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葉
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一

　
『
万
葉
集
』
に
は
約
四
五
〇
〇
首
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
、
約
十
パ
ー
セ
ン
ト

の
歌
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
敬
語
の
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
の
う
ち
、
約

十
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
歌
（
七
三
首
）
に
、
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
の
敬
語
が

み
ら
れ
る
。
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
の
敬
語
は
、
男
性
、
あ
る
い
は
女
性
か

ら
男
性
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
敬
語
よ
り
も
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
を

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
る
。

　

本
稿
で
は
、『
万
葉
集
』
巻
十
五
の
後
半
に
位
置
す
る
、「
中
臣
朝
臣
宅
守
与

狭
野
弟
上
娘
子
贈
答
歌
」（
15
・
三
七
二
三
〜
三
七
八
五
番
歌
）
に
み
え
る
中

臣
宅
守
の
歌
に
用
い
ら
れ
た
敬
語
が
、
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
の
敬
語
の
中

に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
こ
の
敬
語

を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
敬
語
の
用
い
ら
れ
た
理
由
が
多

く
示
さ
れ
て
い
て
、
ま
だ
問
題
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
『
万
葉
集
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
小
島
憲
之
氏
・
木
下
正
俊
氏
・
佐
竹

昭
広
氏
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集  

萬
葉
集
』（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。

ま
た
﹇ 

﹈
は
原
文
表
記
を
示
し
て
い
る
。

二

　

対
象
と
な
る
「
中
臣
朝
臣
宅
守
与
狭
野
弟
上
娘
子
贈
答
歌
」
に
つ
い
て
述
べ

て
お
く
。

　
『
万
葉
集
』
の
本
文
の
題
詞
に
は
、

中
臣
朝
臣
宅
守
与
狭
野
弟
上
娘
子
贈
答
歌

と
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
歌
の
よ
ま
れ
た
詳
し
い
事
情
は
分
か
ら
な

い
。
し
か
し
こ
の
部
分
に
対
応
す
る
、『
万
葉
集
』
巻
十
五
の
目
録
に
よ
る
と
、

中
臣
朝
臣
宅
守
娶
蔵
部
女
嬬
狭
野
弟
上
娘
子
之
時
、
勅
断
流
罪
配
越
前
国

『
万
葉
集
』
の
歌
に
お
け
る
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
の
敬
語

―

中
臣
宅
守
の
歌
に
お
け
る
敬
語
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て―

田　
　

野　
　

順　
　

也
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也
。
於
是
夫
婦
相
嘆
易
別
難
会
、
各
陳
慟
情
、
贈
答
歌
六
十
三
首

と
あ
る
。
つ
ま
り
中
臣
宅
守
が
狭
野
弟
上
娘
子
を
妻
に
し
た
時
、
彼
が
罪
を
得

て
、
越
前
国
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
時
に
、
二
人
が
や
り
と
り
し
た

歌
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
臣
宅
守
は
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
天
平
十
二

（
七
四
〇
）
年
六
月
十
五
日
の
大
赦
の
際
に
、
彼
ら
六
人
が
「
赦
の
限
に
在
ら

ず
」
と
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
時
の
歌
と
さ
れ
る
の
が
、

帰
り
来け

る  

人
来き
た

れ
り
と  
言
ひ
し
か
ば  

ほ
と
ほ
と
死
に
き  

君
か
と

思お
も

ひ
て 

（
15
・
三
七
七
二
、
狭
野
弟
上
娘
子
）

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
歌
群
は
天
平
十
二
年
前
後
の
時
期
の
歌
を
収
め
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
歌
の
内
容
か
ら
推
測
し
て

い
く
し
か
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
二
人
は
こ
の
時

期
に
、
中
臣
宅
守
が
四
十
首
、
狭
野
弟
上
娘
子
が
二
十
三
首
の
歌
を
詠
ん
で
い

る
。
中
臣
宅
守
は
こ
の
う
ち
、
四
首
の
歌
に
敬
語
を
用
い
て
い
る
。

　

ま
ず
検
討
の
対
象
と
な
る
中
臣
宅
守
の
敬
語
を
用
い
た
歌
を
あ
げ
て
お
く
。

Ａ
遠
く
あ
れ
ば  

一ひ
と

日ひ

一ひ
と

夜よ

も  

思
は
ず
て  

あ
る
ら
む
も
の
と  
思
ほ
し

惚
惚
惚

め
す
惚
惚
な
﹇
於
毛
保
之
売
須
奈
﹈ 

    

（
15
・
三
七
三
六
）

Ｂ
山や
ま

川か
は

を  

中
に
隔へ
な

り
て  

遠
く
と
も  

心
を
近
く  

思
ほ
せ

惚
惚
惚
我わ
ぎ
も妹
﹇
於
毛

保
世
和
伎
母
﹈ 

    

（
15
・
三
七
六
四
）

Ｃ
ま
そ
鏡  

か
け
て
偲し
ぬ

へ
と  

ま
つ
り

惚
惚
惚
出
す
﹇
麻
都
里
太
須
﹈  

形か
た

見み

の
も

の
を  

人
に
示
す
な 

      

（
15
・
三
七
六
五
）

Ｄ
愛う
る
は

し
と  

思
ひ
し
思
は
ば  

下し
た

紐び
も

に  

結ゆ

ひ
付
け
持
ち
て  

止や

ま
ず
偲し
の

は
せ惚
﹇
夜
麻
受
之
努
波
世
﹈ 

      

（
15
・
三
七
六
六
）

Ａ
か
ら
Ｄ
の
う
ち
、
特
に
Ａ
の
第
五
句
に
問
題
が
あ
る
。「
思
ほ
し
め
す
」
と

い
う
二
重
敬
語
は
、
皇
子
や
天
皇
に
用
い
ら
れ
て
い
て①
、
Ａ
の
歌
と
似
た
例
が

な
い
。
し
た
が
っ
て
Ａ
は
特
殊
な
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

Ａ
の
「
思
ほ
し
め
す
」
に
つ
い
て
の
早
い
時
期
の
評
価
と
し
て
、
武
田
祐
吉

氏
『
萬
葉
集
全
註
釈
』
や
窪
田
空
穂
氏
『
萬
葉
集
評
釈
』
の
も
の
が
あ
る
。
両

者
と
も
敬
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、「
五
句
に
敬
語
を
使
用
し
て
ゐ
る

の
は
、
却
つ
て
よ
そ
く
し
い
。
内
容
も
愚
痴
つ
ぽ
く
、
め
そ
め
そ
し
て
ゐ
る
」

（
武
田
祐
吉
氏
『
萬
葉
集
全
註
釈
』）、「
結
句
の
敬
語
も
鄭
重
に
過
ぎ
る
」（
窪

田
空
穂
氏
『
萬
葉
集
評
釈
』）
と
否
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
敬
語
が
用
い
ら

れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
武
田
祐
吉
氏
『
萬
葉
集
全
註
釈
』
に
は
特
に
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
。
一
方
窪
田
空
穂
氏
『
萬
葉
集
評
釈
』
に
は
、「
女
性
に
対
し
て

の
慣
用
」
と
あ
る
。

　

次
に
歌
自
体
の
問
題
で
は
な
く
、
編
纂
上
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。

『
萬
葉
集
全
注  

巻
第
十
五
』（
吉
井
巌
氏
）
で
は
、
Ａ
の
歌
を
含
む
「
中
臣
朝

臣
宅
守
与
狭
野
弟
上
娘
子
贈
答
歌
」
の
資
料
は
「
娘
子
の
メ
モ
に
基
い
た
も

の
」
と
す
る
藤
原
芳
男
氏
の
説②
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、「
か
か
る
作
（
15
・
三
七

三
六
番
歌―
筆
者
注
）
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
無
頓
着
さ
は
、
編
集
以
前
に
、

さ
ま
ざ
ま
の
場
で
の
作
が
、
宅
守
と
娘
子
の
物
語
に
入
り
こ
ん
で
い
た
、
と
い
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う
可
能
性
を
推
定
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
歌
の
音
数
律
か
ら
説
明
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
金
田
一
京
助

氏
「
萬
葉
集
の
敬
語
」
以
来
の
考
え
方
で
あ
る
。
金
田
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

（
歌
に
お
け
る―
筆
者
注
）
五
七
五
七
七
と
い
ふ
定
ま
り
は
、
一
字
ぐ
ら

ゐ
多
い
か
ら
と
て
、
少
な
い
か
ら
と
て
、
大
し
て
構
は
な
か
つ
た
も
の
で
、

現
に
五
文
字
が
、
四
文
字
だ
つ
た
り
、
六
文
字
だ
つ
た
り
、
可
な
り
に
破

つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
敬
語
に
し
よ
う
と
い
ふ
意
識
さ
へ
強
い
け
れ
ば
、
で

き
る
の
に
し
な
い
の
は
、
ど
う
い
ふ
わ
け
か
。

歌
だ
か
ら
、
失
敬
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
で
許
さ
れ
る
と
い
ふ
の
に
は
、
ど

う
し
て
も
、
な
に
か
、
歌
と
い
ふ
も
の
の
本
質
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
と
も
、
敬
語
そ
の
も
の
の
歴
史
に
関
す
る
問
題

で
あ
る
の
か
。
今
日
ま
で
こ
の
問
題
は
未
決
に
あ
る
や
う
で
あ
る③
。

　

こ
の
説
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

萬
葉
集
』（
小
学
館
）
が
採
用
し

て
い
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

萬
葉
集
』（
小
学
館
）
で
は
、
Ａ
の
歌

の
「
思
ほ
し
め
す
」
に
つ
い
て
、「
音
数
の
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
異
例
の
敬
語

使
用
と
言
っ
て
よ
い
」
と
、
特
殊
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
音
数
律
が
関

係
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る④
。

　

以
上
の
よ
う
な
み
か
た
に
対
し
て
、
新
た
な
説
を
出
さ
れ
た
の
が
伊
藤
博
氏

で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
、『
万
葉
集
』
の
歌
で
は
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
敬
語

を
使
う
こ
と
が
少
な
い
こ
と⑤
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
中
臣
宅
守
が
女
性

に
対
し
て
敬
語
を
多
く
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
中
臣
宅
守
は
「
自
己

凝
視
、
自
己
認
識
の
力
量
が
格
別
に
豊
富
で
、
知
性
・
ゆ
と
り
・
教
養
の
度
が

高
く
、
事
態
を
客
観
視
し
存
在
を
内
省
す
る
こ
と
の
で
き
る
冷
静
な
男
性
」
で

あ
る
と
述
べ
て
、「
狭
野
弟
上
娘
子
を
限
り
な
く
い
と
お
し
む
が
故
に
、
あ
や

す
か
の
よ
う
に
相
手
を
持
ち
上
げ
相
手
の
心
を
安
め
た
も
の⑥
」
と
位
置
づ
け
て

い
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
共
通
す
る
の
は
、
中
臣
宅
守
の
歌
の
敬
語
を
特
殊
な
も

の
と
し
て
、
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
中
臣
宅
守
の
歌
の
敬
語

は
、『
万
葉
集
』
の
歌
に
お
け
る
敬
語
か
ら
み
て
、
特
殊
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
「
思
ほ
し
め
す
」
と
い
う
敬
語
の
使
用
は
、『
万
葉
集
』
全
体
か
ら
み

て
特
殊
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
点
を
重
視
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
『
万
葉
集
』
の
歌
に
お
け
る
男
性
か
ら
女
性
に
対

し
て
の
敬
語
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
を
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

そ
の
上
で
、
中
臣
宅
守
の
歌
の
敬
語
が
分
類
し
た
項
目
の
ど
れ
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
か
を
考
え
た
い
。

三

　
『
万
葉
集
』
の
歌
に
お
い
て
、
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
用
い
た
敬
語
は
大
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五

き
く
、

　
（
1
）
対
象
が
天
皇
ま
た
は
太
上
天
皇
の
場
合

　
（
2
）
対
象
が
死
者
の
場
合

　
（
3
）
対
象
が
伝
説
上
の
人
物
の
場
合

　
（
4
）
遊
戯
性
の
あ
る
贈
答
の
場
合

　
（
5
）
旅
の
場
合

に
分
け
ら
れ
る⑦
。
こ
れ
ら
の
項
目
に
属
す
る
典
型
的
な
例
を
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
（
1
）
対
象
が
天
皇
ま
た
は
太
上
天
皇
の
場
合

Ｅ
や
す
み
し
し  

我わ

が
大お
ほ

君き
み

の  

聞
こ
し
を
す

惚
惚
惚
惚
惚
﹇
所
聞
食
﹈  

天
の
下
に
…

（
1
・
三
六
、
柿
本
人
麻
呂
）

Ｅ
は
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
の
時
に
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
天
皇
に
対
し
て
は
、

男
性
女
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
敬
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
項
目
で
は
、
敬
語
を

用
い
て
い
る
男
性
と
そ
の
対
象
者
と
の
身
分
の
差
が
関
係
し
て
い
る
。

　
（
2
）
対
象
が
死
者
の
場
合

Ｆ
…
大
鳥
の  

羽は
が
ひ易
の
山
に  

我あ

が
恋
ふ
る  

妹い
も

は
い
ま
す

惚
惚
惚
と
﹇
妹
者
伊
座

等
﹈  

人
の
言
へ
ば  

岩い
は
ね根
さ
く
み
て  

な
づ
み
来こ

し  

良よ

け
く
も
そ
な

き
… 

（
2
・
二
一
〇
、
柿
本
人
麻
呂
）

Ｇ
家い
へ

離ざ
か

り  

い
ま
す

惚
惚
惚
我わ
ぎ
も妹
を
﹇
伊
麻
須
吾
妹
乎
﹈  

留と
ど

め
か
ね  

山
隠が
く

し
つ

れ  

心
ど
も
な
し 

      

（
3
・
四
七
一
、
大
伴
家
持
）

Ｈ
…
家
な
ら
ば  

か
た
ち
は
あ
ら
む
を  

恨う
ら

め
し
き  

妹い
も

の
命み
こ
と

の  

我あ
れ

を

ば
も  

い
か
に
せ
よ
と
か  

に
ほ
鳥ど
り

の  

二ふ
た
り人
並
び
居ゐ  

語
ら
ひ
し  

心

そ
む
き
て  

家い
へ

離ざ
か

り
い
ま
す

惚
惚
惚
﹇
伊
弊
社
可
利
伊
摩
須
﹈

（
5
・
七
九
四
、
山
上
憶
良
）

Ｆ
、
Ｇ
は
そ
れ
ぞ
れ
柿
本
人
麻
呂
と
大
伴
家
持
が
死
ん
だ
自
分
の
妻
に
対
し
て

用
い
た
も
の
で
あ
る
。
Ｈ
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、『
萬
葉
集
全
注  

巻
第

五
』（
井
村
哲
夫
氏
）
に
し
た
が
っ
て
、
大
伴
旅
人
の
妻
の
死
に
関
す
る
歌
と

し
て
お
く
。

  

Ｆ
か
ら
Ｈ
の
歌
の
敬
語
に
つ
い
て
、
澤
瀉
久
孝
氏
は
「
妻
の
死
を
悲
し
ん
だ

作
の
み
」
で
「
た
と
へ
作
者
の
妻
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
既
に
故
人
と
な
つ
た

死
者
に
対
す
る
敬
意
が
こ
の
敬
語
を
用
ゐ
し
め
た
と
考
へ
ら
れ⑧
」
る
と
述
べ
て

い
る
。
Ｈ
の
場
合
は
、
大
伴
旅
人
の
妻
で
あ
る
の
で
、
自
分
の
妻
に
用
い
た
例

と
は
い
え
な
い
。
身
分
の
高
い
人
の
妻
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性

も
あ
る
。

　

死
者
に
対
し
て
用
い
た
例
は
、
妻
の
場
合
だ
け
で
は
な
い
。
明
日
香
皇
女
挽

歌
（
2
・
一
九
六
、
柿
本
人
麻
呂
）
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

対
象
が
高
貴
な
女
性
で
あ
る
こ
と
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
男
性
女

性
の
差
や
身
分
の
差
に
か
か
わ
ら
ず
、
死
者
に
は
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
、
先
に
あ
げ
た
妻
に
対
し
て
用
い
た
例
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　
（
3
）
対
象
が
伝
説
上
の
人
物
の
場
合
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五

Ｉ
…
何
す
と
か  

身
を
た
な
知
り
て  

波
の
音お
と

の  

さ
わ
く
湊
の  

奥お
く

つ
城き

に  
妹い
も

が
臥こ

や
せ惚
る
﹇
妹
之
臥
勢
流
﹈
…（

9
・
一
八
〇
七
、
虫
麻
呂
歌
集
）

Ｊ
…
家い
へ

離ざ
か

り  
海う
み

辺へ

に
出
で
立
ち  

朝あ
さ

夕よ
ひ

に  

満
ち
来く

る
潮し
ほ

の  

八や

重へ

波な
み

に  

な
び
く
玉た
ま

藻も

の  
節ふ
し

の
間ま

も  

惜を

し
き
命い
の
ち

を  

露つ
ゆ

霜し
も

の  

過
ぎ
ま
し
惚
惚
に

け
れ
﹇
過
麻
之
尓
家
礼
﹈
… 

　
　
（
19
・
四
二
一
一
、
大
伴
家
持
）

Ｉ
は
「
真
間
娘
子
」、
Ｊ
は
「
菟
原
処
女
」
と
い
う
伝
説
上
の
女
性
の
死
に
か

か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
（
2
）
対
象
が
死
者
の
場
合
と
扱

え
ば
い
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

Ｋ
松ま
つ
ら
が
は

浦
川　

川
の
瀬
光
り  

鮎あ
ゆ

釣
る
と  

立
た
せ惚
る
妹い
も

が
﹇
多
々
勢
流
伊
毛

河
﹈　

裳も

の
裾す
そ

濡ぬ

れ
ぬ 

（
5
・
八
五
五
、
作
者
未
詳
）

Ｌ
海う
な
は
ら原
の  

沖
行
く
舟
を  

帰
れ
と
か  

領
巾
振
ら
し惚
け
む
﹇
比
礼
布
良
斯

家
武
﹈  

松
浦
佐
用
姫 

　
　
　
（
5
・
八
七
四
、
作
者
未
詳
）

Ｋ
の
歌
は
、「
遊
於
松
浦
河
」
の
中
の
歌
、
Ｌ
の
歌
は
佐
用
姫
伝
説
に
か
か
わ

る
歌
で
あ
る
。
Ｌ
の
歌
の
ほ
う
に
つ
い
て
は
伝
説
を
扱
っ
た
歌
と
し
て
問
題
は

な
い
。
Ｋ
の
歌
に
つ
い
て
は
少
し
問
題
が
あ
る
。「
仙
女
」
と
も
と
れ
る
「
釣

魚
女
子
」
と
の
歌
の
や
り
と
り
を
描
い
た
歌
群
の
な
か
に
あ
る
。
こ
の
歌
群
は
、

『
日
本
古
典
文
学
全
集  

萬
葉
集
』（
小
学
館
）
な
ど
に
あ
る
よ
う
に
、
虚
構
で

あ
る
。
ま
た
漢
文
の
影
響
、
特
に
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑨
。

こ
の
こ
と
か
ら
「
伝
説
上
の
女
性
」
と
は
い
い
に
く
い
。
し
か
し
「
七
夕
」
の

よ
う
な
明
ら
か
に
漢
文
の
影
響
を
受
け
た
伝
説
の
歌
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ

に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
4
）
遊
戯
性
の
あ
る
贈
答
の
場
合

Ｍ
我あ

が
衣こ
ろ
も  

形
見
に
奉ま
つ惚
る惚
﹇
形
見
尓
奉
﹈  

し
き
た
へ
の  

枕
を
放さ

け
ず  

ま
き
て
さ
寝ね

ま
せ
惚
惚
﹇
巻
而
左
宿
座
﹈ 

      

（
4
・
六
三
六
、
湯
原
王
）

　

湯
原
王
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
「
娘
子
」
と
の
贈
答
で
あ
る
。
こ
の
「
娘
子
」

は
名
前
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
歌
も
、「
娘
子
」
と
の
贈
答
歌
群
（
4
・
六
三
一
〜
六
四
二
番
歌
）
の
中

の
一
首
で
あ
る
が
、
そ
の
「
娘
子
」
に
つ
い
て
、
橋
本
四
郎
氏
は
、
神
田
秀
夫

氏
の
「
娘
子
」
に
つ
い
て
の
説⑩
を
ふ
ま
え
て
、「
娘
子
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
を
、

「
遊
行
女
婦
」
と
「
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
」
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　

橋
本
氏
は
無
名
の
「
娘
子
」
に
つ
い
て
、「
娘
子
」
が
実
際
に
は
存
在
し
な

い
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。「
娘
子
」
は
宴
席
の
場
で
の
誰
か
で
あ
り
、
そ
の

「
娘
子
」
と
や
り
と
り
さ
れ
る
歌
は
「
遊
び
と
し
て
の
恋
」
の
歌
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
宴
席
と
い
う
場
で
作
ら
れ
る
「
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
」

と
し
て
の
「
娘
子
」
は
、「
結
局
は
現
実
の
自
己
と
の
間
に
遥
か
な
断
絶
を
置

く
世
界
の
女
性⑪
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
説
に
従
う
と
、「
娘
子
」
と
い
う
人
物
を
誰
か
が
演
じ
て
、
湯
原
王
と

歌
の
や
り
と
り
を
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
遊
戯
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
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七

る
。

戯わ
け奴
が
た
め  

我あ

が
手
も
す
ま
に  

春
の
野
に  

抜
け
る
茅つ

花ば
な

そ  

召め

し

て
肥こ

え
ま
せ 

  

（
8
・
一
四
六
〇
、
紀
女
郎
）

Ｎ
我あ

が
君
に  
戯わ
け奴
は
恋
ふ
ら
し  

賜た
ば惚
り惚
た
る
﹇
給
有
﹈  

茅つ

花ば
な

を
食は

め
ど  

い
や
痩や

せ
に
痩
す 

    

（
8
・
一
四
六
二
、
大
伴
家
持
）

こ
の
二
首
の
歌
は
、「
茅
花
」
と
い
う
一
つ
の
題
材
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
贈

答
で
あ
る
。
大
伴
家
持
に
は
、
紀
女
郎
と
の
歌
の
や
り
と
り
が
あ
る
（
4
・
七

六
二
〜
七
六
四
番
歌
、
4
・
七
七
五
〜
七
八
一
番
歌
、
8
・
一
四
六
〇
〜
一
四

六
三
番
歌
）。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
二
つ
の
歌
群
（
4
・
七
七
五
〜
七
八
一
番
歌
、

8
・
一
四
六
〇
〜
一
四
六
三
番
歌
）
で
敬
語
を
用
い
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

　

こ
の
二
つ
の
歌
群
に
お
い
て
、
大
伴
家
持
は
、
紀
女
郎
に
対
し
て
「
君
」

（
4
・
七
七
八
番
歌
）
を
用
い
た
り
、
自
分
の
こ
と
を
「
わ
け
」（
4
・
七
八
〇

番
歌
）
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
。
一
般
に
『
万
葉
集
』
で
は
、「
君
」
と
い
う

言
葉
は
女
性
か
ら
男
性
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
用
い

ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い⑫
。
つ
ま
り
Ｎ
の
歌
は
そ
の
少
な
い
例
の
一
つ
と
な
る
。

一
方
「
わ
け
」
と
い
う
言
葉
は
、「
若
輩
の
者
を
揶
揄
し
て
い
う
語
」（『
日
本

古
典
文
学
全
集  

萬
葉
集
』）
で
あ
る
。
ま
た
「
敦
煌
変
文
」
で
、
口
語
の

「
奴
」
が
み
え
、
一
人
称
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る⑬
。
こ
の
「
奴
」
の
意
味
で
、
Ｎ
を
含
む
歌
群
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、

内
田
賢
徳
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

実
際
の
待
遇
的
な
関
係
に
直
接
し
な
い
、
多
分
に
遊
戯
的
な
敬
語
の
用
法

で
あ
る
。「
奴
」
の
意
義
を
家
持
同
様
女
郎
も
知
っ
て
い
て
、
そ
の
共
通

の
教
養
の
も
と
に
可
能
な
敬
語
の
自
在
さ
で
あ
る⑭
。

敬
語
の
使
用
が
遊
戯
性
を
支
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
の
敬
語
の
用
い

方
と
逆
転
し
て
い
る
た
め
に
、
遊
戯
性
が
生
じ
て
い
る
。「
君
」
や
「
わ
け
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
敬
語
の
使
用
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。

Ｎ
を
含
む
贈
答
歌
は
、
大
伴
家
持
と
紀
女
郎
の
「
共
通
の
教
養⑮
」
に
基
づ
い
て

交
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

井
手
至
氏
は
、「
戯
奴
」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
、
紀
女
郎
は
、
大
伴
田
主

と
石
川
女
郎
の
「
遊
士
」
問
答
（
2
・
一
二
六
〜
一
二
七
番
歌
）
を
念
頭
に
置

い
て
、「
そ
の
『
遊
士
』
の
文
字
を
捩
つ
て
『
戯
奴
』
と
し
た
の
で
は
な
か
つ

た
ら
う
か⑯
」
と
述
べ
て
い
る
。
用
字
の
意
味
を
歌
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
人

同
士
が
理
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遊
戯
性
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
遊
戯
性
の
あ
る
贈
答
の
場
合
に
は
、
宴
席
な
ど
の
場
で
演

じ
ら
れ
る
こ
と
で
遊
戯
性
が
生
ま
れ
る
も
の
と
、
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
二
人

の
「
共
通
の
教
養
」
を
も
と
に
し
て
、
言
葉
の
上
で
の
遊
戯
性
を
生
み
だ
す
も

の
と
が
あ
る
。

　
（
5
）
旅
の
場
合

　

旅
の
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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七

古
代
の
行
路
を
な
げ
く
歌
に
は
鉄
則
的
と
も
い
う
べ
き
発
想
な
い
し
型
式

が
あ
る
。「
家
＝
故
郷
」
と
「
旅
＝
異
郷
」
と
を
対
比
し
て
行
路
の
か
な

し
み
を
述
べ
る
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
こ
れ
は
行
路
死
人
歌
を
い
た
む
歌

に
お
い
て
と
く
に
い
ち
じ
る
し
い⑰
。

こ
の
説
は
、
旅
の
歌
全
般
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
際
に
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
旅
の
場
合
の
歌
を
検
討
す
る
と
、
敬
語
を
用
い
て
い
る
男

性
は
、
旅
に
出
て
お
り
、
敬
意
の
対
象
と
な
る
女
性
は
、
家
に
い
る
こ
と
が
分

か
る
。君

が
行
く  

海う
み

辺へ

の
宿
に  

霧き
り

立
た
ば  
我あ

が
立
ち
嘆
く  

息い
き

と
知
り
ま

せ 
    

（
15
・
三
五
八
〇
、「
贈
答
」）

Ｏ
秋
さ
ら
ば  

相あ
ひ

見み

む
も
の
を  

な
に
し
か
も  
霧き
り

に
立
つ
べ
く  

嘆
き
し

ま
さ
惚
惚
む
﹇
奈
気
伎
之
麻
佐
牟
﹈ 
    

（
15
・
三
五
八
一
、「
贈
答
」）

こ
の
二
首
は
、
遣
新
羅
使
人
歌
群
（
・
三
五
七
八
〜
三
七
二
二
番
歌
）
の
冒
頭

部
分
に
あ
る
歌
で
あ
る
。
旅
に
出
発
す
る
時
、
妻
か
ら
贈
ら
れ
た
歌
と
そ
れ
に

夫
が
答
え
た
歌
（
Ｏ
の
歌
）
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
旅
の
途
中
で
家
に
残
さ
れ
た

人
々
を
思
う
と
い
う
歌
で
は
な
い
が
、
旅
に
出
て
し
ま
っ
た
後
の
こ
と
を
想
定

し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

Ｐ
…
海う
な
は
ら原
の  

恐か
し
こ

き
道
を  

島し
ま

伝づ
た

ひ  

い
漕こ

ぎ
渡
り
て  

あ
り
巡め
ぐ

り  

我わ

が

来
る
ま
で
に  

平た
ひ
ら

け
く  

親お
や

は
い
ま
さ
ね  

つ
つ
み
な
く  

妻
は
待
た

せ惚
と
﹇
都
麻
波
麻
多
世
等
﹈
… 

    

（
20
・
四
四
〇
八
、
大
伴
家
持
）

Ｐ
は
防
人
の
立
場
に
な
っ
て
詠
ん
で
い
る
の
で
、
家
持
の
置
か
れ
た
状
況
は
旅

の
途
中
で
は
な
い
。
こ
の
敬
語
に
つ
い
て
『
日
本
古
典
文
学
全
集  

萬
葉
集
』

（
小
学
館
）
で
は
、

夫
か
ら
妻
に
対
し
て
敬
語
が
用
い
ら
れ
る
例
も
な
く
は
な
い
が
、
一
般
に

少
な
い
。
音
数
の
都
合
か
。
こ
こ
は
家
持
が
防
人
の
身
に
な
っ
て
詠
ん
で

い
る
の
で
丁
重
な
表
現
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
家
持
が
防
人
の
身
に
な
っ
て
詠
ん
で
い
る
の
で
丁
重

な
表
現
と
な
っ
た
」
と
す
る
な
ら
ば
、
他
人
の
立
場
に
な
っ
て
詠
ま
れ
る
歌
に
、

敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
笠

金
村
が
紀
伊
国
の
行
幸
の
時
に
「
娘
子
」
に
頼
ま
れ
て
作
っ
た
歌
（
4
・
五
四

三
〜
五
四
五
番
歌
）
は
、
女
性
の
立
場
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
に
は
頼

ま
れ
た
「
娘
子
」
の
夫
に
対
し
て
敬
語
は
用
い
て
い
な
い
。
や
は
り
Ｐ
も
旅
に

出
た
男
性
が
家
に
残
さ
れ
た
人
に
対
す
る
敬
語
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
。

  

旅
の
場
合
に
お
け
る
敬
語
は
、
旅
に
出
た
男
性
が
、
家
に
残
さ
れ
た
人
に
対

す
る
感
謝
の
思
い
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四

　

こ
こ
ま
で
、
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
の
敬
語
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
作

者
未
詳
歌
が
あ
る
の
で
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
い
い
に
く
い
が
、
男
性
か
ら

女
性
に
対
し
て
の
敬
語
は
、
ほ
ぼ
平
城
京
遷
都
以
後
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
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葉
集
』
の
歌
に
お
け
る
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
の
敬
語 

九

と
い
え
る
。
ま
た
対
象
と
な
る
女
性
は
、
敬
語
を
用
い
て
い
る
男
性
と
心
理
的
、

ま
た
は
空
間
的
に
離
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に

つ
い
て
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

  

（
1
）
対
象
が
天
皇
ま
た
は
太
上
天
皇
の
場
合
で
は
、
敬
語
を
用
い
て
い
る

男
性
と
の
身
分
が
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。（
2
）
対
象
が
死
者
の
場
合
で

は
、
歌
の
中
に
、「
家い
え

離ざ
か

り
い
ま
す
」（
5
・
七
九
四
、
山
上
憶
良
）
と
あ
る
よ

う
に
、
生
活
し
て
い
る
家
か
ら
離
れ
て
い
く
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

（
3
）
対
象
が
伝
説
上
の
人
物
の
場
合
で
は
、
遠
い
昔
の
出
来
事
の
中
に
出
て

く
る
女
性
で
あ
る
か
ら
、
敬
語
を
用
い
る
男
性
と
は
、
時
間
の
隔
た
り
が
あ
る
。

（
4
）
遊
戯
性
の
あ
る
贈
答
の
場
合
で
は
、
対
象
で
あ
る
女
性
は
自
分
自
身
で

は
な
い
人
物
を
演
じ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
、
た
と
え
親
し
い
人
物
で
あ
っ
て

も
、
男
性
と
の
距
離
感
が
で
き
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。（
5
）
旅
の
場
合
で
は
、

家
に
い
る
女
性
と
旅
に
出
て
い
る
男
性
と
の
距
離
感
に
よ
っ
て
、
敬
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
臣
宅
守
の
歌
に
お
け
る
敬
語
は
、
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
の
敬
語
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
項
目
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
、

（
5
）
旅
の
場
合
に
当
て
は
ま
る
と
い
え
る
。
中
臣
宅
守
が
越
前
国
に
配
流
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
中
臣
宅
守
の
歌
の
中
に
、
次
の
よ
う
に

「
旅
」
と
い
う
言
葉
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
一
つ
の
裏
づ
け
に
な
る
。

旅
と
い
へ
ば  

言こ
と

に
そ
易や

す

き  

す
べ
も
な
く  

苦
し
き
旅
も  

言
に
ま
さ

め
や
も 

    

（
15
・
三
七
六
三
、
中
臣
宅
守
）

中
臣
宅
守
の
歌
に
お
け
る
敬
語
は
、
妻
で
あ
り
、
自
ら
の
理
解
者
で
あ
る
狭
野

弟
上
娘
子
に
対
す
る
中
臣
宅
守
の
感
謝
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
帰
り
を
待
ち
続
け

る
狭
野
弟
上
娘
子
は
、
旅
に
出
た
男
性
の
無
事
を
祈
る
妻
で
あ
る
。
ま
た
中
臣

宅
守
は
配
流
さ
れ
、
帰
っ
て
く
る
可
能
性
の
低
い
旅
に
出
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
状
況
に
あ
る
中
臣
宅
守
が
、
妻
で
あ
る
狭
野
弟
上
娘
子
に
持
つ
敬
意
は
、
他

の
旅
の
場
合
以
上
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
Ａ
の
歌
で
、「
思
ほ
し
め
す
」
と
い
う

二
重
敬
語
を
用
い
た
の
は
、
そ
の
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
う
。

注①　

皇
子
の
例
は
、
2
・
一
六
七
番
歌
（
柿
本
人
麻
呂
）、
2
・
一
九
九
番
歌
（
柿
本

人
麻
呂
）、
13
・
三
三
二
六
番
歌
（「
挽
歌
」）
で
、
天
皇
の
例
は
、
1
・
二
九
番
歌

（
柿
本
人
麻
呂
）、
2
・
一
六
二
番
歌
（
持
統
天
皇
）、
18
・
四
〇
九
四
番
歌
（
大
伴

家
持
）、
19
・
四
二
六
六
番
歌
（
大
伴
家
持
）
で
あ
る
。

②　

藤
原
芳
男
氏
「
中
臣
宅
守
茅
上
娘
子
贈
答
歌
」、『
萬
葉
』
38
号
、
昭
和
36
年
1
月
。

③　

金
田
一
京
助
氏
「
萬
葉
集
の
敬
語
」（『
萬
葉
集
大
成  

第
六
巻  

言
語
篇
』、
平

凡
社
、
昭
和
30
年
5
月
）。

④　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

萬
葉
集
』（
小
学
館
）
で
は
、
尊
敬
の
助
動
詞

「
す
」
に
つ
い
て
、「
時
に
語
調
を
整
え
る
の
が
目
的
の
こ
と
も
あ
る
」（
1
・
一
番

歌
、「
菜
摘
ま
す
児
」
の
注
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
注
に
つ
い
て
も
、
音
数

律
の
関
係
か
ら
敬
語
の
使
用
を
考
え
て
い
る
。

⑤　

澤
瀉
久
孝
氏
「
萬
葉
集
に
於
け
る
男
女
の
言
葉
」、『
萬
葉
集
新
釋  

下
巻
』（
星

野
書
店
、
昭
和
6
年
3
月
）
所
収
。
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葉
集
』
の
歌
に
お
け
る
男
性
か
ら
女
性
に
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し
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⑥　

伊
藤
博
氏
「
中
臣
宅
守
と
敬
語
」、『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
28
号
、
平
成
11
年
3

月
。

⑦　
『
万
葉
集
』
の
歌
に
お
け
る
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
の
敬
語
の
用
例
を
、
項
目

別
に
以
下
に
示
し
て
お
く
。

　
　
（
1
）
対
象
が
天
皇
ま
た
は
太
上
天
皇
の
場
合
（
四
首
）

　

1
・
三
六
（
柿
本
人
麻
呂
）、
1
・
三
八
（
柿
本
人
麻
呂
）、
3
・
二
三
五
（
柿
本
人

麻
呂
）、
18
・
四
〇
六
四
（
大
伴
家
持
）

　
　
（
2
）
対
象
が
死
者
の
場
合
（
六
首
）

　

2
・
一
九
六
（
柿
本
人
麻
呂
）、
2
・
二
一
〇
（
柿
本
人
麻
呂
）、
2
・
二
一
三
（
柿

本
人
麻
呂
）、
3
・
四
七
一
（
大
伴
家
持
）、
5
・
七
九
四
（
山
上
憶
良
）、
7
・
一

四
〇
九
（「
挽
歌
」）

　
　
（
3
）
対
象
が
伝
説
上
の
人
物
の
場
合
（
十
八
首
）

　

5
・
八
〇
四
（
山
上
憶
良
）、
5
・
八
一
三
（
山
上
憶
良
）、
5
・
八
一
四
（
山
上
憶

良
）、
5
・
八
五
五
（
作
者
未
詳
）、
5
・
八
五
六
（
作
者
未
詳
）、
5
・
八
六
九

（
山
上
憶
良
）、
5
・
八
七
四
（
作
者
未
詳
）、
9
・
一
七
三
八
（
虫
麻
呂
歌
集
）

9
・
一
七
四
二
（
虫
麻
呂
歌
集
）、
9
・
一
八
〇
七
（
虫
麻
呂
歌
集
）、
9
・
一
八
〇

八
（
虫
麻
呂
歌
集
）、
10
・
二
〇
〇
六
（
人
麻
呂
歌
集
）、
10
・
二
〇
八
一
（「
七

夕
」）、
17
・
三
九
六
九
（
大
伴
家
持
）
17
・
四
〇
二
一
（
大
伴
家
持
）、
18
・
四
一

二
五
（
大
伴
家
持
）、
18
・
四
一
二
六
（
大
伴
家
持
）、
19
・
四
二
一
一
（
大
伴
家

持
）

　
　
（
4
）
遊
戯
性
の
あ
る
贈
答
の
場
合
（
二
十
八
首
）

　

1
・
一
（
雄
略
天
皇
）、
3
・
三
六
二
（
山
部
赤
人
）、
3
・
三
六
三
（
山
部
赤
人
）、

4
・
六
三
六
（
湯
原
王
）、
4
・
六
五
〇
（
大
伴
三
依
）、
4
・
六
五
四
（
大
伴
駿
河

麻
呂
）、
4
・
六
七
〇
（
湯
原
王
）、
4
・
七
〇
〇
（
大
伴
家
持
）、
4
・
七
七
九

（
大
伴
家
持
）、
8
・
一
四
六
二
（
大
伴
家
持
）、
8
・
一
五
〇
七
（
大
伴
家
持
）、

8
・
一
五
六
三
（
大
伴
家
持
）、
8
・
一
六
一
八
（
湯
原
王
）、
9
・
一
六
九
二
（
人

麻
呂
歌
集
）、
9
・
一
七
二
六
（
丹
比
真
人
）、
10
・
二
三
四
八
（「
寄
雪
」）、
11
・

二
三
六
四
（
古
歌
集
）、
11
・
二
五
五
七
（「
正
述
心
緒
」）、
11
・
二
六
九
〇
（「
寄

物
陳
思
」）、
12
・
二
九
一
七
（「
正
述
心
緒
」）、
12
・
三
〇
一
三
（「
寄
物
陳
思
」）、

13
・
三
二
八
九
（「
相
聞
」）、
13
・
三
二
九
九
（「
相
聞
」）、
13
・
三
三
一
〇
（「
問

答
」）、
14
・
三
三
六
九
（「
相
模
国
歌
」）、
14
・
三
四
三
九
（「
雑
歌
」）、
14
・
三
四

四
〇
（「
雑
歌
」）、
14
・
三
四
八
四
（「
相
聞
」）

　
　
（
5
）
旅
の
場
合
（
十
七
首
）

　

5
・
八
九
〇
（
山
上
憶
良
）、
12
・
三
一
四
七
（「
羈
旅
発
思
」）、
15
・
三
五
八
一

（「
贈
答
」）、
15
・
三
七
三
六
（
中
臣
宅
守
）、
15
・
三
七
六
四
（
中
臣
宅
守
）、
15
・

三
七
六
五
（
中
臣
宅
守
）、
15
・
三
七
六
六
（
中
臣
宅
守
）、
17
・
三
九
四
九
（
大
伴

池
主
）、
17
・
三
九
六
二
（
大
伴
家
持
）、
17
・
三
九
七
八
（
大
伴
家
持
）、
18
・
四

一
〇
六
（
大
伴
家
持
）、
19
・
四
一
六
九
（
大
伴
家
持
）、
20
・
四
三
二
六
（
遠
江
国

防
人
）、
20
・
四
三
四
二
（
駿
河
国
防
人
）、
20
・
四
三
七
六
（
下
野
国
防
人
）、

20
・
四
三
八
六
（
下
総
国
防
人
）、
20
・
四
四
〇
八
（
大
伴
家
持
）、

⑧　

注
⑤
の
論
文
。

⑨　

小
島
憲
之
氏
「
遊
仙
窟
の
投
げ
た
影
」、『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学　

中
』

（
塙
書
房
、
昭
和
39
年
3
月
）
所
収
。

⑩　

神
田
秀
夫
氏
「『
嬢
子
』
と
『
郎
女
』―

昭
和
二
五
年
六
月
号
の
続
き―

」、『
国

語
と
国
文
学
』
29
巻
6
号
、
昭
和
27
年
6
月
。

⑪　

橋
本
四
郎
氏
「
幇
間
歌
人
佐
伯
赤
麻
呂
と
娘
子
の
歌
」、『
橋
本
四
郎
論
文
集  

万

葉
集
編
』（
角
川
書
店
、
昭
和
61
年
12
月
）
所
収
。

⑫　

注
⑤
と
同
じ
。

⑬　

芳
賀
紀
雄
氏
「
萬
葉
集
に
お
け
る
『
報
』
と
『
和
』
の
問
題―

詩
題
・
書
簡
と
の

関
連
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
吉
井
巌
先
生
古
稀
記
念
論
集  

日
本
古
典
の
眺
望
』、
桜

楓
社
、
平
成
3
年
5
月
）。

⑭　

内
田
賢
徳
氏
「
万
葉
集―

自
敬
表
現
・
敬
語
の
自
在―

」、『
国
文
学
解
釈
と
教
材



『
万
葉
集
』
の
歌
に
お
け
る
男
性
か
ら
女
性
に
対
し
て
の
敬
語 

一
〇

の
研
究
』
39
巻
10
号
、
平
成
6
年
9
月
。

⑮　

注
⑭
の
内
田
氏
の
論
文
の
注
6
に
「
今
こ
こ
に
述
べ
え
な
い
が
、
漢
文
に
よ
る
書

簡
の
敬
語
表
現
に
旅
人
、
憶
良
を
始
め
習
熟
し
て
い
た
こ
と
は
、
敬
語
の
自
在
さ
に

影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。

⑯　

井
手
至
氏
「
紀
郎
女
の
諧
謔
的
技
巧―

『
戯
奴
』
を
め
ぐ
つ
て―

」、『
萬
葉
』
40

号
、
昭
和
36
年
7
月
。

⑰　

伊
藤
博
氏
「
家
と
旅
」、『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法  

下  

古
代
和
歌
史
研
究
6
』

（
塙
書
房
、
昭
和
51
年
10
月
）
所
収
。


