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挽
歌
の
呼
称
表
現
と
志
向
性 

 

津 
 

田 
 

大 
 

樹 
 

 
 

  

 
 

 

一 

  

挽
歌
は
人
物
の
死
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
古
代
の
社
会
に
お
い
て
挽
歌
が
詠
ま
れ
た

の
は
、
詠
む
こ
と
の
意
義
や
社
会
的
な
機
能
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
挽
歌
の
呼
称
表

現
の
特
質
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
挽
歌
が
何
の
た
め
に
詠
ま
れ
た
の
か
、
誰
に
向
け
て
詠

ま
れ
た
の
か
と
い
う
歌
の
志
向
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

二 

  

古
代
の
資
料
に
は
、
人
物
の
死
に
際
し
て
遺
さ
れ
た
者
が
発
し
た
言
葉
を
記
し
た
事
例
が
あ
る
。

そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。 

  
 

①
景
行
紀
四
十
年 

 
 

 

時
に
日
本
武
尊
、

つ
ね毎

に
弟
橘
媛
を

し
の顧

び
た
ま
ふ
情
有
し
ま
す
。
故
、

う
す
ひ
の
み
ね

碓
日
嶺
に
登
り
て
、 

 
 

東

南

た
つ
み
の
か
た

を
望
り
て
三
た
び
歎
き
て
曰
は
く
、
「
吾
嬬
は
や
」
と
の
た
ま
ふ
。 

  
 

 

時
日
本
武
尊
、
毎
有
顧
弟
橘
媛
之
情
。
故
登
碓
日
嶺
、
而
東
南
望
之
三
歎
曰
、
吾
嬬
者
耶
。 

  
 

②
景
行
紀
四
十
年 

 
 

 

既
に
し
て
能
褒
野
に
崩
り
ま
し
ぬ
。
時
に
年
三
十
。
天
皇
聞
し
め
し
て
、

寢

み
ね
ま
す
こ
と

、

席
み
ま
し 

 
 

安
か
ら
む
や
。
食
、

味
あ
ぢ
は
ひ

甘
か
ら
ず
。
晝
夜
喉
咽

む

せ

び
て
、

い
さ泣

ち
悲
び
た
ま
ひ
て

み
む
ね
う

摽
擗
ち
た 

 
 

ま
ふ
。
因
り
て
、
大
き
に
歎
き
て
曰
は
く
、
「
我
が
子

を
う
す
の
み
こ

小
碓
王
、
昔

く

ま

そ

熊
襲
の
叛
き
し
日
に
、 

 
 

未
だ

あ
げ
ま
き

總
角
に
も
及
ら
ぬ
に
、
久
に

た
た
か
ひ

征
伐
に
煩
ひ
、
～
」 

既
而
崩
于
能
褒
野
。
時
年
卅
。
天
皇
聞
之
、
寢
不
安
席
。
食
不
甘
味
。
晝
夜
喉
咽
、
泣
悲 

挙
笛
。
因
以
、
大
歎
之
曰
、
我
子
小
碓
王
、
昔
熊
襲
叛
之
日
、
未
及
總
角
、
久
煩
征
伐
～ 

  

③
仁
徳
即
位
前
紀 

 
 

時
に
大
鷦
鷯
尊
、
太
子
、
薨
り
た
ま
ひ
ぬ
と
聞
し
て
、
驚
き
て
、
難
波
よ
り
馳
せ
て
、
菟 

 
 

道
宮
に
到
り
ま
す
。
爰
に
太
子
、
薨
り
ま
し
て
三
日
に
經
り
ぬ
。
時
に
大
鷦
鷯
尊
、

み
む
ね
う

摽
擗 

 
 

ち
お
ら𠮧

び
哭
き
た
ま
ひ
て
、

せ
む
す
べ

所
如
知
ら
ず
。
乃
ち
髮
を
解
き
屍
に
跨
り
て
、
三
た
び
呼
び
て 

 
 

曰
は
く
、
「
我
が
弟
の
皇
子
」
と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち

た
ち
ま
ち

應
時
に
し
て

い
き活

で
た
ま
ひ
ぬ
。 

  
 

時
大
鷦
鷯
尊
、
聞
太
子
薨
以
驚
之
、
從
難
波
馳
之
、
到
菟
道
宮
。
爰
太
子
薨
之
經
三
日
。 

 
 

時
大
鷦
鷯
尊
、
摽
擗
𠮧
哭
、
不
知
所
如
。
乃
解
髮
跨
屍
、
以
三
呼
曰
、
我
弟
皇
子
。
乃
應 

 
 

時
而
活
。 

  

④
安
康
紀 

元
年
二
月 

天
皇
、

ね

の

お

み

根
使
主
が

よ
こ
し
こ
と

讒

言
を

う信
け
た
ま
ふ
。
則
ち
大
き
に
怒
り
て
、
兵
を
起
し
て

お

ほ

く

さ

か

の

み

こ

大
草
香
皇
子 

の
家
を
圍
み
て
、
殺
し
つ
。
是
の
時
に
、

な

に

は

の

き

し

難
波
吉
師 

ひ

か

か

か

ぞ

こ

日
香
蚊
父
子
、
並
に
大
草
香
皇
子 

に
仕
へ
ま
つ
る
。
共
に
其
の
君
の
罪
无
く
し
て
死
に
た
ま
ひ
ぬ
る
こ
と
を
傷
み
て
、
則
ち 

 
 

父
は
王
の
頚
を
抱
き
、
二
の
子
は
各
、
王
の
足
を
執
へ
て
、
唱
へ
て
曰
は
く
、
「
吾
が
君
、 

 
 

罪
无
く
し
て
死
に
た
ま
ふ
こ
と
、
悲
し
き
か
な
。
我
父
子
三
人
、
生
き
て
ま
し
し
と
き
に 

 
 

事
へ
ま
つ
り
、
死
に
ま
す
と
き
に

殉
し
た
が

ひ
ま
つ
ら
ず
は
、
是

臣
や
つ
こ

だ
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
ふ
。 

 
 

即
ち
自
ら

刎
く
び
は

ね
て
、

み
か
ば
ね

皇
尸
の
側
に
死
り
ぬ
。 

  
 

天
皇
信
根
使
主
之
讒
言
。
則
大
怒
之
、
起
兵
圍
大
草
香
皇
子
之
家
、
而
殺
之
。
是
時
、
難 

 
 

波
吉
師
日
香
蚊
父
子
、
並
仕
于
大
草
香
皇
子
。
共
傷
其
君
无
罪
而
死
之
、
則
父
抱
王
頚
、
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二
子
各
執
王
足
、
而
唱
曰
、
吾
君
无
罪
以
死
之
、
悲
乎
。
我
父
子
三
人
、
生
事
之
、
死
不 

 
 

殉
、
是
不
臣
矣
。
即
自
刎
之
、
死
於
皇
尸
側
。 

  
 

⑤
雄
略
即
位
前
紀 

 
 

 

大
泊
瀬
天
皇
、
弓
を

彎
ひ
き
ま
か
な

ひ
馬
を
驟
せ
て
、
陽

い
つ
は

り
呼
ひ
し
て
、
「
猪
有
り
」
と
曰
ひ
て
、 

 
 

 

即
ち
市
邊
押
磐
皇
子
を
射
殺
し
た
ま
ふ
。
皇
子
の

と

ね

り

帳
内
佐
伯
部

う

る

わ

賣
輪
、
更
の
名
は

な

か

ち

こ

仲
手
子
、 

 
 

屍
を
抱
き
て

い
わ駭

け
あ
わ惋

て
て
、

せ
む
す
べ

所
由
を

し解
ら
ず
。

こ
い
ま
ろ

反
側
び
呼
ひ

お
ら號

び
て
、

あ
と
ま
く
ら

頭

脚
に

か

よ

往
還
ふ
。 

  
 

 

大
泊
瀬
天
皇
、
彎
弓
驟
馬
、
而
陽
呼
、
曰
猪
有
、
即
射
殺
市
邊
押
磐
皇
子
。
々
々
帳
内
佐 

 
 

伯
部
賣
輪
、
更
名
仲
手
子
。
抱
屍
駭
惋
、
不
解
所
由
。
反
側
呼
號
、
往
還
頭
脚
。 

  

①
は
景
行
紀
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
碓
氷
峠
に
立
ち
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
偲
ぶ
場
面
で
、
景

行
記
に
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
「
吾
嬬
は
や
」
の
「
～
は
や
」
に
つ
い
て
、
宣
長
は
「
波
夜

ハ

ヤ

は
、
其
物
を
思
ひ
て
深
く

ナ

ゲ

ク

歎
息
辭
な
り
」
（
『
古
事
記
伝
』
）
と
説
い
て
い
る
。 

 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
に
も
、
「
文
末
に
あ
る
と
き
は
体
言
に
つ
い
て
、
極
限
的
な

状
況
に
あ
る
対
象
へ
の
強
い
感
動
を
あ
ら
わ
す
。
（
中
略
）
上
代
に
限
れ
ば
、
既
に
な
い
も
の
・

ま
さ
に
な
く
な
ろ
う
と
す
る
も
の
へ
の
愛
惜
と
い
え
る
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
～
は
や
」
は
、
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
強
い
愛
惜
、
感
動
を
表
す
も
の
で
、
①
の
場
合
、
亡
く

な
っ
た
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
偲
び
、
強
い
愛
惜
の
思
い
を
込
め
て
呼
び
か
け
る
言
葉
と
な
っ
て

い
る
。
②
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
死
に
際
し
て
、
父
景
行
が
、
「
我
が
子

を
う
す
の
み
こ

小
碓
王
～
」
と
呼
び
か
け

な
が
ら
、
そ
の
死
を
悼
ん
で
い
る
。 

 

③
で
は
大
鷦
鷯
尊
が
弟
皇
子
の
死
を
嘆
き
、
そ
の
屍
に
跨
っ
て
「
我
が
弟
の
皇
子
」
と
三
た
び

叫
ぶ
。
す
る
と
弟
皇
子
は
蘇
生
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
、
「
我
が
弟
の
皇
子
」
と
い
う
呼
び

か
け
の
言
葉
に
、
大
鷦
鷯
尊
の
驚
嘆
や
悲
嘆
と
い
っ
た
、
率
直
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
確
か
だ
が
、
そ
れ
と
併
せ
て
、
弟
皇
子
が
蘇
生
す
る
と
い
う
展
開
か
ら
し
て
、
こ
こ
に
は
復
活

再
生
を
願
う
儀
礼
的
所
作
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

④
で
は
、
殺
さ
れ
た

お

ほ

く

さ

か

の

み

こ

大
草
香
皇
子 

に
仕
え
て
い
た
父
子
が
、
皇
子
の
屍
に
取
り
す
が
っ
て
、「
吾

が
君
～
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
⑤
で
も
、
殺
さ
れ
た
市
邊
押
磐
皇
子
の

と

ね

り

帳
内
で
あ
っ
た
佐
伯
部

う

る

わ

賣
輪
が
そ
の
屍
に
取
り
す
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
そ
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「

こ
い
ま
ろ

反
側

び
呼
ひ

お
ら號

び
て
、

あ
と
ま
く
ら

頭

脚
に
往
還

か

よ

ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
前
の
場
合
と
同
様

に
、
屍
に
と
り
す
が
り
な
が
ら
、
死
者
へ
の
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

 

右
に
示
し
た
①
～
⑤
の
例
で
は
、
遺
さ
れ
た
者
が
死
者
に
向
け
て
呼
び
か
け
る
か
た
ち
で
言
葉

を
発
し
て
い
る
。
ま
た
、
蘇
生
を
期
す
る
儀
礼
的
所
作
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た

呼
び
か
け
の
言
葉
は
、
心
情
的
に
も
、
ま
た
習
俗
信
仰
の
面
に
お
い
て
も
、
遺
さ
れ
た
者
の
発
言

と
し
て
本
源
的
な
性
質
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
し
て
、
こ
う
し
た
言
葉
の
志
向
性
は
、
歌
の
場
合
に
も
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
 

⑥
西
郷
信
綱
『
古
代
人
と
死
』
（
平
成
11
年
２
月
、
平
凡
社
） 

 
 

 
 

と
に
か
く
死
体
を
安
置
し
た
喪
屋
で
は
女
た
ち
に
よ
り
こ
う
し
た
歌
舞
が
反
復
、
演
じ 

 
 

ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
歌
舞
だ
け
で
は
な
い
。
歌
舞
と
並
ん
で
慟
哭
儀
礼
も
不
可 

 
 

欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
発
生
的
に
は
、
慟
哭
の
声
が
言
語
的
に
分
節
化
し
て
悲
歌
を
生
み 

 
 

出
す
に
至
っ
た
と
さ
え
い
え
る
わ
け
で
、
両
者
は
そ
の
後
も
ず
っ
と
共
存
し
て
い
た
よ
う 

 
 

で
あ
る
。
（
中
略
）
哀
哭
は
一
種
の
祭
式
行
為
で
あ
り
、
從
っ
て
女
た
ち
の
悲
歌
も
た
ん 

 
 

な
る
独
詠
で
は
な
く
、
死
者
へ
の
呼
び
か
け
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

  
 

⑦
酒
井
正
子
『
哭
き
う
た
の
民
族
誌
』
（
平
成
17
年
６
月
、
小
学
館
） 

 
 

 
 

琉
球
弧
の
葬
送
歌
で
は
、
必
ず
死
者
の
名
を
呼
び
、
泣
き
、
語
り
か
け
る
。
死
者
に
対 

 
 

し
て
は
、
「
声
」
に
出
さ
な
け
れ
ば
思
い
が
届
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

  

西
郷
信
綱
氏
の
論
⑥
で
は
、
古
代
の
喪
葬
儀
礼
に
お
け
る
「
悲
歌
」
が
、
「
死
者
へ
の
呼
び
か

け
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
酒
井
正
子
氏
の
論
⑦
で
は
南
島
の
葬
送

歌
の
詳
細
な
調
査
を
踏
ま
え
た
上
で
、
葬
送
歌
で
は
「
必
ず
死
者
の
名
を
呼
び
、
泣
き
、
語
り
か

け
る
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

 

挽
歌
に
お
い
て
も
死
者
の
名
を
呼
ぶ
こ
と
は
歌
わ
れ
る
。 

 

⑧ 
 
 

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
妻
が
死
に
し
後
に
、
泣
血
哀
慟
し
て
作
る
歌
二
首<

并
せ
て
短
歌> 

～
我
が
恋
ふ
る 

千
重
の
一
重
も 

慰
も
る 

心
も
あ
り
や
と 

我
妹
子
が 

止
ま
ず
出
で
見
し 

軽
の
市
に 

我
が
立
ち
聞
け
ば 

玉
だ
す
き 

畝
傍
の
山
に 

鳴
く
鳥
の 

声
も
聞
こ
え
ず 

玉
桙 

 
 

の 
道
行
き
人
も 

一
人
だ
に 

似
て
し
行
か
ね
ば 

す
べ
を
な
み 

妹
が
名
呼
び
て 

袖
そ
振
り 

 
 

つ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
２
二
〇
七
） 

 
 

⑨
恐
み
と 
告
ら
ず
あ
り
し
を 

み
越
路
の 

手
向
に
立
ち
て 

妹
が
名
告
り
つ 
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（
巻
15
三
七
三
〇
） 

  

泣
血
哀
慟
歌
⑧
で
は
妻
を
失
っ
た
男
が
妻
の
名
を
呼
ん
で
袖
を
振
る
。
こ
こ
に
も
古
代
信
仰
に

基
づ
い
た
儀
礼
的
所
作
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
死
別
の
場
合
に
限
ら
ず
⑨
の
中
臣
宅

守
が
境
界
の
坂
に
立
っ
て
、
妹
の
名
を
口
に
し
た
場
合
な
ど
も
同
様
に
理
解
で
き
る
。 

 
 

 

 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
呼
び
か
け
を
歌
っ
て
い
は
い
る
が
、
間
接
的
説
明
的
な
叙
述
と
な

っ
て
お
り
、
歌
の
言
葉
自
体
は
呼
び
か
け
の
表
現
で
は
な
い
。
泣
血
哀
慟
歌
の
歌
群
全
体
の
表
現

に
は
「
第
三
者
へ
の
眼
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
き
た
。 

  
 

⑩
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
』 

 
 

 
 

こ
の
歌
、
石
見
相
聞
歌
（
２
一
三
一
～
四
〇
）
な
ど
と
同
様
、
人
麻
呂
の
体
験
に
根
ざ 

 
 

す
語
り
歌
で
、
後
宮
の
女
性
を
中
心
と
す
る
宮
廷
人
に
披
露
さ
れ
た
歌
と
思
わ
れ
る
。
歌 

 
 

が
長
篇
で
あ
る
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
表
現
が
「
天
飛
ぶ
や
軽
の
道
は 

我
妹
子
が
里 

 
 

に
し
あ
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、
の
っ
け
か
ら
第
三
者
の
目
を
意
識
し
て
歌
い
起
こ
さ
れ 

 
 

て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
「
玉
梓
の
使
の
言
へ
ば
」
「
音
の
み
を
聞
き
て
あ
り
え
ね
ば
」
「
軽 

 
 

の
市
に
我
が
立
ち
聞
け
ば
」
「
ひ
と
り
だ
に
似
て
し
行
か
ね
ば
」
等
々
、
「
已
然
形
十
ば
」 

 
 

の
形
に
は
、
す
べ
て
第
三
者
へ
の
眼
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

  

⑧
の
長
歌
末
尾
で
も
、
男
が
妻
の
名
を
呼
ん
だ
と
歌
わ
れ
て
い
は
い
る
が
、
そ
の
表
現
「
妹
が

名
呼
び
て 

袖
そ
振
り
つ
る
」
は
二
次
的
で
説
明
的
な
叙
述
で
あ
り
、
先
掲
の
「
吾
嬬
は
や
」
「
我

が
弟
の
皇
子
」
な
ど
の
直
接
的
な
呼
び
か
け
と
は
明
ら
か
に
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
泣
血
哀

慟
歌
の
表
現
か
ら
は
、
死
者
へ
の
呼
び
か
け
を
直
接
的
に
聞
き
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

挽
歌
は
な
ぜ
歌
わ
れ
た
の
か
、
誰
に
向
け
て
歌
わ
れ
た
の
か
と
い
う
視
点
で
考
え
て
み
る
と
、

泣
血
哀
慟
歌
な
ど
の
よ
う
に
創
作
性
や
虚
構
性
を
伴
う
挽
歌
や
、
公
的
儀
礼
的
な
挽
歌
な
ど
で
は
、

「
第
三
者
へ
の
眼
」
が
強
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。 

 

私
的
な
挽
歌
に
お
い
て
も
、
回
想
性
が
強
く
、
独
白
的
で
あ
る
場
合
な
ど
が
あ
り
、
歌
が
死
者

に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
方
向
性
が
、
挽
歌
の
基
調
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

ま
た
、
対
称
（
二
人
称
）
の
呼
称
表
現
（
君
、
背
、
妹
な
ど
）
の
う
ち
、
最
も
直
接
的
な
呼
び

か
け
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
の
は
「
汝
」
（
ナ
・
ナ
レ
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
伊
藤
博
氏
は
こ
の

「
汝
」
が
直
接
的
呼
称
で
あ
り
呼
び
か
け
の
性
質
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
相
手
を
呼
ぶ
こ

と
ば
」
『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
下
、
昭
51
年
10
月 

塙
書
房
）
。
そ
こ
で
、
「
汝
」
の
用
例
を

検
し
て
み
る
と
、
『
万
葉
集
』
に
約
七
〇
例
を
数
え
る
が
、
こ
れ
が
挽
歌
の
中
で
死
者
に
向
け
て

使
わ
れ
た
例
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
も
、
挽
歌
が
そ
の
基
調
と
し
て
死
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
と
い
う
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  
 

 
 

 
 

三 

  

挽
歌
の
呼
称
表
現
で
死
者
へ
の
呼
び
か
け
と
見
な
せ
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
し

て
み
る
と
、
語
法
と
し
て
は
、
死
者
を
指
示
す
る
呼
称
表
現
が
体
言
止
め
、
ま
た
は
感
嘆
詞
が
付

い
た
か
た
ち
等
で
句
切
れ
と
な
る
用
例
が
注
目
さ
れ
る
。 

  
 

⑪ 
 

天
皇
の
崩
り
ま
し
し
時
に
、
婦
人
の
作
る
歌
一
首[

姓
氏
詳
ら
か
な
ら
ず]

 

 
 

 

う
つ
せ
み
し 

神
に
堪
へ
ね
ば 

離
れ
居
て 

朝
嘆
く
君 

離
り
居
て 

我
が
恋
ふ
る
君 

 
 

玉
な
ら
ば 

手
に
巻
き
持
ち
て 

衣
な
ら
ば 

脱
く
時
も
な
く 

我
が
恋
ふ
る 

君
そ
昨 

 
 

夜 

夢
に
見
え
つ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
巻
２
一
五
〇
） 

 
 

⑫ 
 

天
皇
の
崩
り
ま
し
し
後
の
八
年
の
九
月
九
日
、
奉
為
の
御
斎
会
の
夜
、
夢
の
裏
に
習 

 
 

 
 

ひ
賜
ふ
御
歌
一
首 

 
 

 

明
日
香
の 

清
御
原
の
宮
に 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
し 

や
す
み
し
し 

我
が
大
君 

 
 

 

高
照
ら
す 

日
の
皇
子 

い
か
さ
ま
に 

思
ほ
し
め
せ
か 

神
風
の 

伊
勢
の
国
は 

沖 
 

 

つ
藻
も 

な
み
た
る
波
に 

塩
気
の
み 

か
を
れ
る
国
に 

う
ま
こ
り 

あ
や
に
と
も
し 

 
 

き 

高
照
ら
す 

日
の
皇
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
巻
２
一
六
二
） 

 
 

⑬ 
 

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
泊
瀬
部
皇
女
と
忍
坂
部
皇
子
と
に
献
る
歌
一
首<

并
せ
て
短
歌>

 

 
 

 
 

 

反
歌
一
首 

 
 

 

し
き
た
へ
の 

袖
交
へ
し
君 

玉
垂
の 

越
智
野
過
ぎ
行
く 

ま
た
も
逢
は
め
や
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
２
一
九
五
） 

 
 

 
 

 

右
、
或
本
に
曰
く
、
「
河
島
皇
子
を
越
智
野
に
葬
る
時
に
、
泊
瀬
部
皇
女
に
献
る
歌 

 
 

 
 

な
り
」
と
い
ふ
。
日
本
紀
に
云
は
く
、
「
朱
鳥
五
年
、
辛
卯
の
秋
九
月
己
巳
朔
の
丁 

 
 

 
 

丑
浄
大
参
皇
子
川
島
薨
ず
」
と
い
ふ
。 

 
 

⑭ 
 

弓
削
皇
子
の
薨
ず
る
時
に
、
置
始
東
人
が
作
る
歌
一
首<

并
せ
て
短
歌>

 

 
 

 

や
す
み
し
し 

我
が
大
君 

高
光
る 

日
の
皇
子 

ひ
さ
か
た
の 

天
つ
宮
に 

神
な
が 

 
 

ら 

神
と
い
ま 

せ
ば 

そ
こ
を
し
も 

あ
や
に
恐
み 

昼
は
も 

日
の
こ
と
ご
と 

夜 
 

 

は
も 

夜
の
こ
と
ご
と 

伏
し
居 

嘆
け
ど 

飽
き
足
ら
ぬ
か
も 

 

（
巻
２
二
〇
四
）

 

 

一 

関 

高 

専 

研 

究 

紀 

要 

 

第 

五 

三 

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 
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⑮ 
 

吉
備
津
采
女
が
死
に
し
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
一
首<

并
せ
て
短
歌>

 

 
 

 
秋
山
の 

し
た
へ
る
妹 

な
よ
竹
の 

と
を
よ
る
児
ら
は 

い
か
さ
ま
に 

思
ひ
居
れ
か 

 
 

栲
縄
の 

長
き
命
を 

露
こ
そ
ば 

朝
に
置
き
て 

夕
に
は 

消
ゆ
と
い
へ 

霧
こ
そ
ば 

 
 

夕
に
立
ち
て 

朝
に
は 

失
す
と
い
へ 

梓
弓 

音
聞
く
我
も 

お
ほ
に
見
し 

こ
と
悔 

 
 

し
き
を 
し
き
た
へ
の 

手
枕
ま
き
て 

剣
大
刀 

身
に
副
へ
寝
け
む 

若
草
の 

そ
の 

 
 

夫
の
子
は 
さ
ぶ
し
み
か 

思
ひ
て
寝
ら
む 

悔
し
み
か 

思
ひ
恋
ふ
ら
む 

時
な
ら
ず 

 
 

過
ぎ
に
し
児
ら
が 
朝
露
の
ご
と 

夕
霧
の
ご
と 

 
 

 
 

 
 

 

（
巻
２
二
一
七
） 

 
 

⑯ 
 

讃
岐
の
狭
岑
の
島
に
し
て
、
石
の
中
の
死
人
を
見
て
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌 
 

 
 

 

一
首<

并
せ
て
短
歌>

 

 
 

 
 

反
歌
二
首 

 
 

 

沖
つ
波 

来
寄
す
る
荒
磯
を 

し
き
た
へ
の 

枕
と
ま
き
て 

寝
せ
る
君
か
も
（
巻
２
二
二
二
） 

 
 

⑰ 
 

上
宮
聖
徳
皇
子
、
竹
原
井
に
出
遊
で
ま
す
時
に
、
龍
田
山
の
死
人
を
見
て
悲
傷
し
て 

 
 

 
 

作
ら
す
御
歌
一
首 

 
 

 

家
に
あ
ら
ば 

妹
が
手
ま
か
む 

草
枕 

旅
に
臥
や
せ
る 

こ
の
旅
人
あ
は
れ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
３
四
一
五
） 

 
 

⑱ 
 

石
田
王
の
卒
る
時
に
、
丹
生
王
の
作
る
歌
一
首<

并
せ
て
短
歌>

 

 
 

 

な
ゆ
竹
の 

と
を
よ
る
皇
子 

さ
に
つ
ら
ふ 

我
が
大
君
は 
こ
も
り
く
の 

泊
瀬
の
山 

 
 

に 

神
さ
び
に 

斎
き
い
ま
す
と 

玉
梓
の 

人
そ
言
ひ
つ
る 
逆
言
か 

我
が
聞
き
つ 

 
 

る 

狂
言
か 

我
が
聞
き
つ
る
も 

天
地
に 

悔
し
き
こ
と
の 

世
間
の 

悔
し
き
こ
と 

 
 

は 

天
雲
の 

そ
く
へ
の
極
み 

天
地
の 

至
れ
る
ま
で
に 

杖
つ
き
も 
つ
か
ず
も
行 

 
 

き
て 

夕
占
問
ひ 

石
占
も
ち
て 

我
が
や
ど
に 

み
も
ろ
を
立
て
て 

枕
辺
に 

斎
瓮 

 
 

を
据
ゑ 

竹
玉
を 

間
な
く
貫
き
垂
れ 

木
綿
だ
す
き 

か
ひ
な
に
掛
け
て 

天
な
る 

 
 

 

さ
さ
ら
の
小
野
の 

七
ふ
菅 

手
に
取
り
持
ち
て 

ひ
さ
か
た
の 

天
の
川
原
に 
出
で 

 
 

立
ち
て 

み
そ
ぎ
て
ま
し
を 

高
山
の 

巌
の
上
に 

い
ま
せ
つ
る
か
も
（
巻
３
四
二
〇
） 

 
 

⑲ 
 

天
平
元
年
己
巳
、
摂
津
国
の
班
田
の
史
生
丈
部
龍
麻
呂
自
ら
経
き
て
死
ぬ
る
時
に
、 

 
 

 
 

判
官
大
伴
宿
祢
三
中
が
作
る
歌
一
首<

并
せ
て
短
歌>

 

 
 

 
 

 

反
歌 

 
 

 

昨
日
こ
そ 

君
は
あ
り
し
か 

思
は
ぬ
に 

浜
松
の
上
に 

雲
に
た
な
び
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
３
四
四
四
） 

 
 

 

い
つ
し
か
と 

待
つ
ら
む
妹
に 

玉
梓
の 

言
だ
に
告
げ
ず 

去
に
し
君
か
も 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
３
四
四
五
） 

 
 

⑳ 
 

天
平
三
年
辛
未
の
秋
七
月
に
、
大
納
言
大
伴
卿
の
薨
ず
る
時
の
歌
六
首 

 
 

 

は
し
き
や
し 

栄
え
し
君
の 

い
ま
し
せ
ば 

昨
日
も
今
日
も 

我
を
召
さ
ま
し
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
３
四
五
四
） 

 
 

 

か
く
の
み
に 

あ
り
け
る
も
の
を 

萩
の
花 

咲
き
て
あ
り
や
と 

問
ひ
し
君
は
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
３
四
五
五
） 

 
 

㉑ 
 

十
六
年
甲
申
春
二
月
、
安
積
皇
子
の
薨
ず
る
時
に
、
内
舎
人
大
伴
宿
祢
家
持
が
作
る 

 
 

 
 

歌
六
首 

 
 

 

か
け
ま
く
も 

あ
や
に
恐
し 

言
は
ま
く
も 

ゆ
ゆ
し
き
か
も 

我
が
大
君 

皇
子
の
尊 

 
 

万
代
に 

食
し
た
ま
は
ま
し 

大
日
本 

久
邇
の
都
は 

う
ち
な
び
く 

春
さ
り
ぬ
れ
ば 

 
 

山
辺
に
は 

花
咲
き
を
を
り 

川
瀬
に
は 

鮎
子
さ
走
り 

い
や
日
異
に 

栄
ゆ
る
時
に 

 
 

逆
言
の 

狂
言
と
か
も 

白
た
へ
に 

舎
人
装
ひ
て 

和
束
山 

御
輿
立
た
し
て 

ひ
さ 

 
 

か
た
の 

天
知
ら
し
ぬ
れ 

臥
い
ま
ろ
び 

ひ
づ
ち
泣
け
ど
も 

せ
む
す
べ
も
な
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
３
四
七
五
） 

 
 

 
 

 

反
歌 

 
 

 

我
が
大
君 

天
知
ら
さ
む
と 

思
は
ね
ば 

お
ほ
に
そ
見
け
る 

和
束
杣
山 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
巻
３
四
七
六
） 

 
 

 

か
け
ま
く
も 

あ
や
に
恐
し 

我
が
大
君 

皇
子
の
尊 

も
の
の
ふ
の 

八
十
伴
の
緒
を 

 
 

召
し
集
へ 

率
ひ
た
ま
ひ 

朝
狩
に 

鹿
猪
踏
み
起
こ
し 

夕
狩
に 

鶉
雉
踏
み
立
て 

 
 

 

大
御
馬
の 

口
抑
へ
と
め 

御
心
を 

見
し
明
ら
め
し 

活
道
山 

木
立
の
繁
に 

咲
く 

 
 

花
も 

う
つ
ろ
ひ
に
け
り 

世
間
は 

か
く
の
み
な
ら
し 

ま
す
ら
を
の 

心
振
り
起
こ 

 
 

し 

剣
大
刀 

腰
に
取
り
佩
き 

梓
弓 

靫
取
り
負
ひ
て 

天
地
と 

い
や
遠
長
に 

万 
 

 

代
に 

か
く
し
も
が
も
と 

頼
め
り
し 

皇
子
の
御
門
の 

五
月
蝿
な
す 

騒
く
舎
人
は 

 
 

白
た
へ
に 

衣
取
り
着
て 

常
な
り
し 

笑
ま
ひ
振
舞 

い
や
日
異
に 

変
は
ら
ふ
見
れ 

 
 

ば 

悲
し
き
ろ
か
も
（
巻
３
四
七
八
） 

 
 

㉒ 
 

 

羈
旅
の
歌 

 
 

 
名
児
の
海
を 

朝
漕
ぎ
来
れ
ば 

海
中
に 

鹿
子
そ
鳴
く
な
る 

あ
は
れ
そ
の
鹿
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
巻
７
一
四
一
七
） 

 
 

㉓
つ
の
さ
は
ふ 

磐
余
の
山
に 

白
た
へ
に 

か
か
れ
る
雲
は 

皇
子
か
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
巻
13
三
三
二
五
） 

 
 

㉔ 
 

備
後
国
の
神
島
の
浜
に
し
て
、
調
使
首
、
屍
を
見
て
作
る
歌
一
首<

并
せ
て
短
歌>

 

 

挽 

歌 

の 

呼 

称 

表 

現 

と 

志 

向 

性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 四 
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反
歌 

 
 

 
家
人
の 

待
つ
ら
む
も
の
を 

つ
れ
も
な
き 

荒
磯
を
ま
き
て 

伏
せ
る
君
か
も 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
巻
13
三
三
四
一
） 

  

初
め
に
あ
げ
た
⑪
の
「
朝
嘆
く
君
」
「
我
が
恋
ふ
る
君
」
は
「
君
」
が
体
言
止
め
で
句
切
れ
を

な
す
語
法
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
呼
び
か
け
の
表
現
と
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
⑯
「
寝
せ
る
君
か
も
」
⑰
「
こ
の
旅
人
あ
は
れ
」
⑳
「
問

ひ
し
君
は
も
」
な
ど
の
よ
う
に
、
感
動
詞
や
、
感
嘆
の
助
詞
が
つ
い
て
句
切
れ
を
な
し
て
る
よ
う

な
場
合
も
、
呼
び
か
け
表
現
と
し
て
の
性
質
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

そ
こ
で
改
め
て
⑪
～
㉔
歌
を
見
る
と
、
こ
こ
に
は
、
行
路
死
者
を
歌
う
も
の
、
自
死
や
水
死
な

ど
の
異
常
死
者
を
歌
う
も
の
、
墳
墓
へ
の
埋
葬
を
歌
う
も
の
、
殯
や
葬
送
な
ど
と
直
接
に
関
わ
っ

て
歌
わ
れ
た
も
の
な
ど
の
、
顕
著
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
先
に
①
～
⑤
の
資
料
で
、
死
者
へ
の

呼
び
か
け
の
言
葉
の
事
例
を
見
た
が
、
そ
こ
で
も
、
屍
を
目
の
前
に
し
て
、
ま
た
実
際
に
屍
に
取

り
す
が
っ
て
言
葉
を
発
す
る
と
い
う
場
面
が
見
ら
れ
た
。
挽
歌
の
場
合
に
も
、
目
の
前
に
屍
の
存

在
す
る
こ
と
が
、
死
者
に
呼
び
か
け
る
表
現
を
成
り
立
た
せ
る
条
件
の
一
つ
と
し
て
あ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

な
お
用
例
の
中
で
、
⑫
は
明
ら
か
に
屍
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
挽
歌
が
、
天
武
崩
後
八
年
を
経
て
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
夢
の
裏
に

習
ひ
賜
ふ
」
と
い
う
事
情
を
も
つ
こ
の
歌
は
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
表
現
を
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
亡
夫
天
武
の
姿
を
目
の
前
に
見
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
や

す
み
し
し 

我
が
大
君 

高
照
ら
す 

日
の
皇
子
」
と
い
う
表
現
は
、
宮
廷
讃
歌
に
も
用
い
ら
れ

る
表
現
で
、
行
幸
先
の
公
的
な
場
で
、
多
く
の
従
駕
の
人
々
を
前
に
し
て
献
呈
さ
れ
る
と
い
う
場

合
に
も
、
明
ら
か
に
目
の
前
の
「
大
君
」
の
存
在
を
踏
ま
え
た
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

挽
歌
に
こ
の
表
現
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
宮
廷
讃
歌
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、

眼
前
の
「
大
君
」
に
歌
い
か
け
る
よ
う
な
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

  
 

 
 

 
 

四 

  

遺
さ
れ
た
者
が
死
者
に
対
し
て
言
葉
を
向
け
る
こ
と
は
、
古
代
信
仰
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る
と

と
も
に
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
に
、
遺
さ
れ
た
者
の
真
情
に
発
す
る
行
為
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
言
葉
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
死
者
へ
と
向
け
ら
れ
た
表
現
と
な
る
が
、
そ
れ
は
逆
に
見
れ
ば

言
葉
を
第
三
者
と
共
有
し
第
三
者
も
ま
た
自
己
の
体
験
や
心
情
に
即
し
て
共
感
す
る
と
い
う
想
定

を
組
み
込
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。 

 

挽
歌
の
言
葉
は
必
ず
し
も
死
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
挽
歌
の
基
調

が
、
死
者
に
向
け
た
招
魂
で
も
な
く
鎮
魂
で
も
な
く
、
ま
た
死
者
に
向
け
た
純
直
な
訴
え
で
も
な

く
、
歌
の
享
受
者
を
想
定
し
た
文
芸
的
志
向
に
基
づ
く
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
。 

 

た
だ
し
挽
歌
の
中
で
も
、
行
路
死
者
や
異
常
死
者
を
歌
う
も
の
、
殯
や
葬
送
に
直
接
的
に
関
わ

る
歌
な
ど
に
は
、
死
者
へ
の
呼
び
か
け
表
現
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
呼

び
か
け
の
言
葉
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
眼
前
の
死
者
に
歌
い
か
け
る
表
現
が
成
り
立
っ
て

い
る
。 

（
二
〇
十
八
年
九
月
二
十
日
受
理
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