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大
和
山
々
讃
称
　
万
葉
懐
古
草
子 

① -

舒
明
朝
か
ら
藤
原
京
完
成
ま
で-

大
和
に
は　

群
山
あ
れ
ど

と
り
よ
ろ
ふ　

天
の
香
具
山

登
り
立
ち　

国
見
を
す
れ
ば

国
原
は　

煙
立
ち
立
つ

海
原
は　

か
ま
め
立
ち
立
つ

う
ま
し
国
ぞ　

あ
き
づ
島　

大
和
の
国
は

（
大
和
に
は
多
く
の
山
が
連
な
っ
て
い
る
が
、
都
の
ほ
と
り
の
と
り
わ
け
美
し
い
、
高
天
の

原
に
あ
っ
た
と
い
う
神
聖
な
香
具
山
。
そ
の
香
具
山
に
登
っ
て
国
土
を
見
渡
せ
ば
、
こ
の
平

野
に
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
炊
煙
が
立
ち
昇
り
、
湖
の
水
辺
に
は
水
鳥
が
飛
び
遊
ん
で
い
る
。

ま
こ
と
に
大
和
の
国
は
、
豊
か
な
良
い
国
で
あ
る
）

　

万
葉
集
第
一
巻
の
第
二
首
、「
高
市
岡
本
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
天
皇
」
舒
明
天
皇
の

歌
で
あ
る
。
年
譜
で
み
れ
ば
、
六
〇
三
年
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
約
十
年
前
に
は
聖
徳

太
子
が
没
し
、
次
代
の
皇
極
天
皇
の
時
代
に
は
大
化
改
新
が
行
わ
れ
る
。
奇
才
聖
徳
太
子
の

出
現
で
、
随
と
の
交
流
が
本
格
的
に
始
ま
り
仏
教
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
変
化
の
多
か
っ
た

時
代
と
、
律
令
制
中
央
集
権
国
家
が
形
成
さ
れ
る
大
化
改
新
と
の
、
狭
間
に
あ
た
る
舒
明
朝
は
、

安
定
し
た
平
和
な
時
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
歴
史
の
書
物
な
ど
を
見
て
も
、
単
に
天
皇

の
名
と
遣
唐
使
派
遣
（
随
は
六
一
七
年
に
滅
ぶ
）
と
い
う
事
だ
け
で
、
素
通
り
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
確
か
に
こ
の
舒
明
天
皇
の
歌
に
も
、
都
を
取
り
巻
く
美
し
い
自
然
を
慈
し
み
、

外
来
文
化
も
ゆ
っ
た
り
と
受
け
入
れ
堪
能
し
、
豊
か
な
が
ら
も
長
閑
で
の
ん
び
り
し
た
雰
囲

気
が
う
か
が
え
る
。

　

歌
の
中
に
「
か
ま
め
立
ち
立
つ
」
と
あ
る
が
、
調
べ
て
み
る
と
、「
か
ま
め
」
は
「
か
も
め
」

の
う
ち
で
も
「
ゆ
り
か
も
め
」
と
い
う
種
類
で
、別
名
を
「
都
鳥
」
と
い
う
ら
し
い
。
頭
が
白
く
、

首
は
褐
色
、
体
が
銀
灰
色
で
嘴
と
脚
は
赤
、
と
聞
い
た
だ
け
で
も
そ
の
優
雅
な
名
前
が
相
応

し
い
感
じ
が
す
る
。
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
に
、
こ
の
海
鳥
が
大
和
川
を
遡
っ
て
来
た
の
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
だ
が
、
き
っ
と
目
新
し
い
渡
来
文
化
同
様
に
珍
重
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
ま
さ
し
く
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
古
代
飛
鳥
の
国
原
で
、
生
ま
れ
育
っ

た
。
今
で
も
故
郷
の
土
地
を
想
う
時
、
何
よ
り
も
真
っ
先
に
大
和
の
山
々
を
思
い
浮
か
べ
る
。

あ
の
穏
や
か
で
柔
ら
か
な
線
を
描
く
山
の
群
れ
は
、
都
を
外
敵
か
ら
守
り
、
人
々
の
生
活
を

快
適
な
も
の
に
し
、
そ
し
て
豊
潤
な
文
化
を
育
ん
だ
の
だ
と
思
う
。

　

歌
で
「
大
和
に
は　

群
山
あ
れ
ど
」
と
謡
わ
れ
て
い
る
の
は
、
都
か
ら
眺
め
た
遠
く
の
山
々

で
あ
る
。
東
に
は
小
高
い
三
輪
山
が
あ
り
、
初
瀬
山
、
奈
良
山
が
連
な
り
、
西
に
は
二
上
山

を
手
前
に
見
て
、
葛
城
山
な
ど
金
剛
山
脈
が
続
き
、
南
の
吉
野
山
と
交
わ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

山
の
裾
は
、
青
の
、
緑
の
濃
淡
を
重
ね
な
が
ら
な
だ
ら
か
に
大
和
平
野
に
広
が
り
、
そ
の
西

南
部
の
三
つ
の
小
山
、
つ
ま
り
香
具
山
、
畝
傍
山
、
耳
成
山
が
緑
を
濃
く
盛
り
上
げ
て
い
る
。

こ
れ
が
、
大
和
三
山
で
あ
る
。

　

香
具
山
を
は
じ
め
、
大
和
三
山
を
取
り
上
げ
た
歌
は
数
多
く
あ
る
が
、
中
で
も
ひ
と
き
わ
迫

力
に
富
み
、
有
名
で
あ
る
の
は
、
舒
明
天
皇
の
第
二
皇
子
で
あ
る
中
大
兄
皇
子
の
歌
で
あ
ろ
う
。

香
具
山
は　

畝
傍
雄
々
し
と

耳
梨
と　

相
あ
ら
そ
い
き

神
代
よ
り　

斯
く
に
あ
る
ら
し

古
昔
も　

然
に
あ
れ
こ
そ

う
つ
せ
み
も　

褄
を　

あ
ら
そ
ふ
ら
し
き

（
香
具
山
は
畝
傍
山
を
男
ら
し
く
立
派
だ
と
思
い
、
そ
の
愛
を
得
る
た
め
に
耳
成
山
と
争
っ
た
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と
い
う
。
神
代
の
時
代
で
も
そ
う
だ
っ
た
。
昔
か
ら
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
今
で
も
妻
を
争
う

こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
）

　

実
際
の
大
和
三
山
の
う
ち
で
も
、
畝
傍
山
が
最
も
背
が
高
く
堂
々
と
し
て
風
格
が
あ
り
、

神
代
の
伝
説
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
大
兄
皇
子
（
後
の
天
智
天
皇
）
が
こ
の
歌
に

言
い
含
め
て
い
る
の
は
、
弟
大
海
人
皇
子
（
後
の
天
武
天
皇
）
と
の
三
角
関
係
で
あ
る
。
神

代
の
伝
説
と
は
男
女
が
入
れ
違
い
、
こ
こ
で
争
わ
れ
て
い
る
の
は
、
額
田
王
と
い
う
の
が
定

説
で
あ
る
。

　

大
化
改
新
の
立
役
者
で
あ
る
中
大
兄
皇
子
は
、
六
六
七
年
、
近
江
大
津
京
に
遷
都
を
し
、

翌
年
、
即
位
し
て
天
智
天
皇
と
な
る
。
こ
の
時
既
に
、
大
海
人
皇
子
と
の
間
に
土
市
皇
女
を

も
う
け
て
い
た
額
田
王
は
、
姉
の
鏡
王
と
共
に
天
智
天
皇
に
召
さ
れ
て
大
津
京
に
移
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

因
に
、
そ
の
後
土
市
皇
女
は
壬
申
の
乱
で
悲
劇
の
死
を
遂
げ
る
大
友
皇
子
の
后
と
な
り
、
鏡

王
は
天
智
天
皇
の
腹
心
藤
原
鎌
足
の
妻
に
な
る
。
額
田
王
を
め
ぐ
っ
て
の
天
智
、
天
武
の
兄

弟
争
い
が
、
壬
申
の
乱
の
原
因
に
な
っ
た
と
い
う
俗
説
は
誇
張
し
た
想
像
だ
と
し
て
も
、
額

田
王
が
斉
明
朝
か
ら
持
統
朝
ま
で
の
波
乱
に
満
ち
た
時
代
を
前
線
で
生
き
、
永
遠
に
人
々
に

読
み
継
が
れ
る
歌
を
残
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

次
の
歌
は
、
額
田
王
が
近
江
に
下
る
時
、
三
輪
山
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
詠
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
三
輪
山
も
古
く
か
ら
伝
説
に
多
く
語
ら
れ
、
水
の
神
、
酒
造
り
の
神
と
し
て
信
仰
さ

れ
て
い
る
、
う
っ
そ
う
と
美
し
い
緑
が
繁
っ
て
い
る
山
自
体
を
御
神
体
と
し
て
い
る
。

味
酒　

三
輪
の
山

あ
お
に
よ
し　

奈
良
の
山
の

山
の
際
に　

い
隠
る
ま
で

道
の
隈　

い
積
る
ま
で

つ
ば
ら
に
も　

見
つ
つ
行
か
む
を

し
ば
し
ば
も　

見
さ
け
む
山
を

心
無
く　

雲
の　

隠
さ
ふ
べ
し
や

（
素
晴
ら
し
い
三
輪
山
。
奈
良
山
の
陰
に
す
っ
か
り
隠
れ
て
し
ま
う
ま
で
は
、
道
が
幾
度
も
曲

が
る
け
れ
ど
、ず
っ
と
し
っ
か
り
見
て
い
た
い
山
よ
。
何
度
で
も
振
り
返
っ
て
眺
め
た
い
山
よ
。

そ
れ
な
の
に
、
心
な
い
雲
が
お
お
い
隠
し
た
り
し
て
も
よ
い
も
の
か
）

　
「
味
酒
」「
あ
お
に
よ
し
」
と
い
う
枕
詞
で
ゆ
っ
た
り
と
言
い
出
し
て
、「
い
隠
る
ま
で
」「
い

積
る
ま
で
」
と
「
い
」
の
音
を
重
ね
る
こ
と
で
切
な
さ
が
出
て
い
る
。
そ
し
て
、「
つ
ば
ら
に

も
」「
見
つ
つ
行
か
む
を
」「
し
ば
し
ば
も
」
と
畳
み
込
む
よ
う
に
緊
張
感
を
高
め
、「
見
さ
け
む
」

を
頂
点
と
し
て
調
子
を
緩
め
て
、
最
後
に
「
隠
さ
ふ
べ
し
や
」
と
反
語
を
使
っ
て
言
い
切
る
。

激
し
い
感
情
は
洗
練
さ
れ
た
知
性
の
柱
で
し
っ
か
り
と
支
え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
天
然

の
朗
ら
か
さ
が
色
彩
を
添
え
て
い
る
と
い
っ
た
感
じ
で
、
私
は
こ
の
歌
に
陽
性
な
も
の
す
ら

感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

額
田
王
は
、
日
本
女
流
文
学
史
上
、
最
初
に
現
れ
た
綺
羅
星
で
あ
り
、
今
も
尚
堂
々
と
輝

き
続
け
る
大
ス
タ
ー
で
あ
る
。
ま
た
の
機
会
に
詳
し
く
取
り
上
げ
た
い
。

　

天
智
天
皇
崩
御
の
後
、
吉
野
に
籠
っ
て
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
大
海
人
皇
子
は
、
六
七
二

年
、
古
代
史
上
最
大
の
戦
い
で
あ
る
壬
申
の
乱
を
お
こ
し
苦
戦
の
末
、
遂
に
近
江
朝
廷
を
倒

す
。
六
七
三
年
、
飛
鳥
の
浄
御
原
宮
で
即
位
、
天
武
天
皇
と
な
る
。
天
武
天
皇
は
そ
の
在
位
中
、

天
皇
の
権
力
の
確
立
に
意
欲
を
燃
や
す
一
方
で
、
大
和
の
地
に
都
を
再
建
す
る
夢
を
抱
い
て

い
た
。
皮
肉
な
も
の
で
、
国
の
不
安
定
な
状
況
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
時
期
唐
様
文
化
が
大
量

に
流
れ
込
ん
で
き
た
。
天
皇
制
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
優
雅
な
自
然
に

囲
ま
れ
た
飛
鳥
の
地
に
、
唐
の
条
坊
制
に
な
ら
っ
た
雄
大
な
都
を
築
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、



3 大和山々讃称 万葉懐古草子① - 舒明朝から藤原京完成まで -

shizuyoreyne.com

六
八
六
年
、
天
武
天
皇
は
そ
の
夢
を
手
掛
け
る
こ
と
な
く
崩
じ
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
ま
た
悲
劇
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
天
武
天
皇
の
后
の
鸕
野
讃
良
は
、
皇
子
の

草
壁
皇
子
を
皇
継
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
甥
に
あ
た
り
、
や
は
り
天
武
天
皇
の
皇
子
で
あ
る

秀
才
の
誉
れ
高
い
大
津
皇
子
が
目
障
り
で
あ
っ
た
。
大
津
皇
子
は
す
ぐ
さ
ま
謀
反
の
か
ど
で

処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
、
二
上
山
に
葬
ら
れ
る
。
そ
の
頃
、
斎
宮
と
し
て
伊
勢
に
仕
え
て
い
た

大
津
皇
子
の
姉
の
大
伯
皇
女
は
、
こ
の
事
件
で
解
任
さ
れ
て
飛
鳥
に
帰
る
こ
と
に
な
る
。
二

人
の
母
后
は
、
天
智
天
皇
の
皇
女
の
大
田
皇
女
で
、
父
親
は
無
論
天
武
天
皇
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
辺
の
複
雑
さ
、
残
忍
さ
は
我
々
の
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。
大
伯
皇
女
は
、
弟
を

偲
ぶ
歌
を
六
首
、
万
葉
集
に
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
次
の
歌
は
、
読
め
ば
誰
も
が
知
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。

磯
の
上
に　

生
ふ
る
あ
し
び
を　

手
折
ら
め
ど　

見
す
べ
き
君
が　

あ
り
と
い
わ
な
く
に

（
岩
の
そ
ば
に
伸
び
て
い
る
あ
し
び
を
手
折
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
、
そ
の
花
を
見
せ
て
や
る
弟

は
、
こ
の
世
に
は
い
な
い
と
い
う
の
に
）

　

中
学
の
国
語
の
教
科
書
に
、「
あ
し
び
」
と
は
「
馬
酔
木
」
と
書
く
の
だ
と
、
鈴
蘭
の
よ
う

な
形
を
し
た
小
さ
な
花
々
の
房
が
垂
れ
て
い
る
写
真
が
添
え
ら
れ
て
載
っ
て
い
た
の
を
覚
え

て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
大
津
皇
子
が
二
上
山
に
葬
ら
れ
た
時
に
詠
ま
れ
た
二
首
の
う
ち
の
一

首
で
、
も
う
一
首
は
更
に
胸
が
締
め
付
け
ら
れ
る
思
い
が
す
る
。
大
伯
皇
女
は
、
や
り
き
れ

な
い
悲
痛
の
念
を
弟
の
屍
と
共
に
、
二
上
山
に
封
じ
込
め
た
の
で
あ
る
。

う
つ
そ
み
の　

人
に
あ
る
わ
れ
や　

明
日
よ
り
は　

二
上
山
を　

い
ろ
せ
と
わ
が
見
む

（
ま
だ
こ
の
世
の
身
で
あ
る
私
は
、
明
日
か
ら
二
上
山
を
、
愛
し
い
弟
と
思
っ
て
眺
め
る
の
だ

ろ
う
か
）

　
「
二
上
山
」
は
今
で
は
「
に
じ
ょ
う
ざ
ん
」
と
言
う
が
、古
く
は
「
ふ
た
が
み
や
ま
」
と
言
っ

て
い
た
。
大
小
ふ
た
つ
の
峰
が
あ
り
、
飛
鳥
の
都
か
ら
見
れ
ば
、
左
が
雌
岳
、
右
が
雄
岳
と

呼
ば
れ
、
い
つ
も
鮮
明
に
見
る
こ
と
が
出
来
、
南
西
に
連
な
る
山
々
と
の
遠
近
感
が
美
し
い
。

　

大
学
生
の
頃
、
毎
日
車
で
大
阪
に
通
っ
て
い
た
。
土
地
の
者
し
か
知
ら
な
い
畑
の
中
の
道
を

行
く
と
、
二
上
山
が
見
事
に
全
景
、
何
に
も
遮
ら
れ
ず
に
見
え
る
一
隅
が
あ
る
。
私
は
よ
く

そ
こ
で
車
を
止
め
て
、
そ
の
姿
に
見
入
っ
た
。
季
節
ご
と
に
は
す
っ
き
り
衣
更
え
を
し
、
朝

日
や
夕
日
の
太
陽
の
角
度
に
よ
っ
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
色
に
変
わ
り
、
雨
上
が
り
に
は
緑
が

際
立
ち
、
一
本
一
本
の
木
が
手
に
取
る
よ
う
に
間
近
に
見
え
、
曇
っ
た
日
に
は
薄
衣
を
か
ぶ
っ

て
、
影
絵
の
よ
う
に
輪
郭
だ
け
が
遠
く
に
浮
か
び
上
が
り
、
白
い
雲
を
ま
と
い
つ
か
せ
て
い

る
時
も
あ
り
、
ま
た
時
に
は
無
味
乾
燥
で
あ
り
き
た
り
な
緑
に
見
え
る
こ
と
も
あ
り
、
一
体
、

私
は
何
種
類
の
姿
を
見
た
か
わ
か
ら
な
い
。
も
う
大
人
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
て
日
々

二
上
山
を
眺
め
る
こ
と
で
、
山
が
生
き
て
い
る
こ
と
、
私
達
が
山
々
と
共
に
生
き
て
い
る
こ

と
を
実
感
し
、
そ
の
感
覚
を
意
識
上
に
浮
上
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

六
九
〇
年
結
局
、
皇
継
者
は
鸕
野
讃
良
と
決
ま
り
、
即
位
の
式
が
執
り
行
わ
れ
る
。
持
統

天
皇
の
誕
生
で
あ
る
。

　

件
の
大
和
三
山
を
従
え
た
条
坊
制
の
都
の
建
設
が
さ
っ
そ
く
始
め
ら
れ
、
六
九
四
年
に
は

完
成
し
、
藤
原
京
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
舒
明
天
皇
以
降
の
六
十
余
年
の
動
乱
の
波
を

呑
み
込
ん
で
、
都
は
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
な
り
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
七
一
〇
年
に
平
城
京
に

都
が
遷
る
ま
で
、
大
和
の
国
は
平
静
な
凪
の
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
っ
た
。

春
過
ぎ
て　

夏
来
る
ら
し　

白
た
え
の　

衣
ほ
し
た
り　

天
の
香
具
山

（
春
も
過
ぎ
て
も
う
夏
に
な
る
よ
う
だ
。
天
の
香
具
山
の
辺
り
に
真
っ
白
な
衣
が
乾
か
し
て
あ

る
の
が
見
え
る
）
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百
人
一
首
の
第
一
首
に
な
っ
て
い
る
新
古
今
集
の
「
春
過
ぎ
て
夏
き
に
け
ら
し
白
た
え
の
衣

ほ
す
て
ふ
天
の
か
ぐ
や
ま
」
の
原
型
で
あ
る
。
い
と
も
単
純
で
あ
り
な
が
ら
、
緑
と
白
の
さ

わ
や
か
な
鮮
や
か
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
夫
の
天
武
天
皇
が
切
望
し
て
い
た
、天
皇
の
権
力
と
、

唐
風
の
新
都
の
両
方
を
手
に
入
れ
た
女
帝
の
安
堵
と
満
足
感
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

持
統
天
皇
自
身
優
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
後
藤
原
京
の
宮
廷
は
、
柿
本

人
麻
呂
や
高
市
黒
人
と
い
っ
た
宮
廷
歌
人
を
輩
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
大
和
の
和
や
か

な
自
然
の
大
地
に
文
化
の
新
種
の
種
が
蒔
か
れ
、
そ
れ
を
健
や
か
に
育
む
安
泰
な
環
境
が
整
っ

た
の
で
あ
る
。

　

文
化
は
新
し
い
要
素
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
常
に
形
を
変
え
て
発
展
し
て
ゆ
く
。
途
中
で

枯
れ
て
し
ま
っ
た
芽
や
季
節
が
終
わ
っ
て
落
ち
た
葉
は
、
次
の
季
節
の
た
め
の
肥
や
し
と
な

る
。
宮
廷
歌
人
と
呼
ば
れ
る
歌
人
達
の
歌
か
ら
は
、
古
代
人
が
山
々
に
神
を
見
、
恋
し
い
人

を
見
て
い
た
よ
う
な
自
然
と
の
一
体
感
は
次
第
に
失
わ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
代
わ
り
、
唐
の

文
化
と
混
ざ
り
合
い
、
後
の
平
安
時
代
に
絢
爛
に
花
開
く
大
輪
、
王
朝
文
学
の
礎
を
築
く
こ

と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、舒
明
朝
か
ら
一
千
三
百
年
以
上
も
時
が
流
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、藤
原
京
に
「
と

り
よ
ろ
ふ
」
よ
う
に
生
ま
れ
、
大
和
三
山
や
三
輪
山
や
二
上
山
を
眺
め
て
育
っ
た
私
の
よ
う

な
人
間
が
、
大
和
の
国
を
大
ら
か
に
誇
ら
し
気
に
謳
う
冒
頭
の
歌
に
賛
同
す
る
、
と
い
う
の

も
不
思
議
な
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
事
実
で
も
あ
る
。


