
万
葉
行
旅
長
歌
の
呪
祝
表
現

－
　
意
志
的
表
現
と
妹
の
表
象
1
－
－

万
葉
の
行
旅
歌
の
表
現
に
は
旅
行
く
者
と
見
送
る
者
と
の
相
関
が
指
摘
で

き
る
。
多
く
の
場
合
旅
行
く
者
の
歌
は
妹
へ
の
思
い
を
う
た
い
、
逆
に
見
送

る
者
は
相
手
に
そ
の
思
い
を
返
し
て
い
て
、
お
よ
そ
相
聞
歌
の
ご
と
ぎ
様
相

を
呈
し
て
い
る
。
旅
の
歌
は
妹
背
の
情
愛
の
表
現
で
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。
行
旅
歌
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
関
係
性
と
抒
情
の
質
は
、
旅
の
完

遂
が
妹
に
眼
守
ら
れ
て
成
就
す
る
と
い
う
呪
祝
の
観
念
を
背
後
に
お
い
て
理

解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
罷
旅
歌
や
悲
別
歌
の
類
の
み
な
ら
ず
行
幸
従
駕
歌

に
お
い
て
も
妹
が
う
だ
わ
れ
る
の
は
、
妹
の
呪
力
に
よ
っ
て
旅
の
辛
苦
や
不

安
が
鎮
め
ら
れ
気
力
の
充
実
も
は
か
ら
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
対
す
る
妹
の

歌
は
行
旅
者
の
平
安
を
祈
る
呪
視
の
表
現
を
と
る
。
そ
の
直
裁
的
な
表
現
は
、

紐
結
び
や
袖
振
り
や
お
互
い
の
潔
斎
を
約
束
す
る
な
ど
呪
礼
の
実
習
が
う
だ

わ
れ
て
い
る
。
一
例
を
示
す
と
、

荒
津
の
海
我
幣
奉
り
斎
ひ
て
む
は
や
早
り
ま
せ
面
変
は
り
せ
ず（

三
二
一
七
）

朝
な
朝
な
筑
紫
の
方
を
出
で
見
つ
つ
音
の
み
そ
我
が
泣
く
い
た
も
す
べ

増

　

田

　

　

茂

　

恭

な
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
三
八
）

旅
の
問
答
歌
で
あ
る
。
荒
淫
の
海
に
向
け
て
船
出
す
る
行
旅
者
に
対
し
「
我

幣
奉
り
斎
ひ
て
む
」
と
い
う
の
か
そ
れ
で
あ
る
。
荒
ぶ
る
海
に
奉
幣
し
潔
斎

を
言
明
す
る
の
は
旅
の
安
寧
を
祈
る
呪
礼
と
し
て
の
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ

を
上
旬
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
旨
で
あ
る
再
会
を
願
う
下
旬
の
抒
情
表

現
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
呪
祝
の
短
歌
的
表
現
の
典
型
と
言
え

る
が
、
次
の
歌
も
こ
の
観
念
の
中
で
う
だ
わ
れ
て
い
る
。
歌
の
作
歌
時
処
は

旅
中
作
を
装
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
に
主
情
を
な
す
「
音
の

み
そ
我
が
泣
く
」
を
抽
出
し
よ
う
。
表
現
自
体
は
旅
行
く
こ
と
の
意
志
の
存

否
を
疑
わ
せ
る
ほ
ど
旅
行
者
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
だ

が
、
「
泣
く
」
　
と
い
う
表
現
は
行
旅
歌
に
お
い
て
　
「
嘆
く
」
　
や
衣
や
袖
を

「
濡
ら
す
」
な
ど
と
同
類
の
常
套
的
表
現
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
泣
く
」
こ
と

の
具
体
的
な
所
作
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
妹
の
ま
な
ざ
し
を
受
け
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
そ
の
呪
力
を
乞
い
の
ぞ
む
旅
の
心
情
表
現
の
一
類
例
と
考
え
れ

ば
足
り
る
。
こ
の
よ
う
な
心
情
の
表
現
が
行
旅
歌
の
現
象
面
を
広
く
覆
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
旅
の
呪
祝
の
観
念
の
は
た
ら
ぎ
を
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
旅
の
問
答
歌
の
理
解
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

行
旅
長
歌
も
ま
た
呪
視
の
観
念
の
中
で
う
だ
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
が
短
歌

で
な
く
長
歌
の
表
現
に
課
題
を
お
く
の
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
呪
祝
の
観
念

と
長
歌
の
表
現
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
た
い
た
め
で
あ
る
。
短
歌
表
現
は
句

数
の
制
限
も
あ
っ
て
、
呪
礼
を
直
裁
的
に
う
だ
い
こ
ん
だ
り
、
ま
た
妹
背
の

情
愛
の
交
感
と
し
て
類
型
化
さ
れ
易
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
長
歌
の
場
合

は
旅
行
く
者
の
意
志
が
成
句
を
形
成
し
て
お
り
、
妹
へ
の
思
い
も
さ
ま
ざ
ま

な
幻
想
的
表
現
で
描
写
さ
れ
て
、
旅
の
呪
祝
の
観
念
は
表
現
の
上
に
自
立
す

る
方
途
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
表
現
力
の
諸
相
を
課
題
と
し
て

長
歌
を
検
討
す
る
。一

異
空
間
と
し
て
の
境
界

行
旅
長
歌
の
意
志
的
表
現
は
未
来
に
向
け
ら
れ
た
言
表
で
あ
る
。
短
歌
の

表
現
が
や
や
も
す
れ
ば
過
去
の
家
郷
へ
と
向
か
う
の
は
、
妹
と
の
交
感
と
い

う
呪
祝
の
観
念
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
旅
行
く
者
は
本
来
行

く
）
」
と
の
意
志
を
明
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
志
的
表
現
は
妹
の
呪
祝

に
対
応
し
、
ま
た
前
提
と
し
て
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
歌
表
現
に
お
い
て

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
二
長
歌
は
共
に
地
名
を
列
挙
し
、
「
我
は
越
え

行
く
」
と
い
う
意
志
の
表
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
特
徴
と
し
て
過
去

的
経
験
的
な
表
現
を
も
た
ず
、
抒
情
句
も
寧
ん
で
い
な
い
。
経
験
的
情
念
の

世
界
で
は
な
く
越
え
る
べ
き
対
象
世
界
を
う
だ
う
A
B
の
歌
の
質
は
、
予
め

万
葉
行
旅
長
歌
の
呪
祝
表
現

行
旅
を
呪
祝
す
る
表
現
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

A
l
足
柄
の
　
み
坂
給
は
り

2
が
へ
り
見
ず
　
開
聞
闇
討
風
月

3
荒
し
男
も
　
立
し
や
は
ば
か
る

4
不
破
の
関
　
越
計
で
甜
油
剤
〓

5
馬
の
爪
　
筑
紫
の
崎
に

6
留
ま
り
居
て
　
我
は
斎
は
む

7
諸
は
　
牽
く
と
申
す

8
帰
り
乗
ま
で
に

B
l
そ
ら
み
つ
　
大
和
の
国

2
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
山
越
え
て

3
山
背
の
　
管
木
の
原

4
ち
は
や
ぶ
る
　
宇
治
の
渡
り

5
滴
屋
の
　
阿
後
厄
の
原
を

6
千
年
に
　
欠
く
る
こ
と
な
く

1
万
代
に
　
あ
り
通
は
む
と

8
山
科
の
　
石
田
の
社
の

9
皇
神
に
　
幣
取
り
向
け
て

1
0
開
圃
越
知
布
引
　
逢
坂
山
を

四
三
七
二

一
三
一
三
六

A
は
巻
二
十
防
人
歌
群
中
唯
一
の
長
歌
で
あ
り
、
出
郷
に
際
し
て
こ
れ
か
ら

越
え
行
く
足
柄
・
不
破
さ
ら
に
任
地
で
あ
る
筑
紫
を
詠
み
こ
ん
だ
も
の
。
B

は
大
和
を
出
て
山
背
の
木
津
川
（
泉
州
）
沿
い
に
宇
治
・
山
科
ま
で
北
陸
道
へ

と
向
か
う
地
を
う
た
い
、
逢
坂
山
は
畿
内
の
は
ず
れ
に
あ
た
る
。
傍
線
で
示

四
七



し
た
「
我
は
越
え
行
く
」
（
「
越
え
て
我
は
行
く
」
も
同
類
と
見
る
）
は
、
そ
れ
ぞ

れ
足
柄
や
不
破
ま
た
逢
坂
山
を
越
え
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
て
、
越
え
行

く
こ
と
の
意
志
の
表
現
が
両
歌
の
性
格
を
決
定
付
け
て
い
る
。
意
志
的
表
現

が
主
眼
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
指
示
す
る
三
っ
の
地
点
と
境
界
の
観
念
に
つ

い
て
ま
ず
述
べ
て
お
く
。

足
柄
・
不
破
・
逢
坂
は
古
来
関
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
足
柄
関
の
設

置
は
遙
か
後
年
（
八
九
九
年
）
で
逢
坂
関
は
不
明
（
大
化
二
年
の
畿
内
の
制
定
時
か
）

と
さ
れ
て
い
る
が
、
不
破
関
は
壬
申
の
乱
の
時
天
武
天
皇
が
本
営
を
置
い
た

軍
事
上
重
要
な
抱
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
こ
こ
だ
け
は
「
不
破
の
関
」
と
う
だ

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
旅
の
歌
の
問
題
と
し
て
は
軍
事
的
意
義
の
も
つ
制

度
的
歴
史
的
記
憶
は
直
接
か
か
わ
っ
て
こ
な
い
。
行
旅
長
歌
と
し
て
三
つ
の

地
名
表
現
を
見
る
と
、
境
界
の
も
つ
象
徴
的
意
義
が
前
面
に
出
て
く
る
。
ま

ず
、
「
足
柄
の
み
坂
給
は
り
」
は
そ
こ
を
無
事
に
通
過
す
べ
く
坂
神
の
庇
護

を
得
る
こ
と
を
う
た
い
、
不
破
の
関
も
「
荒
し
男
も
立
し
や
は
ば
か
る
」
と

こ
ろ
、
難
渋
す
る
場
所
と
し
て
形
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
逢
坂
山
も
「
石

田
の
社
の
皇
神
に
幣
取
り
向
け
て
」
越
え
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は

一
様
に
墳
界
で
あ
り
、
危
険
で
難
渋
す
る
と
こ
ろ
、
そ
し
て
恐
き
神
の
坐
す

と
こ
ろ
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
旅
の
歌
一
般
に
普
遍
化
し
て
言
う
と
、
通
過
す
る
の
に
困
難

な
と
こ
ろ
は
恐
ぎ
坂
や
峠
、
激
つ
川
や
橋
の
た
も
と
、
海
で
は
水
門
や
瀬
戸

の
渡
り
、
ま
た
出
航
す
る
津
や
泊
、
そ
れ
に
道
又
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

場
所
は
多
く
国
婆
と
も
な
る
が
、
境
は
線
状
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
恐
る
べ

き
神
の
支
配
す
る
異
空
間
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
例
歌
を
引
こ
う
。

四
八

玉
梓
の
　
道
行
き
人
は
　
あ
し
び
き
の
　
山
行
き
野
行
き
　
に
は
た
づ
み

川
行
き
渡
り
　
い
さ
な
と
り
　
海
路
に
出
で
て
　
恐
ぎ
ゃ
　
神
の
渡
り
は

吹
く
風
も
　
の
ど
に
は
吹
か
ず
　
立
つ
波
も
　
お
は
に
は
立
た
ず
　
と
ゐ

波
の
　
さ
さ
ふ
る
道
を
　
誰
が
心
　
い
た
わ
し
と
か
も
　
直
渡
り
け
む

直
渡
り
け
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
一
三
二
五
）

行
路
死
人
を
鎮
魂
す
る
挽
歌
で
あ
る
。
「
道
行
き
人
」
に
と
っ
て
山
・
野
・

川
・
海
と
そ
れ
ぞ
れ
難
路
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
行
路
死
人
は
海
路
の
恐
き

「
神
の
渡
り
」
　
に
お
い
て
命
を
断
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
　
「
と
ゐ
波
」

（
高
く
う
ね
る
波
）
　
の
立
つ
塞
が
れ
た
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
異
空
間
の
歌
の
表

現
は
対
句
を
用
い
て
強
調
す
る
。

〔
諾
講
評
講

「
神
の
渡
り
」
に
お
け
る
神
威
の
発
現
の
描
写
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
の

坐
す
渡
り
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
神
の
名
も
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
本
歌
は
「
道
行
き
人
」
を
死
に
至
ら
し
め
た
素
因
を
異
空
間
の
神
に

求
め
て
い
る
。
異
空
間
の
神
々
は
神
格
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
万
葉
の
旅
の

歌
に
お
い
て
は
危
険
な
場
所
や
異
国
へ
参
入
す
る
こ
と
の
恐
れ
が
対
象
化
さ

れ
、
よ
り
原
初
的
な
畏
怖
そ
の
も
の
の
表
象
と
し
て
境
界
の
神
は
あ
る
。
よ

っ
て
、
異
空
間
に
か
か
わ
る
行
旅
歌
は
こ
こ
で
課
題
と
す
る
意
志
の
成
句
表

現
を
と
る
場
合
と
、
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
り
景
物
を
嘱
目
的
に
う
だ
っ
て
讃

辞
的
表
現
を
と
る
場
合
と
が
あ
る
。
こ
の
二
者
は
一
首
内
に
お
い
て
復
合
し

て
う
だ
わ
れ
る
事
例
も
あ
る
が
、
異
空
間
に
向
け
ら
れ
る
基
本
的
な
表
現
の

あ
り
方
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
旅
す
る
こ
と
の
恐
れ
を
境
界
に
対
象
化
し
異

空
間
と
し
て
神
々
を
幻
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
恐
ぎ
坂
や
神
の
渡
り
な
ど
は

歌
表
現
の
上
で
象
徴
的
意
義
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
行
旅
長
歌
は
こ
の
異
空

間
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
れ
を
意
志
の
表
現
力
で
越
え
る
べ
く
う
た
う
の

で
あ
る
。
A
B
が
共
に
「
我
は
越
え
行
く
」
と
意
志
を
う
た
い
あ
げ
る
の
は

呪
祝
の
観
念
に
支
え
ら
れ
た
飛
躍
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
よ
り
人
間
的
な
願
い

や
誓
い
の
言
表
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
呪
祝
の
祈
り
こ

め
ら
れ
た
憲
志
の
表
現
は
、
境
界
の
現
実
的
場
所
性
が
象
徴
的
に
異
空
間
と

し
て
底
上
げ
ざ
れ
た
の
と
同
じ
表
現
位
相
に
あ
る
。
問
う
べ
き
は
表
現
諭
と

し
て
の
意
志
の
成
句
表
現
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
長
歌
の
構
成
に
お
い
て

も
重
要
な
核
を
な
す
の
は
必
定
で
あ
る
。
次
に
課
題
と
す
る
意
志
的
表
現
を

画
定
し
、
作
品
を
具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。

二
　
意
志
的
表
現
と
地
名
列
挙

行
旅
長
歌
に
お
け
る
意
志
的
表
現
と
そ
れ
を
含
み
も
つ
歌
番
号
を
挙
げ
る
。

㈲
我
は
越
え
行
く
　
A
四
三
七
二
　
B
三
二
三
六

㊥
我
が
越
え
行
け
ば
　
C
三
二
四
〇

の
我
が
越
え
来
れ
ば
　
D
一
四
二
八

日
我
が
漕
ぎ
出
ね
と
　
E
四
四
〇
八

㈱
我
が
漕
ぎ
行
け
ば
　
F
三
六
六

〇
我
が
漕
ぎ
来
れ
ば
　
G
九
四
二

六
種
類
の
長
歌
で
あ
る
。
「
越
え
」
　
の
㈲
0
0
と
「
漕
ぎ
」
　
の
㊥
㈱
㈹
の
ち

万
葉
行
旅
長
歌
の
呪
祝
表
現

が
い
は
陸
路
と
海
路
の
別
で
あ
っ
て
、
行
旅
の
意
志
表
現
と
し
て
同
じ
に
扱

っ
て
よ
い
。
「
我
は
　
ー
　
行
く
」
が
基
本
で
あ
り
、
㊥
か
ら
後
の
類
例
は
後

述
す
る
が
そ
の
変
容
で
あ
る
。

さ
て
、
A
B
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
A
の
長
歌
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
後
半
部
6
に
「
斎
ふ
」
こ
と
の
意
志
が
う
だ
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
意

志
的
表
現
で
あ
る
が
、
類
型
と
し
て
成
句
を
な
す
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
言

う
と
こ
ろ
は
防
人
が
筑
紫
で
潔
斎
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
防
人
の

所
業
と
し
て
う
だ
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
前
に
引
い
た
例
（
三
二
一
七
番
歌
）

の
よ
う
に
後
に
残
さ
れ
た
妹
も
ま
た
「
斎
ふ
」
の
で
あ
っ
た
。
旅
行
く
者
と

見
送
る
者
相
互
の
呪
礼
と
し
て
「
斎
ふ
」
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
末

の
「
諸
は
幸
く
と
申
す
帰
り
采
ま
で
に
」
と
い
う
「
諸
」
は
防
人
だ
け
で
な

く
家
人
を
も
指
し
示
す
こ
と
に
な
り
、
帰
郷
と
家
人
の
無
事
が
祈
願
ざ
れ
て

①

い
る
の
で
あ
る
。
一
首
の
表
現
構
成
を
整
理
す
る
と
、
前
半
部
で
生
活
圏
の

果
て
異
空
間
を
越
え
て
行
く
こ
と
を
う
た
い
、
そ
の
後
任
地
で
潔
斎
す
る
こ

と
を
誓
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
諸
」
の
無
事
が
祈
ら
れ
る
。
こ
の
長
歌
の
前

提
に
妹
の
既
視
が
あ
る
こ
と
は
一
一
亭
つ
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
で
成
句
表
現
の
「
我
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
「
我
」
は
個
か
衆

か
と
い
っ
た
問
い
が
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
集
中
に
は
「
わ
れ
わ
れ
」

に
相
当
す
る
語
は
な
い
が
、
「
我
等
」
の
表
記
例
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

②

「
ワ
」
　
「
ワ
レ
」
と
訓
ま
せ
て
い
る
。
A
の
左
注
に
「
右
一
首
、
倭
文
部
可

良
麻
呂
」
と
作
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
歌
者
が
己
れ
を
前
面
に

表
出
し
た
と
考
え
る
必
然
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
「
我
は
　
－
　
行
く
」
は
成
句

と
し
て
慣
周
的
な
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
し
こ
め
ら
れ
た
「
我
」
は
越
え

四
九



行
く
べ
き
「
我
」
と
し
て
昇
華
ざ
れ
た
位
相
に
あ
り
、
い
わ
ば
誓
約
の
表
現

形
式
と
し
て
あ
る
。
ま
た
一
首
は
個
人
の
経
験
的
領
域
を
う
た
っ
て
い
な
か

っ
た
。
越
え
行
く
こ
と
の
未
来
に
わ
た
る
意
志
は
、
彼
ら
集
団
に
共
有
さ
れ

た
意
志
で
あ
っ
た
。
そ
の
集
団
意
志
を
可
良
麻
呂
が
代
表
し
た
表
現
が
「
我

は
越
え
行
く
」
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ざ
ら
に
表
現
の
上
で
言
う
と
、

足
柄
や
不
破
が
異
空
間
で
あ
り
意
志
的
表
現
で
う
た
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
筑
紫
で
「
斎
ふ
」
　
こ
と
に
よ
っ
て
無
事
が
は
か
ら
れ
る
と
い
う

歌
表
現
の
機
能
は
ひ
と
り
可
良
麻
呂
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た

知
識
は
彼
の
属
す
る
常
陸
国
の
か
つ
て
の
防
人
ら
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
し
、
長
歌
様
式
の
存
在
は
む
し
ろ
こ
の
歌
が
伝
習
的
な
詞
章
で
あ
る
こ

と
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
個
に
執
す
る
よ
り
も
、
集
団
に
開
か
れ
た
願
い

や
誓
い
の
表
現
と
し
て
考
え
る
方
が
古
代
的
表
現
の
実
情
に
か
な
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。

事
は
B
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
奈
良
を
出
て
逢
坂
山
に
至
る
行
程
と
、

そ
の
畿
内
を
出
る
こ
と
の
意
志
的
表
現
に
類
型
化
が
見
ら
れ
る
。
次
頁
に
掲

げ
る
三
首
は
共
に
巻
十
一
二
雑
歌
の
部
に
収
め
ら
れ
た
作
歌
者
不
明
歌
で
あ
る
。

（
B
は
以
下
二
首
と
対
照
さ
せ
る
た
め
に
改
め
て
引
い
た
。
三
二
三
七
番
歌
に
は
意
志

的
表
現
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
B
C
の
類
歌
H
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
）
こ
れ
ら
は
お

そ
ら
く
北
陸
へ
向
か
う
宮
人
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
任
国
へ
の
出
立
の
折
か
、

官
命
を
受
け
て
畿
内
を
出
る
と
き
に
う
だ
わ
れ
た
も
の
が
累
積
し
、
こ
こ
に

こ
の
よ
う
に
集
合
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
付
加
（
H
）
　
や
複
合
（
C
）
　
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
共
通
し
て
逢
坂
山
に
焦
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
象

徴
的
意
義
を
先
に
考
え
よ
う
。

五
〇

逢
坂
山
は
北
陸
道
へ
向
か
う
律
令
制
下
の
奈
良
の
官
人
た
ち
に
と
っ
て
特

別
な
場
所
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
化
二
年
正
月
改
新
の
詔
の
英
二
に
、

凡
そ
畿
内
は
、
東
は
名
墾
の
横
川
よ
り
以
来
、
南
は
紀
伊
の
兄
山
よ
り
以

来
兄
、
雌
を
ば
制
と
云
ふ
、
西
は
赤
石
の
輪
湖
よ
り
以
来
、
北
は
近
江
の
狭

狭
波
の
合
坂
山
よ
り
以
来
を
畿
内
国
と
す
。

と
定
め
て
い
る
。
史
学
の
長
山
泰
孝
氏
は
こ
の
畿
内
の
成
立
時
期
を
軍
事
力

の
整
備
や
官
僚
制
の
確
立
を
急
い
だ
天
武
朝
に
求
め
、
課
役
の
免
除
な
ど
天

③

子
側
近
の
民
や
宮
人
一
族
を
優
遇
す
る
政
策
で
あ
っ
た
と
す
る
。
注
意
さ
れ

る
の
は
、
畿
内
と
外
つ
国
と
の
格
の
ち
が
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
万
葉
の

行
旅
歌
の
多
く
が
こ
の
四
至
を
う
だ
う
こ
と
の
理
由
に
、
畿
内
人
の
も
つ
生

活
空
間
の
特
殊
性
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
央
の
宮
人
が
四
至

の
境
界
を
越
え
る
の
は
異
郷
へ
赴
く
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
詔
を
注

意
し
て
桜
井
満
氏
は
「
こ
の
四
つ
の
競
界
は
、
大
和
か
ら
四
方
に
通
じ
る
交

通
の
要
衝
で
あ
り
、
境
の
神
が
祭
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

…
：
万
葉
び
と
の
旅
の
歌
に
も
賢
の
憲
誠
が
明
ら
か
に
現
ほ
れ
て
ゐ
る
」
と

述
べ
ら
れ
、
こ
の
境
界
の
歌
の
本
質
を
「
手
向
け
の
文
学
」
と
ざ
れ
た
の
で

④

あ
っ
た
。
逢
坂
山
の
象
徴
的
表
現
を
手
向
け
の
文
学
と
規
定
す
る
の
は
至
当

で
あ
る
。
H
で
は
4
「
手
向
く
さ
」
と
し
て
幣
を
供
え
る
こ
と
を
言
い
、
C

も
5
「
手
向
し
て
」
と
う
た
う
。
B
は
手
向
け
の
幣
を
「
石
田
の
社
」
に
供

え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
結
句
の
「
逢
坂
山
」
を
越
え
る
た
め
の
祈
願
と

し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
逢
坂
山
が
外
つ
国
へ
出
る
境
界
と
し

て
特
別
視
ざ
れ
て
い
た
こ
と
、
加
え
て
こ
の
異
空
間
に
手
向
け
の
呪
礼
の
行

わ
れ
る
象
徴
的
意
義
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
次
に
こ
こ
に
至
る

里
三
一
三
六

H
三
二
三
七
（
戎
本
の
歌
に
白
く
）

l
そ
ら
み
つ
　
大
和
の
国

2
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
山
越
え
て
　
1
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
山
過
ぎ
て

3
山
背
の
　
管
木
の
原

4
ち
は
や
ぶ
る
　
宇
治
の
渡
り
　
　
2
も
の
の
ふ
の
　
宇
治
川
渡
り

5
滝
壷
の
　
阿
後
厄
の
原
を

6
千
年
に
　
欠
く
る
こ
と
な
く

7
万
代
に
　
あ
り
通
は
む
と

8
山
科
の
　
石
田
の
社
の

9
皇
神
　
に
幣
取
り
向
け
て
　
　
　
3
娘
女
ら
に
　
逢
坂
山
に

1
0
掛
図
闇
討
利
付
　
逢
坂
山
を
　
　
4
手
向
く
き
　
ぬ
ざ
取
り
置
き
て

5
我
妹
子
に
　
近
江
の
海
の

6
油
つ
渡
　
来
寄
る
浜
辺
を

7
く
れ
く
れ
と
一
人
そ
我
が
来
る

8
妹
が
目
を
欲
り

C
三
二
四
〇

1
大
君
の
　
命
恐
み

2
見
れ
ど
飽
か
ぬ
　
奈
良
山
越
え
て

3
真
木
積
む
　
泉
の
川
の
　
速
ぎ
瀬
を
　
樟
さ
し
渡
り

4
ち
は
や
ぶ
る
　
宇
治
の
渡
り
の
　
激
つ
瀬
を
　
見
つ
つ
渡
り
て

二
三
八
（
反
歌
）

逢
坂
を
　
う
ち
出
で
て
見
れ
ば

近
江
の
海
　
自
木
綿
花
に

波
立
ち
渡
る

5
近
江
道
の
　
逢
坂
山
に
　
手
向
け
し
て
　
我
が
越
え
行
け
ば

6
楽
浪
の
　
志
賀
の
唐
崎
　
宰
く
あ
ら
は
　
ま
た
か
へ
り
見
む

7
道
の
隅
　
八
十
隅
ご
と
に
　
嘆
き
つ
つ
　
我
が
過
ぎ
行
け
ば

8
い
や
遠
に
　
里
駆
り
来
ぬ

9
い
や
高
に
　
山
も
越
え
釆
ぬ

1
0
剣
大
刀
　
鞘
ゆ
抜
き
出
で
て

Ⅱ
伊
香
胡
山
　
い
か
に
我
が
せ
む
　
行
く
へ
知
ら
ず
て

三
二
四
一
（
反
歌
）

天
地
を
　
嘆
き
乞
ひ
顧
み

幸
く
あ
ら
は
　
ま
た
が
へ
り
鬼
む
　
志
賀
の
唐
崎

右
の
二
首
、
た
だ
し
こ
の
短
歌
は
、
或
書
に
云
は
く
、
穂
積

朝
臣
老
の
佐
渡
に
配
せ
ら
れ
し
時
に
作
る
歌
と
い
ふ
。

〔
注
記
〕
　
右
の
言
は
B
を
基
準
と
し
そ
れ
ぞ
れ
奈
良
山
・
宇
治
（
川
）
・
逢
坂
山
を
対
照
す
べ
く
作
成
し
た
。
C
の
畠
は
以
下
追
補
と
考
え
る
（
後
述
）
。

万
葉
行
旅
長
歌
の
呪
祝
表
現



列
挙
ざ
れ
た
地
名
表
現
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

逢
坂
山
ま
で
の
地
名
列
挙
を
旅
の
歌
表
現
と
し
て
見
る
と
、
B
の
3
と
5

⑤

を
除
い
て
同
じ
よ
う
に
異
空
間
と
し
て
え
ら
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。
「
奈
良
山
越
え
て
（
過
ぎ
て
）
」
は
中
つ
道
の
延
長
の
奈
良
坂
越
え
か
、

下
つ
道
を
通
っ
て
歌
姫
越
え
か
、
い
ず
れ
と
も
決
定
出
来
な
い
け
れ
ど
も

「
佐
保
過
ぎ
て
奈
良
の
た
む
け
に
置
く
幣
は
妹
を
目
離
れ
ず
相
見
し
め
と

そ
」
（
三
〇
〇
番
歌
）
と
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
墳
界
と
し
て
呪
礼
の

行
わ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
C
の
2
が
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
」
と
い
う

讃
辞
的
表
現
を
奈
良
山
に
冠
し
て
い
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
異

空
間
と
し
て
の
認
識
は
川
に
も
向
け
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
C
で
は
泉
川
と
宇

治
用
が
「
速
き
瀬
」
　
「
激
つ
瀬
」
と
激
流
で
あ
る
こ
と
を
対
句
的
に
描
出
し

⑥

て
い
る
。
川
も
手
向
け
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
「
我
妹
子
や
夢
に
見
え
乗
と

大
和
路
の
渡
り
瀬
ご
と
に
手
向
け
そ
我
が
す
る
」
（
三
一
二
八
番
歌
）
が
知
ら

れ
る
が
、
こ
れ
は
「
大
和
路
」
と
あ
る
も
の
の
躊
旅
歌
の
中
の
一
首
で
あ
る
。

川
も
ま
た
異
空
間
と
し
て
手
向
け
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
旅
に
お
い
て
予
め

睨
祝
表
現
を
と
る
べ
き
難
所
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
異
空
間
と
し
て
の
逢
坂
山
に
は
最
大
の
関
心
が
は
ら
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
に
至
る
坂
や
用
も
難
渋
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
え
ら
ば
れ
て

列
挙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
一
つ
一
つ
積
み
重
ね
て
越
え
て
行

く
意
志
を
逢
坂
山
に
ふ
り
向
け
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合

四
至
が
制
度
的
に
囲
わ
れ
た
安
全
な
空
間
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歌
表
現
の

中
で
は
異
空
間
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
行
旅

長
歌
は
制
度
の
課
す
集
団
の
論
理
と
は
異
な
る
歌
の
共
同
性
を
示
し
て
お
り
、

五
二

そ
の
機
能
性
は
表
現
力
に
強
弱
が
あ
る
も
の
の
旅
の
安
寧
の
た
め
の
呪
視
の

表
現
類
型
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
残
さ
れ
た
H
と
C
の
後
半
部
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
妹

を
表
象
す
る
H
は
次
節
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
C
の
表
現
を
確
定
し
て
お
こ

う
。
ま
ず
6
の
句
切
れ
と
前
後
す
る
意
志
表
現
が
注
意
さ
れ
る
。
B
を
範
型

と
考
え
れ
ば
こ
こ
は
崩
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
し
か
し
6
ま
で
の
表
現
と

以
下
を
区
切
っ
て
二
部
構
成
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
区
切
る
こ
と
の
妥
当

性
の
一
つ
は
反
歌
の
下
三
旬
が
6
と
全
く
重
な
る
点
で
あ
る
。
反
歌
が
長
歌

の
核
と
な
る
と
こ
ろ
を
承
け
る
と
い
う
一
般
的
な
方
法
に
従
え
ば
、
長
歌
6

の
末
尾
三
句
を
流
用
し
て
い
る
反
歌
は
そ
れ
と
一
対
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
場
合
の
問
題
の
二
つ
と
し
て
、
6
を
核
と
す
る
長
歌
の
性
格

を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
6
の
「
宰
く
あ
ら
は
」
は
「
唐
崎
」
に
掛
け

て
地
名
を
寿
ぎ
つ
つ
旅
の
平
安
を
一
一
香
う
。
ざ
ら
に
、
「
ま
た
か
へ
り
見
む
」

も
そ
の
土
地
へ
の
讃
辞
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
称
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
唐
崎
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
。
近
江
荒
都
歌
に
比
し
て
考
え
て

も
、
鎮
魂
の
表
現
に
は
な
い
。
ま
た
大
津
京
を
誉
め
る
の
で
も
な
い
。
集
中

に
唐
崎
を
詠
む
例
は
他
に
二
首
あ
る
。
「
楽
浪
の
志
賀
の
唐
崎
宰
く
あ
れ
ど

大
官
人
の
舟
待
ち
か
ね
つ
」
（
三
〇
番
歌
）
「
や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
大
御

舟
得
ち
か
恋
ふ
ら
む
志
賀
の
唐
崎
」
（
一
五
二
春
歌
）
　
こ
の
二
例
か
ら
わ
か
る

こ
と
は
近
江
大
津
宮
郊
外
に
位
置
し
て
船
着
き
場
の
あ
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り

船
の
発
着
す
る
津
と
考
え
ら
れ
る
。
津
も
ま
た
境
界
で
あ
り
、
集
中
で
も
異

空
間
と
し
て
う
た
わ
れ
だ
。
そ
こ
は
行
旅
歌
の
目
的
地
で
あ
る
と
共
に
、
異

国
へ
旅
立
つ
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
「
ま
た
が
へ
り
見
む
」
は
そ
の
地
を
誉

め
る
表
現
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
行
旅
者
が
再
来
を
約
束
す
る
表
現
と
し
て

も
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
整
理
す
る
と
、
5
ま
で
は
逢
坂
山
を
越

え
る
こ
と
を
言
い
、
6
で
旅
の
一
つ
の
目
的
地
で
あ
り
再
出
発
の
異
空
間
唐

崎
を
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
完
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
残
さ
れ
た
問
題
と
し

て
、
反
歌
の
上
旬
「
天
地
を
嘆
き
乞
ひ
躊
み
」
も
天
地
の
神
に
旅
の
不
安
か

ら
無
事
を
祈
願
す
る
表
現
と
考
え
て
こ
そ
整
合
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

左
注
は
反
歌
一
首
の
解
釈
を
決
定
付
け
る
何
も
の
を
も
示
し
て
い
な
い
。
穂

積
朝
臣
老
の
配
流
の
思
い
を
こ
こ
に
重
ね
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
行
旅
者
の

旅
の
安
寧
を
祈
る
一
首
の
呪
祝
表
現
の
う
ち
に
許
容
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

次
に
C
の
後
半
の
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
7
か
ら
H
ま
で
の
表
現
は
追

補
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
地
名
は
Ⅱ
「
伊
香
胡
山
」
の
み
で
あ
り
、
一
首

が
連
続
し
て
い
る
と
す
れ
ば
琵
琶
湖
南
岸
の
唐
崎
か
ら
い
き
な
り
北
端
へ
と

飛
ぶ
。
そ
の
間
の
表
現
は
対
句
で
「
里
」
や
「
山
」
を
う
た
い
海
路
で
は
な

い
。
一
首
と
し
て
み
る
こ
と
の
不
備
は
、
結
句
の
「
行
く
へ
知
ら
ず
て
」
が

1
「
大
君
の
命
慰
み
」
と
始
ま
る
表
現
と
呼
応
し
な
い
こ
と
も
指
摘
出
来
よ

う
。
よ
っ
て
C
は
二
部
に
区
切
り
、
一
首
の
構
成
は
6
ま
で
で
お
さ
え
て
7

以
下
は
留
保
し
て
お
く
。
近
江
の
海
で
完
結
す
る
歌
は
H
と
同
じ
で
あ
る
。

以
上
、
1
か
ら
6
ま
で
の
長
歌
構
成
は
意
志
的
な
表
現
で
終
る
B
に
比
べ

一
つ
の
変
容
を
遂
げ
た
こ
と
に
な
る
。
表
現
論
と
し
て
課
題
と
な
る
の
は
、

新
た
な
異
空
間
に
対
躁
し
て
呪
祝
の
表
現
も
ま
た
変
質
す
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
の
変
質
を
表
現
の
上
に
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
C
は
讃
辞

的
表
現
で
展
開
し
た
。
多
く
の
場
合
、
妹
へ
の
表
象
と
し
て
展
開
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
様
相
を
次
に
見
よ
う
。

万
葉
行
旅
長
歌
の
呪
視
表
現

三
　
珠
　
の
　
表
　
象

旅
の
歌
が
呪
祝
の
観
念
に
基
づ
い
て
妹
を
発
想
す
る
こ
と
は
最
初
に
述
べ

た
が
、
行
旅
長
歌
の
表
現
を
考
え
て
き
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
行
旅
者
の
魂
の

不
安
と
な
る
と
こ
ろ
が
異
空
間
で
あ
り
ま
た
そ
の
彼
方
で
あ
っ
た
。
妹
を
偲

ぶ
表
現
が
そ
う
し
た
場
所
へ
か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
古
代
的
事
由
が
あ
る
。

異
空
間
は
意
志
的
に
越
え
る
所
と
し
て
焦
点
を
結
ぶ
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の

意
志
の
表
現
力
の
裏
面
に
ひ
そ
む
不
安
の
感
情
は
一
方
で
妹
へ
の
表
象
を
き

り
結
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
B
C
と
H
が
対
比
で
き
る
。
B
C
が
意

志
的
表
現
に
主
導
さ
れ
た
長
歌
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
が
、
H
は

3
「
娘
子
ら
に
逢
坂
山
」
5
「
我
妹
子
に
近
江
の
海
」
と
そ
れ
ぞ
れ
掛
詞
を

周
い
、
異
空
間
の
逢
坂
山
と
そ
こ
を
越
え
た
近
江
の
海
に
妹
を
表
象
す
る
。

さ
ら
に
表
現
を
追
う
と
、
波
が
6
「
来
寄
る
」
に
7
「
一
人
そ
我
が
来
る
」

と
こ
こ
で
も
掛
け
詞
を
用
い
叙
述
を
つ
な
い
で
、
「
一
人
」
で
遮
る
こ
と
を

強
調
す
る
。
ひ
と
り
を
強
調
す
る
の
は
行
旅
歌
の
類
型
的
表
現
で
妹
の
非
在

⑦

を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
妹
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
8
「
妹
が
目
を
欲
り

」
と
終
止
す
る
。
こ
れ
は
妹
の
ま
な
ざ
し
を
願
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
H
は
意
志
的
表
現
を
採
る
か
わ
り
に
妹
の
表
象
を
主
情
と
し
た
。
注
意
す

べ
き
こ
と
は
異
空
間
と
し
て
の
逢
坂
山
や
そ
こ
を
過
ぎ
た
近
江
の
地
名
に
妹

を
偲
ぶ
機
縁
を
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
異
空
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
妹
を
そ

の
地
名
に
冠
し
か
つ
妹
の
ま
な
ざ
し
を
乞
い
願
う
と
い
う
の
は
、
呪
祝
の
観

念
に
支
え
ら
れ
て
成
立
す
る
表
現
で
あ
る
。
3
以
降
の
表
現
は
異
空
間
を
歌

五
三



の
場
と
し
て
妹
を
表
象
す
る
の
で
あ
っ
た
。
関
連
す
る
行
旅
長
歌
と
し
て
F

を
引
こ
う
。
「
我
が
　
－
　
行
け
ば
」
　
の
意
志
的
表
現
は
C
に
重
ね
ら
れ
る
が
、

そ
の
展
開
の
相
は
H
に
類
似
す
る
。

F
l
越
の
海
の
　
角
鹿
の
浜
ゆ

2
大
舟
に
∴
ま
梶
貫
き
下
ろ
し

3
い
さ
な
と
り
　
海
路
に
出
で
て

4
あ
へ
き
つ
つ
　
甜
測
潤
割
布
刑
劇

5
ま
す
ら
を
の
　
手
縞
が
浦
に

6
海
人
娘
子
　
塩
焼
く
煙

7
草
枕
　
旅
に
し
あ
れ
ば

8
ひ
と
り
し
て
　
見
る
験
な
み

9
海
神
の
　
手
に
巻
か
し
た
る

1
0
玉
だ
す
き
　
か
け
て
偲
ひ
っ

日
大
和
島
根
を

三
六
六

三
六
七
（
反
歌
）

越
の
海
の
手
続
が
浦
を
旅
に
し
て
見
れ
ば
と
も
し
み
大
和
偲
ひ
っ

笠
朝
臣
金
村
の
作
で
あ
る
。
題
詞
の
「
角
麗
澤
乗
レ
船
時
」
　
は
船
に
乗
る
前

か
後
か
い
ず
れ
と
も
訓
め
る
が
、
旅
の
呪
祝
表
現
は
予
視
の
犠
礼
と
考
え
る

の
で
「
船
に
乗
る
時
」
と
す
る
。
題
詞
を
そ
の
よ
う
に
訓
む
こ
と
と
一
首
を

洋
上
に
お
け
る
呪
祝
表
現
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
と
は
予
盾
し
な
い
だ
ろ
う
。

⑧

角
鹿
（
敦
賀
）
の
津
も
北
陸
へ
向
か
う
重
要
な
墳
界
点
で
あ
っ
た
。

表
現
は
1
2
3
旬
で
海
路
へ
出
る
こ
と
を
う
だ
う
。
4
で
「
我
が
漕
ぎ
行

け
ば
」
を
「
あ
へ
き
つ
つ
」
と
修
飾
す
る
の
は
難
所
の
謁
で
あ
る
。
C
の
後

五
四

段
に
は
「
嘆
ぎ
つ
つ
我
が
過
ぎ
行
け
ば
」
と
あ
っ
た
。
異
空
間
ゆ
え
に
愚
意

的
表
現
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
て
、
そ
こ
を
過
ぎ
て
5
6
で
「
手
緒
が
満
」

の
「
海
人
娘
女
塩
焼
く
煙
」
を
う
だ
う
の
は
、
後
で
触
れ
る
が
一
応
景
で
よ

い
。
「
手
箱
が
浦
」
は
『
万
葉
集
注
釈
』
が
「
敦
賀
よ
り
東
の
海
岸
に
沿
う

て
一
里
足
ら
ず
北
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
」
　
の
近
く
に
比
定
し
て
い
る
。
そ
の
寮

を
次
の
1
8
で
旅
に
あ
っ
て
「
ひ
と
り
」
で
見
る
効
も
な
い
と
い
う
の
は
、

H
の
「
ひ
と
り
」
同
様
妹
の
非
在
を
言
う
。
次
の
9
1
0
が
問
題
で
あ
る
。
形

式
の
上
で
は
「
海
神
の
手
に
巻
か
し
た
る
」
は
次
の
「
玉
」
を
導
く
序
詞
、

さ
ら
に
「
玉
だ
す
ぎ
」
は
「
か
け
」
に
か
か
る
枕
詞
で
結
局
「
か
け
て
偲
ひ

っ
」
だ
け
が
意
味
を
も
つ
。
偲
ぶ
対
象
は
結
句
「
大
和
島
根
」
で
あ
る
。
こ

の
道
還
し
た
表
現
を
と
る
の
は
「
手
に
巻
か
し
た
る
」
を
言
い
た
か
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
手
に
巻
く
」
と
は
前
の
「
手
結
」
か
ら
導
か

れ
た
意
味
上
の
解
読
で
は
な
い
か
。
偲
ぶ
機
縁
を
「
手
続
が
浦
」
の
地
名
に

求
め
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
5
6
は
単
な
る
京
で
は
な
く
な
り
え
ら
び
と
ら

れ
た
景
と
し
て
一
首
の
緊
密
な
構
成
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
反
歌
表

現
の
構
成
か
ら
も
言
え
る
。
旅
に
あ
っ
て
「
手
縛
が
浦
」
を
見
る
と
心
が
ひ

か
れ
る
、
そ
の
こ
と
か
ら
即
「
大
和
偲
ひ
っ
」
　
へ
達
接
し
て
う
だ
わ
れ
て
い

る
の
は
、
「
大
和
」
を
偲
ぶ
主
情
が
「
手
続
が
浦
」
を
見
た
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
長
歌
表
現
で
は
そ
の
空
隙
に
「
手
に
巻
か
し
た
る
」

を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
脈
絡
が
得
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
H
の
「
大
和

島
根
」
に
つ
い
て
は
反
歌
の
「
大
和
」
と
同
じ
と
し
、
そ
こ
に
は
家
郷
の
妹

を
置
い
て
考
え
て
よ
い
。

こ
こ
で
改
め
て
5
6
の
表
現
の
位
相
が
見
出
さ
れ
る
。
表
現
構
成
の
上
で

は
意
志
的
表
現
の
あ
と
に
位
置
し
、
異
空
間
に
お
い
て
切
り
と
ら
れ
た
最
と

し
て
「
手
箔
が
浦
」
は
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
海
人
の
表
象
も
人
麻
呂
の
轟
旅

人
首
の
中
に
　
「
海
人
と
か
見
ら
む
旅
行
く
我
を
」
（
二
五
二
番
歌
）
と
あ
っ
た

よ
う
に
、
流
浪
の
民
と
し
て
異
郷
の
風
景
を
写
し
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ

れ
を
7
8
句
は
妹
に
も
見
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
は
ら
ま
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。
「
手
続
が
浦
」
は
敦
賀
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
の
が
現
実

で
あ
る
が
、
長
歌
表
現
の
位
相
で
は
異
空
間
の
中
で
う
た
わ
れ
大
和
の
妹
を

偲
ぶ
機
縁
を
な
す
。
こ
こ
に
H
と
表
現
機
構
は
異
な
り
な
が
ら
も
、
異
空
間

に
妹
を
偲
ぶ
機
縁
を
と
ら
え
る
点
展
開
の
相
に
類
似
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
長
歌
は
古
来
五
番
長
歌
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
五
・
六
番
歌
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
重
複
す
る
と

⑨

こ
ろ
は
そ
れ
に
譲
る
。

以
上
、
結
論
付
け
て
言
う
と
、
旅
の
呪
視
表
現
は
旅
行
く
者
と
見
送
る
者

と
の
相
関
の
う
ち
に
あ
っ
た
が
、
行
旅
の
意
志
の
表
現
主
体
が
確
立
し
て
こ

そ
眼
守
る
妹
と
の
対
応
は
成
り
立
つ
。
そ
の
場
合
意
志
の
表
現
が
成
句
と
し

て
境
界
に
向
け
ら
れ
る
の
は
、
難
所
と
し
て
の
異
空
間
を
表
現
の
力
で
超
克

し
よ
う
と
す
る
予
祝
の
言
表
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
が
な
ら
な
い
。
だ
が
、
意

志
の
予
祝
表
現
で
旅
行
き
の
不
安
は
解
消
さ
れ
た
か
。
往
往
に
し
て
境
界
で

は
妹
の
表
象
を
得
て
展
開
す
る
。
何
故
妹
か
。
潔
斎
す
る
こ
と
や
紐
結
び
の

呪
礼
を
う
た
う
妹
を
異
空
間
の
表
現
上
に
抱
え
込
む
の
は
、
行
旅
の
不
安
そ

の
も
の
が
制
卸
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
行
旅
歌
の
根
横
に
は
妹
と
の
誓
約
や

禁
忌
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
き
り
結
ば
れ
た
歌
の
共
同
性
が
旅
の
呪
祝

表
現
の
内
実
で
あ
る
。
旅
の
辛
苦
や
寂
蓼
が
妹
に
向
け
ら
れ
る
所
以
は
こ
こ

万
葉
行
旅
長
歌
の
呪
祝
表
現

に
あ
る
。

さ
て
、
残
さ
れ
た
行
旅
長
歌
の
う
ち
E
に
つ
い
て
は
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
D
は
旬
数
が
短
い
の
で
除
外
し
、
G
を
最
後
に
と
り
挙
げ
よ
う
。
こ
れ

は
山
部
宿
禰
赤
人
の
作
、
「
過
辛
荷
島
」

と
題
詞
に
あ
る
。

G
l
あ
ぢ
さ
は
ふ

2
し
き
た
へ
の

3
桜
皮
巻
き

4
ま
梶
貫
き

妹
が
目
離
れ
て

枕
も
ま
か
ず

作
れ
る
舟
に

我
が
漕
ぎ
来
れ
ば

5
淡
路
の
　
野
島
も
過
ぎ

6
印
南
つ
ま
　
辛
荷
の
島
の

7
島
の
間
ゆ
　
我
家
を
見
れ
ば

8
青
山
の
　
そ
こ
と
も
見
え
ず

9
白
雲
も
　
千
里
に
な
り
来
ぬ

1
0
漕
ぎ
た
心
る
　
滴
の
こ
と
ご
と

Ⅱ
行
き
隠
る
　
島
の
崎
々

1
2
隅
も
置
か
ず
　
思
ひ
そ
我
が
来
る

1
3
旅
の
日
長
み

（
反
歌
三
首
は
略
す
）

九
四
二

1
2
で
旅
に
あ
る
こ
と
を
う
た
い
出
し
、
3
4
は
舟
の
描
写
で
あ
り
「
我

が
漕
ぎ
来
れ
ば
」
は
過
去
的
説
明
旬
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
叙
述
が
勝
り
妹

へ
の
焦
点
は
結
ば
れ
な
い
。
一
首
を
二
段
に
分
け
れ
ば
9
で
区
切
れ
る
。
そ

の
展
開
は
、
前
段
が
野
島
・
辛
荷
を
連
ね
た
あ
と
7
8
で
「
我
家
を
見
れ
ば

－
　
見
え
ず
」
と
見
る
こ
と
の
呪
礼
を
否
定
し
、
そ
の
欠
如
が
後
段
の
「
思

五
五



⑤④③
ひ
」
の
抒
情
へ
と
向
か
う
。
す
な
わ
ち
、
8
9
と
1
0
日
の
二
つ
の
対
句
に
よ

っ
て
作
歌
主
体
の
「
思
ひ
」
の
み
が
一
首
の
主
情
と
し
て
つ
な
が
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。
す
で
に
妹
を
幻
視
す
る
こ
と
を
意
図
し
な
い
の
は
、
「
我
が
漕

ぎ
来
れ
ば
」
と
い
う
意
志
の
表
現
が
条
件
旬
と
し
て
形
成
ざ
れ
て
い
な
い
た

め
で
あ
っ
た
：
」
の
行
旅
長
歌
に
お
い
て
、
意
志
の
表
現
力
と
妹
へ
の
表
象

を
失
っ
た
か
わ
り
に
、
作
歌
主
体
が
強
く
表
現
に
あ
ら
わ
れ
、
叙
述
の
表
現

力
が
優
位
に
な
っ
た
の
で
あ
る
：
」
の
よ
う
な
呪
視
表
現
を
構
造
的
に
失
っ

た
行
旅
歌
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
表
現
の
史
的
位
相
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

注
①
　
拙
稿
「
家
持
の
防
人
関
係
長
歌
－
そ
の
方
法
と
表
現
構
造
－
」
　
（
和
田

繁
二
郎
博
士
古
稀
記
念
『
日
本
文
学
伝
統
と
近
代
』
和
泉
書
店
　
昭
5
8
）
所

収。
②
　
村
田
正
博
「
人
麻
呂
の
作
歌
精
神
－
「
吾
等
」
の
用
字
を
め
ぐ
っ
て
－
～
」

（
『
萬
葉
』
第
9
0
号
　
昭
5
0
・
1
2
）
　
参
照
。

「
畿
内
制
の
聖
堂
（
『
古
代
の
日
本
5
』
　
角
川
書
店
　
昭
4
5
）
所
収
。

「
鶏
が
鳴
く
　
あ
づ
ま
」
（
『
万
葉
集
東
歌
研
究
』
　
桜
楓
社
　
昭
4
7
）
所
収
。

3
「
山
背
の
管
木
原
」
は
現
在
の
綴
喜
郡
で
あ
る
が
、
奈
良
か
ら
下
つ
道
を

北
上
す
れ
ば
第
一
の
駅
家
山
本
の
あ
た
り
。
そ
こ
か
ら
泉
州
を
渡
る
と
井
手
で

中
つ
道
の
延
長
と
行
き
合
い
、
束
山
道
と
北
陸
道
の
岐
路
に
な
る
。
こ
の
泉
州

の
右
岸
か
左
岩
か
は
決
定
で
き
な
い
。
5
「
滝
尾
の
阿
後
厄
の
原
」
に
つ
い
て

は
『
宇
治
市
史
I
』
が
「
お
そ
ら
く
菟
道
地
区
か
ら
五
ケ
庄
問
屋
方
面
に
か
け

て
の
宇
治
川
沿
い
の
平
野
で
、
俗
に
『
菟
道
野
』
ま
た
は
『
焼
蛤
野
』
と
呼
ば

れ
て
い
る
あ
た
り
」
と
推
定
す
る
。
ま
た
同
書
は
「
石
田
の
森
」
に
鎮
ま
る
社

「
天
徳
日
命
神
社
」
に
つ
い
て
「
現
在
地
に
社
が
移
る
以
前
は
、
木
幡
山
越
え

の
地
に
祀
ら
れ
て
い
た
」
と
す
る
。
「
阿
後
厄
の
原
」
は
木
瞬
山
か
ら
逢
坂
山

へ
と
越
え
行
く
手
前
の
野
で
あ
ろ
う
。

五
六

こ
の
二
つ
の
野
が
う
だ
わ
れ
た
の
は
旅
の
締
り
の
場
所
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
位
置
が
確
か
め
ら
れ
る
。
行
旅
歌
に
お
い
て
旅
寝
の
野
を
う
た
う
例
と
し
て

「
安
騎
の
大
野
に
…
：
旅
宿
り
せ
ず
」
　
（
四
五
番
歌
）
　
「
越
智
の
大
野
の
朝
露

に
…
‥
旅
寝
す
る
か
も
」
　
（
一
九
四
番
歌
）
の
例
が
あ
る
。
旅
寝
だ
け
で
一
首

を
形
成
す
る
行
旅
歌
は
多
く
一
つ
の
主
題
を
な
し
て
い
る
。
H
や
C
が
こ
の
二

地
点
を
省
い
た
の
は
こ
の
主
題
の
ち
が
い
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
H
と
C
は
意
識

的
に
越
え
る
べ
き
地
名
の
み
を
列
挙
し
た
の
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
こ
を
課
題
と

す
る
。
行
放
歌
の
旅
寝
の
主
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
o

⑥
　
C
の
3
と
4
の
終
り
は
そ
れ
ぞ
れ
「
棒
さ
し
渡
り
」
　
「
見
つ
つ
渡
り
て
」
と

ぁ
り
、
3
が
舟
渡
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
4
は
橋
を
通
る

と
も
舟
で
渡
る
と
も
と
れ
る
。
ま
た
B
H
が
泉
州
を
う
だ
わ
な
い
の
は
不
審
で

あ
る
。
こ
の
場
合
は
橋
を
通
行
す
る
の
が
慣
例
化
し
て
い
た
た
め
に
表
現
さ
れ

て
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
橋
の
設
置
は
歌
の
成
立
年
代
の
決
定
に
結
び
つ

く
が
、
最
近
栄
原
永
遠
男
氏
の
論
が
あ
る
。
泉
大
橋
は
天
平
十
二
年
ご
ろ
に
、

宇
治
橋
は
大
化
二
年
の
遺
構
碑
断
片
が
あ
る
も
の
の
、
続
日
本
紀
に
別
伝
が
あ

り
遺
構
年
代
も
決
定
で
き
な
い
と
す
る
「
古
道
－
飛
鳥
か
ら
近
江
へ
」
　
（
季
刊

『
明
日
春
風
』
9
号
）
所
収
。

⑦
　
拙
稿
「
万
葉
五
・
六
番
歌
考
－
表
現
主
体
と
歌
の
様
式
I
L
（
『
古
代
文

学
』
二
十
三
号
　
武
蔵
野
書
店
　
昭
的
・
3
）
　
所
収
。

⑧
　
高
取
正
男
「
畿
内
の
境
域
神
」
（
『
日
本
の
古
代
』
月
報
－
角
川
書
店
　
昭

4
5
）
所
収
。

⑨
　
⑦
に
同
じ

⑲
　
注
①
に
同
じ

（
ま
す
だ
・
し
げ
や
す
　
平
安
高
等
学
校
教
諭
）

書
　
評

中

西

健

治

著

『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』

伴

利
　
昭

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
『
狭
衣
物
語
』
や
『
寝
覚
物
語
』
等
と
と
も
に

王
朝
末
期
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
強
く
受

け
て
い
る
た
め
に
、
『
源
氏
』
を
粉
本
と
し
た
ま
が
い
も
の
、
『
源
氏
』
ま

か
い
の
『
源
氏
』
に
劣
る
作
品
と
い
う
低
い
評
価
を
与
え
ら
れ
、
本
格
的
研

究
の
行
わ
れ
ぬ
ま
ま
永
い
時
を
経
て
来
た
。
し
か
し
、
最
近
は
こ
れ
ら
作
品

に
源
氏
的
世
界
と
は
異
る
新
し
い
魅
力
を
兄
い
出
し
、
王
朝
文
学
の
終
末
で

は
な
く
、
新
し
い
文
学
の
創
造
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発

化
し
て
き
て
い
る
。
松
尾
聴
氏
の
『
平
安
時
代
物
語
の
研
究
』
を
う
け
て
、

従
来
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
分
野
に
開
拓
の
鍬
が
入
れ
ら
れ
だ
し

た
。
鈴
木
弘
道
氏
の
『
平
安
末
期
物
語
に
つ
い
て
の
研
究
』
及
び
同
書
の
増

補
版
な
ど
を
中
心
に
、
王
朝
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
基
礎
的
研
究
が
一

段
と
盛
ん
に
な
っ
た
。
近
年
の
も
の
二
、
三
を
拾
っ
て
み
て
も
、
『
有
明
の
別

の
研
究
』
『
あ
き
ち
が
露
の
研
究
』
（
大
槻
修
氏
）
、
『
散
逸
物
語
の
研
究
　
平

安
・
鎌
倉
時
代
編
』
（
小
木
喬
氏
）
、
『
物
語
文
学
の
研
究
－
本
文
と
論
考
－
』

（
金
子
武
雄
氏
、
本
文
編
夜
寝
覚
物
語
、
我
身
に
た
ど
る
姫
君
、
恋
路
ゆ
か

『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』

し
き
大
将
、
さ
く
ら
川
物
語
）
等
、
地
道
な
研
究
の
成
果
の
蓄
積
に
注
目
ざ

れ
る
の
で
あ
る
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
つ
い
て
も
、
小
松
茂
美
氏
に
よ

っ
て
『
校
本
浜
松
中
納
言
物
語
』
が
刊
行
ざ
れ
、
研
究
論
文
も
次
第
に
数
が

増
え
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
一
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
研
究
書
は
ま
だ

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
西
健
治
氏
の
『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』

は
最
初
の
研
究
書
と
い
う
栄
誉
を
荷
っ
た
わ
け
で
あ
る
し
、
注
目
さ
れ
る
所

以
で
も
あ
る
。

同
書
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
編
　
構
想
に
関
す
る
論
考

第
二
編
　
語
彙
・
語
句
に
関
す
る
論
考

第
三
編
　
典
拠
・
享
受
・
研
究
史
に
関
す
る
論
考

第
四
編
　
浜
松
中
納
言
物
語
登
場
人
物
総
覧

付
　
録

第
一
編
は
四
つ
の
章
か
ら
な
り
、
登
場
人
物
の
設
定
を
作
者
の
構
想
意
識

と
か
か
わ
ら
せ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
編
は
第
一
章
「
主
題
に
関

連
す
る
語
彙
・
語
句
」
と
し
て
三
つ
の
こ
と
ば
を
、
第
二
章
「
特
有
な
語
彙

・
語
句
」
と
し
て
三
つ
の
こ
と
ば
を
、
そ
れ
ぞ
れ
考
証
さ
れ
て
い
る
。
第
三

編
は
典
拠
に
関
す
る
も
の
一
、
享
受
に
関
す
る
も
の
一
、
研
究
史
に
関
す
る

も
の
三
、
の
五
つ
の
論
考
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
四
編
は
物
語
に
登
場
す
る

人
物
す
べ
て
を
取
り
あ
げ
、
物
語
中
の
呼
称
、
係
累
を
記
し
、
そ
の
人
物
の

行
動
や
心
理
に
つ
い
て
略
記
し
、
そ
れ
に
該
当
す
る
巻
数
と
真
数
を
示
し
た

も
の
で
、
物
語
理
解
の
利
便
と
手
引
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
付
録
に
は
『
寝

覚
物
語
』
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
関
す
る
論
考
六
編
が
収
め
ら
れ
て
い

五
七


