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万葉がた生

事
し
あ
ら
は
　
小
泊
瀬
山
の

隠
ら
ば
共
に

石
城
に
も

な
思
ひ
わ
が
背
　
聾
（
芋
六
三
八
〇
六
）

『
万
葉
集
』
巻
土
ハ
に

い
わ
れ
の
あ
る
歌
と
し
て

収
め
ら
れ
た
こ
の
歌
に

は
、
次
の
よ
う
な
左
注
が

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
あ
る
時
一
人
の
女
が

お
り
、
父
母
に
内
諾
で
男

と
つ
き
あ
っ
て
い
た
。

男
は
女
の
親
に
貴
め
ら

れ
る
の
を
恐
れ
て
弱
気
に

な
っ
た
の
で
、
女
は
こ
の

歌
を
作
っ
て
男
に
贈
っ

た」
親
に
知
ら
せ
る
こ
と
な

く
交
際
す
る
悩
み
を
歌
っ

た
歌
は
『
要
塞
馨
に
多

く
あ
り
、
恋
に
悩
む
男
女

が
人
目
を
避
け
て
隠
る
と

い
う
表
現
も
よ
く
見
ら
れ

ま
す
が
、
こ
の
歌
で
は
照

る
場
所
が
「
小
泊
瀬
山
の

石
城
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

よ
く
似
た
歌
が
『
常
陸
国

風
土
記
』
　
（
現
在
の
茨
城

県
域
の
地
名
や
伝
承
を

集
め
た
地
誌
）
の
新
治
郡

笠
間
村
（
現
在
の
茨
城
県

笠
間
市
付
近
）
の
項
に
も

見
え
、
「
富
請
け
は
小
泊

粥
綴
露
晒

（
世
間
が
う
る
さ
い
の

で
小
泊
瀬
山
の
石
板
に

あ
な
た
を
連
れ
て
こ
も
ろ

う
、
だ
か
ら
恋
い
悩
ま
な

い
で
、
あ
な
た
）
と
お
り

ま
す
。
小
泊
瀬
山
と
は

桜
井
市
柳
瀬
付
近
の
初

瀬
川
に
治
っ
た
山
の
こ
と

で
、
大
和
か
ら
遠
く
離

れ
た
常
陸
で
も
歌
わ
れ

る
ほ
ど
、
人
が
隠
る
の
に

ふ
さ
わ
し
い
地
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
歌
に
は
、

小
泊
瀬
山
の
地
名
だ
け
で

な
く
、
男
女
が
疑
る
場
所

が
石
城
で
あ
る
と
い
う
共

通
点
も
あ
り
ま
す
。
石
城

と
は
、
崖
な
ど
に
自
然
に

生
じ
た
岩
窟
を
指
す
と
い

う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
初

瀬
川
左
岸
の
山
中
に
多
く

遣
ら
れ
た
古
墳
時
代
後
期

の
横
穴
式
石
室
を
指
す
と

す
る
説
の
方
に
よ
り
説
得

力
を
感
じ
ま
す
。
歌
が
歌

わ
れ
た
時
代
に
は
す
で
に

火
葬
が
広
ま
っ
て
お
り
、

横
穴
式
石
室
を
授
け
た
古

賀
は
造
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
石
室
が
昔
の
埋
葬

施
設
で
あ
る
と
い
う
認
識

は
残
っ
て
お
り
、
時
に
は

迫
葬
と
い
う
形
で
死
者
が

葬
ら
れ
る
こ
と
も
お
り
ま

し
た
。
死
後
の
空
間
で
あ

る
古
墳
の
石
室
に
隠
る
と

は
、
男
女
が
死
ぬ
ま
で
添

い
遂
げ
、
死
後
も
ま
た
2

人
で
共
に
あ
り
た
い
と
い

う
決
意
と
願
望
を
表
現
し

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

（
県
立
万
葉
文
化
昭
主
任

研
究
員
・
竹
内
碁

【
訳
】
も
し
何
か
碧
が
起
こ
っ
て
、
小
泊
瀬
山
の
石
誠

に
と
じ
こ
も
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
私
も
あ
な
た
と
一

箱
に
い
ま
す
。
だ
か
ら
思
い
悩
ま
な
い
で
、
あ
な
た
。



悌綱使爛副う白日．R夕．／（、！？（在日信忠

やまと

殊が型選

夕
さ
れ
ば
　
小
倉
の
山
に
　
臥
す
鹿
の

今
夜
は
鳴
か
ず
　
寓
ね
に
け
ら
し
も
　
欝
天
皇
（
巻
九
・
二
ハ
六
四
）

『
万
葉
集
』
の
最
初
の

歌
（
巻
二
一
番
歌
）
と

い
え
ば
、
蕃
菜
を
摘
む
乙

女
に
求
婚
す
る
雄
略
天
皇

の
長
歌
で
す
。
そ
し
て
雄

略
天
皇
の
作
と
さ
れ
る
歌

が
芳
葉
菜
』
に
も
う
一

首
あ
り
ま
す
。

今
国
語
た
糞
玩
塗

縮
鞍
は
題
詞
に
「
泊
瀬
朝

倉
富
に
天
の
涼
ら
し

め
し
し
大
泊
瀬
幼
武
天
皇

の
御
製
歌
一
首
」
と
あ
り

ま
す
。
油
滴
朝
倉
宮
と
は

雄
略
天
蓋
の
富
で
、
桜
井

市
の
脇
本
遺
跡
の
地
に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
小
倉
の
山
の
場
所
は

不
明
で
す
が
、
鹿
が
い
つ

も
臥
す
と
い
う
習
慣
を
詠

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
歌
で
は
朝
倉
宮
の
近
く

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

の
山
の
鹿
が
今
夜
鳴
い
て

い
な
い
、
寝
入
っ
た
ら
し

い
な
あ
、
と
鹿
の
様
子
を

想
像
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
歌
に
は
注

が
続
き
、
あ
る
本
で
は
岡

本
天
皇
の
御
製
と
い
う

が
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か

は
っ
き
り
し
な
い
の
で
重

ね
て
載
せ
る
、
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。

確
か
に
巻
八
、
秋
の
雑

歌
の
最
初
に
、
類
歌
「
夕

さ
れ
ば
小
倉
の
山
に
鳴
く

鹿
は
今
夜
は
鳴
か
ず
寝
ね

に
け
ら
し
も
」
　
（
巻
八
・

一
五
二
）
が
載
っ
て
い

ま
す
。
掲
出
歌
と
見
比
べ

る
と
3
旬
日
が
「
鳴
く
鹿

は
」
に
な
っ
て
お
り
、
い

つ
も
鳴
く
鹿
が
今
夜
は
鳴

か
な
い
、
と
強
調
さ
れ
て

い
ま
す
。
鹿
が
鳴
く
の
は

妻
を
呼
ぶ
た
め
と
考
え
ら

れ
、
今
夜
鳴
か
な
い
の
は

妻
と
い
る
か
ら
だ
ろ
う
、

と
想
像
さ
せ
ま
す
。
少
し

の
違
い
で
す
が
、
雄
略
天

皇
の
歌
よ
り
対
比
が
鮮
明

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

歌
は
題
詞
に
「
岡
本
天
皇

の
御
製
歌
一
首
」
と
あ
り
、

飛
鳥
岡
本
富
の
天
皇
、
舘

明
天
皇
の
作
と
み
る
の
が

有
力
で
す
。
こ
の
富
は
現

在
の
「
飛
鳥
富
跡
」
の
場

所
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

鹿
が
鳴
い
て
茎
を
呼
ぶ

歌
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、

鳴
か
な
い
鹿
を
詠
む
の
は

こ
の
2
首
だ
け
で
す
。
『
万

葉
集
』
巻
一
の
一
番
歌
、

二
番
歌
の
作
者
で
あ
る
雄

略
天
星
、
舘
明
天
皇
の
作

と
し
て
、
巻
頭
な
ど
節
目

の
位
置
に
重
ね
て
載
る
こ

と
か
ら
、
早
い
時
期
の
名

作
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す。
（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
夕
方
に
な
る
と
小
倉
の
山
に
や
ど
る

鹿
は
、
今
夜
は
鳴
か
な
い
。
寝
入
っ
た
ら
し
い
よ
。


