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大
谷
歩
著
『
万
葉
集
の
恋
と
語
り
の
文
芸
史
』

　
　
―
す
く
す
く
と
育
ち
つ
つ
あ
る
「
若
木
」
に
期
待
す
る
―

梶
川
信
行

　
　
　

一
、

　

若
い
研
究
者
の
本
が
、
た
ま
た
ま
続
け
て
送
ら
れ
て
来
た
。
大
谷
氏
の

本
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
現
在
上
代
文
学
会
の
事
務
局
を
担
当
し
て
い

る
が
、
会
員
数
の
減
少
な
ど
を
憂
慮
す
る
日
々
が
続
い
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
若
い
研
究
者
の
著
作
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
と
さ

ら
悦
ば
し
い
こ
と
に
思
え
た
。「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、
本
書
は
学
位

請
求
論
文
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
学
位
を
取
得
し
、
そ
の
成

果
を
世
に
問
お
う
と
す
る
姿
勢
に
、
ま
ず
は
拍
手
を
送
り
た
い
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
が
ゴ
ー
ル
地
点
で
は
な
い
。
次
の
飛
躍
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
と

な
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

　

本
書
の
帯
に
は
、「
日
本
人
の
恋
の
起
源
を
解
き
明
か
す
」「〈
古
物
語

り
〉
か
ら
〈
今
物
語
り
〉
へ
の
ラ
ブ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
・

コ
ピ
ー
が
踊
っ
て
い
る
。
ま
た
、

〔
書
評
〕
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�
東
ア
ジ
ア
文
学
圏
で
は
特
殊
な
、「
恋
」
と
い
う
概
念
を
文
芸
上
に

成
立
さ
せ
た
日
本
。
／
そ
の
源
流
を
求
め
、
万
葉
以
前
よ
り
語
り
継

が
れ
た
伝
説
〈
古
物
語
り
〉
か
ら
、
／
近
時
の
現
実
性
を
も
っ
た
〈
今

物
語
り
〉
へ
と
至
る
物
語
り
の
形
成
の
系
譜
を
辿
る
／
明
か
さ
れ
る

男
女
の
恋
の
歴
史
。

と
い
う
魅
力
的
な
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
は
、美
し
い
装
丁
が
、

思
わ
ず
手
に
取
っ
て
み
た
く
な
る
吸
引
力
を
持
っ
て
い
る
。
本
書
が
上
梓

さ
れ
た
時
、
著
者
は
幸
福
感
に
浸
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
し
た
本
書
の
目
次
は
、
以
下
の
通
り
。
六
本
の
既
発
表
の
論
文
と

二
回
の
口
頭
発
表
の
原
稿
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

　
　

は
じ
め
に

　
　

愛
の
は
じ
ま
り
の
物
語
り　
　

序
論

　
　

第
一
章　

磐
姫
皇
后
と
但
馬
皇
女
の
恋
歌
の
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
〈
類
型
〉
と
〈
引
用
〉
の
流
通
性
を
め
ぐ
っ
て

　
　

第
二
章　

桜
児
・
縵
児
を
め
ぐ
る
〈
由
縁
〉
の
物
語
り

　
　

第
三
章　

真
間
手
児
奈
伝
説
歌
の
形
成
─
─
歌
の
詠
法
を
通
し
て

　
　

第
四
章　

嫉
妬
と
怨
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
古
代
日
中
文
学
の
愛
情
詩
と
主
題
の
形
成

　
　

第
五
章　

怨
恨
歌
の
形
成
─
─
〈
棄
婦
〉
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て

　
　

第
六
章　
「
係
念
」
の
恋
─
─
安
貴
王
の
歌
と
〈
今
物
語
り
〉

　
　

第
七
章　
「
係
恋
」
を
め
ぐ
る
恋
物
語
り
の
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
「
夫
の
君
に
恋
ひ
た
る
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

　
　

第
八
章　

愚
な
る
娘
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
「
児
部
女
王
の
嗤
へ
る
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

　

頁
を
め
く
っ
て
見
る
ま
で
は
、
國
學
院
の
学
問
的
伝
統
と
、
辰
巳
イ
ズ

ム
の
融
合
の
書
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
予
想
は
、
い

い
意
味
で
裏
切
ら
れ
た
。
本
書
は
、
辰
巳
正
明
氏
の
正
統
な
後
継
者
で
あ

ろ
う
と
す
る
こ
と
を
標
榜
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。『
万
葉
集
』
の
比

較
文
学
的
研
究
の
泰
斗
で
あ
る
優
れ
た
師
の
元
で
勉
強
で
き
た
こ
と
の
幸

せ
を
、
十
分
に
堪
能
し
た
成
果
で
あ
ろ
う
。

　

編
集
委
員
の
谷
口
先
生
か
ら
「
初
期
万
葉
だ
か
ら
、
よ
ろ
し
く
」
と
言

わ
れ
て
引
き
受
け
た
の
だ
が
、
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、「
本
書
で
は
論
証

に
多
く
の
漢
文
文
献
や
仏
教
経
典
を
用
い
た
」（
お
わ
り
に
）
と
さ
れ
て

い
る
。
な
ら
ば
、
私
を
選
ん
だ
の
は
、
ミ
ス
・
キ
ャ
ス
ト
で
は
な
い
か
。

こ
の
本
の
書
評
は
、
漢
文
文
献
に
も
仏
教
経
典
に
も
う
と
い
私
の
任
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
言
え
、
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
以
上
、
伝

統
あ
る
雑
誌
の
企
画
に
穴
を
あ
け
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
門
外
漢
の
私
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の
目
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
。
そ
ん
な
書
評
も
あ
っ
て
い
い
の
か

も
知
れ
な
い
と
思
い
直
し
、
ペ
ン
を
執
る
、
い
や
キ
イ
・
ボ
ー
ド
を
叩
く

こ
と
に
し
た
。

　
　
　

二
、

　

タ
イ
ト
ル
は
魅
力
的
で
壮
大
だ
が
、
タ
イ
ト
ル
と
中
身
の
懸
隔
は
大
き

い
。
本
書
に
収
録
さ
れ
た
八
本
の
論
文
で
、
と
う
て
い
論
じ
尽
く
せ
る
よ

う
な
事
柄
で
は
な
い
か
ら
だ
。
一
本
の
線
で
道
筋
が
示
さ
れ
た
に
過
ぎ
な

い
が
、
大
谷
氏
は
ま
だ
若
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
そ
の
こ
と
を
難
じ
た
と

こ
ろ
で
、
ま
っ
た
く
意
味
が
な
い
。
今
後
、
た
っ
ぷ
り
と
時
間
を
か
け
て
、

こ
の
テ
ー
マ
を
追
い
求
め
て
行
く
こ
と
で
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ
わ
し

い
体
系
が
構
築
さ
れ
、
一
本
の
線
が
立
体
的
な
構
造
物
と
な
る
こ
と
を
期

待
す
れ
ば
よ
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
自
分
を
ど
こ
に
置
く
か
。
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
ど
こ

に
置
い
て
、
ど
の
方
向
に
走
り
出
す
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ

れ
が
「
序
論
」
に
お
け
る
研
究
史
の
確
認
で
あ
ろ
う
。
大
谷
氏
は
、
恋
歌

が
形
成
さ
れ
る
基
盤
に
は
語
り
が
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
伝
説
歌
研
究

の
古
典
と
も
言
う
べ
き
河
村
悦
麿
氏
の
『
万
葉
集
伝
説
歌
考
』

（
一
九
二
七
）
か
ら
始
め
る
。
続
い
て
、
五
十
年
代
は
益
田
勝
美
氏
の
〈
歌

語
り
〉
論
を
、
六
十
年
代
は
伊
藤
博
氏
の
『
万
葉
集
』
の
〈
歌
語
り
〉
の

論
を
、
七
十
年
代
は
、
そ
れ
を
批
判
し
た
神
野
志
隆
光
氏
の
論
を
、
八
十

年
代
に
は
伊
藤
論
氏
を
擁
護
・
修
正
し
た
身
崎
寿
氏
の
論
を
俎
上
に
載
せ

て
行
く
。
そ
し
て
九
十
年
代
は
、
東
ア
ジ
ア
を
広
く
見
据
え
、
中
国
少
数

民
族
の
恋
愛
歌
に
《
歌
路
》
と
い
う
原
理
を
見
つ
け
出
し
た
辰
巳
正
明
氏

の
論
へ
と
展
開
し
て
行
く
、
と
捉
え
て
い
る
。

　

大
谷
氏
は
、こ
う
し
た
流
れ
の
後
に
、二
〇
一
〇
年
代
の
自
分
を
置
く
。

研
究
史
の
確
認
を
見
て
も
、
辰
巳
氏
の
研
究
を
ど
う
消
化
し
、
発
展
さ
せ

て
行
く
か
と
い
う
こ
と
を
自
己
に
課
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
気

や
よ
し
。
筆
者
も
陰
な
が
ら
、
そ
の
成
長
を
見
守
っ
て
行
こ
う
と
思
う
。

　

さ
て
、「
序
論
」
は
実
に
盛
り
だ
く
さ
ん
で
あ
る
。「
本
書
の
目
的
と
方

法
」
は
と
り
わ
け
志
の
高
さ
を
見
せ
て
い
る
が
、
や
や
意
気
込
み
過
ぎ
で

は
な
い
か
。
続
く
「〈
由
縁
〉
を
め
ぐ
る
〈
古
物
語
り
〉
と
〈
今
物
語
り
〉」

こ
そ
が
、
本
書
の
要
諦
と
見
ら
れ
る
。
表
紙
の
帯
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、

こ
こ
が
大
谷
氏
の
主
張
の
も
っ
と
も
集
約
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。〈
古

物
語
り
〉〈
今
物
語
り
〉
は
、
第
一
章
以
後
の
各
論
に
も
、
繰
り
返
し
登

場
す
る
タ
ー
ム
で
あ
る
。
新
し
い
タ
ー
ム
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
万
葉
集
伝
説
歌
考
』
以
来
の
研
究
史
を
一
歩
前
に
進
め
よ
う
と
言
う
の

で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ら
は
「
文
芸
史
上
の
概
念
で
あ
る
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
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�
本
書
の
〈
古
物
語
り
〉
と
〈
今
物
語
り
〉
と
い
う
概
念
は
、
歌
の
う

た
わ
れ
た
場
や
口
承
の
段
階
の
み
を
想
定
す
る
概
念
で
は
な
い
。
各

作
品
の
分
析
か
ら
導
か
れ
る
作
品
の
位
置
付
け
や
、
そ
の
背
後
に
存

在
し
た
で
あ
ろ
う
作
歌
の
状
況
な
ど
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
り
得

る
作
品
の
性
格
分
類
の
指
標
で
あ
る
。

と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
伊
藤
博
の
『
万
葉
集
』
の
〈
歌
語
り
〉
の
論
を
否

定
す
る
の
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
筆
者
な
ど
は
む
し
ろ
、
過
去
は

バ
ッ
サ
リ
斬
り
捨
て
て
、
先
に
進
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
の
だ
が
、

大
谷
氏
は
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
る
。

　

無
責
任
に
挑
発
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
の
は
、大
谷
氏
自
身
が「
本

書
で
は
論
証
に
多
く
の
漢
文
文
献
や
仏
教
経
典
を
用
い
た
」
と
述
べ
、
第

一
章
以
下
の
各
論
で
、
確
か
に
そ
う
し
た
方
向
で
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
歌
々
も
、
巻
十
六
の
作
品
を
論
じ
た
第
六
章
か
ら

第
八
章
を
典
型
と
し
て
、〈
由
縁
〉
が
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
中

心
で
あ
る
。「
漢
文
文
献
や
仏
教
経
典
」
に
よ
る
「
論
証
」
は
、
当
然
「
語

り
」
で
は
な
く
、
書
か
れ
た
歌
の
世
界
の
解
明
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
、
ど
の
よ
う
に
〈
今
物
語
り
〉
と
し
て
記
録
さ
れ
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
「
論
証
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
点
で
、
過

去
の
〈
歌
語
り
〉
論
と
は
明
ら
か
に
方
向
性
を
異
に
し
て
い
る
。
と
り
わ

け
仏
教
経
典
を
用
い
た
「
論
証
」
は
、『
万
葉
集
』
と
い
う
歌
集
を
生
む

に
至
っ
た
文
化
的
な
基
盤
の
幅
広
さ
、
奥
深
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

繋
が
っ
て
い
て
、
そ
の
点
が
過
去
の
〈
歌
語
り
〉
論
な
ど
と
違
う
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
こ
う
い
う
方
面
の
勉
強
を
あ
ま
り
し
て
来
な

か
っ
た
筆
者
に
と
っ
て
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

　

一
方
、〈
古
物
語
り
〉
へ
の
論
及
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

こ
で
言
う
〈
古
〉
が
、
ど
の
程
度
の
時
間
の
隔
た
り
を
意
味
す
る
の
か
は

不
明
だ
が
、〈
古
物
語
り
〉
が
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
存
在
し
た
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
「
論
証
」
の
方

法
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
多
く
の
漢
文
文
献
や
仏
教
経
典
」

に
よ
っ
て
〈
今
物
語
り
〉
に
つ
い
て
「
論
証
」
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で

〈
古
物
語
り
〉
を
闡
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
語
り
の
文
芸
史
」

な
ら
ば
、〈
古
物
語
り
〉
に
こ
そ
焦
点
が
当
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。
タ
イ
ト
ル
と
中
身
の
懸
隔
は
相
当
に
大
き
い
と
述
べ
た

の
は
、
一
つ
に
は
、
そ
う
し
た
大
き
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
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三
、

　

否
定
的
な
こ
と
を
述
べ
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

筆
者
は
そ
れ
を
本
書
の
瑕
疵
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
筆
者
の
世
代
と
は

異
な
り
、
今
は
課
程
博
士
の
取
得
が
必
須
の
時
代
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け

早
く
学
位
を
取
得
し
な
け
れ
ば
、
研
究
者
へ
の
道
は
開
け
な
い
。
若
書
き

の
本
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

繰
り
返
す
が
、
た
と
え
細
い
線
で
あ
っ
て
も
、
と
り
あ
え
ず
道
筋
を
つ

け
、
将
来
へ
の
展
望
を
見
せ
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
未
来
は
開
け
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
本
書
に
は
、
将
来
へ
の
課
題
が
自
覚
的
に
た
く
さ
ん

提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
わ

か
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
そ
の
課
題
を
一
つ
一
つ

解
決
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
体
系
が

築
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
着
実
な
一
歩
が
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を

評
価
し
た
い
と
思
う
。

　

そ
こ
で
、
最
後
に
老
婆
心
な
ら
ぬ
老
爺
心
を
。
序
論
に
は
〈
今
物
語
り
〉

と
〈
古
物
語
り
〉
ば
か
り
で
な
く
、「
民
族
」「
文
芸
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
キ
イ
ワ
ー
ド
を
用
い
て
、
た
く
さ
ん
の
課
題
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。

意
気
ご
み
は
理
解
で
き
る
が
、
や
や
詰
め
込
み
過
ぎ
な
の
で
は
な
い
か
。

用
語
の
定
義
と
整
理
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。ま
た
、恋
歌
は〈
女

歌
〉
の
世
界
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
は
た
し
て
女
性
を
主
人
公
と
し
た
も

の
だ
け
が
「
恋
の
語
り
」
な
の
か
。
安
貴
王
の
歌
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
は

い
る
も
の
の
、女
性
に
偏
り
過
ぎ
て
い
な
い
か
。第
三
章
で
、題
詞
の「
過
」

と
「
詠
」
の
違
い
を
論
じ
て
い
る
が
、「
過
」
に
関
し
て
、
大
事
な
先
行

研
究
の
見
落
と
し
も
気
に
な
っ
た
。

　

と
は
言
え
、読
後
感
は
さ
わ
や
か
で
あ
っ
た
。本
書
に
よ
っ
て
、「
若
木
」

が
順
調
に
育
ち
つ
つ
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
が
公

刊
さ
れ
た
こ
と
を
心
か
ら
寿
ぎ
た
い
と
思
う
。

（
Ａ
５
判
、
二
九
二
頁
、
笠
間
書
院
、
二
○
一
六
年
二
月
発
行
、
定
価

五
八
○
〇
円
＋
税
）


