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万
葉
の
日
付
変
更
時
刻

一

万
葉
時
代
の
日
数
の
数
え
方
に
つ
い
て
は
、
夜
と
昼
を
別
々
に
数
え
る
数
え

方
と
夜
と
昼
を

一
つ
と
考
え
る
二
つ
の
数
え
方
が
あ

っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
も
前
者
が
後
者
に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
筆
者
鉾
鉢
当
に
前
者

が
後
者
に
先
行
す
る
か
ど
う
か
、
い
く
ば
く
か
の
疑
間
を
も
つ
が
、
本
稿
で
は

そ
の
こ
と
を
問
題
と
し
な
い
。
後
者
、
つ
ま
り
夜
と
昼
を

一
つ
と
考
え

一
日
と

数
え
る
数
え
方
に
限
定
し
て
問
題
と
す
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
時
代
的
に
前
後
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

万
葉
第
二
期
に
は
、
日
暮
れ
を

一
日
の
始
め
と
す
る
考
え
方
が
行
わ
れ
、
万
葉

第
四
期
に
は
朴２
液
明
け
を

一
日
の
始
ま
り
と
す
る
考
え
方
が
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
万
葉
第
二
期
と
言
え
ば
、
壬

申
の
乱

（
六
七
二
）
以
後
奈
良
遷
都

（
七

一
〇
）
以
前
を
さ
し
、
第
四
期
と
言

え
ば
、
天
平
五

（
七
三
三
）
年
以
降
天
平
宝
字
三
年

（
七
五
九
）
ま
で
を
さ
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
間
、
奈
良
遷
都

（
七

一
〇
）
か
ら
天
平
五

（七
三
三
）
年

ま
で
が
第
三
期
と
な
る
。
第
三
期
に
は
、
日
付
変
更
時
刻
と
し
て
、
前
者
の
考

え
方
が
行
わ
れ
た
の
か
、
後
者
の
考
え
方
が
行
わ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

′Iヽ

林

賢

章

こ
の
第
二
期
の
期
間
は
二
十
余
年
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
変

化
が
、
こ
の
第
二
期
二
十
余
年
の
間
に
行
わ
れ
た
と
す
る
の
は
、
不
自
然
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
間
に
、
お
お
が
か
り
な
法
令
の
変
更
が
行

わ
れ
た
と
い
う
の
な
ら
、
議
論
は
当
然
べ
つ
の
方
向

へ
向
く
が
、
現
在
そ
う
し

た
記
録
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
先
に
述
べ
た
日
数
の
数
え
方
の
前
提
を
認
め
る
と
、
例
え
ば
こ
ん

な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
藤
原
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
い
く
ど

も
大
赦
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、

『続
日
本
紀
』
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
多

く
の
大
赦
の
効
力
発
生
時
刻
に
、

「味
爽
」
つ
ま
り
夜
明
け
が
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
も
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
万
葉
第
二
期
に
あ
た
る
慶
雲
四
年

（七
〇

七
）
七
月
十
七
日
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
万
葉
第
二
期
の
日
付
変

更
時
刻
は
、
従
来
の
意
見
で
は
日
暮
れ
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
の
日
の
夜
明
け
か

特
定
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
天
平
七
年

（
七
三
五
）
五

月
二
十
二
日
、
同
間
十

一
月
十
七
日
、
天
平
九
年

（七
三
七
）
五
月
十
九
日
な

ど
、
万
葉
第
四
期
に
属
す
る
時
期
に
も
、
な
ん
ど
も
夜
明
け
を
期
し
て
大
赦
が

行
わ
れ
て
い
る
。
従
来
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
万
葉
第
四
期
は
夜
明
け
が
日
付
変

更
時
刻
で
あ

っ
た
。
そ
う
す
る
と

一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
の
大
赦
が
行
わ

れ
る
日
付
は
一
日
の
最
初
の
部
分
の
夜
明
け
な
の
か
、
そ
の
一
日
の
最
後
の
部

分
の
夜
明
け
な
の
か
決
め
か
ね
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
赦
の
日



の
日
付
を
確
定
出
来
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
大

赦
を
行
う
時
刻
に
夜
明
け
が
選
ば
れ
た
の
は
、
そ
の
大
赦
の
対
象
者
や
そ
れ
に

関
わ
る
役
人
な
ど
、
だ
れ
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
と
の
配
慮
が
は
た
ら
い

て
、
そ
の
時
刻
に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
の
に
、
日
付
変
更
時
刻
が
夜

明
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
え

っ
て
事
態
を
複
雑
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
議
論
を
整
理
し
て
み
る
。
こ
こ
ま
で
日
付
変
更
時
刻
と
い
う
こ
と

ば
を
使
用
し
て
き
た
が
、
日
付
変
更
時
刻
と
い
う
に
は
、
時
刻
制
度
が
確
立
し

て
い
る
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
で
は
日
本
で
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
時
刻
制
度
が
定

着
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
は
下

っ
て
、

「延
喜
式
」
の
中
で
は
、
寅
の
刻

と
丑
の
刻
の
間
に
日
付
変
更
時
刻
が
あ
る
む
ね
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
以
降
は
、

寅
の
刻
と
丑
の
刻
の
間
に
確
実
に
日
付
変
更
時
刻
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
考
え
て
み
る
に
、
こ
の

「延
喜
式
」
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「養
老
律
令
」

に
基
づ
く
式
で
あ

っ
た
。
こ
の

「養
老
律
令
」
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、

「大
宝
律

令
」
を
経
て
、
日
本
の
律
令
体
制
を
確
立
し
た
、
天
武
十
年

（
六
八

一
）
に
編

集
を
命
じ
、
持
統
天
皇
の
時
施
行
さ
れ
た

「飛
鳥
浄
御
原
律
令
」
に
い
き
つ
く
。

「大
宝
」
。
「養
老
」
の
両
律
令
は
、

「飛
鳥
浄
御
原
律
令
」
を
基
本
と
し
、
大

き
な
改
変
は
な
か
っ
た
と
す
る
の
が

一
般
的
評
価
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

「飛

鳥
浄
御
原
律
令
」
以
降
の
い
わ
ゆ
る
律
令
制
度
の
な
か
で
は
、
こ
の
「
延
喜
式
」

に
み
ら
れ
る
、
日
付
変
更
時
刻
を
丑
の
刻
と
寅
の
刻
と
の
間
に
お
く
考
え
方
が
、

行
わ
れ
た
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
こ
う
し
た
視
点
で

万
葉
集
の
歌
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

二

本
稿
で
の
議
論
は
以
下
、
前
節
で
指
摘
し
た
日
付
変
更
時
刻
を
丑
の
刻
と
寅

の
刻
と
の
間
に
あ

っ
た
と
仮
定
し
て
み
る
と
従
来
日
付
変
更
時
刻
が
、
あ
る
い

は
日
暮
れ
、
あ
る
い
は
夜
明
け
だ
と
指
摘
す
る
根
拠
と
な

っ
た
歌
の
別
解
釈
は

可
能
か
と
い
う
方
向
で
展
開
す
る
。

そ
れ
に
先
立

っ
て
一
つ
別
の
方
向
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
古
代

で
は
↑
「
を
ど
の
よ
う
に
区
分
け
し
て
呼
ん
で
い
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

大
野
晋
は
、
古
代
で
は
一
日
を
夜
と
昼
に
分
け
、
さ
ら
に
、
そ
の
夜
を
ヨ
ヒ
。

ヨ
ナ
カ

・
ア
カ
ツ
キ
と
区
分
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
、
ヨ
イ
と
ヨ
ナ

カ
を
合
わ
せ
て
コ
ヨ
ヒ
と
呼
ぶ
こ
と
を
加
え
る
な
ら
、
じ
つ
は
、
平
安
時
代
以

降
の
夜
の
区
分
呼
称
と
上
代
の
そ
れ
は
さ
し
た
る
差
が
な
い
。
と
い
う
よ
り
全

く

一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
節
で

「延
喜
式
」
に
み
ら
れ
る
、
丑
の
刻
と

寅
の
刻
の
間
に
日
付
変
更
時
刻
を
求
め
る
考
え
方
が
、
万
葉
の
時
代
に
も
適
用

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
は
こ
の
点
に
も
そ
の
遠
由
が
あ
る
の
で
あ

る
。
よ
り
積
極
的
に
言
え
ば
、
平
安
時
代
の
夜
の
区
分
呼
称
と
万
葉
時
代
の
夜

の
区
分
呼
称
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
万
葉
時
代
の

時
制
は
定
時
法
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強
い
と
い
う
主
張
に
さ
え
、
以
下
の
議
論

は
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
の
中
で
、
大
伴
家
持
は

「暦
法
意
識
に
日
覚
め
た
歌
対
〕
と
さ

れ
て
い
る
。
従
来
の
主
張
の
う
ち
夜
明
け
に
日
付
変
更
時
刻
を
求
め
る
考
え
方

も
家
持
の
歌
の
解
釈
に
よ
っ
て
い
る
。

そ居をのは嚇いげ韓府は飲．馴略諏欲謁』げ」襲ぽ鳴き渡らむ賀岸巻十

八

・
四
〇
六
八
）

こ
の
歌
は
、
「
四
月

一
日
、
操
久
米
朝
臣
廣
縄
の
館
に
し
て
宴
す
る
歌
四
首
」

の
題
詞
の
も
と
で
詠
ま
れ
て
お
り
、　
コ
一日
は
立
夏
の
節
に
応
る
。
故
、
明
旦



鳴
か
む
と
い
ふ
」
の
左
注
を
合
わ
せ
持
つ
。

こ
の
歌
の
解
釈
は
、
従
来

「
こ
の
ま
ま
じ
っ
と
夜
明
か
し
し
て
で
も
今
夜
は

飲
も
う
。
時
鳥
は
、
夜
の
明
け
放
た
れ
た
朝
に
な

っ
た
ら
、
き

っ
と
鳴
き
な
が

ら
飛
び
渡

っ
て
行
く
に
違
い
な
い
。
」
（「古
典
大
系
し

の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、

諸
注
釈
書
に
大
き
な
差
異
は
な
い
。
左
注
に
つ
い
て
も

「
一
日
の
始
ま
り
が
夜

明
け

（
日
出
時
）

に
あ
る
と
い
う
考
え
に
立
つ
家
持
の
自
注
。
」
（『萬
葉
集
全

注
し

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。　
こ
の
歌
と
題
詞
と
左
注
は
、
多
少
の
差
異
は
あ

っ
て
も
、
お
お
む
ね
こ
う
し
た
解
釈
と
そ
の
背
後
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
万

葉
第
四
期
の
日
付
変
更
時
刻
が
問
題
に
な
る
と
き
、
常
に
こ
の
歌
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
。
と
す
れ
ば
む
し
ろ
、
こ
の
歌
を
こ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
、
万
葉

第
四
期
の
日
付
変
更
時
刻
は
夜
明
け
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
が
生
ま
れ
て
い

た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
や
は
り
家
持
の
巻
十
九

・
皿
番
歌
と
そ
の
題
詞
に
注

目
し
た
い
。

二
十
四
日
は
、
立
夏
の
四
月
の
節
に
応
れ
り
。
こ
れ
に
因
り
て
二
十
三

日
の
暮
に
、
忽
に
雹
公
鳥
の
暁
に
鳴
か
む
声
を
思
ひ
て
作
る
歌
二
首

常
人
も
起
き
つ
つ
き
く
そ
雹
公
鳥
こ
の
暁
に
来
鳴
く
初
声

（巻
十
九

・
四

一
七

一
）

い
ま

一
度
大
野
の
夜
の
区
分
呼
称
に
対
す
る
説
を
確
認
し
て
お
く
が
、
大
野

は
夜
を
ヨ
ヒ
・
ョ
ナ
カ

・
ア
カ
ト
キ
と
三
分
類
し
た
。
つ
ま
り
、
ア
カ
ト
キ
は

夜
に
属
し
て
い
る
。
く
ど
く
言
え
ば
、
ア
カ
ト
キ
は
決
し
て
夜
明
け
以
降
で
は

な
い
。
題
詞
を
見
て
も
、

４‐７‐
番
歌
を
見
て
も
、
時
鳥
は
ア
カ
ト
キ
に
鳴
く
こ
と

に
な
る
。
夜
明
け
に
日
付
変
更
時
刻
を
求
め
る
従
来
の
考
え
方
に
立
つ
と
、
二

十
四
日
が
立
夏
で
あ

っ
て
も
、
時
鳥
は
立
夏
の
日
で
は
な
く
、
二
十
三
日
の
ア

カ
ト
キ
に
鳴
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
家
持
は

「暦
法
意

識
に
目
覚
め
た
歌
人
」
だ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
ん
な
暦
法
に
無
頓
着
な
歌
を

詠
む
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
で
は

４０６８
番
歌
と
４‐７‐
番
歌
及
び
そ
れ
ら
の
題
詞
や
左
注
を
矛
盾
な
く
説

明
で
き
る
解
釈
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ

「延
喜
式
」
に
見
ら
れ

た
丑
の
刻
と
寅
の
刻
と
の
間
に
日
付
変
更
時
刻
を
求
め
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
平
安
時
代
に
は
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

コ

ヨ
ヒ
は
ヨ
ヒ
と
ヨ
ナ
カ
を
含
ん
だ
夜
の
区
分
名
称
と
確
認
し
て
お
く
。

そ
こ
で
、

４０６８
番
歌
を
解
釈
す
る
な
ら
、　
コ
」
の
ま
ま
コ
ヨ
ヒ
を
明
か
し
て
酒

を
飲
も
う
。
寅
の
刻
に
な

っ
て
明
日
に
な
れ
ば
、
立
夏
の
日
で
も
あ
り
、
時
鳥

は
き

っ
と
鳴
き
渡
る
だ
ろ
う
」
と
解
釈
で
き
る
。
そ
う
い
え
ば
、
時
鳥
は
夜
鳴

く
鳥
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
夜
鳴
く
鳥
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
夜
に
宴
を
開
い

て
時
鳥
の
鳴
く
音
を
聞
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来
の
解
釈

で
は
、
時
鳥
が
朝

（
つ
ま
リ
ヒ
ル
）
に
鳴
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
示
し
た
解

釈
に
よ
る
な
ら
、
時
鳥
は
ア
カ
ト
キ

（
つ
ま
リ
ヨ
ル
）
に
鳴
く
こ
と
に
な
り
、

そ
の
点
で
も
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
、
ア
シ
タ
と
い
う
語
を
明
日
と
訳
し
た
が
、
そ
れ
が
訳
し
過

ぎ
と
い
う
な
ら

「
（
日
付
変
更
時
刻
を
越
え
て
続
く
）
早
望

と
で
も
訳
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「明
星
の
明
く
る
朝
は
」

（巻
五

。
九
〇
四
）
の

例
を
考
え
て
み
よ
う
。

９０４
番
歌
で
は
、
明
け
の
明
星

（「
明
星
し

が
空
に
見
え

る
ほ
ど
暗
い
時
間
を
ア
シ
タ
と
呼
び
、
そ
れ
に

「明
く
る
」
と
形
容
し
て
い
る

こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
こ
ん
に
ち
ア
ツ
タ
が
明
日
の
意
に
使
用
さ
れ
る
。
そ

れ
と
万
葉
の
こ
の
時
代
に
ア
シ
タ
が

「明
く
る
ア
シ
タ
」
の
よ
う
に

「明
く
」

と
い
う
動
詞
を
形
容
句
と
し
て
冠
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
は

ず
だ
。

「明
く
」
は
決
し
て
夜
が
明
け
る
意
識
で
使
用
さ
れ
て
は
い
な
い
。



「明
く
」
に
は
、
日
付
変
更
時
刻
の
通
過
、
つ
ま
り
日
付
が
変
わ
る
こ
と
を
ア

ク
と
呼
ぶ
意
識
の
存
在
が
こ
の
語
使
用
の
背
後
に
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま

り
、
ア
シ
タ
が
こ
の
時
代
に
、
ア
サ
と
同
様
な
時
間
帯
を
し
め
す
語
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
ア
シ
タ
は
そ
う
遠
く
な
い
時
代
に
明
日
の
意
味
に

転
生
し
て
使
用
さ
れ
る
状
況
下
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

‐０６８
番
歌
と
４‐７‐
番
歌
は
同
じ
よ
う
な
状
況
下
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
り
、

ホ
ト
ト
ギ
ス
は
夜
鳴
く
も
の
、
日
付
変
更
時
刻
と
日
付
表
示
に
矛
盾
が
あ

っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
両
歌
か
ら
は
、
日
付
変
更
時
刻
が
丑

の
刻
と
寅
の
刻
の
間
に
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

三

つ
ぎ
に
、
日
付
変
更
時
刻
を
日
暮
れ
に
求
め
る
根
拠
と
な

っ
た
歌
を
検
討
し

よ
う
。
そ
の
根
拠
と
な

っ
た
歌
は
、
大
き
く
ア
ス
と
コ
ヨ
ヒ
の
解
釈
に
基
づ
い

て
、
日
付
変
更
時
刻
が
日
暮
れ
で
あ
る
根
拠
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら

の
歌
の
な
か
に
い
わ
ゆ
る
略
体
歌
が
あ
り
、
略
体
歌
は
天
武

。
持
統
こ
ろ
の
歌

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
代
の
日
付
変
更
時
刻
が
日
暮
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
節
と
の
関
わ
り
も
あ
る
の
で
、　
コ
ョ
ヒ
を
含
む
歌
か
ら

検
討
す
る
。

朝
戸
を
早
く
な
開
け
そ
味
さ
は
ふ
目
が
欲
る
君
が
今
夜
来
ま
せ
る

（巻
十

一
。
二
五
五
五
）

こ
の
歌
の
解
釈
は

「今
夜
」
の
解
釈
如
何
に
よ
る
。
本
歌
で
の

「今
夜
」
が

現
在
の
一
日
の
観
念
で
い
く
と
昨
晩
を
意
味
す
る
コ
ヨ
ヒ
で
あ
る
と
考
え
る
前

提
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
で
は
、
昨
晩
を
意
味

す
る
コ
ヨ
ヒ
は
夜
の
手
前
の
部
分
、
暁
に
該
当
す
る
部
分
を
指
し
て
使
わ
れ
る

こ
と
が
多
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
歌
の
用
例
は

「
目
が
欲
る
君
が
今
夜
来
ま

せ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
男
が
普
通
女
の
家
を
訪
ね
る
の
は
ヨ
ヒ
で
あ
ろ
う
か

ら
、
こ
こ
で
の

一‐今
夜
」
を
昨
晩
の
意
味
に
と
る
の
に
は
、
ま
ず
無
理
が
あ
る
。

こ
こ
は
、
こ
の
歌
を
、

「古
典
文
学
大
系
」
の
よ
う
に
、

「朝
の
戸
を
早
く
開

け
な
い
で
下
さ
い
。
お
逢
い
し
た
い
と
思
ふ
君
が
、
今
夜
は
お
い
で
に
な

っ
て

い
ま
す
か
ら
。」
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
「朝
戸
を
早

く
な
開
け
そ
」
を
時
間
的
に
は
未
来
と
訳
し
、　
一‐今
夜
」
を
現
在
と
訳
す
の
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
、
当
時
日
暮
れ
が

一
日
の
始
ま
り
で
あ

っ
た
と

い
う
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
。

さ
ら
に
、
ア
ス
を
含
む
歌

‐７６２

・
‐８‐７

・
２０６６

・
２３５６
の
四
つ
も
、
日
暮
れ
が

一
日
の

始
ま
り
で
あ

っ
た
根
拠
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
歌
を
検
討
し

て
み
る
。

繊
ず
、
鋼
番
歌
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

月
日
択
り
逢
ひ
て
し
あ
れ
ば
別
れ
ま
く
惜
し
か
る
君
は
明
日
さ
へ
も
が
も

（巻
十

。
二
〇
六
一Ｃ

こ
の
歌
を
含
め
て
本
節
で
指
摘
し
た
五
つ
の
歌
全
て
に
問
題
と
な
る
の
は
、

逢
瀬
を
楽
し
む
男
女
は
い
つ
逢

っ
て
、
い
つ
別
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ヨ
ヒ
に
あ

っ
て
ア
カ
ト
キ
に
分
か
れ
た
こ
と
は
、
多
く
の
相
聞
歌
か
ら
指
摘
で

き
よ
う
。
と
す
る
と
、
逢
う
日

（
ヨ
ヒ
）
と
分
か
れ
る
日

（
ア
カ
ト
キ
）
が
別

の
日
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
丑
の
刻
と
寅
の
刻
と
の
間
に
日
付
変
更
時
刻
が
あ

っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
視
点
で
、

２０６６
番
歌
を
考
え
る
。
ヨ
ヒ

（前
日
）
に
そ
れ
も

「月
日
択
り
逢
ひ
て
し
あ
れ
ば
」
、
「
別
れ
ま
く
惜
し
か
る

君
」
に
翌
日
の
夜

（明
日
）
も
逢
い
た
く
思
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り

根
拠
の
な
い
日
暮
れ
を

一
日
の
始
め
と
す
る
考
え
方
を
も

っ
て
こ
な
く
と
も
、

今
ま
で
に
少
な
く
と
も
万
葉
第
四
期
に
は
存
在
し
た
意
識
で
事
態
を
解
釈
出
来

る
の
で
あ
る
。



残
り
の
歌
も
み
て
お
く
。

明
日
の
宵
逢
は
ざ
ら
め
や
も
あ
し
ひ
き
の
山
彦
と
よ
め
呼
び
立
て
鳴
く
も

（巻
九

。
一
七
六
二
）

今
朝
行
き
て
明
日
は
来
な
む
と
言
ひ
し
子
を
朝
妻
山
に
霞
た
な
び
く

（巻

十

二

八

一
七
）

高
麗
錦
紐
の
片
方
ぞ
床
に
落
ち
に
け
る
明
日
の
夜
し
来
な
む
と
し
言
は
ば

取
り
置
き
て
待
た
む

（巻
十

一
。
二
三
五
六
）

‐７６２

・
獅
番
の
歌
は
な
に
の
注
釈
も
要
る
ま
い
。
男
女
が
逢
う
の
は
、　
ヨ
ヒ
で

あ
り
、
そ
こ
で
日
付
変
更
時
刻
を
越
え
た
ア
ス
も
逢
お
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

‐８‐
番
の
歌
は
、
今
朝
の
別
れ
の
時
に
、

「明
日
は
き

っ
と
ま
た
来
る
よ
」
と
い

っ
た
と
解
釈
す
る
と
、

「今
朝
」
は
厳
密
に
は
今
日
に
属
す
る
こ
と
に
な
り
、

時
間
に
多
少
の
無
理
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
そ
の

「今
朝
」
も
日
付
変
更
時
刻

を
わ
ず
か
に
越
え
た
ア
カ
ト
キ
を
さ
す
こ
と
は
常
識
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
ん
な

時
間
帯
で
は
、
当
然
当
日
を
指
し
て
だ
が
ア
ス
と
言
う
言
い
方
が
許
容
さ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

多
少
の
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
い
ま
ま
で
一
日
の
始
ま
り
が
あ
る
い
は
夜

明
け
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
日
暮
れ
で
あ
る
と
か
い
う
根
拠
に
な

っ
て
い
た

歌
に
、
日
付
変
更
時
刻
が
丑
の
刻
と
寅
の
刻
の
間
に
あ
る
と
い
う
考
え
で
、
別

解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
く
な
く
も
、

こ
う
解
釈
し
た
方
が
、
第

一
節
以
下
で
見
た
よ
う
な
い
く
つ
も
の
矛
盾
を
生
じ

な
い
の
で
あ
る
。
万
葉
第
二
期
か
ら
第
四
期
ま
で
の
間
も
、
日
付
変
更
時
刻
は

丑
の
刻
と
寅
の
刻
と
の
間
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ
う
し
た
事
態
に
関

わ
る
名
詞

（
コ
ョ
ヒ
、
ア
カ
ト
キ
、
ア
ス
な
ど
）
や
動
詞

（明
く
な
ど
）
も
、

そ
の
意
識
を
背
景
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

語
の
用
法
は
平
安
時
代
の
用
法
と
大
差
な
か

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

四

本
稿
は
、
平
安
時
代
の
時
法
意
識
が
お
お
む
ね
万
葉
の
時
代

（第
二
期
か
ら

第
四
期
）
に
も
適
応
で
き
る
の
で
は
と
考
え
考
察
を
進
め
て
来
た
。
し
か
し
、

宮
中
と
は
言
え
漏
刻
が
置
か
れ
、
史
書
に
は
時
刻
名
が
あ
り
、

『万
葉
集
』
そ

の
も
の
に
も
、

唯
場
の
打
ち
縣
す
鼓
数ょ
み
見
れ
ば
時
に
は
な
り
ぬ
逢
は
な
く
も
醸
し

（巻

十

一
。
二
六
四

一
）

と
、

「時
守
」
と
い
う
こ
と
ば
ま
で
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
前
節
ま
で
に

述
べ
た
結
論
に
到
達
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
結
果
で
あ

っ
た
。
つ

ま
り
、
い
ま
ま
で
は
人
間
行
動
が
素
朴
な
万
葉
人
は
、
時
間
に
対
し
て
も
素
朴

で
あ
る
は
ず
だ
と
い
っ
た
思
い
込
み
が
こ
う
し
た
解
釈
を
阻
害
し
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
万
葉
の
日
付
変
更
の
問
題
に
限

っ
て
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
本
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
主
に
は
ア
ス
や
コ
ヨ
ヒ
や
ア
カ
ト
キ
や
ア

シ
タ
と
い
っ
た
時
に
関
わ
る
名
詞
の
解
釈
の
問
題

で
あ
り
、
ま
た
動
詞
ア
ク

（明
）
な
ど
の
解
釈
の
問
題
で
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
問

題
を
含
み
、
多
く
の
万
葉
の
歌
の
解
釈
の
変
更
を
求
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本

稿
を
開
じ
る
に
あ
た

っ
て
、
三
つ
の
歌
の
解
釈
を
検
討
す
る
の
も

一
つ
に
は
そ

の
意
味
で
あ
り
、
今

一
つ
は
本
稿
に
述
べ
た
こ
と
の
正
し
さ
の
確
認
の
意
味
を

込
め
る
。

明
日
の
夕
照
ら
む
月
夜
は
片
寄
り
に
今
夜
に
寄
り
て
夜
長
く
あ
ら
な
む

（巻
七

。
一
〇
七
二
）

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
歌
の
解
釈
は

「明
日
の
晩
照
る
べ
き
月
は
、
今
夜
の
方

ヘ



片
寄

っ
て
照

っ
て
、

（楽
し
い
）
今
夜
が
長
く
あ

っ
て
欲
し
い
。」

（「古
典
文

学
大
系
し
　
の
意
で
あ
る
こ
と
は
問
題
が
な
か
ろ
う
。　
こ
の
口
語
訳
で
注
目
し

た
い
の
は
、
明
日
の

「夕
」
を
明
日
の

「晩
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の

意
図
は
、

「月
に
向
か

っ
て
、
明
日
の
宵
の
分
と
二
晩
分
を
今
夜
照
ら
し
続
け

て
は
し
い
と
ね
が
う
。
」
（『萬
葉
集
全
注
し

こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
に
大
野
晋
は
、

古
代
で
は
夜
を
ヨ
ヒ
・
ヨ
ナ
カ
。
ア
カ
ト
キ
と
三
つ
に
区
分
し
し
て
い
た
と
述

べ
た
。
た
し
か
に
、
平
安
時
代
の
ョ
ヒ
の
用
法
は
夕
方
か
ら
の
暫
く
の
時
間
を

さ
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
全
て
で
あ
り
、

『
万
葉
集
』
で
も
そ
の
用
法
が
多
い
。

し
か
し
、

コ
ヨ
ヒ
に
ヨ
ヒ
と
ヨ
ナ
カ
を
含
め
て
用
い
る
用
法
と
、
直
接
に
は
ア

カ
ト
キ
を
さ
す
の
だ
が
、
前
夜
を
さ
し
示
す
用
法
が
存
在
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、

こ
こ
に
み
た

‐０７２
の

「夕
」
の
用
法
の
よ
う
に
ヨ
ヒ
に
コ
ヨ
ヒ
と
対
応
す
る
用
法

が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
来
ヨ
ヒ
は
夜
の
時
間
全
体
を
さ
す
語
で
は
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
日
本
に
時
刻
制
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
段
階
で
、

コ
ヨ
ヒ
に
み
る
よ
う
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
夜
中
と
い
っ
た
語
の
出
現

で
ョ
ヒ
が
さ
し
示
す
時
間
は
さ
ら
に
短
く
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

月
し
あ
れ
ば
明
く
ら
む
別
も
知
ら
ず
し
て
寝
て
わ
が
来
し
を
人
見
け
む
か

も

（巻

一
一
。
一
一六
六
五
）

次
に

２６６５
の
歌
の

「明
く
ら
む
別
」
を
考
え
る
。
こ
れ
を
、

「
も
う
夜
が
開
け
た

か
ど
う
か
と
い
う
け
じ
め
。
」
（「古
典
文
学
大
系
し

な
ど
と
解
釈
す
る
と
ど
う

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
男
は
、
女
の
許
で
、

「明
く
ら
む
別
も
知
ら
ず
し

て
寝
て
」
い
た
の
だ
か
ら
、
当
然
そ
の
時
間
は
朝
に
な

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

と
す
る
と
、

「月
し
あ
れ
ば
」
と
い
う
第

一
句
が
間
の
抜
け
た
も
の
と
な

っ
て

く
る
。
朝
に
な

っ
て
い
れ
ば
、
月
な
ど
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
人
は
そ
の
姿

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
り
、
む
し
ろ
他
人
が
私
の
姿
を

「見

け
む
か
も
」
な
ど
と
の
ん
び
り
構
え
て
い
る
の
は
滑
稽
で
さ
え
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の

「明
く
」
を
日
付
が
か
わ
っ
た
ア
ク
と
と
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ア

シ
タ
に

「
ア
ク
」
と
い
う
動
詞
が
、
形
容
句
と
し
て
よ
く
つ
け
ら
れ
る
事
実
は

さ
き
に
述
べ
た
。
平
安
時
代
に
は
、
男
は
丑
の
刻
を
過
ぎ
、
暁
に
な
る

（
そ
れ

が
ア
ク
だ
が
）
と
早
々
に
女
の
許
を
立
ち
去
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
が
万
葉
の
時
代
に
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
時
刻
を
こ
の
男
は
寝
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

も
具
合
が
わ
る
い
こ
と
に
十
五
日
過
ぎ
で
空
に
は
月
が
皓
々
と
照

っ
て
い
る
。

女
に
恋
々
と
す
る
み
じ
め
っ
た
ら
し
い
男
と
自
分
を
他
人
が
見
咎
め
る
の
で
は
、

と
解
釈
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
抑
番
歌
を
考
え
る
。
こ
の
歌
は
題
詞
と
左
注
の
解
釈
が
問
題
に
な
る

の
で
題
詞
か
ら
記
述
す
る
。

便
ち
大
帳
使
に
附
き
て
、
八
月
五
日
を
以
ち
て
京
師
に
入
ら
む
と
す
。

此
に
因
り
て
、
四
日
を
以
ち
て
、
国
厨
の
餞
を
設
け
、
介
内
蔵
伊
美
吉

縄
麿
の
館
に
餞
す
。
時
に
大
伴
家
持
の
作
る
歌

一
首

し
な
離
る
越
に
五
箇
年
住
み
住
み
て
立
ち
別
れ
ま
く
惜
し
き
宵
か
も

（巻

十
九

。
四
二
五
〇
）

こ
の
歌
は
、
右
の
題
詞
、
短
歌
に
続
い
て
、
「
五
日
平
旦
に
、
上
道
す
。」
以

下
の
左
注
が
続
く
。
ま
た
、
こ
の

「
平
旦
」
に
つ
い
て
、

「古
典
文
学
大
系
」

は
、
「
明
け
方
。
天
武
紀
古
訓
に
ト
ラ
ノ
ト
キ
と
訓
ん
で
い
る
。
」
と
注
を
つ
け

て
い
る
。
側
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
八
月
四
日
で
あ
り
、
翌
五
日
に
都

へ
出

発
す
る
人
々
の
た
め
に
餞
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
夜
の
ト
ラ
ノ
ト
キ

に
は
、
そ
れ
が
入
月
五
日
と
い
う
こ
と
で
、　
一
行
は
出
発
し
て
い
い
こ
と
に
な

る
。
旧
暦
八
月
と
言
え
ば
、
秋
分
の
頃
で
あ
る
。
平
旦
と
は
お
そ
ら
く
午
前
三



時
ご
ろ
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
夜
が
明
け
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
な

の
に
日
付
は
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
寅
の
刻
か
ら
日
付
が
変
わ

る
と
い
う
考
え
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
『
日
本
書
紀
』

の
な
か
で
は
、
ト
ラ
ノ
ト
キ
が
三
度
出
て
く
る
。　
一
度
は
、
齊
明
天
皇
五
年
の

「十
四
日
の
寅
の
時
を
以
て
、
二
船
相
従
ひ
て
、　
大
海
に
放
れ
出
づ
。」

で
あ

り
、
い
ま

一
つ
が
こ
の
天
武
天
皇
七
年
の

「夏
四
月
の
丁
亥
の
朔
に
、
齊
宮
に

幸
さ
む
と
し
て
卜
ふ
。
癸
巳
、
卜
に
食

へ
り
。
例
り
て
平
旦
の
時
を
取
り
て
、

警
暉
既
に
動
き
ぬ
。
」

の
場
面
と
で
あ
る
。
齊
明
紀
の
記
事
は
、
九
月
十
三
日

の
記
事
に
連
続
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
天
武
紀
の
記
事
は
、

「癸
巳
、
卜
に
食

へ
り
。
」

と
な

っ
て
い
る
。　
旧
暦
九
月
の
夜
が
明
け
る
の
は
捌
番
歌
の
八
月
五

日
よ
り
さ
ら
に
遅
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夜
が
明
け
て
い
る
と
は
さ
ら
に

考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
と
も
に
寅
の
刻
に
は
日
付
が
変
わ
っ
て
い
る
。

む
し
ろ
枷
番
歌
と
天
武
紀
の
記
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
旅
行
を
開
始
す
る
時

刻
が
、
と
も
に
寅
の
刻
で
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
平
安
時
代
に
な
る
と
、

こ
の
寅
の
刻
か
ら
、
旅
行
に
限
ら
ず
行
動
や
行
事
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
、
そ
の
時
刻
か
ら
日
付
が
変
更
さ
れ
た
か
ら
だ

っ
た
。
そ
う
し
た
共
通

点
は
注
目
し
て
よ
い
し
、
や
は
り
、
例
番
歌
の
背
後
に
も
丑
の
刻
と
寅
の
刻
に

間
に
日
付
変
更
時
刻
を
求
め
る
考
え
方
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

本
稿
は
、
万
葉
の
日
付
変
更
時
刻
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
主
眼
で
あ

っ
た
。

そ
の
目
的
は
前
節
ま
で
に
大
概
果
た
し
得
た
と
思
う
。
し
か
し
、
本
節
に
述
べ

た
よ
う
に
、
そ
の
波
及
す
る
問
題
は
さ
ら
に
大
き
い
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、

『古
事
記
』
の

「市
辺
之
忍
歯
王
の
難
」
の

「爾
明

旦
、　
未
二

日
出
一之
時
」

の
文
を
考
え
よ
う
。
多
言
は
不
要
と
思
う
が
、
こ
れ
も
、
日
付

変
更
時
刻
が
過
ぎ
て
、
日
付
は
変
わ

っ
た
が
、
太
陽
の
ま
だ
出
て
い
な
い
時
間

帯
と
考
え
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、

つ
ぎ
の
大
長
谷
王
の

「
夜
既
曙

詑
」
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
。
い
ま
私
に
こ
れ
は

「
夜
」
の
使
用
法
が
今
日
と

違

っ
て
い
た
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
も
少
し
ふ
れ
た
が
、
夜
と
昼
の

呼
称
の
問
題
が
残
れ
さ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
。

注（
１
）

中
世
に

「夜
昼
三
日
」
と
い
う
よ
う
な
日
数
の
数
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

昼
ま
た
は
夜
を
一
つ
の
単
位
と
し
て
、
そ
れ
が
三
つ
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
夜

と
昼
と
の
異
質
性
を
強
調
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る

「夜
に
は
九
夜
、
日
に
は
十
日

を
」
と
い
っ
た
表
現
と
な
り
、
よ
る
と
昼
の
等
質
性
を
強
調
す
れ
ば
、

「夜
昼

三
日
」
と
い
っ
た
表
現
に
な
る
と
す
る
と
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
夜
な
い
し
は
昼

を
単
位
と
し
て
捉
え
る
捉
え
方
に
共
通
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
２
）

枡
井
里
美

「万
葉
集
に
於
け
る
一
日
観
」
合
國
文
』
第
八
十
一
号
　
平
成
六

年
七
月
　
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
刊
）
の
中
で
、
枡
井
は
こ
う
し

た
問
題
を
扱
っ
た
先
達
の
論
文
を
概
観
し
、
う
ま
く
そ
の
要
点
を
ま
と
め
て
い

Ｚ
り

。

（
３
）

日
本
古
典
文
学
大
系

『
萬
葉
集
　
一こ

（昭
和
３４
年
　
岩
波
書
店
刊
）
Ⅷ
番

歌
補
注
◇

（４
）
伊
藤
博
著
『萬
葉
集
全
注
　
巻
第
十
八
』
（平
成
４
年
　
有
斐
閣
刊
）
調
番

歌
注
。

（
５
）

以
下

『
万
葉
集
』
本
文
の
引
用
は

「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
の
読
み
に
よ
る
。

た
だ
し
、
振
り
仮
名
を
省
略
し
、
漢
字
を
通
行
の
字
体
に
直
し
た
と
こ
ろ
も
あ

Ｚ
υ
。

平
安
時
代
を
中
心
と
し
た
コ
ヨ
ヒ
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
第
１６
号
の
『
国
語
語
彙

史
の
研
究
』
に
掲
載
予
定
の

「
日
付
変
更
時
刻
と
今
夜
」
と
い
う
別
稿
に
ま
と
め
た
。

あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

―
―
同
志
社
女
子
大
学
教
授
―
―


