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万

葉

集

に

於

け

る

雑

歌

の

表

現

瀬

古

確

万
葉
集

の
雑
歌

に
相
聞

・
挽
歌

・
讐

喩
歌
等

の
部

に
属

し
な

い
行

幸

・
従

駕

・
遊
宴

・
応
詔

・
遊
猟

・
帝
都

・
問
答

・
伝
説

な
ど

の
種

々
な
歌
を
包
含
し

て
ゐ
る
事

は
既

に
真
淵

の
考
以
来
諸
家

に
よ

っ
て
指
摘
ら
れ
て
ゐ
る
所

で
あ
る

が

、
今
巻

一
の
雑
歌

に
つ
い
て
之

を
見

る
に
、
行

幸
従

駕
の
作
が
最
も
多
く
、

つ
づ

い
て
帝
都

に
関
す

る
も
の
藷
旅

の
歌

の
順
位
と
な

っ
て
ゐ
る
。
雑
歌
が
挽

歌

と
共

に
公
的
な
作
品
を
集

め
た
も
の
と
し
て
、
彼
の
私
的

な
歌
を
主
と
し
た

相
聞

の
部
類
と
対
蹟
的

で
あ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
行
幸
従
駕

の
作
に
し
て

も
、
或

い
は
露
旅

の
歌
に
し
て
も
、
自
ら
家

郷

の
空
を
懐
し
む
の
は
人
情

の
自
然
で

あ
り
、
そ
こ
に
相
聞
的
な
毎

ひ
の
漂

っ

て
ゐ
る
の
に
不
思
議

は
な

い
の
で

あ
る
。
た
だ
雑

歌
に
収

め
ら

れ
た
あ
の
は
、

ど

こ
ま
で
も
そ
の
発
想

の
場
が
従
駕
と
か
応
詔

・
饗
宴

・
醗
旅
と
言

っ
た
も
の

に
求

め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

例

へ
ば
巻

一
に
幸
讃
岐
国
安
益
郡
之
時
軍
王
見
山
作
歌

(巻

一
・
五
　

六
)

を
見
て
も
、
行
幸

に
供
奉
し
た
も
の
の
思
は
旅
先

の
風
物

に
託
し
て

「家

な
る

妹
」
に
馳

せ
ず

に
は
を
ら
れ
な

い
の
で
あ
り
、
海
処
女

の
焼
く
塩
か
ら
も
直
ち

に
己
が
下
情
の
焼
く

る
思
ひ
を
歌
ひ
上
げ
ず

に
は
を
ら

れ
な

い
の
で
あ
る
。

或

い
は
太
上
天
皇
幸
干
難
波
宮
時

歌

(巻

一
・
六
六
-

六
八

)
な
ど

の
作
に

し
て
も
、
何
れ
も
相
聞
的
な
匂
ひ
が

濃
厚

で
あ

っ
て

「家

」
と

か

「
妹
」
と
か

を
中

心
と
し
て
詠
じ
て
を
り
、
中

に
は

「
恋
ひ
て
死

な
ま

し
」
と
ま
で
極
百
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

更

に
大
行
天
皇
幸
干
難
波
宮
時
歌

大
和

恋
ひ
蘇

の
寝
ら
え

ぬ
に
情

な
く

こ
の
渚
埼
廻
に
鶴
鳴
く

べ
し
や

(
巻
一

・
七

一

忍
坂
部
乙
麿
)

に
し
て
も
旅
先

に
あ

っ
て
大
和
を
懐

し
ん
だ
も

の
で
あ
り
、
供
奉

の
際

の
私
情

を
述

べ
た
も
の
が
多

い
の
で
あ
る
。

.

し
か
し
中

に
は
幸
干
吉
野
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麿
作
歌

(巻

一
・
三
六
　
三

七
)
の
如
く
長
反
歌
共

に
吉
野

の
官
地
を
讃
美
す
る
事

に
終
始
し
た
叡
の
も

あ



る

に
は
あ
る
が
、
多
く
は
大
和
を
恋
ひ
家
を
思
ひ
妹
を
懐
し
む
作
品
が
見
受

け

ら

れ
る
の
で
あ
る
。

直
接
行
幸
の
地

の
風
物
を
叙
す
る
場
合

は
も
と
よ
り
、

そ
の
地

の
風
物

に
た

ぐ

へ
て
自
ら
の
私
情
を
述

べ
る
時
に
於

い
て
さ

へ
、
自
然

へ
の
心
の
動
き
を
見

逃
す
事
は
出

来
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
こ
に
行
幸
従
駕

の
作
に
自
然
観
照

の
作
の

現

れ
る
芽
生

を
見

る
の
で
あ
る
。

彼

の
軽
皇

子
宿

二
干
安
騎
野

一
時
柿
本
朝
臣
人
麿
作
歌

の
反
歌
の

"
首

に

東

の
野
に
炎

の
立

つ
臭
え
て
か

へ
り

み
す
れ
ば
月
西
渡
き

ぬ
(
巻

一
・
四
八
)

の
如
く
夜
明

け
方

の
広
大

な
自
然
を
詠
じ
た
も

の
の
現
れ
て
ゐ
る
事

は
　

た

と

へ
そ
れ
は
純
然

た
る
自
然
詠
で
は
な
く
し
て
、
亡
き
日
並
皇
子
に
対
す

る
追

慕

の
影
が
長
く
尾
を
曳

い
て
ゐ
る
も

の
で
は
あ

っ
た
に
も

せ
よ

(註

一
)
　

注
意

せ
ら
る

べ
き
事
実
で
あ
る
。

行
幸
従
駕
の
作

に
そ
の
地

の
景
観
を
詠
じ
風
物

に
託
し
た
想
情

の
盛
ら

れ
る

の
は
当
然
の
事

で
、
自
然
観
照

の
芽
生

は
後

に
述

べ
る
藷
旅

の
場
合
と
共

に
自

ら
そ
こ
に
萌
し
た
も

の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て

二
年
壬
寅

太
上
天
皇
幸
干
参
河
国
時

歌
に
見
え
る
高
市
連
黒
人

の
歌

何
所

に
か
船
泊

す
ら
む
安
礼

の
崎
榜

ぎ
廻

み
行
き
し
棚
無
小
舟

(
巻

〕
・
五
八
)

の
如
く
深

々
と
旅
愁

を
湛

へ
た
作
品

と
か
、
或

い
は
太
上
天
皇
幸
干
吉
野
宮
時

高

市
連
黒
人
作
歌

倭

に
は
鳴

き
て
か
来
ら
む
呼
子
鳥
象

の
中
山
呼
び
ぞ
越

ゆ
な
る

(
巻

一
・
七
〇
)

の
如
く
旅
先

で
闘

く
呼
子
鳥
を
懐
し

い
倭
と
の
関
聯

に
於

い
て
歌

っ
た
佳
作
を

生

む
に
到
る

の
で
あ
る
。

或

い
は
舎
人
娘
子
従
駕

作
歌

大
夫

の
得
物

矢
手
挿

み
立
ち
向
ひ
射
る
的
形

は
見

る
に
清

け
し

(
巻

一
.
六

一
)

の
如
く
清
け
き
的

形
の
地
を
讃
美
し
た
も
の
も

あ
れ
ば
更

に
慶
雲
三
年
丙
午
幸

平
難

波
宮
時
志
貴
皇
子
御
作
歌

葺
辺
行

く
鴨

の
羽
交

に
霜
零
り
て
寒

き
夕

は
大
和
し
思

ほ
ゆ

・

(
巻

一
・
六
四
)

の
如

く
、
寒

い
旅
先

の
風
光
を
印
象
的

に
描

い
て
は
家
郷
を
偲
ん
だ
作
も
現

れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
行
幸
従
駕

の
作

に
は
公
的

に
大
王
の
帝
徳

を
讃
仰
し

た
り
、
宮
地
を
讃
美
し
た
り
す

る
も

の
の
あ
る
の
は
も
と
よ
り
、
佳
景

に
接
し

て
は
自
ら

そ
の
地
と
か
そ
の
風
物

に
心
を
動
か
さ
ず

に
は
を
ら
れ
な

い
の
で
あ

り

、
た
と

へ
風
物
に
触
発

せ
ら

れ
て
そ
の
思

を
表
現
し
た
も
の
が
多

い
に
も

せ

よ
、
何

れ
も
自
然
観
照

の
眼
を
高
め
る
の
に
役
立

っ
た
事
は
確

か
で
あ
る
。

巻

一
の
雑
歌

に
あ

っ
て
行
幸
従
駕

の
作
に

つ
ゞ
い
て
多

い
の
は
帝
都

に
関
す

る
も

の
で
あ
る
。
遷
都
の
屡

ζ
行

は
れ
た
当
時

に
あ

っ
て
新
都
を
讃

へ
荒
都
を

悲
し
む
歌

の
多
く
も

の
せ
ら
れ

る
の
も
亦
当
然
で

あ
る
。

過
近
江
荒
都
時
柿
本
朝

臣
人
麿
作
歌

(巻

一
・
二
九
　

三

一
)
札
そ
の
荒
廃

の
様

を
歌
は
れ
た
の
を
は
じ
め
、
高
市
古
人
感
傷
近
江
旧
堵
作
歌

(

一

・
三

二
　
三
三
)

の
如
く

「
荒

た
れ
る
」
事
が
歎

か
れ
て

ゐ
る
。

中

で
も
明
日
香
宮
よ
り
藤
原
宮

に
遷
都

の
後
志
貴
皇
子
に
よ

っ
て
詠
ぜ
ら
れ
た

■



釆
女

の
袖
吹
き
か

へ
す
明

日
香
風
京
を
遠
み

い
た
づ
ら

に
吹
く

(巻

一
・
五

一
)

の
如

き
は
、
も
早

や
都
で
は
な
く
な

っ
て
了

っ
た
故
都
明

日
香

の
地

の
淋
し
さ

を
美

し
い
釆
女

の
袖
を
ひ
る
が

へ
す
姿

の
見
ら
れ
な

い
事

に
よ

っ
て
巧

み
に
之

を
現
し

て
ゐ
る
。

「明

日
香
風
」
と
言
ひ

「京

を
遠

み
」
と
受
け
、
更

に

「
い

た
づ
ら

に
吹
く
」
と
結

ん
で
ゐ
る
所

に
、
作
者

の
淋
し
さ
が
巧
み
に
具
象
化

せ

ら

れ
て
を
り
、
佳
品
と
し
て
誦
す
る
に
足
る
も

の
が

あ
る
。

帝
都

に
関
す
る
歌
と
し
て
は
叉
藤
原
宮
役
民
作
歌

(
巻

一
・
五
〇
)
と
か
藤

原
宮
御
井
歌

(
巻

一
・
五

二
i
五
三
)
等
が

あ

っ
て
、
特

に
後
者

(
五
二
)

に

あ

っ
て
は
香
具

・
畝
火

・
耳
無

の
山
々
に
よ

っ
て
囲
ま

れ
遠
く
吉

野
の
山

々
を

見
遙
か
す
藤
原
宮

の
四
囲

の
景
観
を
写

し
て

ゐ
る
。

つ
い
で
薦

旅
の
歌

は
巻

一
雑
歌
の
第

三
位
を
占

め
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
風
物

に
よ

っ
て
そ
の
思
を
触
発

せ
ら
れ
る
程
度

で
、
未
だ
よ
く
自
然

を
観
照
し
え
た

佳

作
に
接

し
え
な
い
の
で
あ
る
。

三

巻

一
に
あ

っ
て
は
未
だ
第

三
位

に
過
ぎ
な
か

っ
た
鷹

旅
の
歌
は
巻
三

の
雑

歌

に
あ

っ
て
は
第

一
位
を
占

め
る
に
到

っ
て
を
り

、
帝
都

に
関
す
る
歌
饗
宴

の
作

行
幸
従
駕

の
歌
が
之
に
続

い
て
ゐ
る
。

巻

三
の
羅
旅

の
歌
に
は
巻

一
の
そ

れ
と
ち
が

っ
て
自
然

へ
の
心

の
動
き
を
力

強
く
示
し
た
も

の
が
少

く
な
く
、
相
聞
的
な
発

想
も
猶
見
受
け
ら
れ
は
す

る
も

の
の
、
自
然

の
秀
麗
さ
清
澄
さ

に
心
を
傾
け
、
純
然

た
る
自
然
観
照

の
作
と
覚

し
き
も

の
も
少

か
ら
ず
現

れ
て

ゐ
る
の
は
特

に
注
目

せ
ら
る

べ
き
事
実
で
あ
る

即
ち
田

口
益
人
大
夫
任
上
野
国
司
時
至
駿

河
浄
見
埼
作
歌

盧
原

の
清
見
か
埼

の
三
保

の
浦

の
寛
け
き
見

つ
つ
も

の
思
ひ
も

な
し

(巻
三

・
二
九
六
)

昼
見

れ
ば
飽

か
ぬ
田
児

の
浦
大
王

の
命

か
し
こ
み
夜
見

つ
る
か
も(

二
九
七
)

な
ど

の
如

く
、
或

い
は
そ
の

「
寛

け
」
さ
を
喜

び
、
或

い
は
昼
そ
の
佳
景

に
接

し
え
な

い
の
を
歎

い
て

ゐ
る
。

こ
こ
に
も
地
方
に
赴
任
す
る
国
守
が
よ

い
風
光

に
心
を
動
か
し
た
事
を
示
す
も
の
で
、
露
旅

の
歌
に
あ

っ
て
自
然

へ
の
心
の
動

き
の
家
郷
を
偲
ぶ
情
と
共

に
詠
ぜ
ら
れ
る
の
は
自
然
の
勢

で
あ
る
。
た
だ
と
か

く
家
郷

の
空

に
引

か
れ
る
力
が
強

く
自
然

へ
の
傾
き
の
容
易

に
現
れ
な
か

っ
た

ま
で
で
あ
る
。
か
く
て

み
吉
野

の
高
城
の
山

に
白
雲
は
行

き
は
ば
か
り
て
た
な
び
け

る
見
ゆ

(
巻
三

・
三
五
三

釈
通
観
)

の
如

く
山

に
棚
引
く
雲
に
注
意
を
払

ふ
も
の
も

あ
り
、

住
吉

の
得
名
津

に
立
ち

て
見
渡

せ
ば
武
庫

の
泊

ゆ
出
つ
る
船
人

(
巻
三

・
二
八
三

高
市
連
黒
人
)

の
如

く
得
名
津

の
眺
望

を
歌

ひ
上
げ
た
も
の
も

あ
る
。

更

に葦

辺
に
は
鶴
が
音
鳴

き
て
湖
風
寒

く
吹

く
ら
む
津
乎

の
埼
は
も

(巻

三

・
三
五

二

若
湯
座
王

)

今
日
も
か
も
明

日
香

の
河

の
夕
さ
ら
ず
蝦

な
く
瀬

の
清

け
か
る
ら
む

賊
酢
臓
鱗
絢
旅
砿
ぴ
棚

(
巻
三

・
三
五

六

上
古
麻
呂
)

な
ど
の
如

く
津
乎

の
埼
と
か
明

日
香

の
河
等
を
思

ひ
や

っ
て
歌

っ
た
も

の
さ

へ

見
受
け
ら

れ
る
の
で

あ
り

、



吾
妹
子

に
猪
名
野

は
見

せ
つ
名
次
山
角

の
松
原

い
つ
か
示
さ
む

(
巻
三

・
二
七
九

高
市
連
黒
人
)

の
如

く
思

ふ
人

に
次

々
と
名
所
を
見

せ
よ
う
と
す
る
も

の
も

あ
る
。

か
く
て
高
市
連
黒
人

の
轟
旅
歌

に

桜
田

へ
鶴
鳴

き
わ
た
る
年
魚
市

潟
潮
干

に
け
ら
し
鶴
鳴

き
わ

た
る

(
巻
三

・
二
七

一
)

四
極
山
う
ち
越
え
見

れ
ば
笠
縫

の
島
榜

ぎ
か
く
る
棚
無
し
小

船
(
二
七

二
)

磯

の
埼
榜

ぎ
回

み
行
け
ば
近

江
の
海
八
十

の
湊

に
鵠
多

に
鳴
く

(
二
七
三
)

な
ど

の
如

く
自
然
を
客
観
的
に
詠

じ
た
佳
作

の
現
れ
て
来
る
の
に
何

の
不
思
議

も

な

い
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
じ
八
首

一
聯

の
作
中

に
あ

っ
て
も

旅

に
し
て
物

恋
し
き

に
山
下

の
赤

の
ぞ
ほ
船
沖

に
榜
ぐ
見
ゆ

(
二
七
〇
)

吾
が
船
は
比
良

の
湊
に
榜
ぎ
泊
て
む
沖

へ
な
放
り
さ
夜
ふ
け

に
け
り

(
二
七
四
)

何
処

に
か
吾

は
宿
ら
む
高
島

の
勝
野

の
原

に
こ
の
日
暮

れ
な
ば(

二
七
五
)

な
ど
の
如
く
深

々
と
旅
愁
を
湛

へ
た
作
も

あ
り
、

妹
も
我
も

一
つ
な
れ
か
も
三
河
な
る

二
見

の
道
ゆ
別

れ
か
ね

つ
る(

二
七
六
)

と
言

っ
た

「妹

」
と

の
繋
り

に
興
味
を
持

っ
た
も

の
さ

へ
あ

っ
て
轟
旅

の
歌

に

於

け

る
伝
統
的

な
詠
風
も
皆
無

で
は
な

い
け

れ
ど
も
、

一
方

に
あ

っ
て
は
又

疾
く
来
て
も
見

で
ま
し
も

の
を
山
城
の
高

の
槻
群
散
ヶ

に
け
る
か
も

(
二
七
七
)

の
如

く
多
賀

の
秋

に
お
く

れ
た
の
を
歎

く
作
も

あ

っ
て
、
旅

に
よ

っ
て
自
然
を

見

る
眼
の
開

か
れ
る
の
と
共

に
そ
れ
だ
け
強
く
自
然

へ
の
愛
惜

を
詠
ず

る
事
と

も
な
り
、
自
然
観
照

の
す
ぐ
れ
た
作

を
も
生
む

に
至
る
事
情

を
こ
の
八
首

一
聯

の
作
が
有

力
に
物
語

っ
て

ゐ
る
や
う

で
あ

る
。

山
部
宿
禰
赤
人

の

「
不
尽
山

を
望

め
る
歌
」

(
巻
三

・
三

一
七
　

三

一
八
)

と
か
無
名
氏

の

「
不
尽
山

を
詠

め
る
歌
」

(巻

三

・
三

一
九
　

三

二

一
)
等

も

現

れ
て
を
り
、
特

に
赤
人
の
反
歌

田
児
の
浦

ゆ
う
ち
出
で
て
見

れ
ば
直
白
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺

に
雪
は
零
り
け

る

(
三

一
八

)

の
如

く
富

士
の
秀
麗

な
姿

に
接
し
た
旅
人

の
驚
き
を
巧
み
に
詠

じ
た
も

の
も
あ

る
。勿

論
赤
人
の
作

に
も
春
日
野
に
登

っ
て
も

の
し
た
長
反

歌

(
巻

三

・
三

七

二
　
三
七
三
)

の
如

く
自

然
の
風
物

に
よ

っ
て
触
発
さ

れ
る
自
ら
の
思

を
歌

ひ

上
げ
た
も
の
も
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
伝
統
的
な
詠

風
を
見
出
さ
ず

に
は
を
ら

れ

な

い
の
で
あ
る
。

か
ゝ
る
発
想
形

式
は
山
部
宿
禰

赤
人
の
歌
六
首

(
巻
三

・
三

五
七
　

三
六

二
)
に
も
通
じ
て
見
ら

れ
る
所

で
あ
り
、
中

に
は
第

一
首

(
三

五
七
)
の
如
く
釣
舟

に

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ
ト
を
当
て
て
ゐ
る
も

の
も

あ

る

け

れ

ど
も

秋

風
の
寒
き
朝
け
を
佐
農

の
岡
越
ゆ
ら
む
君

に
衣
借
さ
ま
し
を

、

(
三
六

一
）

鴫

鳩

ゐ
る
磯
回

に
生

ふ
る
名
乗
藻
の
名

は
告
ら
し
て
よ
親
は
知

る
と
も

(
三
六
二
)



な
ど

の
如
、く
　

前
者
が
赤
人
の
妻

の
作

で
あ
ら
う
と
、
赤
人
が
女

の
心
に
な

っ
て
も
の
し
た
代
作

で
あ
る
と
に
拘
ら
ず
、

(註

三
)
　

相
聞
的
な
色
彩

の

濃
厚

で
あ

る
事

は
確

か
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
巻

一
所
収
の
行
幸
従
駕

の
作
や
穰

旅

の
歌

に
通
ず

る
伝
統
的

な
手
法
を
見
逃
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

猶
苗
都

に
関
す
る
歌
は
巻
三

に
あ

っ
て
は
第

二
位
を
占
め
て
を
り
、
中

で
も

注
意
す

べ
き
は
太
宰
少
弐
小
野
老
の

あ
を

に
よ
し
寧
楽

の
京
師
は
咲
く
花

の
薫
ふ
が
如
く
今
さ
か
り

な
り

(
巻
三

・
三
二
八
)

な
る
国
都
讃

美
の
歌

で
あ

っ
て
、

よ
く
股
賑
を
誇

る
帝
都
の
さ
ま

を

「
咲

く

花

」

の
美
し
さ
に
よ

っ
て
具
象
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
或

い
は
防
人
司
佑
大
伴

四
綱
の藤

浪
の
花

は
盛

に
な
り

に
け
り
平
城

の
京
を
思
ほ
す

や
君(

巻
三

・
三
三
〇
)

の
如

く

「藤

浪
の
花
」
と
共
に
平
城

の
京
を
偲

ぶ
作
も
見

受
け
ら

れ
る
の
で
あ

る
。
こ

ゝ
に
も
風
物

に
託
し
て
そ
の
想
情

を
述

べ
よ
う
と
す

る
伝
統
的
な
手
法

を
見
逃

し
え
な

い
の
で
あ
る
。

巻
三
雑

歌
に
於
け

る
第
三
位
は
饗
宴

の
歌
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
山
上
憶
良

の

宴

を
罷

る
歌

憶

良
ら
は
今

は
罷
ら
む
子
契
く
ら
む
其
れ
そ

の
母
も
吾
を
待

つ
ら
む
ぞ

(
巻
三

・
三
三
七
)

を
は
じ
め
太
宰

帥
大
伴
卿

の
讃
酒
歌
十
三
首
よ
り
成

っ
て
を
り
、
そ
こ
に
連
作

の
妙
味

の
発

揮
せ
ら
れ
た
事

に
つ
い
て
は
別
に
論
じ

た
が

(
註
四
)
、
何

れ
も

「
濁

れ
る
酒
」
と
か

「
酒
壷
」
と
か

「
価
無
き
宝
」
、
と

か

「
夜
光
る
玉
」
と
か

を
詠
じ
て
を
り
、
自
然

の
風
物
に
対

し
て
は
殆
ん
ど
関
心
が
払

は
れ
て
ゐ
な

い

の
で
あ
る
。
た

ゞ

「
遊
び
の
道
」

の
風
雅
を
思

は
せ
る
に
足
る
も
の
が

あ
る
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

旅
人

の
作

に
は
嘱
目

の
風
物

に
託
し

て
亡
き
妻
を
偲

ぶ
綿

々
の
情
を
詠

じ
却

も
の
が
多
く
、
梅
花

の
宴

に
あ

っ
て
は
又

こ
ゝ
に
会
す
る
三
十

二
人
が
尽
く
梅

の
歌
を
詠
ず

る
ど
言

っ
た
風
雅

の
遊
び
を
天
離

る
鄙

の
地
に
催
し

て
ゐ
る
点
に

注

目

せ
ら

る
べ
き
で
あ
る
が
、
巻
三
の
讃
酒
歌
は
た
ゞ
酒

に
興
味

の
中

心
が

あ

る
の
で

あ

っ
て
、
酒
以
外

の
自

然
の
風
物

に
は

一
顧
も
与

へ
て
ゐ
な

い
の
で
あ

る
。猶

巻

】
に
於

い
て
は
首
位
を
占

め
た
行
幸
従
駕

の
歌
は
巻
三

に
あ

っ
て
は
第

四
位

に
落
ち

て
を
り
、
そ
こ
に
は
巻

一
と
同
様

皇
は
神
に
し
ま

せ
ば
天
雲
の
雷
の
上

に
盧
ら

せ
る
か
も

(巻
三

・
二
三
五

柿
本
人
麻
呂
)

の
如
く
帝
徳

の
讃
美

に
際
し
て

「天
雲

の
雷
」
と
わ
つ
か
に
自
然
物

の
匂

ひ
を
、

漂
は
せ
た
も

の
と
か
、

此
処

に
し
て
家

や
も

い
つ
く
白
雲

の
た
な
び
く
山
を
越
え
て
来
に
け
り

「

(
巻
三

・
二
八

七

石
上
卿
)

の
如

く
行
幸
地
志
賀

に
於

い
て

「家

」
を
思

っ
て
は
越
え
て
来

た

「
白
雲
の
た

な
び
く
山
」
を
振
り
返

っ
て
ゐ
る
も

の
も
あ
る
。
中

に
は

吾
が
命
し
真
幸

く
あ
ら
ば
ま
た
も
見
む
志
賀

の
大
津

に
寄
す

る
白
浪

(巻
三

・
二
八
八

穂
積
朝
臣
老
)

の
如
く

「
寄
す
る
白
浪
」

に
対
し
て
愛
惜

の
心
を
歌
ひ
上
げ

て
ゐ
る
も

の
も
あ

る
が
、
行
幸
従
駕

の
歌
に
共

通
の
宮
地
讃
美
の
精
神

に
も
通
ず

る
も
の
が

あ
る

や
う
で

あ
る
。

猶
巻

三
の
雑
歌
に
あ

っ
て
注
目
す

べ
き
は
わ
つ
か
な
が
ら
初
月

と
か
雪
と
か



が
単
独

に
詠
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
即
ち
間
人
宿
禰

大
浦

の
初
月

の
歌

天

の
原

ふ
り
さ
け
見

れ
ば
白
真
弓
張
り

て
懸
け
た
り
夜
路

は
よ
け
む

(
巻
三

・
二
八
九
)

倉
橋

の
山
を
高

み
か
夜
ご
も
り

に
出

で
来

る
月

の
光
乏

し
き

(
二
九
〇

)

の
如
き
は
後
者
ま

で
初
月

の
歌
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ

る

が

(
註

五
)
、
共

に
月
明
を
詠
じ

て

「夜

路
」
の
好
都
合
を
喜
ん
だ
り
、
山
が
高

い
が

た
め

に
月

光
の
あ
ま
ね
く
な

い
の
を
歎

い
た
も

の
で
月

を
単
独

に
詠
じ
て
ゐ
る

所

に
そ

の
価
値
が

あ
る
の
で
あ
る
。

更

に
大
納
言
大
伴
卿

の
歌

奥
山

の
菅
の
葉
凌

ぎ
零

る
雪

の
消
な
ば
惜

し
け
む
雨
な
零
り
そ
ね

(
巻
三

・
二
九
九
)

の
如
く
雪

の
消
え
る
の
を
惜
し
む
風
流

を
詠

じ
た
も

の
も
あ

っ
て
遠
く
巻
八
と

か
巻
十

の
雑
歌
に
呼
応
す

る
も
の
が

あ
る
の
で

あ
る
。

巻

一
と

か
巻
三

の
雑

歌
に
は
、
或

い
は
行
幸
従
駕

の
作

に
、
或

い
は
露
旅

の

歌
に
、
宮
地
を
讃
美
し
た
り
、
風
物

に
託
し
て
家
を
偲
び
妹
を
思

ふ
作

の
見
受

け
ら

れ
る
ば

か
り
で
な
く
、
中

に
は
佳
景

に
接

し
て
之

に
心
を
遣
り
、
塩
焼
く

煙

と
か
雲
と

か
を
詠
じ
、
筑
波
嶺

に
登
る
た
め
に
は
雪
消
の
道
を
も
厭
は

な
い

の
で
あ
る
。

が
く

て
行
幸

の
地
と
か
旅
先

で
そ
の
風
物
を
叙

す
る
場
合

に
は
そ

の
直

接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
は
ず

必
ず

や
自
然
観
照
の
眼
を
高

め
ず

に
は
お
か
な

い
筈
で

あ
る
。
こ
ゝ
に
景
情

一
致

の
作

の
漸
く
現
れ

る

の

と

共

に
、

風
物

を
単
独

に
詠

じ
た
り
、
風
雅
な
萌

し
も
灰
見
え
る
に
到

っ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が

こ
の
事
は
巻
八
と
か
巻
十

の
雑
歌

へ
と
展
開

せ
ず

に
は
お
か
な
か

っ
.

た
の
で
あ
る
。

四

巻
八
と
か
巻
十

に
あ

っ
て
は
四
季

の
分
類
と
雑
歌
相
聞

の
分
類
と
を
交
錯

さ
・

せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
春
雑
歌
春
相
聞
、
夏
雑
歌
夏
相
聞
、
秋
雑
歌
秋
相
聞
、
冬
雑

歌
冬
相
聞

と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
ら
の
巻

の
雑
歌
を
見

る
に
巻
山

と

か
巻
三
と
か
の
雑
歌
と
著
し

い
相
違
を
見
出
だ
す
の
で
あ
ゐ
。
即
ち

巻

一
に

は
殆
ん
ど
見
受
け
ら
れ
ず
巻
三

に
わ
ず

か
三
首
詠
ぜ
ら
れ
た
純
然
た
る
自
然

の

風
物
が
圧
倒
的

に
こ
れ
ら

の
巻

に
お

い
て
歌

は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

即
ち
巻
八

に
あ

っ
て
は
自
然
観
照

の
歌
が
首
位
を
示
し
短
歌

の
み
に
つ
い
て

言

へ
ば
約
百
十
首
、
自
然
物

に
触
発

せ
ら
れ
た
歌
詠
は
そ

の
約
三
分

の

一
の
四

十
首
位

に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
巻

一
や
巻

三
に
た
と

へ
自
然
を
詠
ず

る
事
は
、

あ

っ
た
に
し
て
も
、
家

と
か
妹
と
か

へ
の
思

ひ
を
誘
発
す
る
く
さ
は
ひ

に
過
ぎ

な
か

っ
た
の
と
著
し

い
差
違
と
言

ふ
べ
き
で
あ
る
。
猶
帝
都
関
係

の
作

の
秋
と

冬
と
に
各

一
首
つ

つ
見

受
け
ら
れ
る
事

も
雑
歌

の
故
郷
を
物
語

る
も
の
と
言

ふ

べ
く
、
巻

一
と

か
巻
三
に
於
け

る
帝
都
関
係

の
作

の
甚
だ
多

く
、
何
れ
も

二
位

を
下
ら

な
か

っ
た
の
を
想
起

せ
ず

に
は
を
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

更

に
巻
十

の
雑
歌

に
あ

っ
て
も
自
然

の
歌

が
首
位
を
占

め
、
風
物

に
触
発
さ

れ
た
歌

の
二
位

に
あ
る
事
も
巻
八
と
同
様

で
あ
り
、
前
者
と
後
者
と

の
比
率
は

約

二
対

一
と
な

っ
て
を
り
、
巻
八

に
あ

っ
て
わ
つ
か

に
そ
の
痕
跡
を
示
し
た
帝

都

関
係

の
作
も
こ
の
巻
で
は
全
く
そ

の
姿
を

隠
し

て
了

っ
て
ゐ
る
の
で

あ
り
、

自
然

の
歌

一
色

に
塗
り

つ
ぶ
さ

れ
て
ゐ
る
思
が
す
る
の
で
あ
る
。

自
然
調
詠

の
作

の
俄
か
に
多
く
な

っ
た
の
を
知
り
う
る
と
共

に
、
春
夏
秋
冬

伺
れ
も
相
聞

の
歌
を
持
ち

な
が
ら
、
猶
雑
歌

の
中

に
さ

へ
相
聞
的

な
歌
詠
を
巻



八

に
於

い
て
は
約
三
分

の

一
、
巻
十

に
あ

っ
て
も
約

二
分
の

一
占
有
さ

せ
て
ゐ

る
所

に
、
雑
歌

の
生
ひ
立
ち
を
物
語

る
も
の
が

あ
り
、
こ
の
事

は
又
自
然
を
詠

ず

る
に
あ
た

っ
て
も
、
と

か
く
風
物

に
託
し
て
自
ら

の
想
情
を
歌

は
ず

に
は
を

ら

れ
な

い
万
葉
歌

人
た
ち

の
嗜
好
を
示
す
も
の
で

あ
る
の
で
あ
る
。

今
暫
く
こ
れ
ら
八

・
十

の
巻

に
詠
ぜ
ら
れ
た
純
然
た

る
自
然
詠

に

つ
い
て
眺

め
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

例

へ
ば
巻
八

の

沫
雪

か
は
だ
れ

に
零

る
と
見

る
ま
で

に
流
ら

へ
散

る
は
何
の
花

ぞ
も

(巻
八

・
踊
四

二
〇

駿
河
釆
女
)

の
如
く
雪
と
ま
が

ふ
落
花
を
詠
じ
た
り

う
ち
靡
く
春
来

る
ら
し
山
の
際

の
遠
き
木
末

の
咲
き
ゆ
く
見

れ
ば

(巻
八

・

一
四

二
二

尾

張
連
)

の
如

や
遠

い
梢

の
花
に
よ

っ
て
春

の
来
た
事

を
物
語

る
と
言

っ
た
季
感
を
揺
曳

さ

せ
る
作
さ

へ
も
現
れ
て
ゐ
る
。

山
部
宿
禰
赤
人

の
歌

春

の
野

に
董
採
み
に
と
来

し
吾
ぞ
野
を
な

つ
か
し
み

一
夜
宿

に
け

る

(
巻
八

・
一
四
二
四
)

の
如
く
春

の
野

に
野
宿
を
す

る
と
ま
で
歌

っ
て
、
自
然

の
中

に
抱
か
れ
る
と
言

っ
た
風
雅
な
感
懐
も
歌

は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り

ぐ
の
歌

は
些
か
大

げ
さ

に
す
ぎ
る
所

も
あ

っ
て
、
武
田
祐
吉
博
士
が

春

の
野

に
ス
ミ

レ
を
採

み
に
き

て

嚇
夜
宿

っ
た
と

い
う
こ
と
が
、

い
か
に

も
仰
山
で

あ
る
。

こ
れ
は
既

に
文
雅
の
思
想
が
さ
か
ん
で
あ

っ
て
、
野
辺

の
風
情
を
強
調
し
よ
う
と
し

て
、
か
よ
う
な
作
を
な
す
に
至

っ
た

も

の

で
、
歌

は
れ
て
い
る
内
容
は
、

か
な
ら
ず

し
も
事
実

で
は
な

い

で

あ

ろ

う
。

た
ま
た
ま
何
か
の
旅
行

の
お
り
な
ど
に
、
春

の
野

に

一
宿

し
た
こ
と
・

の
あ
る
の
を
回
想
し
て
か
よ
う
な
表
現
を
取

っ
た
も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

(註

六
)

と
言

は
れ
た
通
り
、
文

雅
の
思
想

の
盛
ん
と
な

っ
た
事
を
示
す
も

の

で

あ

ら

う
。
叉

同
じ
く
赤
人
の

あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
日
並

べ
て
か
く
咲
き
た
ら
ば

い
と
恋
ひ
め
や
も

(
〕
四

二
五
)

に
も
桜
花

の
花
期

の
短

い
の
を
歎
く
風
流
人
の
心
が
結
晶
さ

せ
ら
れ
て
を
り
、

文
人
風
の
先

膓
を
な
す
も

の
と
言

ふ
べ
き
で
あ
る
。
又

明

日
ま
り

は
春
菜
採
ま
む
と
標

め
し
野

に
昨

日
も
今
日
も
雪
は
降
り

つ
つ

(
一
四

二
七
)

の
如

く
早
春

の
美
し

い
風
光
を
優
じ
く
描

い
て
ゐ
る
も

の
も
あ
る
が
、
中

に
は

わ
が
夫

子
に
見

せ
む
と
念
ひ
し
梅

の
花
そ
れ
と
も
見

え
ず
雪
の
降
れ
れ
ば

(
】
四

二
六
)

の
如

く
人
と

の
関
聯

に
お

い
て
梅
と
か
雪
と
か
を
詠
ず

る
と
言

っ
た
事

も
亦
行

は
れ
て
ゐ
る

の
を
見
る
の
で
あ
る
。

或

い
は
桜
花

の
歌
と
し
て
載

せ
ら
れ
た

を
と
め
等
が
挿
頭

の
た
め
に
遊
士
が
纒

の
た
め
と
敷
き
ま

せ
る
国

の
は
た
昌

て
に
咲
き

に
け
る
桜

の
花

の
匂
ひ
は
も
あ
な
に

(
巻
八

・
扁
四
二
九
)

反

謁

去
年

の
春
逢

へ
り
し
君
に
恋

ひ
に
て
し
桜
の
花
は
迎

へ
け
ら
し
も

(
一
四
三
〇

〉

な
る
歌
を
見

て
も

「
を
と
め
」
と

か

「
遊
士
」
達
の
挿
頭

や
襯

に
せ
ら

れ
て
、

桜
花

の
賞
玩

せ
ら
れ
た
ば

か
り
で
な
く
、
桜

の
花
を
擬

人
化
し

て

「君

に
恋

ひ



に
て
し
」
と
言

っ
た

の
な
ど
も
風
流
人

の
宴
席
に
て
の
す
さ
び
と
も
考

へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

或

い
は
赤
人

の

百
済
野

の
萩

の
古
枝

に
春
待

つ
と
居
り
し
鶯
鳴

き
に
け
む
か
も

(巻
八

・

一
四
三

一
)

の
如

き
は
鶯

の
鳴
声

に
よ

っ
て
春

の
訪
れ
を
歌
ひ
上
げ

た
も
の
で

あ
る
が
、
そ

の
鶯
を
冬

の
間
か
ら
春

を
待

っ
て
ゐ
る
も
の
と
し
、
　

己
が
春
を
待

つ
心
を

た
ぐ

へ
て
ゐ
る
の
は
も
と
よ
り
で

あ
る
　

春

の
来
復
と
共

に
、
先

づ
之
を
思

ひ
出
さ
ず

に
は
を
ら

れ
な

い
所

に
も
、
作
者

の
鶯

に
よ

せ
る
愛

情
の
深

さ
を
示

し

て
ゐ
る
。
土
屋
文
明

氏
が

「
極

め
て
概
念
的
な
歌
」

(
註
七
)
ど
評
し
て
ゐ

る

の
に
は
俄
か
に
賛
成
し
難

い
所

で
あ
る
。

か
く

て

か
は
つ
鳴

く
神

な
び
川

に
影
見

え
て
今
か
咲
く
ら
む
山
吹

の
花

(
巻
八

・
一
四
三
五
)

の
如
く
優
美
な
山
吹

の
花
を
清
ら

か
な
神
南
備

川
に
写
し
て
眺

め
よ
う
と
す

る

も

の
も

あ

っ
て
、
古
今
集
以
下

の
間
接
描
写

の
淵
源
と
も
な

っ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。或

い
は

山
振

の
咲

き
た
る
野
辺

の
つ
ぼ
董
こ
の
春

の
雨

に
盛

な
り
け
り

(
一
四
四
四

高
田
女
王
)

の
如

く
春
雨

に
煙

る
野

の
景
色
を
山
振
と
壷

董
と

に
よ

っ
て
示
し
た
可
憐
な
作

も
あ
れ
ば

時
は
今

は
春

に
な
り

ぬ
と
み
雪
零

る
遠
山
の
辺
に
霞
棚
引
く

(
一
四
三
九

中
臣
朝
臣
武
良
自
）

の
如

く
遠
山

に
棚
引
く
霞
に
よ

っ
て
春

の
到
来
を
示
す
と
言

っ
た
風

に
、
季
節

感
を

ふ
っ
く
ら
と
湛

へ
た
作
品

の
多
く
な

っ
て
来

た
の
を
感
ず

る
と
共

に
、
風

流

閑
雅
な
文
人
趣
味

の
自
然

を
観
照
す
る
場
合

に
も
漸
く
け
ぎ
や
か
に
現
れ
よ

う
と
し
て
ゐ
る
の
を
見
逃

し
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
事
は
春

の
歌

の
み
で
な
く
夏
の
部

に
も
霧
公
鳥

の
晩
く
喧
く

の
を
恨
む

歌

(
一
四
八
六
)
と

か
橘

の
花
を
惜

し
む
歌

(
一
四
八
九
)
と

か
の
載

せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
に
よ

っ
て
も
、

秋
の
部

に

(
巻
八

・
一
五

一
二
)
黄
葉

を
錦

に
見

立

て
て

(註
八

)
散

る
の
を
惜

し
み
時
雨

に
も
よ
ほ
さ
れ

て
黄
葉

す
る
高
円
山

の

風
光
を
期
待
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る

(
一
五
七

一
)
。
更

に
冬

の
歌

に
あ

っ
て

も
亦

た
な
霧
ひ
雪
も
零

ら
ぬ
か
梅

の
花
咲
か

ぬ
が
代

に
擬

へ
て
だ

に
見

む

(
一
六
四

二
〉

の
如
く
雪

に
よ

っ
て
わ
つ
か
に
待

つ
梅
を
偲

ぼ
う
と
す

る
作
も
あ
り
、

松
蔭

の
浅
茅
が
上
の
白
雪
を
消
た
ず

て
置

か
む

こ
と
は
か
も
無
き

・

(
一
六
五
四
）

の
如

く
浅
茅

の
上

の
雪

を

い
つ
ま
で
も
そ
の
ま

ゝ
置
き
た

い
と
願

っ
て
ゐ
る
の

な
ど

も
、
共

に
天
平

人
の
風
雅
な
感
懐

で
あ

っ
て
い
つ
れ
も
古
今
集
以
下
の
流

風

の
先
駆
を
な
す
も
の
で

あ
る
。

猶

こ
の
事
は
巻
十

に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

梅

の
花
咲
き
散
り
過
ぎ

ぬ
し
か
す
が

に
白
雪
庭
に
零
り
重
り

つ
つ

(
巻
十

・
一
八
三
四

)

今
更

に
雪
零
ら
め
や
も
か
ぎ

ろ
ひ

の
燃

ゆ
る
春

べ
と
な
り

に
し
も

の
を

(
一
八
三
五
〉

な
ど
の
如
く
季
節
の
推
移

に
注
意
を
向
け

た
り
、



い
つ
し
か
も
こ
の
夜

の
明
け
む
鶯
の
木
伝

ひ
散
ら
す
梅

の
花
見
む

(
巻
十

・
一
八

七
三
)

の
如
く
夜
明
け
を
待

っ
て
早
く
梅
の
花
を
眺

め
た
い
と
詠
ず

る
も
の
も

あ
る
。

或

い
は
雁
と
黄

葉
と
を
組
合

せ
て

、.

雁
が
ね
の
来
鳴
き
し
共

に
韓
衣
龍
田

の
山
は
も
み
ち
始

め
た
り(

ご

一
九
四
)

雁
が
ね
の
声
聞

く
な
べ
に
明
日
よ
り

は
春
日

の
山
は
も
み
ち
始

め
な
む

(
ご

一
九
五
)

と
詠

心
て
ゐ
る
の
な
ど
も
、
橘

と
糎
公
鳥
、
萩
と
鹿
な
ど
と
共

に
よ
く
複
雑
な

歌
境

を
展
開
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

吋
方

に
お

い
て
型

に
嵌

っ
た
弊
を
蔽

ふ

事

は
出
来

な
い
で

あ
ら
う
。

猶
月
を
詠
じ

て
は

天

の
海

に
月
の
船
浮

け
桂

梶
か
け
て
榜
ぐ
見
ゆ
月

人
壮
子

二
二
二
三
)

の
如
く
天
を
海
、
月
を
船
、
桂

を
梶

に
見
立
て
て
ゐ
る
の
な
ど
も
、

人
麻

呂
歌

集

に
見
え

る

天

の
海

に
雲
の
浪

立
ち
月

の
船
星
の
林

に
榜

ぎ
隠
る
見
ゆ

(巻

七

・
一
〇
六
八
)

之
共

に
懐
風
藻
所
載

の
文
武
天
皇
の
御
製

の
月

の
詩

月
舟
移
霧
渚
楓

識
涯
霞
浜

を
思
は

せ
る
も
の
が

あ
り
、
漢
文

学
の
影
響

に
よ
る
文
人
趣
味

に
棒

容
す
も

の

で
あ
り
、

此

の
夜
ら
は
さ
夜
ふ
け
ぬ
ら
し
雁
が
音

の
聞

ゆ
る
空
ゆ
月

立
ち
渡
る

《
二
二
二
四
)

思
は

ぬ
に
時
雨

の
雨
は
零
り
た
れ
ど
天
雲
霧
れ
て
月
夜
さ

や
け
し

(
二
二
二
七
)

な
ど

の
如

く
秋
晴

の
空
を
渡
る
さ
や
か
な
月

の
動
き
を
描

い
て
ゐ
る
も
の
も
あ

る
。更

に
冬

の
歌

に
あ
っ
て
も

巻
向

の
檜
原

も

い
ま
だ
雲
居

ね
ば
子
松
が
末
ゆ
沫
雪
流
る

(巻
十

・
二
三

一
四
)

の
如

く
流

れ
る
雪
を
優
し

い
も
の
と

し
て
受
け
留
め
て
を
り
、
花
を
詠
ん

で
も

誰
が
苑

の
梅

の
花
ぞ
も
ひ
さ
か
た
の
清
き
月
夜

に
幾
許
散
り
来
惹

(
二
三

二
五
)

の
如
く
清
き
月
夜
に
美
し
く
散
る
も
の
と

し
て
眺
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
巻
八
、
巻
十
の
雑
歌
に

は
春
夏

秋
冬

の
風
物
を
単
独

に
詠
じ
だ
佳
作

の
見

ら
れ
る
ば
か
り
か
、
そ

こ
に
は
文

人
趣
昧

の
既

に
色
濃

く
流

れ
て
ゐ
る

の

を
見
逃

し
え
な
い
の
で
あ
り
、
鳥

の
鳴

く
の
も
花

の
散
る

の
を
惜
し
ん
で
の
事

と
し
、
浅
茅

の
上
の
白
雪
を

い
つ
ま
で
も
消
さ
ず

に
お
き
た

い
も

の
と
も
願
ふ

の
で
あ
る
。

巻

一
、
巻
三
な
ど
の
雑
歌
と
比
較

し
て
自
然
観
照

の
歌

も
漸

く
優
美
繊
細
な

も
の
と

な
り
了

っ
た
の
を
見
る

の
で
あ
り
、

こ
ゝ
に
は
人
麻
呂
の
作

に
見
ら
れ

る
よ
う
な
壮
大
な
景
観
は
も
早
や
見
受
け
ら
れ
な

い
の
で
あ
り
、
た
ゞ
優

し

い

も

の
美
し

い
も
の
が
喜
ば
れ
て
ゐ
る
の
を
見
逃
し
え
な

い
の
で

あ
る
ゆ

転
じ
て
題
詞
を
臭

て
も
巻

一
と

か
巻
三
と
か
で
は
わ
つ
か
に
初

月

歌

二

首



(巻

三
・
二
八
九
　

二
九
〇
)
が

あ
る
ば
か
り

で
あ
る
が
、
巻
八
の
雑
歌

に
は

小
治
田
広
瀬
王
霊
公
鳥
歌

(巻
八

・
一
四
六
八
)

大
伴
家
持
橘
歌

(
一
四
七
八
)

大
伴
家
持
白
露

歌

(
一
五
七

二
)

大
伴
宿
禰
家
持
鹿
鳴
歌

(
一
六
〇

二
　

一
六
〇

三
)

太
宰
帥
大
伴
卿
梅
歌

(
一
六
四
〇
)

忌
部
首
黒
麿
雪
歌

(
一
六
四
七
)

の
如
く
の
何
某

の
何

の
歌
と
作
者
と
風
物
と
を
並
記
し
た
題
詞
が
非
常
に
多

い

の
で

あ
る
。

し
か
も
、
巻
十
に
あ

っ
て
は
例

へ
ば
春
雑
歌

で
は
詠
鳥
詠
雲
詠
霞

詠
柳
詠
花
詠
月
詠
雨
詠
河
詠
煙
と
言

っ
た
風

に
風
物

に
よ

っ
て
多

く
の
歌

を
類

聚
し
て
を
り
、
詠
物
的
な
態
度
を

一
入
強
く
打
ち
出
し
て
来

て
ゐ
る

の
が
見
ら

れ
る

の
で
あ
る
。

巻
八
と
巻
十

の
両
巻
に
お
け
る
か
ゝ
る
題
詞

の
書

き
方

の
相
違
は
そ
れ
ぞ
れ

の
相
聞
歌

に
於

い
て
も
亦
見
ら

れ
る
所
で

あ
り
、
巻
八
に
あ

っ
て
は
作
者

と
そ

の
歌

を
贈
ら
れ
る
対
手

と
を
明
記
し

て
'

大
伴
宿
禰
家
持
贈
坂

上
家
大
嬢
歌

(巻
八

・
一
四
四
八
)

笠
女
郎
贈
大
伴
家
持
歌

(
一
四
五

一
)

厚
見
王
贈
久
米
女
郎
歌

(
一
四
五
八
)

な
ど

の
如
く
記
し
て
ゐ
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
、
巻
十
の
相
聞
歌

に
あ

っ
て

は
例

へ
ば
春

の
部

で
は
寄
鳥
寄
花
寄
霜
寄
霞
寄
雨
寄
草
寄
松
寄
雲

の
如

く
寄

せ

る
風
物

に
よ

っ
て
類
聚

せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る

の
で
あ
る
。
巻
十

の
雑
歌

に

風
物

に
よ
る
類
聚
が
行

は
れ
て
ゐ
る
の
と
共

に
、
巻
十

の
相
聞
歌

に
あ
っ
て
も

そ

の
寄

せ
る
風
物

に
よ

っ
て
歌
が
集
め
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

却
ち
巻
十

に
あ
っ
て
は
雑
歌
も
相
聞
歌
も
共

に
そ
こ
に
詠

ぜ
ら
れ
た
風
物

に

よ

っ
て
類
聚

せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
春
雑
歌
と
か
春
相
聞
と
か
と
そ
れ
ぞ

れ
春
夏
秋
冬
の
四
季

を
雑
歌
は
も
と
よ
り
相
聞

の
歌

に
ま
で
冠

せ
ら
れ
て
ゐ
る

の
も
、
亦
共

に
そ
の
風
物

に
つ
い
て
の
思
を
或

い
は
直
接

に
或

い
は
間
接

に
詠

出

し
た
も
の
と
し
て
注
目

せ
ら
る

べ
き

で
あ
る
。
そ

こ
に
は
雑
歌
と
相
聞
歌
と

の
交
流
を
物
語

る
も
の
も

あ
り
、
後

に
到

っ
て
漸
く
雑
歌

の
中

心
を
な
す
自
然

の
歌

も
、
最
初
は
行
幸
従
駕

の
作
と
か
薦
旅

の
歌
と
か

の
影
に
隠

れ
て
わ
つ
か

に
も
の
せ
ら
れ
、
風
物

に
託
し
て
家
郷
の
空
を
偲
び
家
な
る
妹

を
懐

し
ん
で

ゐ

た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
然
を
単
独
に
詠
出
し
よ
う
と
す

る
傾
向
の
順
次
育
成

せ
ら
れ
て
来
た
そ

の
過
程
を
考

へ
さ
せ
る
も

の
が
あ

っ
て

興
味
深

い
も
の
が

あ
る
の
で
あ
る
。

猶
巻
八
、
巻
十

の
季
感
を
示
す
風
物
(
註
八
)
を
見

る
に
春
雑
歌
に
あ

っ
て
は

夏

の
風
物

と
し
て
は



秋
の
風
物
で
は

冬
の
風
物
と
し

て
は

の
如

く
で
あ
り
、
春
の
も
の
と

し
て
は
未
だ
古
今
集

以
下

の
如

く
桜
が
圧
倒
的

で
は
な
く
、
梅
が
わ
つ
か
に
リ
ー
ド
し

て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
桜
も
梅

に
迫
る
も

の
が

あ
る
。
夏
は
震
公
鳥
が
第

一
位
、
冬
は
雪
が

一
位
を
占
め
て
ゐ
る
事
も
、

古
今
集

以
下

の
勅
撰
集
と
同
様

で
あ
る
。
た
だ
秋
の
も

の
と
し
て
の
月
は
勅
撰

集
に
あ

っ
て
も
容
易

に
首
座
を
占

め
る
事

が
出
来
ず
、
三
代
集

に
あ

っ
て
も
、

古
今

(三
十

九
首
)
は
も
と
よ
り
、
後
撰

(
四
十
六
首
)
拾
遺

(
二
十

一
首
)

共

に
紅
葉

の
方
が
圧

倒
的

で
あ
り
、

(註

九
)
古
今
集

に
於
け
る
月

(
八
首
)

は
天
象
部

に
あ

っ
て
も
猶
風

(十
六
首
)
露

(十

}
首
)
に

つ
ゞ
い
て
第
三
位

を
占

め
る

に
す
ぎ
ず
、

こ
の
傾
向
は
後
撰
拾
遺

に
お

い
て
も
変

る
所
が
な

い
の

で

あ
る
が
、
　

後
撰

に
あ

っ
て
は
露

(三
十
八
首
)
風

(
三
十

三

首

)

月
、

(
二
十

二
首

)
の
順
序
、
拾
遺

に
あ

っ
て
は
風

(十

四
首
)
月

(
八

首

)

霧

(
六
首
)
の
順
序

と
多
少

の
動
き
は
あ

っ
て
も
未
だ
絶
対

に
首
位
を
占
め
え
な

い
の
で

あ
る
。
　

後
拾
遺
以
後
に
至

っ
て
、
は
じ
め
て
風

よ
り
も
露
よ
り
も

更

に
紅
葉

よ
り
も
月
が
絶

対
優
勢
を
示
し
て
、
こ
の
傾
向
は
金
葉

・
詞
華

・
千

載
を
通
じ
て
些

か
も
変

る
所
は
な
か

っ
た
の
で

あ
る
。

月
が

秋
の
風
物

の
首
位
を
占

め
る

に
至

っ
た
事
情

に
つ
い
て
は

「歌
合

よ
り

勅
撰

集

へ
の

一
線
」

(
註
十
)
に
お

い
て
詳
論
し
た
所
で

あ
る
が
、
多
く

の
歌

を
番

へ
ね
ば
な
ら

ぬ
歌
合

の
題

の
兎
角
興
味

の
持
続

し
易

い
代

表
的

な
風
物

に

集
中

す
る
結
果
と
な
り
、

そ
こ
に
一
季

一
風
物
と

い

っ
た
花

・
郭

公

・
月

・
雪

の
系
譜
を
形
成

さ
せ
る
事
と
も

な
る
の
で

あ
る
。

こ
の
傾
向

の
同
じ
作
者
を
擁

す
る
勅
撰
集

の
歌

に
も
作
用
し
て
来
る

の
は
当
然
と
老

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
三
代
集
時
代

に
は
猶
月

は
風
と
か
露

と
か
に
対
し

て
首
位
を
占

め
え

な
か

っ
た
ば

か
り
で
な
く
、
古
今
集

に
あ
っ
て
は
紅
葉

(
三
十
九
首

)
雁

(
十

四
首

)
萩

(
十

二
首
)
女
郎
花

(
十

二
首

)
菊

(十
首
)
に
対

し
て
そ

の
頻
度

は
遙

か
に
下

に
あ
る
の
を

み
て
も
、
三
代
集

に
あ

っ
て
は
花

・
郭
公

・
月

・
雪

の
形
成
は
未
だ
熟
し
て
ゐ
な
か

っ
た
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。

巻

八
、
巻
十

に
於

い
て
黄
葉

の
首
位
を
占

め
て
ゐ
る
事

は
古
今
集

の
先

膓
を

な
す
も

の
で
あ
り
、
春

の
部

に
あ

っ
て
も
桜

は
未
だ
首

位
を
占

め
て
は

ゐ
な

い

け
れ
ど
も
、
既

に
第

一
位

の
梅

に
迫
る
勢

を
示

し
て
を
り
、
風
雅

な
感
懐
を
盛

っ
た
も

の
が
多
く
、
優

し
く
美
し

い
風
物

の
特

に
愛
好
せ
ら
れ
た
ば
か
り
で
な

く
、
季

の
も

の
に
よ
る
類
聚
ま

で
行

は
れ
、
風
物

に
対
す
る
眺

め
方
も
や
ゝ
類

型
に
堕
す

る
も

の
さ

へ
現
れ
る

に
至
り
、

全
く
古
今
集
の
四
季

の
歌

の
素

地
を

形
作

っ
て

ゐ
る
思
が
す
る

の
で

あ
る
。

猶
風
物
を
詠
ず

る
場
合

に
も
、
単

独
に
之
を
詠
ず

る
だ
け
で
な
く
、
他
の
風



物

と
の
関
聯

に
於

い
て

屡
ζ
之

を
眺

め
よ
う
と
し
て
ゐ
る

の
も
、
単
純

な
も

の

よ
り
も
複
雑
な
も
の
を
愛
好
す
る
証
拠
で
あ
り
、
震
公
鳥
と
橘
と
の
組
合
は
せ

は
も
と
よ
り
、
卯
の
花
と
震
公
鳥
、
鹿

と
萩
、
黄
葉
と
時
雨
と
か
、
露
と
雁
と

の
組
合
は
せ
も
亦
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

朝
露

に
に
ほ
ひ
そ

め
た
る
秋
山

に
時
雨

な
降
り
そ
在
り
渡

る
が
ね

(巻
十

・
二

一
七
九
)

雁
が
鳴

の
寒
き
朝
明
け

の
露
な
ら
し
春
日
の
山

を
黄
だ
す
も
の
は

(
二

一
八

一
)

時
雨

の
雨
間
な
く
し
零

れ
ば
真
木

の
葉

も
あ
ら
そ
ひ
か
ね
て
色
づ
き

に
け

り

(
二

一
九
六
)

の
如
き
が

そ
れ
で
あ

っ
て
、
疑
の
細

か
さ
を
感
ぜ
し
め
る
も

の
は

あ
る

に
も
せ

よ

吾
背

子
が

挿
頭

の
萩

に
お
く
露
を
清

か
に
見
よ
と
月
は
照
る
ら

し

(
二
二
二
五
)

白
露
を
玉

に
な
し
た
る
九
月

の
あ
り
あ
け
の
月
夜
見

れ
ど

あ
か
ぬ
か
も

'

(
二
二
二
九
)

な
ど

の
如
く
繊
細
な
も

の
を
懐

し
む
歌
境
と
共
に
漸

く
古
今
集

の
世
界

の
近
ま

り

つ
ゝ
あ
る
事
を
物
語

る
も
の
が

あ
る

の
で
あ
る
。

折

口
信
夫
博
士
が
赤
人
を
論
じ

て

彼
が
ま
つ
拓

い
た
と
思

は
れ
る

の
は
趣
向

の
歌

で
あ
る
。
自
然

を
矯

め
る

傾
向
は
そ

こ
に
兆
し
た
が

み
や
び
と
言

ふ
宮
廷
風
都
会

風
の
文
学
態
度
を

創
立
し
て
都

止
鄙
と
の
区
別
を
立
て
る
様

な
傾
向
の
先
駆

を
し
た
。

(
註

十

一
)

し

と
言

っ
て
を
ら

れ
る
如
く
、
巻
八
、
巻
十

の
雑
歌

に
は
赤
人

に
よ

っ
て
代
表

せ

ら
れ
る
優
美

繊
細

な
都
人
士
の
感
懐

に
よ

っ
て
満
た
さ

れ
て
を
り
、
直
ち

に
古

今
集

に
接
続
さ

せ
る
事

の
出
来

る
ほ
ど
自
然
に
浸

っ
た
歌
詠
を
多
く
見
出
だ
す

事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
　

勿
論
類
型
的

に
見
え
る
こ
れ
ら

の
歌

の
中

に
も

古
今
集
と
は
ち
が

っ
た
万
葉

人
の
呼
吸

の
感
ぜ
ら
れ
る
も

の
も
少
く
な
い
け

れ

一

ど
も
。註

一
、
不
知
火
第
六
号

(昭
和

二
十
九
年

】
月
発
行

)
所
載
の
拙
稿

「
万

葉
集

に
於
け
る
連
作
歌

に
就

い
て
」
参
照
。

註

二
、
熊
本

大
学
教
育
学
部
研
究

紀
要
第
六
号

(
昭
和

三
十
三
年
三
月
発

行

)
所
収

の
拙
稿

、「万
葉
集
の
修
辞
」
参
照
。

註
三
。
沢

潟
久
孝
博
士
万
葉

集
注
釈
巻
第
三
、
三
四
八
頁
　

三
四
九
頁

参
照
。

註

四

不
知
火
第
六
号

(昭

和
二
十
九
年

〕
月
発
行

)
所
収

の
拙

稿

(万

葉
集

に
於
け
る
連
作
歌

に
就

い
て
」
参
照
。

註

五
、
沢
潟
久
孝
博
士
万
葉
集
注
釈
巻
第

三
、

二
九
〇
頁
参
照
。

註
六
、
武
田
祐
吉
博
士
万
葉
集
全
註
釈
七
、
三
三
頁

参
照
。

註

七
、
土
屋
文

明
氏
万
葉
集
私
注
第

八
巻

一
六
頁
参
照
。

.

註

八
、
風
物

の
頻
度

数
は
石
井
庄
司
氏

「
雑
歌
四
季
雑
歌

論
」

(春
陽
堂

万
葉
集
講
座
第

六
巻
所
収
)
の
表

に
よ
る
。
但

し
秋

の
部

に
は
露

が
十
四
首

と
九
首
と

二
度
記

さ
れ
て
ゐ
る
。
私
の
調
査

に
拠
れ
ば

巻

八
の
五
首
は
八
首

で
あ

っ
て
巻
十
の
九
首
と
合

せ
て
計
十

七
首

-
と
な
る
が
、

こ
こ
に
掲
げ
る
雁
と
か
月

と
か
と

の
順
位
を
狂
は
す

ほ
ど
で
は
な

い
。

註
九
、
詳
し
く
は
建
国
大
学
研
究
院
月
報

(昭
和
十
八
年
八
月
発
行
)
所

収

の
拙
稿

「歌
合

よ
り
勅
撰
集

へ
の

一
線
」

に
挿
入

の
八
代
集

に

於
け
る
四
季

の
風
物
使
用
頻
度

表
を
参
照
。

註
十
、
同
前

「歌
合

よ
り
勅
撰
集

へ
の

一
線
」
参
照
。

註
十

一
、
折

口
信
夫
全
集
第

一
巻
古
代
研
究
所

収
の

'
「
叙
景
詩

の
発
生

」

参
照
。
　

態
本
大
学
教
授
　


