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「
万
葉
集
の
刑
詠
歌
」
は
著
者
・
久
米
氏
が
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
「
万
葉
集
の
新
し
い
理
解
の
た
め
の
」

も
の
で
あ
る
。
「
万
葉
集
の
中
に
は
肉
声
の
歌
が
か

な
り
存
在
す
る
。
そ
う
い
う
事
実
を
忘
れ
て
し
ま
っ

て
は
、
と
て
も
万
葉
集
の
全
き
理
解
に
は
達
し
得
な

い
で
あ
ろ
う
」
し
、
ま
た
そ
の
「
認
識
の
上
に
立
つ

こ
と
が
万
葉
集
の
新
し
い
理
解
へ
の
出
発
点
に
な

る
」
・
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
の
「
出
発
点
」
に
立
っ
て
、
氏
が
ど
の
よ
う
な

方
向
を
も
っ
て
論
を
す
す
め
て
居
ら
れ
る
の
か
を
、

ま
ず
、
各
章
の
迩
日
を
並
べ
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

み
て
お
き
た
い
・

日
万
葉
集
の
訓
詠
歌
に
つ
い
て
、

目
万
葉
集
に
お
け
る
題
刺
・
左
註
の
問
題

白
万
葉
集
の
酒
宴
歌
と
そ
の
調
詠

㈲
万
葉
集
の
応
詔
歌
と
そ
の
而
泳

㈲
万
葉
集
の
従
駕
作
舳
と
そ
の
荊
詠

㈹
万
葉
集
の
挽
歌
と
そ
の
諦
詠
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「
万
葉
集
の
諭
詠
歌
」
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㈹
万
葉
集
の
歌
の
訓
詠
者
に
つ
い
て

㈹
荊
詠
歌
と
し
て
み
た
東
歌
の
杼
情
の
問
題

・
㈹
詞
詠
歌
か
ら
の
脱
皮

右
の
九
章
が
そ
れ
で
あ
る
。

従
来
の
万
葉
集
の
研
究
が
近
代
の
歌
集
に
対
す
る

の
と
Ⅲ
じ
態
度
で
万
葉
集
に
対
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
の
は
、
歌
と
場
と
の
関
係
に
殆
ど
無
関
心
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
当
然
の

結
果
と
し
て
誤
っ
た
解
釈
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
も
の
が
み
と
め
ら
れ
る
。
氏
は
そ
れ
を
諒
泳

と
い
う
面
か
ら
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
調
詠
は
「
①
音
声
言
語
の
使
川
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
②
従
っ
て
そ
こ
に
は
語
る
者

と
そ
れ
を
聞
く
渚
と
が
Ⅲ
じ
空
間
を
占
め
て
相
対
し

ゴ
ミ
ユ
”
・
ケ
ー
・
ソ
胡
ソ

て
お
り
、
そ
の
両
者
の
言
語
交
通
の
面
を
は
っ
き
り

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
そ
れ
故
に
ま
た
、
そ
の

言
語
交
通
は
、
言
語
環
境
（
場
）
の
支
配
を
つ
よ
く

う
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
文
字
言
語
使
用
の
記
載
文

四
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学
と
異
っ
た
文
学
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と

規
定
し
て
居
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
音
声
言
語
と
文

字
言
語
の
関
係
を
、
従
来
の
「
並
列
的
な
対
等
関
係
」

で
は
な
く
、
「
音
声
言
語
の
一
貫
性
の
中
か
ら
、
中

途
で
分
岐
し
た
も
の
が
文
字
言
語
で
あ
る
」
と
い
う

よ
う
に
関
係
づ
け
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
も
示

し
て
居
ら
れ
る
が
、
古
事
記
序
文
の
漢
字
の
使
用
に

よ
る
日
本
語
表
記
の
努
力
を
見
る
と
き
、
こ
の
音
声

言
語
と
文
字
言
語
の
関
係
は
疑
い
得
な
い
も
の
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
和
歌

を
歌
わ
れ
た
歌
Ｉ
調
詠
歌
と
し
て
そ
の
場
と
結
び
つ

け
、
「
生
き
て
動
く
生
態
と
し
て
助
的
に
と
ら
え
る

こ
と
」
を
目
的
と
し
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
常
に
「
題
詞
・
左
註
の
問
題
」
と
密
接
に
関
連
さ

せ
つ
つ
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

目
に
お
い
て
氏
は
「
和
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
、

題
詞
と
か
左
註
と
か
い
う
形
式
に
よ
る
説
明
要
素
を

本
質
的
に
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
和
歌
の

諦
詠
性
の
面
か
ら
明
ら
か
に
し
」
よ
う
と
さ
れ
る
。

そ
の
論
は
、
従
来
の
万
葉
集
の
研
究
、
特
に
歌
謡

性
に
対
す
る
そ
れ
が
、
近
代
の
杼
情
詩
的
歌
謡
観
に

支
配
さ
れ
、
場
と
の
関
連
を
も
っ
て
は
理
解
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
の
多
さ
を
暗
示
し
つ
つ
、
詞
詠
歌
は
そ

の
場
に
即
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

●
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い
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
広
く
和
歌
全
体
の
問

題
と
し
て
、
「
和
歌
は
そ
れ
が
口
調
性
を
捨
て
な
い

限
り
、
み
づ
か
ら
が
生
烹
れ
た
場
の
説
明
と
し
て
の

物
語
（
題
詞
・
左
註
刊
Ｎ
説
話
制
Ⅱ
物
語
）
と
絶
縁

す
る
こ
と
を
決
し
て
欲
し
な
い
」
と
も
な
る
の
で
あ

ろ
う
。
説
明
と
し
て
の
題
詞
が
「
題
詞
の
三
要
件
」

（
作
者
の
氏
名
・
作
歌
の
時
期
・
作
歌
の
事
情
）
を
、

左
註
が
題
詞
に
関
連
し
て
補
足
し
「
不
可
欠
な
最
少

限
度
」
の
事
情
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
象
れ

ば
、
万
葉
集
編
蟇
の
時
既
に
そ
の
歌
わ
れ
た
場
が
不

明
瞭
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
同
時

に
そ
の
歌
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
歌

だ
け
の
記
載
で
は
満
足
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
詞
詠
歌
は
物
語
性
を
持

た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
物
語
と
し
て
の
題
詞

・
左
註
の
理
解
な
く
し
て
は
万
葉
集
の
訓
詠
歌
の
正

し
い
理
解
は
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
普

通
の
形
の
題
詩
・
左
註
に
つ
い
て
は
右
の
と
お
り
で

あ
る
が
「
時
に
は
、
特
別
な
意
味
が
そ
こ
に
寄
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
し
て
巻
十
六
の
「
有
由
縁
歌
」

の
執
筆
態
度
が
歌
な
ど
よ
り
「
物
語
を
語
る
こ
と
」

に
実
際
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
そ
の

発
生
経
路
は
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
中
の
歌
謡
と
物

語
と
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
。

書
評

Q

同,

こ
れ
ら
の
題
詞
。
左
註
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
和

歌
の
物
語
性
の
変
遷
」
は
①
記
紀
歌
謡
の
と
り
ま
か

れ
て
い
る
神
話
・
伝
説
、
②
そ
の
神
秘
性
を
と
り
さ

っ
た
万
葉
集
の
題
詞
・
左
註
、
③
題
詞
・
左
註
の
美

化
、
創
作
意
識
に
よ
る
歌
物
語
の
成
立
と
さ
れ
、
ま

た
、
歌
物
語
が
和
歌
と
そ
の
場
の
関
係
の
「
最
高
度

の
純
化
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
②
の
万
葉
集
の
題
詞
・
左
註
は
記
載
文
学
と

な
っ
て
か
ら
も
、
相
聞
・
贈
答
の
歌
な
ど
に
は
付
け

ら
れ
て
い
る
が
、
結
局
、
題
詞
。
左
註
を
伴
う
こ
と

に
よ
っ
て
の
象
私
語
の
よ
う
な
相
聞
・
贈
答
の
歌
が

文
学
と
し
て
の
歌
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

詔
詠
歌
を
文
字
化
す
る
作
業
と
と
も
に
、
万
葉
集
編

纂
の
作
業
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
。

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
私
語
に
も
等
し
い
和
歌
を

文
学
の
高
さ
ま
で
昇
華
さ
せ
る
」
こ
と
が
題
詞
・
左

註
の
執
筆
の
本
質
的
な
意
義
で
あ
る
と
し
て
、
㈲
以

下
に
お
い
て
具
体
的
に
「
万
葉
集
の
題
詞
・
左
註
の

意
義
を
承
つ
け
」
よ
う
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
を
考

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
㈲
に
お
い
て
「
題
詞
・
左
註
の
意
味
す
る
も

の
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
和
歌
の
詞
詠
性

と
い
う
こ
と
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し

て
、
古
今
葉
序
の
冒
頭
の
部
分
「
や
ま
と
歌
は
．
…
．
．

い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」
を
ひ
き
、
「
こ

こ
に
は
既
に
和
歌
が
音
声
に
よ
る
表
現
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
伊
装
諾
・
伊
装
冊
二
神
の
「
あ
や
に
や
し
」
の

唱
和
・
を
も
っ
て
、
和
歌
の
起
源
に
し
よ
う
と
す
る
文

学
史
家
の
意
図
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
見
の
が
し

得
な
い
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
」
と
示
さ
れ
た

と
こ
ろ
、
少
し
疑
問
が
あ
る
。
が
、
私
の
読
象
方
の

不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
た
と
え
疑
問
と
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
し
て
も
、
氏
の
論
の
全
体
に

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

匂
で
は
和
歌
と
題
詞
・
左
註
と
の
関
係
を
酒
宴
の

場
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
酒
宴
の
歌
を
「
そ
の
創
作
と
鑑
賞
が
酒
宴
の
席

と
い
う
一
定
の
場
を
土
台
と
し
て
集
団
的
に
行
わ
れ

て
い
る
歌
謡
の
こ
と
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
る
。
、
そ

し
て
万
葉
集
に
お
け
る
酒
は
一
方
で
は
「
精
神
の
麻

陣
的
救
済
の
具
」
で
あ
り
、
他
の
一
方
で
は
中
国
の

「
詩
酒
宴
」
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
意
識
を
も
っ

て
酌
翠
か
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ

の
「
酒
宴
の
席
の
歌
だ
と
推
測
さ
れ
る
」
歌
ま
で
を

含
め
て
約
三
百
首
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が

涌
詠
歌
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
、
個
人
の
即
興
的
創

作
と
古
歌
の
詞
詠
と
い
う
二
面
か
ら
論
証
さ
れ
る
］

四
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「
酒
の
あ
る
と
こ
ろ
歌
は
常
に
歌
謡
と
し
て
存
在
」

す
る
も
の
で
あ
り
、
｜
‐
酒
宴
が
歌
の
諦
詠
の
絶
好
の

場
で
」
あ
っ
た
「
奈
良
朝
の
貴
族
た
ち
は
、
酒
宴
を

文
学
的
風
流
へ
ま
で
も
ち
あ
げ
た
の
だ
」
と
言
わ
れ

ヲ
（
》
Ｏ

従
来
、
口
調
文
芸
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
す
ぐ

な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
歌
を
、
題
詞
・
左
註
の
比
較
照

合
な
ど
に
よ
っ
て
、
場
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と

は
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
、
と
思
う
。
そ
し
て
こ

れ
は
た
だ
こ
の
項
だ
け
で
な
く
他
の
す
べ
て
に
わ
た

っ
て
示
さ
れ
る
す
ぐ
れ
た
態
度
な
の
で
あ
る
。

㈲
「
応
詔
歌
も
先
の
酒
宴
歌
の
一
変
種
で
あ
り
、

特
定
の
場
に
お
け
る
語
詠
歌
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ

る
。
古
く
は
記
紀
歌
謡
に
そ
の
源
流
を
た
ど
る
こ
と

が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
を
持

つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
や
は
り
中
国
の
応
詔
詩
に
対

す
る
も
の
と
意
識
さ
れ
だ
し
て
か
ら
だ
と
象
る
の
が

よ
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
漢
詩
に
対
す
る
も
の
と

し
て
、
公
式
儀
式
的
な
性
格
」
を
持
ち
は
じ
め
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
中
国
の
影
響
を
受
け
て
つ
く
ら
れ
た
懐
風
藻

の
応
詔
詩
や
続
日
本
紀
の
記
事
を
比
較
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
近
江
朝
以
後
、
奈
良
朝
初
期
及
び

中
期
に
お
け
る
、
宮
廷
及
び
貴
族
官
人
ら
の
集
宴
と

●
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そ
の
文
学
的
行
動
」
の
あ
ら
ま
し
を
「
再
現
」
し
よ

う
と
さ
れ
る
あ
た
り
、
歌
の
場
も
単
に
そ
の
歌
の
周

囲
だ
け
で
な
く
、
歴
史
の
流
れ
の
中
に
お
け
る
場
を

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
居
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。

ま
た
応
詔
歌
の
歌
わ
れ
る
の
が
特
定
の
場
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
場
に
参
加
す
る
人
々
に
あ
ら

か
じ
め
詔
の
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
酒
宴
・
応
詔
の
別
な
く
集
団
の
中
に
お
け

る
詞
詠
歌
は
「
そ
の
調
詠
の
場
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い

興
趣
を
添
え
る
こ
と
を
も
っ
て
生
命
と
す
る
」
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
お
け
る
効
果
を
ね
ら
っ
て
の

予
作
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
「
洞
詠
歌
的
性
格
」
が
減
少
し
て
ゆ
く
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
そ

の
場
で
荊
泳
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
字
と
し
て
出

さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の

事
情
を
「
汕
泳
を
本
賀
と
す
る
作
州
で
あ
る
こ
と
を

正
確
に
つ
か
承
、
記
收
と
は
本
質
的
に
相
違
す
る
こ

と
を
明
確
に
し
た
上
で
の
一
評
価
立
術
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
酒
宴
歌
や
応
詔
歌
の
記
録
が
家
持
を

除
外
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
現
在
、

万
葉
集
に
み
ら
れ
る
口
調
さ
れ
な
い
ま
ま
に
す
ぎ
た

四
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予
作
歌
と
の
関
係
に
お
い
て
、
万
葉
集
と
家
持
と
の

特
別
な
つ
な
が
り
を
も
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

国
は
従
駕
作
品
と
そ
の
謂
詠
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
こ
れ
も
「
漢
詩
の
風
尚
と
の
影
響
関
係
を
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
わ
れ
、
「
酒
宴
歌
の

属
性
を
も
ち
な
が
ら
表
わ
れ
る
も
の
」
と
さ
れ
る
。

そ
の
歌
の
中
の
作
者
名
の
判
明
し
な
い
も
の
を
と
り

あ
げ
、
題
詞
・
左
註
の
類
型
の
整
理
に
よ
っ
て
、
万

葉
集
の
筆
録
に
関
す
る
事
情
を
示
唆
し
て
居
ら
れ
る

こ
と
は
一
つ
の
正
し
い
方
向
だ
と
思
う
。
ま
た
一

方
、
従
駕
作
に
も
予
作
歌
の
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

れ
は
「
口
頭
の
歌
の
文
字
へ
の
定
着
の
道
が
、
逆
に

書
か
れ
た
歌
を
口
頭
で
荊
詠
す
る
方
向
へ
移
行
」
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
「
そ
れ
は
荊
詠
を
目

あ
て
に
し
て
書
か
れ
た
歌
謡
の
歌
詞
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
、
仮
榊
の
上
に
椛
築
せ
ら
れ
た
純
粋
の
文
学

作
州
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
言
わ
れ

る
・

叩
ち
、
即
興
的
な
前
詠
歌
と
し
て
の
酒
寝
歌
・
応

詔
歌
・
従
嶋
作
肪
は
、
訶
泳
の
予
想
に
よ
る
予
作
欣

を
導
き
、
そ
れ
は
演
出
効
果
を
考
え
て
の
仮
構
の
上

に
築
か
れ
る
。
そ
こ
に
純
粋
の
文
学
作
品
と
し
て
の

歌
が
う
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
万
葉
も
第
三

期
、
詞
詠
は
専
門
の
「
歌
子
」
に
委
ね
ら
れ
よ
う
と

趣



す
る
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

㈲
「
挽
歌
は
本
来
の
使
命
の
上
か
ら
当
然
音
声
に

結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
調
詠
さ
れ
る

と
き
に
は
挽
歌
本
来
の
意
味
で
な
く
相
聞
歌
の
一
種

と
し
て
取
扱
わ
れ
」
、
そ
れ
は
「
悲
し
ゑ
の
美
し
き

冗
舌
」
と
し
て
死
者
の
周
囲
に
停
滞
す
る
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
ま
た
一
方
、
皇
族
に
対
し
て
は
一
価

の
栫
調
を
そ
こ
に
保
ち
つ
つ
稲
詠
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

挽
歌
を
め
ぐ
っ
て
は
問
題
が
い
ろ
い
ろ
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
一
・
二
を
あ
げ
れ
ば
、
人
麻
呂
の
「
日
並

皇
子
」
と
「
高
市
皇
子
‐
｜
に
対
す
る
挽
歌
の
扱
い
方

や
、
万
葉
集
で
は
な
い
が
、
倭
健
命
莞
去
の
際
の
四

首
の
扱
い
で
あ
る
。
「
挽
歌
と
相
側
歌
と
の
混
入
と

か
錯
乱
と
か
見
え
る
も
の
は
音
楽
性
声
楽
性
を
抽
象

し
て
し
ま
っ
て
欣
河
の
論
理
性
又
は
作
歌
事
情
の
合

理
性
の
み
を
追
求
す
る
静
止
的
な
観
点
の
象
か
ら
処

理
す
る
た
め
の
錯
誤
で
」
あ
る
と
さ
れ
、
「
調
泳
さ

れ
る
こ
と
に
よ
る
音
楽
的
声
楽
的
な
感
動
が
歌
詞
の

論
理
性
に
優
先
す
る
」
と
も
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

ど
の
程
度
ま
で
適
川
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
倭
雌

命
莞
去
を
め
ぐ
る
四
首
、
「
恋
の
民
謡
で
は
な
い
か

と
い
う
解
釈
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
が
・
・
・
：
．
そ
れ
だ

か
ら
こ
そ
時
と
処
と
を
超
え
て
、
儀
式
歌
に
な
る
こ

書
評

層

､，

と
が
で
き
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
竿
々
・
そ
の
他
問

題
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
万
葉
集
一
六
八
・
一
六
九

を
め
ぐ
っ
て
、
「
そ
の
解
釈
に
は
古
来
色
々
な
説
が

あ
る
心
…
…
そ
れ
ほ
ど
に
二
首
共
、
特
定
な
時
処
に

拘
束
さ
れ
な
い
流
通
性
を
も
っ
て
い
る
」
「
挽
歌
に

お
け
る
か
く
の
ご
と
き
非
特
定
性
こ
そ
、
中
国
で
の

挽
歌
の
歴
史
と
共
に
、
挽
欣
が
そ
の
描
命
と
し
て
に

な
っ
て
い
る
荊
詠
性
だ
と
い
う
こ
と
が
言
い
う
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
小
論
の
一
応
の
日
的
は
と
げ
ら
れ
た

も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

⑥
諦
詠
者
と
し
て
、
ま
ず
釆
女
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
美
貌
と
そ
の
職
掌
故
に
神
聖
視
さ

れ
」
ま
た
そ
の
「
美
声
を
も
っ
て
歌
の
諏
詠
に
あ
た

る
も
の
」
で
あ
り
、
「
語
部
的
な
性
格
を
所
持
し
た

女
性
の
一
群
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
の

滅
出
効
果
を
考
え
て
の
川
態
と
杼
惰
性
の
誇
張
が
平

安
柳
の
歌
の
発
想
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

プ
（
画
。

次
い
で
遊
行
女
婦
が
示
さ
れ
、
彼
女
等
が
酒
宴
の

席
に
列
し
て
歌
を
残
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
も
っ

て
、
「
酒
宴
歌
は
す
べ
て
訓
詠
歌
で
あ
る
こ
と
の
証

拠
」
と
さ
れ
、
ま
た
挽
歌
四
二
三
六
と
相
間
二
八
八

○
と
の
対
比
に
よ
っ
て
挽
欣
は
相
聞
歌
の
特
殊
な
場

合
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
牧
を
う
た

う
遊
行
女
婦
が
「
酒
宴
の
席
に
あ
っ
て
、
と
も
か
く

も
万
葉
の
歌
と
関
係
し
て
い
た
と
い
う
事
実
こ
そ
、

万
葉
の
歌
が
完
全
に
は
記
載
文
学
化
し
て
し
ま
わ
な

い
で
、
音
声
の
歌
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
貴

重
な
資
料
と
な
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
貴
族
官
人
・
郎
女
が
示
さ
れ
、
「
こ
れ
ら
の

訓
泳
者
は
単
に
歌
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
欣
に
ま
つ

わ
る
物
語
の
即
欣
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
」
を
示
さ

れ
、
「
そ
う
い
う
伝
荊
者
が
家
持
の
周
囲
に
多
く
見

ら
れ
る
こ
と
は
樫
祝
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
、
術
に

題
詞
・
左
註
な
ど
の
追
求
に
よ
る
場
の
上
に
立
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
万
葉
集
に
対
す
る
一
つ

の
方
向
と
し
て
考
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
思
わ

れ
る
。㈹

こ
こ
に
お
い
て
氏
は
、
「
耐
泳
歌
の
仔
情
の
問

題
を
考
え
る
手
が
か
り
」
と
し
て
東
欧
を
凡
て
行
か

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
「
独
泳
的
な
も
の
」
が
多

い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
つ
つ
「
独
詠
的
な
も
の
が
決
し

て
独
詠
と
し
て
個
性
的
な
作
品
で
は
な
く
、
多
数
者

の
経
験
の
集
約
と
し
て
の
杼
情
で
あ
る
」
と
さ
れ
、

ま
た
そ
う
い
う
民
謡
的
な
詞
詠
歌
は
物
語
と
結
び
つ

き
や
す
い
こ
と
を
示
し
て
居
ら
れ
る
。

㈹
妓
後
に
氏
は
、
万
葉
集
第
三
期
の
特
色
と
し

四
三

巳
ア
■



｜

て
、
和
歌
が
「
謡
う
こ
と
」
か
ら
「
書
く
こ
と
」
の

方
へ
と
旅
人
の
力
に
よ
る
推
進
を
認
め
、
次
い
で
風

俗
作
家
的
な
憶
良
を
と
り
あ
げ
て
居
ら
れ
る
。
憶
良

の
歌
を
、
「
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
抽
象
的
思
考
の
所
産
」
と
さ

れ
、
ま
た
、
「
憶
良
こ
そ
伝
統
的
な
和
歌
に
思
想
や

観
念
を
も
る
こ
と
を
意
識
的
に
創
始
し
た
人
物
で
あ

る
」
と
い
わ
れ
る
。

次
に
山
脈
Ｈ
を
も
っ
て
、
「
虫
麿
は
人
麿
赤
人
ら
に

よ
っ
て
樹
立
継
承
さ
れ
た
万
葉
集
の
正
統
的
歌
風
で

あ
る
純
粋
杼
情
の
方
式
と
は
異
っ
て
、
和
歌
形
式
に

よ
る
叙
事
を
敢
行
し
、
所
謂
叙
事
的
杼
情
の
方
式
を

樹
立
し
た
」
と
さ
れ
る
。

ま
た
坂
上
郎
女
の
本
歌
ど
り
の
先
駆
と
し
て
の
位

置
づ
け
、
「
相
聞
・
贈
答
に
お
け
る
本
歌
取
り
的
傾

向
と
い
う
の
は
、
荊
詠
せ
ら
れ
る
歌
か
ら
は
脱
皮
し

て
、
和
歌
が
考
え
ら
れ
書
か
れ
る
作
品
と
な
っ
た
こ

と
・
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
万
葉
第
三
期
の
特
色
で
あ

る
和
歌
の
散
文
へ
の
傾
斜
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
・
‐
｜
と
言
わ
れ
る
。

い
よ
い
よ
最
後
に
、
赤
人
を
と
り
あ
げ
、
「
赤
人
の

作
品
構
成
は
、
相
聞
歌
的
仮
構
の
方
法
が
と
ら
れ
て

い
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
第
二
期
の
歌
人
ら
は

和
歌
を
歌
う
た
め
の
作
肺
に
と
ど
め
て
お
か
ず
、
恩

ざ

7

索
に
よ
っ
て
書
き
、
読
む
た
め
の
文
芸
に
す
る
た
め

に
什
身
を
け
ず
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
認
め
」
て

居
ら
れ
る
。

以
上
勝
手
な
私
な
り
の
読
ゑ
方
を
し
て
き
た
が
、

要
す
る
に
、
万
葉
集
の
和
歌
の
根
底
に
あ
る
調
詠
性

を
論
証
さ
れ
、
ま
た
、
「
万
葉
の
題
詞
左
註
を
吟
味

し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
歌
の
う
ま
れ
る
場
、

ま
た
は
環
境
を
構
成
す
る
諸
条
件
の
う
ち
、
（
作
者

名
）
作
舶
名
、
時
代
、
時
期
及
び
作
欣
堺
情
の
一
部

と
い
う
、
最
も
基
本
的
な
三
要
件
を
含
む
説
明
文
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
和
歌
と
い
う
文
学
は
、

題
詞
、
左
註
と
い
う
よ
う
な
補
強
機
構
を
絶
対
不
可

欠
と
す
る
文
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
と

要
約
し
て
居
ら
れ
る
立
場
を
す
ぐ
れ
た
一
つ
の
考
え

方
と
思
う
。
そ
の
適
用
に
つ
い
て
は
や
や
問
題
と
な

る
点
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
後
学
へ
の
道
標

と
し
て
受
け
と
っ
て
お
き
た
い
・

書
評
な
ど
と
は
お
こ
が
ま
し
く
、
ま
た
、
正
し
い

紹
介
に
も
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
私

な
り
に
読
象
、
感
じ
た
ま
ま
に
記
し
て
染
た
・
・
失
礼

に
わ
た
る
点
は
浅
学
ゆ
え
と
御
許
し
戴
き
た
い
。

（
昭
和
三
六
年
七
月
刊
・
四
二
八
頁
・
一
七

○
○
円
・
塙
書
房
）

連
歌
と
万
葉
集
と
の
関
係
岡
本
彦
－

１
万
葉
的
発
想
に
つ
い
て
の
調
査
ｌ

万
葉
集
に
お
け
る
「
黄
葉
」
本
田
義
寿

’
二
一
八
八
’
一
二
八
九
の
解
釈

を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

「
好
色
一
代
男
」
の
一
考
察
・
水
口
達
彦

Ｉ
西
鶴
と
そ
の
妻
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

太
宰
治
試
論
佐
交
木
啓
一

ｌ
イ
ヵ
ル
ス
的
性
格
形
成
の
深
層
性

を
め
ぐ
っ
て
ｌ

研
究
余
録

鴎
外
「
舞
姫
」
諭
拾
迫
和
川
繁
二
郎

書
評

中
村
幸
彦
氏
「
近
世
小
説
の
研
究
」
村
田
穆

「
論
究
日
本
文
学
」
第
十
八
号
は
、
六
月
下
旬
刊
行

の
予
定

論
究
日
本
文
学
第
十
六
号
（
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）
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