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【
論　
　

文
】

浅

野

則

子

歌
を
つ
な
ぐ

【
要　
　
　

旨
】

万
葉
集
第
四
期
の
歌
人
大
原
真
人
今
城
は
、
自
身
が
制
作
し
た
歌
は
八
首
と

そ
う
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
宴
席
で
古
歌
を｢

伝
誦
・
伝
読｣

し
た
と
い

う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
伝
え
ら
れ
た
古
歌
を
場
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と

し
て
披
露
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、

今
城
が
披
露
し
た
歌
は
ど
の
よ
う
な
文
化
圏
に
属
し
て
い
る
も
の
か
を
古
歌

の
表
現
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　
　

文
化
圏
・
万
葉
集
第
四
期
・
伝
誦
歌

は
じ
め
に

　

大
原
真
人
今
城
は
、
万
葉
集
第
四
期
に
歌
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
は
、

家
持
に
関
係
す
る
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歌
の
あ
り
方
か
ら

家
持
と
同
じ
歌
の
文
化
圏
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
城
自
身
の
歌
は
万
葉
集

中
八
首
と
そ
う
多
く
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら｢

伝
誦
・
伝
読｣

し
た
と
い
う
歌

が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
家
持
関
係
の
歌
の
場
で
歌
を

残
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
古
歌
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
万
葉
集
の
編
纂
に
も

関
わ
っ
て
い
る
と
も
さ
れ
る
が
、
伝
え
ら
れ
た
歌
が
そ
の
場
で
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
事
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
今
城
の
経
歴

に
つ
い
て
も
ま
だ
定
説
を
見
て
い
な
い注
①

。
今
城
が
関
わ
り
得
た
と
さ
れ
る
歌
の
文

化
圏
を
考
え
、
今
城
が
伝
え
た
古
歌
に
求
め
ら
れ
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

【
一
】

　

今
城
の
歌
人
と
し
て
の
あ
り
方
を
考
え
る
時
に
注
目
す
べ
き
歌
が
あ
る
。
今
城

が
上
総
の
朝
集
使
と
と
し
て
京
に
向
か
う
時
に
郡
司
の
妻
女
等
が
餞
を
し
て
詠
ん

だ
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
歌
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
足
柄
の
八
重
山
越
え
て
い
ま
し
な
ば
誰
れ
を
か
君
と
見
つ
つ
偲
は
む

②
立
ち
し
な
ふ
君
が
姿
を
忘
れ
ず
は
世
の
限
り
に
や
恋
ひ
わ
た
り
な
む

二
十
ー
四
四
四
〇
・
一

　

万
葉
集
で
は
、
官
人
を
見
送
る
歌
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
認
め
ら
れ
る
。

　

石
川
大
夫
の
遷
任
し
て
京
に
上
り
し
時
に
、
播
磨
娘
子
の
贈
り
し
歌
二
首

③
絶
等
寸
の
山
の
峰
の
上
の
桜
花
咲
か
む
春
へ
は
君
を
偲
は
む

④
君
な
く
は
な
ぞ
身
装
は
む
く
し
げ
な
る
黄
楊
の
小
櫛
も
取
ら
む
と
も
思
は
ず

藤
井
連
の
遷
任
し
て
京
に
上
り
し
時
に
、
娘
子
の
贈
り
し
歌
一
首

⑤
明
日
よ
り
は
我
れ
は
恋
ひ
む
な
名
欲
山
岩
踏
み
平
し
君
が
越
え
去
な
ば

藤
井
連
の
和
せ
し
歌
一
首
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⑥
命
を
し
ま
幸
く
も
が
も
名
欲
山
岩
踏
み
平
し
ま
た
ま
た
も
来
む

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
ー
一
七
七
六
～
九

　

心
を
通
わ
せ
合
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
実
態
は
お
く
と
し
て
、
残
さ
れ
た

女
性
と
い
う
立
場
か
ら
詠
わ
れ
る
こ
と
が
形
式
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
地
方
へ
と
赴
任
し
、
都
へ
戻
る
と
い
う
男
性
と
残
さ
れ
た
女
性
と
い
う

形
の
な
か
で
女
性
は
「
残
さ
れ
た
」
こ
と
を
悲
し
む
こ
と
で
相
手
へ
の
思
い
を
伝

え
る
。
そ
れ
は
と
も
に
見
た
も
の
か
ら
相
手
を
偲
び
、
一
人
残
さ
れ
た
こ
と
を
を

悲
し
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
⑤
・
⑥
の
歌
は
贈
答
と
な
っ
て
い
る
が
、
二

人
は
山
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
う
「
娘
子
」
と
よ
ば

れ
る
女
性
は
遊
行
女
婦
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
態
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の

の
、
都
風
の
教
養
を
身
に
つ
け
、
都
の
官
人
と
歌
を
交
わ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
女
性
は
、
地
方
に
お
け
る
官
人
の
宴
に
お

い
て
、
都
風
の
歌
を
詠
う
た
め
に
参
加
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
家
持
が

越
中
守
の
時
代
に
も
、
宴
に
同
席
し
て
し
て
い
る
の
は
遊
行
女
婦
と
よ
ば
れ
る
女

性
達
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
に
赴
任
し
た
官
人
に
と
っ
て
宴
に
お
け
る

「
女
性
」
は
遊
行
女
婦
と
い
う
立
場
で
官
人
と
共
通
理
解
を
持
っ
て
詠
う
女
性
な

の
で
あ
る
。
地
方
で
の
役
人
の
宴
を
見
る
限
り
、
多
く
の
女
性
は
娘
子
と
呼
ば
れ

る
遊
行
女
婦
で
あ
り注
②

、
妻
女
た
ち
に
よ
る
こ
の
宴
は
き
わ
め
て
珍
し
い
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

今
城
は
「
朝
集
使
」
と
し
て
旅
立
つ
が
、
又
戻
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
宴
で
は
、
今
の
別
れ
を
詠
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
①
の
歌

で
は
、
例
と
し
て
あ
げ
た
娘
子
の
歌
と
同
様
に
山
を
越
え
る
こ
と
が
「
別
れ
」
と

し
て
歌
わ
れ
る
。
こ
の
表
現
か
ら
、
手
の
届
か
な
い
場
所
と
し
て
の
山
の
向
こ
う

へ
行
く
と
い
う
こ
と
が
、
地
方
か
ら
都
へ
の
旅
立
ち
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
相
手
が
越
え
る
山
は
「
足
柄
山
」
で
あ
る
。
足
柄
山
は
万
葉
集
中
ど
の
よ

う
に
詠
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑦
足
柄
の	

御
坂
賜
は
り	

顧
み
ず	

我
れ
は
越
え
行
く	

荒
し
男
も	

立
し
や
は
ば
か

る	

不
破
の
関	

越
え
て
我
は
行
く	

馬
の
爪	

筑
紫
の
崎
に	

留
ま
り
居
て	

我
れ
は
斎

は
む	

諸
は	

幸
く
と
申
す	

帰
り
来
ま
で
に	

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
ー
四
三
七
二

⑧
足
柄
の
御
坂
に
立
し
て
袖
振
ら
ば
家
な
る
妹
は
さ
や
に
見
も
か
も　
　
　
　
　

　
　

	

二
十
ー
四
四
二
三

⑨
わ
が
背
子
を
大
和
へ
遣
り
て
ま
つ
し
だ
す
足
柄
山
の
杉
の
木
の
間
か　
　
　
　

　
　

	

十
四
ー
三
三
六
三	

　
「
足
柄
山
」
を
詠
ん
だ
歌
で
、
問
題
と
し
て
い
る
歌
以
外
は
す
べ
て
、
東
歌
と

防
人
歌
で
あ
る
。
⑦
は
防
人
と
し
て
西
に
向
か
う
男
が｢

足
柄
の
御
坂｣

を｢

賜

は
り｣

と
し
て
、
神
に
通
し
て
い
た
だ
く
場
所
と
し
て
詠
っ
て
い
る
。
⑧
は
残
し

て
き
た
妹
に
袖
を
振
る
場
と
し
て
い
る
。
こ
の
山
を
過
ぎ
れ
ば
、
も
う
お
互
い
に

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
二
人
を
隔
て
る
山
で
あ
る
。
⑨
は
送
り
出
す
女
が

別
れ
た
山
の
杉
の
間
に
立
っ
て
嘆
く
こ
と
を
詠
う
。
こ
の
よ
う
に
足
柄
山
は
東
国

か
ら
西
に
向
か
う
時
に
越
え
る
べ
き
山
で
あ
り
、
群
司
の
妻
女
等
の
歌
で
こ
の
地

名
を
詠
う
の
は
、
都
か
ら
遠
い
場
所
を
示
し
、
具
体
的
に
今
、
送
り
出
す
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
去
っ
て
行
く
相
手
に
対
す
る
表
現
の
「
誰
を
か
君
と
見
つ
つ
偲
は
む
」
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
見
つ
つ
偲
ぶ
」
は
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
る

⑩
秋
萩
の
上
に
白
露
置
く
ご
と
に
見
つ
つ
そ
偲
ふ
君
が
姿
を	

十
ー
二
二
五
九

⑪
あ
ぢ
さ
ゐ
の
八
重
咲
く
ご
と
く
八
つ
代
に
を
い
ま
せ
我
が
背
子
見
つ
つ
偲
は
む

　

	

二
十
ー
四
四
四
八

⑫
我
が
妻
も
絵
に
描
き
取
ら
む
暇
も
が
旅
行
く
我
れ
は
見
つ
つ
偲
は
む		　
　
　

　

	

二
十
ー
四
三
二
七

⑬
我
が
形
見
見
つ
つ
偲
は
せ
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
我
れ
も
思
は
む　
　
　
　

　
　
　

	

四
ー
五
八
七
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⑭
我
が
な
れ
る
早
稲
田
の
穂
も
ち
作
り
た
る
縵
そ
見
つ
つ
偲
は
せ
我
が
背		　
　

　
	

八
ー
一
六
二
四

⑮
遠
き
妹
が
振
り
放
け
見
つ
つ
偲
ふ
ら
む
こ
の
月
の
面
に
雲
な
た
な
び
き　
　
　

　

	

十
一
ー
二
四
六
〇

⑯
志
賀
の
山
い
た
く
な
伐
り
そ
荒
雄
ら
が
よ
す
か
の
山
と
見
つ
つ
偲
は
む　
　
　

　

	

十
六
ー
三
八
六
二

　

⑩
の
歌
で
は
秋
萩
の
上
に
置
か
れ
る
白
露
を
見
て
相
手
を
偲
ぶ
。
⑪
は
橘
諸
兄

が
右
大
弁
丹
比
国
人
真
人
宅
の
宴
で
、
庭
の
紫
陽
花
が
色
を
新
た
に
変
え
な
が
ら

咲
く
こ
と
か
ら
そ
れ
を
見
な
が
ら
宴
の
主
人
を
偲
ぼ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。ま
た
、

⑫
の
防
人
歌
は｢

絵｣

に
描
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
妻
を
偲
ぶ
こ
と
が
で

き
る
の
に
そ
の
暇
も
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。
⑬
は
笠
女
郎
か
ら
家
持
に
贈
っ
た
歌

で
あ
る
が
形
見
と
し
て
家
持
に
物
を
贈
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
⑭
は
坂
上
大
嬢
が

夫
と
な
っ
た
家
持
か
ら
離
れ
て
母
の
田
庄
に
稲
の
収
穫
時
に
出
か
け
た
時
の
も
の

で
、
自
分
が
い
な
い
時
は
稲
の
穂
で
作
っ
た｢

縵｣
を
見
て
私
を
偲
ん
で
ほ
し
い

と
詠
う
。
⑮
は
離
れ
て
い
る
女
性
が
自
ら
を
偲
ぶ
も
の
と
し
て
同
じ
空
に
出
て
い

る｢

雲｣

を
見
て
い
る
だ
ろ
う
と
詠
う
。
⑯
は
志
賀
の
荒
雄
が
亡
く
な
っ
た
時
、

荒
雄
の
思
い
出
の
山
と
し
て
見
て
い
た
い
た
め
荒
雄
に
関
係
す
る
木
を
切
ら
な
い

で
欲
し
い
と
懇
願
す
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
見
る
こ
と
で
相
手
を
偲
ぶ
た

め
に
は
、
そ
こ
に
い
な
い
相
手
の
代
わ
り
と
し
て
の
何
ら
か
の
形
が
必
要
と
さ
れ

よ
う
。
そ
れ
を
相
手
の
形
見
と
し
て
見
る
こ
と
で
、
両
者
の
関
係
は
保
た
れ
て
い

る
と
歌
で
は
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
歌
で
は
、
相
手
を
偲
ぶ

た
め
に
の
よ
す
が
は
「
誰
」
と
い
う
よ
う
に
代
わ
り
と
な
る
べ
き
他
の
人
と
し
て

詠
わ
れ
る
。
当
然
、
あ
な
た
以
上
の
人
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ

で
は
、
二
人
の
間
に
相
手
を
偲
ぶ
た
め
の
形
と
し
て
の
物
は
な
い
の
で
あ
る
。
相

手
で
あ
る
「
君
」
が
い
な
い
こ
と
は
、
両
者
の
関
係
が
な
く
な
る
と
い
う
悲
し
み

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
限
り
、
こ
こ
で
「
見

る
」
と
は
、
詠
っ
た
女
性
に
と
っ
て
の
歌
の
男
性
と
の
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
歌
で
は｢

見
ら
れ
る
男
性
と
、
見
て
い
た
女
性｣

と
な
る
が
、
そ
れ
は

東
国
に
赴
任
し
た
官
人
今
城
の
周
辺
に
い
る
女
性
の
視
点
と
し
て
、
都
か
ら
来
た

官
人
を
と
り
ま
く
地
方
の
女
性
で
あ
る
郡
司
の
妻
達
と
い
う
立
場
を
鮮
明
に
し
て

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

次
の
②
の
歌
は
残
さ
れ
た
立
場
の
悲
し
み
を
詠
う
と
い
う
点
で
は
、
従
来
の
地

方
の
女
性
の
歌
と
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
自
ら
の
姿
で
は
な
く
、

相
手
の
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
で
は

女
性
は
今
城
の｢

立
ち
し
な
ふ
君
が
姿｣

を
忘
れ
ず
に
こ
れ
か
ら
恋
い
続
け
る
と

詠
う
が
男
性
、
女
性
と
も
に
そ
の
姿
が
具
体
的
に
詠
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

今
城
の
姿
と
し
て
詠
わ
れ
る｢

立
ち
し
な
ふ｣

に
は
次
の
様
に
二
首
の
例
が
あ
る
。

⑰
浅
葉
野
に
立
ち
神
さ
ぶ
る
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
誰
が
ゆ
ゑ
我
が
恋
ひ
な
く
に	

　

或
る
本
の
歌
に
曰
く
「
誰
葉
野
に
立
ち
し
な
ひ
た
る
」		　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

	

十
二
ー
二
八
六
三

⑱
ゆ
く
り
な
く
今
も
見
が
欲
し
秋
萩
の
し
な
ひ
に
あ
る
ら
む
妹
が
姿
を　
　
　
　

　
　
　

	

十
ー
二
二
八
四

　

⑰
は
或
本
の
歌
に｢

立
ち
神
さ
ぶ
る｣

の
句
が｢

立
ち
し
な
ひ
た
る｣

と
さ
れ

て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
誰
葉
野
に
し
な
や
か
に
生
い
茂
っ
て
い
る
菅

の
様
子
を｢

立
ち
し
な
ひ｣

と
し
て
い
る
。
⑱
は
相
聞
歌
で
男
性
が
女
性
の
し
な

や
か
な
姿
を
秋
萩
に
な
ぞ
ら
え
て
詠
っ
て
い
る
。類
似
の
表
現
か
ら
考
え
る
限
り
、

男
性
の
姿
を
詠
っ
た
も
の
は
な
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
『
萬
葉
集
釋
注
』
で
は
宴

に
お
け
る
今
城
の
舞
う
姿
と
し
て｢

宴
の
主
人
公
の
状
況
を
ほ
め
る
こ
と
で
悲
別

の
情
を
強
調
し
た｣ 注
③

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
舞
う
と
い
う
こ
と
を
考

え
な
く
と
も
、
し
な
や
か
で
あ
る
こ
と
が
今
城
の
魅
力
で
あ
っ
た
と
の
み
考
え
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
問
題
と
し
た
い
の
は
、
今
城
の
魅
力

が
女
性
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
②
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の
歌
は
残
さ
れ
た
女
性
の
歌
で
は
あ
る
が
、
従
来
の
よ
う
に
女
性
自
ら
を
詠
う
の

で
は
な
く
、
旅
立
つ
男
性
の
姿
を
詠
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
①
の
歌
と
同
様

に
こ
の
②
の
歌
か
ら
も｢

見
ら
れ
る
べ
き
男
性｣

と
し
て
の
今
城
の
存
在
が
浮
か

び
上
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

　

①
・
②
の
歌
は
と
も
に
、
そ
の
場
の
中
心
と
な
る
男
性
を
女
性
の
視
点
か
ら
詠

う
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
従
来
の
地
方
で
の
官
人
の
た
め
に
催
さ
れ
た
宴

席
と
は
異
な
っ
た
女
性
の
文
化
圏
を
見
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
今
城
は
そ
の
世
界
を
共
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら

は
、
従
来
の
地
方
で
の
官
人
の
為
に
開
催
さ
れ
た
宴
と
は
別
の
形
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
女
性
達
が
中
心
と
な
り
、
女
性
の
視
点

を
持
っ
た
私
的
な
歌
の
場
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
万
葉
集
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
限
り
、
家
持
の
ま
わ
り
の
官
人

と
は
別
の
形
で
、
女
性
た
ち
と
の
共
有
す
る
歌
世
界
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。【

二
】

　　

歌
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、、
同
じ
歌
の
文
化
圏
に
属

し
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。
そ
の
上
で
ど
の
よ
う
な
歌
を
そ
の
場
で
披
露

す
る
の
か
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
古
歌
の
披
露
に
お
い
て
は
、
そ
の
歌
の
何
を
中
心

に
し
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
歌
を
選
ぶ
こ
と
と
、
詠
わ
れ
る
場
に
お

い
て
、
そ
れ
ら
の
歌
を
構
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
菊
池
威
雄
氏
は

｢

古
歌
は
誦
詠
さ
れ
る
ご
と
に
新
し
い
歌
と
し
て
再
生
さ
れ
る注
④｣

と
し
て
、
宴
席

の
古
歌
は
新
た
な
場
に
よ
っ
て
新
た
な
歌
と
し
て
創
造
さ
れ
る
と
す
る
。
今
城
は

他
の
官
人
た
ち
と
は
別
の
文
化
圏
を
持
ち
得
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
歌
を

披
露
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
時
、
ど
の
よ
う
な
伝
え
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
ま
ず
は
家
持
と
同
席
し
た
と
さ
れ
る
宴
の
歌
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　

昔
年
に
、
相
替
は
り
し
防
人
の
歌
一
首

⑲
闇
の
夜
の
行
く
先
知
ら
ず
行
く
我
を
何
時
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
児
ら
は
も

　

先
太
上
天
皇
の
御
製
の
霍
公
鳥
の
歌
一
首

⑳
ほ
と
と
ぎ
す
な
ほ
も
鳴
か
な
む
本
つ
人
か
け
つ
つ
も
と
な
我
を
音
し
泣
く
も

　

薩
妙
観
の
、
詔
に
応
へ
て
和
し
奉
り
し
歌
一
首

㉑
ほ
と
と
ぎ
す
こ
こ
に
近
く
を
来
鳴
き
て
よ
過
ぎ
な
む
後
に
験
あ
ら
め
や
も

　

冬
の
日
に
靱
負
の
御
井
に
幸
し
た
ま
ひ
し
時
に
、
内
命
婦
石
川
朝
臣
の
、
詔
に

応
へ
て
雪
を
賦
せ
し
歌
一
首

㉒
松
が
枝
の
土
に
着
く
ま
で
降
る
雪
を
見
ず
て
や
妹
が
隠
り
居
る
ら
む

　

時
に
、
水
主
内
親
王
寝
膳
安
か
ら
ず
し
て
累
日
参
ら
ず
。	

因
り
て
こ
の
日
を

以
て
、
太
上
天
皇
・
侍
嬬
等
に
勅
し
て
曰
く
、｢

水
主
内
親
王
に
遣
は
さ
む
が
為
に
、

雪
を
賦
し
て
歌
を
作
り
奉
献
れ｣

と
の
り
た
ま
ふ
。
こ
こ
に
諸
命
婦
等
歌
を
作
る

に
堪
へ
ず
し
て
、
こ
の
石
川
命
婦
の
み
独
り
こ
の
歌
を
作
り
て
奏
し
き
。　

　

右
の
件
の
四
首
は
上
総
国
の
大
掾
正
六
位
上
大
原
真
人
今
城
伝
へ
誦
み
き
と
云

尓
。	

年
月
未
だ
詳
な
ら
ず
。

　

	

　
　
　
　
　

巻
二
十
ー
四
四
三
六
～
三
九

　　

こ
れ
ら
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
第
二
十
巻
は
、
家
持
の
歌
日
誌
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
日
を
追
っ
て
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
左
注
で
は
、
上
総

国
大
掾
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
の
す
ぐ
あ
と
の
四
四
四
〇
・
一
の
左
注
に
朝
集

使
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
、
都
に
上
っ
て
お
り
そ
の
後
、
何
ら
か
の

形
で
兵
部
少
輔
の
家
持
と
接
触
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
こ
の
巻
の
配
列
の

あ
り
方
か
ら
見
て
年
月
日
を
記
さ
な
い
歌
は
そ
の
直
前
の
年
月
日
を
記
す
歌
と
同

じ
宴
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
通
説注
⑤

に
従
い
、
こ
の
歌
群
は
、
直
前
の
宴
の
歌
と

同
日
天
平
勝
宝
七
（
七
五
五
）
年
三
月
三
日
の
も
の
と
み
て
お
く
。
直
前
の
歌
は
、

防
人
の
検
校
の
た
め
に
難
波
に
訪
れ
た
勅
使
と
の
宴
で
あ
る
た
め
、
難
波
で
の
宴

と
考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
歌
に
つ
い
て
説
明
す
べ
く
題
詞
が
あ
る
。

順
を
追
っ
て
歌
を
見
て
い
き
た
い
。

　

当
時
、
兵
部
少
輔
で
あ
り
、
難
波
で
の
防
人
検
校
に
関
わ
っ
て
い
た
家
持
に
は

主
典
刑
部
少
録
正
七
位
上
磐
余
伊
美
吉
諸
君
の
抄
写
に
よ
っ
て
昔
年
の
防
人
の
歌

（
巻
二
十
ー
四
四
二
五
～
三
二
）
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
こ
の
場
合
は
、
家
持
の

手
元
に
な
い
歌
を
文
字
に
よ
っ
て
贈
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
宴
で
伝
え
た
と
い
う
こ

と
と
は
伝
え
る
目
的
が
異
な
っ
て
い
よ
う
。
⑲
の
歌
に
は
、
類
想
歌
と
さ
れ
る
も

の
が
あ
る
。

㉓
大
き
海
の
奥
か
も
知
ら
ず
行
く
我
れ
を
何
時
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
児
ら
は
も	

　
　

	

　

十
七
ー
三
八
九
七					

　
「
天
平
二
年
庚
午
の
冬
十
一
月
、
大
宰
帥
大
伴
卿
の
、
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て

京
に
上
り
し
時
に
、
傔
従
等
別
に
海
路
を
取
り
て
京
に
入
り
き
。
こ
こ
に
羈
旅
を

悲
傷
し
て
各
所
心
を
陳
べ
て
作
り
し
歌
十
首
」
と
い
う
題
詞
を
持
つ
歌
の
中
の
一

首
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
家
持
の
父
旅
人
が
大
納
言
に
選
任
さ
れ
た
た
め
大
宰
府
か

ら
都
へ
と
帰
る
時
の
歌
で
は
あ
る
が
、
歌
は
上
京
の
喜
び
を
歌
っ
て
は
い
な
い
。

｢

行
く｣

と
い
う
表
現
か
ら
は
作
者
の
思
い
は
、
大
宰
府
に
残
し
て
き
た
者
へ
向

け
ら
れ
て
い
る
。
今
城
の
披
露
し
た
歌
も
同
様
に
残
し
て
き
た
者
へ
の
思
い
が
中

心
で
あ
る
。
今
城
が
こ
の
歌
を
ま
ず
披
露
し
た
の
は
、
こ
の
場
の
官
人
が
防
人
に

関
わ
る
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
残
し
て
き
た
者
へ
の
思

い
を
詠
う
旅
の
歌
を
選
ん
だ
の
は
同
席
す
る
人
々
に
対
し
て
防
人
の
思
い
を
一
般

的
な
旅
の
思
い
へ
と
結
び
つ
け
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に

は
、
旅
人
と
の
関
連
の
歌
と
の
類
想
か
ら
、
大
伴
家
と
の
結
び
つ
き
も
否
定
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
に
お
い
て
、
今
城
は
、
宴
に
同
席
し
た
官
人
の
立
場
か

ら
防
人
の
歌
を
選
び
つ
つ
も
、
そ
こ
で
は
共
通
の
理
解
と
し
て
旅
立
ち
に
よ
っ
て

別
れ
た
者
へ
の
思
い
を
伝
え
た
と
い
え
よ
う
。

　

⑳
・
㉑
の
歌
に
は
元
正
天
皇
と
薩
妙
観
と
の
贈
答
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
歌
に
つ

い
て
は
、
女
性
の
文
化
圏
と
い
う
視
点
か
ら
す
で
に
論
じ
て
い
る
が
、注
⑥

こ
こ
で
は
、

天
皇
と
命
婦
で
あ
る
薩
妙
観
と
の
歌
の
場
を
考
え
つ
つ
、
歌
を
見
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、｢

古
に
恋
ふ
ら
む
鳥
は
ほ
と
と
ぎ
す｣	

と
い
う
よ
う
に
ほ
と
と
ぎ
す
が

懐
古
の
鳥
と
し
て
歌
わ
れ
る
。
こ
の
歌
で
は
そ
の
声
が
作
者
に
関
係
の
あ
る
故
人

の
名
を
呼
ぶ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
薩
妙
観
は
近
く
に
来
て

欲
し
い
と
詠
い
、
そ
の
声
を
聴
く
の
は
ま
さ
に｢

今｣

で
あ
る
と
し
て
、
詠
わ
れ

て
い
る
場
に
お
い
て
、
元
正
と
故
人
の
思
い
を
共
有
す
る
歌
で
あ
ろ
う
。
故
人
と

は
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
元
正
の
母
で
あ
る
元
明
で
あ
ろ
う
。
注
⑦

元
明
、

元
正
は
、
期
待
さ
れ
て
い
た
男
子
の
天
皇
で
あ
る
聖
武
を
即
位
さ
せ
る
た
め
に
そ

の
地
位
に
つ
い
て
い
た
女
性
で
り
、
こ
の
宴
の
場
で
こ
う
し
た
歌
の
披
露
は
家
持

た
ち
大
伴
氏
に
と
っ
て
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
聖
武
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。元
正
と
歌
を
交
わ
し
た
薩
妙
観
は
、

万
葉
集
中
に
こ
の
歌
と
も
う
一
首
残
す
の
み
で
あ
る
が
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
歌
で

あ
る
。

　

天
平
元
年
の
班
田
の
時
に
、
使
葛
城
王
の
、
山
背
国
よ
り
薩
妙
観
命
婦
等
の

　

所
に
贈
り
し
歌
一
首　

芹
の
裏
に
副
へ
た
り

㉔
あ
か
ね
さ
す
昼
は
田
賜
び
て
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
暇
に
摘
め
る
芹
こ
れ

　
　

薩
妙
観
命
婦
の
報
贈
せ
し
歌
一
首

㉕
大
夫
と
思
へ
る
も
の
を
太
刀
佩
き
て
可
尓
波
の
田
居
に
芹
ぞ
摘
み
け
る				

	

二
十
ー
四
四
五
五
・
六

　

天
平
勝
宝
七
（
七
五
五
）
年
に
橘
諸
兄
が
息
子
で
あ
る
奈
良
麻
呂
宅
で
披
露
し

た
も
の
で
あ
る
。注

⑧

ま
だ
、
臣
籍
に
下
る
前
の
若
き
日
に
班
田
に
携
わ
っ
た
当
時
の

葛
城
王
が
、
薩
妙
観
命
婦
等
に
芹
と
と
も
に
送
っ
た
歌
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
宴
に
お
け
る
歌
の
意
味
づ
け
で
は
な
く
、
橘
諸
兄
が
若
い
時
、
薩
妙
観
命
婦

等
と
い
う
女
性
達
と
は
歌
と
芹
を
送
る
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
か
め
て

お
き
た
い
。
橘
諸
兄
の
歌
の
昼
は
官
人
と
し
て
の
仕
事
を
し
て
、
煩
雑
な
仕
事
の

中
で
や
っ
と
み
つ
け
た
夜
の
「
暇
」
に
摘
ん
だ
物
で
あ
る
と
歌
う
。
苦
労
し
て
手
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に
し
た
物
を
送
る
と
い
う
表
現
は
、
相
手
に
送
っ
た
品
物
を
通
し
て
い
か
に
深
い

思
い
を
抱
い
て
い
る
か
を
伝
え
る
と
い
う
形
式
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
一
方
、
薩
妙

観
命
婦
は
、
官
人
と
し
て
昼
の
仕
事
を
強
調
し
た
歌
に
対
し
て
、
た
だ
あ
り
が
た

く
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、「
太
刀
佩
き
て
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

丈
夫
と
し
て
の
そ
の
姿
を
あ
え
て
表
現
し
、
芹
を
摘
む
と
い
う
丈
夫
ら
し
く
な
い

姿
を
相
手
に
認
識
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
私
的
な
歌
の
世
界
で
あ

り
、
女
性
か
ら
み
た
男
性
を
詠
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
薩
妙
観	

は
命
婦
と
し

て
元
正
天
皇
に
仕
え
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
文
化
圏
を
橘
諸
兄
と
共
有
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
今
城
が
披
露
し
た
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
圏
に
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

㉒
の
歌
は
左
注
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
事
情
が
明
ら
か
で
あ
る
。
元
正
は
病
気
で

参
内
で
き
な
い
水
主
内
親
王
に｢

歌｣
を
贈
ろ
う
と
し
て
い
た
。
歌
が
日
常
の
場

で
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
元
正
の
周
辺
の
女
性
の
歌
の
文
化
圏
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
ひ
と
り
求
め
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
た

の
が
家
持
の
祖
母
で
あ
っ
た
石
川
内
命
婦
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歌
は
水

主
内
親
王
を｢

妹｣

と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
元
正
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
元
正
の
立
場
に
た
っ
て
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
う
る
内
命
婦
と
し
て
、
歌

に
よ
っ
て
名
が
高
め
ら
れ
た
女
性
こ
そ
が
家
持
の
親
族
な
の
で
あ
る
。
改
め
て
、

大
伴
家
と
歌
に
つ
い
て
の
結
び
つ
き
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
宴
の
伝
誦
歌
は
、
ま
ず
、
宴
に
参
加
し
て
い
る
人
々
の
「
現
在
」
の
思
い

を
共
有
し
、
そ
の
後
に
今
城
は
家
持
が
慕
う
聖
武
へ
と
結
び
つ
く
元
正
の
私
的
な

文
化
圏
を
披
露
し
、
さ
ら
に
は
大
伴
家
に
と
っ
て
の
歌
の
あ
り
方
の
例
を
示
す
こ

と
で
、
歌
に
よ
る
結
び
つ
き
を
確
認
し
合
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
ほ
と

と
ぎ
す
・
雪
」
と
歌
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
自
然
が
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は

な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
歌
っ
た
人
物
を
中
心
と
し
た
伝
誦
と
考
え
て
よ
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
三
】

　

次
に｢

二
十
三
日
、
式
部
少
丞
大
伴
宿
祢
池
主
の
宅
に
集
ひ
て
飲
宴
せ
し｣

と

い
う
題
詞
の
歌
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
伝
読
歌
を
見
て
い
き
た
い
。
天
平
勝
宝
八

（
七
五
六
）
年
十
一
月
の
宴
で
あ
る
。

　
　

智
努
女
王
の
卒
せ
し
後
に
、
円
方
女
王
の
悲
傷
し
て
作
り
し
歌
一
首

㉖
夕
霧
に
千
鳥
の
鳴
き
し
佐
保
道
を
ば
荒
し
や
し
て
む
見
る
よ
し
を
な
み

　
　

大
原
桜
井
真
人
の
、
佐
保
川
の
辺
を
行
き
し
時
に
作
り
し
歌
一
首

㉗
佐
保
川
に
凍
り
渡
れ
る
薄
ら
氷
の
薄
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に

　
　

藤
原
夫
人
の
歌
一
首　

浄
御
原
宮
に
宇
御
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
夫
人
な
り
。

字
を
氷
上
大
刀
自
と
曰
ふ
。

㉘
朝
夕
に
音
の
み
し
泣
け
ば
焼
き
大
刀
の
利
心
も
我
れ
は
思
ひ
か
ね
つ
も

㉙
畏
き
や
天
の
御
門
を
か
け
つ
れ
ば
音
の
み
し
泣
か
ゆ
朝
夕
に
し
て	

　

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
九
ー
四
四
七
七
～
八
〇

　

こ
の
四
首
の
歌
の
後
に｢

右
の
件
の
四
首
は
、
伝
へ
読
み
し
は
兵
部
大
丞
大
原

真
人
今
城｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宴
で
は
、
こ
れ
ら
の
歌
の
前
に
次
の
よ
う

な
今
城
の
詠
が
記
さ
れ
て
い
る
。

㉚
初
雪
は
千
重
に
降
り
し
け
恋
ひ
し
く
の
多
か
る
我
れ
は
見
つ
つ
偲
は
む

㉛
奥
山
の
し
き
み
が
花
の
名
の
ご
と
や
し
く
し
く
君
に
恋
ひ
わ
た
り
な
む

																																											
																		

十
九
ー
四
四
七
五
・
六

　

㉚
に
は
次
の
よ
う
な
類
歌
が
あ
る
。

㉜
沫
雪
は
千
重
に
降
り
し
け
恋
ひ
し
く
の
日
長
き
我
れ
は
見
つ
つ
偲
は
む　
　
　

　
　
　

	

十
ー
二
三
三
四

　

類
歌
と
比
較
す
る
時
、
こ
の
歌
の
雪
が｢

初
雪｣

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
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し
た
い
。
こ
の
時
期
初
め
て
の
雪
を
見
て
そ
の
雪
が
続
く
こ
と
を
願
う
の
は
予
祝

と
し
て
、
主
人
を
讃
え
る
こ
と
と
な
る
が
、
同
時
に
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
降
る
で
あ

ろ
う
雪
を
見
な
が
ら
、
ず
っ
と
相
手
を
偲
ぶ
こ
と
を
願
う
の
で
あ
り
、
相
手
を
思

い
な
が
ら
、
今
か
ら
続
く
時
間
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
の
㉛
の
歌
の
序
詞
に
歌
わ
れ
る｢

し
き
み｣

は
万
葉
集
中
こ
の
歌
の
み
に
歌

わ
れ
る
。
し
き
み
の
花
の
名
の
よ
う
に
し
き
り
に
と
続
く
が
、
こ
こ
で
は
奥
山
の

し
き
み
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
首
目
で
眼
前
の
景
に
目
を
向
け
、
さ
ら

に
今
は
見
え
な
い｢

奥
山｣
の
し
き
み
の
花
と
歌
う
こ
と
で
、
空
間
の
広
が
り
を

も
意
識
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
注
⑨

　

影
山
尚
之
氏
は
、
㉚
の
歌
は
類
歌
の
内
容
を
思
い
つ
つ
、
そ
の
表
現
を
現
在
の

場
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
い
る
と
と
ら
え
、「
見
つ
つ
偲
は
む
」
と
い
う
言

葉
は
「
眼
前
に
な
い
人
物
を
し
の
ぶ
よ
す
が
と
し
て
思
慕
す
る
意
味
が
あ
る
」注
⑩

と

し
、
さ
ら
に
次
の
㉛
の
歌
の
「
恋
ひ
渡
る
」
も
同
じ
表
現
を
す
る
歌
を
例
と
し
て

あ
げ
、
こ
の
二
首
か
ら
は
、
今
そ
の
場
に
い
な
い
相
手
を
思
慕
す
る
こ
と
を
読
み

取
っ
て
い
る
。
こ
の
宴
で
は
、
影
山
氏
の
論
じ
る
よ
う
に
今
、
宴
に
は
い
な
い
人

物
を
思
う
こ
と
を
共
通
の
思
い
と
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
を
伝
誦
歌
で
は
な
く
、
ま
ず
自
ら
の
詠
歌
か
ら
始
め
る
の
は
、
ま
ず
眼
前
の
景

に
目
を
向
け
共
通
の
思
い
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
時
間
的
、
空
間
的
広
が
り
を
求
め

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

続
い
て
伝
読
歌
を
見
て
い
こ
う
。
そ
れ
ら
の
歌
も
宴
の
目
的
に
そ
っ
て
披
露
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
自
ら
作
っ
た
歌
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。
一
首
目
の
歌
は
題
詞
に
よ
っ
て
円
方
女
王
が
智
努
女
王
が
亡
く
な
っ

た
時
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
注
⑪

挽
歌
の
表
現
と
し
て
、
亡
き
人
の

ゆ
か
り
の
地
は
そ
の
死
に
よ
っ
て
荒
れ
果
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で

は
荒
れ
た
土
地
と
し
て｢

佐
保｣

が
歌
わ
れ
る
。
亡
き
人
は
土
地
を
歌
う
こ
と
で

偲
ば
れ
、
佐
保
は
悲
し
み
を
共
有
す
る
場
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

　

次
の
歌
は
、
悲
し
み
を
共
有
し
た
「
佐
保
」
と
い
う
土
地
を
流
れ
る
川
へ
と
視

点
が
向
け
ら
れ
る
。
歌
は
佐
保
川
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
相
手
に
対
し
、
そ
の
川

の
「
薄
氷
」
を
自
ら
の
心
情
と
比
較
し
て
い
る
。
相
手
へ
の
思
い
は
、
佐
保
川
の

薄
氷
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
効
果
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
二
首
に
共
通
す
る
こ
と
は
、「
佐
保
」
と
い
う
土
地
を
通
し
て
の
相
手
へ
の
思

い
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
注
⑫

二
首
が
続
け
て
披
露
さ
れ
て
い
く
時
、「
佐
保
」
は
そ

こ
に
い
る
人
に
と
っ
て
思
う
べ
き
人
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
挽
歌
、
相
聞
と
い
う
部
立
を
離
れ
、
伝
わ
ら
な
い
思
い
と
し
て
共

有
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
「
佐
保
」
の
歌
に
続
く
歌
は
、
詠
わ
れ
た
状
況
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
藤
原
夫

人
の
歌
で
あ
る
。
藤
原
夫
人
は
題
詞
の
下
の
細
注
に
天
武
の
夫
人
で
あ
る
「
氷
上

大
刀
自
」
と
記
し
て
い
る
が
、
氷
上
大
刀
自
は
天
武
崩
御
以
前
に
亡
く
な
っ
て
い

る
の
で
、
挽
歌
で
は
な
い
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
、
相
手
に
届

か
な
い
思
い
を
「
朝
夕
に
哭
の
み
し
泣
く
」
と
歌
う
。
一
首
目
、
二
首
目
と
「
佐

保
」
と
い
う
地
名
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た｢

伝
わ
ら
な
い
思
い｣

は
、
こ
こ
で
土

地
を
離
れ
、
具
体
的
な
悲
し
み
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
心
の
状
態
を
詠
っ
て
い

る
「
利
心
も
な
し
」
は
多
い
用
例
で
は
な
い
が
、
以
下
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

㉝
い
で
な
に
か
こ
こ
だ
甚
だ
利
心
の
失
す
る
ま
で
思
ふ
恋
ゆ
ゑ
に
こ
そ　

	
	

	

十
一
ー
二
四
〇
〇

㉞
聞
き
し
よ
り
物
を
思
へ
ば
我
が
胸
は
割
れ
て
砕
け
て
利
心
も
な
し　

	

十
二
ー
二
八
九
四

　

ど
ち
ら
の
歌
も
㉘
の
歌
同
様
に｢

利
心｣

は
し
っ
か
り
と
し
た
心
と
い
う
意
味

に
な
る
が
、
そ
れ
は
恋
の
た
め
に
失
わ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
㉞
で
は
さ
ら
に

｢
破
れ
て
砕
け
て
」
大
き
く
割
れ
る
。
大
き
く
割
れ
る
と
い
う
具
体
的
な
形
を
示

し
て
悲
し
み
の
深
ま
り
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
歌
の
表
現

か
ら
見
る
限
り
、
四
首
目
は
三
首
目
の
「
朝
夕
に
」「
哭
の
み
し
泣
」
く
こ
と
を

具
体
的
に
表
現
を
変
え
て
披
露
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
歌
に
共
通
す
る
こ
と
は
、公
的
な
場
で
の
歌
で
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
城
は
、
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家
持
が
持
ち
得
な
か
っ
た
私
的
な
女
性
を
中
心
と
し
た
文
化
圏
を
持
ち
得
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

今
城
の
実
際
の
詠
歌
の
次
に
披
露
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
歌
は
、
歌
の
共
通
理
解
を

基
に
し
つ
つ
、
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
古
歌
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
古
歌
の

背
景
を
も
取
り
込
も
う
と
し
た
歌
世
界
の
広
が
り
を
と
ら
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

今
城
は
伝
え
る
歌
を
構
成
す
る
こ
と
で
歌
の
表
現
そ
の
も
の
か
ら
続
く
世
界
を
考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
は
古
歌
そ
の
も
の
で
な
く
、
古
歌
を

構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
結
び
付
き
、
新
た
な
歌
世
界
と
な
る

た
め
、
そ
の
歌
の
何
を
強
調
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
歌
の
作
者
も
こ
の
宴
で
は
意
味
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
一
首
目
の

作
者
は
長
屋
王
の
娘
で
あ
る
。
元
正
が
長
屋
王
の
宅
を
訪
れ
た
時
の
歌
が
残
さ
れ

て
い
る
よ
う
に注
⑬

長
屋
王
は
か
つ
て
聖
武
、
元
正
と
と
も
に
訪
問
を
受
け
る
ほ
ど
の

信
頼
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
桜
井
王
が
聖
武
と
贈
答
を
交
わ
し
て
い
る
こ
と
で

聖
武
と
の
つ
な
が
り
は
強
く
意
識
さ
れ
る
。注
⑭

さ
ら
に
続
く
古
歌
は
、
天
武
朝
の
歌

で
あ
る
た
め
に
こ
の
宴
で
求
め
ら
れ
た
共
通
の
理
解
は
、
時
間
を
超
え
た
天
武
か

ら
聖
武
へ
続
く
皇
統
へ
の
追
慕
で
あ
り
、
ま
た
空
間
を
超
え
た
佐
保
へ
の
追
慕
と

な
ろ
う
。
注
⑮

佐
保
は
長
屋
王
の
作
宝
楼
も
あ
り
、華
や
か
な
文
化
が
形
と
な
っ
て
い
っ

た
場
所
で
あ
っ
た
。
歌
は
こ
う
し
た
背
景
を
持
ち
な
が
ら
理
解
さ
れ
て
い
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

今
城
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
時
は
、
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
場
か
ら
家
持
と
の
関

係
や
同
席
し
た
人
々
と
の
人
間
関
係
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

注
⑯

そ
れ
は
、
宴
が
開
催
さ
れ
た
時
の
家
持
を
取
り
巻
く
政
治
的
環
境
が
よ
く
な
か
っ

た
た
め
に
、
同
じ
思
い
を
持
つ
者
が
集
ま
る
場
と
し
て
の
宴
を
と
ら
え
、
そ
の
場

に
お
い
て
共
通
の
思
い
を
託
し
た
歌
が
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。こ
う
し
た
歌
の
場
に
お
け
る
共
通
認
識
を
家
持
の
文
化
圏
と
し
、

そ
の
中
に
今
城
と
い
う
人
物
を
組
み
込
む
な
ら
ば
、
今
城
の
存
在
の
意
味
を
考
え

る
時
に
は
、
宴
の
場
、
時
期
、
同
席
し
た
人
々
と
い
う
実
態
的
な
こ
と
を
考
え
る

と
同
時
に
披
露
さ
れ
た
歌
の
表
現
そ
の
も
の
か
ら
も
と
ら
え
て
い
く
こ
と
も
必
要

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
宴
と
い
う
場
に
ふ
さ
わ
し
い
古
歌
は
、
単
に
そ
の
歌
と
詠
わ

れ
た
背
景
を
伝
え
る
こ
と
で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
家
持
を
中
心

と
し
た
都
の
官
人
た
ち
を
納
得
さ
せ
う
る
古
歌
を
知
り
つ
つ
披
露
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
場
に
お
い
て
歌
そ
の
も
の
に
よ
る
人
々
の
結
び
つ
き
を
求
め
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
従
来
都
の
官
人
の
間
で
共
有
さ

れ
て
い
た
歌
だ
け
で
な
く
、
今
城
が
持
っ
て
い
た
私
的
な
文
化
圏
の
歌
だ
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
数
首
の
歌
を
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
構

成
し
て
い
く
時
、
今
城
が
知
り
得
た
文
化
圏
は
官
人
達
に
歌
を
通
じ
て
新
た
な
つ

な
が
り
を
作
り
上
げ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
詠
わ
れ
た
歌
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
新

た
な
理
解
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
有
す
る
歌
世
界
に
再
生
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
①　

五
一
九
の
題
詞｢

大
伴
郎
女
の
歌
一
首｣

に
付
さ
れ
た
注
に｢

今
城
王
の

母
な
り
。
今
城
王
は
後
に
大
原
真
人
の
氏
を
賜
は
り
し
な
り｣

と
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
福
田
良
輔
氏
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
。｢

万
葉
作
者｢

今
城
王｣

考｣

『
国
語
・
国
文
』
ニ
ー
十　

昭
和
七
年
十
月
。

注
②　

天
平
勝
宝
三
年
正
月
二
日
に
越
中
守
家
持
の
館
で
行
わ
れ
た
宴
で
は

　
　

｢

遊
行
女
婦
蒲
生
娘
子｣

と
称
さ
れ
る
女
性
が
同
席
し
詠
っ
て
い
る
。（
巻

十
九
ー
四
二
三
二
・
三
六
・
三
七
）
但
し
四
二
三
六
・
七
は
伝
誦
し
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。

注
③　
『
萬
葉
集
釋
注
』
四
四
四
一
歌
の
釈
文
。
ま
た
、
新
日
本
古
典
文
学
新
大

系
『
萬
葉
集
』
の
こ
の
歌
の
脚
注
で
は｢

君
の
姿
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
、
生
涯
辛
い
恋
に
苦
し
み
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
惜
別
を
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詠
う｣

と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。

注
④　

菊
池
威
雄
氏｢

天
平
の
集
宴
歌｣

『
天
平
の
歌
人　

大
伴
家
持
』
新
典
社

研
究
叢
書
一
七
二　

平
成
十
七
年
十
月

注
⑤　
『
萬
葉
集
釋
注
』
四
四
三
六
歌
の
釈
文
。

注
⑥　
「
共
有
さ
れ
る
心
」『
別
府
大
学
紀
要
』
第
四
十
四
号　

二
〇
〇
三
年

注
⑦　

｢

本
つ
人｣
に
つ
い
て
『
新
潮
古
典
集
成
』
で
は
、
父
草
壁
皇
子
、
弟
文

武
天
皇
を
含
む
と
す
る
。『
萬
葉
集
釋
注
』
で
は
そ
れ
を
受
け
て
、
白
鳳
皇

統
そ
の
も
の
が
回
想
さ
れ
た
と
す
る
。

注
⑧　

左
注
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
、
右
の
二
首
は
、
左
大
臣
こ
れ
を
読
み

き
と
云
尓
。

注
⑨　
『
萬
葉
集
釋
注
』
で
は
㉚
の
歌
の｢

見
つ
つ
偲
は
む｣

を
受
け
て
㉛
で
は

｢

頻
き
見｣

を
掛
け
て
い
る
と
す
る
。
四
四
七
六
歌
の
釈
文
。

注
⑩　

影
山
尚
之
氏「
万
葉
末
期
の
哀
傷
歌
ー
天
平
勝
宝
八
歳
池
主
宅
の
宴
歌
ー
」

『
上
代
文
学
』
七
一
号　

一
九
九
三
年
十
一
月

注
⑪　

釈
注
で
は　

今
城
が
智
努
女
王
が
薨
じ
た
事
情
を
知
っ
て
い
た
と
す
る
。

『
萬
葉
集
釋
注
』
四
四
七
七
の
釈
文

注
⑫　

	

影
山
氏
は｢

佐
保｣

と
い
う
地
名
に
つ
い
て
佐
保
に
は
聖
武
の
御
陵
地

と
し
て
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

注
⑬　

長
屋
王
宅
で
の
と
聖
武
と
元
正
の
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

太
上
天
皇
の
御
製
の
歌
一
首

　
　

は
だ
す
す
き
尾
花
逆
葺
き
黒
木
も
ち
造
れ
る
室
は
万
代
ま
で
に

　
　
　

天
皇
の
御
製
の
歌

　
　

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
山
な
る
黒
木
も
ち
造
れ
る
室
は
座
せ
ど
飽
か
ぬ
か
も

　
　
　
　

右
は
、
聞
く
な
ら
く
、
左
大
臣
長
屋
王
の
佐
保
の
宅
に
御
在
し
て
肆
宴

し
た
ま
ひ
し
と
き
の
御
製
な
り
。					　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

	

　
　
　

巻
八
ー
一
六
三
七
・
八　

注
⑭　

桜
井
王
と
聖
武
の
贈
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

遠
江
守
桜
井
王
の
、
天
皇
に
奉
り
し
歌
一
首

　
　

九
月
の
そ
の
初
雁
の
便
り
に
も
思
う
心
は
聞
え
来
ぬ
か
も

　
　

天
皇
の
賜
へ
る
報
和
の
御
歌
一
首

　
　

大
の
浦
の
そ
の
長
浜
に
寄
す
る
波
ゆ
た
け
く
君
を
思
ふ
こ
の
こ
ろ

	

巻
八
ー
一
六
一
四
・
五　

注
⑮　
『
萬
葉
集
釋
注
』
で
は
藤
原
夫
人
の
歌
へ
と
続
く
こ
と
に
つ
い
て｢

白
鳳

回
帰｣

と
し
て
い
る
。
四
四
七
九
・
八
〇
歌
の
釈
文
。

注
⑯　

真
下
厚
氏
は
こ
の
よ
う
な
研
究
の
状
況
を
ま
と
め
つ
つ
、
今
後
は｢

ど
の

よ
う
な
人
た
ち
の
歌
を
伝
え
て
い
る
の
か
が
今
城
の
歌
人
的
性
格
を
考
え
る

上
で
は
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う｣

と
さ
れ
、
天
皇
の
歌
を
伝
え
て
い
る
こ
と

の
意
味
か
ら
、
今
城
は
こ
う
し
た
高
貴
な
人
々
の
歌
を
伝
誦
す
る
だ
け
の｢

格
と
能
力
と
を
備
え
て
い
た
歌
人｣

と
位
置
づ
け
て
い
る
。｢

大
原
今
城
の

歌｣

『
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
十
一
巻　

東
歌
・
防
人
歌
・
後
期
万
葉
の

男
性
歌
人
た
ち　

和
泉
書
院　

二
〇
〇
五
年　

五
月
二
〇
日

万
葉
集
の
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

付
記　

大
原
今
城
の
歌
数
に
つ
い
て
は
九
首
と
す
る
説
も
あ
る
。

　
　
　

そ
の
場
合
は
巻
二
十
―
四
四
五
九
の
歌
も
含
め
て
い
る
。
し
か
し
左
註
に

は
「
兵
部
大
丞
大
原
真
人
今
城
先
日
他
所
読
歌
也
」
と
あ
る
。「
読
歌
」
に

つ
い
て
は
、
本
文
中
で
取
り
あ
げ
た
四
四
七
五
～
八
〇
の
歌
の
左
註
の
「
伝

読
」
と
同
様
に
今
城
の
作
で
は
な
く
伝
え
「
読
む
」
歌
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
今
城
の
歌
数
を
八
首
と
し
て
お
く
。




