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万葉類歌の比較

和
歌
に
は
鳥
が
詠
ま
れ
た
も
の
が
多
く
あ
る
。
万
葉
集
も
ま
た
鳥
を
詠

ん
だ
歌
は
数
多
く
、
鳥
の
種
類
も
豊
富
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
最
も
多
く

詠
ま
れ
て
い
る
の
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
で
、
以
下
、
雁
、
ウ
グ
イ
ス
、
鶴
と
続

く
。
歌
の
作
者
は
鳥
の
姿
に
想
い
人
を
仮
託
し
た
り
、
そ
の
声
に
何
か
し

ら
の
意
味
を
持
た
せ
て
聞
き
取
っ
た
り
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
詠
み
方
を
し
て

い
る
。
万
葉
集
の
頃
か
ら
、
鳥
は
人
に
と
っ
て
身
近
な
親
し
い
存
在
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
季
節
の
花
や
草
木
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る

こ
と
も
多
く
、
そ
う
し
た
組
み
合
わ
せ
に
は
定
番
と
い
え
る
よ
う
な
も
の

も
あ
り
、
中
に
は
似
通
っ
た
構
成
で
詠
ま
れ
て
い
る
た
め
類
歌
と
さ
れ
る

歌
も
あ
る
。

類
歌
と
は
、
二
首
以
上
の
歌
に
つ
い
て
そ
の
構
成
や
使
用
さ
れ
て
い
る

単
語
な
ど
が
似
通
っ
て
い
る
も
の
を
言
う
が
、
現
状
で
は
共
通
点
が
ど
の

は
じ
め
に

万
葉
類
歌
の
比
較
’
五
・
一
番
歌
と
一
九
八
八
番
歌
Ｉ

対
象
歌
と
す
る
の
は
類
歌
の
関
係
に
あ
る
一
五
○
一
番
歌
と
一
九
八
八

番
歌
で
、
こ
の
二
首
は
そ
れ
ぞ
れ
鳥
と
花
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
る
。
そ

の
う
ち
異
な
っ
て
い
る
の
は
初
句
と
二
句
で
、
三
句
以
降
は
同
じ
と
い
う

構
成
に
な
っ
て
い
る
。

程
度
あ
れ
ば
類
歌
と
呼
ぶ
の
か
と
い
っ
た
基
準
が
明
確
で
な
く
、
暖
昧
な

点
も
あ
る
。
し
か
し
、
類
歌
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
歌
同
士
に
似
た
部
分

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
類
歌
に
着
目
し
て
み
る
こ
と
で
、

各
歌
を
比
較
し
て
問
題
の
解
消
や
歌
の
解
釈
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
万
葉
集
歌
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
ウ
グ
イ
ス

を
詠
ん
で
い
る
歌
で
あ
る
一
組
の
類
歌
を
取
り
上
げ
、
各
歌
を
比
較
す
る

こ
と
で
見
え
て
く
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

問
題
煮

弓
香
織
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！
各
歌
の
左
に
括
弧
書
き
し
て
い
る
も
の
は
、
万
葉
集
の
原
文
表
記
で
あ

お
は
り
だ
の
あ
そ
み
ひ
ろ
み
み
，

る
。
Ａ
歌
は
題
詞
に
「
小
冶
田
朝
臣
広
耳
の
歌
一
首
」
と
あ
る
が
、
こ
の

作
者
は
伝
未
詳
の
人
物
で
、
他
に
一
四
七
六
番
歌
の
題
詞
に
名
が
あ
り
、

そ
の
二
首
を
詠
ん
で
い
る
男
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
は
明
確
に
な
っ

て
い
な
い
。
Ｂ
歌
に
題
詞
は
な
い
が
、
Ａ
・
Ｂ
歌
は
結
句
に
「
君
が
来
ま

き
い
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
歌
と
も
女
性
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
歌
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
ど
ち
ら
も
万
葉
集
の
夏
の
相
聞
に
配
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
Ａ
歌
は
、
男
性
で
あ
る
作
者
が
、
女
性
の
立
場
で
詠
ん
だ

恋
の
歌
だ
と
い
え
る
。

Ａ
歌
と
Ｂ
歌
は
と
も
に
「
卯
の
花
」
ま
で
の
上
三
句
が
「
憂
き
こ
と
」

を
起
こ
す
序
詞
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
三
句
の
「
卯
の
花
」
は
共
通

で
あ
り
、
上
二
句
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
上
二
句
の
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い

に
つ
い
て
〈
表
二
に
ま
と
め
た
。

〈
表
二 Ｂ
う
ぐ
ひ
す
の
通
ふ
垣
根
の
卯
の
花
の
憂
き
こ
と
あ
れ
や

君
が
来
ま
さ
ぬ
（
巻
一
○
・
一
九
八
八
）

（
鷲
之
往
来
垣
根
乃
宇
能
花
之
厭
事
有
哉
君
之
不
来
座
）

Ａ
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
峰
の
上
の
卯
の
花
の
憂
き
こ
と
あ
れ
や

君
が
来
ま
さ
ぬ
（
巻
八
・
一
五
○
二

（
霊
公
鳥
鳴
峯
乃
上
能
宇
乃
花
之
獣
事
有
哉
君
之
不
来
益
）

Ｉ【【 をト
ー

【
次
に
各
歌
の
鳥
と
花
の
季
節
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思
う
。
〈
表
二
〉

は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
「
ウ
グ
イ
ス
」
「
卯
の
花
」
そ
れ
ぞ
れ
と
季
節
を
対

応
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

鳥
に
つ
い
て
他
の
歌
を
見
て
み
る
と
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
橘
の
よ
う
に
夏

の
も
の
、
ウ
グ
イ
ス
は
梅
や
雪
な
ど
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
ウ
グ
イ
ス
は
そ
れ
自
体
が
春
の
季
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
春
と
夏
の
代
表
的
な
鳥
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
「
卯

の
花
」
は
初
夏
の
頃
に
咲
く
夏
の
花
で
あ
る
。

す
る
と
、
夏
の
花
で
あ
る
「
卯
の
花
」
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
Ａ
歌
の

ホ
ト
ト
ギ
ス
は
夏
の
鳥
と
夏
の
花
と
い
う
夏
の
も
の
同
士
で
問
題
な
い
が
、

Ｂ
歌
の
ウ
グ
イ
ス
は
春
の
鳥
と
夏
の
花
と
な
り
、
組
み
合
わ
せ
の
季
節
が

ず
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
を
踏
ま
え
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
し
て
い
き
た
い
。 「

初
句
は
主
体
で
あ
る
鳥
が
詠
ま
れ
て
い
て
、
Ａ
歌
が
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
、

Ｂ
歌
が
「
う
ぐ
ひ
す
」
と
な
っ
て
い
る
。
二
句
目
は
動
作
と
場
所
に
つ
い

て
で
、
動
作
は
Ａ
歌
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
「
鳴
く
」
で
Ｂ
歌
の
「
う
ぐ

ひ
す
」
は
「
通
ふ
」
、
場
所
は
Ａ
歌
が
「
峰
の
上
」
、
Ｂ
歌
が
「
垣
根
」
で

あ
る
。

〆、

表

へ￣

'｡’

●

ホ
ト
ト
ギ
ス

ウ
グ
イ
ス
’
１

Ｉ
3２

Ｂ Ａ

う
ぐ
ひ
す

ほ
と
と
ぎ
す

主
体

通
ふ

鳴
く

動
作

垣
根

峰
の
上

場
所

夏 春

○

ホ
ト
ト
ギ
ス

○

ウ
グ
イ
ス

○

卯
の
花
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万葉類歌の比較

二
）
諸
注
の
説

主
に
使
用
し
た
の
は
、
「
萬
葉
集
私
注
』
（
土
屋
文
明
・
筑
摩
書
房
）
「
万

葉
集
注
釈
」
（
澤
潟
久
孝
・
中
央
公
論
社
）
、
「
萬
葉
集
全
注
』
（
阿
蘇
瑞
枝

・
有
斐
閣
）
、
『
万
葉
集
評
釈
新
訂
』
（
窪
田
空
穂
・
東
京
堂
出
版
）
、
「
萬

葉
集
輝
注
』
（
伊
藤
博
・
集
英
社
）
で
あ
る
。
い
く
つ
か
あ
た
っ
た
結
果
、

注
釈
書
の
解
釈
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
説
が
あ
っ
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
夏
の
鳥
、
ウ
グ
イ
ス
は
冬
か
ら

初
春
に
か
け
て
の
鳥
と
し
て
歌
に
登
場
す
る
印
象
が
あ
る
。
対
象
歌
と
す

る
Ａ
や
Ｂ
歌
の
、
上
一
一
句
に
続
く
三
句
の
「
卯
の
花
」
は
初
夏
の
花
で
あ

る
。
こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
が
、
夏
の
花
で
あ
る
卯
の
花
と
、
春
の
鳥
と

さ
れ
る
ウ
グ
イ
ス
が
Ｂ
の
歌
で
一
緒
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
類

歌
で
あ
る
Ａ
・
Ｂ
の
歌
に
お
い
て
、
Ｂ
歌
の
鳥
と
花
の
季
節
が
ず
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
Ａ
・
Ｂ
の
歌
の
ど
ち
ら
が
先
に
詠
ま
れ
た
の
か
と
い

う
問
題
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
理
由

が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

①
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
「
う
ぐ
ひ
す
」
「
卯
の
花
」
の
季
節
と
、
Ａ
・
Ｂ
歌
の

作
成
順
序
。

②
Ａ
・
Ｂ
歌
の
上
二
句
の
鳥
の
種
類
・
動
作
・
場
所
の
違
い
と
、
歌
の
情

景
と
口
語
訳
。

『
萬
葉
集
全
注
」
な
ど

一
一
鳥
と
花
の
組
み
合
わ
せ

諸
注
釈
書
で
は
、
Ａ
歌
を
も
と
に
Ｂ
歌
が
詠
ま
れ
て
い
て
強
調
の
た
め

に
ウ
グ
イ
ス
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
説
と
、
Ｂ
歌
が
も
と
に
あ
っ
て
Ａ
歌

は
宴
席
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
の
で
は
と
い
う
説
の
二
説
を
あ
げ
て
い
る
。

Ａ
歌
を
宴
席
の
座
興
と
す
る
理
由
は
お
そ
ら
く
、
小
冶
田
朝
臣
広
耳
と
い

う
男
性
で
あ
る
作
者
が
、
女
性
の
立
場
で
詠
ん
だ
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
の
「
萬
葉
集
緯
注
』
な
ど
の
説
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
説
で
の
も

と
の
歌
と
さ
れ
る
Ｂ
歌
で
何
故
ウ
グ
イ
ス
と
卯
の
花
が
組
み
合
わ
さ
れ
た

の
か
と
い
う
点
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
い
く
つ
か
の
理
由

か
ら
、
本
稿
で
は
、
Ａ
歌
か
ら
Ｂ
歌
が
作
ら
れ
音
の
強
め
の
た
め
に
ホ
ト

ト
ギ
ス
を
ウ
グ
イ
ス
に
置
き
換
え
た
と
す
る
『
萬
葉
集
全
注
』
説
を
支
持

し
た
い
と
考
え
る
。
以
下
で
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
こ
う
。

三
）
鳥
と
花
の
説
明

ま
ず
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
ウ
グ
イ
ス
の
習
性
と
卯
の
花
の
特
徴
を
説
明
し

て
お
こ
う
と
思
う
。
そ
こ
で
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
の
内
容

を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
、
最
後
に
〈
表
三
〉
と
し
て
一
覧

し
た
。

↓
「
卯
の
花
」
と
「
憂
き
こ
と
」
の
「
ウ
」
に
加
え
て
、
「
ほ
と
と
ぎ

す
」
を
「
う
ぐ
ひ
す
」
と
改
め
る
こ
と
で
音
の
合
わ
せ
を
強
め
た
と

い
う
意
見
。
Ａ
歌
を
も
と
に
技
巧
を
加
え
て
Ｂ
歌
が
詠
ま
れ
た
と
す

る
。

「
萬
葉
集
鐸
注
」
な
ど

↓
Ｂ
歌
を
踏
ま
え
て
、
宴
席
な
ど
で
の
座
興
と
し
て
Ａ
歌
が
詠
ま
れ
た

と
す
る
。
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・
ホ
ト
ト
ギ
ス

↓
渡
り
を
す
る
鳥
で
、
日
本
に
は
五
月
頃
に
渡
来
し
て
八
～
九
月
に
南

方
へ
去
る
た
め
、
日
本
で
は
夏
頃
に
し
か
姿
が
見
ら
れ
な
い
。
高
原

や
山
林
に
単
独
で
住
み
、
ウ
グ
イ
ス
の
巣
な
ど
に
托
卵
を
す
る
の
が

特
徴
。
渡
来
す
る
時
期
に
、
夜
中
に
平
野
の
上
空
を
通
過
し
な
が
ら

鋭
い
声
で
鳴
く
習
性
が
あ
り
、
こ
れ
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
固
有
の
も
の
で

あ
る
。

・
ウ
グ
イ
ス

↓
美
声
で
さ
え
ず
る
。
年
間
を
通
し
て
日
本
に
居
る
が
、
夏
は
平
地
か

ら
高
山
ま
で
の
各
地
に
住
み
、
冬
に
山
地
の
も
の
が
平
地
に
降
り
て

く
る
。
ウ
グ
イ
ス
は
冬
か
ら
初
春
の
鳥
と
い
う
印
象
が
強
い
が
、
そ

れ
は
こ
う
し
た
山
地
の
も
の
が
平
地
に
降
り
て
き
て
、
人
目
に
付
き

や
す
い
季
節
が
そ
の
時
期
に
当
た
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

・
卯
の
花

↓
植
物
名
は
「
空
木
（
ウ
ッ
ギ
ヒ
。
落
葉
性
の
低
木
で
、
萌
芽
力
に
優

れ
て
い
て
刈
り
込
み
に
も
強
い
、
な
ど
の
点
か
ら
垣
根
に
用
い
や
す

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
山
中
に
も
野
生
の
も
の
が
よ
く
見
ら
れ

る
。
「
卯
の
花
」
と
は
空
木
の
別
名
で
、
歌
に
は
こ
ち
ら
の
名
称
が

主
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
由
来
は
四
月
の
旧
暦
で
あ
る
卯
月
に
花

が
咲
く
こ
と
か
ら
と
い
う
説
や
、
「
う
つ
ぎ
の
花
」
が
省
略
さ
れ
た

と
い
う
説
、
東
か
ら
来
た
花
（
東
は
昔
の
方
位
で
「
卯
の
方
」
だ

か
ら
と
す
る
説
、
白
兎
の
毛
色
の
連
想
か
ら
な
ど
諸
説
あ
る
。

こ
の
長
歌
を
み
る
と
、
出
だ
し
に
「
う
ぐ
ひ
す
の
卵
の
中
に
ほ
と
と
ぎ

す
ひ
と
り
生
ま
れ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
は
、
ウ
グ
イ
ス
の
巣

に
托
卵
を
す
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
ウ
グ
イ
ス
は

鳥
自
体
で
は
な
く
そ
の
巣
の
中
の
卵
を
示
し
て
お
り
、
主
眼
は
あ
く
ま
で

（
三
）
卯
の
花
と
鳥
の
組
み
合
わ
せ

万
葉
集
の
歌
の
中
で
卯
の
花
が
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
は
二
十
四
首
あ
り
、

そ
の
う
ち
五
首
が
長
歌
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
詠
ま
れ
て
い
る
鳥
は
、
ホ
ト

ト
ギ
ス
と
ウ
グ
イ
ス
以
外
見
ら
れ
ず
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
十
八
首
、
ウ
グ
イ

ス
は
Ｂ
歌
の
一
首
だ
っ
た
。
た
だ
し
卯
の
花
が
詠
ま
れ
て
い
る
長
歌
五
首

の
う
ち
に
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
ウ
グ
イ
ス
の
両
者
と
も
含
む
歌
が
一
首
あ
る
。

lTiiif
〆～

表
＝

ヘー

う
ぐ
ひ
す
の
卵
の
中
に
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と
り
生
ま
れ
て
己

が
父
に
似
て
は
鳴
か
ず
己
が
母
に
似
て
は
鳴
か
ず
卯
の
花

の
咲
き
た
る
野
辺
ゆ
飛
び
翻
り
来
鳴
き
と
よ
も
し
橘
の

ま
ひ

花
を
居
散
ら
し
ひ
ね
も
す
に
鳴
け
ど
聞
き
よ
し
藷
は
せ
む
遠

く
な
行
き
そ
我
が
や
ど
の
花
橘
に
住
み
渡
れ
鳥
（
巻
九
・
一

七
五
五
）

…
’

な

3４

卯
の
花

ウ
グ
イ
ス

ホ
ト
ト
ギ
ス

四
～
六
月

特
に
冬
～
春

五
月
～
八
・
九
月

時
期

人
家
の
垣
根
・
山
中

平
地
～
山

高
原
・
山
林

場
所
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万葉類歌の比較

ホ
ト
ト
ギ
ス
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
や
は
り
ウ
グ
イ
ス
と
卯
の
花
の
組
み

合
わ
せ
の
歌
と
は
言
い
難
い
。
つ
ま
り
、
万
葉
集
歌
に
お
い
て
、
卯
の
花

と
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
組
み
合
わ
せ
は
多
い
が
、
卯
の
花
と
ウ
グ
イ
ス
の
組
み

合
わ
せ
は
Ｂ
の
歌
以
外
に
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ウ
グ
イ
ス
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
は
全
部
で
五
十
一
首
あ
る
が
、

各
歌
か
ら
季
節
が
判
断
出
来
る
単
語
を
取
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
季
節

ご
と
に
分
け
る
と
、
春
が
四
十
首
、
夏
が
二
首
、
冬
が
五
首
、
ウ
グ
イ
ス

以
外
に
季
節
を
判
断
出
来
る
単
語
が
な
か
っ
た
も
の
が
四
首
あ
っ
た
。
こ

の
う
ち
夏
の
二
首
は
、
前
述
の
長
歌
で
あ
る
一
七
五
五
番
歌
と
Ｂ
歌
の
二

首
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
万
葉
集
の
歌
の
中
で
夏
の
も
の
と
ウ
グ
イ
ス
を
組

み
合
わ
せ
て
詠
ん
だ
歌
は
、
「
卯
の
花
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
Ｂ
歌
以
外

に
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
夏
の
花
で
あ
る
卯
の
花
と
春
の
鳥

で
あ
る
ウ
グ
イ
ス
を
あ
え
て
組
み
合
わ
せ
た
の
は
、
や
は
り
Ａ
歌
が
も
と

に
あ
り
、
そ
の
「
ウ
」
の
音
の
組
み
合
わ
せ
を
さ
ら
に
活
か
そ
う
と
し
た

結
果
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
ウ
グ
イ
ス
は
人
の
生
活
圏
で
生
活
し
て
い
る
と

い
う
認
識
が
あ
っ
た
た
め
に
、
詠
み
込
む
場
所
も
ウ
グ
イ
ス
に
合
わ
せ
て
、

山
の
「
峰
の
上
」
か
ら
人
家
の
「
垣
根
」
に
変
更
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
一
一
一
の
（
三
）
で
詳
し
く
述
べ
る
。

（
四
）
使
用
さ
れ
て
い
る
言
葉

Ｂ
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
に
は
、
万
葉
集
の
中
で
こ
の
歌
に
し
か
使

用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
単
語
は
「
垣
根
」
が
Ｂ
歌
に
の
み
用
い

ら
れ
て
い
て
、
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
「
う
ぐ
ひ
す
」
と
「
卯
の
花
」
が

万
葉
集
に
他
に
例
を
見
な
い
。
対
す
る
Ａ
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
と

そ
の
組
み
合
わ
せ
を
見
て
み
る
と
、
「
峰
の
上
」
は
万
葉
集
に
は
Ａ
歌
を

含
め
て
十
一
首
あ
り
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
「
卯
の
花
」
の
組
み
合
わ
せ

は
十
八
首
あ
る
。

ま
た
、
四
句
目
の
「
憂
き
こ
と
」
も
万
葉
集
に
は
Ａ
・
Ｂ
歌
の
二
首
し

か
例
が
な
い
。
た
だ
し
、
「
万
葉
こ
と
ば
事
典
」
（
青
木
生
子
・
橋
本
達
雄

監
修
、
大
和
書
房
、
二
○
○
｜
年
一
○
月
一
○
日
）
に
よ
る
と
、
「
憂
し
」

と
い
う
こ
と
ば
の
使
用
は
Ａ
・
Ｂ
歌
を
含
め
八
首
あ
る
。
八
首
の
う
ち
四

首
は
仏
教
的
厭
世
観
を
表
す
と
さ
れ
、
Ａ
・
Ｂ
歌
と
残
り
の
二
首
は
「
思

い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
気
持
ち
を
表
す
。
つ
ら
い
、
や
り
き
れ

な
い
、
憎
ら
し
い
の
意
」
と
い
う
国
語
本
来
の
「
う
し
」
の
用
法
に
あ
た

る
。
た
だ
し
、
卯
の
花
と
「
う
し
」
を
か
け
る
例
は
万
葉
集
で
は
Ａ
・
Ｂ

歌
の
二
首
の
み
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
Ａ
歌
は
使
用
例
の
多
い
こ
と
ば
や
組
み
合
わ
せ
を

用
い
て
い
る
が
、
Ｂ
歌
は
こ
と
ば
も
組
み
合
わ
せ
も
珍
し
い
も
の
を
用
い

て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
Ｂ
歌
を
も
と
に
Ａ
歌
を
詠
ん
だ

と
す
る
と
、
珍
し
い
こ
と
ば
や
組
み
合
わ
せ
で
作
ら
れ
た
歌
を
、
あ
え
て

当
時
の
標
準
的
な
も
の
に
換
え
て
詠
み
直
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
よ
り
は
、
標
準
的
な
組
み
合
わ
せ
で
作
ら
れ
た
歌
を
珍
し
い
組
み
合
わ

せ
に
詠
み
換
え
た
の
だ
と
い
う
方
が
、
作
ら
れ
た
順
序
と
し
て
無
理
が
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
Ａ
歌
を
も
と
に
Ｂ

歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
流
れ
が
自
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
Ａ
歌
と
Ｂ
歌
に
お
け
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
ウ
グ
イ
ス
と
い
う

三
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
ウ
グ
イ
ス
の
い
る
情
景
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（
ご
諸
注
に
よ
る
口
語
訳

ま
ず
Ａ
・
Ｂ
各
歌
の
口
語
訳
に
つ
い
て
、
各
注
釈
書
の
そ
れ
ぞ
れ
の
も

の
を
挙
げ
て
お
く
。
注
釈
書
は
、
小
学
館
の
新
旧
の
日
本
古
典
文
学
全
集
、

岩
波
書
店
の
新
旧
の
日
本
文
学
古
典
大
系
、
新
潮
社
の
日
本
文
学
古
典
集

成
、
以
上
五
点
で
あ
る
。

鳥
の
種
類
の
違
い
が
、
歌
か
ら
浮
か
ぶ
情
景
に
ど
の
よ
う
な
違
い
を
生
じ

さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

〈
全
集
〉

Ａ
↓
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
峰
の
上
の
卯
の
花
の
憂
い
こ
と
が
あ
っ
て
か
あ

の
人
が
来
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。

Ｂ
↓
う
ぐ
い
す
の
通
う
垣
根
の
卯
の
花
の
憂
い
こ
と
が
あ
っ
て
か
君
が

見
え
な
い
。

〈
新
全
集
〉

Ａ
↓
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
い
て
い
る
尾
根
の
卯
の
花
の
憂
い
こ
と
が
あ
っ
て

か
あ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
。

Ｂ
↓
う
ぐ
い
す
の
通
う
垣
根
の
卯
の
花
の
憂
い
こ
と
が
あ
っ
て
か
あ
の

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
。

〈
大
系
〉

Ａ
↓
（
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
峯
の
上
の
卯
の
花
の
）
厭
き
こ
と
、
い
や
な

こ
と
が
あ
る
か
ら
か
、
（
な
い
は
ず
だ
の
に
）
ど
う
し
て
あ
な
た
が

お
い
で
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

Ｂ
↓
何
か
面
白
く
な
い
こ
と
が
あ
る
の
か
し
ら
（
そ
ん
な
は
ず
も
な
い
の

に
）
あ
な
た
の
お
い
で
に
な
ら
な
い
こ
と
。

三
）
ホ
ト
ト
ギ
ス

ホ
ト
ト
ギ
ス
が
詠
ま
れ
て
い
る
Ａ
歌
の
二
句
「
鳴
く
峰
の
上
の
」
に
つ

い
て
考
え
る
。
「
峰
の
上
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
は
万
葉
集
に
は
十
一
首

あ
り
、
そ
の
う
ち
鳥
と
の
組
み
合
わ
せ
例
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
し
か
な
い
。

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
「
峰
の
上
」
の
組
み
合
わ
せ
は
Ａ
の
歌
以
外
に
二
例

あ
り
、
い
ず
れ
も
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
木
の
繁
み
辺
り
に
い
る
の
が
興
味
深
い
。

〈
新
大
系
〉

Ａ
↓
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
山
の
尾
根
の
卯
の
花
の
、
心
憂
き
こ
と
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
、
君
が
お
い
で
に
な
ら
な
い
の
は
。

Ｂ
↓
鴬
の
行
き
通
う
垣
根
の
卯
の
花
の
よ
う
に
、
憂
い
こ
と
が
あ
っ
て
か
、

君
が
お
い
で
に
な
ら
な
い
。

〈
集
成
〉

Ａ
↓
時
烏
が
鳴
く
山
の
頂
に
咲
い
て
い
る
卯
の
花
の
名
の
よ
う
に
、
私
を

憂
く
い
と
わ
し
く
思
う
心
が
あ
る
か
ら
な
の
か
あ
の
方
は
お
見
え
に

な
ら
な
い
。

Ｂ
↓
鴬
が
い
つ
も
通
っ
て
く
る
垣
根
の
卯
の
花
の
名
の
よ
う
に
、
う
っ
と

う
し
い
こ
と
が
あ
る
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
あ
の
方
は
い
っ
こ

う
に
来
て
下
さ
ら
な
い
。

１
；
’

一
一
上
の
峰
の
上
の
繁
に
隠
り
に
し
そ
の
ほ
と
と
ぎ
す
待
て

ど
来
鳴
か
ず
（
巻
一
九
・
四
一
一
三
九
）

戸
１
口

木
の
暗
の
繁
き
峰
の
上
を
ほ
と
と
ぎ
す
鴫
き
て
越
ゆ
な
り

今
し
来
ら
し
も
（
巻
一
一
○
・
四
三
○
五
）

3６
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（
三
）
ウ
グ
イ
ス

一
方
、
Ｂ
歌
の
「
通
う
垣
根
の
」
に
つ
い
て
、
万
葉
集
で
の
「
垣
根
」

の
使
用
例
は
他
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
う
ぐ
ひ
す
」
と
と
も

に
詠
ま
れ
て
い
る
、
場
所
や
位
置
が
分
か
る
こ
と
ば
を
見
て
み
る
こ
と
に

す
る
。
「
う
ぐ
ひ
す
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
は
五
十
一
首
あ
り
、
う
ち
六

首
は
長
歌
で
あ
る
。
五
十
一
首
中
、
歌
の
中
に
場
所
・
位
置
を
示
す
こ
と

ば
が
含
ま
れ
る
も
の
は
二
十
九
首
で
、
そ
の
う
ち
人
家
と
関
わ
る
も
の
は

Ｂ
歌
を
含
め
て
十
四
首
あ
っ
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
Ｂ
歌
以
外
の
人
家
と

関
係
す
る
こ
と
ば
の
例
で
あ
る
。
同
一
の
こ
と
ば
を
使
用
し
て
い
る
も
の

は
代
表
例
と
し
て
一
首
の
み
挙
げ
た
。

他
の
鳥
と
「
峰
の
上
」
の
組
み
合
わ
せ
が
な
い
こ
と
か
ら
、
ホ
ト
ト
ギ

ス
が
比
較
的
山
の
高
い
地
域
に
生
息
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
見
か
け
ら
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
印
象
を
こ
こ
か
ら
受
け
る
。…

う
ぐ
ひ
す
の
幸
日
聞
く
な
へ
に
梅
の
花
我
家
の
園
に
咲
き
て

散
る
見
ゆ
（
巻
五
・
八
四
二

Ⅲ
■
耕

我
が
や
ど
の
梅
の
下
枝
に
遊
び
つ
つ
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
散

ら
ま
く
惜
し
み
（
巻
五
・
八
四
二
）

し
ま

春
さ
れ
ば
を
を
り
に
を
を
り
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く
我
が
山
斎
そ

止
ま
ず
通
は
せ
（
巻
六
・
一
○
一
二
）

＊
我
が
山
斎
Ⅱ
庭

！
１
ｌ

う
ち
な
び
く
春
立
ち
ぬ
ら
し
我
が
門
の
柳
の
末
に
う
ぐ
ひ

す
鳴
き
つ
（
巻
一
○
・
一
八
一
九
）

梅
の
花
咲
け
る
岡
辺
に
家
居
れ
ば
乏
し
く
も
あ
ら
ず
う
ぐ

ひ
す
の
声
（
巻
一
○
・
一
八
二
○
）

（
四
）
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
ウ
グ
イ
ス
の
情
景

以
上
の
事
柄
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
か
ら
ど
の
よ
う
な
場
所
や
情

景
が
思
い
浮
か
ぶ
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

Ａ
歌
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
卯
の
花
は
山
の
峰
に
あ
り
「
野
生
の
も

の
」
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
渡
り
鳥
で
、
山
の
高
い
と
こ
ろ
や
山
林
な
ど
、
人

気
の
あ
ま
り
な
い
と
こ
ろ
で
鳴
い
て
い
る
野
生
の
も
の
と
し
て
の
印
象
が

人
家
に
関
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
の
生
活
圏
で
ウ
グ

イ
ス
の
姿
が
見
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ウ
グ
イ
ス
と
人
の
生
活
圏

に
関
し
て
佐
々
木
民
夫
は
「
鳴
か
ざ
る
春
の
「
鴬
」
」
ｓ
万
葉
集
歌
の
こ

と
ば
の
研
究
』
所
収
、
お
う
ふ
う
、
一
一
○
○
四
年
二
月
一
一
○
日
）
で
大
伴

家
持
の
詠
ん
だ
ウ
グ
イ
ス
の
歌
十
二
首
を
取
り
上
げ
、
「
多
く
が
屋
戸
、

苑
と
い
っ
た
身
近
な
空
間
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、

極
め
て
狭
く
限
定
さ
れ
た
自
然
環
境
で
鳴
く
春
の
景
物
と
し
て
歌
わ
れ
て

あ
る
」
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
ウ
グ
イ
ス
が
山
や
野
辺
と
い
っ

た
こ
と
ば
と
詠
ま
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
数
は
多
く
な
い
。
そ
う
し
た
と

こ
ろ
か
ら
、
Ｂ
の
歌
で
ウ
グ
イ
ス
の
行
動
と
し
て
（
山
付
近
か
ら
）
家
へ

「
通
ふ
」
と
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

袖
垂
れ
て
い
ざ
我
が
園
に
う
ぐ
ひ
す
の
木
伝
ひ
散
ら
す
梅

の
花
見
に
（
巻
一
九
・
四
二
七
七
）

Ｉ
＃
急

う
ぐ
ひ
す
の
鳴
き
し
垣
内
に
に
ほ
へ
り
し
梅
こ
の
雪
に
う

つ
る
ふ
ら
む
か
（
巻
一
九
・
四
二
八
七
）
＊
垣
内
Ⅱ
敷
地
内

し
る
Ｉ
１
回

う
ち
な
び
く
春
と
も
箸
く
う
ぐ
ひ
す
は
植
ゑ
木
の
木
問
を

鳴
き
渡
ら
な
む
（
巻
二
○
・
四
四
九
五
）
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〈
表
四
〉
は
、
Ａ
・
Ｂ
歌
の
烏
の
動
作
か
ら
受
け
る
感
覚
と
、
そ
の
時

制
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
〈
表
四
〉
に
示
し
た
よ
う
に
Ａ
歌
と
Ｂ
歌
に

お
け
る
鳥
の
動
作
に
は
、
Ａ
歌
の
「
鳴
く
」
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
で
あ
り

聴
覚
的
、
Ｂ
歌
の
「
通
ふ
」
は
ウ
グ
イ
ス
の
姿
を
詠
ん
で
い
て
視
覚
的
、

と
い
っ
た
違
い
が
見
ら
れ
る
。

（
五
）
動
作
の
感
覚
と
時
制

Ｂ
歌
に
お
い
て
ウ
グ
イ
ス
と
卯
の
花
と
い
う
季
節
の
合
わ
な
い
組
み
合

わ
せ
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
別
の
視
点
か
ら
も
言
及

し
て
み
よ
う
。

強
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
Ａ
の
歌
か
ら
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
声
が
聞

こ
え
る
山
に
ほ
ど
近
い
、
あ
ま
り
人
気
の
な
い
士
地
に
あ
る
家
の
情
景
が

浮
か
ん
で
く
る
。

一
方
Ｂ
歌
に
つ
い
て
は
、
卯
の
花
は
垣
根
と
い
う
こ
と
で
「
人
の
手
が

加
え
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ウ
グ
イ
ス
は
人
家
の

近
く
で
鳴
く
様
子
が
詠
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
Ｂ
の
歌
の
場
面
は
、
人
里

の
中
に
あ
る
、
卯
の
花
が
咲
く
よ
う
に
手
入
れ
さ
れ
た
、
ウ
グ
イ
ス
も
通

う
よ
う
な
垣
根
の
あ
る
家
が
情
景
と
し
て
浮
か
ぶ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
表
四
〉

Ａ
歌
の
鳥
の
動
作
は
「
鳴
く
」
で
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
今
現
在
鳴
い
て

い
る
声
」
が
聞
こ
え
て
い
る
状
態
を
示
す
。
こ
れ
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
く

時
期
と
卯
の
花
の
咲
く
時
期
が
と
も
に
夏
な
の
で
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
い

て
い
る
山
に
咲
い
て
い
る
卯
の
花
と
い
う
状
況
に
問
題
は
な
い
。
一
方
、

Ｂ
歌
の
ウ
グ
イ
ス
の
動
作
は
「
通
う
」
だ
が
、
ウ
グ
イ
ス
の
通
う
時
期
と

卯
の
花
の
咲
く
時
期
は
そ
れ
ぞ
れ
春
と
夏
な
の
で
季
節
が
異
な
る
。
こ
の

問
題
に
関
す
る
動
作
の
時
制
に
つ
い
て
、
以
下
に
ま
と
め
た
。

Ｂ
歌
で
ウ
グ
イ
ス
の
動
作
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
「
通
う
」
と
い
う
単

語
は
、
現
在
の
行
動
だ
け
で
は
な
く
、
継
続
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
動
作

を
表
す
恒
常
性
を
持
つ
単
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
私
た
ち

の
通
う
学
校
は
、
今
夏
休
み
中
だ
」
と
い
う
文
の
「
通
う
」
は
、
「
私
た

ち
」
が
普
段
行
な
っ
て
い
る
習
慣
的
行
為
を
示
し
て
お
り
、
「
夏
休
み
中
」

で
あ
る
今
、
通
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
習
慣
的
な
行

動
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
Ｂ
歌
の
「
う
ぐ
ひ
す
の
通
ふ

垣
根
」
は
、
「
ウ
グ
イ
ス
が
い
つ
も
通
っ
て
い
る
垣
根
」
と
い
う
、
目
の

前
に
ウ
グ
イ
ス
が
い
な
い
状
況
を
表
し
て
い
る
文
と
し
て
も
成
り
立
つ
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ａ
歌
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
「
今
」
鳴
い
て
い
る
山
の

峰
の
上
に
咲
い
て
い
る
卯
の
花
、
Ｂ
歌
は
、
「
現
在
の
事
で
は
な
い
が
」

ウ
グ
イ
ス
が
い
つ
も
通
っ
て
い
る
そ
の
垣
根
に
（
現
在
）
咲
い
て
い
る
卯

の
花
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
注
釈
書
の
口
語
訳
で
は
、
〈
集

成
〉
の
訳
文
が
こ
の
点
を
捉
え
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

「
通
う
」
が
現
在
の
行
動
で
な
く
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ウ
グ
イ

ス
の
い
な
い
状
況
の
卯
の
花
を
詠
ん
だ
と
す
る
と
、
Ｂ
歌
で
ウ
グ
イ
ス
と

卯
の
花
が
あ
わ
せ
て
詠
ま
れ
て
い
る
問
題
も
解
消
で
き
、
夏
の
相
聞
に
配

3８

Ｂ Ａ

「
通
ふ
」

１－

姿
・
視
覚

「
鳴
く
」
Ⅱ
声
・
聴
覚

感
覚

’恒
常
性

現
在

動
作
の
時
制
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万葉類歌の比較

②
鳥
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
歌
の
情
景

そ
の
結
果
、
①
Ａ
歌
が
先
に
作
ら
れ
た
歌
で
、
Ａ
歌
を
も
と
に
し
て
Ｂ

歌
が
作
ら
れ
た
。
②
Ａ
歌
は
情
景
と
し
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
が
聞
こ
え
る

山
近
く
の
あ
ま
り
人
気
の
な
い
土
地
に
あ
る
家
、
Ｂ
歌
は
人
里
に
あ
る
卯

の
花
の
垣
根
が
あ
り
ウ
グ
イ
ス
が
姿
を
見
せ
る
家
と
い
う
情
景
が
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
五
○
一
番
歌
と
一

組
の
類
歌
を
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、
次
の

①
二
首
の
ど
ち
ら
が
先
に
作
ら
れ
た
の
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
矛
盾
が
な
い
と
言
え
る
。

（
本
稿
は
、
二
○
○
六
年
七
月
一
五
日
の
法
政
大
学
国
文
学
会
大
会
で
の

発
表
に
、
手
を
加
え
た
も
の
で
す
。
）

お
わ
り
に

一
五
○
一
番
歌
と
一
九
八
八
番
歌
と
い
う
Ａ
・
Ｂ
ｌ

が
る
こ
と
で
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

（
ゆ
み
か
お
り
・
修
士
課
程
二
年
）

■
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