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万葉がたIl

須
興
も
　
行
き
て
見
て
し
か

神
名
火
の
　
淵
は
浅
さ
び
て

瀬
に
か
な
る
ら
む
ポ
塙
薙
（
巻
六
・
九
六
九
）

こ
の
歌
は
、
7
3
1
（
天

平
3
）
年
に
大
伴
旅
人
が

奈
良
の
家
で
故
郷
を
思
っ

て
詠
ん
だ
と
『
万
葉
集
』

の
題
詞
に
あ
り
ま
す
。

大
伴
旅
人
は
、
6
6
5

（
天
智
天
皇
4
）
年
に
大

伴
安
麻
呂
の
長
男
と
し
て

生
ま
れ
、
中
納
言
な
ど
の

要
職
を
歴
任
し
ま
し
た
。

7
2
8
（
神
色
5
）
年
ご

ろ
に
は
、
九
州
を
統
括
す

讃
諮
弱

赴
任
し
て
い
ま
す
。
大
事

府
に
お
け
る
旅
人
に
つ
い

て
は
、
令
和
改
元
の
出
典

と
し
て
話
題
に
な
っ
た

「
梅
花
の
菖
な
ど
で
詠

ん
だ
多
く
の
歌
が
『
万
葉

集
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
動
向
が
知
ら

れ
ま
す
。
旅
人
は
そ
の
後
、

大
納
言
へ
の
昇
進
に
伴
っ

て
7
3
0
（
天
平
2
）
年

末
に
太
宰
府
を
去
っ
て
平

城
京
に
戻
り
、
一
年
も
た

た
な
い
7
3
1
（
天
平
3
）

年
7
月
に
6
7
歳
で
亡
く
な

り
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
こ

の
歌
は
最
晩
年
に
詠
ま
れ

た
歌
と
な
り
ま
す
。

懸
醗
鶉

旅
人
の
父
母
も
そ
の
近
隣

に
居
住
し
て
い
た
と
み
ら

れ
る
た
め
、
生
ま
れ
故
郷

は
飛
鳥
で
し
た
。
敵
中
の

「
神
名
坐
は
神
が
宿
る

聖
な
る
山
の
こ
と
で
、
『
万

葉
集
』
に
は
飛
鳥
の
神
名

火
を
詠
ん
だ
歌
が
多
数
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

飛
鳥
の
和
名
火
が
現

在
の
ど
の
山
な
の
か
は

諸
説
あ
り
ま
す
が
、
飛
鳥

富
跡
の
高
に
あ
る
ミ
ハ

山
に
当
た
る
と
す
る
説

が
最
有
力
祝
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
ミ
ハ
山
の
粟
に

は
山
麓
を
め
ぐ
る
よ
う

靴
蘭
誹

名
が
現
柾
も
残
っ
て
い
ま

す
。
諺
辺
り
は
、
古
代

に
は
南
淵
と
呼
ば
れ
、
飛

鳥
川
の
淵
に
臨
む
地
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
「
和

名
火
の
淵
」
は
、
こ
の
付

近
を
流
れ
る
飛
鳥
川
が
深

く
よ
と
ん
で
淵
と
な
っ
て

い
る
場
所
を
指
す
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

「
飛
鳥
川
の
淵
源
」
を

詠
ん
だ
歌
は
他
に
も
多

く
、
後
に
歌
の
定
型
句
と

な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
旅

人
が
晩
年
に
故
郷
を
懐
か

し
ん
で
詠
ん
だ
こ
の
歌

は
、
彼
が
幼
少
期
に
見
偏

れ
た
光
景
を
歌
っ
た
も
の

で
し
ょ
う
。
稲
渕
の
辺
り

か
ら
見
た
ミ
ハ
山
は
円
錐

形
の
整
っ
た
山
容
を
し
て

お
り
、
そ
の
聖
な
る
山
の

姿
は
故
郷
の
象
徴
た
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か。
（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
窒
貝
・
竹
内
要

【
訳
】
ほ
ん
の
少
し
の
間
で
も
行
っ
て
見
た
い
も
の
だ
。
あ
の
神

名
火
の
深
い
淵
も
浅
く
な
り
、
瀬
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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あ
さ
∴
∴
近
着

朝
凪
に

き
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
∴
∴
な
え

来
寄
る
白
波

わ
れ
は
す
れ
ど
も

見
ま
く
欲
り

風
こ
そ
寄
せ
ね

作
者
未
詳
（
巻
七
・
二
二
九
一
）

こ
の
歌
唱
万
葉
集
暑

第
七
に
聾
喩
歌
（
人
の
行

為
や
感
倍
を
物
に
苧
え
だ

歌
）
と
し
て
収
め
ら
れ
た

歌
の
一
つ
で
、
海
や
波
を

詠
み
込
ん
だ
堅
ハ
首
の
う

ち
最
後
に
当
た
り
ま
す
。

覇
離
嫡
孫

雪
え
て
お
り
、
「
朝
凪
の
よ

う
に
人
の
噂
が
立
っ
て
い

な
い
今
こ
そ
、
あ
な
た
に

来
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い

る
の
に
、
噂
の
風
が
吹
い

て
い
な
い
の
で
、
あ
な
た

は
私
の
所
へ
寄
っ
て
こ
な

い
」
と
、
恋
人
に
会
え
な
い

こ
と
を
嘆
く
歌
で
す
。
『
万

葉
集
』
の
中
で
も
そ
れ
ほ

ど
有
名
で
は
な
く
、
取
り

上
げ
ら
れ
る
機
会
も
少
な

か
っ
た
歌
で
す
が
、
意
外

な
形
で
世
に
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

2
0
0
3
年
、
奈
良
文

化
財
研
究
所
に
捺
文
研
）

は
明
日
香
の
石
神
遺
跡
で

発
掘
調
査
を
行
い
ま
し

た
。
石
神
遭
跡
は
飛
鳥
時

代
後
期
（
7
世
緯
後
半
）

に
役
所
な
ど
の
公
的
施
設

が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
遺
跡
で
、
発
掘
調

査
で
は
大
量
の
木
簡
が
出

土
し
ま
し
た
。
そ
の
中
か

ら
、
次
の
よ
う
な
文
字
が

刻
ま
れ
た
木
簡
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。

「
留
之
良
奈
弥
々
麻
久

阿
佐
奈
伎
ホ
伎
也
」

当
時
、
祭
文
新
に
勤
め

て
い
た
私
は
、
同
僚
の
研

究
貝
と
共
に
こ
の
木
簡
の

解
読
に
挑
み
ま
し
た
。
縦

葺
き
の
文
は
右
の
行
か
ら

読
む
と
い
う
常
識
に
と
ら

わ
れ
、
「
る
し
ら
な
…
」

と
読
み
始
め
た
の
で
す

が
、
全
く
意
味
が
分
か
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ

が
あ
る
研
究
者
が
、
左
行

か
ら
右
行
へ
続
け
る
と

「
あ
さ
な
ぎ
に
き
ゃ
／
る

し
ら
な
み
み
ま
く
」
と
な

り
、
歌
の
一
都
と
し
て
読

め
る
、
と
い
う
説
を
出
し

た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、

こ
の
歌
は
「
木
簡
に
葺
か

れ
た
万
葉
歌
」
と
し
て
一

躍
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
歌
と
木
簡
の
字

句
を
比
べ
る
と
、
「
釆
寄

る
」
が
「
き
や
る
」
と
葺

か
れ
る
な
ど
の
違
い
が
あ

り
、
木
蘭
に
は
下
の
句
が

な
い
の
で
、
厳
密
に
言
っ

と
両
者
が
同
一
の
歌
か
ど

う
か
は
不
明
で
す
。
し
か

し
、
「
々
」
を
後
か
ら
追

記
し
て
い
る
こ
と
、
刃
物

な
ど
を
用
い
て
木
に
彫
り

込
ん
だ
文
字
で
あ
る
こ
と

か
ら
み
て
、
お
手
本
と
な

る
歌
を
見
な
が
ら
文
字
の

練
習
を
し
た
木
簡
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
お
手
本
が
今
回
の
歌

で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分

に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

【
訳
】
朝
の
凪
の
時
に
寄
せ
て
来
る
白
波
を
見
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
に
、
風
が
波
を
寄
せ
て
来
な
い
の
た
。


