
( 1 )

万
葉
集

巻
十
一

正
述
心
緒

（
新
し
い
相
聞
往
来
歌
）

相
見
て
は
面
隠
さ
る
る
も
の
か
ら
に
継
ぎ
て
見
ま
く
の
欲
し
き
君
か
も

あ
ひ

み

お
も
か
く

つ

ほ

き
み
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【
語
釈
】

＊
相
見
て
は
…
原
文
に
は
「
対
面
者
」
と
あ
る
。
面
と
向
か
っ
て
は
、
の
意
。

＊
見
ま
く
の
…
直
訳
的
に
い
え
ば
、
見
よ
う
と
す
る
こ
と
が
（
欲
し
き
＝
し
た
い
）
。「
～
ま
く
」
は
、

「
為
ま
く
」
、「
行
か
ま
く
」
、「
言
は
ま
く
」
な
ど
、
動
詞
を
名
詞
化
し
て
い
う
言
葉
。

せ

【
総
釈
】

結
婚
当
初
の
ま
だ
う
い
う
い
し
い
妻
の
歌
で
あ
る
。

ど
ん
な
場
面
だ
ろ
う
か
。
現
代
人
と
し
て
想
像
す
れ
ば
、
思
い
を
寄
せ
る
男
性
に
ど
こ
か
で
会
う
た

び
に
、
心
を
と
き
め
か
す
純
情
な
娘
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
対
面
者
」
と
原
文

に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
初
め
て
結
婚
し
て
夫
を
迎
え
た
と
き
の
若
い
妻
の
気
持
ち
を
う
た
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
「
継
ぎ
て
見
ま
く
の
欲
し
き
君
」
と
は
、
ず
ー
と
逢
っ
て
い
た
い
の
に
、
朝
に
な
れ

ば
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
恨
ん
だ
言
葉
で
あ
る
。

こ
れ
は
若
い
女
性
の
純
情
さ
を
う
た
た
っ
た
貴
重
な
万
葉
歌
で
あ
る
。
実
際
の
結
婚
生
活
で
は
、
し

ば
ら
く
経
つ
と
こ
う
し
た
気
持
ち
も
無
く
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
夫
が
通
っ
て
来
な
く
な
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
現
代
の
結
婚
制
度
よ
り
も
男
女
の
関
係
は
ゆ
る
か
っ
た
か
ら
、
関
係
が
冷
え
た
と
き
に
は
他

に
心
を
寄
せ
る
男
が
あ
れ
ば
、
そ
ち
ら
に
な
び
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
も
し
夫
に
対
す
る
信
頼

を
失
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
歌
も
詠
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。

さ
寝
ぬ
夜
は
千
夜
に
あ
り
と
も
我
が
背
子
が
思
ひ
悔
ゆ
べ
き
心
は
持
た
じ

ね

よ

ち

よ

せ

こ

く

も

2528

「
さ
寝
ぬ
夜
は
千
夜
に
あ
り
と
も
」
と
は
、
こ
れ
か
ら
先
の
こ
と
で
、
こ
の
歌
の
時
点
で
は
十
日
や
半

月
の
夜
離
れ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
女
性
の
純
真
な
気
持
ち
か
ら
詠
ん
だ
歌
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か

し
ま
た
こ
の
よ
う
な
歌
を
相
手
に
贈
っ
て
、
ひ
た
す
ら
待
ち
続
け
る
妻
を
演
じ
て
み
せ
る
の
も
、
男
を

惹
き
つ
け
る
方
法
で
は
あ
ろ
う
。

少
し
時
代
が
下
っ
た
観
念
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
作
は
「
貞
女
」
像
を
印
象
づ
け
る
歌
に
な
る
。
諺

に
い
わ
ゆ
る
「
貞
女
、
両
夫
に
ま
み
え
ず
」
と
言
う
女
性
の
理
想
が
説
か
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
こ
の

諺
は
中
国
の
『
史
記
』
に
、
「
忠
臣

不
レ

事
二

二
君
一

。
貞
女

不
レ

更
二

二
夫
一

」
と
あ
る
も
の
だ
が
、

ハ

ず

つ
か
え

に

く

ん

ニ

ハ

ず

か
ヘ

に

ふ

ヲ

こ
れ
が
日
本
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
、
「
忠
臣
」
と
い
う
男
の
道
徳
と
一
対
に
な
っ
た
女
の
封
建
道
徳
と
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し
て
定
着
し
た
。
し
か
し
万
葉
集
の
右
の
歌
は
、
い
わ
ば
男
性
側
の
都
合
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
封
建
道

徳
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
若
い
妻
が
夫
の
愛
情
を
繋
ぎ
止
め
よ
う
と
し
て
詠
ん
だ
歌
と

と
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
男
が
ど
ん
な
歌
を
返
し
た
か
、
そ
れ
を
想
像
し
て
み
る
の
も
楽
し
い
。
た
と
え
ば
、

気
の
毒
だ
と
思
う
気
持
ち
が
少
し
で
も
あ
れ
ば
、
何
か
と
言
い
訳
し
つ
つ
、

若
草
の
新
手
枕
を
ま
き
そ
め
て
夜
を
や
隔
て
む
憎
く
あ
ら
な
く
に

わ
か
く
さ

に
ひ
た
ま
く
ら

よ

へ
だ

に
く

2542

と
、
妻
の
心
を
い
ち
お
う
繋
ぎ
止
め
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
次
第
に
疎
遠
に
な
っ
て
関

係
が
絶
え
る
と
き
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
の
中
で
、
な
お
夫
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
純
情

派
の
妻
の
、
し
ん
み
り
と
心
に
響
く
歌
が
あ
る
。

夕
さ
れ
ば
君
来
ま
さ
む
と
待
ち
し
夜
の
な
ご
り
そ
今
も
寝
ね
か
て
に
す
る

ゆ
ふ

き
み

き

い

2588

＊
か
て
に
す
る
…
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
全
体
は
、
夕
べ
に
な
れ
ば
あ
な
た
が

お
出
で
な
さ
っ
た
こ
ろ
の
名
残
で
し
ょ
う
か
、
今
も
な
か
な
か
寝
付
か
れ
な
い
で
い
ま

す
、
の
意
。

こ
れ
は
夫
に
贈
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
独
詠
歌
と
し
て
鑑
賞
す
べ
き
歌
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う

な
独
詠
歌
が
生
ま
れ
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
中
国
の
詩
の
一
形
態
で
あ
る
閨
怨
詩
に
学
ん
だ

も
の
で
あ
っ
た
。

＊
中
国
の
閨
怨
詩
は
、
夫
が
遠
征
し
た
り
、
官
職
を
求
め
て
旅
立
っ
た
と
き
に
残
さ
れ
た
妻
の

孤
独
を
詠
む
が
、
和
歌
で
は
通
い
婚
を
前
提
に
夫
が
訪
れ
な
く
な
っ
た
妻
の
立
場
で
詠
ま
れ

る
。
平
安
時
代
の
次
の
歌
も
そ
の
よ
う
な
閨
怨
の
歌
で
あ
る
。

忘
す
ら
る
る
身
を
宇
治
橋
の
中
た
え
て
人
も
か
よ
は
ぬ
年
そ
へ
に
け
る

825

（
古
今
和
歌
集

よ
み
人
知
ら
ず
）

こ
れ
は
嫉
妬
の
た
め
に
宇
治
橋
に
身
を
沈
め
た
と
い
う
橋
姫
の
伝
説
を
背
景
に
生
ま
れ
た
和
歌

で
あ
ろ
う
。「
忘
す
ら
る
る
身
」
と
は
夫
が
も
は
や
通
わ
な
く
な
っ
た
妻
の
身
を
い
う
。

◇
以
上
、
夫
婦
の
話
題
が
あ
ま
り
に
沈
ん
だ
の
で
気
分
転
換
に
、
先
取
り
し
て
巻
十
一
か
ら
ち
ょ
っ
と

「
お
め
で
た
い
」
男
の
の
ろ
け
歌
を
一
首
あ
げ
よ
う
。

難
波
人
葦
火
焚
く
屋
の
煤
し
て
あ
れ
ど
己
が
妻
こ
そ
常
め
づ
ら
し
き

な

に

は

び

と

あ

し

び

た

や

す

お
の

つ
ま

つ
ね

2651
難
波
は
大
阪
湾
に
注
ぐ
淀
川
の
河
口
で
湿
地
が
広
が
る
葦
の
名
所
で
あ
っ
た
。
「
難
波
人
」
は
そ
こ

に
住
む
住
民
た
ち
で
あ
る
。「
葦
火
焚
く
」
と
う
た
う
の
は
、
難
波
で
は
煮
炊
き
な
ど
に
も
葦
を
使
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
葦
に
限
ら
ず
、
家
の
中
で
火
を
燃
や
す
と
、
長
く
年
数
が
経
つ
う
ち
に
家
の
内
部

全
体
が
煤
け
て
黒
く
な
る
。
ま
た
煤
け
て
黒
く
な
っ
た
状
態
は
つ
ま
り
長
い
年
月
を
経
た
あ
か
し
で
あ

る
。
こ
れ
を
長
年
連
れ
添
っ
た
古

女

房
に
た
と
え
た
の
で
あ
る
。
昔
は
「
ぬ
か
み
そ
女
房
」
と
い
う

ふ
る
に
よ
う
ぼ
う

言
葉
も
あ
っ
た
。
葦
火
を
焚
い
て
家
の
食
事
を
作
っ
て
き
た
の
も
、
そ
の
妻
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ

て
体
が
煤
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
世
帯
の
苦
労
に
や
つ
れ
た
の
で
あ
る
。
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末
尾
の
「
め
づ
ら
し
」
の
「
め
づ
」
は
愛
で
る
こ
と
で
、
好
ま
し
く
思
っ
て
受
け
容
れ
る
意
で
あ
る

め

が
、
要
す
る
に
「
常
め
づ
ら
し
き
」
と
は
、
い
つ
見
て
も
か
わ
い
く
思
う
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
日

本
人
の
男
性
は
自
分
の
妻
に
直
接
愛
情
の
言
葉
を
掛
け
る
こ
と
は
苦
手
だ
っ
た
。
万
葉
の
時
代
で
も
こ

ん
な
歌
は
珍
し
い
例
で
あ
る
。
土
屋
・
私
注
は
こ
れ
も
民
謡
と
解
釈
し
て
「
民
謡
の
清
純
を
失
は
な
い

調
で
あ
る
」
と
評
価
す
る
。
民
謡
と
ま
で
言
わ
な
く
と
も
、
こ
の
歌
は
あ
る
集
団
的
な
場
で
歌
わ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
し
、ま
た
そ
れ
は
教
訓
性
の
あ
る
歌
と
し
て
人
々
に
歌
い
継
が
れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

（
万
葉
集
の
本
文
は
中
西
進
編
著
『
万
葉
集
全
訳
注
』
講
談
社
文
庫
に
よ
り
、
適
宜
諸
注
釈
書

に
よ
っ
て
著
者
な
り
に
修
正
し
た
。）


