
h、
居

松

橋

山

の

大
和
国
の
歌
枕
の
ひ
と
つ
に
倉
橋
山
(
倉
椅
山

・
倉
梯
山

・
椋
橋
山
)
が
あ

る
。
十
市
郡
倉
橋
村
、
現
今
の
地
名
で
い
え
ば
桜
井
市
倉
橋
の
近
く
に
あ
る
山

で
あ
る
。
た
だ
し
現
在
で
は
、
そ
う
い
う
名
称
の
山
は
存
在
せ
ず
、
寺
川
(
こ

れ
が
、
倉
橋
川
で
あ
る
と
い
う
)
右
岸
の
音
羽
山
を
指
す
と
も
、
左
岸
の
御
破

裂
山
の
あ
る
山
塊
を
よ
ん
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
大
井
重
二
郎

氏
の
『
南
葉
大
和
』
(
立
命
館
出
版
部
、
昭
げ
・

6
)
に
は
、

倉
橋
山
は
従
来
磯
城
郡
多
武
峰
村
東
端
の
音
羽
山
と
考
へ
ら
れ
来
っ
た

が
、
多
武
峰
略
記
に
「
天
智
九
年
間
九
月
六
日
改
ニ
大
織
冠
聖
廟
-
移
ニ
倉

橋
山
多
武
峰
L
と
見
え
、
破
裂
山
を
中
心
の
山
実
を
倉
橋
山
と
称
し
、

音
羽
山
は
剣
道
・
百
ノ
市
の
村
落
を
通
ず
る
路
を
墳
と
し
て
鋒
立
す
る
高

山
を
指
し
、
倉
橋
山
と
は
別
個
の
山
葉
で
あ
る
。

と
あ
る
。
し
か
し
、
歌
枕
と
し
て
の
倉
橋
山
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
本
稿

安

純

生

田

に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
考
証
は
、
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
た
だ
、
大
和

国
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
山
、
と
考
え
て
お
く
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
歌
枕
と
し
て
の
倉
橋
山
を
考
え
る
際
に
は
、
『
夫
木
抄
』
巻
二

十
に

「
く
ら
は
し
山
大
和
丹
後
」
と
あ
り
、
『
歌
枕
名
寄
』
が
大
和

・
丹

後
の
両
国
に
倉
橋
山
の
項
を
立
て
て
い
る
ほ
か
、
『
藻
塩
草
』
巻
四
な
ど
に
も

「
や
ま
と
又
た
ん
ど
」
と
あ
る
の
で
、
丹
後
国
の
山
と
す
る
異
説
の
存
在
を
配

慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
『
能
因
歌
枕
』
『
五
代
集
歌
枕
』

『
和
歌
初
学
抄
』
『
八
雲
御
抄
』
と
い
っ
た
歌
学
書
が
、
一
致
し
て
そ
の
所
在
を

大
和
国
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
平
安
朝
に
お
い
て
は
、
現
実
に
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
大
和
国
の
山
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

倉
橋
山
、
さ
ら
に
倉
橋
川
が
丹
後
国
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
倉
橋
に
か
か
る
枕
詞
の
「
は
し
た
て
の
」
を
丹
後
国
の
名
所
で
あ
る
天
の

橋
立
と
混
同
し
た
た
め
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
結
果
、
「
は
し
た
て
の
倉
橋
山

(
倉
橋
川
)
」
す
な
わ
ち
「
天
の
橋
立
の
近
く
の
倉
橋
山
(
倉
橋
川
)
」
と
想
像

し
た
わ
け
で
あ
る
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
早
く
契
沖
が
、
『
勝
地
吐
懐
編
(
一
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巻
本
)
』
の
中
で
「
丹
後
と
い
ふ
説
は
、
橋
立
を
あ
ま
の
は
し
だ
て
と
心
得
損

じ
た
る
也
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
丹
後
与
謝
郡

の
項
に
も
「
和
州
の
倉
椅
な
る
を
ば
、
後
世
其
冠
辞
橋
立
と
い
ふ
を
附
会
し
て

彼
名
を
此
に
移
し
た
る
な
ら
ん
」
と
あ
り
、
現
在
、
天
の
橋
立
の
西
南
に
倉
梯

山
や
倉
梯
川
(
野
田
川
)
が
あ
る
の
を
後
人
の
付
会
と
し
て
い
る
が
、
首
肯
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
『
貫
之
集
』
に
は
、
倉
橋
山
を
詠
み
込
ん
だ
次
の
よ
う
な
歌
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。在

原
元
方
が
も
と
に
お
く
れ
る

し
ら
雲
の
た
な
び
き
わ
た
る
く
ら
は
し
の
山
の
ま
っ
と
も
君
は
知
ら
ず
や

右
は
、
御
所
本
の
本
文
に
よ
り
、
表
記
を
少
し
変
え
て
引
用
し
た
が
、
『私

家
集
大
成
I
』
に
翻
刻
さ
れ
た
歌
仙
家
集
本
で
は
第
二
句
が
「
た
な
び
き
ゐ
た

る
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
本
願
寺
本
で
も
「
た
な
び
き
わ
た
る
」
と

な
っ
て
い
る
ほ
か
、
『
夫
木
抄
』
巻
二
十
所
収
の
同
じ
歌
で
も
「
た
な
び
き
わ

た
る
」
と
あ
る
。
「
わ
た
る
」
な
ら
ば
、
「
く
ら
は
し
山
」
の
「
は
し
」
と
縁
語

に
な
り
、
貫
之
は
、
別
に
「
白
雲
の
た
な
び
き
わ
た
る
あ
し
ひ
き
の
山
の
た
な

(
1

)
 

は
し
我
も
わ
た
ら
ん
」
(
『
貫
之
集
』
)
と
も
歌
っ
て
い
る
の
で
、
「
た
な
び
き
わ

た
る
」
が
も
と
も
と
の
本
文
で
あ
ろ
う
。
後
に
藤
原
朝
忠
が
、
「
天
徳
四
年
内

装
歌
合
」
の
一
番
左
に
「
く
ら
は
し
の
山
の
か
ひ
よ
り
春
が
す
み
年
を
つ
み
て

や
立
ち
わ
た
る
ら
む
」
と
詠
み
、
判
者
の
藤
原
実
頼
か
ら
「
橋
に
わ
た
る
な
ど

い
ふ
も
さ
も
あ
り
な
む
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
先
雌
と
な
る
も
の
で
あ

る。
第
四
句
の
「
ま
つ
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
松
」
に
「
待
つ
」
を
掛
け

て
い
る
。
つ
ま
り
、
貫
之
は
、
「
私
が
待
っ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
な
い
の
で
す

か
」
と
、
元
方
を
軽
く
批
難
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
一
種
の
挨
拶
の

歌
で
、
「
松
」
と
「
待
つ
」
と
の
掛
詞
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
し
、
さ
ほ
ど

注
目
す
べ
き
作
品
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
問
題
な
の
は
、

「
待
つ
」
を
い
う
た
め
に
、
な
ぜ
倉
橋
山
の
松
を
も
っ
て
き
た
か
と
い
う
ζ

と

で
あ
る
。
朝
忠
の
場
合
は
、
歌
題
の
「
霞
」
に
よ
っ
て
、
ま
ず
「
霞
:
・立
ち
わ

た
る
」
と
い
う
詞
句
を
思
い
つ
き
、
そ
と
か
ら
「
く
ら
は
し
の
山
」
「
年
を
つ

み
て
」
を
引
き
出
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
倉
橋
山
を
歌
枕
の
中
か
ら
選
び
と

る
に
至
っ
た
道
筋
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
貫
之
の
場
合
、
た
な
び

き
わ
た
る
白
雲
を
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
前
提
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
「
た
な
び
き
わ
た
る
」
が
先
に
心
に
浮
か
ん
で
「
く
ら
は
し
の
山
」

が
連
想
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
倉
橋
山
が
先
に
心
に
あ
っ
て
、

そ
れ
と
関
連
す
る
「
た
な
び
き
わ
た
る
」
を
思
い
つ
い
た
、
と
推
測
し
た
方
が

自
然
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
貫
之
が
倉
橋
山
を
詠
み
込
ん
だ
理
由
を
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
。

倉
橋
山
を
詠
ん
だ
歌
は
、
古
く
『
古
事
記
』
下
巻
に
(
た
だ
、
貫
之
が
『
古

事
記
』
を
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
)
、
速
総
別
王
が
女
鳥
王

と
と
も
に
倉
橋
山
を
越
え
て
逃
亡
し
た
と
き
の
作
と
し
て
、

は
し
た
て
の
倉
椅
山
を
さ
が
し
み
と
岩
か
き
か
ね
て
わ
が
手
と
ら
す
も

は
し
た
て
の
倉
椅
山
は
さ
が
し
け
ど
妹
と
の
ぼ
れ
ば
さ
が
し
く
も
あ
ら
ず
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と
い
う
短
歌
形
式
の
二
首
の
歌
謡
が
見
え
、
『
万
葉
集
』
で
も
、

椋
桁
の
山
を
一
両
み
か
夜
ご
も
り
に
出
で
く
る
月
の
光
と
も
し
き

(
巻
三
、
二
九
O
、
間
人
宿
祢
大
浦
)

倉
橋
の
山
を
高
み
か
夜
ど
も
り
に
出
で
く
る
月
の
片
待
ち
が
た
き

(
巻
九
、
一
七
六
三
、
沙
弥
女
王
)

橋
立
の
倉
椅
山
に
立
て
る
白
く
も
見
ま
く
欲
り
わ
が
す
る
な
へ
に
立
て
る

白
く
も

(
巻
七
、
一
二
八
二
、
作
者
未
詳
)

と
歌
わ
れ
て
い
る
。
間
人
大
浦
の
歌
は
『
猿
丸
集
』
に
、
沙
弥
女
王
の
歌
は

(

2

)

 

『
古
今
六
帖
』
第
一
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
古
今
六
帖
』
所
収
の
、

と
と
に
の
み
逢
ふ
と
は
い
ひ
て
倉
橋
の
峰
の
し
ら
雲
た
っ
た
ひ
に
け
り

(
第
一
、
五

一
九
、
人
丸
)

く
ら
は
し
の
山
の
雪
に
も
あ
ら
な
く
に
ま
づ
人
さ
き
に
身
の
ふ
り
ぬ
ら
ん

(第二
、
八
八
三
、
作
者
未
詳
)

と
い
う
こ
首
も
、
お
そ
ら
く
は
、
大
和
国
に
お
い
て
詠
作
さ
れ
、
貫
之
の
時
代

(

3

)

 

以
前
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
古
歌
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
六
首
の
う
ち
、
二
首
に

白
雲
が
出
て
く
る
が
、
貫
之
の
歌
に
「
し
ら
雲
の
た
な
び
き
わ
た
る
」
と
あ
る

の
も
、
そ
れ
ら
を
念
頭
に
お
い
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
西
本
願
寺
本
『
鳥
恒
集
』

に
「
延
喜
三
年
十
月
十
九
日
、
仰
せ
に
よ
り
て
歌
三
っ
た
て
ま
つ
る
。
女
一
の

み
と
の
裳
着
た
ま
ふ
と
き
に
、
内
よ
り
さ
う
ぞ
く
た
ま
ふ
。
そ
の
裳
に
み
づ
く

(
4〉

き
か
た
き
に
す
れ
る
歌
」
と
の
詞
書
の
も
と
に
収
め
ら
れ
た
、

し
ら
雲
の
た
ち
の
み
わ
た
る
く
ら
は
し
の
山
に
心
を
お
も
ひ
つ
め
つ
つ

も
、
倉
橋
山
の
白
雲
を
歌
っ
て
い
る
。
賞
之
の
歌
と
同
じ
く
「
わ
た
る
」
を

「
は
し
」
の
縁
語
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
つ
め
つ
つ
」
は
、
「
く
ら
(
倉
)
」
の

縁
語
と
な
っ
て
い
る
。
民
恒
は
、
「
女
一
の
み
乙
」
を
思
う
気
持
を
「
心
を
お

も
ひ
つ
め
つ
つ
」
と
表
現
し
よ
う
と
し
、
「
つ
め
つ
つ
」
と
縁
の
あ
る
倉
橋
山

を
想
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
貫
之
の
歌
の
詠
ま
れ
た
年
が
不
明
で
あ
る
の
で
、

貫
之
の
歌
と
弱
恒
の
歌
と
の
先
後
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
詞
句
の
類
似
か
ら

見
て
、
両
者
の
聞
に
影
響
関
係
が
想
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
『
古
今
六

帖
』
第
一
所
収
の
「
乙
と
に
の
み
」
の
歌
の
結
句
は
、
『
続
国
歌
大
観
』
で
は

「
た
ゆ
た
ひ
に
け
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
古
今
六
帖
』
の
本
文
と
し
て
は
「
た

っ
た
ひ
」
が
正
し
い
と
し
て
も
、
乙
れ
は
、
元
の
資
料
に
「
た
ゆ
た
ひ
」
が

「
絶
多
比
」
と
で
も
書
か
れ
て
い
た
の
を
誤
読
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
貫
之
の
時
代
に
、
倉
橋
山
は
、
右
に
紹
介
し
た
諸
作
な
ど
に
よ

っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
地
名
で
あ
っ
た
。
歌
枕
を
歌
人
た
ち
の
共
通
の
知
識

の
中
に
あ
っ
た
地
名
と
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
歌
枕
化
し
て
い
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
少
し
後
の
例
で
は
あ
る
が
、
藤
原
実
方
の
作
に
、

春
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
絵
に
、
く
ら
は
し
山
に
郭
公
と
び
わ
た
り
た

る
と
と
ろ

五
月
闇
く
ら
は
し
山
の
郭
公
お
ぼ
つ
か
な
く
も
鳴
き
わ
た
る
か
な

(
『
拾
遺
集
』
巻
二
、
一
二
四
)

が
あ
る
。
建
治
本
『
実
方
集
』
の
詞
書
は
、
も
っ
と
詳
細
で
あ
っ
て
、
「
東
宮

に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
お
ほ
ん
あ
ふ
ぎ
に
、
く
ら
は
し
ゃ
ま
を
か
け
り
け
る
に
、
ほ

と
と
ぎ
す
の
と
び
わ
た
り
た
る
か
た
あ
る
と
乙
ろ
に
、
人
々
み
な
歌
っ
か
う
ま

つ
り
け
る
に
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
倉
橋
山
は
、
扇
な
ど
に
描
か
れ
る
絵
の
題

材
と
も
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
貫
之
が
倉
橋
山
を
詠
ん
だ
と
し
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て
も
、
別
に
何
ら
不
思
議
は
な
い
と
も
い
え
る
。
が
、
し
か
し
、

貫
之
の
時
代

に
お
い
て
、
倉
橋
山
と
い
う
山
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
山
の

松
ま
で
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
貫
之
以

前
に
、
倉
橋
山
の
松
を
詠
ん
だ
例
は
見
出
せ
な
い
。

つ
ま
り
、
松
か
ら
倉
橋
山

が
連
想
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
松
な
ど
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
木

は
、
実
際
に
倉
橋
山
に
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

貫
之
が
倉
橋
山
を
実
見
し
た

乙
と
が
な
い
に
し
て
も
、
松
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
て
倉
橋
山
を
出
し
て

き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
当
時
の
和
歌

と
し
て
効
果
的
な
修
辞
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、

貫
之
の
時
代
な
ら
ば
、
松
の

名
所
と
し
て
、
た
と
え
ば
播
磨
国
の
高
砂
が
著
名
で
あ
っ
た
か
ら
、
単
に
「
松

(
待
っ
と
を
い
う
た
め
だ
け
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
高
砂
の
松
で
も
よ
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
『
貫
之
集
』
に
は
、
高
砂
の
松
を
詠
ん
だ
歌
が
五
首
収
め
ら
れ
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貫
之
は
、
元
方
へ
贈
る
歌
に
は
倉
橋
山
の
松
を
と

り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
和
歌
の
常
識
か
ら
い
え
ば
、
元
方
が

大
和
国
に
い
た
た
め
に
大
和
国
の
歌
枕
の
倉
橋
山
を
詠
ん
だ
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
-
っ
。

貫
之
の
時
代
の
前
後
の
作
で
、
貫
之
の
歌
と
同
様
、
「地
名
+
松
(
待
つ
)
」

の
構
成
を
と
っ
て
い
る
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

題
し
ら

ず

在

原

行

平

朝

臣

①
た
ち
別
れ
い
な
ば
の
山
の
峰
に
お
ふ
る
ま
っ
と
し
聞
か
ば
今
か
へ
り
来
む

(『
古
今
集
』
巻
八
、
三
六
五
)

み
ち
の
く
の
う
た

②
わ
が
せ
こ
を
都
に
や
り
て
塩
釜
の
ま
が
き
の
島
の
ま
つ
ぞ
恋
し
き

(『
古
今
集
』
巻
二
十
、
一

O
八
九
)

女
の
も
と
に
男
、
か
く
し
つ
つ
世
を
や
っ
く
さ
ん
高
砂
の
と
い
ふ
と

と
を
い
ひ
っ
か

は

し

た

り

け

れ

ば

よ

み

人

し

ら

ず

①
高
砂
の
ま
つ
と
い
ひ
つ
つ
年
を
経
て
か
は
ら
ぬ
色
と
聞
か
ば
頼
ま
ん

(『後援
集
』
巻
十
二
、
八
六
回
)

あ
ひ
か
た
ら
ひ
侍
り
け
る
人
、
み
ち
の
く
に
へ
ま
か
り
け
れ
ば

よ
し
の
ぶ

④
い
か
で
な
ほ
わ
が
身
に
か
へ
て
武
隈
の
ま
っ
と
も
な
ら
む
行
く
人
の
た
め

(『
拾
遺
集
』
巻
八
、
四
六
O
)

題

し

ら

ず

よ

み

人

し

ら

ず

⑤
あ
ふ
こ
と
を
い

っ
と
も
知
ら
で
君
が
い
は
む
と
き
は
の
山
の
ま
つ
ぞ
苦
し

品
己

(『拾
遺
集
』
巻
十
て
六
八
一
)

①
は
、
行
平
が
因
幡
守
と
な
っ
て
赴
任
す
る
折
に
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る

(

5

)

 

歌
で
、
そ
れ
で
「
い
な
ば
の
山
」
が

詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
い
な

ば
の
山
」
は
、
因
幡
国
の
稲
葉
山
と
見
ら
れ
て
い
る
。
②
は
、
東
歌
の
一
首
で

あ
り
、
本
来
は
、
塩
釜
の
近
く
で
歌
わ
れ
て
い
た
民
謡
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
歌

っ
て
い
た
人
々
は
、
塩
釜
の
ま
が
き
の
島
を
現
実
に
知
っ
て
い
た
わ
け
で
、

『
万
葉
集
』
の
倉
橋
山
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
と
似
た
ケ
1
ス
が
想
定
で
き
る
。

①
は
、
男
よ
り
、
「か
く
し
つ
つ
世
を
や
っ
く
さ
む
高
砂
の
を
の
へ
に
立
て
る

松
な
ら
な
く
に
」

(『
古
今
集
』
巻
十
七
、
九
O
八
)
と
い
う
古
歌
を
泊
っ
て
き
た

の
で
答
え
た
歌
で
あ
る
。
高
砂
を
い
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
古
歌
に
高
砂
の

松
が
詠
ま
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
④
は
、
女
の
行
く
先
が
陸
奥
国
で
あ
っ
た
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が
ゆ
え
に
、
そ
の
国
の
著
名
な
歌
枕
で
あ
る
武
隈
の
松
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

⑤
に
見
ら
れ
る

「と
き
は
の
山
」
は
、
あ
る
い
は
普
通
名
詞
か
も
し
れ
な
い

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
長
い
期
閣
を
変
ら
ず
に
待
ち
続
け
て
い
る
と
と
が
暗

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「時
」
の
意
を
掛
け
る
た
め
に
も
、
「
と
き
は
」
と

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
右
に
掲
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
お
い
て
、
地

名
を
詠
み
込
む
乙
と
の
何
ら
か
の
必
然
性
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
貫
之
の

場
合
も
ま
た
、
そ
う
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

一
方
、
『
賞
之
集
』
に
は
、
倉
橋
山
の
歌
の
す
ぐ
後
に
、
次
の
一
首
が
収
載

さ
れ
て
い
る
。忠

容
が
も
と
に
お
く
れ
る

甲
斐
が
ね
の
ま
つ
に
年
ふ
る
君
ゆ
ゑ
に
我
は
な
げ
き
と
な
り
ぬ
ぺ
ら
な
り

や
は
り
、一
地
名
+
松
(
待
つ
)
」
の
形
に
な
っ

て
お
り
、
ζ

乙
で
は
、
「年

ふ
る
」「
な
げ
き
(
投
げ
木
)
」
が
松
の
縁
語
と
な
っ

て
い
る
。
甲
斐
が
嶺
を
詠

ん
だ
歌
は
、
『
古
今
集
』
巻
二
十
の
東
歌
に
、

甲
斐
が
ね
を
さ
や
に
も
見
し
が
け
け
れ
な
く
横
ほ
り
ふ
せ
る
さ
や
の
中
山

(
甲
斐
歌
、一

O
九
七
)

甲
斐
が
ね
を
ね
越
し
山
ζ

し
吹
く
風
を
人
に
も
が
も
や
乙
と
づ
て
や
ら
む

(
甲
斐
歌
、
一
O
九
八
)

の
ニ
首
が
見
ら
れ
、
『
土
佐
日
記
』
に
「
あ
る
人
、
に
し
ぐ
に
な
れ
ど
、
か
ひ

う
た
な
ど
い
ふ
」
と
あ
る
「
か
ひ
う
た
」
も
、
右
の
『
古
今
集
』
の
歌
な
ど
で

は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
貫
之
は
も
ち
ろ
ん
、
同
時
代

の
歌
人
た
ち
は
、
甲
斐
が
嶺
と
い
う
地
名
を
よ
く
知
っ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。

貫
之
は
、
延
長
二
年
に

「甲
斐
が
ね
の
山
里
み
れ
ば
あ
し
た
づ
の
命
を
も
た
る

人
ぞ
住
み
け
る
」
(
『
貫
之
集
』
)
と
も
歌
っ
て
い
て
、
ζ

れ
は
扉
風
歌
で
あ
る
の

で
、
扉
風
の
名
所
絵
に
甲
斐
が
属
加
が
描
か
れ
た
り
も
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

し
松
を
詠
ん
だ
例
は
、
や
は
り
立
之
以
前
に
見
あ
た
ら
ず
、
そ
の
点
、
倉
橋
山

の
場
合
と
条
件
が
同

一
で
あ
る
。
そ
し
て
、
貫
之
の
甲
斐
が
嶺
の
歌
の
場
合
、

歌
意
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
忠
与
は
甲
斐
国
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
『
貫
之
集
』
の
詞
書
で
は
そ
れ
が
略
さ
れ
て
い
る
が
、
壬
生
忠
容
の
甲
斐

下
向
に
関
し
て
は
、
『
忠
与
集
』
に
明
証
が
あ
る
。
忠
与
は
、
既
成
上
皇
の
命

を
受
け
て
、
延
喜
十
六
、
七
年
ど
ろ
、
ど
う
や
ら
駿
馬
を
求
め
る
目
的
で
甲
斐

(

6

)

 

国
の
巨
摩
郡
あ
た
り
へ
赴
い
た
ら
し
い
。

と
す
れ
ば
、
元
方
へ
の
歌
に
倉
橋
山
が
詠
ま
れ
た
の
も
、
元
方
が
当
時
、
大

和
国
に
い
た
ゆ
え
で
あ
る
と
と
は
、
ま
ず
疑
い
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
、
「
や
ま

と
に
侍
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
の
詞
書
を
付
し
た
、

と
え
ぬ
ま
は
吉
野
の
山
の
桜
ば
な
人
づ
て
に
の
み
間
き
わ
た
る
か
な

(
『
古
今
集
』
溢
十
一

、
五
八
八
)

と
い
う
貫
之
の
作
品
が
あ
る
と
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
い
い
。
吉
野
山
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
大
和
国
の
代
表
的
な
歌
枕
で
あ
る
。
そ
し
て
、
元
方
が
大
和
国

に
い
る
以
上
、
貫
之
は
、
元
方
の
来
訪
を
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
帰
京
を
待

っ
て
い
る
乙
と
に
な
る
。
在
原
元
方
は
、
『
中
士
口
歌
仙
三
十
六
人
伝
』
に
「
左

近
衛
中
将
業
平
孫
。
筑
前
守
棟
梁
子
」
と
あ
り
、
『
古
今
集
目
録
』
で
も
、
そ

れ
に
若
干
の
記
事
が
加
わ
る
く
ら
い
で
、
経
歴
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
人
物
で
あ

る
。
大
和
国
へ
下
向
し
た
事
実
に
つ
い
て
も
他
に
資
料
は
な
く
、
詳
細
は
不
明

で
あ
る
。
た
だ
少
な
く
と
も
、
倉
橋
山
が
長
谷
寺
に
比
較
的
近
い
か
ら
と
い
っ

て
、
長
谷
寺
参
詣
な
ど
の
短
期
間
の
滞
在
で
は
な
か
ろ
う
。
長
期
に
わ
た
る
も
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の
で
な
け
れ
ば
、
「
ま
っ
と
も
君
は
知
ら
ず
や
」
と
の
表
現
が
ふ
さ
わ
し
く
な

い
。
お
そ
ら
く
は
、
大
和
守
か
大
和
介
と
し
て
の
赴
任
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
。

と
も
か
く
も
、
貫
之
は
、
大
和
国
に
滞
在
中
の
元
方
へ
贈
る
歌
を
詠
作
す
る

に
あ
た
り
、
ふ
さ
わ
し
い
歌
枕
と
し
て
同
国
の
倉
橋
山
を
選
び
と
っ
た
。
し
か

し
、
な
お
疑
念
は
残
る
。
忠
与
の
い
た
甲
斐
国
と
は
迷
っ
て
、
大
和
国
に
は
、

杉
と
の
関
連
が
あ
ま
り
に
密
接
な
三
輪
山
は
別
に
し
て
も
、
他
に
、
前
に
あ
げ

た
吉
野
山
、
ま
た
立
国
山

・
葛
城
山

・
春
日
山
な
ど
多
く
の
名
所
が
あ
っ
た
。

松
の
あ
る
と
と
ろ
は
山
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
山
以
外
の
名
所
で
も
不
都
合
は

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
倉
橋
山
が
選
ば
れ
た
の
は
、
ど
う
し
て

で
あ
ろ
う
。
松
を
詠
ん
だ
先
例
の
あ
る
地
名
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

倉
橋
山
に

先
例
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
に
な
ら
な
い
。

前
に
引
い
た
藤
原
実
方
の
歌
で
は
、
倉
椛
山
の
「
く
ら
」
に
「
暗
」
の
意
を

掛
け
た
と
解
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
『
八
代
集
抄
』
に
は
、
「
五
月
や
み
く

ら
は
し
山
|
|
五
月
や
み
は
く
ら
き
と
い
は
む
と
て
也
」
と
あ
る
。
後
代
に

は
、
乙
れ
は
ど
く
一
般
的
な
修
辞
と
な
り
、
『
和
歌
初
学
抄
』
に
も
「
く
ら
は

し
山
ハ
シ
ニ
ソ
フ
、
ク
ラ
キ

ニ
ソ
フ
」
と
筈
か
れ
て
い
る
。
実
方
の
歌
の
内

容
か
ら
推
測
す
る
と
、
彼
の
見
た
扇
の
絵
に
は
、
五
月
闇
の
倉
橋
山
が
拙
か
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
ζ

と
は
、
実
方
の
歌
以
前
に
、
倉
続
山
と
い
え

ば
暗
い
山
、
す
な
わ
ち
暗
橋
山
と
す
る
感
じ
方
が
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ

川
日
日
目
リ
4
川
U
H
H川
川
H
H
H川
寸
岨

の
こ
と
は
、
貫
之
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
考
え
て
も
い
い
よ
う
に
思
う
。

間
人
大
浦
の
歌
に
「
出
で
来
る
月
の
光
と
も
し
き
」
と
あ
っ
た
が
、
月
光
が
乏

し
け
れ
ば
、
あ
た
り
は
暗
い
と
と
に
な
る
。
作
者
自
身
の
意
図
が
ど
う
で
あ
っ

た
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
後
代
の
人
は
、
こ
の
歌
か
ら
暗
橋
山
の
イ
メ
ー
ジ
を
感

じ
と
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
貫
之
が
歌
っ
た
よ
う
に
、
白
雲
が
た
な
び
き
わ
た

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
山
の
中
は
薄
暗
い
で
あ
ろ
う
。
上
三
句
が
貫
之
の
歌
と

類
似
す
る
伊
勢
の
一
首
、

し
ら
雲
の
た
な
び
き
か
か
る
み
山
に
は
照
る
月
か
げ
を
よ
そ
に
と
そ
見
れ

(
『
古
今
六
帖
』
第
て
五
三
五
)

で
は
、
白
雲
の
た
な
び
く
ゆ
え
に
月
影
が
差
さ
ず
に
暗
い
深
山
の
夜
が
詠
ま
れ

，、，b

て
い
る
。
そ
れ
に
、
く
ら
ぶ
山
や
小
倉
山
の
「
く
ら
」
に
「
暗
」
の
意
を
感
じ

と
っ
て
、
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く
ら
ぶ
山
花
て
よ
め
る

梅
の
花
に
ほ
ふ
春
ベ
は
く
ら
ぶ
山
や
み
に
越
ゆ
れ
ど
し
る
く
ぞ
あ
り
け
る

(
『
古
今
集
』
巻
て
三
九
)

延
喜
御
時
に
、
秋
歌
め
し
け
れ
ば
た
て
ま
つ
り
け
る

秋
霧
の
た
ち
ぬ
る
と
き
は
く
ら
ぶ
山
お
ぼ
つ
か
な
く
ぞ
見
え
わ
た
り
け
る

(
『
後
援
策
』
巻
六
、
二
七
一
)

な
が
月
の
つ
ど
も
り
の
目
、
大
井
に
て
よ
め
る

タ
づ
く
夜
を
ぐ
ら
の
山
に
な
く
鹿
の
声
の
う
ち
に
や
秋
は
く
る
ら
む

(
『
古
今
集
』
巻
五
、
三
一
二
)

と
詠
ん
だ
貫
之
が
、
倉
稲
山
の
「
く
ら
」
に
は
「
暗
」
の
意
を
感
じ
と
ら
な
か

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
元
方
の
歌
に
も
、
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月
を
よ
め
る

秋
の
夜
の
月
の
光
し
あ
か
け
れ
ば
く
ら
ぶ
の
山
も
越
え
ぬ
ぺ
ら
な
り

(『古
今
集
』
巻
目
、
一
九
五
)

が
あ
り
、
彼
も
ま
た
、
貫
之
の
歌
を
大
和
国
で
受
け
取
っ
て
、

「
く
ら
は
し
の

山
」
を
「
暗
橋
の
山
」
と
感
じ
た
に
相
違
な
い
。

要
す
る
に
、

「
し
ら
雲
の
た
な
び
き
わ
た
る
く
ら
は
し
の
山
の
松
」
は
、
貫

之
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
白
雲
が
一
面
に
か
か
っ
て
薄
暗
い
高
山
の
、
お
そ
ら
く

は
尾
根
上
に
立
っ
て
い
る
松
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
ζ

と
に
寂
し
げ
な
光
景

で
あ
っ
て
、
そ
の
寂
し
げ
な
光
景
に
、
元
方
の
帰
京
を
待
ち
わ
び
る
貫
之
の
心

情
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
倉
橋
山
の
松
が
貫
之
自
身
で
あ
る
と
い
っ

て
も
い
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
倉
橋
山
の
松
を
詠
み
込
ん
だ
貫
之
の
意
図
が
あ

っ
た
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
で
も
な
い
よ
う
な
一
首
で
あ
り
な
が
ら
、
十

分
に
計
算
さ
れ
た
表
現
の
作
品
と
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、

貫
之
が
晩
年
に
執
筆
し
た
『
新
撰
和
歌
』
序
に
、
「
橋
山
晩
松
、

愁
雲
己
結
」
と
の
一
節
が
あ
る
。
橋
山
は
、
黄
帝
の
墓
が
あ
る
と
さ
れ
る
中
国

の
山
で
あ
っ
て
、
倉
橋
山
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
も
い
え
る
が
、
私
は
、
ζ

の
一
節
を
書
く
貫
之
の
意
識
の
内
に
、
白
雲
の
た
な
び
く
倉
橋
山
の
松
の
イ
メ

ー
ジ
が
、
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

注
(l
)
 
乙
の
歌
の
第
二
句
は
、
歌
仙
家
集
本

・
御
所
本

・
西
本
願
寺
本
が

一
致

し
て
「
た
な
び
き
わ
た
る
」
と
し
て
い
る
。

沙
弥
女
王
の
作
で
あ
り
な
が
ら
、

『
古
今
六
帖
』
第

一
の
作
者
名
に
は

(2) 

(
3
)
 

「は
し
う
と
の
お
ほ
う
ら
」
と
あ
る
。

「く
ら
は
し
の
山
の
雪
」
の
一
首
に
つ
き
、
石
塚
龍
麿
の
『
古
今
歌
六

帖
』
に
は
、
貫
之
の
歌
を
引
い
て
「
此
歌
の
か
へ
し
な
ど
に
は
あ
ら
ざ

る
か
」
と
あ
る
。
し
か
し、

貫
之
の
歌
と
し

っ
く
り
合
う
よ
う
に
は
恩

え
な
い
。

「み
づ
く
き
か
た
き
」
は

「水
茎
形
木
」
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
歌
仙
家

集
本
の
詞
蓄
に
従
え
ば
延
喜
十
三
年
の
作
と
な
る
。
「
女
一
の
み
と
」

は
、
勤
子
内
親
王
(
峯
岸
義
秋
氏
説
)
と
も
均
子
内
親
王
(
村
瀬
敏
夫

氏
説
)
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

因
幡
固
か
ら
上
京
す
る
折
の
歌
と
す
る
解
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
行
平
が
因
幡
守
と
な

っ
た
事
実
と
関
わ
る
点
は
変
ら
な
い
。

壬
生
忠
与
の
甲
斐
下
向
の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て

「壬
生
忠

忠
守
」
(
『
白
珠
』
昭
U
-
m
)
で
述
べ
た
と
と
が
あ
る
。

(4
)
 

(5
)
 

(
6
)
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