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（
万
葉
集
　
巻
十
） 

　
大
坂
は
逢
坂
と
も
書
く
峠
道
で
、穴
虫
峠
の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
付
近
を
大
坂
山
と
言
い
、

石
器
の
原
石
サ
ヌ
カ
イ
ト
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
明
日
香
か
ら
河
内
へ
と
越
え
る
峠
道
は
、

二
上
山
の
南
を
越
え
る
竹
之
内
峠
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、こ
の
山
の
北
の
山
麓
に
沿
っ
て
、西
へ
越

え
る
穴
虫
峠
を
越
え
る
道
も
古
く
か
ら
重
要
な

街
道
で
あ
っ
た
。
し
か
も
大
和
平
野
か
ら
河
内
に

ぬ
け
る
峠
の
中
で
は
最
も
な
だ
ら
か
で
、峠
と
は

言
え
な
い
ほ
ど
の
ゆ
る
い
坂
道
で
あ
る
た
め
か
、

交
通
の
要
衝
と
し
て
重
視
さ
れ
、『
日
本
書
紀
』

（
以
下『
紀
』と
称
す
）天
武
天
皇
元
年（
六
七
三
）

の
条
に
は
、壬
申
の
乱
の
と
き
、佐
味
君
少
麻
呂

が
数
百
人
を
率
い
て
大
坂
に
駐
屯
し
た
ほ
か
、同

八
年
に
は
関
を
大
坂
山
に
置
い
た
と
あ
る
。
ま
た

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て『
崇
神
紀
』九
年
三
月
の
条

に
は
、「
天
皇
の
夢
に
神
人
有
し
て
、誨
へ
て
曰
は

く
、『
赤
盾
八
枚
・
赤
矛
八
竿
を
以
て
、墨
坂
神
を

祠
れ
。
亦
黒
盾
八
枚
・
黒
矛
八
竿
を
以
て
、大
坂

神
を
祠
れ
』
と
の
た
ま
ふ
。
」
と
あ
り
、続
い
て
同

四
月
の
条
に
は
「
夢
の
教
え
る
依
に
、墨
坂
神
・

大
坂
神
を
祭
り
た
ま
ふ
。
」
と
記
し
て
い
る
。 

　
こ
の
大
坂
神
を
祀
っ
た
の
は
香
芝
市
穴
虫
の
式

内
大
社
「
大
坂
山
口
神
社
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、同
名
の
神
社
が
東
北
へ
約
八
百
メ
ー

ト
ル
の
逢
坂
に
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
大
坂
山
口
神

社
が『
崇
神
紀
』の
大
坂
神
で
あ
る
か
否
か
も
判

然
と
し
な
い
向
き
も
あ
る
が
、穴
虫
峠
の
あ
た
り

に
大
坂
神
を
祀
っ
た
こ
と
が
こ
の
山
口
の
神
の
起

源
で
あ
ろ
う
。
崇
神
天
皇
は
古
墳
時
代
初
頭
の

大
王
と
さ
れ
る
か
ら
、大
阪
は
三
世
紀
の
後
半
に

　
大
和
で
は
遠
い
昔
か
ら
、三
輪
山
の
日
の
出
と
二
上
山
の
落
陽
は
、大
和
に
住
む
人
々
の
生
活
の

原
点
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
三
輪
山
か
ら
出
て
二
上
山
に
沈
む
太
陽
の
運
行
が
、単
な
る

自
然
現
象
を
越
え
て
、人
々
の
生
活
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、大
和
に
稲
作

農
耕
が
も
た
ら
さ
れ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

　
だ
が
、こ
う
し
た
太
陽
の
去
来
す
る
光
景
は
、や
が
て
人
々
の
魂
の
去
来
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
死
者
の
魂
は
二
上
山
の
彼
方
に
去
り
、や
が
て
再
び
東
方
か
ら
再
来
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
古
墳
時
代
に
な
る
と
、人
々
は
地
上
に
正
確
な
東
西
線
を
意
識
し
、こ
こ

に
太
陽
祭
祀
の
場
を
配
置
し
て
、「
太
陽
の
道
」
を
設
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。こ
の
よ
う
な
東
西

線
の
存
在
は
、は
た
し
て
偶
然
だ
ろ
う
か
。
 

二上山の夕景 
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は
、既
に
大
和
か
ら
河
内
へ
と
越
え
る
西
の
要
衝

で
あ
っ
た
。
一
方
墨
坂
は
大
和
平
野
の
東
、三
輪

山
の
南
脇
か
ら
、長
谷
を
抜
け
て
東
国
へ
と
通
じ

る
伊
勢
街
道
の
坂
を
登
り
切
り
、現
在
の
榛
原

町
西
峠
の
、「
天
神
の
森
」
と
呼
ば
れ
る
処
が
そ
の

故
地
と
さ
れ
、こ
こ
に
墨
坂
神
社
が
あ
っ
た
の
が
、

後
に
一
キ
ロ
ほ
ど
南
東
に
遷
座
し
た
の
が
現
在

の
神
社
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
崇
神
天

皇
は
、大
和
平
野
か
ら
東
と
西
に
通
じ
る
最
も

主
要
な
峠
に
盾
と
矛
を
並
べ
、こ
こ
に
神
を
祀
っ

て
悪
霊
の
侵
入
を
防
ぎ
、「
こ
れ
に
よ
り
て
疫
の

気
悉
に
息
み
て
、国
家
安
ら
か
に
平
ら
ぎ
き
」
と

『
崇
神
紀
』に
記
さ
れ
て
い
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
穴
虫
峠
の
あ
る
大
坂
の
一
帯
は
、

古
墳
時
代
以
来
の
重
要
な
要
衝
で
あ
っ
た
が
、私

が
こ
の
峠
に
注
目
し
た
の
は
、こ
こ
が
落
陽
の
信

仰
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
気
が
付
い
て

以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

　
『
崇
神
紀
』
六
年
の
条
に
は
、天
照
天
神
を
倭

の
笠
縫
邑
に
祀
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
照
と

い
う
神
は
日
本
神
話
で
は
主
役
の
よ
う
な
神
で

あ
る
が
、こ
れ
を
祭
祀
し
た
と
い
う
記
事
は
こ
れ

が
初
見
で
、こ
の
神
が
大
和
朝
廷
が
発
足
し
た
古

墳
時
代
初
頭
以
来
の
神
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
笠
縫
邑
は
複
数
の
伝
承
地
が
あ

っ
て
明
確
で
は
な
い
が
、三
輪
山
の
北
側
の
山
中

と
山
麓
、そ
し
て
平
野
の
中
に
あ
っ
て
ほ
ぼ
東
西

に
展
開
し
、そ
の
い
ず
れ
に
も
天
照
の
神
を
祀
る

古
社
や
神
山
が
点
在
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
な
か

で
も
、こ
れ
ら
は
三
輪
山
西
北
麓
の
桧
原
神
社
と

す
る
の
が
定
説
で
、桧
原
は
「
日
原
」
と
も
記
さ

れ
、古
く
か
ら
天
照
大
神
を
祭
祀
す
る
格
式
高

い
古
社
と
し
て
元
伊
勢
と
称
さ
れ
て
い
る
。 

桧原神社 

や
ま
い 

け
こ
と
ご
と 

や 

あ
め
の
し
た 

や
ま
と 

か
さ
ぬ
り
の
む
ら 

ひ

ば

ら
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桧
原
神
社
に
は
古
来
本
殿
が
無
く
、三
輪
山

の
深
い
杜
を
背
に
し
た
三
ッ
鳥
居
を
透
し
て
拝
む

と
い
う
古
式
の
祭
祀
の
形
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
西
に
向
か
っ
て
立
つ
こ
の
鳥
居
を
透
し

て
拝
む
真
東
の
方
向
は
三
輪
山
頂
で
は
な
く
こ

こ
か
ら
直
接
に
は
見
え
な
い
三
輪
山
の
背
後
の

泊
瀬
山
を
拝
む
こ
と
に
な
る
。 

　 

 

（
万
葉
集
　
巻
七
） 

　
こ
の
歌
に
あ
る
「
泊
瀬
の
桧
原
」
と
は
桧
原
神

社
の
こ
と
で
、「
三
輪
山
を
仰
ぎ
見
る
と
、そ
の
麓

に
あ
る
泊
瀬
の
山
を
遥
拝
す
る
桧
原
神
社
が
想

わ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
泊
瀬
山
は
古
来

天
照
大
神
の
影
向（
神
仏
が
姿
無
く
出
現
さ
れ

る
こ
と
）の
山
と
し
て
崇
敬
さ
れ
、『
万
葉
集
』で

は
「
隠
り
国
の
泊
瀬
の
山
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
が
、現
在
こ
の
山
は
、天
照
大
神
が
天
津
神
の

主
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
天
神
山
、ま
た
こ
の
神
が

出
現
さ
れ
る
良
き
山
と
し
て
与
喜
山
と
呼
ば
れ

て
い
る
。 

　
笠
縫
邑
の
桧
原
神
社
は
三
輪
山
の
山
麓
と
は

言
え
、平
野
よ
り
一
段
高
い
見
晴
ら
し
の
良
い
位

置
に
あ
っ
て
、す
ぐ
西
の
山
裾
に
は
最
古
の
巨
大

古
墳
と
し
て
知
ら
れ
る
箸
墓
古
墳
が
見
え
る
。

そ
し
て
そ
の
向
こ
う
遙
か
に
大
和
平
野
を
隔
て

て
二
上
山
を
望
む
。そ
こ
で
地
図
を
出
し
て
正
確

に
真
西
を
計
測
す
る
と
、二
上
山
の
北
の
麓
が
、

す
ぐ
隣
の
寺
山
の
南
の
麓
と
交
差
し
た
地
点
で
、

こ
れ
が
穴
虫
峠
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
桧
原
神
社
か

ら
見
て
、太
陽
が
真
東
か
ら
出
て
真
西
に
入
る
春

分
と
秋
分
に
落
陽
を
見
る
の
が
穴
虫
峠
で
あ
る

の
だ
が
、特
に
春
分
は
稲
作
を
開
始
す
る
日
と
し

桧原神社より望む穴虫峠の落陽（春分） 
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て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
夏
至
か
ら

冬
至
ま
で
の
太
陽
の
運
行
の
角
度
は
六
〇
度
で

あ
る
が
、こ
の
神
社
か
ら
見
て
、冬
至
に
は
耳
成

山
、夏
至
に
は
信
貴
山
の
辺
り
の
落
陽
が
目
安
に

な
る
。つ
ま
り
一
年
に
わ
た
り
、落
陽
の
位
置
に

よ
っ
て
季
節
を
観
測
す
る
に
は
、こ
の
小
高
い
場

所
は
ま
こ
と
に
都
合
が
良
い
。
古
代
の
中
国
で
は

春
分
・
秋
分
・
夏
至
・
冬
至
を
四
至
と
言
い
、大
切

な
季
節
の
折
り
目
と
し
て
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
が
、

こ
こ
は
落
陽
の
位
置
に
よ
っ
て
こ
の
折
り
目
の
日

を
知
る
格
好
の
場
所
で
あ
っ
た
。
笠
縫
は
　
日
と

も
書
く
が
、　
日
と
は
カ
サ
ヌ
ヒ
で
日
を
重
ね
る

こ
と
、つ
ま
り
一
年
の
暦
、カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
る
こ

と
で
あ
る
。
日
本
は
稲
作
の
国
で
あ
る
が
、稲
は

日
本
に
自
生
し
な
い
南
方
性
の
植
物
で
、こ
れ
を

北
限
に
当
た
る
我
が
国
で
栽
培
す
る
に
は
暖
か

い
季
節
に
限
定
さ
れ
る
。こ
う
し
た
季
節
を
読
む

の
が
太
陽
の
運
行
で
、そ
れ
に
よ
っ
て
日
を
知
る

人
を
「
日
知
り
」
と
い
い
、日
知
り
が
「
聖
」
の
語

源
で
あ
る
。
ま
た
日
本
の
暦
は
伊
勢
の
神
宮
暦
が

初
め
だ
と
さ
れ
る
が
、伊
勢
神
宮
で
は
今
も
毎
年
、

気
象
庁
の
観
測
に
よ
る
極
め
て
詳
し
い『
神
宮
暦
』

が
発
行
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、天
照
大

神
は
笠
縫
、つ
ま
り
太
陽
に
よ
る
暦
の
観
測
と
深

い
か
か
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
天
照
大
神
は
崇
神
天
皇
の
と
き
倭
の
笠
縫
邑

に
祀
ら
れ
た
後
、次
の
垂
仁
天
皇
の
と
き
倭
姫
に

付
け
て
伊
勢
に
遷
宮
さ
れ
た
が
、そ
の
場
所
は
現

在
の
伊
勢
の
内
宮
で
は
な
く
、伊
勢
の
斎
宮
跡
が

内
宮
の
故
地
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
斎
宮
は

桧
原
神
社
の
真
東
で
、そ
の
間
に
は
泊
瀬
山
―
室

生
山
―
堀
坂
山
な
ど
太
陽
祭
祀
の
山
頂
や
遺
跡

が
連
な
り
、さ
ら
に
斎
宮
の
真
東
の
伊
勢
湾
上
に

神
島
を
望
む
こ
と
が
出
来
る
。
一
方
桧
原
神
社

か
ら
西
へ
、箸
墓
古
墳
か
ら
穴
虫
峠
ま
で
の
大
和

平
野
に
は
、点
々
と
四
カ
所
の
ほ
ぼ
等
間
隔
に
太

陽
祭
祀
に
ま
つ
わ
る
神
社
が
並
び
、峠
を
越
え
て

萩
原
天
神
、そ
し
て
堺
の
大
鳥
大
社
。こ
こ
か
ら

大
阪
湾
を
渡
っ
た
淡
路
島
に
は
伊
勢
久
留
馬
神

社
、そ
の
西
に
は
山
頂
に
天
照
大
神
を
祀
っ
た
伊

勢
の
森
と
い
う
山
が
あ
る
。
東
の
伊
勢
か
ら
西
の

伊
勢
ま
で
、紀
伊
半
島
を
貫
く
一
六
〇
キ
ロ
に

及
ぶ
こ
の
ラ
イ
ン
に
は
太
陽
祭
祀
の
遺
跡
が
多
い

こ
と
か
ら
私
が
「
太
陽
の
道
」
と
名
付
け
た
の
は

三
〇
年
以
前
の
こ
と
だ
が
、そ
の
中
心
は
桧
原
神

社
か
ら
穴
虫
峠
へ
の
東
西
線
で
あ
る
。 

　 
 

　 

（
万
葉
集
　
巻
七
） 

　
妹
勢
は
妹
背
で
愛
し
合
う
男
女
、そ
れ
に
見

立
て
た
会
い
並
ぶ
二
つ
の
峰
を
持
つ
妹
背
と
云
う

名
の
山
は
各
地
に
あ
る
が
、こ
の
歌
で
は
二
上
山

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
少
御
神
は
少
彦
名
命
だ
か

ら
、出
雲
神
話
で
こ
の
神
と
一
対
で
国
造
り
を
し

た
と
い
う
大
巳
貴
命（
大
国
主
神
）を
大
穴
道
と

し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。『
日
本
書
紀
』の
一
書

に
は
大
巳
貴
を
オ
オ
ア
ナ
ム
チ
と
い
う
と
あ
る
が
、

柿
本
人
麻
呂
が
こ
れ
を
大
穴
道
と
し
た
の
は
、二

上
山
が
大
穴
へ
の
道
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
か
ら

で
は
無
か
ろ
う
か
。 

　
古
代
で
は
太
陽
は
遙
か
東
の
大
穴
か
ら
出
て
、

西
の
大
穴
に
沈
む
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の

穴
に
太
陽
が
沈
ん
で
再
び
東
方
か
ら
現
れ
る
の

は
、通
過
す
る
大
穴
の
中
に
「
常
世
国
」
と
い
う

理
想
郷
が
あ
っ
て
、太
陽
を
始
め
、あ
ら
ゆ
る
生

至
伊
勢
斎
宮 

　
幡
神
社 

天
満
社
裏
山
遺
跡（
榛
原
町
長
峰
） 

春
日
宮
天
皇
妃
陵（
桜
井
市
吉
隠
） 

天
神
山
山
頂（
桜
井
市
長
谷
） 

巻
向
山
頂
南
方
台
地（
桜
井
市
白
河
） 

桧
原
神
社 

国
津
神
社（
桜
井
市
箸
中
） 

須
賀
神
社（
田
原
本
町
味
間
） 

菅
原
神
社（
田
原
本
町
満
田
） 

日
大
御
神
社（
広
陵
町
平
尾
） 

稲
荷
社（
香
芝
市
磯
壁
） 

穴
虫
峠 

至
伊
勢
の
森 

福
地
岳
北
麓
の
小
山
上
に
あ
り
、径
十
余
米
の
環
状
列
石
が
見
ら
れ
る
。

山
麓
の
天
満
社
に
あ
る
亨
保
七
年
在
銘
の
石
灯
篭
に
は
「
天
神
社
」
と
あ

り
、ま
た
伝
承
に
よ
る
と
、江
戸
時
代
に
菅
公
を
合
祀
し
た
と
い
う
か
ら
、

元
は
天
満
社
で
あ
ろ
う
。 

鳥
見
山
頂
南
の
小
台
地
上
に
あ
る
円
墳
で
あ
る
が
、名
所
図
絵
に
よ
る

と
、天
皇
妃
陵
は
「
吉
隠
と
萱
森
の
間
の
山
中
」
と
あ
っ
て
こ
の
場
所
で
は

な
い
。
明
治
に
陵
の
治
定
に
当
り
、祭
祀
遺
跡
を
陵
と
間
違
え
た
も
の
で

あ
ろ
う
。 

万
葉
に
い
う
泊
瀬
山
は
こ
の
山
を
指
し
、与
喜
山
と
も
呼
ば
れ
る
。
伝
承

に
よ
れ
ば
、元
こ
の
山
に
鎮
座
し
た
滝
蔵
権
現（
伊
弉
諾
命
）が
、天
神
に

こ
の
山
を
ゆ
ず
っ
た
と
い
う
。
山
頂
に
磐
座
が
あ
り
、創
祀
の
古
さ
を
物
語

っ
て
い
る
。
山
麓
に
天
満
神
社
が
あ
り
、こ
の
山
を
祀
る
。 

斎
槻
岳
と
牽
田
神
社
を
結
ぶ
線
と
、こ
の
線
の
交
差
点
に
あ
る
。
直
径
十

数
米
の
円
形
の
小
台
地
。 

笠
縫
邑
日
原
社 

倭
大
国
魂
神
社 

須
佐
之
男
命
を
祀
る
。こ
こ
に
味
間
美
神
社
が
あ
っ
て
、味
間
の
名
は
味

間
美
命
の
名
に
よ
る
。
伝
承
不
明
。（
社
殿
西
面
） 

満
田
は
茨
田
で
あ
っ
た
。
茨
田
連
の
祖
、彦
八
井
耳
命
は
、神
八
井
耳
命
の

子
と
姓
氏
録
に
あ
っ
て
、祭
祀
者
を
祖
と
す
る
集
落
の
氏
神
で
あ
る
。 

天
照
大
神
を
祀
る
。
境
内
末
社
琴
平
神
社
に
大
物
主
神
を
祀
る
。（
社
殿

東
面
） 

祭
神
は
保
食
神
で
あ
っ
た
が
、後
稲
荷
を
合
祀
し
稲
荷
社
と
な
っ
た
。
保

食
神
は
天
津
神
で
あ
る
。
社
地
荒
廃
。 
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１２ 

命
は
こ
こ
で
蘇
生
し
て
、再
び
こ
の
世
に
帰
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
。
本
州
の
東
端
は
太
平
洋
に
面

し
た
常
陸
国
だ
が
、常
陸
は
常
世
陸
の
意
で
、海

の
彼
方
の
日
が
立
ち
昇
る
常
世
に
近
い
陸
と
し

て
日
立
を
常
陸
と
書
く
。や
が
て
太
陽
は
国
々
を

照
ら
し
て
西
の
彼
方
へ
と
沈
む
が
本
州
の
西
端

は
長
門
国
だ
が
、長
門
は
古
く
は
「
穴
門
」
と
記

さ
れ
、こ
れ
は
太
陽
の
沈
む
大
穴
へ
の
入
り
口（
門
）

を
意
味
し
て
い
た
。こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、穴

虫
は
太
陽
の
沈
む
「
大
穴
へ
の
道
」の
意
で
、穴
道

が
転
訛
し
て
穴
虫
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

　
太
陽
の
道
に
あ
る
大
古
墳
、箸
墓
の
築
造
に
つ

い
て『
崇
神
紀
』に
は
、「
故
、大
坂
山
よ
り
石
を

運
び
て
造
る
。
則
ち
山
よ
り
墓
に
至
る
ま
で
に
、

人
民
相
踵
ぎ
て
、手
逓
伝
に（
手
か
ら
手
へ
と
リ

レ
ー
式
に
）し
て
運
ぶ
」
と
あ
る
。
重
い
石
を
大
坂

山
、つ
ま
り
穴
虫
か
ら
箸
墓
ま
で
一
六
キ
ロ
余
り

の
大
和
平
野
を
運
ん
だ
と
い
う
こ
の
話
が
現
実
の

こ
と
で
あ
っ
た
、こ
の
箸
墓
の
葺
石
に
穴
虫
か
ら

産
出
す
る
石
器
の
原
料
サ
ヌ
カ
イ
ト
が
多
数
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
証
明
さ
れ
て
い
る
。
だ
が

何
故
こ
う
し
た
大
変
な
手
間
を
か
け
て
築
造
し

た
の
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、西
に
沈
ん
だ
太
陽
が

再
び
東
か
ら
再
来
す
る
ご
と
く
、箸
墓
の
被
葬

者
ヤ
マ
ト
ト
ド
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
生
命
の
再
来
を

願
っ
て
の
こ
と
に
違
い
な
い
。 

　
穴
虫
の
峠
道
は
、大
和
か
ら
河
内
へ
通
じ
る
交

通
の
要
路
で
あ
っ
た
。そ
し
て
ま
た
、西
の
彼
方
に

沈
ん
だ
太
陽
が
再
び
東
方
か
ら
復
活
す
る
ご
と

く
、人
々
の
生
命
の
再
来
願
う
信
仰
の
峠
で
も 

あ
っ
た
。 

大坂山（穴虫峠）より石を運んで築造した箸墓古墳 

小川光三（おがわ・こうぞう） 
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