
の
用
法
」
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
峯
」
字

で
あ
れ
ば
、
「
山
」
と
「
夆
」
と
い
う
造
字
成
分
を
有
し
、
「
ホ
ウ
」
と
い
う

音
を
持
ち
、
「
山
の
み
ね
」
と
い
う
意
義
を
持
つ
た
め
に
、
「
峰
」
字
の
概
念

に
対
応
す
る
構
造
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、「
峰
」

字
の
変
体
（
バ
リ
ア
ン
ト
）
と
し
て
、「
峯
」
字
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
正
体
（
注
３
）
で
あ
る
「
峰
」
字
に
対
し
て
、
異
体
字
と
し
て
「
峯
」

字
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
実
際
に
は
点
画
の
増
減
は
あ
ろ
う
が
、

正
体
で
あ
る
字
の
偏
旁
冠
脚
の
配
置
を
上
下
左
右
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
す
る
異
体
関
係
も
存
在
す
る
（
注
４
）
の
で
、
偏
旁
冠
脚
と
い
っ
た

造
字
成
分
も
「
そ
の
文
字
概
念
（
同
一
文
字
概
念
）
」
の
一
部
で
あ
る
だ
ろ
う
。

、
、
、
、
、
、

や
や
話
題
が
逸
れ
た
が
、
要
す
る
に
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用

字
の
表
」
の
編
纂
方
針
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
杉
本
の
い
う
「
異

体
字
」
の
説
明
で
し
か
な
く
、
「
通
用
字
」
の
説
明
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
編
纂
方
針
の
な
か
で
は
、
確
か
に
「
通
は
し
用

ゐ
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
た
め
、「
通
用
字
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
て
い
る

よ
う
に
一
見
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
「
通
用
字
」
の
定
義
は
こ
こ
に
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あ
る
よ
う
な
交
換
可
能
性
と
い
う
だ
け
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な

い
。
ま
ず
、
中
国
に
お
い
て
「
通
用
」（
通
仮
）
と
は
、
あ
る
漢
字
に
つ
い
て

そ
れ
と
同
音
な
い
し
類
音
で
あ
る
別
の
漢
字
を
当
て
て
用
い
る
こ
と
を
呼
ぶ
。

有
名
な
例
と
し
て
、
先
秦
や
漢
代
に
お
け
る
「
蚤
」
字
が
あ
る
。『
孟
子
』
離

婁
下
に
「
蚤
起
、
施
従
良
人
之
所
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
蚤
」

字
は
「
虫
の
ノ
ミ
」
を
指
す
の
で
は
な
く
、「
早
」
字
と
同
義
の
漢
字
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
蚤
」
が
「
早
」
と
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
二
字
が
同
音
で
あ
る
こ
と
に
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
は
や
い
」
と
い
う
概
念
を
表
す
漢
字
と
し
て
「
早
」
字

が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
同
音
あ
る
い
は
類
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
「
蚤
」

字
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
日
本
に
お
い
て
は
、
日
本
漢

字
音
ど
う
し
の
類
似
に
よ
っ
て
生
じ
る
通
用
や
、
字
形
類
似
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
通
用
も
存
在
し
て
い
る
（
注
５
）。
現
在
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

点
を
鑑
み
て
「
通
用
字
」
と
い
う
術
語
は
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
右
の
内

容
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
「
通
用
字
」
は
杉
本
の
挙
げ
る

「
異
体
字
」
と
い
う
概
念
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
揺
る
が
な
い
た
め
、「
校
異

を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
の
編
纂
方
針
に
示
さ
れ
て
い
る
内

容
で
は
直
ち
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
仮
に
「
通
は

し
用
ゐ
」
の
部
分
の
み
を
抽
出
し
て
「
通
用
」
と
呼
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の

な
ら
ば
、
単
な
る
異
体
関
係
と
の
区
別
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
現

在
で
も
適
切
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
、
「
異
体
字
」
な
ら
び
に
「
通
用
字
」
の
、
現
段
階
に
お
け
る
定

義
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に

通
用
字
の
表
」
に
お
い
て
は
、
実
に
様
々
な
異
体
字
、
通
用
字
が
並
ん
で
い

る
こ
と
に
気
付
く
。
異
体
字
で
あ
れ
ば
、
「
京
」
字
と
「
亰
」
字
の
よ
う
に
、

正
体
に
対
し
て
一
部
の
点
画
が
増
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
体
字
が
成
立
す

る
も
の
や
、「
略
」
字
と
「
畧
」
字
の
よ
う
に
正
体
の
偏
旁
冠
脚
を
移
動
さ
せ

る
こ
と
で
異
体
字
と
な
る
も
の
、「
條
」
字
と
「
条
」
字
の
よ
う
に
、
正
体
の

一
部
分
を
省
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
体
関
係
を
生
じ
て
い
る
も
の
な
ど
が

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
通
用
字
」
で
あ
れ
ば
、
西
本
願
寺
本
に
お
け
る
「
年
」

字
と
「
羊
」
字
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
麿
」

字
と
「
麻
呂
」
の
組
合
せ
が
異
質
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
も
そ
も
、
「
異

体
字
」
や
「
通
用
字
」
と
い
う
の
は
、
漢
字
一
字
ど
う
し
の
関
係
性
で
あ
る
。

一
字
に
対
し
て
二
字
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
異
質
な
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
麿
」
字
に
お
け
る
「
麻
」
と
「
呂
」
と
い
う
造
字
成
分

は
、
「
麻
呂
」
の
一
文
字
ず
つ
で
あ
り
、
「
麻
呂
」
と
い
う
概
念
に
対
応
す
る

も
の
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
飽
く
ま
で
も
「
麻
呂
」
は
漢
字
二
字
の

熟
語
で
あ
り
、
単
字
で
は
な
い
。
単
字
ど
う
し
の
関
係
性
を
説
明
し
て
い
る

「
異
体
字
」
や
「
通
用
字
」
に
分
類
す
る
の
は
多
少
無
理
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
「
麿
」
字
と
「
麻
呂
」
と
の
関
係
性
を
説
明
す
る
術
語

が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
「
合
字
」
語
で
あ
る
。「
合
字
」
と

は
、
通
常
二
字
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
語
や
形
態
素
を
、
そ
の
二
字
を
合
成

し
た
一
字
の
漢
字
で
書
き
表
す
こ
と
を
言
う
。
「
堅
魚
」
を
合
字
し
た
結
果
と

し
て
の
「
鰹
」
字
や
、「
久
米
」
の
合
字
で
あ
る
「
粂
」
は
現
代
で
も
一
般
的

に
使
用
さ
れ
て
い
る
（
注
６
）
。
今
回
の
「
麿
」
字
と
「
麻
呂
」
に
つ
い
て
も
、

「
麻
呂
」
の
合
字
と
し
て
の
「
麿
」
字
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
捉
え
る
の
が

一
般
的
な
理
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
注
７
）
。
こ
の
よ
う
な
理
解

は
、
『
校
本
萬
葉
集
』
の
な
か
で
も
明
確
に
な
さ
れ
て
い
た
（
注
８
）。

合
字
は
麿
と
麻
呂
の
如
き
別
字
と
な
ら
ぬ
も
の
は
出
さ
な
か
つ
た
が
、

白
水
と
泉
、
刀
自
と
眉
の
如
き
、
別
字
と
も
解
せ
ら
れ
又
は
別
字
に
誤

ら
れ
る
虞
あ
る
も
の
は
す
べ
て
出
し
た
。
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つ
ま
り
、
合
字
の
結
果
と
し
て
、
既
に
存
在
す
る
漢
字
と
同
型
衝
突
を
起

こ
し
か
ね
な
い
文
字
に
関
し
て
は
異
同
を
示
し
た
が
、
そ
の
可
能
性
が
な
い

文
字
に
つ
い
て
は
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
に
ま
と

め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
経
た
結
果
、
同

型
衝
突
を
起
こ
し
て
い
な
い
合
字
と
し
て
該
当
し
た
の
が
「
麿
」
字
の
み
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
っ
た
一
字
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
た
め
に
、「
合

字
」
と
い
う
文
字
を
標
題
に
挿
入
す
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
邪

推
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
先
述
す
る
と
お
り
、
「
麻
呂
」
は
単
字
で
は
な

い
。
「
麿
と
麻
呂
の
如
き
別
字
」
と
い
う
箇
所
は
、
「
麻
呂
」
と
い
う
二
字
を

さ
も
単
字
と
同
列
に
扱
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
違
和
感
を
抱
か

ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
、
「
異
体
字
」
や
「
通
用
字
」
の
定
義
を
確
認
し
な
が
ら
、
「
麿
」
字

と
「
麻
呂
」
が
そ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
「
合
字
」
の
関
係
に
あ
る
こ

と
を
取
り
あ
げ
た
。
今
後
、
新
規
に
『
校
本
萬
葉
集
』
の
よ
う
な
本
が
刊
行

さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
に

関
し
て
は
、「
異
体
・
通
用
字
並
に
同
型
衝
突
を
生
じ
な
い
合
字
の
表
」
な
ど

と
改
称
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

三
、
各
写
本
に
お
け
る
「
麿
」
字
な
ら
び
に
「
麻
呂
」

こ
こ
ま
で
、
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
に
現
れ
る

「
麿
」
字
と
「
麻
呂
」
の
組
合
せ
に
つ
い
て
、
「
異
体
字
」
や
「
通
用
字
」
の

定
義
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
れ
が
ど
ち
ら
に
も
該
当
せ
ず
、「
麻
呂
」
の
合
字

の
結
果
「
麿
」
字
が
誕
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
。
で
は
、『
校
本
萬
葉

集
』
で
異
同
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
「
麿
」
字
と
「
麻
呂
」
は
、『
萬
葉
集
』

の
写
本
で
は
ど
の
く
ら
い
出
現
す
る
文
字
（
な
い
し
文
字
列
）
な
の
だ
ろ
う

か
。
今
回
は
、
以
下
の
写
本
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

（
一
）
桂
本
（
古
点
本
）
：
『
日
本
名
筆
選
二
七

桂
本
万
葉
集
』
（
二
玄

社
、
一
九
九
四
年
）

（
二
）
元
暦
校
本
（
次
点
本
）
：
『
元
暦
校
本
萬
葉
集
』
（
勉
誠
社
、
一
九

八
六
年
）

（
三
）
金
澤
本
（
次
点
本
）
：
『
復
刻
日
本
古
典
文
学
館

萬
葉
集

金

澤
本
』
（
日
本
古
典
文
学
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
）

（
四
）
類
聚
古
集
（
次
点
本
）
：
『
類
聚
古
集
』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
四

年
）

（
五
）
廣
瀬
本
（
次
点
本
）：
『
校
本
萬
葉
集

別
册
一
～
三
』（
岩
波
書

店
、
一
九
九
四
年
）

（
六
）
神
宮
文
庫
本
（
新
点
本
）
：
『
古
典
資
料
類
従
１

神
宮
文
庫
本

万
葉
集
』
（
勉
誠
社
、
一
九
七
七
年
）

（
七
）
西
本
願
寺
本
（
新
点
本
）：
『
西
本
願
寺
本
萬
葉
集
（
普
及
版
）
』

（
主
婦
の
友
社
発
行
、
お
う
ふ
う
、
一
九
九
三
年
）

（
八
）
京
都
大
学
本
（
新
点
本
）：
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵

近
衛

文
庫
本
萬
葉
集

（http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/k61/k61cont.htm
l

）

ま
ず
、
『
萬
葉
集
総
索
引
』
に
お
い
て
「
麿
」
を
含
む
も
の
と
し
て
立
項
さ

れ
て
い
る
歌
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
写
本
か
ら
当
該
文
字
列
を
抜
粋
、
調
査

し
た
。
な
お
、
合
字
の
状
態
に
あ
る
か
、
分
字
の
状
態
に
あ
る
か
に
つ
い
て

は
、
「
麻
」
字
に
お
け
る
第
三
画
目
に
該
当
す
る
は
ら
い
の
長
さ
と
、
他
の
字

と
比
較
し
た
際
の
文
字
サ
イ
ズ
で
判
断
し
た
。
以
下
に
、
写
本
に
現
れ
る
具

体
例
を
そ
れ
ぞ
れ
臨
模
し
た
も
の
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
す
る
。
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（
パ
タ
ー
ン
Ａ
）：

（
パ
タ
ー
ン
Ｂ
）：

（
パ
タ
ー
ン
Ｃ
）：

ま
ず
、
「
麻
」
字
に
お
け
る
第
三
画
目
の
は
ら
い
の
長
さ
に
関
し
て
は
、
下

の
「
呂
」
字
に
掛
か
る
か
否
か
で
判
断
を
し
た
。
パ
タ
ー
ン
Ａ
で
あ
れ
ば
、「
呂
」

字
に
は
ら
い
が
掛
か
っ
て
い
な
い
た
め
、
分
字
の
状
態
で
あ
る
と
分
か
る
。

一
方
、
パ
タ
ー
ン
Ｂ
な
ら
ば
、
「
呂
」
字
を
覆
う
よ
う
に
第
三
画
目
が
書
記
さ

れ
て
い
る
た
め
、
合
字
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
パ
タ

ー
ン
Ｃ
の
よ
う
に
「
呂
」
字
に
は
掛
か
っ
て
い
な
い
状
態
の
も
の
が
、
合
字

な
い
し
分
字
の
判
断
が
下
し
か
ね
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
他
の
字
と
の
文

字
サ
イ
ズ
比
較
に
よ
っ
て
こ
れ
を
判
断
し
た
。

（
パ
タ
ー
ン
Ｄ
）
：

（
パ
タ
ー
ン
Ｅ
）
：

パ
タ
ー
ン
Ｄ
に
お
い
て
は
「
柹
」
よ
り
も
「
麻
呂
」
の
サ
イ
ズ
が
大
き
く
、

一
字
分
以
上
の
紙
幅
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
分
字
で
あ
る
と
し
た
。
一
方
、

パ
タ
ー
ン
Ｅ
の
よ
う
に
、
単
字
の
「
柹
」
と
同
じ
ま
た
は
近
似
し
た
サ
イ
ズ

で
あ
る
場
合
に
は
、
単
字
化
し
て
い
る
と
判
断
し
て
、
合
字
で
あ
る
と
し
た
。

た
だ
し
、
画
数
や
紙
の
ど
の
位
置
に
書
記
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
か
に
よ
っ
て

も
文
字
の
サ
イ
ズ
は
変
化
す
る
た
め
、
最
終
的
に
判
断
不
可
能
と
し
た
文
字

（
な
い
し
文
字
列
）
も
多
く
見
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
基
準
で
合
字
と
分

字
と
を
判
断
し
、
全
て
の
巻
に
つ
い
て
写
本
ご
と
に
ま
と
め
た
の
が
、
次
に

挙
げ
る
表
１
で
あ
る
。

【表１】『萬葉集』における「麻呂」の合字率ないし分字率
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「
全
文
字
数
」
は
、
当
該
写
本
に
お
け
る
全
て
の
「
麿
」
字
と
「
麻
呂
」

の
数
の
合
計
を
示
し
て
い
る
。
『
萬
葉
集
総
索
引
』
に
よ
る
と
、
「
マ
ロ
」
と

い
う
語
は
『
萬
葉
集
』
中
に
二
六
一
例
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
の

残
存
状
況
に
よ
っ
て
、
当
然
「
全
文
字
数
」
も
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
全

て
の
「
麿
」
字
の
数
の
合
計
を
「
全
合
字
数
」
、
全
て
の
「
麻
呂
」
の
数
の
合

計
を
「
全
分
字
数
」
、
判
断
が
不
可
能
で
あ
っ
た
文
字
列
の
数
の
合
計
を
「
全

判
断
不
可
能
数
」
で
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
、
「
準
分
字
」
と
は
、
判
断

不
可
能
で
あ
っ
た
文
字
列
を
、
仮
に
分
字
で
あ
る
と
し
て
計
算
し
た
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
分
字
数
と
判
断
不
可
能
数
の
合
計
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
を
、「
全
文
字
数
」
で
割
っ
た
結
果
を
小
数
点
第
三
位
で
四
捨
五
入
し
た
後

に
パ
ー
セ
ン
ト
を
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
（
な
い
し
文
字
列
）
が
ど
れ
ほ

ど
含
ま
れ
て
い
る
か
を
算
出
し
た
。
な
お
、
各
写
本
に
は
「
人
麻
呂
」
を
「
人

丸
」
、
「
駿
河
麿
」
を
「
駿
河
丸
」
と
す
る
よ
う
な
「
誤
字
」
も
含
ま
れ
て
い

た
た
め
、
「
全
合
字
率
」
と
「
全
準
分
字
率
」
を
合
計
し
て
も
一
〇
〇
％
に
は

な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

ま
ず
は
、
大
部
分
が
欠
損
し
て
し
ま
っ
て
い
る
桂
本
・
金
澤
本
を
除
く
全

て
の
写
本
に
つ
い
て
合
字
率
が
分
字
率
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

仙
覚
本
系
統
最
古
で
あ
る
西
本
願
寺
本
の
九
一
・
九
五
％
が
最
も
高
く
、
続

い
て
仙
覚
本
系
統
の
う
ち
寛
元
本
の
系
統
で
あ
る
神
宮
文
庫
本
の
八
八
・
〇

八
％
と
な
っ
て
い
る
。
仙
覚
文
永
本
系
統
の
京
都
大
学
本
も
五
七
・
八
五
％

と
な
っ
て
お
り
、
類
聚
古
集
や
廣
瀬
本
よ
り
も
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。

総
じ
て
、
新
点
本
系
統
の
方
が
次
点
本
系
統
よ
り
も
合
字
率
が
高
く
な
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
廣
瀬
本
の
書
写
時
期
が
江
戸
中
期
の
天
明
元

年
（
一
七
八
二
）
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
京
都
大
学
本
・
廣
瀬
本
と

近
世
書
写
の
写
本
に
お
い
て
は
そ
れ
以
前
の
新
点
本
に
比
し
て
合
字
率
は
高

く
な
い
。
む
し
ろ
、
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
桂
本
が
ほ
ぼ
全
て
分
字
の
「
麻

呂
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
次
第
に
分
字
さ
れ
た
「
麻

呂
」
と
い
う
元
の
文
字
列
に
回
帰
す
る
動
き
す
ら
感
じ
取
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
ご
と
に
見
て
い
く
と
、
西
本
願
寺
本
の
か
な
り
徹
底

し
た
合
字
使
用
の
意
識
に
よ
っ
て
、
ど
の
写
本
で
も
全
て
合
字
で
書
か
れ
て

い
る
も
の
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
全
て
が
分
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
も

の
は
次
に
挙
げ
る
二
例
の
み
で
あ
っ
た
。

Ａ

麻
呂
の
歌
一
首

古
の

賢
し
き
人
の

遊
び
け
む

吉
野
の
川
原

見
れ
ど
飽
か

ぬ
か
も

右
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌
集
に
出
づ
。

（
巻
九
・
一
七
二
五
番
歌
）

Ｂ

妻
の
和
ふ
る
歌
一
首

松
反
り

し
ひ
て
あ
れ
や
は

三
栗
の

中
上
り
来
ぬ

麻
呂
等

言
八
子

右
の
二
首
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌
の
中
に
出
づ
。

（
巻
九
・
一
七
八
三
番
歌
）

Ａ
歌
と
し
て
挙
げ
た
巻
九
・
一
七
二
五
番
歌
の
題
詞
「
麻
呂
の
歌
一
首
」

に
つ
い
て
は
、
廣
瀬
本
が
判
断
不
可
能
で
あ
り
、
元
暦
校
本
は
こ
の
歌
が
残

存
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
他
の
写
本
に
つ
い
て
は
全
て
分
字
で
表

記
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
、
左
注
の
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
」
に
つ
い
て
は
、

廣
瀬
本
・
神
宮
文
庫
本
が
合
字
で
表
記
し
て
お
り
、
題
詞
と
左
注
で
の
使
用

率
の
差
異
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
」
と
い
う
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文
字
列
に
お
い
て
「
麻
呂
」
は
合
字
で
書
か
れ
や
す
い
こ
と
が
ま
ず
は
関
連

す
る
。
巻
四
・
四
九
六
番
歌
題
詞
や
五
〇
一
番
歌
題
詞
、
巻
七
・
一
〇
九
四

番
歌
左
注
に
関
し
て
は
、
六
本
す
べ
て
の
写
本
に
お
い
て
合
字
で
あ
る
「
麿
」

字
で
表
記
が
な
さ
れ
、
全
八
〇
例
中
二
〇
例
は
六
本
中
五
本
に
お
い
て
合
字

で
の
表
記
が
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
人
麻
呂
」
で
は
な
く
「
人
麿
」

と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
文
字
列
と
し
て
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
」
は
存
在

す
る
が
、
一
方
で
題
詞
「
麻
呂
の
歌
一
首
」
も
特
異
で
あ
る
。
「
マ
ロ
」
と
い

う
語
は
基
本
的
に
名
詞
な
ど
に
下
接
し
て
、
主
に
男
性
の
人
名
を
構
成
す
る

語
素
と
し
て
知
ら
れ
る
。
先
述
し
た
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
」
の
他
、
「
高
橋
連

虫
麻
呂
」
や
「
田
辺
福
麻
呂
」
な
ど
、『
萬
葉
集
』
に
も
用
例
は
多
い
。
し
か

し
、
こ
の
題
詞
は
、
左
注
で
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
の
歌
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
と
は
い
え
ど
、「
マ
ロ
」
が
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
例
で
あ

る
。
上
に
名
詞
な
ど
が
附
属
し
て
い
な
い
た
め
に
、
合
字
せ
ず
に
「
麻
呂
」

の
ま
ま
で
書
記
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、

Ｂ
歌
と
し
て
挙
げ
た
「
妻
の
和
ふ
る
歌
一
首
」
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

こ
ち
ら
は
、
Ｂ
歌
が
残
存
し
て
い
な
い
桂
本
・
金
澤
本
・
類
聚
古
集
、
合
字

か
分
字
か
判
断
し
か
ね
る
廣
瀬
本
を
除
い
て
、
全
て
の
写
本
が
分
字
に
て
書

記
さ
れ
て
お
り
、
第
五
句
目
の
「
麻
呂
」
も
何
か
が
上
接
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
Ａ
歌
と
状
況
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
例
で
あ
る
。

Ａ
・
Ｂ
歌
を
通
し
て
、
名
詞
な
ど
に
下
接
し
な
い
「
麻
呂
」
は
、
分
字
で
表

記
さ
れ
や
す
い
こ
と
が
見
え
て
き
た
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
写
本
全
体
を
見
渡
し
た
う
え
で
特
筆
す
べ
き
点
を
記

し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
西
本
願
寺
本
に
つ
い
て
触
れ
る
。
こ
の
西
本
願
寺
本

は
、
「
麿
」
字
な
い
し
「
麻
呂
」
に
つ
い
て
は
全
体
の
合
字
率
が
最
も
高
く
、

判
断
不
可
能
性
を
孕
む
文
字
列
が
存
在
し
な
い
と
い
う
特
徴
を
持
つ
写
本
で

あ
る
が
、
そ
ん
な
西
本
願
寺
本
も
若
干
で
あ
る
が
分
字
で
あ
る
「
麻
呂
」
を

用
い
て
表
記
し
て
い
る
箇
所
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
一
六
七
三
番
歌
左
注

以
外
の
巻
九
全
て
と
、
巻
一
二
の
全
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
巻
九
と
巻
一
二

に
、
西
本
願
寺
本
に
お
け
る
「
麻
呂
」
の
分
字
表
記
が
集
中
し
て
い
る
と
言

え
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
二
つ
の
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
巻
九
や
巻
一
二
を
編
纂
す
る
に
当
た
っ
て
の
原
資
料
が
そ
も
そ
も

分
字
表
記
を
採
用
し
て
お
り
、
西
本
願
寺
本
の
編
纂
者
も
そ
れ
に
従
っ
た
と

い
う
可
能
性
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
西
本
願
寺
本
の
編
纂
者
の
問
題

と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
の
可
能

性
で
あ
る
が
、
巻
一
二
に
含
ま
れ
る
「
麿
」
字
な
い
し
「
麻
呂
」
は
全
て
「
柿

本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌
集
」
（
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
歌
集
）
の
か
た
ち
で
現
れ
て

お
り
、
巻
九
に
も
こ
の
歌
集
の
名
前
は
登
場
す
る
。
た
だ
、
問
題
と
な
る
巻

々
の
前
後
に
も
こ
の
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌
集
」
の
名
が
見
え
、
こ
れ
ら

は
全
て
合
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
、
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌
集
」
の
原

表
記
が
合
字
な
い
し
分
字
の
い
ず
れ
か
で
固
定
さ
れ
て
お
り
、
編
纂
者
が
そ

れ
に
忠
実
に
書
記
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
は
な
っ
て
い
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
な
ぜ
こ
の
巻
九
・
巻
一
二
が
他
の

巻
々
と
は
異
な
る
表
記
を
採
用
し
た
か
に
つ
い
て
、
原
資
料
の
表
記
形
態
が

関
与
し
た
可
能
性
は
薄
い
（
注
９
）
。
で
は
、
編
纂
者
の
可
能
性
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
一
般
に
、
西
本
願
寺
本
は
現
存
最
古
の
『
萬
葉
集
』
完
本
で
あ
り
、

仙
覚
系
の
写
本
の
う
ち
文
永
本
系
統
に
属
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
写
本
は
巻
一
か
ら
巻
一
〇
ま
で
一
筆
、
巻
一
一
と
巻
一
三
か
ら
巻
一
六

ま
で
一
筆
、
巻
一
七
か
ら
巻
二
〇
ま
で
一
筆
、
巻
一
二
で
一
筆
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
（
注

）。
つ
ま
り
、
西
本
願
寺
本
の
成
立
に
は
、
少
な
く
と
も

10

四
人
の
人
間
の
書
記
行
為
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る

と
、
巻
一
二
の
表
記
が
他
の
巻
と
は
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
諒
解
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
編
纂
者
が
異
な
れ
ば
、
そ
の
表
記
形
態
が
異
な
る
の
も
無
理
は
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な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
巻
九
に
つ
い
て
は
巻
一
か
ら
巻
一
〇
ま
で
と

同
じ
人
間
に
よ
る
編
纂
で
あ
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
前
後
の
巻
々
と
合
字
／

分
字
の
表
記
形
態
が
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
編
纂
者
の
心
持

ち
の
変
化
と
い
う
、
偶
然
の
事
象
に
帰
結
さ
せ
な
い
と
す
る
と
、
巻
九
も
巻

一
二
同
様
に
、
巻
一
か
ら
巻
八
、
そ
し
て
巻
一
〇
を
編
纂
し
た
人
間
と
は
異

な
る
誰
か
の
手
を
介
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
当

然
、
こ
の
調
査
だ
け
で
は
推
論
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
可
能
性
の

一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
西
本
願
寺
本
に
お
け
る
そ
の

他
の
文
字
・
表
記
の
事
象
の
考
察
と
合
わ
せ
て
、
今
後
も
調
査
を
継
続
し
て

さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
。

四
、
そ
の
他
の
合
字
・
分
字
の
問
題

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
合
字
に
分
類
さ
れ
る
文
字
の
う
ち
、
唯

一
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
に
登
場
す
る
も
の
が
「
麿
」

字
と
「
麻
呂
」
の
組
合
せ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
合
字
の
結
果
と
し
て
誕
生

し
た
字
が
、
別
の
漢
字
と
同
型
衝
突
を
生
じ
て
い
な
い
例
で
あ
っ
た
。
一
方
、

『
校
本
萬
葉
集
』
の
首
巻
に
お
い
て
は
、
合
字
の
結
果
と
し
て
別
の
漢
字
と

同
型
衝
突
を
起
こ
し
て
い
る
合
字
に
つ
い
て
も
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
が
「
刀
自
」
と
「
眉
」
字
、
「
白
水
郎
」
と
「
泉
郎
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合

せ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
組
合
せ
も
「
麿
」
字
と
「
麻
呂
」
の
組

合
せ
と
同
様
に
、
八
つ
の
写
本
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
写
本
別
の
状
況
を

整
理
し
た
う
え
で
、
一
考
察
を
加
え
る
。

ま
ず
「
刀
自
」
と
「
眉
」
字
の
組
合
せ
で
あ
る
。「
刀
自
」
の
語
は
『
萬
葉
集
』

に
一
四
例
見
ら
れ
、「
マ
ロ
」
と
同
様
に
、「
母
刀
自
」
や
「
我
が
子
の
刀
自
」

の
よ
う
に
何
ら
か
の
名
詞
な
ど
が
上
接
す
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
刀
自
」

の
合
字
率
・
分
字
率
の
調
査
の
結
果
を
、
次
の
表
２
に
示
す
。

表
に
お
け
る
分
類
に
つ
い
て
は
、
表
１
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
「
判
読
不

可
能
字
」
に
関
し
て
は
、
類
聚
古
集
に
お
い
て
、
写
本
の
状
態
に
よ
っ
て
判

読
不
可
能
で
あ
っ
た
文
字
が
あ
る
こ
と
を
指
す
。
よ
っ
て
、「
準
分
字
」
と
な

る
文
字
列
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
そ
の
項
目
を
立
て
て
い
な
い
こ
と
を
予
め
断

っ
て
お
く
。

【表２】『萬葉集』における「刀自」の合字率ないし分字率
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ま
ず
、
全
体
の
状
況
を
概
観
す
る
と
、
「
刀
自
」
を
含
む
歌
が
全
く
見
ら
れ

な
い
桂
本
を
除
い
て
全
て
の
写
本
に
お
い
て
、
分
字
率
の
方
が
高
い
と
い
う

こ
と
が
見
え
る
。
金
澤
本
の
よ
う
に
、
一
例
中
一
例
と
い
う
場
合
も
存
在
す

る
が
、
一
四
例
全
て
の
用
例
が
確
認
で
き
た
新
点
本
系
統
で
は
、
分
字
率
が

全
て
八
五
％
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
力
自
」
と
い
っ
た
誤
字
を
含
む
類

聚
古
集
や
廣
瀬
本
に
お
い
て
も
、
分
字
率
が
合
字
率
の
約
二
倍
以
上
と
い
う

結
果
に
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
、「
刀
自
」
が
合
字
さ
れ
る
と
、
別
字
と
の
同

型
衝
突
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
書
記
者
も
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
合
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
あ
る
歌
に
つ

い
て
次
点
本
系
統
の
み
で
合
字
が
行
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
、
次
点
本
・
新

点
本
と
も
に
合
字
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
の
二
つ
の
場
合
が
存
在
す
る
。
前
者

・
後
者
と
も
に
、
歌
を
挙
げ
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
か
を

確
認
す
る
。

ま
ず
、
次
点
本
系
統
の
中
で
の
み
合
字
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
次
に
挙

げ
る
Ｃ
歌
で
あ
る
。

Ｃ

大
伴
坂
上
郎
女
、
跡
見
の
庄
よ
り
、
宅
に
留
ま
れ
る
女
子
大
嬢
に

賜
ふ
歌
一
首

常
世
に
と

我
が
行
か
な
く
に

小
金
門
に

も
の
悲
し
ら
に

思
へ
り
し

吾
兒
乃
刀
自
緒

ぬ
ば
た
ま
の

夜
昼
と
い
は
ず

思
ふ
に
し

我
が
身
は
痩
せ
ぬ

嘆
く
に
し

袖
さ
へ
濡
れ
ぬ

か
く
ば
か
り

も
と
な
し
恋
ひ
ば

故
郷
に

こ
の
月
ご
ろ
も

あ
り
か
つ
ま
し
じ

（
巻
四
・
七
二
三
番
歌
）

元
暦
校
本
に
お
い
て
は
「
眉
」
字
に
傍
訓
「
と
し
」
が
、
類
聚
古
集
に
お

い
て
は
「
極
」
字
に
傍
訓
「
と
し
」
が
、
廣
瀬
本
に
お
い
て
は
「
屓
」
字
に

傍
訓
「
ト
ジ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。
「
刀
自
」
が
合
字
さ
れ
る
際
、

「
刀
」
字
の
二
画
目
の
払
い
が
長
く
書
か
れ
、
「
尸
」
に
類
似
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
眉
」
字
や
「
極
」
字
、
「
屓
」
字
に
酷
似
し
た
字
形
と
な
る
の
だ
ろ

う
。
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
る
と
、
「
眉
」
字
は
目
の
ま
ゆ
や
老
人
、
ふ
ち
な

ど
の
字
義
を
、
「
屓
」
字
は
つ
と
め
る
さ
ま
や
寝
息
と
い
っ
た
字
義
を
持
つ
字

で
あ
り
、
和
語
「
ト
ジ
」
の
意
味
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、

合
字
の
結
果
生
じ
た
漢
字
が
、
元
々
存
在
す
る
別
の
漢
字
と
同
型
衝
突
を
起

こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
極
」
字
に
関
し
て
は
、
『
大
漢
和
辞

典
』
や
『
漢
語
大
詞
典
』
と
い
っ
た
字
書
類
に
は
掲
載
の
な
い
漢
字
で
あ
る

た
め
、
国
字
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
Ｃ
歌
に
お
い
て
は
、『
校
本

萬
葉
集
』
の
編
纂
方
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
合
字
の
結
果
と
し
て
同

型
衝
突
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
新
点
本
以
降
で

は
合
字
さ
れ
た
字
形
か
ら
、
分
字
さ
れ
た
「
刀
自
」
と
い
う
文
字
列
に
戻
っ

て
い
る
。
こ
の
Ｃ
歌
の
よ
う
な
例
が
存
す
る
一
方
で
、
次
点
本
・
新
点
本
と

も
に
合
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
例
が
存
在
す
る
。

Ｄ

香
島
ね
の

机
の
島
の

し
た
だ
み
を

い
拾
ひ
持
ち
来
て

石

も
ち

つ
つ
き
破
り

速
川
に

洗
ひ
濯
ぎ

辛
塩
に

こ
ご
と

も
み

高
坏
に
盛
り

机
に
立
て
て

母
に
あ
へ
つ
や

目
豆
兒

乃
刀
自

父
に
あ
へ
つ
や

身
女
兒
乃
刀
自

（
巻
一
六
・
三
八
八
〇
番
歌
）

「
刀
自
」
の
合
字
は
二
度
登
場
す
る
が
、
と
も
に
類
聚
古
集
、
廣
瀬
本
は

「
極
」
字
で
無
訓
、
神
宮
文
庫
本
は
「
茶
」
字
で
傍
訓
「
マ
ケ
」、
西
本
願
寺

本
、
京
都
大
学
本
は
「
屓
」
字
で
傍
訓
「
マ
ケ
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
Ｃ
歌
の
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例
と
Ｄ
歌
の
例
で
決
定
的
な
相
違
は
、
次
点
本
の
段
階
に
お
け
る
傍
訓
の
存

在
で
あ
ろ
う
。
Ｃ
歌
に
お
い
て
は
、
合
字
の
結
果
と
し
て
「
眉
」
字
や
「
極
」

字
、
「
屓
」
字
と
同
型
衝
突
を
生
じ
て
い
る
も
の
の
、
傍
訓
と
し
て
「
と
し
」

「
ト
ジ
」
な
ど
が
存
し
た
た
め
に
、
新
点
本
系
統
で
は
合
字
す
る
前
の
「
刀

自
」
と
い
う
表
記
へ
の
回
帰
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
Ｄ

歌
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、「
刀
自
」
の
合
字
の
結
果
と
し
て
「
極
」
字
や
「
茶
」

字
、
「
屓
」
字
と
同
型
衝
突
を
生
じ
た
も
の
の
、
次
点
本
系
統
で
は
傍
訓
が
存

在
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
新
点
本
系
統
の
写
本
で
も
こ
れ
ら
の
字
を
訓
む
こ

と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
神
宮
文
庫
本
で
は
、
合
字
さ
れ
た
結

果
と
し
て
生
じ
た
「
茶
」
字
の
字
訓
で
あ
る
「
マ
ケ
」
を
傍
訓
と
し
て
採
用

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
規
範
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
な
の

か
、
西
本
願
寺
本
や
京
都
大
学
本
で
も
、
「
屓
」
字
の
元
々
の
漢
字
義
と
は
か

け
離
れ
た
「
マ
ケ
」
と
い
う
傍
訓
が
附
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推

測
で
き
る
。
改
め
て
、『
萬
葉
集
』
の
写
本
編
纂
の
際
に
、
表
記
と
傍
訓
と
が

渾
然
一
体
と
な
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
結
び
つ
き

を
持
ち
な
が
ら
も
、
ど
ち
ら
か
に
誤
り
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
書
き
写
す

段
階
で
の
訂
正
が
加
え
ら
れ
、
誤
り
で
な
い
場
合
、
な
い
し
誤
り
か
ど
う
か

の
判
断
が
つ
か
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
ま
ま
書
き
写
さ
れ
る
と
い
う
過
程
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
表
記
の
過
誤
の
場
合

は
、
古
点
本
以
来
の
伝
統
あ
る
表
記
の
か
た
ち
に
回
帰
す
る
よ
う
に
、
本
文

を
書
き
写
す
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
今
回
の
ケ
ー
ス
で
あ

れ
ば
、
新
点
本
系
統
は
分
字
さ
れ
て
い
る
「
刀
自
」
と
い
う
表
記
を
目
指
し
、

同
型
衝
突
を
生
じ
た
合
字
か
ら
本
来
の
「
刀
自
」
表
記
へ
と
校
訂
し
よ
う
と

い
う
態
度
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

同
様
に
、
前
代
の
古
写
本
を
書
き
写
す
際
に
、
批
判
的
に
本
文
の
表
記
や

傍
訓
を
見
つ
め
、
古
来
の
表
記
形
態
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
写
本
の
態
度

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
、
「
白
水
郎
」
と
「
泉
郎
」
の
組
合
せ
で
あ
る
。

「
白
水
郎
」
は
『
萬
葉
集
』
中
で
は
「
ア
マ
」
と
訓
ま
れ
、
漁
業
を
生
業
に

し
て
い
る
者
を
称
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
。
な
お
、
小
島
憲
之
氏
は
、
文
字

列
「
白
水
郎
」
と
訓
「
ア
マ
」
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
現
在
の
浙
江
省
に

存
在
し
た
地
方
名
で
あ
る
白
水
郷
の
漁
民
た
ち
が
有
名
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
漁
業
に
よ
っ
て
生
活
を
立
て
て
い
る
者
を
口
頭
語
で
「
白
水
郎
」
と
称
し

た
ゆ
え
に
、
表
記
と
訓
と
が
結
合
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
注

）。
つ
ま
り
、

11

「
白
水
」
は
地
域
の
名
称
を
指
し
て
い
る
固
有
名
詞
で
あ
り
、
合
字
さ
れ
て

単
字
と
な
っ
た
「
泉
」
で
は
そ
の
よ
う
な
字
義
を
持
た
な
い
こ
と
は
言
を
俟

た
な
い
。
こ
ち
ら
も
、
合
字
に
よ
っ
て
生
じ
た
漢
字
と
、
元
々
存
在
す
る
漢

字
と
が
同
型
衝
突
を
起
こ
し
た
例
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
前
提
を
確
認
し
た
上
で
、
今
回
は
「
白
水
郎
」
と
「
泉
郎
」
の
組
合
せ

を
調
査
す
る
。
こ
の
「
白
水
郎
」
ま
た
は
「
泉
郎
」
で
表
記
さ
れ
る
用
例
は
、

『
萬
葉
集
総
索
引
』
に
よ
れ
ば
全
二
〇
例
を
数
え
、
「
ア
マ
ブ
ネ
」
や
「
ア
マ

ヲ
ト
メ
」
の
よ
う
な
複
合
語
に
な
る
際
に
は
全
く
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
特

徴
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
白
水
郎
」
で
あ
る
が
、
写
本
に
お
け
る
合
字
率

・
分
字
率
は
次
頁
に
掲
げ
る
表
３
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
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「
白
水
郎
」
に
関
し
て
も
、
「
麿
」
字
と
「
麻
呂
」
の
組
合
せ
を
調
査
し
た

際
と
同
様
の
基
準
で
合
字
か
分
字
か
の
判
断
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
白
」

字
と
「
水
」
字
の
間
隔
や
、
他
の
字
と
の
サ
イ
ズ
比
較
を
行
っ
て
も
な
お
合

字
か
分
字
か
判
断
し
か
ね
た
字
を
「
判
断
不
可
能
字
」
と
し
て
挙
げ
た
。
そ

の
「
判
断
不
可
能
字
」
を
仮
に
分
字
の
状
態
に
あ
る
と
し
た
際
の
分
字
の
数

を
「
準
分
字
数
」
と
し
、
こ
の
「
準
分
字
」
に
つ
い
て
も
、「
合
字
数
」
や
「
分

字
数
」
と
同
様
に
、
全
体
に
占
め
る
割
合
を
算
出
し
た
。

ま
ず
、
全
体
を
概
観
す
れ
ば
、
分
字
率
の
方
が
圧
倒
的
に
高
い
こ
と
が
う

か
が
え
る
。「
白
水
郎
」
を
含
む
歌
が
残
存
し
て
い
な
い
桂
本
や
金
澤
本
を
除

い
て
、
全
て
の
写
本
で
分
字
の
方
が
多
い
数
を
示
し
て
い
る
。
特
に
、
次
点

本
で
あ
る
元
暦
校
本
と
、
新
点
本
で
あ
る
京
都
大
学
本
に
関
し
て
は
、
合
字

さ
れ
た
用
例
が
全
く
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
じ
く
新
点
本
で
あ
る
西
本

願
寺
本
に
お
い
て
は
、
巻
三
・
二
五
二
番
歌
が
合
字
の
か
た
ち
で
表
記
さ
れ

て
い
る
他
、
巻
一
一
・
二
六
二
二
番
歌
に
「
泉
郎

古
夲
」
と
の
貼
紙
が
本

文
「
白
水
郎
」
の
右
に
存
在
し
た
が
、
本
文
の
み
で
考
え
れ
ば
元
暦
校
本
や

京
都
大
学
本
に
次
い
で
、
ほ
と
ん
ど
が
分
字
さ
れ
た
状
態
で
あ
ら
わ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
「
白
水
郎
」
な
い
し
「
泉
郎
」
の
組
合
せ
を
新
点
本
系
統

に
お
い
て
眺
め
た
と
き
、
あ
る
顕
著
な
傾
向
が
見
え
て
く
る
。
新
点
本
系
統

に
お
い
て
は
、
写
本
の
年
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
合
符
の
使
用
率
が

上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
合
符
と
は
、
漢
文
訓
読
の
際
に
用
い
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
二
字
な
い
し
三
字
以
上
の
文
字
列
が
ひ
と
ま
と
ま
り
で
あ
る
こ

と
を
示
す
符
号
で
あ
り
（
注

）、
そ
れ
ら
を
音
で
訓
む
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

12

字
間
の
中
心
に
傍
線
を
附
し
、
訓
で
訓
む
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
字
間
の
左
に

傍
線
を
附
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
音
で
訓
む
場
合
の
合
符
を
音
合
符
、
訓

で
訓
む
場
合
の
合
符
を
訓
合
符
と
呼
称
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
合
符

の
使
用
率
と
写
本
の
年
代
順
が
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
宮
文
庫
本
に

お
い
て
は
、
訓
合
符
が
一
例
、
音
合
符
が
二
例
と
計
三
例
で
あ
っ
た
の
が
、

西
本
願
寺
本
に
な
る
と
訓
合
符
が
一
六
例
、
京
都
大
学
本
で
は
訓
合
符
が
一

八
例
見
ら
れ
、
新
し
い
写
本
の
方
に
移
る
に
従
っ
て
合
符
が
多
く
含
ま
れ
て

い
る
と
い
う
結
果
に
気
付
く
。
こ
れ
は
、
訓
合
符
を
附
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
泉

【表２】『萬葉集』における「白水郎」の合字率ないし分字率
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郎
」
で
は
な
く
「
白
水
郎
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
狙
い
が
あ
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
合
符
は
、
編
纂
者
に
よ
っ
て
附
さ
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
後

代
に
附
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
白
水
郎
」
と

い
う
従
来
の
表
記
形
態
に
立
ち
返
ろ
う
と
す
る
写
本
の
姿
が
見
え
る
こ
と
に

差
異
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
合
符
が
、
新
点
本
系
統
の
中
で
年
代
を
追
う
ご
と

に
増
え
て
い
く
の
は
、
よ
り
「
白
水
郎
」
と
い
う
本
来
の
表
記
の
か
た
ち
に

復
す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
背
景
と
し
て
求
め
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
「
白
水
郎
」
と
「
泉
郎
」
の
組
合
せ
に
関

し
て
も
、
「
刀
自
」
と
「
眉
」
字
の
組
合
せ
の
ご
と
く
、
本
文
が
批
判
的
に
見

つ
め
ら
れ
、
書
き
写
す
段
階
や
そ
れ
を
手
に
し
て
読
ん
だ
段
階
で
、
元
々
の

表
記
を
見
据
え
て
合
符
に
よ
る
分
字
と
い
う
形
態
の
明
確
化
が
な
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
、
『
校
本
萬
葉
集
』
の
う
ち
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字

の
表
」
に
端
を
発
し
、「
麿
」
字
と
「
麻
呂
」
の
組
合
せ
に
つ
い
て
検
討
す
る

な
か
で
、
「
校
異
を
出
さ
ざ
る
異
体
字
並
に
通
用
字
の
表
」
自
体
の
抱
え
る
問

題
と
、
西
本
願
寺
本
の
編
纂
過
程
に
関
す
る
仮
設
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で

き
た
。
ま
た
、
同
じ
く
合
字
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
「
刀
自
」
と
「
眉
」
字

の
組
合
せ
を
各
写
本
で
検
討
し
た
結
果
、
傍
訓
の
有
無
に
よ
っ
て
新
点
本
で

の
校
訂
に
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
見
出
し
、『
萬
葉
集
』
を
書
き
写
す
過
程
で

の
改
変
に
つ
い
て
の
指
摘
を
行
っ
た
。
同
様
の
視
点
か
ら
、「
白
水
郎
」
と
「
泉

郎
」
の
組
合
せ
も
写
本
に
お
け
る
検
討
を
し
、
合
符
の
増
加
を
手
が
か
り
に

し
て
写
本
編
纂
の
姿
勢
を
見
て
き
た
。
様
々
な
方
向
に
関
心
を
向
け
た
た
め
、

支
離
滅
裂
な
箇
所
も
多
い
だ
ろ
う
が
、
改
め
て
『
萬
葉
集
』
と
そ
の
写
本
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
『
校
本
萬
葉
集
』
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
編
者
の
問
題
や

そ
の
編
纂
姿
勢
な
ど
も
含
め
て
、
多
角
的
に
検
討
が
出
来
た
と
考
え
る
。
今

後
は
、
写
本
の
本
数
を
増
や
し
、『
萬
葉
集
』
と
そ
の
写
本
の
問
題
に
つ
い
て

広
く
考
究
を
続
け
る
と
と
も
に
、
西
本
願
寺
本
・
巻
九
の
編
者
の
問
題
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
の
孕
む
論
点
に
つ
い
て
も
、
考
察
を
継
続
さ
せ
る
所
存
で

あ
る
。

注（
１
）
佐
佐
木
信
綱
編
集
代
表
『
校
本
萬
葉
集

一
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
年

六
月
）
一
五
頁

（
２
）
杉
本
つ
と
む
『
異
体
字
と
は
何
か
』
（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
一
二
月
）

九
頁

（
３
）
「
正
体
」
と
い
う
語
は
、
顔
元
孫
が
著
し
た
『
干
禄
字
書
』
の
記
述
に
よ

る
。
こ
の
字
書
は
、
『
唐
韻
』
の
韻
目
に
準
拠
し
て
漢
字
を
並
べ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
「
正
体
」
「
俗
体
」
「
通
体
」
の
別
を
記
載
し
て
い
る
。
当

時
の
科
挙
試
験
に
お
い
て
、
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
「
俗
体
」
や
、
簡
素

な
公
用
文
に
の
み
用
い
ら
れ
る
「
通
体
」
は
使
用
で
き
ず
、
根
拠
の
あ
る

正
式
な
字
体
で
あ
る
「
正
体
」
で
答
案
を
記
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
た
め

に
、
各
々
の
漢
字
に
つ
い
て
「
正
体
」
を
示
す
こ
と
が
こ
の
字
書
の
大
き

な
役
割
で
あ
っ
た
。

（
４
）
「
峰
」
字
と
「
峯
」
字
、
「
裏
」
字
と
「
裡
」
字
の
よ
う
に
、
そ
の
偏
旁
冠

脚
の
位
置
が
変
化
し
た
の
み
の
異
体
字
の
こ
と
を
動
用
字
と
呼
ん
で
い

る
。

（
５
）
中
国
に
お
け
る
「
通
用
」
の
定
義
や
、
日
本
的
「
通
用
」
の
概
念
に
関
し

て
は
、
高
橋
忠
彦
・
高
橋
久
子
「
漢
字
表
記
か
ら
見
た
「
色
葉
字
」
の
性

格
」
（
高
橋
忠
彦
・
高
橋
久
子
・
古
辞
書
研
究
会
編
『
い
ろ
は
分
類
体
辞
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書
の
総
合
的
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
八
三
七
～

八
四
九
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

（
６
）
注
５
に
同
じ
。
ま
た
、
「
合
字
」
と
は
反
対
に
、
通
常
漢
字
一
字
で
表
記

さ
れ
る
語
や
形
態
素
を
、
そ
の
字
を
分
離
し
た
二
字
で
書
き
表
す
こ
と
を

「
分
字
」
と
い
う
。
た
と
え
ば
「
米
」
の
分
字
で
あ
る
「
八
木
」
は
、
石

清
水
文
書
や
『
小
右
記
』
な
ど
の
多
く
の
文
書
類
に
登
場
し
て
い
る
。

（
７
）
佐
藤
稔
に
よ
れ
ば
、
「
麻
呂
」
の
合
字
で
あ
る
「
麿
」
は
、
『
萬
葉
集
』
だ

け
で
な
く
、
奈
良
時
代
の
正
倉
院
文
書
に
も
用
例
を
見
る
と
い
う
（
佐
藤

稔
「
造
字
法
」
（
前
田
富
祺
・
野
村
雅
昭
編
『
朝
倉
漢
字
講
座
Ⅰ

漢
字

と
日
本
語
』（
朝
倉
書
店
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
）
一
三
五
～
一
三
九
頁
）
。

（
８
）
注
１
に
同
じ
。

（
９
）
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
原
表
記
の
表
記
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は
皆
無

で
は
な
か
ろ
う
。
殊
に
巻
九
に
関
し
て
は
そ
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。

原
田
貞
義
氏
に
よ
れ
ば
、
巻
九
は
柿
本
人
麻
呂
や
笠
金
村
、
田
辺
福
麻
呂
、

高
橋
虫
麻
呂
ら
の
歌
集
に
採
録
さ
れ
た
歌
々
の
う
ち
、
題
詞
や
詠
者
を
欠

く
も
の
、
異
伝
が
存
す
る
も
の
が
主
に
収
載
さ
れ
た
と
い
う
（
原
田
貞
義

「
歌
巻
の
落
穂
―
―
万
葉
集
巻
九
の
形
成
―
―
」
（
『
北
海
道
大
学
国
語
国

文
研
究
』
第
七
二
号
、
一
九
八
四
年
八
月
）
）
。
ま
た
、
仙
覚
の
本
文
校
訂

に
関
し
て
は
、
巻
一
・
二
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
従
来
の
多
く
の

写
本
に
お
け
る
本
文
情
報
か
ら
意
識
的
に
選
択
を
行
っ
た
の
で
あ
る
、
と

小
川
靖
彦
氏
は
述
べ
て
い
る
（
小
川
靖
彦
「
仙
覚
の
本
文
校
訂
―
―
『
萬

葉
集
』
巻
第
一
・
巻
第
二
の
本
文
校
訂
を
通
じ
て
―
―
」
（
『
青
山
語
文
』

第
四
二
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
）
。
こ
れ
ら
の
先
学
の
研
究
成
果
か
ら
考

え
る
と
、
西
本
願
寺
本
の
編
纂
に
当
た
っ
た
仙
覚
が
、
特
に
本
文
の
歌
意

と
表
記
と
の
間
に
懸
隔
の
見
ら
れ
な
い
も
の
は
、
柿
本
人
麻
呂
や
笠
金
村

と
い
っ
た
歌
人
の
歌
集
や
、
非
仙
覚
本
系
統
の
次
点
本
に
お
け
る
原
表
記

を
忠
実
に
書
写
し
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。

（

）
前
掲
注
１
『
校
本
萬
葉
集

一
』
三
二
五
頁

10
（

）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

中
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
四

11

年
三
月
）
八
四
九
～
八
五
五
頁

（

）
小
林
芳
規
「
訓
點
に
お
け
る
合
符
の
變
遷
」
（
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
第

12

六
二
号
、
一
九
七
九
年
三
月
、
一
二
六
～
一
四
四
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

（
む
ら
た
・
り
ゅ
う
た
ろ
う
／
東
京
学
芸
大
学
大
学
院
修
士
課
程
）
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