
『万
葉
集
』

の
橘

そ
の
表
現
の
展
開

寺

川

真

知

夫

(
一
)

橘
の
歌
の
概
観

『万
葉
集
』
中

の
、
橘
そ

の
も

の
あ
る
い
は
枕

詞
を
ふ
く

め
て
橘

に
関

わ

る
表
現
を
も

つ
歌
は
、
七
三
例
七

一
首
を
数
え
る
。
花
橘

の
歌
が

三
十

三
首
、
橘

の
花

の
歌
が
七
首

で
、
青

い
実
を
花
橘

の
語
で
表
現

し
た
歌
も

あ
り
、
四
十
例
す

べ
て
が
花
ぼ
か
り
と
は

い
え
な

い
が
、
花
を
表
現
す

る

(1

)

歌
が
過
半
数
を
占
め
る
。
す

で
に
指
摘

の
あ
る
と
お
り
、
日
本
人

の
嗜
好

を
反
映

し
て
い
よ
う
。

橘

の
歌

の
多
く
は
巻
十

の
奈
良
朝

の
歌
と
さ
れ
る
作
者

不
明
歌
群

の
歌

と
家
持
と
周
辺

の
人

々
の
歌

に
属
す
る
。
家
持
個
人

の
歌
は
全
体

の
三
分

(2
)

の

一
で
あ

る
。
家
持

の
嗜
好
も
ま
た
注
意

さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
古
代

歌
謡

か
ら
家
持

の
歌
ま

で
の
橘

の
歌
を
た
ど
り
、
表
現

の
展

開
を

み
て
み

た
い
。

『万
葉
集
』

の
橘

(二
)

橘
将
来
伝
承
と
古
代
歌
謡

橘
は
、
垂
仁
記
紀

に
天

日
矛

の
子
孫
三
宅
連
祖
タ
ジ

マ
モ
リ
に
よ
る
将

来
伝
承
が
あ
り
、
常
世

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
植
物
と
さ
れ

た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て

い
る
。
垂
仁
紀

に
よ

っ
て
み
る
と
、

九
十
年

の
春

二
月
庚
子

の
朔
に
、
天
皇

、
田
道

間
守

に
命

せ
て
、

常
世
国
に
遣

し
て
、
非
時

の
香
菓
を
求
め
し
む
。
香
菓

、
此
を
ぼ
箇

倶
能
未
と
云
ふ
。
今
橘

と
謂
ふ
は
是
な
り
。

(中
略
)

明
年

の
春

三
月
辛
未

の
朔
壬
午
に
、
田
道
問
守
、
常
世

国
よ
り
至

れ
り
。
則
ち
齎

る
物

は
、
非
時

の
香
菓
、
八
竿
八
縵
な
り
。
云
々
。

(垂
仁
紀
)

と
あ
る
。
将
来

の
季
節

は
春

三
月
、
垂
仁
記
は
季
節
を

い
わ
な
い
が
、
金

色

に
熟
し
た
実
を
、
五
月

の
薬
玉

の
イ

メ
ー
ジ
と
重
ね
て

「
八
竿

八
縵
」

一
二
五



『万
葉
集
』

の
橘

あ
る

い
は

「蘰

八
蘰

・
矛
八
矛
」

と
し

て
持
ち
帰

っ
た
と
す
る
点

で
は
共

通
す
る
。
橘

は
常
世

の
植
物

と
し
て
ま
ず
性
格
づ
け
ら
れ
た
。
橘
は
後

に

み
る
葛
城
王
が
橘

の
氏
名
を
願

っ
た
上
奏
文

に

「
橘
は
菓
子

の
長
上
に
し

て
、
人

の
好
む

と
こ
ろ
な
り
」

(続
紀
天
平

人
年

十

一
月
十

一
日
条
)

と

あ
り
、
食

用
に
供

さ
れ

た
と
わ
か
る
。
柑
子
説
も
あ
る
が
、
柑
子
は
播
磨

直
弟
兄
が
唐

か
ら
持
ち
帰

っ
た

と
あ

る

(
『続

日
本
記
』
神
亀

二
年
十

一

月
十
日
条
)
。
橘

は
柑

子
と
異
な

ろ
う

。
記
紀

歌
謡
も

『万
葉
集
』
も
食

物
を
詠
ん
だ
歌

を
忌
避

し
た
と
も

み
え
な

い
が

、
花
が
初
夏

の
景
物
と
し

て
固
定
さ
れ
た
た
め
か
、
実

の
味

の
よ
さ

や
熟

し
た
実

の
金
色

の
輝
き
は

歌
わ
れ
な
い
。
中
国
文
学

の
影
響
を
受

け
た
詔
を
介

し
て
歌
に
み
え
る
よ

う
に
な
る
が
、
そ

の
時
期

は
遅
い
。

記
紀
歌
謡

に
お
け
る
橘

の
表
現

は
二
例

(異
伝
歌
は
ふ
く
ま
な

い
)
み

え
る
。

一
例
は
応
神
記

で
、

い
ざ

子
ど
も

野
蒜
摘

み
に

蒜
摘

み
に

我
が
行
く
道

の

香
妙

し

花
橘

は

上
枝

は

鳥
居
枯
ら

し

下
枝
は

人
取
り
枯
ら
し

三
栗

の

中

つ
枝

の

ほ

つ
も
り

あ

か
ら
嬢

子
を

誘

さ

さ
ば

良
ら
し
な

(記
四
三
)

と
あ
る
。
異
伝

歌
は
応
神
紀

に
み
え

る
。
初
夏

か
ら
盛
夏

に
む
か
う
こ
ろ

の
野
遊
び

を
背

景
と
し
、
道
端

の
か
ぐ
わ

し
い
花
橘
を
提
示
す
る
。
そ

の

一
二
六

上

つ
枝

に
鳥
が

い
て
枯
ら
す
と
い
う

。
ま
た

下
枝
は
人
が
取

っ
て
枯
ら
す

と
い
う
。
そ
こ

で
誰
も
ま
だ
触

れ
て
い
な

い
中

つ
枝

の
、
今
咲
く
ば

か
り

に

「
ほ
つ
も
り
」
す
な
わ
ち

「
つ
ぼ

み
の
て

っ
ぺ
ん
が
今
咲
く
ば

か
り
に

盛
り
あ
が

っ
た
状
態
」

の
、
蕾

の
色
が

「あ

か
ら
」
す
な
わ
ち
今
咲
こ
う

と
す

る
か

の
よ
う

に

「白
く
明

る
ん
で

い
る
」
、
そ

の
橘

の
蕾

の
よ
う

な

「今

ま
さ

に
女
と
し
て

の
美
し
さ
を
十
全

に
み
せ
よ
う
と
し
て

い
る
」
を

と
め
、
い
い
か
え
れ
ば
結
婚
適
齢
期
を
迎
え

よ
う
と
し

て
い
る
乙
女
を
み

(3
)

ち
び

き
だ
す

序
詞
と

し
て
用

い
ら
れ
て

い
る
。
橘

の
花
を
あ

げ
る

の
は

「
こ
の
土

の
も

の
」
で
な

い
、
す
な
わ
ち

「常
世

の
も

の
」

の
美
し
さ
を

乙
女

の
美

し
さ
と
し
て
表
現
し
よ
う

と
す

る
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
比

喩
的
序
詞

で
あ
る
か
ら
、
花
橘

は
初
夏

の
季
節

に
深
く
か
か
わ

っ
て
も

、

季
節

の
景
物
そ

の
も

の
と
し
て
表

現
さ
れ

て
い
る
わ
け

で
な

い
。
し
か
し
、

序

詞
に
あ

っ
て
も
、
「
香
妙

し
く
、
蕾

の
先

が
白

く
明
る
ん

で
今

に
も

咲

こ
う

と
す

る
」
花
橘
が
歌
わ
れ
て

い
る
。

記
紀
歌
謡

で
い
ま

一
例

の
橘

の
表

現
は
、
天
智
紀
十
年
正
月
是
月
条

、

百
済
滅
亡
後
渡
来
し
た
、
余
自

信

・
沙
宅
紹
明

・
鬼
室
集
斯
な
ど
、
才
能

あ

る
五
十
余
人
が
大
錦
下
か
ら
小
山

下
ま
で
の
位
を
授
か

っ
た
こ
と
を
諷

す
る
童
謡

に
み
え
る
。

橘
は

己
が
枝
枝

生
れ
れ
ど
も

玉

に
貫
く
と
き

同
じ

緒

に



貫

く

(紀

一
二
五
)

が
そ
れ

で
あ

る
。
薬
玉

の
素
材
と
し

て
の
橘
に
譬
え
て
お
り
、
花
橘

と
も

み
え
る
が
、

「生
れ
れ

ど
も

」
か
ら
す
る
と
青

い
実

を
歌

っ
て

い
る
よ
う

で
も
あ

る
。
こ
れ
も
比
喩

の
表
現

で
、
や
は
り
季
節

の
景
物

と
し
て
の
橘

の
花
も

し
く

は
実
そ

の
も

の
を
詠
ん

で
は

い
な

い
。
自
然

の
物

の
美

そ
の

も

の
を
讚
え
よ
う
と
す
る
表
現

の
方
向

は
ま
だ
古
代
歌
謡

に
は
み
え
な

い

か
ら
当
然

と
い
え
ば
当
然

で
は
あ
る
。

『荊
楚
歳
時
記
』

に
よ
る
と
、
橘
を
産
す
る
中
国

の
江
南

で
は
、
五
月

五
日
に
、
日
本

の
薬
玉

に
対
応
す
る

「
長
命
縷
」

の
習
俗

が
あ

っ
た
。
香

り

の
好

み
の
差

で
は
な
く
、
花

の
季
節

の
ず
れ
か
ら
で
あ

ろ
う

が
、
こ
れ

に
は
楝

(お
う
ち
)

の
花
が
用

い
ら
れ
た
と

い
う
。
日
本

で
は
五
月

五
日

の
こ
ろ
橘

の
白

い
花
が
咲
く

の
で
、
芳
香
性
を
珍
重

し
、
ま
た
常
世
伝
承

に
さ
さ
え
ら
れ

て
橘

の
花

や
若

い
実
が
薬
玉
に
用

い
ら
れ

た
の
で
あ

る
。

古
代
歌
謡

の
時
代
は

『万
葉
集
』

の
第
二
期

に
も

及
ぶ
が
、
『万
葉
集
』

で
は
古
代
歌
謡

の
表
現
を
継
承
し
、
次

第
に
表

現
を
具
体
化

し

つ
つ
橘
そ

の
も

の
を
詠
む
よ
う

に
な
る
。
も
と
よ
り
、
直
線
的

な
展

開
で
は
な

い
が
、

花
橘
も
青

い
実
も
初
夏

の
景
物
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
、
花
橘

や
青

い
実

の
美

や
香
り
が
賞
美

の
対
象
と
し
て
表

現
さ
れ
る
。

『万
葉
集
』

の
橘

(三
)

人
麻
呂
歌
集
歌
の
表
現

『万
葉
集
』

の
橘

の
歌

と
し

て
早

い
の
は
、

「柿
本
朝

臣
人
麻
呂
歌
集

出
」
も
し
く
は

「柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
集
歌
」
と
す
る
歌
と

「柿
本
朝
臣

人
麻
呂
作
」

の
異
伝
を
も

つ
歌

で
あ
る
が
、
人
麻
呂
作

歌

の
例

は
な

い
。

橘

の

本

に
我
を
立

て

下
枝
取
り

成
ら
む
や
君
と

問
ひ
し
子

等
は
も

(
=

ー

二
四
人
九
)

…
…

念

へ
こ
そ

年

の
人
歳
を

き
り
髪

の

よ
ち
子
を
過
ぐ
り

橘

の

末
枝

を
過

ぐ
り

こ
の
河

の

下
に
も
長
く

汝

が
心
待

て

(
一
三
ー

三
三
O
九
)

こ
れ
ら
歌
集

所
出
の
歌
も

、
季
節

の
景
物
と
し
て
橘

を
歌

っ
て
は
い
な

い
。
と
も
に
恋

の
表
現

の
な

か
に
配
し
、
副
次
的
に
扱

っ
て
い
る
。
橘
を

入
れ
る
こ
と
で
清
純

な
イ
メ
ー
ジ

の
形
成
を
試
み
た
と
こ
ろ
は
応
神
記
紀

の
歌
謡
に
共
通
す
る
。
こ
と
に
前

の
歌

の

「
下
枝
取
」
の
表
現

は
歌
謡

の

「
(花
橘
は
)
下
枝

は

人
取
り
枯
ら
し
」
と
重
な
る
。
薬
玉
を
意
識

し
た

表
現
で
あ
ろ
う

が
、
い
ま
だ
明
確

に
は
表
現
し
な
い
。
花
咲
く
橘

の
樹
下

に
逢
う
恋

人
た
ち
の
構
図
を
構
成
し
て

い
る
。
こ
れ
と
同
時
代

に
橘
を
点

描
し

つ
つ
、
恋
を
歌

っ
た
歌

は
、
三
方
沙
弥
が
園
臣
生

羽
の
女
を
娶

っ
た

時

の
歌
、

一
二
七



『万
葉
集
』

の
橘

橘

の

蔭
ふ
む
道

の

八
衢
に

も

の
を
ぞ
思
ふ

妹

に
逢
は
ず
し

て

(二
ー

一
二
五
)

が
あ
る
。
後
に
は
左

注
に
豊
島
采
女

の
作

と
も

、
三
方
沙
弥

の
歌
を
誦
詠

し
た
異
伝
歌
と
も
す
る
、

橘

の

本
に
道
ふ
む

人
衢
に

も

の
を
ぞ
思
ふ

人

に
知
ら
え
ず

(六
-

一
〇
二
七
)

も
あ

る
。

こ
れ
ら

の
橘
は
た
だ
人
衢
の
道

に
植
え
ら
れ

て
い
る
街
路
樹

で

あ
り
、
直
截
的
に
内
容
に
か
か
わ

っ
て
く
る
矚

目
の
景

と
も

い
え
な

い
が
、

し
か

し
、
橘
に
よ

っ
て
連
想
さ
れ
る
真

っ
白

で
清
純
な
花

の
イ
メ
ー
ジ
が

歌

の
背
景
と
し

て
響

い
て
い
る
よ
う
に
も

み
え

る
。
八
衢

は
ま
た
歌
垣

の

場

で
も
あ
り
え
た
と
す
る
と
、
人
麻
呂
歌
集

歌

の
前

の
歌

と
重
な

っ
て
く

る
要
素
を
多
分

に
も

つ
。

人

麻

呂
歌

集

歌

の
後

の
歌

で
は
丈

比

べ
と

恋
を

歌

う
が

、
こ

こ

で

「橘
」

は

『伊
勢
物
語
』

の

「
筒
井
筒
」
に
対
比
で
き

る
位
置
が
与
え
ら

れ

て
い
る
。
そ

の

「橘

の

末
枝
」
は
や
は
り
応
神

記
紀

の
歌
謡

の
表
現

に
通
う

。
応
神
記
紀

の
歌
謡
が
背
景
に
お

い
て

い
た
五
月

の
野
遊
び
を

や

は
り
設
定

し
て
い
よ
う
が
、
季
節
意
識
と

の
か
か
わ
り
で
明
確
化

し
、
表

現
し
よ
う

と
し
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。

と
こ
ろ
が

「
同
石

田
王

の
卒
し
時
、
山
前
王

の
哀
傷
し
て
作
れ

る
歌

一

一
二
八

首
」

と
題
さ
れ
、
左
注
に

「
右

一
首
或

云
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
」
と
も
あ

る
山
前
王
作

の
石
田
王

の
挽
歌
に
は
、

…
…

朝
さ
ら
ず

ゆ
き
け
む
人

の

念

ひ

つ
つ

通

ひ
け
ま
く
は

霍
公
鳥

鳴

く

五
月

に
は

菖
蒲

花
橘

を

玉

に
貫

き

[
一
云

貫
き
交

へ
]

蘰

に
せ
む
と

九

月

の

し
ぐ
れ

の
時
は

黄
葉
を

折

り
挿
頭
さ
む

と

延
ふ
葛

の

い
や
遠
永
く

…
・.・

(三
-
四

二
三
)

と
み
え

る
。
石
田
王
生
前

の
行
為
と
し
て
表

現
さ
れ

た
に
す
ぎ
な

い
に
し

て
も
、
晩
秋

の
九
月

の
風
物
と
対
応
さ
せ
、
盛

夏

の
五
月

の
風
物
を
代
表

す
る
景
物

と
し
て
、
花
橘
を
霍
公
鳥

・
菖
蒲
と
と
も

に
選
ん

で
い
る
。

こ

れ
ら
は
常
世
伝
承
を
響

か
せ
な
が
ら
薬
玉

の
習
俗
に
か
か
わ

る
花
橘

や
実

を
蘰
に
貫
く
行
為

の
表
現

に
収
斂
さ
れ
、
多
く

の
歌

を
介
在
さ

せ
な
が
ら

家
持

の
歌

へ
と
展
開

し
て
い
く
。
と
も
あ
れ
、
前
に
み
た
天
智
紀

の
歌
謡

の

「
玉
に
貫
く
」
表

現
の
な
が
れ

の
う
え
で
、
明
確

に
季
節

の
景
物
と

し

て
描
写
し
、
寓
意
あ

る
表
現
あ

る
い
は
比
喩
と
は
異

な
る
表
現

と
な

っ
て

い
る
。

こ
こ
に
は
じ
め
て

み
え

る

「霍
公
鳥
」

と

の
取

合
わ

せ
も
、

『万

葉
集
』
で
は
季
節

の
景
物

と
し
て
の
橘
を
歌
う
重
要
な
表

現
と
な

る
。

さ
き

の
人
麻
呂

歌
集
歌

の
橘

の
表
現
は
、
古
代
歌
謡

の
表
現

と
重
な
り

展
開

し
た
も

の
と
も

み
え

た
。
と
こ
ろ
が
山
前
王

(柿
本

人
麻
呂
)
作

の



挽
歌

は
、

『文

心
雕
龍
』

の
物
色
論

な
ど

の
影
響
を
受

け

つ
つ
橘
そ

の
も

の
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
季
節

の
景
物
と

し

て
表
現
す
る
方
向
を
見
せ
始
め
る
。
以
後

の
歌
人
達

が
す

べ
て
明
確
な
季

節
感

に
よ

っ
て
橘

の
表
現
を
試
み
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
挽
歌
は
橘

を
明
確

に
夏

の
景
物
と
し

て
と
ら
え
、
花

と
玉

と
を
季
節
を
あ
ら
わ
す
も

の
と
し
て
歌
う
方
向
を
導

い
た
最
初

の
例
と

い
え
る
。
こ
の
流
れ

の
う
え

で
、
作
者
不
明
歌
群

で
も
、

か
ぐ
は
し
き

花
橘
を

玉
に
貫

き

贈

ら
む
妹

は

見

つ
れ

て
も

あ
る
か

(
一
〇
ー

一
九

六
七

・
夏
雑
歌

・
詠
花
)

片
搓
り

に

絲
を
ぞ
吾
が
搓
る

吾

が
背

子
が

花
橘
を

貫
か
む

と
も

ひ
て

(
一
〇
1

一
九

八
七

・
夏
相
聞

・
寄
花
)

と
歌
わ
れ
る
。
橘
を
玉
に
貫
く
習
俗

の
広
が
り
を
思
わ
せ
る
。
こ
れ
を
背

景

と
し
て
玉

へ
の
連
想
に
よ

っ
て
比
喩
に
用

い
、

鏡
な
す

吾
が
見
し
君
を

阿
婆

の
野

の

花
橘

の

珠

に
拾

ひ
つ

(七
-

一
四
〇
四
)

と

い

っ
た
挽
歌
も
詠
ま
れ
る
。
他
方
、
霍
公
鳥

と

の
取
り
合
わ

せ
は
、
霍

公
鳥
を
主

に
し
た
表
現

の
よ
う
で
も
あ
る
が
、

霍
公
鳥

来
居
も
鳴
か
ぬ
か

吾

が
屋
前

の

花
橘

の

地

に
落
ら

む
見
む

(
一
〇
1

一
九

五
四

・
夏
雑
歌

・
詠
鳥
)

『万
葉
集
』

の
橘

霍
公
鳥

花
橘

の

枝

に
居
て

鳴
き
響

せ
ば

花

は
散
り

つ
つ

(
一
〇
1

一
九

五
〇

・
夏
雑
歌

・
詠
鳥
)

霍
公
鳥

来
鳴
き
響
す

橘

の

花
散

る
庭
を

見
む
人

や
誰

(
一
〇
1

一
九

六
八

・
夏
雑
歌

・
詠
花
)

な
ど
と
み
え

る
。
こ
の
霍
公
鳥
が
橘

の
花
を
散

ら
す

イ
メ
ー
ジ
は
古
代
歌

謡

に
戻
す

と
、
「
香
妙

し

花

橘
は

上
枝

は

鳥

居
枯

ら

し

(記

四

三
)
」
と
詠
ま
れ
た
鳥
が

霍
公

鳥

で
あ

っ
た

こ
と
を
思

わ
せ
、
逆

に
古

代

歌
謡

で
は
具
体
化

さ
れ

て
い
な
か

っ
た
橘
を
枯

ら
す
鳥
が

、
石

田
王
挽
歌

以
来
、
同
じ
夏

の
鳥
と

し
て
橘
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
霍
公
鳥

に
限
定
し
て

表
出
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
と
も

い
え
る
。
こ
れ
ら
霍
公
鳥
が
橘

の
花
を

散
ら
す
と
い
う
表
現
も
古
代
歌
謡

の
表
現

の

一
つ
の
展
開

で
あ

っ
た

の
で

あ
る
。橘

の

林
を
植
え
む

霍
公
鳥

常
に
冬

ま
で

住

み
度

る
が
ね

(
一
〇
ー

一
九
五
八

・
夏
雑
歌

・
詠
鳥
)

の
歌
は
霍
公
鳥
を
主

に
し
た
表
現

で
あ
る
が
、
橘

と
取

り
合
わ

せ
た
歌

で

は
、
霍
公
鳥

に
寄

せ
る
思

い
の

一
つ
の
極
限

の
表

現
と
い
え
よ
う
か
。

こ

れ
と
同
じ
趣
向
を
も

つ
歌
と

し
て
は
、

霍
公
鳥
を
詠
む

一
首

[并
短
歌
]

鶯

の

生
卵

の
中

に

霍
公
鳥

獨
り
生
れ
て

な
が
父

に

似

て

一
二
九



『万
葉
集
』

の
橘

は
鳴
か
ず

な
が
母
に

似

て
は
鳴

か
ず

卯

の
花

の

咲
き
た
る

野
邊
ゆ

飛
び

翻
り

来
鳴
き
響
も

し

橘

の

花
を
ゐ
散
し

終

日
に

喧

け
ど
聞
き

よ
し

幣

は
せ
む

遠
く
な
去
き
そ

吾
が
屋

戸

の

花
橘

に

住

み
度
れ
鳥

(九
-

一
七
五
五

・
雑
歌
)

反

歌

掻
き
霧

ら
し

雨
ふ
る
夜
を

霍
公
鳥

鳴

て
去
く
な
り

あ
は
れ

そ

の
鳥

(九
i

一
七
五
六

・
雑
歌
)

も
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
み
て
く

る
と
、
霍
公
鳥
と
花
橘

の
組
み
合
わ

せ
に
は
、
外

か
ら
、
考
え

よ
う

に
よ

っ
て
は
常
世

(他
界
)
か
ら
、
卯

の

花

の
野

(垣
)

す
な
わ
ち
境
を

こ
え

て
訪
れ
た
霍
公
鳥
が
、
常
世

の
も

の

で
あ

る
わ
が
家

の
花
橘
を
住

家
と

し
、
わ
が
物
顔

に
散
ら

す
と

い
う

イ

メ
ー
ジ
が
形
成

さ
れ

て
い
た
よ
う

に
み
え
る
。

こ
の
型
に
よ

っ
て
歌
わ
れ

る
歌
は
多

く
、
家
持

の
歌

に
も
展
開
さ
れ
る
。

ま
た
玉
に
貫

く
こ
と
に
か
か
わ
ら

せ
て
い
う
と
、
藤
原
夫
人
が
霍
公
鳥

と

の
か
か
わ
り
で
の
詠

ん
だ

、

ほ
と
と
ぎ
す

い
た
く
な
鳴
き
そ

汝
が
声
を

五
月

の
玉
に

あ

へ
貫
く
ま
で
に

(八
ー

一
四
六
五
)

が
み
え
る
。
こ
れ
は
霍
公
鳥

の
声
を

五
月

の
玉

に
ま
じ
え
て
貫
く
と

い
う

も

の
で
、
秀
逸

な
表

現
と
い
え

よ
う

。
同
様

の
発
想
は
巻
十
、

=
二
O

霍
公
鳥

汝
が
初
声
は

我
に
も

が

五
月

の
玉
に

交

へ
て
貫
か

む

(
一
〇
1

一
九

三
九

・
夏
雑
歌

・
詠
鳥
)

に
も

み
え

る
。

こ
れ
は
、
家
持
に
も
享
受

さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら

に
橘
が
歌
材
と
し
て
定
着

し
て
く
る
と
、
独
自
性
は
季
節

の
違

い

に
よ

っ
て
生

み
出
さ
れ
る
だ
け
と
い

っ
た
歌
も
含
め

て
、
橘
そ

の
も

の
表

現

と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
さ
し
ず

め
、

風

に
散
る

花
橘
を

袖

に
受

け
て

君
が
御
跡
と

思
ひ

つ
る
か

も

(
一
〇
ー

一
九
六
六

・
夏
雑
歌

・
詠
花
)

吾
が
屋
前

の

花
橘
は

落

に
け
り

悔

し
き
時
に

会

へ
る
君
か

も

(
一
〇
1

一
九
六
九

・
夏
雑
歌

・
詠
花
)

雨
間
開
け

て

国
見
も
せ
ん
を

故
郷

の

花
橘
は

散
に
け
む
か

も

(
一
O
l

一
九
七

一
・
夏
雑
歌

・
詠
花
)

な
ど

で
あ
る
。
散
る
花

の
を
惜
し
む
表
現

の

一
バ
リ

エ
ー
シ

ョ
ン
と
し
て
、

た
ま
た
ま
橘

の
花
で
歌
わ
れ
た
趣

で
、
表
現

と
し
て
橘
で
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
と
も
み
え
な

い
。
作
者

に
は
橘

に
か
か
わ

る
思

い
が
あ

っ
た
に
し
て

も

、
表
現
と
し
て
は
個
性
が
少

な
く
、
個

々
の
思

い
を
窺

い
知
る
こ
と
は

で
き
な

い
。

と
も
あ
れ
、
季
節
と
か
か
わ
る
橘

は
、
石
田
王
挽
歌

(三
-

四
二
三
)

以
来
、
習
俗
と
し
て

の
玉
に
貫
く
行
為

や
同

じ
季
節

の
霍
公
鳥
と

の
と
り



あ
わ
せ
に
よ

っ
て
夏

の
景
物

の
表
現

と
し
て
定
着

し
、
橘
に
か
か
わ
る
定

型
と
し
て

の
表

現
を

形
成

し
た
と
い

っ
て
よ

い
。

(四
)

家
持

の
橘

の
歌
と
そ
の
始
発

家
持

は
万
葉
歌
人

の
な

か
で
も
橘
を
好
ん
だ
歌
人

の
代
表
的
な

一
人
で

あ

る
。
家
持

は
ま
た
霍
公
鳥
を
愛
し
た
代
表
的
な
歌
人
で
も
あ

っ
た
。
最

初

の
橘

の
歌

は
巻

八
の
夏
雑
歌

の
部

に
み
え
、
前
節
で
橘
に
か
か
わ
る

一

定
型

と
し
て
み
た

「玉

に
貫
く
」
習
俗
、
あ
る

い
は
霍
公
鳥

と
の
取
り
合

わ

せ
で
歌
う

。

大
伴
家
持

の
橘

の
歌

一
首

吾
が
屋
前

の

花
橘

の

何
時
し
か
も

珠
に
貫
く
べ
く

そ
の
實

成
り
な
む

(人
-

一
四
七

八
)

大
伴
家
持
橘

の
花
を
惜
し
む
歌

一
首

吾
が
屋
前

の

花
橘
は

落
り
過
ぎ

て

珠
に
貫

く
べ
く

實

に
成

り

に
け
り

(八
-

一
四
八
九
)

大
伴
家
持
霍
公
鳥

の
晩

く
喧

く
を
恨

む
る
歌
二
首

吾
が
屋
前

の

花
橘
を

霍
公
鳥

来
喧

か
ず
地

に

落

し
て
む
と

か

(八
-

一
四
人
六
)

の
三
首
が
早

い
時
期

の
歌
で
あ
る
。

一
連

の
歌

で
は
な
い
が
、
最
初

の
歌

『万
葉
集
』

の
橘

は
花
よ
り
は
薬
玉
に
す
る
青

い
実

を
期
待

し
て
歌

っ
て
い
る
。
青

い
実
を

明
確

に
歌

っ
た

の
は
家
持
独
自

の
表
現

の
よ
う

で
あ
る
。
第
二
首
は
こ
れ

に
対
応

し
、
橘
が
玉
に
貫
く

の
に
た
え

る
青

い
実

に
な

っ
た
こ
と
を
喜

ぶ

も

の
で
あ
る
。
ま
た
第

三
首

は
橘

の
花
が
散
り

か
け

て
い
る

の
に
、
霍
公

鳥
が
来
鳴
か
ぬ
こ
と
を
恨
む

歌
で
あ

る
。
こ
れ
ら
家
持

の
三
首

の
歌
は
詠

作
年
次
を
明
示
し
な

い
の
で
、
正
確

に
は
何
時
詠
ま
れ
た

の
か
不
明
で
あ

る
。
た
だ
、
玉
に
抜

く
こ
と
も

、
霍
公
鳥
と

の
取
り
合
わ
せ
も
、
先

に
見

た
石
田
王
挽
歌
と
こ

の
表
現

の
流
れ
を
継
承
し
、
青

い
実
は
と
も

か
く
、

橘

の
花

の
散
る
こ
と
を
も
表
現
す

る
よ
う

に
な

っ
て

い
た
巻
十
夏
雑
歌

、

(4
)

天
平
十
五
年
以
前

の
奈
良
時
代

の
歌
と
さ
れ
る
作
者
不
明
歌
群

の
表
現

と

重
な
る
。
し
た
が

っ
て
当
然

、
家
持
は
同
時
代

の
橘

の
歌
を
意
識

し
つ
つ

詠
ん
だ
と
、
ま
ず

は
考
え
ら
れ
る
。
巻
八
に
み
え
る
よ
う
に
霍
公
鳥

の
歌

は
藤
原
夫

人

(
一
四
六

五
)
・
志
貴
皇
子

(
一
四
六
六
)
・
弓
削
皇
子

(
一

四
六
七
)

な
ど

に
も
あ

り
、
後

に
家
持
が
摂
取
す
る
表

現
も

み
え

る
が
、

こ

の
時
点

で
は
家
持

に
は
影
響
し

て
い
な

い
。
巻

八
で
注
意

し
た
い
こ
と

は
、
神
亀

五
年

(七

二
八
)

の
旅
人

の
妻
大

伴
夫

人
の
死
去

に
際

し
、
太

宰
府

に
派
遣
さ
れ

た
弔
問
使
石
上
朝
臣
堅
魚

を
労
う
宴

の
旅
人

の
歌

に
橘

と
霍
公
鳥

の
組
合

せ
が

み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、

式
部
大
輔
石
上
堅
魚
朝
臣

の
歌

一
首

;

二



『万
葉
集
』

の
橘

霍
公
鳥

来
鳴

き
響

す

卯

の
花

の

と
も

に
や
來
し
と

問
は
ま

し
屯

の
を

(人
-

一
四
七
二
)

右
は
神
亀

五
年

の
戊
辰

、
大
宰
帥
大
伴
卿

の
妻
大
伴
郎
女
病

に
遇
ひ
て
長

逝
す

。
時

に
、
勅
使
式
部
大
輔
石
上
朝
臣
堅
魚

を
大
宰
府

に
遣
し
て
喪
を
弔

は
せ
、
并

せ
て
物
を
賜
ふ
。
其

事

、
既
に
畢
は
り
て
、
驛
使
及
び
府

の
諸
卿
大
夫
等
と
共
に

記
夷

の
城
に
登
り
て
、
望
遊
す

る
日
、
乃
ち
此

の
歌
を
作
る
。

大
宰

の
帥
大
伴
卿
和

す
る
歌

一
首

橘

の

花
散
る
里

の

霍
公
鳥

片
戀

し

つ
つ

鳴
く

日
し
そ
多
き

(人
-

一
四
七
三
)

と

い
う

二
首
で
あ
る
。
旅
人

の
歌

の
上
二
句

と
霍
公
鳥

の
組

み
合
わ

せ
は
、

橘

の

花
散
る
里
に

通
ひ
な
ば

山

霍
公
鳥

響
さ
む
か
も

(
一
〇
1

一
九

七
八

・
夏
雑
歌

・
譬
喩
歌
)

と
あ

る
巻
十

の
作
者
不
明
歌
群

の
橘

の
歌
の
表

現
と
も
通
う

。
先
後
関
係

は
わ

か
ら
ず
、
旅
人

の
歌
は
巻
人
編
纂

の
結

果
た
ま
た
ま
こ
の
位
置
を
得

た
に
し
か
す
ぎ
な

い
に
し
て
も
、

一
連

の
配
列
に
よ

っ
て
大
伴
夫
人

の
死

(5
)

と
結
び

つ
け
て
意
味
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

に
は
家
持

の

歌

に
み
え

た
橘

の
花
を
玉
に
貫
く

こ
と
は
歌
わ
れ
て

い
ず

、
臆
測

の
域
を

出
な

い
が

、
家
持

の
こ
の
時
期

の
橘

・
霍
公
鳥

・
卯

の
花

の
歌

に
は
、
母

=
二
二

の
死
と
こ
れ
ら

二
首

の
歌
に
か
か
わ
る
特
別

の
思

い
が
篭
め
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な

い
か
。

二
首

の
歌
は
弔
問
使

石
上
堅
魚
を
労
う
宴
で
も
あ
る
。

主
賓

と
主
人

の
挨
拶
的
な
歌
と
し
て
詠

ま
れ

た
に
し

て
も
、
二
人
を
ふ
く

む

一
座

の
人

々
に
は
暗
黙

の
了
解

と
し
て
夫
人

の
死
が
意
識
さ
れ
て

い
よ

う

。
す
く
な
く
と
も
、
旅
人
は
そ

の
意
識

で
詠
ん

で
い
た
。
し
た
が

っ
て
、

巻

八
の
旅
人

の
歌

の
後
に
置
か
れ
た
家
持

の
橘

や
霍
公
鳥
を
歌
材
と
す
る

歌
は
こ
の
流
れ

に
つ
な
が
る
と
み
う
る
。

巻

人
の
年
時
表
記

の
下
限
は
天
平
十

五
年

で
あ
り

、
家
持

の
歌
も
こ
れ

以
前

の
歌

と
な

る
。
巻
八

の
成
立
を
論

じ
て
、
伊
藤
博
氏
は
、
夏
雑
歌
と

(
6
)

夏
相
聞

の
部

は
後

に
付
加
さ
れ
た
部
分
と
説
か
れ
る
。
理
由
は
、
秋
雑
歌

も
同
様

で
あ

る
が
、
題
詞

で
家
持

の
氏
名

に
姓
表
記
を
加
え
ず
、
家
持

の

私
的
な
歌
集

か
ら
撰
ぼ
れ
た
歌
群
で
あ
る
可
能
性
が
強

い
か
ら
と

い
わ
れ

(7
)

る
。
橘

や
霍
公
鳥

の
歌

は
夏
雑
歌
に
み
え
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と

の
配
列
が

一
群

の
歌

と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
も
強

い
。

先

の
家
持
作

一
四
八
六
番
歌
は

こ
の
旅
人

の
歌
を
意
識

し
て
い
た
よ
う

に
み
え
る
。
父
と
妣
を
偲
び

つ
つ
橘

の
花
散

る
里
を
訪
れ

ぬ
霍
公
鳥
を
恨

む
、
そ
う
し
た
趣
向

で
歌
わ
れ

て
い
る

の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
家
持

の
出
自
と
生

い
立
ち
で
あ
る
が
、
妾
腹

の
子
な
が
ら
、

嫡
子
と
し
て
太
宰
府

に
伴
わ
れ

、
大
伴
夫
人
に
育
て
ら
れ

た
と
み
ら
れ

て



(8
)

い
る
。
家
持

の
誕
生
年

は
諸

説
あ

る
。

『公
卿
補
任
』

の
宝
亀
十

一
年

の

着
任
記
事

で
は
天
平
元
年
己
巳

(七

二
九
)

の
生
ま
れ
と
す
る
。
こ
れ

に

よ
れ
ば
神
亀

五
年

に
は
生

ま
れ

て
い
な
か

っ
た

こ
と
に
な
る
。
延
暦

四
年

の
薨
去

の
記
事

に
も
年
齢
を
書

か
な

い
け
れ
ど
も
、
天
応
元
年
条
で
は
何

に
も
と
つ

い
た
か
、
「
六
十
四
」

と
す

る
。
こ
れ
は

『大
伴
系
図
』

の
延

暦
四
年

に
六
十

八
歳

で
薨
去

し
た
と
す

る
書
き
込

み
記
事
と
対
応
す
る

の

(
9
)

で
、
重
視
さ
れ
て

い
る
。
逆
算
す
れ
ぼ
養
老

二
年

(七

一
人
)

の
生
ま
れ

と
な
る
。
大
伴
夫
人
が
亡

く
な

っ
た
神
亀

五
年

に
は
満
十
歳
、
養
母
大
伴

夫
人

の
死
を
明
確
に
意

識
し
、
悲

し
み
え

る
年
齢

で
あ

る
。
堅
魚
を
労
う

宴
に
参
加
し
え
た
か
定
か
で
な
い
が

、
彼

は
母

の
死
を
霍
公
鳥

や
橘

や
卯

の
花

の
季
節
と
結
び

つ
け
、
さ
ら
に
も

し
堅
魚

と
旅
人

の
歌
を

こ
の
と
き

知
り
得

て
い
た
と
す
れ
ば

い
ず

れ
も

記
憶
に
と
ど
め
た
で
あ

ろ
う
。
た
と

え
家
持
が
弔
問
使
接
待

の
宴
で
堅
魚

と
旅
人
が
交

わ
し
た
歌

に
直

に
接

し

な

か

っ
た

に
し

て
も
、
彼
が
歌
を
詠

み
始
め
た
頃
、
父
の
歌
を
知
り
得
る

機
会

は
あ
り
え
た
。
父
旅
人
は
天
平
三
年
、
彼
が
十
三
歳

の
時

、
薨
去

し

た
か
ら

で
あ
る
。
彼
が
遺
品

の
な
か
に
父
旅
人

の
歌
を
見
い
だ

し
た
と
す

れ
ば

、
父

の
歌

に
妣

の
死

の
記
憶
を
呼
び
寄
せ
、
あ
ら
た
め
て
母
の
死
の

季
節

の
風
物

と
し
て
の
橘
と
霍
公
鳥
を
蘇
ら
せ

つ
つ
歌
を
詠

む
に
至

ら
せ

た
で
あ

ろ
う

。
家
持

の
少
年
期

の
歌
作

に
お

い
て
母

の
死

の
記
憶
と
む
す

『
万
葉
集
』

の
橘

び

つ
き
、
父
も
母

の
死

の
痛

み
を
表
現
す

る
の
に
も
ち

い
た
橘
と
霍
公
鳥

は
特
別

の
も

の
で
あ
り
え
た
し
、
時
代

の
好
尚
と
も
重
な
り

つ
つ
、
彼

の

橘

と
霍
公
鳥

へ
の
こ
だ
わ
り
を
育

ん
だ

と
み
え

る
。
巻
八
が
家
持

の
編
に

な

る
も

の
で
は
な

い
に
し
て
も
、
彼

の
私

の
控
え

に
夏
雑
歌

一
連

の
も

の

と
し
て
、
自
ら
彼

の
橘

の
歌

の
前

に
堅
魚

と
父

の
歌
を
配

し
て
い
た
と
す

る
と
、
彼

の
こ
れ
ら

の
歌
は
母

の
死

の
記
憶
を
背
後

に
も

つ
父

の
歌
と
無

縁
の
も

の
で
は
な
か

っ
た

こ
と
を
窺

わ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

旅
人

の
歌

の
あ
と

に
は
、
坂
上
郎
女

の
霍
公
鳥

の
歌

、

大
伴
坂
上

の
郎
女
筑
紫

の
大
城

の
山

を
思

ふ
歌

一
首

今
も

か
も

大
城

の
山

に

霍
公
鳥

鳴

き
響
む
ら
む

吾
無
け
れ

ど
も

(八
ー

一
四
七
四
)

大
伴
坂
上

の
郎
女

の
霍
公
鳥

の
歌

一
首

何
し
か
も

幾
許
く
戀
ふ

る

霍
公
鳥

鳴
く
音
聞

け
ば

戀

こ
そ

益
さ
れ

(八
-

一
四
七

五
)

二
首

の
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
前

の
歌
は
、
先

の
宴
に
彼

女
も
参
加

し
て

い
た
か
と
思
わ
せ
る
。
後
者
も

そ
の
記
憶
か
ら
紡
が
れ
る
大
伴
女
郎

へ
の

思

い
を
潜
め
て

い
る
と
理
解

可
能

で
あ

る
。
か
か
る
読
み
が
で
き
れ
ぼ

、

今

の
想
定
と
は
別
に
、
家
持

は
父
の
死
後

に
保
護
者
と
な

っ
た
大

伴
坂

上

郎
女

か
ら
父

の
霍
公
鳥

の
歌

の
事
情
を
含
む
大
伴
女
郎

の
死
に
か
か
わ
る

一
三
三



『万
葉
集
』

の
橘

話

を
聞

く
こ
と
も
あ
り
え
た
。
家
持
に
は
巻
八
春
雑
歌

の
天
平

四
年
以
前

の
歌

(
一
四
四

一
・
一
四
四
六
)
、
春
相
聞

の
天
平

五
年

三
月
以
前
と

み

な
さ
れ
る
歌

(
一
四

四
人
)
、
巻

四

の
前
後

か
ら

天
平
四
年

の
作

(亠登

一
・
六

一
二
)
と

み
ら
れ
る
歌
も
あ
る
が
、
巻
六

・
九
九

三
番
歌

や
九
九

八
番
歌

に
よ

る
と
、
大
伴
坂
上
郎
女
は
大
伴
女

郎
と
か
か
わ
ら

せ
つ

つ
天

(
10
)

平

五
年

こ
ろ
家
持
を
歌

の
世
界
に
誘

っ
て

い
た
よ
う

に
み
え

る
。

以
上

の
よ
う

に
先

の
三
首

の
歌
は
配
列
位
置
か
ら
し
て
比
較
的
若

い
時

代

の
歌

で
あ
る
と
み
え
、
霍
公
鳥

や
卯

の
花

・
橘

に
は
、
旅
人

の
歌

に
詠

ま
れ
た
養
母

の
死

の
記
憶
が
深
く
結
び

つ
い
て
い
た
よ
う

に
み
え
る
。

ホ

ト
ト
ギ

ス
は
亡
魂
と
か
か
わ
る
鳥

と
さ
れ
る
が

、
家
持

の
歌
は

一
字

一
音

仮
名
表

記
以
外
は
、

『万
葉
集
』

に
共
通
す
る

「霍
公
鳥
」

の
表

記
で
統

一
さ
れ
る
。
家
持

の
歌

の
元

の
表

記
で
も
あ
り
え

る
か
ら
、
霍
公
鳥
を
こ

と
さ

ら
亡
魂
鳥

に
か

か
わ
ら

せ
な
く

て
よ
い
が
、
家
持

に
と

っ
て
霍
公

鳥

・
卯

の
花

・
橘
は
あ
る
時
期

、
妣

の
死

と

つ
な
が
り
、

一
般
的
な
嗜
好

の
み

で
み
る
と
漏
れ
落

ち
る
も

の
を
潜

め
て
い
た
と

み
た

い
。
こ
こ
に
家

持

の
橘

の
歌
と
霍
公
鳥

の
歌

の
始
発
点
が
あ

ろ
う
。

霍
公
鳥

の
歌
に

つ
い
て
み
る
と
、

大
伴

家
持

の
霍
公
鳥

の
歌

一
首

卯

の
花
も

い
ま
だ
開

か
ね
ぼ

霍
公
鳥

佐
保

の
山
邊
に

来
鳴

一
三
四

き
響
も
す

(八
-

一
四
七
七
)

の
よ
う
に
、
橘

の
歌
よ
り
さ
き

に
卯

の
花
と
取
り
合
わ
せ
で
歌

っ
て
い
る
。

し
か
し
こ

の
取
り
合

わ
せ
も

石
上
朝
臣
堅
魚

の
歌
に
み
え

た
。
卯

の
花

の

歌
は
橘
よ
り
少

な
く
て
集
中

二
十
四
首
、
う
ち
十
六
首

は
霍
公
鳥

と
取
り

あ
わ
せ
で
あ
る
。
家
持

の
歌

は
六
首
、

い
ず
れ
も
や
は
り
霍
公
鳥

と
取
り

あ
わ
せ
で
あ
る
。
こ
れ
も
巻
十

の
作
者
不
明
歌
群

に
み
え

る
か
ら

、
や
は

り

一
般
的

な
表

現
で
は
あ
る
が
、

こ
こ
に
も
妣

の
死
に
結
び

つ
く
要
素
が

あ

っ
た
と
み
う

る
。

霍
公
鳥

に

つ
い
て
み
る
と
、
巻
八

の
夏
雑

歌

の
部

に
は
家
持

は
ほ
か
に

も
、

大
伴
家
持
霍
公
鳥

の
晩
く
喧

く
を
恨
む

る
歌

二
首

(
の

一
首
)

霍
公
鳥

念
は
ず
あ
り
き

木

の
晩

の

か
く
成

る
ま

で
に

奈
何

か
来
喧
か

ぬ

(八
-

一
四
八
七
)

大
伴
家
持
霍
公
鳥
を
懽
ぶ
歌

一
首

何
處

に
か

鳴
も
し
に
け
む

霍
公
鳥

吾
家

の
里
に

今
日

の
み

ぞ
鳴
く

(八
-

一
四
八
人
)

大
伴
家
持
霍
公
鳥

歌

一
首

霍
公
鳥

待
て
ど
来
喧

か
ず

菖
蒲
草

玉

に
貫
く
日
を

い
ま
だ

遠
み
か

(人
i

一
四
九

〇
)



大
伴
家
持

雨

の
日
霍
公
鳥

の
喧
く
を
聞
く
歌

一
首

卯

の
花

の

過
ぎ
ば
惜

し
み
か

霍
公
鳥

雨
間
も
置
か
ず

こ
ゆ

喧
き
渡

る

(八
-

一
四
九

こ

大
伴
家
持

の
霍
公
鳥

の
歌

二
首

夏
山

の

木
末

の
繁

に

霍
公
鳥

鳴
き
響
む
な
る

声

の
遙
け
さ

(人
-

一
四
九
四
)

足
引

の

許

の
間
立
ち
く
く

霍
公
鳥

か
く
聞
き
始
め
て

後
恋

ひ
む
か
も

(八
i

一
四
九
五
)

と
六
首

の
歌
が
み
え

る
。
最
初

の
三
首

の
歌

の
前

に
配
さ
れ
た
歌
は
も

ち

ろ
ん
、
後

に
続

く
歌
も
旅
人

の
歌

の
流
れ

に
位
置
付
け
ら
れ
た
も

の
は
、

同
様

の
理
解
を

し
て
よ
か
ろ
う

。

家
持

の
作
歌

の
初

め
の
こ
ろ
の
霍
公
鳥

へ
の
こ
だ
わ
り
も

一
般
的
な
霍

公
鳥
愛
好

の
流
れ

と
重
な
り
な
が
ら
も
、
深
層
に
養
母

の
死

の
季
節

に
対

す
る
意

識
を
潜

め
て
い
た

、
あ

る
い
は
旅
人

の

一
四
七
三
番
歌
を
意
識

し

た
流
れ

の
上

に
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

橘

の
歌

に
も
ど

る
と
、
大
嬢

に
贈

っ
た
橘

の
歌
、

大
伴
家
持
橘

の
花
を
攀
じ

て
坂
上
大
嬢
に
贈
る
歌

一
首
并
短
歌

い
か

と

い
か

と

あ

る
吾

が
屋
前

に

百
枝
刺

さ

し

お
ふ
る
橘

玉

に
貫
く

五
月
を
近

み

あ
え
ぬ
が

に

花
咲
き
に
け
り

朝

に

『万
葉
集
』

の
橘

日
に

出

で
見

る

ご
と

に

気

の
緒

に

吾

が
念

ふ
妹

に

銅

鏡

清
き
月
夜
に

直

一
眼

覩

す
る
ま
で
に
は

落
り

こ
す
な

ゆ
め

と
い
ひ
つ
つ

幾
許
く
も

吾
が
守

る
も

の
を

う
れ
た
き
や

し

こ
霍
公
鳥

暁

の

裏

悲
し
き

に

追

へ
ど
追

へ
ど

な
ほ
し
来
鳴

き

て

い
た
づ
ら
に

地
に
散
ら

せ
ば

す

べ
を
な
み

攀
じ
て
手

折

つ

見
ま
せ
吾
妹
兒

(八
-

一
五

〇
七

・
夏
相
聞
)

反

歌

望
降
ち

清
き
月
夜
に

吾
妹
兒

に

覩

せ
む
と
念

ひ
し

屋
前

の

橘

(人
ー

一
五
〇
人
)

妹
が
見
て

後
も
鳴
か
な
む

霍
公
鳥

花
橘
を

地
に
落
し

つ

(八
-

一
五
〇
九
)

に
お

い
て

「
霍
公
鳥

・
来
鳴

・
橘

・
散
」
を
用

い
つ
つ
詠
ん
で

い
る
こ
と

に
注
意
す
る
と
き
、
こ
れ
も
広
く

は
旅
人

の
巻
八

・
一
四
七
三
番
歌
の
表

現

の
流
れ

の
上
に
あ
る
と
理
解

し
た
い
。
こ
の
歌
が
よ
ま
れ
た
天
平
十

二

年
ご
ろ
よ
り
前
、
天
平
八
年

に
は
す

で
に
、
次

に
み
る
葛
城
王

へ
の
橘
姓

の
下
賜
が
あ

っ
た
か
ら
、
家
持
も

こ
の
こ
と
を
意
識

の
内
に
い
れ
え

る
時

期

に
あ

っ
た
が
、
後

に
見
る
そ
の
際

の
表
現

に
重
な
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん

ど
な

い
。
こ
れ
は
坂
上
女
郎
を
介

し
た

二
人

の
私
的
な
関
係

の
な
か
で
共

有
し

て
い
た
理
解
を
前
提

に
詠
ん

で
い
る
と

い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
嬢

一
三
五



『万
葉
集
』

の
橘

も
好
ん
だ
が
ゆ
え
贈

っ
た
に
し
か
す
ぎ
な

い
に
し
て
も
、
二
人
が
共
通
し

て
も
ち
え
た
で
あ

ろ
う
大
伴
夫
人

の
死

の
記
憶
と

つ
な
が
る
、
香
り
高

く

白

い
橘
花
と
い
う
理
解
を
基
盤

に
し
つ
つ
歌

っ
て
い
る
と
し
え
る
な
ら
ば

、

大
嬢
を
招

い
て
み
せ
た
い
と
思

い

つ
つ
、
果

た
せ
ぬ
う
ち
に
、
霍
公
鳥
が

散
ら
し
て
し
ま

い
そ
う
だ

か
ら
と
い

っ
て
、
折
り
と

っ
て
贈
る
と
歌
う
と

こ
ろ
に
、
二
人

の
よ
り
深

い
心

の
交
わ
り
を
読

み
取
る

こ
と
も
で
き
る
。

こ
う
し
た
記
憶

は
家
持

の
表

現
を
最
後
ま

で
限
定
し
た
わ
け
で
は
な

い

が
、
橘
と
霍
公
鳥

の
歌
に
は
基

調
低
音

の
よ
う

に
ひ
び

い
て
い
た
よ
う
に

み
え
る
。
巻
十
七
に
は
天
平
十

三
年
以
後
霍
公
鳥

と
の
取
り
合
わ
せ
た
歌

が
み
え
、
天
平

「
十
六
年

四
月
五
日
独
り
平
城

の
故
宅

に
居

て
作
れ
る
歌

六
首
」
に
も
、

橘

の

に
ほ

へ
る
香

か
も

霍
公
鳥

鳴
く
夜

の
雨

に

移
ろ

ひ
ぬ

ら
む

(
一
七
-
三
九

一
六
)

橘

の

に
ほ

へ
る
苑
に

霍
公
鳥

鳴

く
と
人
告
ぐ

網
刺
さ
ま
し

を

(
一
七
i
三
九

一
人
)

鶉
鳴
き

古
し
と
人
は

思

へ
れ
ど

花
橘

の

に
ほ
ふ

こ
の
屋
戸

(
一
七
-
三
九

二
〇
)

な
ど

の
歌
が
み
え
る
。
越
中

の
国
司
と
し
て
赴
任

し
た
後

の
天
平
十
九
年

四
月

に
、
「
立
夏
四
月
、
既

に
累

日
を

経

て
未
だ
霍
公
鳥

の
喧

く
を
聞
か

一
三
六

ざ

る
に
由
り

て
、
因

に
恨
め
る
歌
を
作

る
二
首
」

と
し
て
、

玉

に
貫
く

花
橘
を

と
も
し
み
し

こ
の
吾
が
里

に

来
鳴
か
ず

あ

る
ら

し

(
一
七
i
三
九
八
四
)

の
よ
う
な
歌
も
詠
ん

で
い
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
後

、
天
智
紀
歌
謡
以
来
、

山
前
王

の
挽
歌
を
介

し
て
定
着
し
た
花
橘

を

「玉

に
貫
く
」
と

い
う
表
現

を
展
開

し

つ
つ
、
さ
き
に
み
た
藤
原
夫

人
の
歌

や
巻
十

の

一
九
三
九
番
歌

な
ど
に
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
表
現
を
吸
収

し
な
が
ら

、

吾
が
背
子
は

玉

に
も
が
も
な

霍
公
鳥

声

に
あ

へ
貫
き

手

に

巻
き

て
ゆ

か
む

(
一
七
-

四
〇
〇
七
)

と
い

っ
た
表
現
を
な

し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
花
橘
あ

る
い
は
橘

の
実
は
表

に
で
て
き

て
は
い
な

い
が
、
そ
れ
が

ベ
ー

ス
に
な

っ
て
表
現
さ
れ

て
い
よ

う
。
こ
れ
は
、
そ

の
少

し
前

の
、

吾

な
し
と

な
侘
び
わ
が
背
子

霍
公
鳥

鳴

か
む

五
月

は

玉
を

貫

か
さ
ね

(
一
七
ー

三
九
九
七
)

に
匂
わ
し

て
い
た
も

の
を

一
部

で
あ
ら
わ

に
し
た
と
も
い
え
る
が
、

(花

橘
)
・
背
子

・
霍
公
鳥

の
声
を

ま
ぜ
て
五
月

の
玉

に
貫

く
と
い
う
表
現
も

一
つ
の
流
れ
と
し
た
。

も
と
よ
り
、
家
持

は

『万
葉
集
』
に
お
け
る
も
う

一
つ
の
橘

の
表
現
を

吸
収
す
る
。
い
わ
ば
立
場
上
取
り
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
表

現
で
も
あ
り

、



彼

の
表

現
探
究

の
行
き
着

く
と
こ
ろ
と

し
て
目

に
し
た
表
現
で
も
あ

っ
た
。

そ
れ
は
中

国

の
詩
文

に
み
え

る
表
現

の
流
れ

で
あ
る
。

(五
)

霜
を
凌
ぐ
橘

橘

は
す

で
に
み
た
よ
う

に

『万
葉
集
』

で
は
初
夏

の
景
物

と
し
て
性
格

づ

け
ら
れ

て
き

た
が
、
巻
六
、

冬
十

一
月
、
左
大
辨
葛
城
王
等
、
姓
橘

の
氏
を
賜

は
り
し
時

の

御
製
歌

一
首

橘
は

實
さ

へ
花
さ

へ

そ

の
葉
さ

へ

枝

に
霜
降
れ
ど

い
や
常

葉

の
樹

(六
-

一
〇
〇
九
)

右
冬
十

一
月
九
日
、
従

三
位

葛
城
王

、
従

四
位
上
佐
為
王
等
、

皇
族

の
高
名
を
辞
し
て
、
外

家

の
橘

の
姓
を
賜
は

る
こ
と
す

で

に
訖
は
り
ぬ
。
時
に
太
上

天
皇

、
々
后
共

に
皇
后

の
宮
に
在
り
。

以
て
肆
宴

を
な
し
、
即
ち
橘
を
賀

ぐ
歌
を
御
製
り
た
ま

ひ
、
并

せ

て
御

酒
を
宿

祢
等

に
賜
ふ

。

(中
略
)
今
、
案
内
を
檢

す
る

に
、
八
年

十

一
月
九

日
、
葛
城
王
等
橘
宿
祢

の
姓
を
願
ひ
て
表

を
上
り
、
十
七

日
を
以

て
表

の
乞

ひ
に
依
り

て
橘
宿
祢
を
賜
ふ
。

は
左
注

に
あ

る
と
お
り
、
天
平

八
年
十

一
月
十
七

日
に
葛
城
王
が
橘

の
氏

名

を
授

け
ら
れ
た
著
名
な
歴
史
的
な
出
来
事

に
か
か
わ
る
歌
で
、
季
節

と

『万
葉
集
』

の
橘

も

か
か
わ

っ
て
、
ま

っ
た
く
異

な
る
表

現
を
な

し
た
。
そ
れ
は
中
国

の
詩

文

の
表
現
を
吸
収
し
た
詔
に
依
拠
す

る
表
現

で
あ

っ
た
。
こ
こ
を
ま
ず

み

て
み
よ
う
。

『続
日
本
紀
』
に
み
え

る
上
奏
文

に
よ
る
と
、
橘

の
氏
名
は
は
や
く
元

明
天
皇

の
和
銅
元
年

十

一
月
廿

五
日
の
大
嘗
祭

の
辰

の
日

の
節
会

で
、
母
、

県
犬
養
連
三
千
代
が
累
代

の
天
皇

に
尽
く
し
た
歴
年

の
功
績
を
た
た
え

て

授
け
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
葛
城
王
は
母

の
名
誉

あ
る
氏
名
を

絶
や
さ

な

い
た
め
に
橘

の
氏
名
を
求

め
た
と

い
う
。
上
奏
文

に
よ

っ
て
、
三
千
代

へ
の
元
明
天
皇

の
詔
を

み
る
と
、

廿
五
日
、
御
宴
あ
り
。
天
皇
、
忠
誠

の
至
を
誉

め
て
坏

に
浮

か
べ
る

橘

を
賜
ひ
き
。
勅

し
て
日
ひ
し
く
、
「
橘
は
菓
子

の
長
上
に
し

て
、

人
の
好
む
所
な
り
。
柯
は
、
霜
雪
を
凌
ぎ

て
繁
茂
り

、
葉
は
寒
暑
を

経

て
彫

ま
ず
。
珠
玉
と
共
に
光
に
競

ひ
、
金

・
銀

に
交
り

て
逾
美
し
。

是
以

て
汝

の
姓
は
橘
宿
禰
を
賜
ふ
」
と
の
た
ま
ひ
き
。

(
『続
日
本
紀
』

天
平

八
年
十

一
月
十

一
日
条
)

と
あ

る
。
こ
の
詔
は
、
橘

の
菓
実

と
し
て
の
味

・
霜
雪
を

し
の
ぐ
枝

の
繁

り

・
寒
暑

に
か
か
わ
ら
な

い
葉

の
生
命
力

・
黄
金
色

の
実

の
美
し
さ
と

い

う

、
橘

の
特
性
を
す

べ
て
と
り
あ
げ

て
讚
え
、
そ

の
す
ば
ら
し

い
木

の
名

を
氏
名
と
し

て
あ
た
え
る
と
い
う

。
も

と
よ
り
、
橘

の
氏
名

の
下
賜
に
は
、

=
二
七



『万
葉
集
』

の
橘

古
詩

の
、

橘
柚

華
実
を
垂
れ

乃
ち
深
山

の
側
に
在

り

君

我

が
甘
き
を

好

め
り
と
聞
く

竊

に
独
り
自
ら
雕
飾
す

身

を
玉
盤

の
中
に
委
ね

歴
年

食

せ
ら
れ
ん

こ
と
を
冀
ふ

芳
菲
柑
ひ
投
ぜ
ず

青
黄
忽

に

色
を
改
む

人

儻
と

し
て
我
が
知
を
欲
ふ

君
に
因
り
て
羽
翼
を

為
す

(古

詩
類
苑
)

や
、
こ
れ
に
よ
る

『文
選
』
雑
擬

、
「劉
文
学

[槙
]
感
遇
」
、
な
ど
を
視

野

に
入
れ

て
、
歴
年

の
奉
仕
を
讚
え

る
と
と
も
に
、
「
橘

の
す
ば

ら
し
さ

も
、
天
皇

の
助
け
に
よ

っ
て
現
れ

て
く

る
の
だ
」

の
意
味
を
潜
め
て

い
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
橘

の
表

現
は

『芸
文
類
聚
』
巻
第
八
十
六

・
菓

子
部
上

に
み
え
る

「
橘
」

の
条
に
収
載

さ
れ

た
橘

に
か
か
わ
る
多
様
な
表

現
、
た
と
え
ぼ

、

園

に
嘉
樹
有
り
。
橘
柚
煌
煌

た
り

円
丹
に
し
て
翫
ぶ

べ
し

口
気

芬
芳
と
し

て

受
く
る
に
玉
盤
を
以
て
し

君
子

の
堂

に
升

る

味

は
既

に
滋
し

て
事
は
美
な
り

実

は
厥

苞

の
最
良

た
り

(宋
謝
恵
連
橘
賦
)

萎

菱
は
庭
樹

に
暎
え

枝
葉
は
秋
芳
を
凌
ぐ

故
条

は
新
実
を
雑

へ

金

翠
共

に
霜
を
含
む

枝
を
攀
じ
て
縹

の
幹
を
折
る
に

甘

く
旨
き

こ
と
瓊
漿

の
若

し

無
仮

に
し

て
雕
飾
を
存
し

玉
盤

の
余
自
ら
嘗

一
三
八

む

(梁
簡
文
帝
詠
橘
詩
)

衝
箔
は
隴
首

に
発

り

朔
雪
は
炎
洲
に
度
る

江
南

の
桂

を
摧
折

し

漢
北

の
楸
を
離
披
す

独
り
霜
を
凌
ぐ
橘
有
り

栄
麗
に
し
て
中
州

に
在
り

従
来
自

ら
節
有

り

歳
暮
何
ぞ
憂

へ
む

(斉
虞
義

橘
詩
)

増
枝

の
木

既
に
英
を
緑
地

に
称
げ

金
衣

の
果

亦
体
を
玉
盤

に

委

ぬ

雲
夢

の
千
樹
を
見

江
陵

の
十
蘭

に
笑
む

葉
葉

の
雲
は
琉

璃
と
共
に
し

て
碧
を
並

べ

枝
枝

の
日
は
金
輪
と
與
に
丹
を
共
に
す

若
く

は
す
な
は
ち
秋
夜
に
初
め
て
露

し

長
郊

(皎

力
)
素
な
ら
ん

と
欲
す

風
寒
を
齎
し
て
北
よ
り
来

り

鴈
霜
を
銜
み

て
南
に
渡
る

方

に
藻
を
年

の
深
き
に
散
じ

遂
に
貞

を
冬

の
暮

に
凝
す

(梁
呉
颱
橘
賦
)

麗
樹
江
浦
を
標

ひ

結
翠
芳
蘭
に
似
た
り

焜
煌

た
る
玉
散
を
衡
し

照
曜

た
る
金
丹
を
衣
ふ

愧
じ
て
以
て
雕
飾

す
る
こ
と
無
く

徒
然

と
し
て
玉
盤

に
登

る

(梁
徐
攜
詠
橘
詩
)

と
あ
る
、
金
色

の
実

の
美

し
さ
と
味

の
良
さ
、
花
房
や
葉

の
美

し
さ
、
金

色

の
実
と
翠

の
葉

が
霜
を
凌
ぐ
だ
け

で
な
く
冬
に
繁
る
こ
と
を

こ
も

ご
も

讚
え
る
諸
例
で
あ
る
。
も

と
よ
り
中
国

で
は
常
世

の
も

の
と
し
な
い
。
南

方

の
橘
が
北
に
移
さ
れ
て
寒

さ
に
耐
え
な
が
ら
四
季

の
美

し
さ
を
保

つ
こ

と
を
讚
え
る
。
前

の
詔
は
こ
れ
ら

に
学
び
、
そ

の
表
現
を
総
合
し
た
の
で



(
11
)

あ

る
。

『芸

文
類
聚
』
は

『
日
本
書

紀
』
に
利
用
さ

れ
た
か
ら
、
詔
勅
制

作

に
あ
た

っ
た
大
政
官

の
官
人
も
ま
た
目
に
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
。

聖
武
天
皇

の
さ
き

の
御

製
は
、
左
注

に
み
え

る
よ
う

に
、
葛
城
王

の
上

奏
が
聞
き
届
け
ら
れ
、
橘

の
氏
名
が

下
賜

さ
れ

た
同
月
十
七

日
の
祝
宴
で

歌
わ
れ
た
。
時
は
十

一
月

の
半
ば

、
橘

の
冬

の
姿
を
歌
わ
ね
ぼ
な
ら
な

い
。

同
じ
く
冬
に
出
さ
れ
た
元
明
天
皇

の
詔

に
み
え
た
表
現
、
霜
を
凌
ぐ
美
し

さ
を
含
む
橘

の
特
長
全
体

を
表
現

し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
詔
を
簡

潔

に
表
現
し
た
歌
に
な

っ
て
い
る
。
御
製

と

『芸
文
類
聚
』
は
詔
を
介
し
た

間
接
的
な
影
響

関
係

に
な

る
が

、
漢
詩
文

の
流
れ
を
汲
む
表
現
が
歌

の
な

か
に
も
継
承

さ
れ
た
。
他

に
こ
の
流
れ
を
く
む

『万
葉
集
』

の
橘

の
歌
は
、

後

に
ふ
れ
る
、
冬

の
橘
を
歌

っ
た
と

み
ら
れ
る
河
内
女
王

の
歌

(
一
八
ー

四
〇
五
九
)
、
粟

田
女

王

の
歌

(
一
八
-

四
〇
六
O
)
と
、

こ
れ
ら

に
学

ん
だ
家
持

の
歌

(
一
人
ー

四
〇
六
三

・
六

四
)
、
そ
れ

以
前

の
橘

に
か
か

わ

る
表

現
を
総
合

し
た

「橘

の
歌
」

(
一
八
-

四

一

一
一
)
を
あ
げ
る

こ

と
が
で
き

る
。

(六
)

家
持
の
橘
の
歌
と
そ
の
影
響

家
持
は
さ
き

に
み
た
よ
う
に
、
若

い
こ
ろ

の
橘

や
霍
公
鳥

の
歌

に
は
妣

の
死

の
記
憶

や
母

の
死
に
か
か
わ
る
父

の
歌

の
表
現
を
響

か
せ
て
い
た

に

『万
葉
集
』

の
橘

し
て
も
、
家
持

は
歌

の
表
現

に
お

い
て

こ
こ
に
停
滞

せ
ず

、
多
様
な
表
現

の
可
能
性
を
開

い
て
い
た
。

二
十

一
歳

の
と
き
家
持

は
内
舎
人

と
し
て
出

仕
し
た
と
み
ら
れ

て
い
る
が
、

こ
れ
よ
り
さ
き
、
天
平
十
年

に
奈
良
麻
呂

の
宴

の
席

に
連
な

る
機
会
を
え

て

い
る
。

こ
の
と
き

の
歌

で
は
黄

葉
を

歌

っ
て
い
る

(人
ー

一
五
九

一
)
。
し
か
し
、
こ

の
こ
ろ
に
は
橘

の
表
現

に
、
橘

の
氏
名
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
は
あ

っ
た
と
み
て
よ

い
。

こ
の
こ
と

は
、
多
く

の
人

の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
、
改

め
て
い
う
必
要
は
な

い
。
と

こ
ろ
が
巻
十
八

に
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た

「粟

田
女
王
歌

一
首
」
、

月
待
ち

て

家
に
は
ゆ
か
む

わ
が
挿

せ
る

あ
か
ら
橘

か
げ
に

み
え

つ
つ

(
一
八
-
四
〇
六
O
)

を
含
む

「太

上
皇

御
在
於
難
波
宮
之
時

歌
七
首

[清
足
姫
天
皇
也
]
」

と

題
さ
れ
た
七
首

の
歌
群

が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
四
〇
三
二
番
歌

の
題
詞
に

「天
平
廿
年
春
三
月
廿
三
日
、
左
大
臣
橘
家

の
使
者
造
酒
司
令
史

田
辺
福

麻
呂
を
守
大
伴

宿
瀰
家
持

の
館

に
饗

す
。
云
々
」
、
七
首
目

の
左
注

の
末

に

「
伝
誦

の
人
は
田
辺
史
福
麻
呂
、
是
な
り
」
と
あ
る
こ
と
で
、
天
平

二

十
年
三
月
二
十
三
日
に
橘
家

の
使
者
と
し

て
越
中
を
訪

れ
た
田
辺
史
福
麻

呂
が
、
家
持

に
伝
え

た
歌
と
知
ら
れ
る
。
太
上
天
皇

の
難
波
宮
滞
在

は
天

平
十
六
年

の
閏

一
月
十

一
日
か
ら
十

一
月

十
四
日

(
『続
日
本
紀
』
天
平

十
六
年
閏

一
月
十

一
日
条

・
二
月

二
十
四
日
条

・
十

一
月
十

四
日
条
)

に

一
三
九



『万
葉
集
』

の
橘

及
び
、
橘
諸
兄
邸
を
も
訪
ね

て
宴
が
催
さ
れ
、
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

粟

田
女
王

の
歌

の
読
ま
れ
た
季
節
は
何
時
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

歌

の
表
現

か
ら

し
て
、
夏

で
は
な
く
冬
以
後

で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

に
、
家
持

は
二
首

の
追
和
す

る
。

後

に
追
和
す

る
橘

の
歌

二
首

常
世
物

の

こ
の
橘

の

い
や
照
り

に

わ
ご
大
王
は

今
も
み
る

ご
と

(
一
八
-
四
O
六
三
)

大
王

は

常
磐

に
坐
さ
む

橘

の

殿

の
橘

ひ
た
照
り

に
し

て

(
一
八
-

四
〇
六
四
)

家
持

の
こ

の
追

和
は
天
平
二
十
年

三
月

二
十

三
日
か
ら

四
月

一
日
ま

で
の

間
と
み
ら
れ
る
。
橘
諸
兄
を
意

識
し

つ
つ
、
橘

の
照

る
様
子

に
よ

っ
て
太

上
天
皇

の
長
寿

を
願

っ
て

い
る
と
み
て
よ
い
。
作
歌
時
期

に
つ
い
て
は
、

「
後
追
和
」
と
あ
る

「
後
」
に
注
意

し
て
、
天
平
二
十
年

で
は
な
く
、
遙

(12
)

か

に
後

に
加
え
ら
れ
た
と
す
る
説
も
あ

る
が
、
元
正
天
皇

の
崩

じ
た
の
は

『続

日
本
紀
』

天
平

二
十
年
夏

四
月
二
十

一
日
条

に
、
「
太
上
天
皇
寝
殿

に
崩

じ
た
ま
ふ
。
春
秋
六
十
有
九
な
り
」
と
あ
る
と
お
り
で
あ

る
か
ら
、

こ
の
直
前

の
歌
、

つ
ま
り
田
辺
福
麻
呂

の
訪
れ
て

い
る
頃
と
み
る
べ
き

で

あ

る
。
太

上
天
皇

の
不
予

の
報
は
す

で
に
、
「太

上
天
皇
、
枕
席
安

か
ら

ず

し
て
、
や
や
弦
朔
を
経
た
り
。
医
薬
治
療

い
ま
だ
効
験
を
見
は
さ
ず

。

一
四
〇

天
下
に
大
赦
す

べ
し
」

(
『続
日
本
紀
』

天
平
十
九
年
十

二
月
十

四
日
条
)

の
詔
が
出
さ
れ

て
お
り
、
家
持
も
知
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
福
麻
呂
が
元

正
上
皇

の
橘
諸
兄
邸
を
訪
れ

て
宴
し
た
折

の
歌
を
伝
誦

し
た
の
も
、
太
上

天
皇

の
病
気
が
話
題

に
な

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
家
持

の
歌

に
は
天
皇

の

病
気

の
恢
復
を
願
う
呪
的
な
意
味
も
込
め
ら
れ
て
お
り
、
田
道

間
守

の
と

き
じ
く
の
か
ぐ

の
み
実

の
伝
誦
も
意
識
さ
れ
て

い
た
と
み
ら
れ

る
。
田
辺

福
麻
呂

の
訪
問
が
契
機

に
な

っ
た
も

の
か
、
翌
年
、
家
持

は
、

橘

の
歌

一
首

[并
短
歌
]

か
け
ま
く
も

あ

や
に
畏

し

皇
神
祖

の

神

の
大
御
代

に

田
道

間
守

常

世
に
渡

り

人
矛
持
ち

ま
ゐ

で
来
し
時

と
き
じ
く

の

香
具

の
菓

子
を

畏
く
も

残

し
た
ま

へ
れ

國
も
狭
に

生
ひ
た

ち
栄
え

春
さ
れ
ぼ

孫
枝
萌

い
つ
つ

霍
公
鳥

鳴
く
五
月
に
は

初
花
を

枝
に
手

折
り
て

乙
女
ら

に

苞

に
も
遣
り
み

し
ろ
た

へ
の

袖
に
も
こ
き
れ

香

ぐ
は
し
み

置
き

て
枯
ら
し
み

あ
ゆ

る
実
は

玉
に
貫
き

つ
つ

手

に
纏
き

て

見
れ
ど
も
あ
か
ず

秋

づ
け
ば

し
ぐ
れ

の
雨
零
り

あ

し
ひ
き

の

山

の
木
末
は

紅

に

に
ほ
ひ
散
れ
ど
も

橘

の

成
れ
る
そ
の
実

は

ひ
だ
照
り

に

い

や
見
が
ほ
し
く

み
雪
ふ
る

冬

に
い
た
れ
ば

霜
置
け
ど
も

そ

の
葉
も

枯
れ
ず

常
磐
な
す

い
や
さ
か
は
え

に

し
か
れ

こ
そ



神

の
御

代
よ
り

よ
ろ
し
な

へ

こ
の
橘
を

時
じ
く

の

香
具

の

木

の
実

と

名
づ

け
け
ら
し
も

(
一
八
-
四

一
一
一
)

反
歌

一
首

橘

は

花

に
も
実

に
も

見

つ
れ
ど
も

い
や
時
じ
く
に

な
ほ
し

見
が

ほ
し

(
一
八
-

四

一
一
二
)

(13

)

と
歌
う

。
こ
れ

は
も

と
よ
り
橋
本
達
雄
氏

の
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
越
中

の
国

に
あ

っ
て
、
都

の
橘
氏
を
意
識

し
つ
つ
、
詠
ま
れ
た
歌
と
み
て
よ
い
。

同
時

に
歌

の
詠
ま
れ
た

の
は
天
平
感
宝
元
年

(天
平
勝
宝
元
年

)
閏

五
月

廿

三
日
で
あ

っ
た

か
ら
、

つ
づ
く
七
月
に
阿
倍
内
親
王

の
立
太

子
が
予
定

さ
れ

、
藤
原
仲
麻
呂
が
光
明
子
と
組
ん
で
紫
微
中
台

の
長
官
と
な
り
権
力

を
掌
握

し
よ
う
と

し
て
い
た
時
期

で
あ

っ
た
。
文

芸
意

識
に
支
え
ら
れ

た

歌

で
は
あ

る
が
、
詠
歌

の
動
機
に
は

こ
こ
に

い
た
る
世
情

の
動
き
も
影
響

し
て
い
よ
う
。
橘
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
田
道

問
守

の
伝
承

、
橘
氏

の

賜
姓

に
か
か
わ
る
詔
、
あ
る

い
は
そ

の
背
後

に
あ
る

『芸
文
類
聚
』

に
み

ら
れ
た
中
国

の
橘

の
詩
や
賦

の
表

現
を
多

く
摂
取

し

つ
つ
橘
を
讚
え

て
い

る
。
な
か

で
も

「多

知
波
奈
乃

成
流
其
實
者

比
太
照
尓

伊
夜
見
我

保
之
久
」

の
表
現
は
橘

の
実
際
を
表

現
し
た
と
い

っ
て
も

よ
い
が
、
前

に

見
た

『芸
文
類
聚
』

に
あ
げ
ら
れ
た
漢
詩
文

の
影
響
を
う

け
た

と
こ
ろ
と

み
る

こ
と
が

で
き
、
し
か
も
従
来

の
夏

の
風
物

と
し
て
の
橘

の
域
を
超
え
、

『万
葉
集
』

の
橘

橘
氏

に
か
か
わ

っ
て
表
現
さ
れ
て
き
た
橘

の
表

現
を
取

り
込
ん

で
い
る
。

家
持

に
と

っ
て
橘
は
、
夏
を
代
表
す
る
、
花

の
ひ
と

つ
で
、
そ

こ
に
は
季

節

の
風
物
を
越
え
た
思

い
入
れ
が
あ

っ
た
こ
と
は
す

で
に
触
れ
た
が
、

こ

こ
に
は
橘

に
つ
い
て
さ
ら
な
る
思

い
入
れ
が
あ

り
、
冬

の
橘

や
伝
説

の
橘

を
含

め
た
総
合
的
な
表
現
を
完
成
さ
せ
た
と
い
え

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
歌
に
は
、

引
き
攀
じ

て

折
ら
ぼ
散

る
べ
み

梅

の
花

袖

に
ご
き
れ

つ

染

ま
ば
染
む
と
も

(八
ー

一
六
四
四
)

に
学

ん
だ

と
も

い
え

る
、

「
し
ろ
た

へ
の

袖

に
も

こ
き
れ

香

ぐ
は
し

み

置
き

て
枯

ら
し
み
」
と

い
う
表

現
が
あ

っ
た
。

こ
れ

は
、
『古
今

和

歌
集
』

の
橘
に
か
か
わ
る
歌
と
し
て
著
名
な
、

さ

つ
き
待

つ
花

橘

の
香
を

か
げ
ば
昔

の
人

の
袖

の
香
ぞ
す
る

(
『古
今
和
歌
集
』
夏

・
一
三
九

・
よ
み
人
し
ら
ず
)

の
表
現

の
前
史

を
な
し
、
注
釈

と
な
り
え
る
と
も

い
え
る
。
こ
こ
で
は
橘

の
香
が
別
れ
た
人

の
袖

の
香

と
か
さ
ね

つ
つ
歌
わ
れ
る
が
、
そ

の
袖

の
香

は
焚
き
染
め
た
香

の
薫

り
と
す

る
注
釈
が
多

い
。
そ

の
な
か
で
、
竹
岡
正

夫
氏

は
こ
の

「
(花
橘

を
)
し
ろ
た

へ
の

袖

に
も

こ
き
れ
」
と

の
関
係

(14
)

を
指
摘

さ
れ
る
。
橘

の
花
を

こ
き
入
れ

て
袖
に
香
り
を
移
す
と
い
う
表
現

に
着
目
す
る
と
き
、
恋
人
が
袖

に
移
し
た
橘
そ

の
も

の
の
香

を
甦

ら
せ
て

一
四

一



『万
葉
集
』

の
橘

い
る
と
い
え
る
。

「橘

の
香
」
と

い
う
、

『万
葉
集
』

で
も
そ
れ

と
な
く
意

識
さ
れ

て
い
た
橘

の
香
を
明
確
化
し
た
表
現
で
捉
え
直

し
、
物
語
的

に
詠

ん
だ

と
い

っ
て
よ

い
。
す
な
わ
ち
、
袖
に

い
れ
た
橘

の
花

と
香

り
に
つ
つ

ま
れ

た
人

と
と
も

に
し
た
時
間

の
記
憶
が
、
花
橘

の
咲
く
時

、
そ
の
香

と

と
も

に
甦

っ
て
く

る
こ
と
を
歌
う

の
で
あ
る
。
こ

の
歌
に
よ

っ
て
家
持

の

「橘

の
歌

」
は

『古
今
和
歌
集
』

へ
と
新
し

い
相
貌
で
生
命

を

つ
な
い
だ

と

い
え
る
。
こ
の
流
れ

に
位
置

し
て
、

『千
載
和
歌
集
』

(
一
七
二
番

歌
)

で
も
橘

の
香
を
袖

に
し
め
る
こ
と
が
歌
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

注(
1
)

『別
冊
国
文
学

四
六

万
葉
集
事
典
』

「
た
ち
ば
な
」

(上

野
理

氏
執
筆

・
平
成

五
年

八
月
)

(
2
)

前
掲
書

(
3
)

一
般
に
古
代
歌
謡

の
注
釈
書

で
は
多
く

「
ほ
つ
も
り
」
は
未
詳

と
し
、
「
あ
か
ら
」

の

「
あ
か
」

は

「赤

い
」

と
理
解

し
て
い
る
。

た
だ

し
、
土
橋
寛
氏

は

『古
代

歌
謡

全
注
釈
古
事

記
編
』

(昭
和

四
十
七
年

一
月
)

で

「
明
か
ら
」
と
し
、
「
『明
』

る
い
、

つ
や
や

か
な
色
を

い
う
」
と
さ
れ
て

い
る
。

(4
)

伊
藤

博

『万
葉
集

の
構

造
と
成

立
』

上

(昭
和

四
十
九
年

九
月
)

(5
)

井
手

至

『万
葉
集
全
注
』
第
人

(平
成

五
年

四
月
)

四
二

(6
)

伊
藤

博

前
掲
書

(
7
)

伊
藤

博

前
掲
書

(8
)

霊
亀

二
年
説

(尾
山
篤

二
郎

『大
伴
家
持

の
研
究
』

昭
和

三
十

一
年

四
月
)
・
養
老
元
年
説

(久
松
潜

一

「
大
伴
家
持
」

『
日
本
歌

人
講
座

1

・
上
古

の
歌
人
』
昭
和

四
十

三
年

十
月
)
・
養
老

二
年

説

(小
野
寛

「家
持

内
舎

人
任
官
年
時
考

」

『大
伴
家
持
研
究
』

昭
和
五
十
五
年

三
月
)
・
養
老
三
年
説

(藤
田
寛
海

「大
伴
家
持
」

『講
座

日
本
文

学
』

上
代
編

2

昭
和

四
十
三
年
十

一
月
)
・
養

老
四
年
説

(山
本
健
吉

『大
伴
家
持
』
昭
和
四
十
六
年
七
月
)

(9
)

小
野

寛

前
掲
書

(10
)

中
西

進

『大
伴
家
持
』

1

(平
成
六
年
八
月
)

(11
)

小
島

憲
之

『上
代

日
本
文

学
と

中
国
文
学
』

上

第

三
篇
」

(昭
和
三
十
七
年
九
月
)

(12
)

伊
藤

博

『万
葉
集
全
注
』
巻
十

八

平
成
四
年
十

一
月

(13
)

橋
本

達
雄

「
橘
讚
歌

と
そ

の
周

辺
」

『大
伴
家
持
作
品

論
攷
』

昭
和
六
十
年
十

一
月

(14
)

竹
岡
正
夫

『古
今
和
歌
集
全

評
釈
』
上

昭
和

五
十

一
年
十

一

月

本
稿
は
平
成
六
年
度
和
歌
文
学
会
大
会
で
の
発
表
を
加
筆
証
正
し
た
も
の

で
あ
る
。

(本
学
教
授
)


