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一
日
こ
そ
　
人
も
待
ち
よ
き

長
さ
印
を
　
か
く
し
得
た
え
は

あ
り
か
つ
ま
し
じ

難
波
　
天
皇
　
妹
　
（
巻
四
・
四
八
四
）

『
万
葉
集
』
の
中
で
恋

の
歌
は
数
多
く
、
主
流
を

な
す
と
い
え
ま
す
。
今
回

の
歌
は
、
恋
の
歌
（
相
聞
）

ば
か
り
を
収
め
た
巻
四
の

冒
頭
を
飾
る
一
首
で
す
。

女
性
の
立
場
か
ら
、
男
性

を
待
つ
苦
し
さ
が
歌
わ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
歌
に
は
「
難
波
天

皇
の
襲
和
に
馨
皇

兄
に
奉
上
れ
る
御
歌
一

首
」
と
い
う
題
詞
が
あ
り
、

「
難
波
天
皇
」
を
仁
徳
天

皇
と
み
る
説
と
、
孝
徳
天

皇
と
み
る
説
と
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
孝
徳
天
皇
の
妹

と
い
う
存
在
は
史
書
類
に

も
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
『
万

葉
集
』
の
巻
二
の
相
聞
の

最
初
に
も
仁
徳
天
皇
が
詠

鶉
擁
護

と
理
解
す
る
の
か
自
然
な

よ
う
で
す
。

こ
の
歌
じ
た
い
、
巻
二

巻
頭
4
首
（
八
五
～
八
八
）

と
発
想
が
似
て
い
ま
す
。

仁
徳
天
皇
皇
后
・
イ
ウ
ノ

ヒ
メ
が
天
皇
を
思
っ
て
作

っ
た
歌
、
「
君
が
行
き
回
長

く
な
り
ぬ
」
（
八
五
）
「
か
く

ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
お
ら
ず

は
」
（
八
六
）
「
あ
り
つ
つ
も

君
を
ば
待
読
む
」
（
八
七
）

で
も
、
長
く
違
え
な
い
中
、

苦
し
く
も
待
っ
て
い
る
こ

と
を
歌
い
ま
す
。
今
回
の

歌
は
こ
の
一
連
の
作
に
入

っ
て
い
て
も
な
じ
む
の
で

は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
で

す
。
「
長
さ
日
」
と
読
み
た

く
な
り
ま
す
が
、
単
数
の

日
は
「
ヒ
」
と
言
い
、
複

数
の
日
は
「
ケ
」
と
言
わ

て
い
ま
し
た
。
現
在
も
二

日
な
ど
の
「
カ
」
に
名
残

を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

さ
て
、
題
詞
の
「
難
波

天
皇
」
を
仁
徳
天
皇
と
す

る
宅
駕
篭
重
の
壁

誹
艶
捧
諮

ら
れ
ま
す
。
胃
事
記
』
に

は
、
仁
徳
天
皇
か
ら
女
性

た
ち
へ
の
歌
も
載
っ
て
は

い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
女
性
に
思
わ
れ
て

い
る
側
面
が
強
く
描
か
れ

ま
す
。
『
万
葉
集
』
に
は
仁

徳
天
皇
が
詠
ん
だ
と
さ
れ

る
歌
は
載
っ
て
お
ら
ず
、

歌
の
中
で
待
た
れ
る
存
在

と
し
て
の
み
現
れ
ま
す
。

仁
徳
天
皇
は
巨
大
な
古

墳
や
「
聖
帝
」
と
し
て
の

伝
え
、
古
事
記
下
巻
の
最

初
を
垣
っ
こ
と
な
ど
で
も

知
ら
れ
ま
す
が
、
女
性
に

思
わ
れ
る
天
皇
像
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
一
日
く
ら
い
な
ら
、
誰
だ
っ
て
待
つ
の
は
楽
で
し

ょ
う
。
長
い
日
々
を
こ
ん
な
に
待
つ
の
は
、
耐
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
す
。
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零
さ
れ
は
　
ま
づ
咲
く
や
ど
の
　
梅
の
花

独
り
見
つ
つ
や
　
春
日
暮
ら
さ
む
　
山
上
憶
良
（
蓋
・
八
一
八
）

梅
の
花
が
咲
く
頃
に
な

り
ま
し
た
。
元
号
「
令
和
」

の
元
と
な
っ
た
こ
と
で
も

お
な
じ
み
の
梅
花
の
宴
が

行
わ
れ
た
の
は
ち
ょ
う
ど

今
ご
ろ
の
時
期
に
あ
た
り

ます。7
3
0
（
天
平
2
）
年

の
旧
暦
正
月
1
3
日
、
九
州

を
管
轄
す
る
大
事
府
の
長

官
で
あ
琵
大
伴
旅
人
の

撰
軽
輩

成
す
」
よ
う
に
発
せ
ら
れ

ま
す
。
「
園
梅
」
と
は
旅

人
の
邸
宅
の
庭
の
梅
の
こ

と
で
、
「
短
詠
」
は
短
歌

を
詠
む
こ
と
で
す
。

今
回
の
歌
は
そ
の
場
で

詠
ま
れ
た
3
2
首
の
4
番

目
、
山
上
憶
良
の
作
で
す
。

左
注
に
「
筑
前
守
山
上
大

夫
」
と
あ
り
、
今
で
い
う

福
岡
県
知
事
の
よ
う
な
立

場
に
あ
り
ま
し
た
。
有
名

な
長
歌
「
貧
窮
問
答
歌
」

（
巻
五
・
八
九
二
～
八
九

三
）
は
こ
の
数
年
後
に
作

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ます。さ
て
、
今
回
掲
載
の
歌

は
宴
で
の
ほ
か
の
歌
と

は
少
し
雰
囲
気
が
異
な

り
ま
す
。
宴
会
で
梅
を
詠

む
の
で
す
か
ら
、
梅
を

は
め
る
よ
う
な
楽
し
け

な
歌
が
主
流
で
す
が
、

憶
良
は
「
独
り
」
を
歌
い

ま
す
。
「
見
つ
つ
や
」
の

「
や
」
が
反
語
な
の
で
、

独
り
で
見
な
が
ら
春
の

白
を
す
ご
す
こ
と
な
ど

し
よ
う
か
、
い
や
す
る
ま

い
、
と
い
う
否
定
に
な
り

ま
す
のこ

こ
で
「
独
り
」
を
詠

み
こ
ん
だ
の
は
、
宴
の
主

人
で
あ
る
大
伴
旅
人
が
大

事
府
で
妻
を
亡
く
し
た
心

境
を
思
い
や
っ
て
の
こ
と

と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

旅
人
が
妻
を
亡
く
し
た

際
、
憶
良
は
旅
人
に
な
り

か
わ
っ
て
長
歌
と
反
歌
5

首
（
「
日
本
挽
歌
」
巻
五

・
七
九
四
～
七
九
九
）
も

作
っ
て
い
ま
す
。
梅
は
旅

人
に
と
っ
て
妻
と
の
思
い

出
の
木
で
も
あ
り
、
皆
で

園
梅
を
詠
む
と
い
う
宴
の

趣
旨
は
「
一
人
孤
独
に
梅

の
花
を
見
な
か
ら
書
を
す

ご
す
こ
と
な
ど
で
き
な

い
」
と
い
う
思
い
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
旅
人
の
思
い
を
今
回
の

歌
で
も
憶
良
が
代
弁
し
て

い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま

す。
憶
良
が
「
書
に
な
っ
た

ら
ま
ず
咲
く
」
と
歌
っ
た

と
お
り
、
現
代
の
私
た
ち

も
梅
に
善
の
訪
れ
を
実
感

し
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
春
に
な
る
と
最
初
に
咲
く
わ
が
家
の
梅
の
花
、
私
一
人

で
見
つ
つ
一
日
を
す
ご
す
こ
と
な
ど
、
ど
う
し
て
し
よ
う
か
。


