
野
上
久
人
氏
著
『
万
葉
集
作
家
と
抒
情
』

私
ご
と
の
回
想
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
「
東
歌
－
　
そ
の
抒
情
性
－
」
は
、

「
国
文
学
故
」
第
二
十
三
号
の
土
井
忠
生
先
生
還
暦
記
念
特
集
号
（
昭
和
三
十
五
雲

月
）
に
拇
載
さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
大
学
院
の
学
生
で
あ
っ
た
私
が
、
未
熟
な
作

業
で
御
迷
惑
を
お
か
け
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
野
上
久
人
氏
の
こ
の
論

文
の
校
正
を
担
当
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
先
立
つ
も
の
に
「
初
期
万
葉
1
－
そ
の
抒
情
性
に
つ
い
て
　
ー
　
」
が

あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
学
会
の
公
開
講
演
会
で
お
聞
き
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。さ

て
、
こ
の
度
、
私
に
も
な
つ
か
し
い
こ
れ
ら
の
論
文
も
収
め
、
テ
ー
マ
を

抒
情
に
し
ぼ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
万
葉
集
作
家
と
抒
情
』
　
（
桜
槻
社
、
昭
和
五
十
五

年
九
月
）
　
の
諸
岩
を
拝
読
し
っ
つ
、
当
時
の
感
銘
を
あ
ら
た
め
て
反
窮
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

本
書
は
、

川
大
伴
旅
人
　
－
　
孤
老
の
文
学
　
－

脚
山
部
赤
人
　
－
　
そ
の
霊
と
端
正
　
－

間
田
辺
福
麻
呂
の
歌
の
発
想

河
　
野
　
頬
　
人

川
大
伴
家
持
　
－
　
そ
の
悪
心
　
－

用
初
期
万
葉
　
－
そ
の
抒
情
牲
　
－

聞
東
歌
　
－
　
そ
の
抒
情
性
I

と
配
列
さ
れ
、
こ
れ
に
、

〓
万
葉
集
の
「
う
ま
し
」
　
「
く
は
し
」
　
「
う
つ
く
し
」
　
「
う
る
は
し
」
に

つ
い
て
　
－
　
万
葉
集
の
文
芸
感
情
の
蒜
と
し
て
ー
ー
ー

脚
「
し
ろ
た
へ
」
と
「
く
れ
な
ゐ
」
－
－
－
万
芸
の
色
彩
感
に
つ
い
て
　
ー

の
二
清
が
つ
づ
く
。

発
表
の
順
序
は
、
各
蕾
の
頭
に
記
し
た
数
字
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
う

ち
、
㈹
・
脚
・
脚
・
川
の
四
篇
を
「
第
一
部
　
作
家
編
」
、
川
・
川
の
二
蔦
を

「
第
二
部
　
抒
情
編
」
、
‖
・
脚
の
二
篇
を
「
第
三
部
　
特
殊
研
究
編
」
と
し

て
括
ら
れ
て
い
る
。

一
貫
し
て
万
葉
歌
の
抒
情
を
テ
ー
マ
に
論
じ
ら
れ
た
右
の
諸
苗
は
、
万
葉
歌

を
、
表
現
に
即
し
て
読
む
と
い
う
も
っ
と
も
直
実
な
方
法
を
駆
使
し
、
加
う
る

に
鋭
い
感
性
に
基
づ
け
ら
れ
た
み
ず
み
ず
し
さ
を
湛
え
、
読
み
つ
つ
歌
の
お
も

し
ろ
さ
を
教
え
ら
れ
、
何
か
心
洗
わ
れ
る
思
い
が
す
る
こ
と
で
あ
る
。

33



「
あ
と
が
き
」
に
、

「
…
…
な
る
べ
く
実
証
的
な
態
度
で
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
な
お
主

観
的
独
断
に
堕
し
て
い
る
点
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
作
歌
と
研
究
の
両
面
を

志
し
て
い
る
た
め
の
不
徹
底
や
、
ま
た
問
題
意
識
の
浅
さ
も
あ
る
か
と
お

そ
れ
る
が
…
…
」

と
謙
譲
の
言
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
謙
譲
の
言
は
別
と
し

て
、
本
書
の
み
ず
み
ず
し
さ
に
は
、
す
ぐ
れ
た
作
家
で
あ
る
氏
の
目
の
飽
き
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
因
み
に
、
氏
は
、
歌
誌
「
世
紀
」
を
主
宰
。
田
中

大
治
郎
氏
主
宰
「
青
炎
」
の
主
要
同
人
。
歌
集
に
、
『
冬
の
意
志
』
　
『
背
き
氾

濫
』
が
あ
る
。

内
容
に
入
る
と
、
先
ず
、
特
に
男
一
部
第
二
部
と
分
け
て
編
み
、
作
家
編
を

特
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
本
書
の
意
図
を
汲
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の

で
あ
る
が
、
私
に
は
、
分
け
な
い
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
と
い

う
の
は
、
私
は
、
万
葉
の
中
に
生
ま
れ
育
っ
て
い
く
抒
情
の
系
譜
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
さ
れ
る
本
番
を
貫
く
一
本
の
棒
の
如
き
も
の
に
強
い
感
銘
を
受
け
る

か
ら
で
あ
る
。
又
、
初
期
万
葉
の
抒
情
を
考
究
さ
れ
た
川
を
冒
頭
に
、
こ
れ
に

第
二
期
に
遡
り
う
る
と
さ
れ
る
東
歌
の
同
を
つ
づ
け
た
方
が
、
個
人
の
歌
で
は

な
い
東
歌
の
抒
情
を
、
そ
の
系
譜
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
氏
の
体

系
を
追
う
て
い
く
に
理
解
し
易
い
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
文
執

筆
の
順
序
で
も
あ
り
、
氏
の
思
念
は
脚
か
ら
用
へ
つ
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

又
、
第
一
部
が
、
大
伴
旅
人
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
た

い
。さ

て
、
「
抒
情
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
川
の
、
野
明
天
皇
の
御
製
歌
、
有
間
皇
子
の
歌
を
論
ず
る
中
に
、

「
抒
情
の
主
体
た
る
個
我
」
　
（
二
四
・
一
二
〇
只
）
、
或
い
は
旅
人
に
つ
い
て
、
「
衆

と
共
に
い
な
が
ら
ひ
と
り
の
個
人
的
心
情
、
個
の
意
識
に
め
ざ
め
た
心
情
」

（
三
弓
と
い
う
。
氏
の
「
抒
情
」
を
形
成
す
る
も
の
が
何
か
、
そ
の
手
が
か

り
の
一
つ
に
な
る
と
思
う
。

糾
「
初
期
万
葉
　
－
　
そ
の
抒
情
杜
　
－
　
」
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
万
葉
集
の
時

期
区
分
の
大
よ
そ
第
一
期
に
相
当
す
る
初
期
万
葉
の
抒
情
性
を
、
野
明
天
皇
の

国
見
歌
（
空
の
二
）
、
中
皇
命
の
献
羞
歌
（
巻
二
の
三
・
巴
、
中
大
兄
の
三
山
歌
（
巷

一
の
；
丁
二
五
）
、
そ
し
て
挽
歌
の
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
（
巷
二
の
】
誓
、
一
四
二
）
、

天
智
天
皇
崩
御
の
際
の
倭
姫
皇
后
の
御
歌
（
巻
こ
の
】
四
七
－
二
四
九
二
五
三
）
を
と
り

上
げ
、
例
え
ば
、
国
見
歌
に
つ
い
て
、
国
見
と
い
う
伝
統
か
ら
来
る
規
制
の
中
に

あ
っ
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
自
然
は
、

「
も
は
や
外
か
ら
の
単
な
る
写
生
で
な
く
、
眼
に
映
じ
た
多
く
の
中
か
ら

作
者
が
、
呪
的
に
抽
出
し
た
も
の
で
…
…
こ
の
よ
う
な
呪
的
抽
出
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
た
心
像
世
界
こ
そ
、
初
期
万
葉
の
古
典
的
抒
情
を
可
能
に
し

て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
　
（
二
五
ち

と
い
い
、
有
間
皇
子
の
歌
に
つ
い
て
、

「
一
応
呪
的
な
伝
統
的
な
発
想
に
従
い
つ
つ
も
、
自
己
の
一
切
を
か
け
て

起
ち
あ
が
ろ
う
と
す
る
姿
勢
の
き
び
し
さ
…
…
つ
ま
り
作
者
の
内
面
心
情

の
声
を
そ
こ
に
聞
き
う
る
…
…
」
　
（
三
〇
B

と
、
そ
し
て
、
そ
の
古
典
的
抒
情
を
、

「
…
…
素
朴
で
あ
る
が
、
一
種
の
と
と
の
っ
た
感
じ
を
持
っ
て
お
り
、
従

っ
て
単
な
る
素
朴
で
な
く
、
あ
る
規
格
に
準
拠
し
た
お
ち
つ
き
、
余
裕
を

持
っ
て
い
る
こ
と
、
古
朴
な
表
現
の
中
に
ど
こ
か
お
っ
と
り
と
し
た
古
典

性
、
古
代
性
が
漂
っ
て
い
る
こ
と
、
人
間
感
情
の
は
げ
し
い
奔
騰
に
身
を

ま
か
せ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
規
格
を
守
っ
て
外
れ
ま
い
と
し
、

そ
う
し
た
は
げ
し
い
感
情
を
お
し
か
く
し
た
よ
う
な
表
現
を
と
っ
て
い
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る
こ
と
で
あ
る
。
」
　
（
】
二
三
吉

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
到
る
に
歌
の
表
現
に
即
し
て
考
察
し
　
ー
　
こ
れ

が
本
書
の
全
篇
に
わ
た
っ
て
歌
の
味
読
の
基
本
を
な
す
方
法
で
あ
る
こ
と
は
既

述
　
－
、
す
ぐ
れ
て
鋭
く
説
得
的
で
あ
る
。

川
に
つ
い
て
。
東
歌
の
大
部
分
を
、
飛
鳥
藤
原
時
代
以
後
で
、
特
に
藤
原
か

ら
奈
良
朝
初
期
に
位
置
づ
け
る
。
猶
、
川
に
、
「
東
歌
は
時
代
的
に
み
れ
ば
万

葉
第
二
期
人
麻
呂
の
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
」
　
（
一
七
四
甘
C
と
も

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
『
万
葉
考
』
の
古
撰
万
葉
六
巷
説
の
東
歌
の
位
置
づ
け
と

相
亙
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
東
歌
の
抒
情
の
開
花
の
時
期
と
も
関
わ

っ
て
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
二
期
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
説
明
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
た
。

歌
が
、
支
配
者
た
ち
の
社
会
的
圧
迫
や
搾
取
と
苛
酷
な
労
舷
の
日
々
を
お
く

る
東
国
農
民
の
感
情
の
捌
け
口
と
な
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
、
十
分
自
覚
的
、
意

識
的
、
個
性
的
に
な
り
き
っ
て
お
ら
ず
、
多
分
に
民
謡
的
な
要
素
を
含
ん
で
い

て
、
一
種
の
余
裕
を
残
し
て
い
る
と
い
い
、
そ
し
て
、
互
い
に
愛
惜
を
確
か
め

合
う
間
に
人
間
的
な
個
我
が
め
ざ
め
て
来
た
と
、
男
女
交
歓
が
、
民
謡
の
段
階

か
ら
抒
情
詩
と
し
て
の
文
学
の
段
階
へ
と
移
っ
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

中
で
、
「
か
な
し
」
の
語
義
が
、
愛
欲
の
意
か
ら
し
だ
い
に
悲
傷
の
恵
へ
か

わ
っ
て
い
っ
て
い
る
点
を
、
個
我
の
め
ざ
め
と
関
連
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
共
感
す
る
。
「
か
な
し
」
の
語
義
を
考
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
例

え
ば
、
横
山
英
氏
に
「
か
な
し
（
愛
し
）
と
い
う
語
に
つ
い
て
」
　
（
『
万
葉
私
考
』
）

と
い
う
論
文
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
論
文
の
方
法
で
は
「
か
な
し
」
の
語
義
が
読

む
人
に
よ
っ
て
動
く
危
険
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
用

の
論
文
に
よ
っ
て
、
「
か
な
し
」
の
解
釈
に
一
つ
の
方
向
が
与
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
の
論
文
や
こ
れ
に
先
行
す
る
中
川
筏
之
助
博
士
「
万
葉

集
の
現
実
感
情
」
　
（
1
文
学
探
究
L
第
二
韓
第
二
吾
の
横
尾
に
付
し
て
、
私
も
小
文
を

草
し
た
こ
と
が
あ
る
（
「
万
芸
東
歌
に
於
け
る
『
か
な
し
』
の
準
自
性
に
ふ
れ
て
L
，
「
万
芸
東
歌

に
見
え
ろ
『
か
な
L
』
の
考
察
－
そ
の
地
方
間
性
明
の
た
め
の
こ
こ
ろ
み
－
1
L
，
小
菅
『
上
代
文
学
研
究
史
の

研
究
』
所
収
）
。

そ
し
て
用
に
、
川
の
初
期
万
葉
に
つ
づ
き
、
か
つ
そ
れ
に
相
対
す
る
地
方
の

抒
情
に
つ
い
て
御
教
示
い
た
だ
く
の
で
あ
る
が
、

「
こ
う
し
た
身
近
な
周
囲
の
環
境
に
対
し
、
矛
盾
的
に
自
己
を
意
識
し
そ

れ
に
抵
抗
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
歌
は
、
中
央
都
人
の
問
に
も
し
ば
し
ば
み

え
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
が
東
歌
に
も
形
哲
を
与
え
、
東
国
人
の
問
に
も
そ

の
よ
う
な
自
我
が
め
ば
え
た
の
だ
と
も
言
え
る
。
」
　
（
高
田
石

と
あ
る
「
東
歌
に
も
影
蟹
を
与
え
」
た
の
は
、
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
巻
十
一
、

十
二
の
作
者
未
詳
歌
の
巻
で
あ
る
が
、
巻
十
二
十
二
の
歌
の
抒
情
、
又
、
巻

十
一
、
十
二
と
巻
十
四
の
彩
軍
関
係
に
つ
い
て
詳
論
を
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来

た
ら
あ
り
が
た
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
、
川
「
大
伴
旅
人
－
－
－
砦
の
文
字
－
」
で
あ
る
が
、
旅
人
が
、

青
春
時
代
の
営
為
た
る
べ
き
作
歌
を
老
年
に
し
て
始
め
て
い
る
状
態
を
、
今
日

の
状
況
と
照
ら
し
て
注
目
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
時
代
が

ま
だ
若
か
っ
た
－
一
般
に
は
ま
だ
時
代
や
社
会
が
若
く
、
矛
盾
の
意
識
も
乏

し
く
、
若
く
し
て
個
性
の
開
花
に
は
遠
か
っ
た
と
い
い
、
旅
人
の
個
の
意
識
の

め
ざ
め
を
、
大
牢
府
赴
任
に
伴
な
う
孤
独
の
意
識
の
深
ま
り
に
よ
る
、
か
つ
背

景
基
底
に
老
を
意
識
し
た
孤
独
で
あ
る
こ
と
を
別
扶
す
る
。
そ
し
て
、

「
そ
れ
は
一
時
に
激
発
し
て
消
滅
し
て
し
ま
う
類
の
も
の
で
な
く
、
冷
や

や
か
に
燃
え
る
不
断
の
情
熱
…
…
そ
こ
に
深
化
さ
れ
た
精
神
、
つ
ま
り
心

境
的
の
も
の
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
諸
作
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
ゆ
え
ん

35



…
…
」
　
（
二
六
習
C

と
、
旅
人
の
歌
の
本
質
を
つ
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
放
い
て
い

え
ば
、
副
題
に
「
孤
老
の
文
学
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
を
主
調
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
旅
人
を
他
の
面
か
ら
も
照
射
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
た
。

「
内
容
や
用
語
に
離
宮
讃
美
の
気
持
ち
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し

て
個
人
旅
人
の
孤
独
の
姿
勢
が
地
模
様
と
し
て
感
取
さ
れ
な
い
だ
ろ
う

か
。
…
…
『
老
の
孤
独
』
を
見
て
と
る
こ
と
は
少
し
無
理
か
も
知
れ
な

い
。
」
　
（
二
〇
頁
）

と
、
「
老
の
孤
独
」
と
や
や
次
元
を
異
に
す
る
と
い
わ
れ
る
富
野
離
宮
に
御
幸
せ

し
時
の
歌
（
怨
三
の
≡
五
・
三
二
ハ
）
や
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、

種
々
評
価
の
わ
か
れ
て
い
る
讃
酒
歌
（
巷
三
の
三
三
八
圭
五
〇
）
も
孤
独
感
の
問
題
に

関
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
又
、
孤
老
の

意
識
は
旅
人
以
前
に
は
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
「
孤
独
が
、
単
な
る
一
時
的
な

も
の
に
終
わ
ら
ず
、
旅
人
の
老
の
心
境
的
な
も
の
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
」

（
云
聖
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
望
局
の
言
を
述
べ
れ
ば
、
世
間
の
住
り
難

き
を
哀
し
む
歌
（
輩
玉
の
八
〇
四
、
八
〇
五
）
、
老
身
病
を
重
ね
、
経
年
辛
苦
し
、
児
等

を
思
う
歌
（
霊
の
八
九
七
～
九
〇
三
）
の
山
上
憶
良
l
こ
も
言
及
し
て
ほ
し
い
と
思
っ

た
。猶

、
第
一
部
は
旅
人
を
冒
頚
に
お
く
が
、
主
テ
ー
マ
の
抒
情
を
系
譜
の
中
に

位
置
づ
け
る
た
め
に
も
、
柿
本
人
麻
呂
本
杏
の
宮
廷
歌
人
の
昌
に
芸
）
や
旅
人
以
前

の
諸
歌
人
も
対
象
に
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
旅
人
を
論
じ
て
、
時
代
が
、
ま
だ
「
矛
盾
の
意
識
も
乏
し
く
」

（
九
貢
）
と
あ
る
の
で
あ
る
が
、
同
の
論
文
の
、
既
に
引
用
し
た
一
四
四
百
に
「

矛
盾
的
に
自
己
を
意
識
し
…
…
」
と
あ
る
こ
と
に
相
対
し
て
み
る
時
、
こ
れ
と

東
歌
を
万
葉
第
二
期
人
麻
呂
の
時
代
に
ま
で
遡
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
と
の
間
に

は
、
猶
説
明
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

次
に
、
㈹
「
山
部
赤
人
　
－
　
そ
の
潤
沼
と
l
＋
端
正
　
－
　
」
。
赤
人
の
全
般
に
つ
い
て

論
じ
る
。
人
麻
呂
の
影
響
下
に
あ
る
が
赤
人
的
な
特
色
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
、
従
駕
歌
、
富
士
山
詠
等
の
項
目
に
分
け
て
説
き
、

「
赤
人
の
懐
古
の
作
（
注
、
巻
三
の
三
二
二
王
二
五
、
三
七
八
、
聖
三
・
望
≡
）
に
は
、

従
駕
の
作
に
比
し
て
一
層
自
在
な
精
神
が
あ
り
、
清
澄
端
正
な
表
現
な
が

ら
、
主
朝
の
流
露
が
み
ら
れ
、
よ
り
抒
情
的
…
…
」
　
（
五
】
只
）

「
こ
れ
ら
の
蒔
旅
歌
（
空
の
三
五
七
～
三
六
三
）
は
、
赤
人
と
し
て
は
あ
る
程
度

の
主
観
の
投
影
を
感
じ
・
…
‥
抒
情
的
…
…
」
　
（
雷
雲

と
、
宮
廷
歌
人
と
し
て
の
枠
内
に
あ
っ
て
、
先
腱
の
歌
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り

方
を
し
て
い
る
か
を
個
別
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
赤
人
の
文
学
の
自
由
な
想

念
の
動
き
を
描
い
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

た
だ
、
佃
で
「
抒
情
」
の
語
が
既
定
の
こ
と
と
し
て
頻
出
す
る
こ
と
と
バ
普

通
も
っ
と
も
赤
人
的
と
み
ら
れ
て
い
る
「
文
雅
な
自
然
詠
」
に
つ
い
て
の
項
目

が
あ
る
が
、
こ
こ
に
引
用
の
巻
八
の
一
四
二
四
～
一
四
二
七
の
四
首
抒
情
に
つ

い
て
も
説
い
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
出
「
田
辺
福
麻
呂
の
歌
の
発
想
」
は
、
福
麻
呂
を
、

「
人
麻
呂
な
ど
の
職
業
と
し
て
の
宮
廷
詩
人
で
流
れ
は
赤
人
・
金
村
な
ど

に
受
け
つ
が
れ
、
さ
ら
に
福
麻
呂
に
至
っ
て
そ
の
残
映
を
と
ど
め
て
い
る

…
…
」
　
（
五
九
六
）

と
位
置
づ
け
（
州
で
は
「
宮
廷
歌
人
L
と
あ
る
）
、
福
麻
呂
の
作
歌
が
、
当
時
の
政
治
上
、

社
会
上
の
不
安
を
反
影
、

「
赤
人
の
よ
う
に
自
然
讃
美
の
み
に
終
始
せ
ず
、
新
京
へ
の
堅
固
さ
を
祈

り
、
未
来
へ
の
強
い
願
望
や
希
求
を
う
た
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
」
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と
い
い
、
こ
こ
に
、
「
時
代
人
の
強
い
要
求
が
存
し
た
」
（
七
三
Ⅵ
）
と
。
注
意
す

べ
き
大
切
な
指
摘
で
あ
る
と
思
う
。
つ
い
て
は
、
猶
、
時
代
人
の
要
求
が
い
か

に
個
人
の
抒
情
に
昇
華
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
か
お
聞
き
し
た
い
と
思
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
福
麻
呂
が
そ
う
だ
と
断
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
赤
人

を
論
じ
た
脚
に
も
あ
っ
た
「
宮
廷
歌
人
（
詩
人
）
」
に
つ
い
て
、
氏
の
見
解
を
お

う
か
が
い
出
来
た
ら
と
も
思
っ
た
。

川
「
大
伴
家
持
－
そ
の
票
山
－
」
は
、
そ
の
生
涯
を
考
え
、
越
中
守
時
代

の
家
持
が
、
「
内
心
の
真
情
が
、
同
時
に
悲
緒
や
欝
符
の
緒
や
愁
緒
」
（
九
貫
）

を
歌
い
、
巻
十
九
の
四
二
九
〇
～
四
二
九
二
で
は
、
都
に
帰
っ
て
「
楽
し
か
る

べ
き
春
の
日
に
、
憂
い
に
と
ざ
さ
れ
て
い
る
家
持
の
歌
の
世
界
は
、
万
葉
の
中

で
は
か
に
だ
れ
も
歌
っ
て
い
な
い
」
（
岩
三
雲
境
地
を
拓
い
た
こ
と
を
論
じ
て

ぉ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
見
事
な
鑑
盤
が
、
歌
の
味
読
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
興
奮
を
お
ぼ
え
る
の
で
あ
る
が
、

「
す
で
に
開
花
し
た
人
間
の
持
つ
感
傷
や
憂
愁
を
ふ
く
ん
だ
、
頓
租
に
し

て
活
純
な
抒
情
…
…
」
　
（
八
七
月
）

み
か
づ
き

と
、
こ
れ
は
家
持
の
初
出
作
、
天
平
五
年
十
六
歳
の
時
の
、
＜
振
り
さ
け
て
若
月

見
れ
ば
二
目
見
し
人
の
眉
引
恩
は
ゆ
る
か
も
∨
（
巻
六
の
究
田
）
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
す
で
に
開
花
し
た
人
間
の
…
⊥
と
「
す
で
に
」

と
い
わ
れ
、
家
持
の
抒
情
を
万
葉
の
抒
情
の
系
譜
の
中
に
位
哩
つ
け
よ
う
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
は
十
分
納
得
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
九
九
四
に
関
し
て
は
、

こ
れ
を
天
紙
の
資
質
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
「
感
傷
や
憂
愁
を

ふ
く
ん
だ
・
…
‥
抒
情
」
を
こ
の
歌
に
認
め
る
の
に
は
更
に
説
明
が
必
要
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
。
家
持
個
人
の
中
に
も
、
万
葉
抒
情
の
歴
史
－
系
譜
と
同
じ

ょ
ぅ
に
、
先
人
の
歌
風
を
学
び
自
分
の
抒
情
を
形
成
し
て
い
っ
た
過
程
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
或
い
は
、
習
作
と
い
う
先
入
主
が
私
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う

か
。
猶
私
も
考
え
て
み
た
い
。

第
三
部
の
二
欝
は
、
抒
情
表
現
に
深
く
関
わ
る
形
容
詞
と
色
彩
語
を
考
案
さ

れ
た
も
の
。
こ
こ
に
も
、
こ
と
ば
に
即
し
、
歌
を
心
読
す
る
氏
の
着
実
な
方
法
論

が
あ
る
。
加
え
て
、
本
番
所
収
の
諸
岩
に
、
私
は
、
読
み
の
深
さ
が
文
学
研
究

に
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
お
教
え
い
た
だ
い
た
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

読
み
の
深
さ
を
輿
つ
け
て
い
る
氏
の
す
ぐ
れ
た
感
性
に
は
栗
望
さ
え
お
ぼ
え
た

こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
猶
、
も
っ
と
多
く
の
歌
人
に
つ
い
て
、
又
、
東
歌
に
対
す
る
巻
七
、

十
、
土
、
十
二
、
十
三
等
の
作
者
未
詳
歌
の
諸
巻
に
つ
い
て
も
是
非
御
研
究

を
お
ま
と
め
い
た
だ
き
た
い
と
併
せ
て
お
用
い
し
た
い
と
思
う
。

以
上
、
荘
雑
な
、
か
つ
読
み
誤
り
も
多
い
か
と
恒
恨
た
る
も
の
が
あ
る
が
、

紹
介
と
私
見
を
述
べ
て
来
た
。
失
礼
な
言
説
は
お
詑
び
申
し
上
げ
、
二
個
の
御

加
登
を
心
よ
り
祈
念
し
て
筆
を
抱
く
。

－
　
北
九
州
大
学
文
学
部
教
授
　
－
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