
―
ト
ー
高
校
国
語
の
テ
キ
ス
キ
に
載
る
万
葉
集
の
歌
の
中
か

二
〇
一
九
年
十
月
九
日
　
都
留
文
科
大
学
教
授
　
鈴
木
　
武
晴

I

永
遠
の
幸
せ
を
予
祝
す
る
和
歌
集

胤
瀧
針
鞍
毎
の
謀
に
瑠
妍
職
紺
歩
し
ゆ
すす理
壁
げ
惚

痣
群
ぽ
撤

武

天

皇天
皇
の
御
製
歌

ン
」

一
籠
も
よ

み
籠
持
ち

掘ェ
軋
も
よ
　
み
紆
軋
持
ち

日
は
　
お
し
な
べ
て
　
我
れ
と
そ
居
れ
　
し
き
な
べ
て

そ
居
れ
　
我
れ
こ
そ
ば
　
告
ら
め
　
家
を
も
名
を
も

三
年
の
春
の
正
月
の
一
日
に
、
因
幡
の
目
ｏ
脱
掛ば
し
て
ヽ

饗
を
国
郡
の
司
等
に
賜
ふ
宴
の
歌

一
首

解
嚇
糀
げ
き
年
の
初
め
の
搬
程
の
今け酔
降
る
雪
の
い
や
し
け
乱
弱

右
の
一
首
は
、
守
大
伴
宿
爾
家
持
作
る
。

Ⅱ

山
上
憶
良

口子
等
を
思
ふ
歌
」

雅隣孵維Ⅷ金こふ嘲け離』謙誕ぱ汁卜く一，等ひげく射じ磐

を
思
ふ
こ
と
羅
喉
羅
の
ど
と
し
」
と
。
ま
た
、
説
き
た
は
は

く
、
「愛
は
子
に
過
ぎ
た
る
こ
と
な
し
」
と
。
　
」

至
極
の
大
聖
す
ら
に
、
な
限
子
を
愛
し
た
ま
ふ
心
あ
り
。
い

卜
む
や
、
世
間
の
蒼
生
、
誰
れ
か
子
を
愛
せ
ず
あ
ら
め
や
。

瓜
食
め
ば
　
子
ど
も
思
ほ
ゆ
　
栗
食
め
ば
　
ま
し
て
偲
は
ゆ
　
い

づ
ぐ
よ
り
　
来
り
し
も
の
ぞ
　
ま
な
か
ひ
に
　
も
と
な
か
か
り
て

安ゃ薦
し
冨
さ
か

反
歌

釜
し鑑
伊
岱
伊
玉
も
儀
ぜ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
お

〈〇
二

〈〇六

一　
　
′

い「
コ
ン

И
コ
ラ

、
コ

　

〕〓
手
卜

．
学
ｒ
「

為
鷲
ま
す
〒

の

家
告
ら
せ

こ

　
　
た
っ

名
告
ら
さ
ね
　
そ
ら
み
つ

を

を
か

こ
の
岡

に
大
和
の

我
れ
こ



勝

れ
る
宝
子
に
及
か
め
や
も

序

親
が
子
の
養
育
を
放
棄
し
た
り
、
子
を
虐
待
す
る
な
ど
の
社
会
問
題
を

か
え
る
現
代
社
会
に
響
き
わ
た
る
万
葉
集
の
歌
が
あ
る
。′巻
第
五
所
収

こ

ら

山
上
憶
良
の

「子
牛
を
思
ふ
歌
」
で
あ
る
。
そ
の
全
体
を
掲
げ
れ
ば
、

の
と

お
り

。

態髄
鰐鴫鸞彎即
壁
呻
竹
申
に
説
き
」
ま
は
く
ヽ
あ
靴♭
く
匙中
窮

を
思
ふ
こ
と
、
羅
腋
羅
の
ご
と
し
」
と
。
ま
た
、
説
き
た
ま
は
く
、

胸
畔
繋

濡
指

」農
鴇
騒
祭

一

誰
か
子
を
愛
せ
ざ
ら
め
や
。

二
〇

一
四
年
二
月
十
五
ロ

都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会
発
行

わ

万
葉
集
中
に

「何
せ
む
に
　
我
を
ζ
す
ら
め
や
」
（巻

一
六

・
三
人
八

一番
歌
。
「ど
う
し
て
私
を
お
召
し
に
な
る
の
か
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。」

（人
〇
三
番
歌
）

為

】
瑚
］
嘘

韓

観

挺

煽

砕

境

簾

鶴
拗

綿

就

っ
て
い
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
「何
せ
む
に
」
を
上
二
旬
の

「
銀
も

金
も
玉
も
」
の
述
語
と
し
て
機
能
す

・
る
疑
問
詢
詠
嘆
句

（助
詞

「
に
■
は

詠
嘆
性
■
有
す
る
）
と
捉
え
て
Ｆ
「銀
も
金
も
玉

（真
珠
）
も
い
っ
た
い

何
に
な
ろ
う
ぞ
。
そ
れ
ら
勝
れ
た
宝
も
、
子
の
章
さ
に
及
ぼ
う
か
、
及
び

は
し
な
い
の
だ
。」
と
解
す
る
説

（①
説
）
と
、
「何
せ
む
に
」
を
反
語
表

現
と
呼
応
す
る
疑
問
副
詞
と
見
、
「勝
れ
る
宝
」
と

「
子
」
は
同
格
の
関

係
と
捉
え
て
、
「銀
も
金
も
玉
も
、
ど
う
し
て
勝
れ
た
宝
で
あ
る
子
に
及

ぼ
う
か
、
及
び
は
し
な
い
の
だ
。」
と
解
す
る
説

（②
説
）、
が
行
わ
れ
て

注
１

い
る
の
で
あ

る
。

一
一

「何
せ
も
に
」
の
提
え
万ヽ

し
か
し
、
如
上
の
歌
σ

「何
せ
む
に
」
の
用
法
と
当
面
の
人
〇
三
査
駅

の
そ
の
用
法
は
、
明
ち
か
に
異
な
る
。
人
〇
三
番
歌
の
場
合
は
、
「何
せ

む
に
」
の
上
の
表
現
は

「銀
も
金
も
玉
も
」
で
、
係
助
詞

「も
」
を
用
い

て
名
詞
を
列
挙
し
、
主
語
を
な
す
∝
そ
し
て
、
「何
せ
む
に
」
の
疑
問
詠

鰐
つをｍ】潤吼鶏
鵜
鶴
勢
い雛
践
蠍
鮮
誘
轟

五
・
九
〇
四
～
六
番
歌
）の
長
歌
九
〇
咽
の
冒
頭
部
に
、

世
の
人
の
　

春資
範
び
願
ふ
　
蛇
窓
曽
つ
　
宝
も
我
は
　
何
ぜ
伊

（「世

再
の
人
が
貴
び
願
チ
七
種
の
宝
も
私
に
と

っ
て
は
何
に
な
ろ
う
ぞ

ｉ

の
意
味
）

と
稚
つ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
「牝
種
わ
宝
ヽ

（我
は
）
何
せ
む
」

の
基
本
文
一
は
、
人
〇
三
番
歌
の

「銀
も
全
も
Ｘ
■
何
せ
れ
に
」
令
に
」

卜
永
嘆
性
を
有
す
る
助
計
）
と
同
じ
と
一一一一甲
え
る
中
同
様
０
例
は
、
憶
良
歌

以
外
に
も
次
の
よ
う
に
見
立
る
。

劃

翻

劉

劉

倒

劉

対
重へ
癖
鳴
穂
べ
る
卜
屋ゃ
ヽ
瑠
と
辟
つ
て
ば

（巻
十
一
・
二
人
二
五
番
歌
）

右
の
歌
の
上
二
句
は
、
「玉
を
敷
き
つ
め
た
立
派
な
家
も
何
に
な
ろ
う
。
」

の
意
味
で
あ
る
。

「名
詞
＋
係
助
詞

『も
』
＋
何
せ
む

（に
と

の
形
と
同
様
の

「名
詞

血峰塙崎
一聯曜閑輔卿仰

安
宗
し
寝
さ
ぬ

果
食
め
ば
　
手ま
し
て
偲
は
ゆ

〓
を
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
か

眼

交

に
　
も
と
な
懸
か
り
て

（人
〇
二
番
歌
）

意
味
）
の
例
が
あ
っ
て
、
上
述
の
②
説
を
支
常
す
る
か
に

ど
も
、
「何
せ
む
に
」
の
上
の
文
脈
は
、
「
お
し
て
る
や

舛
Υ

請

戟

斃

・縫

ｑ

一
」
幅
攀
乳

・大
君
が
お
召
し
と
の
こ
と
」
０
意
味
）
と
あ
り
、
そ
の
一
ま
と
ま
り
つ

一意
を
前
提
と
し
て

「何
ｔ
む
に
」
の
疑
問
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

一留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
．

よ
し
ゑ
や
し
来
ま
さ
ぬ
君
を
何
超
日
ロ
ド
と
は

，
蛇
は
恋
ひ
つ
つ
居
ら
む

一
　

（巻
十
一
‘
二
三
七
八
番
歌
）

右
の
例
も
、
上
二
旬
の

「え
文
、
も
う
ど
う
だ
つ
て
い
い
。
お
い
で
に

）な
ら
な
い
あ
の
お
方
な
の
に
」
の
文
意
を
前
提
と
ｔ
て

「何
せ
む
に
」

（ど
う
し
て
）
の
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
初
旬
に
「何
せ
む
に
」
を
据
え
て
、
暴
問
提
起
を
前
半
に
述
べ
、

い半
に
そ
り
前
提
を
記
す
次
の
よ
う
な
歌
も
存
在
す
る
。

嗣脚刊剖輸逢ぁを出殺儀疇く欲りせ
（む巻地刊刹彙郭鞠抑伽蛛

樹
ｄ
ｄ
口
命
継
ぎ
け
む
我
妹
子
に
恋
♪
ぬ
前
に

，
死
な
ま
し
も
の
を

ス
巻
十
一
。
二
三
七
七
番
歌
）

見
え

難
波

る

ｆを
の
小

け韮Eえ

鈴
木

武
晴

反
歌

し
錦
】
も
，帯
斡
も
難
も
軽

せ
む
に
魔

れ
る
鉢
ら

子
に
及し
か
め
や
も



十
係
助
詞

『は
』

十
何
せ
む
」
の
形
も
、
次ヽ
の
よ
う
に
存
す
る
。

ａ
恋
ひ
死
な
む
初
日
側
矧
割
主
け
る
日
の
た
め
こ
そ
妹
を
見
ま
く
欲
り
す
れ

（巻
四
・
五
六
〇
番
歌
）

ｂ
恋
ひ
死
な
も
初
劇
何
細
引
我
が
命
生
け
る
ビ
に
こ
そ
見
ま
く
欲
り
す
れ

ｃ
射
山
の
真ま
木き
の
繊
年舟
在
押
ｔ
開
子

し
生
鵡
附
↑
村
洋
瀬
脇
群
犠
喘
岬

（巻
十

一
・
二
五
一
九
番
歌
）

ａ
と
ｂ
の
歌
の
上
二
旬
は
、
「恋
い
焦
が
れ
て
死
ん
で
し
ま

っ
た
あ
と

ヾ
は
何
の
意
味
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。」
の
意
味
。
ま
た
、
ｃ
歌
の
結
旬
は
、

「あ
と
は
ど
う
な
っ
て
も
か
ま
う
も
の
か
。」
の
意
味
で
あ
る
。

念
の
た
め
、
「何
せ
も
に
」
の
助
詞
「に
」
の
詠
嘆
性
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
こ

つゝ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

助
詞

「
に
」
の
詠
嘆
性
は
ぅ

ゎぎ、
ド
に
恋
は
ま
さ
れ
ど
忘
ら
え
な
く
日

い
か
に
ｔ
て
忘
れ
む
も
の
ぞ
我
妹
子

（巻
十

一
・
二
五
九
七
番
歌
）

額
ど
、
「
。‥
・‥
な
く
に
」
の
表
現
を
結
旬
に
据
え
る
場
合
に
見
ら
れ
る

″
、
当
面
の
人
〇
三
番
歌
の
よ
う
に
、
「―
―
せ
む
に
」
の
形
で
助
詞
「
に
」

″
詠
嘆
性
を
有
す
る
例
と
し
て
、
次
の
歌
を
拳
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

帰
る
さ
に
妹
に
見
せ
も
に
わ
た
つ
み
の
沖
つ
自

玉

ツ、
「勝
れ
る
宝
」
は
、
他
の
宝
に
勝

っ
て
い
る
宝
の
意
と
捉
え
る
べ
き

あヽ
り
、
上
二
旬
に
掲
出
の

「銀
」
「
金
」
「
玉
」
を
統
合
的
に
言
い
換

卜た
表
現
と．
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「勝
れ
る
」
に
は
、
す
で
に
比
較
の
上
で
の
価
値
判
断
が

行さ
れ
て
い
る
と
い
う
ン」
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
「
勝
れ
る
亡
」
を
直

‐の
第
五
旬
の

「
子
」
と
同
格
と
捉
え
て

「勝
れ
る
宝

（の
）
子
に
及
か

）や
工
　

こ
解
す
る
説

（②
説
）
は
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
と
一一マ
え
る
。

ぢぜ
な
け
、
「
子
」
を

「
勝
れ
る
宝
」
と
比
較
絶
賛
し
た
以
上
、
「
子
に

（か
め
や
も
」
と
比
較
絶
賛
を
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
ち
。

「勝
れ
る
宝
」
は
、
先
述
の
山
上
憶
良
の

「男
子
名
は
首
日
に
恋
ふ
る

Ｌ
の
長
歌
九
〇
担
の
胃
環
部
の
「世
の
人
の
　
る貴
げ
願
静

・」七
謹
わ
追
」

噺
舞
魏
巧
一領
韻
鞠
降
融
値．

揃つ∞報
帯撒
経
堅
蒔
紳
釣
瑚
端
惚
騨
中膚帝釦

．蠣

説
　
　
　
　
　
　
　
中重要な例がある。元

ガ堀
紳撃
。の
「勝宝」の語である。（拙着
『甲斐　万葉の

一―こ「瞭騨朔噛汁辮ギ搬潮講準坤藤岬主射時鞘づ（峨輸］騨
　「の荘

一廟盛貯現醐噺蠅城詢懺ば樫輔棘聰の譲位後に即位した孝謙天

どの「天平感宝」への改元について、新日本古典文学大系
『続

（巻
十
五

・
三
六

一
四
番
歌
）

こ
れ
は
れ
「帰
っ
た
時
に
愛
し
い
あ
の
子
に
見
せ
ょ
う
に
。
海
の
和
様

が
海
の
沖
に
秘
め
て
い
る
美
し
い
自
玉

（真
珠
）
を
拾
っ
て
い
こ
う
。」

の
意
味
で
あ
る
。

以
上
の
事
例
か
ら
、
人
〇
三
香
歌
の

「何
せ
む
に
」
は
、
直
訳
の

「何

レ
エ
う
に
」
か
ら

「ど
う
な
る
も
の
か
」
「
何
に
な
ろ
う
ぞ
」
と
い
っ
た

意
味
に
な
り
、　
一
首
中
で
は
上
二
狗
の

「
銀
も
金
ヽ
玉
も
」
の
主
語
に
応

ず
る
羅
問
詠
嘆
の
述
語
の
旬
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

之０
。

〓
一

「勝
れ
る
宝
」
の
捉
え
方

こ
の
小
節
で
は
、
入
〇
三
番
歌
第
四
旬
の

「勝
れ
る
宝
」
の
提
え
方
の

面
に
考
察
の
光
を
当
て
よ
う
。

「
勝
れ
る
宝
」
の

「勝
れ
る
」
は
、

晩
紬い↑雑的泳輯
鰤
脚騨騨
製揺
紺瑞襟僻無

ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。」
の
意
味
）
　

，

の
洋
う
に
、
「―
―
に
勝
れ
る
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る

（拙
者

「
テ
ー
マ
別
万
葉
集
』
第
七
章

「
万
業
の
親
子
し
。
す
な
わ

日
本
紀
　
一こ

の

「補
注
１７
の
五
こ

に
、

黄
金
産
出
を
、
三
宝
セ
始
め
天
神
地
祗
、
歴
代
項
皇
の
霊
等
が
聖
武

の
大
仏
造
営
の
熱
意
に
感
応
し
賜
わ

っ
た
、
大
瑞
と
し
て
の
宝
と
の

観
念
に
よ
る
改
元
。

と
あ
り
、
孝
謙
天
皇
改
元
の

「天
平
勝
宝
」
の

「勝
宝
」
が
他
の
宝
に
勝

る
主
の
意
で
、】陸
奥
国
頁
上
の
黄
金
に
拠
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

こ
の

「
勝
宝
」
の
例
は
、
当
該
の
人
〇
三
番
歌
の

「
勝
れ
る
宝
」
を
、

上
二
句
の
高
貴
な
宝
で
あ
る

「
銀
」
「
金
」
「
玉
」
の
統
合
的
換
言
と
捉

え
る
本
稿
の
見
解
を
支
持
す
る
の
で
あ
る
。

四
　
人
〇
二
番
歌
の
応
用
歌

前
節
の
考
察
に
継
い
で
、
八
〇
三
番
歌
を
専
受
し
応
用
し
た
歌
に
考
察

の
筆
を
及
は
そ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
ざ
い
の
そ
ち

究
前
国
守
山
上
憶
良
の

「
子
等
を
思
ふ
歌
」
を
享
受
し
た
状

宰

帥

大
伴
旅
人
は
、
そ
の
反
歌
入
〇
三
番
歌
を
応
用
し
て
、
「酒
を
讃‐
む
る
歌

十
三
首
」
（巻
三

・
三
二
人
～
三
五
①
香
歌
）
の
第
八
首
三
四
五
番
歌
と

第
九
首
三
四
六
番
歌
を
次
の
よ
う
に
詠
み
成
し
た
。

価
な
き
宝
と
い
ふ
と
も
一
雇
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
ま
さ
め
や
も

′　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（三
四
五
番
む

し
ら
た
ま

拾η
ひ
て
行ゆ

か
な
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夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲
み
て
心
を
遣
る
に
あ
に
及
か
め
や
ヽ

（三
四
六
番
歌
）

わ
の
歌
の

「価
な
き
宝
」
（値
の
つ
け
よ
う
が
な
い
ほ
ど
貴
い
宝
珠
）

「夜
光
る
王
」
（夜
光
る
貴
い
玉
）
の
表
現
は
、
言
わ
れ
て
い
る
よ
チ

「法
華
経
』
な
ど
の
仏
典
の

「無
価
宝
珠
」
や
．
『文
選
』
な
ど
の

蒲
の

「夜
光
珠
」
を
参
照
し
て
の
表
現
と
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

は
旅
人
が
憶
良
の
八
〇
三
番
歌
の

「勝
れ
る
宝
」
の
表
現
を
強
ぐ
意
識

に
こ
と
に
立
脚
す
る
所
作
と
見
て
狂
い
は
な
か
ろ
う
。

ま
た
、
旅
人
歌
の
構
成
に
留
意
す
る
と
、
三
四
五
番
歌
は
、
「佃
襲
護

は
「
一
杯．
の．
濁．
れ―
る。
酒．
イと，
期
日
封
剖
瑚
¶
引
」
と
い
う
構
成
で
ォ
リ
、

四
六
奇
歌
も
同
様
に
、
「裏
理
衰
穀
」
は

「
酒．
飲，
卜
争
卜
を
遣．
る．
Ｉこ．
剃

剣
側
劉
¶
赳
と
い
う
構
成
で
あ
る
と
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、，鏃

″
憶
良
の
人
〇
三
番
歌
の
「勝
れ
る
宝
」
の
表
現
の
み
な
ら
ず
、・歌
の
下

判
の

「、脱
凝
覆
甍
子
に
劇
調
潮
剰
剌
Ｅ

の
構
成
を
も
意
識
し
て
詠
み
成

に
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

宝
」
を
主
語
と
し
、
第
五
句

「子
に
及
か
め
や
も
■
の
反
語
表
現
に
よ
つ

て
子
の
尊
さ
を
強
く
響
か
せ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。　
一
首
の
解
釈

は
、
歌
の
構
成
と
表
現
の
対
応
（文
脈
表
現
流
干
型
構
成
対
応
と
言
え
な
）

を
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
記
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

注
l

五
　
結
語

み
上
、
コ
Ｅ

～

「
四
」
節
の
、
諸
事
例
に
基
づ
く
考
察
か
ら
、
憶
良

ハ
〇
三
番
歌
は
、
そ
の
上
三
句
が
第

一
旬
二
旬
の

「
銀
も
金
も
玉
も
」

工
語
、
第
三
角
の
経
聞
的
詠
嘆
句

「何
せ
む
に
」
を
述
語
と
し
て
、
子

即
に
し
た
と
き
は
高
貴
な
宝
も
無
益
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
説
き
、
下

判
が
、
「
銀
も
金
も
玉
も、
」
の
総
括
的
換
言
表
現
の
第
四
句

「
勝
れ
る

Ⅲ
　
大
伴
家
持
春
愁
絶
唱
三
首
一

二
十
三
酔
に
、
興
に
依
り
て
作
る
歌
二
首

嬰
中
春
の
単
に
副
？
な
び
き
う
ら
悲
し
こ
の
製
路
に
う
ぐ
ひ
す

群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕

聖
摯
我
が
や
ど
の
ド
篠

二
十
五
日
に
作
る
歌

一
首

は
る
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
か
な

署
一
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
心
悲
し
も
ひ
と
り
し

思

へ
ば春

日
津
で
に
し
て
、

ド犠
ぅ購
恥
に
け
く
。
隠
慨
の
意
、

散
に
あ
ら
ず
ｔ
て
は
韓
てひ静
た
き
の
み
。
よ
９
て
、
こ

拗嘲慢帥伸″【紳黎櫛阻が解か。ただし、この

には
ず
し
て
、
た
だ
、
４
月
、

所
処
、
縁
起
の
み
を
録
せ
る
は
、
皆
大
伴
宿
爾
家
持
が

裁
作
る
歌
詞
な
９
。

（二
〇
一
三
〈平
成
二
十
五
〉
年
十
月
三
十
日
）

二
説
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
具
相
は
大
方
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
。
よ
っ

て
、
こ
こ
に
挙
げ
記
す
こ
と
は
し
な
い
。

か
へ
鳴

も  く
も
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Ⅳ
　
山
部
赤
人
の

「富
士
の
山
を
望
る
歌
」

蝋
謙
稗
臓
湖
足
い
計
ゴ
の
暉
を
望
る
歌
一首
純
せ
て短
歌

幸説
荒
墟
の
』鈷
れ
し
時
ゆ
　
棚
洋
び
て
　
一計
↑
難
計
　
魔
酌
な
る

．　
計
士
妍
離
鸞
を
　
甦
の
朧
　
偽
り
が
け
見
れ
ば
　
渡
る
日
の
　
秘

も
熙
ら
ひ
　
照
る
月
の
　
光
も
見
え
ず
　
銚
鶏
Ｊ
　
Ｌ
行
き
は
ば

か
り
　
時
じ
↑
ぞ
　
雪
は
降
り
け
な
　
許
り
笹
げ
　
一一一一口
ひ
継
ぎ
行

か
む
　
富
士
の
高
嶺
は
　
ヽ

反
歌

主萩

醍
ず
の
牌
ゅ
う

，
∬
で
一
見
れ
ば
葺
醍
Ｌ
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は

降
り
け
る
　

　

・

高
橋
虫
麻
呂
の

「富
士
の
山
を
詠
む
歌
」

富
士
の
山

妻郭
れ
ま
よ
み
の
　
Ｗ

ご
ち
の
　
一国

の
み

も
　
い
行
き
は
ば
か
り
　
飛
ぶ
鳥
も
　
飛
び
も
上
ら
ず
　
燃
ゆ
る

火
を
　
雪
も
ち
消
ち
　
降
る
雪
を
　
火
も
ち
消
ち
つ
つ
　
一一一一口
ひ
も

得
ず

の
海
と

川
と

け
も
知
ら
ず

く
す
し
く
も

′い
ま
す
神
か
も
　
せ

沖
だ
の
酢
の

鉾
め
と
も
　
い
ま
す
神
か
も
　
宝
と
も
　
な
れ

る
山
か
も
　
駿
河
な
る
　
富
士
の
高
嶺
は

あ

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

反
歌

鸞
Ｅ
降
り
置
く
雪
卜
六み
財
げ
汽
五
貯
に
Ｖ
ぬ
れ
ば
そ
の
＃

華
華
富
士

の

降
９
け

泰
声
富
士

の

を

名4

付
づ名

付
け
て
あ
る
も

つ

つ

そ
の
山
の
　
堤
め
る
海
ぞ

富
士

人
の
渡
る
も
　
そ
の
山
の
　
水
の
た
ぎ
ち
ぞ

μ
の
料
の

り嶺
を
高
み
畏
み
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の

右
の
一
首
は
、
高
橋
―連

囃
庶
Ⅳ
が
歌
の
中
に
出
づ
。

．盈
ぐど
予
ケ
て
こ
こ
に
プ
す
。

を斐
ひ

中森

翻
歌・オ対蟄
転
ピ
嚇許
二

ゆ
　
鮮
で
立
て
る
　
離許士
妍
説
辞
卜
　
真
舅

の
ぼ
　
　
　
　
　
　
も



な

ま

よ

爾
螂

高
橋
虫
麻
呂
つ
富
士
の
歌
①

景
観
を
た
た
え
る
枕
詞

「並
吉
み
の
」

か
　
ひ

な
ま
よ
み
の
　
甲
斐

る
　
富
士
の
高
嶺
は
…
…

（万
葉
集
巻
三
，
三
一
九
番
歌
）

鶴
螂
麟
　
山
々
の
排
列

〔並
べ
方
〕
も
吉ょ
く
幾
重
に
も
期
な
す
騨
斐ひ
の
国
と
、
（水
の
起
伏
が
幾
重
に
も

美
し
く
連
な
り
並
ぶ
）
波
が
う
ち
寄
せ
る
駿
河
の
国
と
、
二
つ
の
国
の
聖
な
る
中
央
か
ら
饗
え
立
っ
て
い

る
富
士
の
高
嶺
は
、
…
…

鵬
鰯
牌
　
『講
陸
国
肝
土
語
』
行
方
郡
妍
条
の
「儲
鮎
し
の
国
」　
　
　
　
　
ヽ
・　
　
　
　
′

「な
ま
よ
み
の
甲
斐
」
の
原
義
は

「並
吉
み
の
交
ひ
」

高
橋
虫
麻
呂
歌
集
所
出
の
虫
麻
呂
作
と
認
定
さ
れ
る

「
富
士
の
山
を
詠
む
歌
」
（巻
三

・
三

一
九
～
三

二

一
番
歌
）
の
長
歌
三

一
九
の
冒
頭
部
。

「な
ま
よ
み
の
甲
斐
」
に
つ
い
て
は
、
西
宮

一
民

『万
業
集
全
注

巻
空
こ

（昭
和
五
十
九

（
一
九
人
四
）

年
二
月
八
日
、
有
斐
閣
発
行
）
に

「生
黄
泉
の
交
ひ
」
で

「現
し
国
と
死
者
の
黄
泉
国
と
が
交
叉
し
た
状

態
に
あ
る
甲
斐
」
と
解
く
説
が
、
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
名
に
冠
す
る
枕

詞
は
、
「玉
藻
吉

し
讃
岐
の
国
」
（巻
二

・
三
二
〇
番
歌
、
立
派
な
藻
を
産
す
る
讃
岐
の
国
の
意
）
の
よ
う
に
、
そ
の
国
を

讃
美
す
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『古
事
記
』
上
巻
に
よ
れ
ば
、
現
し
国
と
、
す
こ
ぶ
る
恐
ろ
し

い
と
こ
ろ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
死
者
の
国
の
黄
泉
の
国
と
の
境
界
に
あ
る
国
は
、
「出
雲
の
国
」
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
「生
黄
泉
の
」
説
は
無
理
が
伴
う
と
言
え
る
。

で
は
い
古
代
の
言
葉
の
用
法
に
照
ら
し
て
、
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。
高
橋
虫
麻
呂
が
編
纂
に
た
ず
さ

わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

「常
隆
国
風
土
記
』
の

「行
方
郡
」
の
条
に

「此
の
地
の
名
を
行
細
し
の
日

と
稀
ふ
べ
し
」
と
あ
り
、
土
地
の
景
物
の
排
列
を
讃
え
る

「行
」
令
と
」
に
同
じ
）
の
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
の

「逃
六
行
こ

と
同
様
、
「な
ま
よ
み
妍
」
の
原
ォ

「井
麻ま
余ょ
美み
乃の
」
の

「奈な
膳
」
は
下
二
段

活
用
他
動
詞

「並
」
の
連
用
名
詞
形

「並
」
が
音
韻
変
化
し
た

「並
」
を
万
業
仮
名
で
表
記
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
音
韻
変
化
に
は

「天
」
―

「天
」

，
ど
が
あ
る
。
「並
」
は
山
の
排
列

（並
べ
方
）

の
意
味
。
原
文

「余
美
」
卜
讃
美
の
形
容
詞

「苦
し
」
の
語
４

「吉
」
に
名
詞
化
す
る
狭
尾
語

「
み
」
が

付
い
た

「吉
み
」
を
万
業
仮
名
で
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
軍
日
み
」
は
、
望
口
い
と
こ
ろ
」
「す
ば

ら
し
い
と
こ
ろ
」
の
意
味
。
形
容
詞
語
幹
＋
接
尾
語

「
み
」
に
格
助
詞

「
の
」
＋
名
詞
が
下
接
し
た
例
に

「浄
み
の
官
」
（巻
二

・
一
六
七
番
歌
）
、
「清
み
の
川
」
（巻
三

・
四
三
七
呑
歌
）
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、

「な
ま
よ
み
の
」
は

「並
吉
み
の
」
で
、
「山
の
排
列

（並
べ
方
）
の
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
の
」
の
意
味
と

　

・

捉
え
ら
れ
る
。

「並
吉
み
の
」
が
冠
す
る

「甲
斐
」
（原
文
もヽ
同
じ
）
は
、
先
掲

『全
注

巻
空
こ

に
税
く
よ
う
玉
、
上

二
段
活
用
動
詞

「交ヵ、
ふ
」
の
運
用
名
詞
形
名
蜘
ひ
」
と
報
ぇ
る
の
が
、
上
代
特
殊
仮
名
造

ヽ
の
用
法
に
も
合

表
し
て
妥
当
。
た
だ
し
、
『全
注
』
の
説
く
、
現
し
国
と
黄
惧
国
の
斜
叉さ
の
意
↑
は
な
い
。
「ヵ
ひ
」
は
山
々

減
藁囃引破輝堪
斬
謎
絲
』
難
紳艶
ゞ
「と岬柱』・膵眸
〔で開郎
ヽ

吉ょ　
ヽ
く
幾
肇
に
も
知
ひ

，
す
甲ヵ、
斐び
の
酎
」
の
意
と
蛯
え
ら
れ
る
「
こ
れ
は
、
「大
和
の
国
」
（現
奈
良
県
）
と

同
様
、
美
し
い
＝
々
に
四
ま
れ
た
甲
斐
の
国
の
吉
き
景
観
を
讃
え
る
表
現
と
言
ぇ
る
「

（平
成
二
十

〈二
〇
〇
人
〉
年
二
月
四
日
付
掲
載
）

鈴
木
武
晴

『
甲
斐
　
万
葉
の
歌
譜
』

平
成
二
十
四

（二
０

一
一
０

年
九
月
二
十
八
日

山
梨
日
日
新
聞
社
発
行

の
国に

つ

ち
寄よ

す
る

勢;
の
国た
と

ち

ち
の

国准
の
御み

中家
ゆ

出い
で
立た

て


