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新
作
万
葉
集
・
第
五
話 

 

山
部
赤
人
の
富
士
山
の
歌 

山
部
赤
人
の
記
録
は
続
日
本
紀
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
官
人
と
し
て
官
位
が
低
か
っ
た
か
ら
か
、
貴
族
の
使
人

で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
続
日
本
紀
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
原
則
と
し
て
従
五
位
下

に
叙
位
さ
れ
て
か
ら
で
、
名
門
貴
族
で
二
十
歳
半
ば
で
す
。
山
部
赤
人
は
姓
氏
か
ら
し
て
名
門
と
は
言
え
ま

せ
ん
か
ら
、
官
人
と
し
て
も
若
く
な
く
て
も
続
日
本
紀
に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
ま
す
。 

万
葉
集
に
お
い
て
は
、
聖
武
天
皇
即
位
年
の
神
亀
元
年
か
ら
天
平
八
年
頃
ま
で
十
三
年
間
に
活
躍
し
た
歌
人

で
す
。 

万
葉
集
か
ら
は
、
名
門
中
の
名
門
出
身
の
藤
原
宇
合
に
仕
え
て
い
た
人
物
と
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
、

山
部
赤
人
は
天
平
九
年
の
天
然
痘
の
大
流
行
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
藤
原
宇
合
自
身

も
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

天
平
八
年
の
歌
（
巻
六
・
一
０
０
五
―
一
０
０
六
）
が
最
後
の
歌
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
う
推
定
す

る
こ
と
は
可
能
で
す
。 

山
部
赤
人
は
、
第
一
番
目
の
勅
撰
集
で
あ
る
古
今
和
歌
集
の
仮
名
序
で
柿
本
人
麻
呂
が
歌
聖
と
呼
ば
れ
た
の

に
対
し
て
、
優
劣
付
け
が
た
い
と
称
さ
れ
て
、
歌
人
と
し
て
最
高
の
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
古
今
集
で
は
山

辺
赤
人
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
万
葉
集
で
は
山
部
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
本
著
で
は
以
降
、
山
部
赤

人
と
記
述
し
ま
す 

。 

笠
金
村
の
場
合
に
は
、
同
門
の
笠
麻
呂
（
出
家
し
て
満
誓
）
と
の
関
係
で
大
伴
旅
人
と
大
伴
坂
上
郎
女
と
交

流
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
で
は
山
部
赤
人
の
五
十
首
の
歌
は
ど
う
し
て
万
葉
集
に
収
録
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。 

大
伴
家
の
関
係
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
は
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
時
期
、
大
伴
家
で
倭
歌
に
お
い
て
中
心
的
人
物
は
大
伴
坂
上
郎
女
で
す
。 

そ
れ
で
は
大
伴
坂
上
郎
女
が
山
部
赤
人
の
歌
を
引
用
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
の
他
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
藤
原
宇
合
―
藤
原
良
継
（
宇
合
の
第
二
子
）
―
大
伴
家
持
の
関
係
か
ら
、
大

伴
家
持
が
入
手
し
た
と
考
え
る
こ
と
で
す
。 

山
部
赤
人
の
歌
は
総
計
五
十
首
が
万
葉
集
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
長
歌
が
十
三
首
と
多
い
こ
と
と
、
自

作
の
歌
だ
け
で
、
歌
集
か
ら
の
引
用
歌
は
な
い
こ
と
が
特
徴
で
す
。 

山
部
赤
人
は
歌
集
を
作
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
同
時
期
、
活
躍
し
た
笠
金
村
は
歌
集
を
作
っ
て

い
ま
す
。 

万
葉
集
編
纂
者
は
山
部
赤
人
歌
集
を
入
手
し
、
ほ
と
ん
ど
の
歌
を
万
葉
集
に
収
録
し
、
歌
集
の
認
識
が
な
く

な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
す
。 

本
章
で
は
山
部
赤
人
の
超
有
名
な
「
不
尽
山
（
富
士
山
）
の
歌
」
を
考
察
し
て
み
ま
す
。 

山
部
赤
人
の
名
前
が
明
確
で
、
最
初
期
の
歌
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
歌
の
背
景
に
は
、
あ

る
事
件
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。 

ま
ず
こ
の
歌
の
万
葉
集
に
お
け
る
配
列
を
眺
め
る
と
作
者
名
が
明
瞭
な
歌
の
中
で
、
大
伴
旅
人
が
初
め
て
作

っ
た
歌
の
直
後
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
大
伴
旅
人
の
歌
は
、
聖
武
天
皇
が
即
位
さ
れ
て
改
元
さ
れ
た
神
亀
元
年
三
月
の
聖
武
天
皇
の
初
め
て
の
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行
幸
で
あ
っ
た
吉
野
宮
行
幸
の
時
の
歌
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
吉
野
宮
行
幸
の
一
ヶ
月
前
に
大
伴
旅
人
は

従
三
位
か
ら
正
三
位
に
叙
位
さ
れ
、
封
戸
を
加
増
さ
れ
た
ば
か
り
で
し
た
。 

こ
の
大
伴
旅
人
の
歌
に
は
作
歌
時
期
を
示
す
記
録
は
、
題
詞
に
「
暮
春
の
月
・
・
・
」
と
あ
る
だ
け
で
時
期

を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
先
の
吉
野
宮
行
幸
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
後
ほ
ど

考
察
し
ま
す
。 

中
納
言
・
正
三
位
の
大
伴
旅
人
が
勅
に
よ
っ
て
作
っ
た
初
め
て
の
歌
（
結
果
的
に
は
こ
の
歌
は
奏
上
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
）
の
次
に
配
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
伴
旅
人
と
の
接
点
を
考
え
た
く
な
り
ま
す
。
事
実
、

当
時
、
大
伴
旅
人
は
筆
頭
中
納
言
（
大
納
言
は
空
位
）
で
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
進
め
る
事
件
の
推
移
は
す

べ
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

従
っ
て
、
大
伴
旅
人
は
山
部
赤
人
の
「
不
尽
山
の
歌
」
を
誰
よ
り
も
早
く
知
り
う
る
立
場
に
い
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

ま
ず
山
部
赤
人
の
「
不
尽
山
の
歌
」（
巻
三
・
三
一
七
と
三
一
八
）
を
掲
げ
ま
す
。 

 

山
部
宿
禰

や
ま
べ
の
す
く
ね

赤
人

あ
か
ひ
と

の
不
尽
山

ふ

じ

や

ま

を
望 の

ぞ

め
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌 

▼
天
地

あ
め
つ
ち

の 

分 わ
か

れ
し
時
ゆ 

神 か
む

さ
び
て 

高
く

貴
た
ふ
と

き 

駿
河

す

る

が

な
る 
布
士

ふ

じ

の
高
嶺

た

か

ね

を 

天 あ
ま

の
原 

振 ふ

り
放 さ

け
見
れ

ば 

渡
る
日
の 

影 か
げ

も
隠 か

く

ら
ひ 

照
る
月
の 

光
も
見
え
ず 

白
雲

し
ろ
く
も

も 

い
行
き
は
ば
か
り 

時
じ
く
そ 

雪
は
降

り
け
る 

語
り
継 つ

ぎ 

言
ひ
継
ぎ
行
か
む 

不
尽

ふ

じ

の
高
嶺

た

か

ね

は 

 

反
歌 

▼
田
児

た

ご

の
浦
ゆ 

う
ち
出い

で
て
見
れ
ば 

真
白

ま

し

ろ

に
そ 

不
尽

ふ

じ

の
高
嶺

た

か

ね

に 

雪
は
降
り
け
る 

 

長
歌
の
導
入
部
は
定
型
化
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
訳
を
割
愛
す
る
と
、［
富
士
山
を
仰
ぐ
と
、
空
を
渡
る
太

陽
も
頂
に
隠
れ
、
月
の
明
か
り
も
見
え
ず
、
白
雲
も
山
に
か
か
っ
て
行
き
止
ま
り
、
絶
え
ず
雪
は
降
っ
た
ら

し
い
、
語
り
継
ぎ
、
言
い
継
い
で
い
こ
う
。
富
士
の
高
嶺
を
］
の
意
で
す
。 

時
期
を
推
定
で
き
る
よ
う
な
表
現
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
時
じ
く
そ
」
と
い
う
句
か
ら
季
節
を
推
定
で
き
そ

う
で
す
。「
時
じ
く
そ
」
は
｛
絶
え
ず
、
間
な
く
｝
の
意
で
す
か
ら
、｛
雪
が
絶
え
ず
降
る
｝
季
節
と
い
え
ば

冬
で
す
。
晩
秋
に
な
れ
ば
冠
雪
を
い
た
だ
き
、
山
頂
付
近
で
雪
が
降
り
始
め
ま
す
。 

冠
雪
を
見
て
雪
が
降
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
っ
て
、
山
頂
に
雪
が
降
っ
て
い
る
こ
と
は
観
察
で
き
な
い

こ
と
は
現
在
で
も
明
ら
か
で
す
。
こ
の
歌
の
描
写
は
初
冠
雪
の
時
の
ま
だ
爽
や
か
さ
の
残
る
季
節
で
は
な
く
、

ど
ん
よ
り
淀
ん
だ
雲
か
ら
推
定
し
て
、
晩
秋
或
い
は
冬
と
推
定
し
ま
す
。 

従
っ
て
寒
さ
を
覚
え
、
雪
が
降
っ
た
と
実
感
し
て
い
る
よ
う
で
す
。 

次
の
反
歌
は
、「
ゆ
」
が
｛
か
ら
｝
の
意
か
ら
、「
田
児
の
浦
」
を
出
港
し
て
ま
も
な
く
詠
ま
れ
た
と
想
定
さ

れ
ま
す
。「
け
る
」
は
過
去
あ
る
い
は
「
詠
嘆
」
を
意
味
す
る
「
け
り
」
の
連
体
形
で
す
。
従
っ
て
、｛
雪
は
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降
っ
て
い
た
の
だ
な
｝
と
解
釈
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
目
的
地
に
向
か
う
時
に
は
、
見
て
い
て
も
気
に
留
め

て
い
な
か
っ
た
の
に
、
目
的
を
果
た
し
、
安
堵
感
が
湧
き
、
振
り
返
っ
て
み
て
、
山
頂
に
積
も
っ
た
雪
を
被

っ
た
富
士
山
を
眺
め
て
感
激
し
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。 

第
一
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅰ

）」
が
詠
ま
れ
た
の
は
陸
奥
国
へ
の
往
路
か
帰
路
か
と
い
う
問
は
、｛
反
乱
が
鎮

圧
さ
れ
、
帰
還
中
の
気
分
的
に
安
堵
し
た
気
持
ち
で
「
不
尽
山
」
を
仰
ぎ
見
る
余
裕
が
出
て
き
て
い
る
｝
と

直
感
し
て
帰
路
と
判
断
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
だ
け
で
は
こ
の
歌
の
時
代
的
背
景
は
不
明
で
す
。
そ
こ
で
万
葉
集
を
面
と
し
て
考
え
て
，
他
の
歌
と
関

連
さ
せ
て
考
え
ま
し
た
。 

 

第
二
の
「
不
尽
山
の
歌
」
の
収
録
の
背
景 

万
葉
集
で
は
こ
の
山
部
赤
人
の
「
不
尽
山
の
歌
」
の
直
後
に
、
同
じ
よ
う
な
作
者
不
詳
の
「
不
尽
山
」
の
歌

が
続
き
ま
す
。
原
歌
で
は
両
歌
と
も
「
不
盡
山
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

山
部
赤
人
の
「
不
尽
山
の
歌
」
の
直
後
の
、
題
詞
に
「
不
尽
山
を
詠
め
る
歌
一
首
併
せ
て
短
歌
」
と
記
さ
れ

た
歌
の
作
者
は
、
笠
金
村
あ
る
い
は
山
部
赤
人
説
が
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
両
歌
人
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
、
名
前
を
記
さ
な
か
っ
た
か
と
い
う
新
た
な
疑
問
が
生
じ
ま
す
。 

第
一
の
山
部
赤
人
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅰ

）」
と
比
較
す
る
た
め
に
、
第
二
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）
」（
巻

三
・
三
一
九
、
三
二
０
、
三
二
一
）
を
掲
げ
、
作
者
不
詳
の
「
不
尽
の
歌
（Ⅱ

）」
が
挿
入
さ
れ
た
背
景
を

考
察
し
ま
す
。 

ま
ず
、
「
不
尽
の
山
（Ⅱ

）」
の
歌
を
掲
げ
ま
す
。 

不
尽
山

ふ
じ
の
や
ま

を
詠 よ

め
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌 

 
 

▼
な
ま
よ
み
の 

甲
斐

か

ひ

の
国 

う
ち
寄
す
る 

駿
河

す

る

が

の
国
と 

こ
ち
ご
ち
の 

国
の
み
中 な

か

ゆ 
出
で
立
て
る 

不
尽

ふ

じ

の
高
嶺

た

か

ね

は 

天 あ
ま

雲 ぐ
も

も 

い
行
き
は
ば
か
り 

飛
ぶ
鳥
も 

飛
び
も
上 の

ぼ

ら
ず 

燃
ゆ
る
火
を 

雪
も
ち
消 け

ち 

降
る
雪
を 

火
も
ち
消 け

ち
つ
つ 

言
ひ
も
え
ず 

名 な

づ
け
も
知
ら
ず 

霊 く
す

し
く
も 

い
ま
す
神
か
も 

石
花

せ

の
海
と 

名
づ
け
て
あ
る
も 

そ
の
山
の 

 

つ
つ
め
る
海
そ 

不
尽

ふ

じ

河 が
は

と 

人
の
渡
る
も 

そ
の
山

の 

水
の
激 た

ぎ

ち
そ 

日 ひ

の
本 も

と

の 

大
和

や

ま

と

の
国
の 

鎮
し
づ
め

と
も 

座 い
ま

す
神
か
も 

宝
た
か
ら

と
も 

生 な

れ
る
山
か
も 

駿
河

な
る 

不
尽
の
高
嶺
は 

見
れ
ど
飽 あ

か
ぬ
か
も 

 

反
歌 

 
 

▼
不
尽

ふ

じ

の
嶺 ね

に
降
り
置
く
雪
は
六
月

み
な
つ
き

の
十
五
日

も

ち

に
消 け

ゆ
れ
ば
そ
の
夜 よ

降
り
け
り 



4 

 

 

不
尽
の
嶺
を
高
み

恐
か
し
こ

み
天 あ

ま

雲 く
も

も
い
行
き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の
を 

 
 
 

右
の
一
首
は
、
高

橋

連

た
か
は
し
の
む
ら
じ

虫 む
し

麿 ま
ろ

の
歌
の
中
に
出
づ
。
類

た
ぐ
ひ

を
以 も

ち
て
こ
こ
に
載 の

す
。 

 

こ
の
第
二
の
長
歌
に
は
二
首
の
反
歌
が
副
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
反
歌
の
二
つ
目
の
歌
に
続
く
よ
う
に

左
注
が
記
さ
れ
、
そ
こ
に
「
右
の
一
首
は
、
高
橋
連
虫
麿
の
歌
の
中
に
出
づ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
従
っ

て
反
歌
の
第
二
首
目
の
歌
は
高
橋
虫
麻
呂
の
作
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

第
一
と
第
二
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅰ

）」
と
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）」
に
は
決
定
的
な
差
が
あ
り
ま
す
。
第
一

の
長
歌
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅰ

）
」
の
描
写
は
、
現
実
的
で
、
山
部
赤
人
の
心
情
が
読
み
取
れ
る
ほ
ど
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
第
二
の
長
歌
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）」
は
不
尽
山
へ
の,

讃
歌
あ
る
い
は
地
理
学
的
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
第
二
の
長
歌
の
反
歌
の
左
注
に
「
高
橋
虫
麻
呂
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
連
想
す
る
こ
と
は
、
こ
の
第
二
の
「
不
尽
の
山
（Ⅱ
）
」
の
歌
の
作
者
は
藤
原
宇
合
の
付
き
人
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
高
橋
虫
麻
呂
は
そ
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
が
、
彼
の
作
は
反
歌
の
第

二
首
目
の
歌
で
す
か
ら
、
長
歌
と
第
一
反
歌
は
異
な
っ
た
人
が
詠
ん
だ
と
考
え
る
べ
き
で
す
。 

蝦
夷
征
討
持
節
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
藤
原
宇
合
が
本
項
の
キ
ー
マ
ン
で
す
の
で
、
そ
の
関
連
し
た
生
涯
の

一
部
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。 

藤
原
宇
合
は
若
い
時
、
す
な
わ
ち
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
遣
唐
使
（
押
使
・
多
治
比
県
守
、
大
使
・
大
伴
山

守
）
の
副
使
と
し
て
唐
に
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
翌
年
養
老
に
改
元
さ
れ
ま
す
が
、
養
老
元
年
（
七
一

七
）
三
月
に
帰
国
し
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
常
陸
守
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
続
日
本
紀
に
は
こ
の
叙
任
の
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
養
老
三
年
（
七
一
九
）
七
月
に
常
陸
守
と
し
て
、
安
房
国
・
上
総
国
・
下
総
国
の
三
国
を
管
掌
す
る
按

察
使
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
こ
と
か
ら
藤
原
宇
合
は
遅
く
と
も
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
は
常
陸
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。 

高
橋
虫
麻
呂
は
万
葉
集
か
ら
、
藤
原
宇
合
の
使
人
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
藤
原
宇
合
の
常
陸
守
赴
任
ん

い
同
行
し
て
い
た
は
ず
で
す
。 

反
歌
第
一
首
目
の
歌
に
六
月
十
五
日
の
日
付
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
赴
任
時
候
と
考
え
る
こ
と
は
可

能
で
す
。
通
常
、
一
月
に
叙
位
の
発
表
が
あ
り
、
二
月
以
降
に
叙
任
が
発
表
さ
れ
ま
す
の
で
、
五
月
頃
に
ず

れ
込
み
、
相
模
湾
を
航
行
時
期
が
六
月
に
な
っ
た
こ
と
は
想
定
範
囲
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
藤
原
宇
合
の
常

陸
守
叙
任
は
続
日
本
紀
に
は
記
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
確
定
は
で
き
ま
せ
ん
。 

六
月
と
雪
と
は
季
節
は
ず
れ
で
、
関
係
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
こ
の
時
代
は
寒
期
で
ほ
と
ん
ど
年
中
、

富
士
山
は
雪
の
冠
節
が
見
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

更
に
こ
の
推
論
を
進
め
れ
ば
、
第
二
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）
」
が
「
讃
歌
」
あ
る
い
は
「
地
理
学
的
」
と

感
じ
ら
れ
る
の
は
、
予
め
調
査
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
こ
の
赴
任
の
時
の
高
揚
感
を
持
っ
て
詠
ま
れ
た
と
考

え
る
こ
と
は
想
定
可
能
で
す
。
常
陸
国
は
藤
原
家
に
と
っ
て
重
要
な
土
地
だ
っ
た
か
ら
で
す
。 

推
定
に
従
え
ば
、
第
二
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）」
が
時
代
的
に
古
い
の
で
、
通
則
か
ら
す
れ
ば
、
第
二
の

「
不
尽
の
山
（Ⅱ

）」
、
第
一
の
「
不
尽
の
山
（Ⅰ

）
」
の
順
に
配
列
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、
こ
こ
で
は
逆
転
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し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

配
列
順
序
は
入
手
順
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
配
列
は
万
葉
集
の
編
集
者
の
入
手
時

期
を
考
慮
し
た
方
針
に
沿
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
す
。 

つ
ま
り
、「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）
」
は
山
部
赤
人
の
二
首
の
歌
（「
不
尽
山
の
歌
（Ⅰ

）」
と
「
山
部
宿
禰
赤
人

の
伊
予
の
温
泉
に
至
り
て
・
・
・
」
の
歌
の
間
に
挿
入
さ
れ
た
「
不
尽
山
の
歌
」
と
考
だ
か
ら
で
す
。 

第
二
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）
」
の
左
注
で
は
、
第
二
首
目
の
反
歌
の
み
が
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
の
歌
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
長
歌
と
第
一
首
目
の
反
歌
一
首
は
高
橋
虫
麻
呂
よ
り
も
下
位
の
人
の
作
と
考
え
る
方
が

合
理
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

山
部
赤
人
（
巻
三
・
四
三
一
か
ら
四
三
三
）
と
高
橋
虫
麻
呂
（
歌
集
）（
巻
九
・
一
八
０
七
―
一
八
０
八
）

は
万
葉
集
に
お
い
て
、
同
じ
歌
題
、
す
な
わ
ち
上
総
国
葛
飾
（
今
の
市
川
市
）
に
伝
わ
る
美
少
女
、「
真
間

の
手
古
奈
」
の
こ
と
を
歌
に
詠
ん
で
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
歌
の
題
詞
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

山
部
赤
人
も
東
国
に
行
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
、
二
人
に
は
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま

す
。 

高
橋
虫
麻
呂
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
山
部
赤
人
も
藤
原
宇
合
の
使
人
で
あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
想
定
し

て
い
ま
す
。
先
に
進
み
ま
す
。 

こ
の
第
二
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）
」
に
続
い
て
、
新
た
な
船
旅
に
関
す
る
山
部
赤
人
の
歌
が
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
そ
の
題
詞
か
ら
伊
予
の
温
泉
で
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
歌

を
「
伊
予
の
歌
」
と
称
す
れ
ば
万
葉
集
に
お
け
る
配
列
が
隣
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
不
尽
山
の
歌
」
と

「
伊
予
の
歌
」
の
関
連
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
考
察
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

山
部
赤
人
の
こ
れ
ら
二
つ
の
歌
の
関
連
性
は
続
日
本
紀
に
あ
る
次
の
記
事
で
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
し
た
。 

続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
「
神
亀
二
年
閏
正
月
、
陸
奥
（
み
ち
の
く
）
国
の
蝦
夷
（
え
み
し
）
の
捕
虜
百
四
十
四
人

を
伊
予
国
に
、
五
百
七
十
八
人
を
筑
紫
に
、
十
五
人
を
和
泉
監
（
い
ず
み
の
げ
ん
）
に
そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
た
」

（
宇
治
谷
孟
著
）
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
記
事
の
背
景
を
更
に
追
っ
て
み
る
と
、
こ
の
記
事
の
約
一
年
前
の
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
三
月
に
蝦
夷

の
反
乱
に
よ
っ
て
大
掾
（
国
守
、
介
に
つ
ぐ
職
階
の
役
人
）・
従
六
位
上
の
佐
伯
児
屋
麻
呂
が
殺
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
陸
奥
国
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
翌
月
の
四
月
に
式
部
卿
・
正
四
位
上
の
藤
原

宇
合
を
持
節
大
将
軍
と
し
て
、
宮
内
大
輔
・
従
五
位
上
の
高
橋
安
麻
呂
を
副
将
軍
に
任
じ
て
蝦
夷
の
征
討
軍

が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。 

少
し
人
間
関
係
に
言
及
す
れ
ば
、
先
述
の
高
橋
（
連
）
虫
麻
呂
は
こ
の
副
将
軍
の
高
橋
安
麻
呂
の
姓
が
朝
臣

で
す
の
で
、
同
門
出
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
万
葉
集
で
は
大
将
軍
の
藤
原
宇
合
と
使
人
の
よ
う
に
東
国
派

遣
に
従
っ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
ま
し
た
。
そ
の
関
係
で
、
第
二
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）
」
が
挿
入
さ
れ

た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
歌
が
こ
の
事
件
の
関
係
者
の
歌
と
考
え
れ
ば
、
万
葉
集
編
者
の
意
図
は
納
得
が
い
き

ま
す
。
藤
原
宇
合
が
常
陸
守
と
し
て
常
陸
国
に
赴
く
時
と
同
じ
航
路
を
辿
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
捕
虜
護

送
に
携
わ
っ
て
い
た
役
人
の
中
に
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅱ

）」
を
思
い
出
し
た
の
は
納
得
が
い
く
と
い
う
意
味

で
す
。 

こ
の
事
件
は
聖
武
天
皇
の
即
位
か
ら
約
二
カ
月
後
の
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
三
月
に
発
生
し
ま
し
た
。 

即
位
年
の
三
月
に
五
日
間
の
日
程
で
吉
野
宮
へ
も
行
幸
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
は
事
件
は
報
告
さ
れ
て
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い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。「
神
亀
元
年
三
月
吉
野
行
幸
」
と
称
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

同
年
十
月
、
つ
ま
り
反
乱
発
生
後
、
約
半
年
後
に
紀
伊
国
に
行
幸
さ
れ
ま
し
た
。
約
二
十
日
間
の
日
程
で
し

た
。「
神
亀
元
年
十
月
紀
伊
国
行
幸
」
と
称
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

こ
の
両
行
幸
は
万
葉
集
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
即
位
後
そ
れ
ぞ
れ
初
め
て
の
行
幸
で

す
か
ら
、
万
葉
集
に
は
記
念
す
べ
き
歌
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

吉
野
宮
へ
の
行
幸
は
五
日
間
で
し
た
が
、
蝦
夷
の
反
乱
は
聖
武
天
皇
が
吉
野
行
幸
か
ら
平
城
宮
に
還
幸
さ
れ

て
か
ら
二
十
日
後
に
発
生
し
ま
し
た
。
紀
伊
国
行
幸
は
十
月
五
日
に
出
発
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
蝦
夷
の
反
乱

は
そ
の
時
に
は
ほ
ぼ
鎮
圧
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
蝦
夷
反
乱
の
最
中
の
行
幸
と
も
一
見
考
え
ら
れ
そ
う

で
す
が
、
陸
奥
国
と
い
う
当
時
遠
方
の
地
の
こ
と
で
す
か
ら
問
題
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ

れ
以
上
に
即
位
さ
れ
た
聖
武
天
皇
に
は
新
都
建
設
（
難
波
京
）
の
夢
が
あ
っ
た
こ
と
が
紀
伊
国
行
幸
を
敢
行

さ
れ
た
と
想
定
し
て
い
ま
す
。 

後
の
話
で
す
が
天
平
十
二
年
九
月
に
、
筑
紫
で
藤
原
広
嗣
が
反
乱
を
起
し
た
時
も
聖
武
天
皇
は
伊
勢
行
幸
を

敢
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
の
反
乱
は
蝦
夷
反
乱
と
は
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
大
規
模
で
し
た
し
、
朝
廷
の
要

諦
の
地
、
大
宰
府
も
陥
落
の
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
新
都
建
設
（
こ
の
時
は
恭
仁
京
）
の
思

い
が
強
か
っ
た
こ
と
が
続
日
本
紀
か
ら
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
伊
勢
行
幸
に
は
二
十
三
歳
の
大
伴
家
持
が
内

舎
人
と
し
て
従
駕
し
、
そ
の
時
の
歌
が
万
葉
集
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

即
位
さ
れ
た
ば
か
り
の
聖
武
天
皇
に
と
っ
て
紀
伊
行
幸
は
重
要
な
決
断
、
成
就
請
願
の
機
会
だ
っ
た
の
で
す
。

続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
、
神
亀
元
年
四
月
に
藤
原
宇
合
が
持
節
大
将
軍
、
高
橋
安
麻
呂
が
副
将
軍
に
任
じ
ら
れ
、

同
年
十
一
月
に
は
「
近
江
国
に
駐
屯
す
る
持
節
大
将
軍
の
藤
原
宇
合
を
慰
問
す
る
た
め
に
内
舎
人
を
派
遣
し

た
」
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
短
期
間
に
こ
の
事
件
は
平
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

そ
し
て
翌
年
の
神
亀
二
年
閏
正
月
に
｛
捕
虜
を
伊
予
国
と
筑
紫
そ
れ
に
和
泉
監
に
護
送
す
る
こ
と
｝
が
続
日

本
紀
に
記
録
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
同
月
に
聖
武
天
皇
は
み
ず
か
ら
藤
原
宇
合
以
下
、
千
六
百
九
十
六
人
に

地
位
や
功
労
に
応
じ
て
勲
位
を
授
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
大
将
軍
の
藤
原
宇
合
は
正
四
位
上
か
ら
従
三

位
・
勲
二
等
が
、
副
将
軍
の
高
橋
安
麻
呂
は
従
五
位
上
か
ら
正
五
位
下
・
勲
五
等
を
賜
っ
て
い
ま
す
。 

山
部
赤
人
が
第
一
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅰ

）」（
巻
三
・
三
一
八
」
と
「
伊
予
の
歌
」（
巻
三
・
三
二
三
」
と

を
ほ
ぼ
同
じ
時
系
列
的
に
詠
ん
だ
こ
と
か
ら
こ
の
二
つ
の
歌
は
こ
の
蝦
夷
反
乱
事
件
に
関
わ
っ
た
と
考
え

る
の
が
合
理
的
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。 

こ
の
考
え
に
沿
っ
て
山
部
赤
人
の
立
場
か
ら
話
を
進
め
て
み
ま
し
ょ
う
。 

興
味
あ
る
こ
と
は
山
部
赤
人
は
「
神
亀
元
年
十
月
紀
伊
行
幸
」
に
も
従
駕
し
て
い
る
こ
と
で
す
。 

山
部
赤
人
の
歌
（
巻
六
・
九
一
七
、
九
一
八
、
九
一
九
、
後
述
）
の
題
詞
か
ら
時
期
も
明
ら
か
で
す
。
従
っ

て
神
亀
一
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
山
部
赤
人
の
行
動
は
紀
伊
国
行
幸
従
駕
―
陸
奥
方
面
へ
の
捕
虜
引
き

取
り
ー
伊
予
国
へ
の
護
送
を
説
明
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
す
べ
て
軍
船
で
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
ず
軍
船
に
乗
っ
て
聖
武
天
皇

の
紀
伊
行
幸
に
従
駕
し
ま
す
。
行
幸
の
護
衛
で
し
ょ
う
。 

こ
の
時
の
行
幸
で
は
、
聖
武
天
皇
は
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
十
月
（
二
十
五
日
）
に
還
幸
さ
れ
て
い
る
の
で
、

陸
奥
国
の
捕
虜
を
護
送
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
神
亀
元
年
十
一
月
の
初
旬
と
推
定
し
ま
す
。
「
田
児

の
浦
」
に
寄
港
す
る
の
は
陸
奥
国
に
行
く
時
か
、
あ
る
い
は
帰
る
時
か
は
不
明
で
す
が
季
節
的
に
は
冬
あ
る

い
は
初
春
ま
で
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
「
不
尽
山
の
歌
」
の
中
で
「
雪
は
降
り
け
る
」
と
詠
ん
だ
季
節
感
に
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対
応
し
ま
す
。
反
乱
が
鎮
圧
さ
れ
て
捕
虜
を
護
送
す
る
途
中
で
、
寄
港
し
た
今
の
田
子
の
浦
を
船
出
し
て
、

し
ば
ら
く
し
て
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅰ

）
」
は
詠
ま
れ
た
と
考
え
ま
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
神
亀
元
年
十
二
月
末

か
ら
二
年
一
月
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

想
定
で
は
こ
の
間
二
ヶ
月
か
か
っ
て
い
ま
す
が
可
能
な
行
程
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。 

そ
し
て
神
亀
二
年
一
月
末
に
難
波
津
に
帰
還
し
た
の
で
す
。
神
亀
二
年
正
月
に
は
続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
一
月

と
閏
一
月
が
二
ヶ
月
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
伊
予
国
へ
の
護
送
を
閏
正
月
（
四
日
）
と
考
え
れ
ば
合

理
的
な
行
程
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。 

事
実
、
続
日
本
紀
に
は
神
亀
二
年
閏
正
月
（
四
日
）
に
「
捕
虜
を
伊
予
国
、
筑
紫
お
よ
び
和
泉
監
に
そ
れ
ぞ

れ
配
置
し
た
」
と
完
了
形
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
護
送
軍
船
の
出
港
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

「
伊
予
の
歌
」（
巻
三
・
三
二
二
、
三
二
三
）
を
掲
げ
ま
す
。 

  
 山

部
宿
禰

や
ま
べ
の
す
く
ね

赤
人

あ
か
ひ
と

の
伊
予

い

よ

の
温
泉

ゆ

に
至
り
て
作
れ
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌 

▼
皇 す

神
祖

め

ろ

き

の 

神
の
命

み
こ
と

の 

敷 し

き
い
ま
す 

国
の
こ
と
ご
と 
湯 ゆ

は
し
も 

多
に
あ
れ
ど
も 

島
山

し
ま
や
ま

の 

宜 よ
ろ

し
き

国
と 

こ
ご
し
き 

伊
予

い

よ

の
高
嶺

た

か

ね

の 

射
狭
庭

い

さ

に

は

の 

岡
に
立
た
し
て 

う
ち
思 し

の

び 

辞 こ
と

思 し
の

ひ
せ
し 

み
湯 ゆ

の
上 う

へ

の 

樹
群

こ
む

ら

を
見
れ
ば 

臣 お
み

の
木
も 

生 お

ひ
継 つ

ぎ
に
け
り 

鳴
く
鳥
の 

声
も
変
ら
ず 
遠 と

ほ

き
代
に 

神 か
む

さ
び
ゆ
か
む 

行
幸
処

い
で
ま
し
ど
こ
ろ 

反
歌 

▼
も
も
し
き
の 

大
宮
人

お
ほ
み
や
び
と

の 

飽
田
津

に

き

た

つ

に 

船
乗

ふ

な

の

り
し
け
む 

年 と
し

の
知
ら
な
く 

 

こ
の
山
部
赤
人
の
歌
を
陸
奥
国
の
捕
虜
を
護
送
し
て
伊
予
に
来
た
時
の
歌
と
想
定
し
ま
し
た
。
想
定
が
正
し

け
れ
ば
時
は
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
は
神
亀
二
年
閏
一
月
中
あ
る
い
は
遅
く
と
も
二
月
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
山
部
赤
人
は
伊
予
国
護
送
（
続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
捕
虜
百
四
十
四
人
）
を
担
当
し
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
筑
紫
に
は
捕
虜
五
百
七
十
八
を
護
送
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
他
の
部
隊
の
役
目
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

こ
の
歌
も
捕
虜
護
送
の
こ
と
は
一
切
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

伊
予
温
泉
に
は
歴
代
の
天
皇
が
行
幸
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
は
詠
み
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。 

捕
虜
を
収
容
し
た
後
の
安
堵
し
た
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
す
。
こ
の
反
歌
か
ら
山
部
赤
人
は
額
田
王

の
歌
（
巻
一
・
九
）
を
知
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
参
考
ま
で
に
額
田
王
の
歌
を
掲
げ
ま
す
。 

 

額
田
王
の
歌 
 

熱
田
津

に

き

た

つ

に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮 し

お

も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出 い

で
な 
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「
伊
予
の
歌
」
の
反
歌
か
ら
、
山
部
赤
人
は
、
こ
の
額
田
王
の
歌
を
知
っ
た
上
で
詠
ん
だ
は
ず
で
す
。 

「
伊
予
の
歌
」
が
詠
ま
れ
た
背
景
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
神
亀
二
年
一
月
に
難
波
津
に
帰
港
、

そ
し
て
閏
一
月
（
続
日
本
紀
）
に
伊
予
に
向
け
て
出
港
、
そ
れ
か
ら
一
カ
月
も
経
た
な
い
あ
る
日
、
捕
虜
が

収
監
さ
れ
て
ほ
っ
と
し
た
時
に
「
伊
予
の
歌
」
が
詠
ま
れ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
の
話
を
整
理
し
て
合
理
性
を
確
認
し
ま
す
。 

 

（一
）
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
三
月
、
陸
奥
国
の
蝦
夷
の
反
乱
に
よ
っ
て
大
掾
（
国
守
、
介
に
つ
ぐ
職
階
の
役

人
）・
従
六
位
上
の
佐
伯
児
屋
麻
呂
が
殺
害
さ
れ
る
（
続
日
本
紀
）。 

（二
）
同
年
四
月
、
藤
原
宇
合
が
大
将
軍
と
し
て
征
討
の
た
め
派
遣
さ
れ
る
（
続
日
本
紀
）。 

（三
）
同
年
十
一
月
、
近
江
国
（
帰
京
中
）
に
滞
在
し
て
い
た
藤
原
宇
合
を
慰
問
の
た
め
勅
使
（
内
舎
人
）
を

派
遣
（
続
日
本
紀
）。 

（四
）
山
部
赤
人
、
第
一
の
「
不
尽
山
の
歌
（Ⅰ

）」
を
詠
む
（
詠
ま
れ
た
時
期
は
捕
虜
護
送
中
と
推
定
し
、

神
亀
元
年
十
二
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
の
期
間
と
推
定
）。 

（五
）
同
二
年
一
月
ま
で
に
難
波
津
に
帰
港
（
推
定
） 

（六
）
同
二
年
閏
一
月
に
捕
虜
を
伊
予
国
と
筑
紫
そ
れ
に
和
泉
監
に
護
送
（
続
日
本
紀
）。 

（七
）
同
二
年
閏
一
月
に
藤
原
宇
合
以
下
関
係
者
の
聖
武
天
皇
自
ら
叙
勲
（
続
日
本
紀
） 

（八
）
同
二
年
二
月
頃
に
山
部
赤
人
「
伊
予
の
歌
」
を
詠
む
。 

 

注
）
叙
勲
の
時
期
と
山
部
赤
人
が
「
伊
予
の
歌
」
を
詠
ん
だ
時
期
は
閏
一
月
の
誤
記
の
可
能
性
が
あ
り
、
考

察
は
必
要
。
そ
れ
は
山
部
赤
人
も
臨
ん
だ
場
で
叙
勲
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
（
七
）
と
（
八
）
の
順
位
は

逆
転
す
る
可
能
性
が
あ
る
。 

参
考
資
料
、
難
波
津
か
ら
伊
豆
あ
る
い
は
伊
予
へ
の
航
路
日
程
は
い
ず
れ
も
約
二
週
間
。、 

総
括 

概
略
と
し
て
、
山
部
赤
人
の
「
不
尽
山
の
歌
」
と
「
伊
予
の
歌
」
を
一
連
の
歌
と
考
え
、
そ
の
こ
と
と
続
日

本
紀
の
記
録
に
当
て
は
め
る
と
右
記
の
よ
う
に
納
得
い
く
想
定
が
で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。 

万
葉
集
を
面
で
考
え
、
国
史
と
可
能
な
限
り
相
関
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
の
背
景
を
蘇
え
さ
せ
る
こ
と
の

で
き
た
事
例
と
考
え
て
い
ま
す
。 

  


