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﹃
玉
葉
和
歌
集
﹄
﹁
雑
﹂
の
一
首
︒

﹁
露
の
消
え
な
い
間
ほ
ど
の
は
か
な
い
身
と
︑
知
っ
て
は
い
る
け

れ
ど
︑
知
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
︑
朝
顔
の
上
に
置
く
露
と
は
か
な
さ

を
競
う
い
ま
の
世
を
︑
つ
く
づ
く
嘆
く
こ
と
で
す
﹂
︒

朝
顔
は
︑
朝
開
い
て
ほ
ど
な
く
し
ぼ
む
︒
朝
顔
の
花
の
美
し
さ
は
︑

そ
の
は
か
な
さ
に
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
本
来
は
か
な
さ
の
象
徴
で
あ
る

露
の
な
か
で
も
︑
朝
顔
の
上
に
置
く
露
ほ
ど
は
か
な
い
も
の
は
な
く
︑

そ
れ
と
競
う
ほ
ど
に
い
ま
の
世
は
は
か
な
い
の
だ
と
い
う
︒

こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
詞
書
に
は
﹁
世
の
中
常
な

ら
ず
侍
り
け
る
頃
︑
朝
顔
の
花
を
人
の
も
と
に
遣
は
す
と
て
﹂
︵
世

の
中
が
尋
常
で
な
い
頃
︑
朝
顔
の
花
を
人
の
も
と
に
お
贈
り
す
る
と

い
っ
て
︶
と
あ
る
︒

注
釈
書
な
ど
に
よ
れ
ば
︑
﹁
常
な
ら
ぬ
世
﹂
は
疫
病
の
流
行
し
た

年
︵
一
〇
〇
一
年
︶
︒
つ
ま
り
現
代
の
コ
ロ
ナ
禍
の
よ
う
な
世
の
中

と
思
わ
れ
る
︒
前
年
の
冬
か
ら
疫
病
が
大
流
行
し
︑
多
く
の
死
者
が

出
て
京
の
人
々
も
大
混
乱
す
る
な
か
︑
こ
の
年
の
四
月
に
式
部
の

夫
・
藤
原
宣の

ぶ

孝た
か

が
亡
く
な
っ
て
い
る
︒
死
因
は
不
明
な
が
ら
︑
疫
病

と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
︒

そ
ん
な
背
景
を
か
ん
が
み
る
と
︑
こ
の
歌
の
嘆
き
よ
う
も
身
に
沁

み
て
く
る
︒
﹁
消
え
ぬ
間
の
身
を
も
知
る
知
る
﹂
袂
袒
露
の
間
の
は

か
な
い
命
と
知
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
︑
知
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
︑
と

繰
り
返
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
気
持
ち
︑
さ
ら
に
︑
は
か
な
さ
の
究

極
と
も
言
え
る
朝
顔
の
上
に
置
く
露
を
引
き
合
い
に
し
て
︑
夫
の
死

の
み
な
ら
ず
︑
広
く
世
を
嘆
く
歌
へ
と
展
開
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
こ

の
歌
が
独
白
吟
で
は
な
く
︑
﹁
人
の
も
と
に
遣
は
す
﹂
も
の
だ
っ
た

か
ら
に
ち
が
い
な
い
︒

﹁
遣
は
す
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
︑
お
そ
ら
く
身
分
の
高
い
方
へ
の

贈
り
物
で
あ
る
朝
顔
に
添
え
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒
朝
顔
の
花
と

こ
の
一
首
︒
ま
こ
と
に
美
し
く
哀
し
く
︑
そ
れ
ゆ
え
あ
ざ
や
か
な
趣

向
で
あ
る
︒

式
部
は
夫
の
死
の
後
︑
一
〇
〇
五
年
︵
ま
た
は
一
〇
〇
六
年
︶
に
︑

中
宮
彰
子
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
る
︒

︵
小
島
ゆ
か
り
︶

●
二
人
で
味
わ
う
古
典
和
歌
︵
89
︶

消
え
ぬ
間ま

の
身
を
も
知
る
知
る
朝
顔
の
露
と
あ
ら
そ
ふ
世
を
嘆
く
か
な

紫
式
部
























































































































