
長
憲
吉
麻
呂
応
詔
歌
の
讃
歌
性

－
　
巻
三
・
二
三
八
番
歌
を
め
ぐ
っ
て
　
－

序

長
忌
寸
愚
書
麻
呂
は
『
万
葉
集
』
に
短
歌
十
四
首
を
留
め
て
い
る
。

そ
の
作
歌
年
代
の
明
ら
か
な
も
の
は
、
題
詞
に
「
大
宝
元
年
辛
丑
冬
十
月

太
上
天
皇
大
行
天
皇
幸
一
一
紀
伊
国
一
時
歌
十
三
首
」
と
あ
る
歌
鞘
の
一
首
（
九

・
一
六
七
三
）
の
左
注
に
「
右
一
首
山
上
臣
憶
良
類
衆
歌
林
日
　
長
忌
寸
意

喜
藤
呂
応
レ
　
詔
作
三
此
歌
一
」
と
あ
る
も
の
と
題
詞
に
「
二
年
壬
寅
太
上
天
皇

幸
手
参
河
国
一
時
歌
」
と
あ
る
歌
群
の
一
首
（
二
五
七
）
の
左
注
に
「
右

一
首
長
忌
寸
奥
麻
呂
」
と
あ
る
も
の
と
の
二
首
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
後
の

も
の
は
大
宝
二
年
に
あ
た
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
武
朝
に
活
躍
を
し
た
歌
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
作
歌
活
動
を
持
続
朝
に
ま
で
遡
ら
せ
る
見
解
も
存
す
る
。

そ
の
作
品
は
二
つ
に
分
類
で
き
急
そ
の
一
つ
は
巻
二
二
・
三
・
九
所

載
の
行
幸
従
駕
歌
や
罷
旅
歌
の
六
首
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
巻
十
六
所
載
の

「
長
忌
寸
曇
口
麻
呂
歌
八
首
」
と
あ
る
物
名
の
戯
歌
八
首
で
あ
る
。
前
者
が

公
的
な
世
界
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
私
的
な
世
界
、
く
だ
け
だ

真

　

　

下

厚

宴
席
の
場
に
属
す
る
も
の
と
き
れ
て
い
脅

こ
の
よ
う
な
作
品
の
傾
向
か
ら
宮
廷
歌
人
の
一
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
と

り
わ
け
橋
本
達
雄
氏
は
柿
本
人
麻
呂
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
宮
廷
歌
人
で
あ

っ
て
、
即
興
性
・
戯
笑
性
・
機
智
性
に
す
ぐ
れ
る
こ
と
か
ら
戯
笑
歌
を
主
た

る
持
ち
場
と
し
た
と
推
定
し
て
お
ら
れ
脅

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
歌
人
評
価
と
も
か
か
わ
る
の
で
あ
る
が
、
後
者

の
歌
が
特
異
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
品
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

従
来
、
そ
れ
ら
の
歌
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
宮
廷
歌
人
と
し
て
天
皇
や
宮
殿
を
讃
美
す
る
側
面
を
も
備
え
得

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
前
者
の
歌
の
う
ち
、
応
詔
歌
一
首
を
と
り
上
げ
て
そ

の
讃
歌
性
を
探
り
、
そ
の
方
面
に
も
長
け
て
い
た
こ
と
を
照
射
し
て
み
た
い

と
考
え
る
。

注
小
西
角
井
正
慶
「
誹
讃
歌
と
そ
の
作
者
」
（
『
万
葉
集
大
成
』
第
九
巻
一
九
五

三
年
）
・
橋
本
達
雄
「
人
麻
呂
周
辺
の
歌
人
－
黒
人
・
臭
腺
呂
の
位
置
⊥
（
『
国

文
学
研
究
』
第
三
十
六
条
一
九
六
七
年
十
月
　
『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』
所

収
）
・
川
上
青
書
「
長
忌
寸
意
吉
麻
自
伝
考
」
（
『
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』

第
三
号
一
九
七
一
年
三
月
）
な
ど
。

㈲
　
大
館
義
一
「
巻
十
六
論
」
（
『
万
葉
集
講
座
』
第
六
巻
一
九
一
三
一
年
）
他
。

㈲
　
西
角
井
注
の
論
文
他
。

㈲
　
橋
本
注
㈹
論
文
他
。

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
応
詔
歌
一
首

お
は
み
や
の
う
ち
ま
で
き
こ
ゆ
あ
び
さ
す
と
あ
ご
と
と
の
ふ
る
あ
ま
　
の
よ
び
こ
ゑ

2
3
8
大
富
之
内
二
手
所
聞
網
引
為
跡
網
子
認
流
海
人
之
呼
声

右
一
首

こ
の
歌
、
題
詞
か
ら
詔
に
応
え
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
『
万
葉
秀
歌
』
（
斎
藤
茂
吉
）
は
「
特
に
帝
徳
を
讃
美

し
た
や
う
な
口
吻
も
な
く
、
…
…
「
詔
」
で
も
属
目
の
歌
を
求
め
ら
れ
る
場
合

が
必
ず
あ
る
だ
ら
う
」
と
い
い
、
『
万
葉
集
私
注
』
も
「
其
の
時
の
実
景
を

直
ち
に
詠
ん
だ
も
の
」
と
み
て
、
そ
の
讃
歌
性
を
認
め
な
い
。
ま
た
、
『
万

葉
集
会
釈
』
は
そ
の
〔
評
〕
で
『
万
葉
集
略
解
』
の
見
解
を
享
け
て
「
海
に

遠
い
大
和
の
都
か
ら
来
た
人
た
ち
に
は
、
宮
の
内
を
轟
か
す
海
人
の
呼
声
は

珍
ら
し
く
面
白
く
感
じ
た
」
と
述
べ
、
そ
の
〔
訳
〕
で
「
対
日
ィ
、
ロ
ゴ
刊
i
4
御

調
ハ
結
構
ナ
御
所
デ
ゴ
引
用
、
寸
オ
」
と
稀
釈
す
る
よ
う
に
、
都
人
に
と
っ
て

の
海
人
の
呼
声
の
珍
し
き
、
面
白
さ
を
大
宮
讃
美
の
根
拠
と
し
て
求
め
よ
う

と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
歌
は
讃
歌
と
し
て
際
立
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、

長
悪
書
麻
呂
応
諾
歌
の
讃
歌
性

こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
、
讃
歌
と
し
て
の
位
置
づ
げ
を
し
た
い
。

さ
て
、
こ
の
歌
は
、
そ
の
詞
章
に
海
人
の
呼
声
が
大
富
の
内
ま
で
聞
こ
え

る
こ
と
を
歌
い
、
そ
の
題
詞
に
「
応
諾
歌
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
に
引
い

た
注
釈
書
も
い
う
よ
う
に
、
行
幸
に
従
駕
し
た
時
の
海
辺
の
離
宮
ま
た
は
行

宮
で
の
作
で
あ
る
こ
と
、
疑
い
あ
る
ま
い
。

な
お
、
こ
の
左
注
に
「
右
一
首
」
と
の
み
あ
っ
て
、
巻
一
、
巻
九
な
ど
の

行
幸
従
駕
歌
群
に
み
ら
れ
る
、
作
者
名
を
注
記
す
る
左
注
の
あ
り
方
と
異
な

る
が
、
こ
れ
は
、
『
万
葉
集
講
義
』
の
い
う
よ
う
に
、
「
幸
手
○
○
宮
時
応
諾

歌
」
と
あ
る
題
詞
の
下
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
左
注
に
「
右
一
首
長
忌
寸
意

吉
麻
呂
作
」
と
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
「
幸
手
○
○
宮
（
ま
た
は
国
）
時
歌
」

と
あ
る
題
詞
の
下
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
左
注
に
「
右
一
首
長
忌
寸
意
吉
麻

呂
応
諾
歌
」
な
ど
と
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
歌
謡
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
た

め
に
、
左
注
の
作
者
名
の
部
分
が
題
詞
に
回
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
示
し
て

い
よ
う
。

行
幸
先
の
「
大
宮
」
に
つ
い
て
は
、
『
万
葉
代
匠
記
』
以
降
殆
ど
の
注
釈

書
が
難
波
宮
を
い
う
と
し
て
き
た
（
『
万
葉
集
全
註
釈
』
の
み
は
不
明
と
す

る
）
が
、
最
近
、
岩
松
空
一
氏
が
そ
の
説
の
論
拠
の
薄
弱
で
あ
る
こ
と
、
巻

九
に
も
み
え
る
文
武
天
皇
の
紀
伊
国
行
幸
の
際
の
海
辺
の
行
宮
と
み
る
可
能

性
の
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
て
い
急

難
波
富
説
の
論
拠
の
希
薄
な
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
有
益
で
あ
り
、

紀
伊
国
行
幸
時
の
行
宮
と
み
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
れ
る
と
こ
ろ
も
も
っ
と

も
で
あ
る
が
、
氏
自
身
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
難
波
富
説
を
全
く
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
、
い
ず
れ
と
も
確
定
し
難
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ

一
五



う
な
富
が
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
へ
と
向
か
い
た
い
。

さ
て
、
こ
の
歌
、
漁
の
た
め
に
網
を
引
く
網
子
へ
の
海
人
の
呼
声
が
大
宮

の
内
ま
で
聞
こ
え
る
と
歌
う
も
の
で
、
上
二
句
と
下
三
句
と
は
倒
置
さ
れ
て

いる。ま
ず
、
そ
の
下
三
旬
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
「
調
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
『
万
葉
集
管
見
』
以
降
、
『
万
葉
代
匠
記
』

を
除
く
江
声
期
の
古
注
釈
や
『
万
葉
集
講
義
』
で
は
「
集
め
る
」
の
意
と
解

し
、
『
万
薬
代
匠
記
』
や
窪
田
『
万
葉
集
評
釈
』
以
降
の
現
代
の
諸
注
釈
書

で
は
「
行
動
を
一
つ
に
ま
と
め
統
制
す
る
」
意
と
解
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
岩
松
氏
に
、
旧
説
に
戻
る
べ
き
だ
と
す
る
諭
が
あ
か

が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
今
日
の
通
説
的
見
解
に
従
っ
て
お
き
た
い
。
通
説

は
漁
の
網
を
引
く
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
が
、
岩
松
氏
の
よ

う
に
、
そ
の
漁
の
網
引
の
用
意
と
み
て
も
、
本
稿
の
展
開
に
と
っ
て
は
支
障

が
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
海
人
た
ち
の
漁
の
さ
ま
は
、
『
万
葉
秀
歌
』
『
万

葉
集
私
注
』
『
万
葉
集
注
釈
』
な
ど
の
い
う
よ
う
に
、
実
景
が
あ
り
の
ま
ま

に
詠
ま
れ
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

万
葉
集
中
に
は
、

2
5
6
飼
飯
の
海
の
庭
良
く
あ
引
u
刈
薦
の
乱
れ
て
出
づ
尉
夙
海
人
の
釣
舟

2
－
8
志
賀
の
海
人
は
海
藻
刈
り
塩
焼
き
暇
な
み
く
し
げ
の
小
櫛
取
り
も
見
な

く
に

鵬
・
…
・
お
し
て
る
　
難
波
の
富
に
　
わ
ご
大
君
　
国
知
ら
す
引
u
　
御
食

つ
園
　
田
の
御
調
と
　
淡
路
の
　
野
島
の
海
人
の
　
海
の
底
　
沖
つ
い

一
六

く
り
に
　
飽
玉
　
さ
ば
に
潜
き
出
　
舟
並
め
て
　
仕
へ
奉
る
が
　
尊
さ

見
聞
圃

9
3
4
朝
な
ぎ
に
梶
の
音
掛
d
戯
御
食
つ
国
野
島
の
海
人
の
舟
に
し
あ
る
引
u

剛
海
人
娘
子
玉
求
む
引
u
沖
つ
波
恐
き
海
に
舟
出
せ
り
識

0
6
2
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
の
　
あ
り
通
ふ
　
難
波
の
宮
は
…
：
朝
は
ふ

る
　
波
の
音
騒
き
　
夕
な
ぎ
に
　
梶
の
音
聞
こ
ゆ
…
・

鵬
あ
り
通
ふ
難
波
の
富
は
海
近
み
海
人
娘
子
ら
が
乗
れ
る
舟
見
ゆ

聞
海
人
小
舟
帆
か
も
振
れ
る
と
見
る
ま
で
に
輔
の
浦
廻
に
波
立
て
り
別
切

開
磯
に
立
ち
河
辺
を
刷
れ
蘭
海
藻
刈
り
舟
海
人
漕
ぎ
出
引
u
鴨
翔
る
見
朝

潮
我
が
背
子
を
我
が
松
原
よ
矧
劃
せ
ば
海
人
娘
子
ど
も
玉
藻
刈
る
見
ゆ

な
ど
の
よ
う
に
、
罷
旅
歌
や
行
幸
従
駕
歌
に
海
人
・
海
人
娘
子
の
漁
や
製
塩

・
藻
刈
り
な
ど
の
さ
ま
を
歌
っ
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
「
～
見
ゆ
…
‥
ら
し
」
や
　
「
～
聞
こ
ゆ
…
…
・
・
ら
し
」

な
ど
の
形
式
を
も
つ
も
の
の
目
に
つ
く
こ
と
が
注
意
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
土
橋
寛
氏
は
海
人
の
生
産
を
歌
う
伊
勢
の
風
俗
歌
に
つ
い
て
、

歌
わ
れ
る
生
産
の
き
ま
に
は
天
皇
へ
の
奉
仕
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、

天
皇
を
こ
と
ほ
ぐ
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
万
葉
集
九
三
に
番
歌

の
海
人
の
漁
の
さ
ま
な
ど
も
同
様
の
意
味
を
も
つ
と
論
じ
て
お
ら
れ
急

万
葉
の
露
旅
歌
や
行
幸
従
駕
歌
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
、
海
人
の
漁
や

製
塩
・
藻
刈
り
な
ど
の
さ
ま
を
歌
っ
た
も
の
が
多
い
の
は
、
単
に
属
目
の
寮

を
歌
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
土
橋
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
歌

わ
れ
る
べ
き
寮
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

九
三
三
番
歌
は
「
－
－
く
見
れ
ば
…
‥
ら
し
」
の
形
式
の
倒
置
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
「
　
－
　
」
の
部
分
に
、
「
舟
並
め
て
　
仕
へ
奉
る
」
の
よ

ぅ
に
、
海
人
の
天
皇
へ
の
奉
仕
の
さ
ま
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
奉
仕
の
さ
ま
の
叙
述
は
「
…
」
の
部
分
の
天
皇
の
統
治

の
叙
述
と
か
か
わ
り
、
そ
れ
を
強
調
す
る
方
向
に
働
い
て
い
る
。

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
も
の
は
、
御
贅
や
御
調
の
買
上
と
い
う
海
人
の
天

皇
へ
の
奉
仕
の
観
念
を
そ
の
基
底
に
留
め
つ
つ
も
、
表
現
の
お
も
て
に
は
別

の
要
素
と
し
て
現
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
三
八
九
〇
番
歌
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
「
　
－
　
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
形
式
に
準
じ
る
も
の
と
い
え
る
。

「
　
－
　
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
形
式
は
、
仁
徳
記
歌
謡
の
、

5
3
お
し
て
る
や
　
灘
波
の
埼
よ
出
で
立
ち
て
我
が
国
刷
れ
ば
　
淡
島

お
の
ご
ろ
島
　
あ
ち
ま
き
の
　
島
も
見
ゆ
　
き
げ
っ
島
見
ゆ

に
み
え
る
よ
う
に
、
国
見
歌
の
一
形
式
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
か
。
そ
し
て
、

こ
の
見
え
る
景
－
す
な
わ
ち
、
「
～
」
の
部
分
は
、
「
お
の
ご
ろ
島
」
や
「
あ

ち
ま
き
の
島
」
な
ど
の
よ
う
に
、
神
話
、
ま
た
は
幻
想
の
上
で
の
も
の
で
あ

っ
て
、
幻
視
さ
れ
た
神
話
的
寮
、
あ
る
い
は
神
話
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
理
想

的
寮
と
い
う
こ
と
が
で
き
汚
い
ま
の
歌
の
場
合
、
こ
の
寮
は
豊
穣
を
は
ら

む
始
源
的
世
界
な
の
で
あ
忽

万
葉
集
の
、

2
大
和
に
は
　
群
山
あ
れ
ど
　
と
り
よ
ろ
ふ
　
天
の
香
具
山
登
り
立
ち

国
見
を
す
れ
ば
　
国
原
は
　
煙
立
ち
立
つ
　
海
原
は
　
か
ま
め
立
ち
立

つ
　
う
ま
し
国
そ
　
あ
き
づ
島
　
大
和
の
国
は

長
意
喜
藤
呂
応
詔
歌
の
讃
歌
性

も
、
「
　
－
　
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
形
式
を
一
方
に
お
い
て
受
け
継
い
で
い
る
と

さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
見
え
る
寮
は
「
国
原
は
　
煙
立
ち
立
つ
　
海
原
は

か
ま
め
立
ち
立
つ
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
海
に
水
鳥
の
盛
ん
に
飛
び
立
つ

さ
ま
は
、
）
人
々
の
住
ま
う
土
地
の
豊
か
さ
に
対
し
て
、
海
の
豊
穣
を
表
す
こ

と
に
な
る
。

先
に
掲
げ
た
二
三
七
番
歌
は
「
－
見
れ
ば
～
見
ゆ
…
‥
ら
し
」
形
式

の
も
の
で
、
「
見
れ
ば
」
「
見
ゆ
」
「
ら
し
」
の
い
ず
れ
か
が
省
略
さ
れ
な
い
、

整
っ
た
形
式
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
～
」
の
部
分
は
「
鴨
翔
る
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
「
お
の
ご
ろ
島
」
の
よ
う
な
神
話
的
寮
、
「
か
ま
め
立
ち
立

っ
」
の
よ
う
な
観
念
的
寮
に
比
べ
る
と
、
属
目
的
な
景
と
い
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
海
の
豊
か
な
さ
ま
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
海
人

が
舟
出
を
す
る
こ
と
が
推
定
き
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
三
八
九
〇
番
歌
の
見
え
る
景
、
「
海
人
娘

子
ど
も
玉
藻
刈
る
」
は
海
の
豊
穣
の
さ
ま
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
歌
は
、
大
伴
旅
人
が
大
納
言
に
任
せ
ら
れ
て
帰
京
す
る
際
に
海
路
を

と
っ
て
都
に
上
っ
た
従
者
の
一
人
、
三
野
石
守
の
作
で
あ
る
。

海
人
は
、
「
恐
き
海
に
舟
出
」
（
一
〇
〇
三
番
歌
）
す
る
よ
う
に
、
海
神
の

反
配
す
る
冥
界
で
あ
る
海
の
世
界
に
か
か
わ
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
っ

塙
。
そ
し
て
、
二
五
六
番
歌
に
「
刈
薦
の
乱
れ
て
出
づ
」
と
い
う
海
人
の
様

子
か
ら
「
海
の
庭
良
く
あ
」
る
と
い
う
海
の
さ
ま
が
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
海
人
は
海
に
重
ね
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
互
。

従
っ
て
、
三
八
九
〇
番
歌
に
お
い
て
海
人
娘
子
の
藻
刈
り
を
歌
い
、
海
の

豊
穣
を
表
す
こ
と
は
、
罷
旅
歌
の
主
題
で
あ
る
土
地
讃
め
に
繋
が
り
、
旅
の

一
七



安
全
が
は
か
ら
れ
る
と
幻
想
さ
れ
、
旅
の
不
安
な
思
い
が
鎮
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
一
〇
六
三
番
歌
は
行
幸
従
駕
の
宮
讃
め
歌
で
あ
り
、
「
～
見
ゆ
」

形
式
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
え
る
寮
、
「
海
人
娘
子
ら
が
乗
れ
る
舟
」
も
、

三
八
九
〇
番
歌
な
ど
と
同
じ
く
、
海
の
豊
穣
を
表
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
は
一
〇
六
二
番
歌
の
反
歌
で
あ
る
。

こ
の
長
歌
で
は
、
「
難
波
の
富
は
…
‥
朝
は
ふ
る
　
波
の
音
騒
き
　
夕
な

ぎ
に
　
梶
の
音
聞
こ
ゆ
」
と
あ
る
。
こ
の
対
句
は
官
讃
め
に
繋
が
る
叙
述
、

土
地
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
海
人
の
漁
を
す
る

舟
梶
の
音
が
聞
こ
え
る
と
歌
う
が
、
こ
れ
が
も
し
海
人
の
奉
仕
の
さ
ま
を
表

す
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
対
に
な
る
「
朝
は
ふ
る
　
波
の
音
騒
き
」
も
同
様

の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
山
部
赤
人
の
紀
伊
国
行
幸
従
駕
歌
に

も
、
「
…
‥
沖
つ
島
　
清
さ
渚
に
　
風
吹
け
ば
　
白
波
騒
き
　
潮
干
れ
ば

玉
藻
刈
り
つ
つ
…
…
」
（
九
一
七
番
歌
）
と
あ
り
、
伊
藤
博
氏
は
こ
の
「
さ

わ
く
」
を
躍
動
を
表
す
讃
美
の
こ
と
ば
と
指
摘
さ
れ
ね
。
波
の
躍
動
は
常
世

よ
り
富
の
寄
せ
来
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
波
の
騒

ぎ
を
歌
う
部
分
は
海
の
豊
穣
を
讃
え
だ
も
の
と
な
る
。
海
人
の
漁
の
さ
ま
を

い
う
部
分
が
海
の
豊
か
さ
を
表
す
も
の
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
対
句
は

内
容
に
お
い
て
も
緊
密
な
も
の
と
な
り
、
土
地
の
す
ぼ
ら
し
さ
、
宮
へ
の
讃

美
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
な
長
歌
の
叙
述
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
、
反
歌
で
あ
る
一
〇
六
三

番
歌
の
見
え
る
寮
が
海
の
豊
穣
を
表
し
、
富
讃
め
に
繋
が
る
と
み
る
の
を
確

か
に
す
る
。

一
八

森
朝
男
氏
は
、
宮
廷
歌
人
の
旅
の
歌
に
お
け
る
海
人
の
漁
の
さ
ま
に
つ
い

て
、
「
瀬
戸
内
海
最
東
部
を
生
活
圏
と
し
た
、
御
蟄
買
上
の
宮
廷
垣
属
民
た

る
海
人
た
ち
の
漁
撥
に
精
励
す
る
一
種
の
理
想
的
寮
や
、
あ
る
い
は
豊
漁
の

、①

観
念
的
景
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
、
従
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

憲
吉
麻
呂
の
当
該
歌
の
場
合
、
「
－
聞
こ
ゆ
」
形
式
の
も
の
で
あ
る
が
、

後
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
－
見
ゆ
」
形
式
の
も
の
と
密
接
に
関
連
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
聞
こ
え
る
寮
、
「
網
引
す
と
網
子
調
ふ
る
海
人
の
呼
声
」

も
海
の
豊
か
な
幸
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
海
神
に
祝
福
き
れ
た
土
地
の
す
ぼ

ら
し
さ
、
宮
へ
の
讃
美
に
繋
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

。
れ
に
つ
い
て
、
西
里
民
氏
が
「
豊
漁
を
掛
け
詣
勇
ま
し
く
音
頭
を
と

る
海
人
の
住
む
難
波
の
販
い
の
讃
美
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
こ
と
か

ら
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
こ
れ
を
「
と
と
の
ふ
」
に
つ
い
て
「
集
め
る
」
の
意
と
す
る
説
に

従
っ
て
解
し
て
も
、
網
子
を
呼
び
集
め
る
さ
ま
は
豊
漁
を
表
す
も
の
で
あ
る

か
ら
、
や
は
り
土
地
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
「
海
人
」
を
形
容
す
る
旬
に
つ
い
て
み
る
と
、
七
音
句
ま
た
は
五

音
・
二
者
の
二
旬
に
亘
る
も
の
で
は
、
「
い
ざ
り
す
る
海
人
」
「
潜
さ
す
る
海

人
」
「
す
ず
き
釣
る
海
吐
「
す
ず
き
取
る
海
人
」
、
六
音
句
で
は
、
「
釣
り
す

る
海
太
」
「
塩
焼
く
海
人
」
、
五
音
・
五
音
の
二
旬
に
亘
る
も
の
で
は
「
玉
藻

勘

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

㈲

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

㈱

刈
る
海
人
娘
子
」
「
浜
菜
摘
む
海
人
娘
子
」
「
あ
さ
り
す
る
海
人
娘
子
」
な
ど

の
定
型
化
し
た
句
が
あ
る
。

「
海
人
」
の
「
網
引
」
す
る
さ
ま
も
、

踊
矧
引
潮
州
と
か
見
ら
む
蝕
の
蒲
の
活
き
荒
磯
を
見
に
来
し
我
を

据
我
が
衣
人
に
な
着
せ
そ
綱
引
判
別
親
潮
到
a
d
の
手
に
は
触
る
と
も

の
よ
う
に
、
先
の
例
と
同
じ
よ
う
に
定
型
化
し
て
お
り
、
漁
す
る
海
人
へ
の

表
現
と
し
て
、
万
葉
歌
の
中
で
は
類
型
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

注
㈲
　
「
長
忌
寸
意
吉
麻
畠
の
応
諾
歌
一
首
－
そ
の
成
立
を
中
心
に
－
」
（
『
園
田
語

文
』
第
二
号
一
九
八
七
年
九
月
）
。

㈲
　
「
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
の
応
讃
歌
一
首
－
「
網
子
謁
流
」
の
解
釈
を
中
心
に

～
」
（
『
園
田
語
文
』
第
三
号
一
九
八
八
年
九
月
）
。

㈲
　
「
宮
廷
寿
歌
と
そ
の
社
会
的
背
景
－
「
天
語
歌
」
を
中
心
と
し
て
I
L
（
『
文

学
』
第
二
十
四
巻
第
六
号
一
九
五
六
年
六
月
　
『
古
代
歌
謡
論
』
所
収
）
。

㈲
　
森
朝
男
「
天
つ
神
志
向
と
国
つ
神
志
向
－
国
見
歌
の
二
系
列
I
L
（
『
国
文
学

研
究
』
第
四
十
五
菜
一
九
七
一
年
十
月
）
。

㈲
　
本
田
義
憲
「
原
八
十
島
祭
歌
謡
を
め
ぐ
る
覚
書
」
（
『
万
葉
』
第
六
十
九
号

一
九
六
八
年
十
月
）
。

㈲
　
山
路
平
四
郎
「
国
見
の
歌
二
つ
」
（
『
国
文
学
研
究
』
第
二
十
九
集
一
九
六

四
年
三
月
）
。

㈹
　
三
浦
佑
之
「
生
産
・
学
働
・
交
易
」
（
ご
と
ば
の
古
代
生
活
薔
一
九
八
九

年
）
・
岡
村
美
恵
子
「
万
葉
集
に
お
け
る
「
海
人
」
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
文
学
』

第
二
十
八
号
一
九
八
九
年
三
月
）
な
ど
。

㈲
　
岡
村
注
㈹
論
文
な
ど
。

㈲
　
「
赤
人
の
吉
野
讃
歌
」
（
『
国
語
教
育
』
第
四
号
一
九
六
〇
年
二
月
　
『
万
葉

集
の
表
現
と
方
法
　
下
』
所
収
）
。

㈹
　
「
万
葉
離
宮
儀
礼
歌
の
位
相
」
（
『
相
模
国
文
』
第
十
号
一
九
八
三
年
三
月
）
。

㈹
　
『
万
葉
集
会
注
　
巻
第
三
』
一
九
八
四
年
。

長
意
吉
麻
呂
応
讃
歌
の
讃
歌
性

㈲
豊
武
庫
の
海
舟
庭
な
ら
し
い
ざ
り
す
る
海
人
の
釣
舟
渡
の
上
ゆ
見
ゆ

細
白
池
へ
の
藤
江
の
浦
に
中
計
印
判
引
潮
人
と
や
見
ら
む
旅
行
く
我
を

など。

㈹
開
潮
速
み
磯
廻
に
居
れ
ば
挟
－
尉
割
引
創
潮
力
と
や
見
ら
む
旅
行
く
我
を

聞
海
神
の
持
て
る
白
玉
見
ま
く
欲
り
千
度
そ
告
り
し
潮
割
引
引
潮
刃
は

など。

㈹
2
5
2
荒
た
へ
の
藤
江
の
浦
に
す
ず
き
釣
る
海
人
と
か
見
ら
む
旅
行
く
我
を

㈲
2
1
！
4
劃
過
大
l
の
燈
火
よ
そ
に
だ
に
見
ぬ
人
故
に
恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ

㈹
鵬
三
名
部
の
満
潮
な
満
ち
そ
ね
鹿
島
な
る
釣
り
す
る
海
人
を
見
て
帰
り
来
む

冊
楽
浪
の
比
良
山
風
の
海
吹
け
ば
釧
為
の
袖
反
る
見
ゆ

㈹
細
大
君
の
盟
智
温
州
の
藤
衣
な
れ
は
す
れ
ど
も
い
や
め
づ
ら
し
も

㈹
1
－
2
6
難
波
潟
潮
干
に
出
で
て
溺
汝
が
名
告
ら
き
ぬ

0
9
3
2
1
3
…
・
阿
朗
の
海
の
　
荒
磯
の
上
に
　
浜
菜
摘
む
　
海
人
娘
子
ら
が
・
…

㈱
1
1
8
6
却
割
引
引
引
潮
人
用
矧
剖
ら
が
袖
通
り
濡
れ
に
し
衣
干
せ
ど
乾
か
ず

二

次
に
、
上
二
旬
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

「
大
宮
の
内
ま
で
聞
こ
ゆ
」
と
あ
る
が
、
ま
ず
こ
の
「
聞
こ
ゆ
」
と
い
う

こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

古
橋
信
孝
氏
は
、
「
聞
く
」
と
い
う
語
が
、
国
見
歌
な
ど
に
み
ら
れ
る
「
見

る
」
と
い
う
語
と
類
似
す
る
、
現
的
な
こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

一
九



お
ら
れ
る
。

万
葉
歌
に
は
、
「
－
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
形
式
の
も
の
に
対
応
す
る
と
思

わ
れ
る
「
－
聞
け
ば
～
聞
こ
ゆ
」
と
い
う
形
式
の
歌
は
み
ら
れ
な
い
が
、

「
－
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
形
式
の
「
－
　
見
れ
ば
」
の
部
分
が
表
さ
れ
て
い

な
い
と
考
え
ら
れ
る
「
～
見
ゆ
」
形
式
に
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
～

聞
こ
ゆ
」
形
式
の
歌
に
つ
い
て
は
、

細
海
人
娘
子
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
引
u
旅
の
宿
り
に
梶
の
音
聞
こ
ゆ

騨
朝
な
ぎ
に
梶
の
音
聞
こ
ゆ
御
食
つ
国
野
島
の
海
人
の
舟
に
し
あ
る
引
u

鵬
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
の
　
あ
り
通
ふ
　
難
波
の
宮
は
…
：
朝
は
ふ

る
　
波
の
音
騒
き
　
夕
な
ぎ
に
　
梶
の
苦
闘
d
ゆ
…

踊
宇
治
川
は
淀
瀬
な
か
引
引
網
代
人
舟
呼
ば
ふ
声
を
ち
こ
ち
間
d
励

輔
我
が
背
子
に
う
ら
恋
ひ
居
れ
ば
天
の
川
夜
舟
漕
ぐ
な
る
梶
の
音
聞
こ
ゆ

掴
ま
印
長
く
恋
ふ
る
心
ゆ
秋
風
に
妹
が
苦
闘
d
函
紐
解
き
行
か
な

棚
天
の
川
梶
の
音
聞
こ
ゆ
彦
星
と
織
女
と
今
夜
逢
ふ
引
功
も

拙
天
の
川
霧
立
ち
渡
り
彦
星
の
梶
の
音
聞
こ
ゆ
夜
の
更
け
行
け
ば

飾
天
の
川
渡
り
瀬
深
み
舟
浮
け
て
漕
ぎ
来
る
君
が
梶
の
苦
闘
d
励

粗
さ
雄
鹿
の
妻
間
ふ
時
に
月
を
良
み
雁
が
音
聞
こ
ゆ
今
し
釆
ら
し
も

2
1
3
3
秋
の
田
の
我
が
刈
り
ば
か
の
過
ぎ
ぬ
れ
ば
雁
が
音
聞
こ
ゆ
冬
か
た
ま
げ

て
槻
葦
辺
な
る
荻
の
築
き
や
ぎ
秋
風
の
吹
き
来
る
な
へ
に
雁
鳴
き
渡
る

二
〇

一
云
　
秋
風
に
雁
が
音
聞
こ
ゆ
今
し
釆
引
U
も

棚
都
武
賀
野
に
鈴
が
音
聞
こ
ゆ
可
牟
思
太
の
殿
の
仲
郎
し
鳥
狩
す
引
U
も

嘩
志
賀
の
浦
に
い
ざ
り
す
る
海
人
明
け
来
れ
ば
浦
廻
漕
ぐ
引
u
梶
の
音

聞
こ
ゆ

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
「
聞
こ
え
」
る
事
柄
を
根
拠
と
し
て
推
量
す
る
「
～

聞
こ
ゆ
…
‥
ら
し
」
形
式
の
も
の
が
、
「
～
見
ゆ
…
‥
ら
し
」
形
式
と
同
じ

よ
う
に
み
ら
れ
、
「
～
聞
こ
ゆ
」
形
式
が
「
～
見
ゆ
」
形
式
と
形
式
的
に
対

応
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
九
三
〇
・
九
三
四
・
一
〇
六
二
番
歌
は
行
幸
従
駕
歌
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
一
〇
六
二
番
歌
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
海
人
の
漁
の
舟
梶
の
音

が
海
の
豊
か
さ
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
富
の
す
ぼ
ら
し
さ
に
繋
が
る
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
九
三
〇
番
歌
も
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
九
三

四
番
歌
の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
長
歌
（
九
三
三
替
歌
）
が
海
人
の
天

皇
へ
の
奉
仕
を
前
面
に
表
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
反
歌
で
も
漁
の
さ
ま
が
推

定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
御
食
つ
国
野
島
の
海
人
の
舟
」
で
あ
る
こ
と
が
推

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
は
、
や
は
り
そ
の
長
歌
と
同
様
に
、
天
皇

へ
の
奉
仕
を
表
現
す
る
方
に
動
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
天
皇
へ
の
直
接
讃
美
と
い
う
こ
と
を
内
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
三
六
六
四
番
歌
は
遣
新
羅
使
人
に
よ
る
露
旅
歌
で
あ
っ
て
、
前
述

し
た
「
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
形
式
の
三
八
九
〇
番
歌
と
同
様
、
聞
こ
え
る
音
、

「
い
ざ
り
す
る
海
人
」
の
「
梶
の
音
」
が
海
の
豊
穣
を
表
し
、
罷
旅
歌
の
主

題
の
一
つ
で
あ
る
土
地
讃
め
に
繋
が
り
、
旅
人
の
不
安
な
思
い
を
鎮
め
る
こ

と
に
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
～
聞
こ
ゆ
」
形
式
の
も
の
は
、
「
～
見
ゆ
」
形
式
の
も
の

と
内
容
的
に
も
重
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
意
吉
麻
呂
の
当
該
歌
に
お
い
て
「
網
引
す
と
網
子
調

ふ
る
海
人
の
呼
声
」
が
「
聞
こ
ゆ
」
と
歌
う
こ
と
は
、
宮
讃
め
と
し
て
実
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
も
、
そ
の
「
聞
こ
え
」
る
音
は
こ
ち
ら
側
の
世
界
と
隔
て
ら
れ
た
冥

界
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
空
間
陸
を
い
っ
そ
う
強
調
す
る
の
が
「
大
宮
の
肉
ま
で
」
で

ある。森
朝
男
氏
は
、
記
紀
歌
謡
の
宮
廷
寿
歌
や
万
葉
集
の
宮
廷
儀
礼
歌
に
み
え

る
「
大
宮
人
」
の
表
現
性
を
問
題
と
さ
れ
る
な
か
で
、
宮
廷
の
祭
祀
の
最
外

縁
部
に
位
置
す
る
「
大
宮
人
」
を
歌
う
こ
と
は
そ
の
祭
祀
全
体
、
）
さ
ら
に
は

そ
の
中
心
に
あ
る
天
皇
を
讃
美
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
ね
。

こ
の
よ
う
な
、
神
・
天
皇
・
神
大
・
大
富
人
と
い
う
よ
う
に
外
に
弦
が
る

同
心
円
の
も
の
全
体
を
、
「
大
富
」
と
い
う
空
間
と
し
て
捉
え
て
み
る
と
、

そ
の
内
と
外
と
は
隔
た
り
あ
る
も
の
と
し
て
、
歌
の
表
現
に
お
い
て
明
瞭
に

表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

潮
力
尉
凶
面
河
引
外
灯
引
光
る
ま
で
降
ら
す
白
雪
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

臨
大
同
例
内
申
引
用
劉
回
訓
め
づ
ら
し
く
降
れ
る
大
雪
な
踏
み
そ
ね
惜
し

は
、
い
ず
れ
も
大
伴
家
持
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
三
九
二
六
番
歌
は
降

り
積
も
っ
た
雪
を
詠
ん
だ
応
諾
歌
で
あ
り
、
白
雪
を
讃
え
て
天
皇
へ
の
看
視

長
悪
書
麻
呂
応
詔
歌
の
讃
歌
性

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
、
「
大
富
の
肉
に
も
外
に
も
」
と
歌
わ
れ
る
こ
と

は
、
世
界
が
「
大
富
の
内
」
と
「
大
富
の
外
」
と
に
区
分
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

騨
新
室
を
踏
み
鎮
む
子
し
手
玉
鳴
ら
す
も
玉
の
ご
と
照
り
た
る
君
を
圃
に

と
申
せ

の
よ
う
な
歌
に
お
い
て
も
、
内
と
外
は
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
の

場
合
、
薪
室
と
い
う
祭
祀
空
間
、
あ
る
い
は
聖
領
域
の
内
側
に
あ
っ
て
、
そ

の
外
側
と
の
墳
界
を
憲
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
大
富
」
も
こ
の
よ
う
な
聖
領
域
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
に
は
天
皇
が
意

識
さ
れ
、
そ
れ
自
身
も
世
界
の
中
心
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た。

柿
本
人
麻
呂
の
近
江
荒
都
歌
に
お
い
て
、
「
大
宮
は
　
こ
こ
と
聞
け
ど
も

大
殿
は
　
こ
こ
と
言
へ
ど
も
　
春
草
の
　
し
げ
く
生
ひ
た
る
　
霞
立
ち
　
春

日
の
霧
れ
る
」
と
歌
わ
れ
る
の
も
、
世
界
の
中
心
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
が
失
わ
れ
れ
ば
喪
失
感
も
ひ
と
き
わ
強
い
も
の

と
な
ろ
う
。

家
持
の
先
の
応
詔
歌
の
場
合
、
「
大
宮
の
内
」
は
天
皇
の
い
る
聖
領
域
で

あ
る
が
、
そ
の
境
界
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
外
側
の
世
界
に
ま
で
及
び
、
あ

ま
ね
く
こ
の
世
界
に
雪
の
降
り
積
む
こ
と
を
も
っ
て
こ
と
は
ぎ
と
す
る
。

意
吉
麻
呂
の
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
空
間
の
中
心
と
し
て
の
　
「
大
富
」
の
内

側
に
あ
っ
て
、
外
の
世
界
か
ら
海
の
豊
穣
を
表
す
海
人
の
呼
声
が
聞
こ
え
る

と
歌
う
。
こ
の
豊
か
な
幸
は
海
神
の
祝
福
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

二
一



富
讃
め
歌
と
し
て
、
実
に
ふ
さ
わ
し
く
、
整
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。な

お
、
そ
の
空
間
性
に
つ
い
て
付
言
す
る
な
ら
ば
、
「
～
見
ゆ
…
…
ら
し
」

形
式
、
あ
る
い
は
「
～
聞
こ
ゆ
…
：
ら
し
」
形
式
の
場
合
、
そ
の
推
定
さ
れ

る
神
の
冥
界
の
側
が
閉
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
当
該
歌
の
場
合
は
「
大
宮
の

内
ま
で
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
側
を
自
ら
閉
じ
、

空
間
の
中
心
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
重
心
の

軸
を
反
転
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注
㈲
　
「
き
く
」
（
『
古
代
語
を
読
む
』
一
九
八
八
年
）
。

㈲
　
「
貴
と
し
て
の
大
宮
人
－
宮
廷
歌
人
論
と
し
て
I
L
（
『
上
代
文
学
』
第
五
十

三
号
一
九
八
四
年
十
一
月
　
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
』
所
収
）
。

結

以
上
、
緩
々
述
べ
来
っ
た
よ
う
に
、
憲
喜
藤
呂
の
当
該
歌
は
、
そ
の
表
現

構
成
に
お
い
て
、
海
辺
の
富
へ
の
讃
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
、
優
れ
て
い
る

と
考
え
る
。

ま
た
、
韻
律
の
点
に
お
い
て
も
、
下
三
句
の
旬
頭
が
ア
音
で
あ
か
こ
と
に
加

え
、
上
二
旬
も
初
旬
が
句
頭
・
句
尾
共
に
オ
投
首
、
第
二
句
が
旬
頭
・
旬
尾
共

に
ウ
段
音
と
い
う
よ
う
に
揃
え
ら
れ
て
お
れ
、
調
子
の
よ
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
応
詔
歌
と
し
て
諦
詠
の
形
で
奉
ら
れ
る
に
適
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
歌
は
、
文
武
三
年
伯
・
大
童
九
年
伯
の
い
ず
れ
の
説
を
と
ろ
に
し
て

も
、
海
辺
の
宮
の
讃
歌
と
し
て
、
比
較
的
初
期
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

二
二

る
。
こ
の
後
、
神
亀
年
中
か
ら
天
平
年
中
に
か
け
て
の
難
波
富
讃
歌
と
し
て
、

山
部
赤
人
・
笠
金
村
・
田
辺
福
麻
呂
ら
の
歌
人
た
ち
が
長
歌
形
式
に
よ
っ
て

歌
を
詠
ん
で
い
る
。

し
か
も
、
「
大
宮
の
南
山
ま
で
外
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
か
た
ち

で
発
想
さ
れ
る
富
讃
め
歌
と
し
て
も
、
早
い
時
期
の
も
の
と
い
え
る
。

「
網
引
す
る
」
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
海
人
の
漁
の
き
ま
へ
の
表
現
と

し
て
定
型
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
寮
も
よ
く
歌
に

歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
海
人
の
呼
声
に
注
目
し

て
、
こ
の
よ
う
に
讃
歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

い
ま
の
場
合
、
こ
の
歌
固
有
の
独
自
な
表
現
で
は
な
か
ろ
う
が
、
宮
績
め
歌

と
し
て
よ
く
整
っ
た
形
式
を
も
つ
歌
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る。

窪
田
『
万
葉
簾
評
釈
』
が
、
当
該
歌
を
通
し
て
、
憲
吉
麻
呂
の
歌
人
的
才

能
に
触
れ
て
い
か
が
、
人
麻
呂
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
宮
廷
歌
人
と
し

て
の
表
芸
的
な
点
に
お
い
て
も
長
け
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

注
㈲
∴
『
万
葉
集
仝
註
釈
』
。

㈲
　
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
一
九
八
八
年
度
大
会
発
表
時
に
お
け
る
本
田
義
寿

氏
の
教
示
に
よ
る
。

㈲
　
『
万
葉
集
槻
落
葉
』
他
。

㈲
　
岩
松
第
一
節
注
小
論
文
。

㈹
脚
海
人
娘
子
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
ら
し
旅
の
宿
り
に
梶
の
音
聞
こ
ゆ

（笠金村）

1
0
6
2
や
す
み
L
L
　
我
が
大
君
の
　
あ
り
通
ふ
　
諷
風
刺
…
・
・
朝
は
ふ
る

波
の
音
騒
き
　
夕
な
き
に
　
梶
の
音
聞
こ
ゆ
…
・

（
田
辺
福
麻
呂
）

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

㈲
　
海
の
光
景
の
申
「
海
人
の
呼
声
」
だ
け
を
択
び
、
そ
れ
を
過
不
足
な
く
扱
ひ
、

太
く
、
明
る
く
、
朗
ら
か
な
調
に
溶
か
し
込
ん
で
、
賀
の
心
を
徹
底
さ
せ
て

ゐ
る
と
こ
ろ
、
正
に
手
腕
と
称
す
べ
き
で
あ
る
。

と
あ
る
。

〔補　記〕第
一
節
で
述
べ
た
、
海
の
豊
穣
を
表
す
海
人
の
寮
に
つ
い
て
は
、
森

朝
男
氏
が
「
天
平
二
十
年
正
月
連
作
四
首
」
（
『
セ
ミ
ナ
古
代
文
学
鴻

家
持
の
歌
を
（
読
む
）
Ⅱ
』
一
九
八
七
年
）
で
既
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

森
氏
は
、
九
三
四
番
歌
に
つ
い
て
、
土
地
讃
め
歌
か
ら
宮
廷
儀
礼
歌
に

一
歩
飛
躍
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

〔付　記〕本
稿
は
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
一
九
八
八
年
度
大
会
に
お
け
る

発
表
の
草
稿
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
折
り
、
本
田
義
寿
先
生
に
は
数
々
の
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
。

先
生
は
本
年
一
月
急
逝
き
れ
た
。

学
部
学
生
時
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
の
厚
い
御
指
導
を
深
く
感
謝
申

し
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
こ
に
心
か
ら
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
し
も
・
あ
っ
し
　
本
学
助
教
授
）

長
悪
書
麻
呂
応
諾
歌
の
讃
歌
性


