
村瀬万葉集和歌の浦玉津島の歌 その「開放性」についてー

万
葉
集
和
歌
の
浦
玉
津
島
の
歌
ー
そ
の

「
開
放
性
」

は
じ
め
に

和
歌
の
浦
(
和
歌
山
市
の
南
部
、
和
歌
山
市
和
歌
浦
)
が
、
文

献
の
う
え
で
、
初
め
て
脚
光
を
浴
び
る
の
は
、
神
亀
元
年

(
七
二
四
)
に
行
わ
れ
た
聖
武
天
皇
紀
伊
国
(
玉
津
島
)
行
幸
で

あ
る
。
爾
来
、
こ
の
地
は
中
古
・
中
世
・
近
世
と
、
時
に
断
続
的

で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
注
目
さ
れ
続
け
て
、
今
に
至
る
。

本
稿
で
は
、
万
葉
集
に
収
め
ら
れ
た
、
和
歌
の
浦
、
玉
津
島
の

歌
こ
れ
ら
の
歌
々
の
多
く
は
、
神
亀
元
年
の
聖
武
天
皇
紀
伊

国
行
幸
時
の
詠
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
ー
を
取
り
上
げ
、
併
せ

て
行
幸
中
の
十
月
十
六
日
に
発
せ
ら
れ
た
詔

(
9
頁
上
段
に
掲

載
)
に
も
注
目
し
つ
つ
、
和
歌
の
浦
、
玉
津
島
の
歌
の
も
つ
一
側

面
(
「
開
放
性
」
)
に
つ
い
て
指
摘
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

万
葉
集
に
は
和
歌
の
浦
、
玉
津
島
の
歌
が
一
四
首
ほ
ど
収
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
歌
々
を
ま
ず
一
括
し
て
掲
げ
て
お
こ
う
。
な
お
、

に
つ
い
て
l
l

キす

憲

夫

持員

以
下
の
叙
述
で
は
、
「
和
歌
の
浦
、
玉
津
島
し
を
総
称
し
て
「
和

歌
の
浦
し
と
記
す
こ
と
と
す
る
。
玉
の
緒
の
連
な
り
を
な
し
て
点

在
す
る
、
六
つ
ほ
ど
の
島
々
が
、
玉
津
島
(
山
)
で
あ
り
、
こ
の

島
々
は
和
歌
の
浦
の
湾
内
に
存
在
す
る
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
に
総
称

し
て
も
著
し
い
組
離
を
き
た
す
こ
と
は
な
い
。
必
要
に
応
じ
て

「
玉
津
島
」
と
特
化
し
て
記
す
。

神
亀
一
冗
年
甲
子
の
冬
十
月
五
日
、
紀
伊
国
に
幸
す
時

に
、
山
部
宿
禰
赤
人
の
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
常
宮
と
仕
へ
奉
れ
る
雑

賀

野

ゆ

そ

が

ひ

に

見

ゆ

る

沖

つ

島

清

き

渚

に

風

吹
け
ば
白
波
騒
き
潮
干
れ
ば
玉
藻
刈
り
つ
つ
神
代

よ

り

し

か

ぞ

貴

き

玉

津

島

山

(

⑥

九

一

七

)

反
歌
二
首

沖
つ
島
荒
磯
の
玉
藻
潮
干
満
ち
い
隠
り
行
か
ば
思
ほ
え
む
か
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(
⑥
九
一
八
)

若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
な
み
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き

渡

る

(

⑥

九

一

九

)

も

嬬
旅
に
し
て
作
る

名
草
山
言
に
し
あ
り
け
り
我
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も
慰
め

な

く

に

(

⑦

一

一

二

三

)

玉
津
島
よ
く
見
て
い
ま
せ
あ
を
に
よ
し
奈
良
な
る
人
の
待
ち

聞

は

ば

い

か

に

(

⑦

一

一

二

五

)

潮
満
た
ば
い
か
に
せ
む
と
か
海
神
の
神
が
手
渡
る
海
人
娘
子

ど

も

(

⑦

一

一

二

六

)

玉
津
島
見
て
し
良
け
く
も
我
は
な
し
都
に
行
き
て
恋
ひ
ま
く

思

へ

ば

(

⑦

一

一

二

七

)

若
の
浦
に
白
波
立
ち
て
沖
つ
風
寒
き
夕
へ
は
大
和
し
思
ほ
ゆ

(
⑦
一
一
二
九
)

我
が
舟
の
梶
は
な
引
き
そ
大
和
よ
り
恋
ひ
来
し
心
い
ま
だ
飽

か

な

く

に

(

⑦

ゴ

ゴ

二

)

玉
津
島
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
し
て
包
み
持
ち
行
か
む
見

ぬ

人

の

た

め

(

⑦

一

二

二

二

)

紀
伊
国
の
雑
賀
の
浦
に
出
で
見
れ
ば
海
人
の
燈
火
波
の
間
ゆ

見

ゆ

(

⑦

一

一

九

四

)

右
の
七
首
(
l
)
は
、
藤
原
卿
の
作
な
り
。

月
審
ら
か
に
あ
ら
ず
。

い
ま
だ
年

紀
伊
国
に
し
て
作
る
歌
四
首
(
う
ち
の
一
首
)

玉
津
島
磯
の
浦
廻
の
真
砂
に
も
に
ほ
ひ
て
行
か
な
妹
も
触
れ

け

む

(

⑨

一

七

九

九

)

右
の
五
首
は
柿
本
朝
巨
人
麻
日
の
歌
集
に
出
づ

時
輔
旅
に
し
て
思
ひ
を
発
す

衣
手
の
ま
若
の
浦
の
真
砂
地
聞
な
く
時
な
し
我
が
恋
ふ
ら
く

は

(

⑫

三

一

六

八

)

若
の
浦
に
袖
さ
へ
濡
れ
て
忘
れ
貝
拾
へ
ど
妹
は
忘
ら
え
な
く

に
或
本
の
歌
の
末
句
に
云
は
く
、
忘
れ
か
ね
つ
も

(
⑫
一
二
七
五
)

-2 

和
歌
の
浦
が
有
す
る
開
放
性

万
葉
集
に
収
め
ら
れ
た
和
歌
の
浦
の
歌
々
、
あ
る
い
は
行
幸
時

の
詔
か
ら
は
、
和
歌
の
浦
の
有
す
る
様
々
な
相
貌
を
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
例
え
ば
山
部
赤
人
の
詠
ん
だ
歌
の
一
節
「
神
代
よ

り
し
か
ぞ
貴
き
玉
津
島
山
」
(
⑥
九
一
七
)
、
あ
る
い
は
詔
の
一
節



村瀬万葉集和歌のi甫玉津島の歌ーその「開放性」について

「
玉
津
島
の
神
・
明
光
浦
の
霊
を
実
祭
せ
し
む
」
と
い
う
言
葉
か

ら
は
、
聖
域
と
し
て
の
和
歌
の
浦
の
姿
が
見
え
て
く
る
。

ま
た
「
衣
子
の
ま
若
の
浦
の
真
砂
地
聞
な
く
時
な
し
我
が
恋
ふ

ら
く
は
」
(
⑫
一
一
一
一
六
八
)
の
歌
で
は
、
和
歌
の
浦
が
序
詞
の
中

に
詠
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
詠
み
ぶ
り
か
ら
み
て
、
こ
の
歌

は
「
現
地
詠
」
で
は
な
く
「
机
上
詠
し
で
あ
る
。
つ
ま
り
都
に
ま

で
広
く
知
れ
わ
た
っ
た
和
歌
の
浦
が
、
序
詞
の
中
で
ひ
と
つ
の
機

能
を
果
た
す
地
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
名
所

化
し
歌
枕
化
し
た
土
地
と
し
て
の
和
歌
の
浦
の
姿
が
見
え
て
く

ヲ。。
本
稿
で
は
、
和
歌
の
浦
の
有
す
る
、
諸
々
の
相
貌
(
い
ま
二
例

を
あ
げ
た
)
の
う
ち
、
と
く
に
つ
開
放
性
」
と
い
う
側
面
に
注
目

し
て
み
た
い
。
こ
の
「
開
放
性
」
は
、
例
え
ば
不
老
橋
を
要
と
し

て
、
東
に
向
か
っ
て
一
扇
形
に
伸
び
伸
び
と
広
が
る
景
観
、
あ
る
い

は
莫
供
山
等
か
ら
眺
め
ら
れ
る
眺
望
的
術
撒
的
景
観
な
ど
は
、
和

歌
の
浦
の
風
景
そ
の
も
の
が
有
す
る
「
開
放
性
」
と
一
一
一
一
口
え
よ
う
。

こ
の
「
開
放
的
景
観
」
は
赤
人
の
長
歌
、
あ
る
い
は
そ
の
反
歌
、

そ
し
て
「
潮
満
た
、
は
い
か
に
せ
む
と
か
:
:
:
L
(
⑦
一
一
二
六
)

等
の
歌
の
表
現
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
詔
の
中
の
「
遠
行
を
労
せ
ず
し
て
以
て
遊
覧
す
る
に
足
れ

り
し
も
、
和
歌
の
浦
の
風
景
の
有
す
る
「
開
放
性
L

に
依
拠
し
て

の
発
言
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
「
遊
覧
」
の
語
も
、
「
開
放
性
」

の
内
実
を
し
め
す
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
和
歌
の
浦
歌
に
も
そ
の

「
遊
覧
性
」
を
指
摘
で
き
る
。

あ
る
い
は
「
遊
興
L

の
要
素
を
有
す
る
歌
(
⑦
一
一
二
五
、

二
二
七
二
二
二
二
な
ど
)
も
み
え
る
。
遊
興
は
精
神
の
開
放

と
も
言
い
う
る
も
の
で
、
景
観
の
開
放
性
と
は
趣
を
異
に
す
る
も

の
の
、
和
歌
の
浦
歌
の
も
つ
開
放
的
側
面
と
言
っ
て
よ
い
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
和
歌
の
浦
の
有
す
る
相
貌
の
う

ち
の
重
要
な
ひ
と
つ
で
あ
る
「
開
放
性
L

に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、

歌
に
却
し
て
観
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

3 

和
歌
の
浦
の
歌
に
見
え
る
開
放
的
景
観

一
一
|
一
神
が
手

ま
ず
和
歌
の
浦
の
傭
撒
的
開
放
的
な
景
観
を
最
も
よ
く
と
ら
え

て
い
る
歌
を
見
て
み
よ
う
。

潮
満
た
ば
い
か
に
せ
む
と
か
海
神
の
神
が
手
渡
る
海
人
娘
子

ど

も

(

⑦

二

一

一

六

)

和
歌
の
浦
は
現
在
も
そ
う
で
あ
る
が
、
満
潮
時
、
干
潮
時
の
変

化
の
大
き
い
場
所
で
あ
る
。
し
か
も
万
葉
集
時
代
は
、
ま
だ
砂
州
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の
形
成
期
に
あ
っ
て
、
潮
の
干
満
に
よ
っ
て
、
姿
を
現
し
た
り
消

し
た
り
す
る
干
潟
が
あ
っ
た

O
(
2
)

こ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
「
神
が

手
」
と
は
、
潮
が
引
い
て
い
く
と
と
も
に
、
姿
を
現
し
て
、
沖
合

い
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
く
干
潟
を
指
し
て
い
る
。
日
ご
ろ
海
を

見
る
こ
と
の
な
い
、
大
和
に
住
む
万
葉
び
と
に
と
っ
て
、
海
は
ま

こ
と
に
珍
し
い
風
景
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
潮
の
満
ち
干
と
い
う
現

象
は
新
鮮
で
興
味
尽
き
な
い
も
の
で
、
神
秘
的
で
す
ら
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
潮
が
引
く
と
と
も
に
す
ー
っ
と
沖
合
に
細
く
長
く
伸
び

て
い
く
干
潟
、
そ
し
て
逆
に
潮
が
満
ち
て
く
る
と
、
そ
の
干
潟
が

沖
合
か
ら
徐
々
に
徐
々
に
姿
を
消
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
現
象

に
、
人
智
を
越
え
た
神
の
存
在
を
見
、
日
の
前
の
干
潟
を
、
「
神

が
手
」
と
歌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

潮
の
引
い
た
干
潟
に
出
て
遊
ぶ
海
人
娘
子
た
ち
(
実
際
は
行
幸

従
駕
の
女
官
た
ち
)
に
向
か
っ
て
楽
し
げ
に
呼
び
か
け
た
、
こ
の

歌
に
は
、
目
の
前
に
広
々
と
広
が
る
海
と
、
細
く
長
く
沖
合
に
伸

び
て
い
く
干
潟
が
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
和
歌
の
浦
の
開
放
的
な
景

観
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
作
者
自
身
の

心
も
海
に
向
か
っ
て
聞
か
れ
て
い
く
が
ご
と
く
で
あ
る
。

一
一
|
ニ
玉
津
島
山

で
は
次
に
和
歌
の
浦
の
代
表
歌
と
も
言
う
べ
き
、
山
部
赤
人
の

玉
津
島
讃
歌
を
見
て
み
よ
う
。
聖
武
天
皇
紀
伊
国
行
幸
時
の
公
的

な
従
駕
歌
で
あ
る
。
対
象
の
長
歌
・
反
歌
(
⑥
九
一
七

1

九
一
九
)
は
さ
き
に
掲
げ
て
あ
る

(
1
頁
下
段

1
2頁
上
段
に
掲

載)。こ
の
歌
は
、
公
的
な
讃
歌
性
を
存
分
に
有
し
た
、
宮
廷
行
幸
歌

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
歌
わ
れ
た
風
景
を
額
面
通
り
に
受
け
取
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
詠
ま
れ
た
風
景

の
開
放
性
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
ま
ず
長
歌
で
は
、
視
線
は
雑
賀

野
か
ら
大
き
く
回
転
さ
せ
て
「
沖
つ
島
L

へ
と
伸
び
て
い
き
、
そ

し
て
そ
の
「
沖
つ
島
」
に
、
潮
満
ち
て
風
と
と
も
に
う
ち
寄
せ
る

白
波
、
ま
た
潮
が
引
い
て
浅
瀬
、
干
潟
で
玉
藻
刈
り
に
い
そ
し
む

人
た
ち
を
点
綴
し
て
、
聖
武
天
皇
が
鎮
座
し
、
赤
人
の
立
つ
視
点

場
か
ら
、
沖
合
に
向
か
っ
て
広
々
と
聞
け
て
い
く
和
歌
の
浦
が
描

か
れ
て
い
る
。

ま
た
「
玉
津
島
山
L

と
い
う
と
ら
え
方
自
体
が
開
放
的
な
景
観

を
前
提
と
し
て
い
る
。
玉
の
緒
の
連
な
り
を
な
し
て
点
在
す
る
六

つ
ほ
ど
の
島
々
(
現
在
は
陸
地
化
し
て
、
鏡
山
、
実
供
山
、
雲
蓋

山
、
妙
見
山
、
船
頭
山
と
名
付
け
ら
れ
た
小
山
を
な
し
て
い
る
。

妹
背
山
の
み
が
、
海
に
固
ま
れ
た
島
で
あ
る
)
を
、
玉
津
島
山
と

歌
っ
て
い
る
。
六
つ
の
島
々
が
、
沖
合
に
向
か
っ
て
点
々
と
連
な

り
伸
び
て
い
く
風
景
は
、
開
放
的
景
観
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

第
一
反
歌
で
は
、
か
な
た
の
「
沖
つ
島
」
の
荒
磯
に
麻
酔
く
玉
藻

4 
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に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
玉
藻
が
海
中
に
没
し
て
い
く
さ
ま
を
想
像

的
に
描
く
も
、
玉
藻
に
一
点
集
中
す
る
の
で
は
な
く
、
潮
干
か
ら

潮
満
ち
へ
の
和
歌
の
浦
の
躍
動
的
な
大
き
な
景
観
の
中
に
捉
え
て

い
て
、
こ
れ
ま
た
開
放
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。

第
二
反
歌
は
、
第
一
反
歌
の
潮
干
を
受
け
て
、
潮
満
ち
に
転
じ

た
和
歌
の
浦
を
歌
う
。
ひ
た
ひ
た
と
満
ち
来
る
潮
と
、
そ
の
動
き

に
合
わ
せ
て
葦
辺
に
向
か
っ
て
大
き
く
羽
ば
た
く
鶴
の
群
れ
を

歌
っ
て
、
和
歌
の
浦
の
生
き
生
き
と
し
た
動
き
を
広
々
と
活
写
し

て
い
る
。
反
歌
は
、
第
一
・
第
二
は
そ
れ
ぞ
れ
が
和
歌
の
濡
の
そ

れ
ぞ
れ
の
時
点
で
の
風
景
を
と
ら
え
る
の
み
な
ら
ず
、
二
首
が
相

寄
っ
て
、
潮
干
か
ら
潮
満
ち
へ
と
展
開
す
る
和
歌
の
浦
の
風
景
を

動
的
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
山
部
赤
人
に
は
他
に
も
吉
野
、
難
波
、
印
南
野

と
、
各
地
へ
の
行
幸
従
駕
歌
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
と
比
較
し
て

み
る
と
、
当
該
紀
伊
国
行
幸
従
駕
歌
の
有
す
る
開
放
性
が
一
層

は
っ
き
り
す
る
。
吉
野
は
「
た
た
な
づ
く
青
垣
」
(
⑥
九
二
三
、

赤
人
)
に
龍
め
ら
れ
て
、
本
来
的
に
開
放
性
に
乏
し
い
土
地
柄
で

あ
り
、
実
際
、
吉
野
行
幸
歌
に
開
放
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
難
波
と
印
南
野
は
、
海
の
景
観
を
捉
え
て
、
当
該
紀
伊
国
歌

と
か
よ
う
面
を
持
つ
。

山
部
宿
禰
赤
人
の
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

天
地
の
遠
き
が
如
く
日
月
の
長
き
が
如
く
お
し
て

る
難
波
の
宮
に
わ
ご
大
君
国
知
ら
す
ら
し
御
食
つ

国

日

の

御

調

と

淡

路

の

野

島

の

海

人

の

海

の

底

沖
つ
い
く
り
に
飽
玉
さ
は
に
潜
き
出
舟
並
め
て
仕

へ

奉

る

し

尊

し

見

れ

ば

(

⑥

九

二

二

二

)

反

歌

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

ら

し

(

⑥

九

一

二

四

)

山
部
宿
禰
赤
人
の
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
神
な
が
ら
高
知
ら
せ
る

印
南
野
の
大
海
の
原
の
あ
ら
た
へ
の
藤
井
の
浦
に

鮪
釣
る
と
海
人
舟
騒
き
塩
焼
く
と
人
そ
さ
は
に
あ
る

浦
を
良
み
う
ベ
も
釣
は
す
浜
を
良
み
う
べ
も
塩
焼
く

あ
り
通
ひ
見
さ
く
も
著
し
清
き
白
浜

5-

(
⑥
九
一
二
八
)

反
歌
三
首

沖
つ
波
辺
波
静
け
み
漁
り
す
と
藤
江
の
浦
に
舟
そ
騒
け
る

(
⑥
九
三
九
)

印
南
野
の
浅
茅
押
し
並
べ
さ
寝
る
夜
の
日
長
く
し
あ
れ
ば
家

し

偲

は

ゆ

(

⑥

九

四

O
)
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明
石
潟
潮
干
の
道
を
明
日
よ
り
は
下
笑
ま
し
け
む
家
近
付
け

ば

(

⑥

九

四

一

)

難
波
行
幸
従
駕
歌
(
⑥
九
三
三
、
九
二
一
四
)
は
、
野
島
の
海
人

た
ち
が
、
難
波
の
海
に
出
て
、
大
君
の
御
調
と
し
て
の
飽
玉
採
り

に
い
そ
し
ん
で
い
る
姿
を
歌
っ
て
い
る
。
広
い
海
域
に
三
三
五
五

と
船
の
浮
か
ぶ
風
景
は
開
放
的
で
あ
る
。
し
か
し
焦
点
は
潜
き
す

る
海
人
に
絞
ら
れ
て
い
て
、
当
該
玉
津
島
歌
の
開
放
的
景
観
に
較

べ
る
べ
く
も
な
い
。
ま
た
反
歌
は
、
海
人
の
漕
ぐ
梶
の
音
に
聞
き

入
っ
て
い
て
、
視
覚
的
な
広
が
り
は
な
い
。

印
南
野
行
幸
歌
(
九
三
八

i
九
四
一
)
は
、
ま
ず
長
歌
に
お
い

て
、
藤
井
の
浦
で
鮪
を
釣
り
、
塩
を
焼
く
海
人
た
ち
の
姿
を
活
写

し
、
清
く
広
が
る
白
浜
を
詠
ん
で
、
広
々
と
し
た
海
の
風
景
が
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
該
玉
津
島
歌
の
よ
う
な
、
風

景
が
展
開
し
て
い
く
よ
う
な
開
放
性
は
な
い
。
ま
た
反
歌
も
、
第

一
首
は
、
長
歌
に
歌
わ
れ
た
海
の
景
色
を
繰
り
返
し
、
第
二
、
三

首
は
、
家
郷
思
慕
の
情
に
収
飲
し
て
い
っ
て
、
開
放
性
に
欠
け

る。

ニ
ー
三
雑
賀
の
浦

赤
人
の
長
歌
に
歌
わ
れ
た
「
雑
賀
野
」
は
、
和
歌
の
浦
に
面
し

た
傾
斜
地
で
あ
り
、
雑
賀
の
浦
は
、
こ
の
雑
賀
野
か
ら
西
北
に
広

が
る
浦
で
あ
る
。

紀
伊
国
の
雑
賀
の
浦
に
出
で
見
れ
ば
海
人
の
燈
火
波
の
間
ゆ

見

ゆ

(

⑦

一

一

九

四

、

藤

原

卿

)

こ
の
歌
に
は
作
歌
年
次
や
作
歌
状
況
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

神
亀
元
年
(
七
二
四
)
の
聖
武
天
皇
紀
伊
国
行
幸
の
折
の
歌
と
考

え
て
よ
い
。
作
者
は
藤
原
卿
と
あ
り
、
行
幸
従
駕
の
高
官
の
一
人

で
あ
る
。
和
歌
の
浦
滞
在
中
の
あ
る
夜
の
歌
で
あ
る
。
万
葉
集
に

あ
っ
て
は
珍
し
い
、
佼
景
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
漆
黒
の
聞
に
つ

つ
ま
れ
て
、
沖
合
に
見
え
隠
れ
す
る
漁
り
火
を
詠
む
。
こ
れ
と

い
っ
た
趣
向
も
弄
さ
ず
、
雑
賀
の
浦
の
夜
景
を
淡
々
と
詠
ん
で
い

る
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
歌
で
あ
る
が
、
目
の
前
に
若
々
と
広

が
る
漆
黒
の
海
と
、
そ
こ
に
か
す
か
に
点
滅
す
る
漁
り
火
が
ま
こ

と
に
印
象
深
い
。
暗
闇
の
中
に
広
が
る
雑
賀
の
浦
を
、
開
放
的
に

捉
え
た
歌
と
い
え
よ
う
。

一一
1

四

名

草

山

名
草
山
は
、
和
歌
の
浦
の
東
に
鎮
座
す
る
、
名
草
の
郡
を
代
表

み

な

も

す
る
山
で
あ
る
。
波
静
か
な
水
面
に
ま
ろ
や
か
な
山
容
を
映
し
て

心
を
和
ま
せ
る
。
万
葉
び
と
も
こ
の
風
景
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
。

名
草
山
言
に
し
あ
り
け
り
我
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も
慰
め

な

く

に

(

⑦

二

一

二

ニ

)

山
の
名
の
「
ナ
グ
サ
」
に
、
慰
め
る
の
意
を
読
ん
で
、
恋
の
せ

つ
な
い
思
い
を
慰
め
て
も
ら
お
う
と
す
る
。
結
果
は
慰
め
ら
れ
な

6 



村瀬万葉集和歌の浦玉津島の歌ーその「開放性」について

か
っ
た
と
歌
う
が
、
む
ろ
ん
そ
の
事
を
恨
ん
で
の
詠
で
な
い
こ
と

は
、
一
首
全
体
の
醸
す
雰
囲
気
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
穏
や
か
な

和
歌
の
浦
に
面
し
て
、
ま
ろ
や
か
に
件
つ
名
草
山
の
風
景
は
誠
に

開
放
的
で
あ
り
、
こ
の
開
放
的
な
風
景
に
触
発
さ
れ
て
、
恋
の
せ

つ
な
さ
苦
し
さ
を
明
る
く
そ
し
て
言
語
遊
技
的
に
詠
ん
だ
の
が
こ

の
歌
で
あ
る
。

一
一
|
五
望
杷

い
ま
和
歌
の
浦
の
景
観
の
有
す
る
開
放
性
術
敵
性
を
、
和
歌
の

浦
の
歌
に
即
し
て
み
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
和
歌
の
浦
を
望
杷
の
礼

と
い
う
面
か
ら
捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
望
紀
は
ま
さ
に
開
放
的
傭

敵
的
景
観
と
深
く
関
わ
る
行
為
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
望
杷
の

礼
に
つ
い
て
も
み
て
お
こ
う
。
赤
人
の
玉
津
島
讃
歌
と
聖
武
天
皇

の
詔
の
特
徴
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
中
国
の
望
杷
の
礼
(
王
侯
が
領

内
の
名
山
大
川
を
遠
望
し
て
、
そ
の
神
々
を
祭
る
儀
礼
)
と
か
か

わ
ら
せ
て
考
え
た
の
は
、
紀
州
藩
に
仕
え
た
仁
井
田
好
古
で
あ
っ

た
。
好
古
の
著
し
た
「
実
供
山
碑
文
L

(

碑
は
玉
津
島
神
社
拝
殿

の
横
、
実
供
山
へ
の
登
り
口
に
建
て
ら
れ
て
い
る
)
の
一
部
を
以

下
に
引
用
す
る
。

天
保
壬
辰
の
秋
九
月
、
実
供
山
の
功
始
め
て
竣
り
、
紀
典
亦
た

復
た
旧
章
に
率
ふ
な
り
。
悲
の
山
ゃ
、
南
は
玉
津
島
の
神
桐
を

抱
き
、
西
は
海
岸
に
崎
つ
。
絶
巌
百
有
余
倒
、
波
涛
の
衝
撃
す

る
所
、
撃
穿
刀
削
、
殆
ど
近
づ
く
、
べ
か
ら
ず
。
唯
正
東
は
陵
夷

に
し
て
翠
萌
す
べ
し
。
登
る
こ
と
僅
か
に
数
百
歩
に
し
て
、
和

歌
の
浦
の
勝
、
挙
げ
て
眼
底
に
在
り
。
登
覧
の
美
、
是
に
於
て

最
と
な
す
。
聖
武
帝
神
亀
の
幸
、
詔
し
て
日
く
、
山
に
登
り
て

海
を
望
む
に
、
此
の
間
最
も
好
し
、
遠
行
を
労
せ
ず
し
て
、
以

て
遊
覧
す
る
に
足
れ
り
、
と
は
、
畳
蛮
の
山
を
謂
ふ
に
非
ず

や
。
又
詔
し
て
日
く
、
宜
し
く
守
戸
を
置
き
て
荒
綴
せ
し
む
る

こ
と
勿
く
、
春
秋
二
時
、
官
人
を
差
遣
し
て
、
玉
津
島
の
神
、

明
光
浦
の
霊
を
実
祭
す
べ
し
と
。
按
ず
る
に
、
悲
の
山
、
嗣
傍

に
聾
え
て
、
浦
上
に
臨
め
ば
、
則
ち
春
秋
の
祭
慢
は
、
必
ず
此

に
実
供
せ
し
な
ら
む
。
蓋
し
望
杷
の
礼
を
用
ふ
る
な
り
。
故

に
、
士
人
呼
ん
で
実
供
山
と
日
ふ
。
今
、
天
狗
の
字
を
用
ふ
る

は
、
音
に
依
っ
て
誰
転
す
る
な
り
。
白
後
星
霜
漸
く
移
り
、
実

祭
終
に
廃
し
、
登
る
者
亦
稀
な
り
。
山
径
蕪
検
し
て
、
得
て
翠

る
べ
か
ら
ず
。
明
和
一
二
年
、
皇
帝
有
司
に
勅
し
て
廃
典
を
修
め

し
め
、
春
秋
二
時
、
官
人
京
師
よ
り
至
る
。
先
闘
を
継
ぐ
な

り
。
然
れ
ど
も
、
望
組
の
礼
未
だ
復
せ
ず
、
荒
径
猶
依
然
た

り
。
〔
以
下
省
略
〕

天
保
一
二
年
壬
辰
秋
九
月
、
正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
案
堅

卿
題
額
、
仁
井
田
好
古
謹
ん
で
撰
び
井
せ
て
書
す
。

(
原
文
は
漢
文
、
訓
読
は
多
国
道
夫
氏
の
訓
み
に
よ
る
)

7 
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こ
の
和
歌
の
浦
と
望
杷
の
礼
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
赤
人
の
玉
津
島
讃
歌
と
望
杷
」
(
『
万
葉
集
と
漢
文
学
』
〔
和
漢
比

較
文
学
叢
書
第
九
巻
〕
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
・
一
、
「
紀
伊
万

葉
の
研
究
』
、
和
泉
書
院
、
所
収
)
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
。

結
果
、
神
亀
元
年
の
聖
武
天
皇
紀
伊
国
行
幸
時
に
、
中
国
の
望
杷

の
礼
が
そ
の
ま
ま
に
執
り
行
わ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
も
の
の
、

こ
の
行
幸
に
、
望
杷
の
思
想
と
制
度
、
そ
れ
に
伴
う
中
国
の
詩
文

の
反
映
を
認
め
て
も
よ
い
、
す
な
わ
ち
仁
井
田
好
古
の
見
解
は
、

今
一
度
顧
み
ら
れ
、
今
後
も
さ
ら
に
追
究
す
べ
き
視
点
で
あ
る
と

結
論
ご
つ
け
た
。
望
杷
の
礼
の
実
行
一
五
々
は
措
く
と
し
て
、
こ
の
和

歌
の
浦
は
、
望
杷
に
相
応
し
い
術
撒
的
眺
望
的
景
観
を
有
し
た
地

で
あ
り
、
聖
武
天
皇
自
身
も
こ
の
傭
噸
的
眺
望
的
景
観
に
注
目
し

て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
詔
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
地
の
持
つ
特
性
が
、
和
歌
の
浦
で
詠
ま
れ
た
歌
々
に
旦
(
体
的

に
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
、
い
ま
二
一

1
四
に
わ
た
っ
て
具

体
的
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
神
亀
元
年
の
紀
伊
国
行
幸
以
降
も
、
天
平
神
護
元
年

(
七
六
五
)
に
称
徳
天
皇
が
、
そ
し
て
延
暦
二
十
三
年
(
八

O
四
)

に
桓
武
天
皇
が
和
歌
の
浦
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
折
の
記
事
を
そ

れ
ぞ
れ
『
続
日
本
紀
」
と
『
日
本
後
紀
』
か
ら
抜
粋
す
る
。

O
称
徳
天
皇
紀
伊
国
行
幸

丁
丑
(
十
九
日
)
、
南
浜
の
望
海
楼
に
御
し
て
雅
楽
お
よ
び
雑

伎
を
奏
せ
し
む
。
権
り
に
市
郎
を
置
き
て
、
陪
従
お
よ
び
当
国

の
百
姓
ら
を
し
て
任
に
交
聞
を
な
さ
し
む
。
散
位
正
八
位
上
民

忌
寸
磯
麻
目
、
銭
百
万
・
稲
一
万
束
を
献
ず
。
従
五
位
下
を
授

(
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
一
元
年
〔
七
六
五
〕
十
月
十
九
日
条
)

O
桓
武
天
皇
紀
伊
国
行
幸

上
、
御
船
に
て
遊
覧
し
た
ま
ひ
、
:
:
:
詔
し
て
日
は
く
、
-

み
そ
な
は

此
の
月
は
閑
な
る
時
に
し
て
、
国
風
を
御
覧
す
時
と
な
も
常
も

聞
こ
し
め
す
。
今
、
坐
し
ま
す
所
を
御
覧
す
に
、
磯
島
も
奇
麗

く
、
海
も
清
曇
に
し
て
、
御
意
も
お
だ
ひ
に
ま
し
ま
す
。

(
『
日
本
後
紀
」
延
暦
二
十
三
年
〔
八

O
凹
〕
十
月
十
二
日
条
)

称
徳
天
皇
の
行
幸
の
場
合
は
、
「
南
浜
の
望
海
楼
」
と
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
も
、
開
放
的
術
敵
的
景
観
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
桓
武
天
皇
の
行
幸
の
場
合
は
、
船
に
乗
っ
て
遊
覧
し
、
風

景
を
御
覧
に
な
り
、
ま
た
御
座
所
か
ら
開
放
的
怖
撒
的
景
観
を
御

覧
に
な
り
、
そ
れ
を
満
喫
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
望
杷
の
礼

の
実
行
云
々
は
、
聖
武
天
皇
の
場
合
と
同
様
措
く
と
し
て
、
万
葉

時
代
以
降
の
ニ
天
皇
が
い
ず
れ
も
開
放
的
品
川
蹴
的
景
観
に
注
目
し

て
い
る
こ
と
は
、
和
歌
の
浦
が
有
す
る
開
放
性
と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

8~ 
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遊
覧
的
開
放
性

神
亀
元
年
の
聖
武
天
皇
紀
伊
国
行
幸
時
の
十
月
十
六
日
に
発
せ

ら
れ
た
詔
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
詔
し
て
日
は
く
、
「
山
に
登
り
海
を
望
む
に
、
此
間
最

も
好
し
。
遠
行
を
労
ら
ず
し
て
、
遊
覧
す
る
に
足
れ
り
。
故

に
弱
浜
の
名
を
改
め
て
、
明
光
浦
と
す
。
守
一
戸
を
置
き
て
荒

被
せ
し
む
る
こ
と
勿
か
る
べ
し
。
春
秋
の
・
一
時
に
、
官
人
を

差
し
遣
し
て
、
玉
津
島
の
神
、
明
光
浦
の
霊
を
実
祭
せ
し
め

よ
」
と
の
た
ま
ふ
。(

「
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
十
月
十
六
日
条
)

こ
こ
で
は
山
上
か
ら
の
眺
望
を
ほ
め
て
、
島
々
や
浜
辺
の
ひ
と

つ
ひ
と
つ
を
い
ち
い
ち
訪
ね
廻
ら
ず
と
も
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ

を
遊
覧
し
た
に
等
し
い
、
そ
れ
ほ
ど
に
山
上
か
ら
の
術
敵
的
風
景

は
素
晴
ら
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
山
上
か
ら
の
開
放
的
術
蹴
的
な

景
観
を
讃
え
た
詔
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
前
節
第
二
節
で
和
歌
の

浦
の
歌
に
お
い
て
確
認
し
た
開
放
的
景
観
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
開
放
的
景
観

が
、
和
歌
の
浦
に
お
い
て
は
、
「
遊
覧
」
と
需
接
不
可
分
に
結
び

つ
い
て
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
詔
に
あ
る
遊
覧
と
い
う
語
に
注
目
し
た
時
、

こ
の
詔
の
出

さ
れ
た
、
神
亀
元
年
の
紀
伊
国
行
幸
時
の
、

と
は
で
き
な
い
。

神
亀
元
年
甲
子
冬
十
月
、
紀
伊
国
に
幸
す
時
に
、
従
駕

の
人
に
贈
ら
む
が
た
め
に
、
娘
子
に
説
へ
ら
れ
て
作
る

歌

一

首

井

せ

て

短

歌

笠

朝

臣

金

村

大
君
の
行
幸
の
ま
に
ま
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
男
と

出
で
て
行
き
し
愛
し
夫
は
天
飛
ぶ
や
軽
の
路
よ
り

玉
だ
す
き
畝
傍
を
見
つ
つ
あ
さ
も
よ
し
紀
伊
道
に
入

り
立
ち
真
士
山
越
ゆ
ら
む
君
は
黄
葉
の
散
り
飛
ぶ

見
つ
つ
に
き
び
に
し
我
は
思
は
ず
草
枕
旅
を
よ
ろ

し
と
思
ひ
つ
つ
君
は
あ
る
ら
む
と
あ
そ
そ
に
は
か

つ
は
知
れ
ど
も
し
か
す
が
に
黙
も
え
あ
ら
ね
ば
我
が

背
子
が
行
き
の
ま
に
ま
に
迫
は
む
と
は
千
度
思
へ
ど

た
わ
や
め
の
我
が
身
に
し
あ
れ
ば
道
守
の
聞
は
む
答

言
ひ
遣
ら
む
す
べ
を
知
ら
に
と
立
ち
て
つ
ま
づ

(
④
五
四
三
)

次
の
歌
を
見
逃
す
こ

9 

J¥ 

を
く

反

歌

後
れ
居
て
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
紀
伊
の
国
の
妹
背
の
山
に
あ

ら

ま

し

も

の

を

(

④

五

四

四

)

我
が
背
子
が
跡
踏
み
求
め
追
ひ
行
か
ば
紀
伊
の
関
守
い
留
め

て

む

か

も

(

④

五

四

五

)
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こ
の
歌
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
長
歌
の
一
節
に
「
草
枕

旅
を
よ
ろ
し
と
思
ひ
つ
つ
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の

旅
は
基
本
的
に
は
危
険
で
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ

こ
で
は
、
「
旅
を
よ
ろ
し
」
と
と
ら
え
、
そ
し
て
そ
の
旅
は
「
黄

葉
の
散
り
飛
ぶ
見
つ
つ
に
き
び
に
し
我
は
思
は
ず
」
と
、

家
郷
に
残
し
て
き
た
家
人
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
ほ

ど
楽
し
く
心
を
う
ば
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
旅
、
と
り
わ
け
行

幸
の
よ
う
な
治
安
の
維
持
さ
れ
た
旅
に
あ
っ
て
は
、
旅
は
楽
し
む

も
の
、
遊
興
的
遊
覧
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
変
貌
し
つ
つ

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
と
、
前
掲
の
詔
と
を
合
わ
せ
て
見
る

時
、
神
亀
元
年
の
当
該
行
幸
は
、
備
眼
的
開
放
的
景
観
に
支
え
ら

れ
た
遊
覧
性
に
満
ち
た
旅
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
の

テ

l
マ
で
あ
る
「
開
放
性
」
の
具
体
相
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
遊

覧
」
を
と
り
あ
げ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

で
は
和
歌
の
浦
の
歌
に
そ
の
遊
覧
性
を
見
て
み
よ
う
。

我
が
舟
の
梶
は
な
引
き
そ
大
和
よ
り
恋
ひ
来
し
心
い
ま
だ
飽

か

な

く

に

(

⑦

ゴ

ゴ

二

藤

原

卿

)

こ
の
歌
は
文
字
通
り
、
海
辺
で
の
遊
覧
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
大
和
に
い
る
時
か
ら
憧
れ
て
い
た
、
こ
の
和
歌
の
浦
を
心
ゆ

く
ま
で
見
た
い
、
楽
し
み
た
い
、
漕
ぎ
ま
わ
り
た
い
、
だ
か
ら
船

を
こ
の
ま
ま
漕
ぎ
つ

c

つ
け
て
欲
し
い
と
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
か

ら
は
、
大
和
に
あ
っ
て
和
歌
の
浦
は
、
一
度
は
訪
ね
て
遊
覧
し
て

み
た
い
場
所
、
さ
ら
に
言
え
ば
す
で
に
名
所
と
も
い
う
べ
き
場
所

に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
遊
覧
の
楽
し
み
の
心
あ
ふ
れ
る

歌
で
あ
る
。

玉
津
島
よ
く
見
て
い
ま
せ
あ
を
に
よ
し
奈
良
な
る
人
の
待
ち

聞

は

ば

い

か

に

(

⑦

二

一

一

五

)

こ
の
歌
は
、
行
幸
の
一
行
を
歓
待
す
る
側
の
人
々
の
う
ち
の
一

人
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
奈
良
で
帰
り
を
待
っ
て
い
る
家
人
の

た
め
に
も
、
こ
の
玉
津
島
の
風
景
を
よ
く
よ
く
日
に
焼
き
つ
け
て

行
っ
て
く
だ
さ
い
と
歌
う
こ
の
歌
か
ら
は
、
玉
津
島
は
土
産
話
に

も
な
り
得
る
ほ
ど
の
土
地
、
あ
ち
こ
ち
の
風
景
を
愛
で
て
廻
る
の

に
適
し
た
遊
覧
の
地
で
あ
り
、
名
所
と
も
言
い
う
る
場
所
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
れ
ば
こ
そ
、
次
の
よ
う
な
歌
も
詠
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
。

玉
津
島
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
し
て
包
み
持
ち
行
か
む
見

ぬ

人

の

た

め

(

⑦

一

二

二

・

一

藤

原

卿

)

玉
津
島
は
い
く
ら
見
て
も
見
飽
き
な
い
ほ
ど
あ
ま
り
に
も
感
動

的
な
場
所
な
の
で
、
単
な
る
土
産
話
と
し
て
で
は
な
く
、
風
景
そ

の
も
の
を
包
ん
で
持
ち
帰
っ
て
、
実
際
に
見
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
人
に
見
せ
て
や
り
た
い
と
歌
う
。
こ
こ
に
も
旅
先
の
美
し

い
風
景
を
満
喫
す
る
、
行
幸
従
駕
の
人
々
の
心
が
現
れ
て
い
る
。

10 
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こ
の
歌
の
作
者
は
藤
原
卿
で
あ
り
、
同
じ
く
藤
原
卿
の
歌
っ
た
さ

き
の
「
我
が
舟
の
梶
は
な
引
き
そ
」
(
一
二
二
一
)
の
歌
と
同
趣

旨
の
内
容
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
思
え
ば
、
こ
の
一
二
二
二
番
歌

も
、
二
一
一
二
番
歌
同
様
、
遊
覧
の
風
景
に
感
動
し
、
そ
れ
を

持
っ
て
帰
り
た
い
と
の
思
い
を
詠
ん
だ
歌
と
解
さ
れ
る
。

玉
津
島
見
て
し
良
け
く
も
我
は
な
し
都
に
行
き
て
恋
ひ
ま
く

思

へ

ば

(

⑦

一

一

二

七

)

こ
の
歌
も
玉
津
島
の
風
景
の
素
晴
ら
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
で
あ

る
。
表
現
と
し
て
は
、
都
へ
帰
っ
て
、
こ
の
美
し
い
風
景
を
眼
前

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
、
風
景
へ
の
恋
し
さ
が
一
層

募
る
か
ら
、
そ
れ
を
思
う
と
手
放
し
で
は
喜
べ
な
い
と
、
逆
説
的

に
玉
津
島
讃
美
を
行
っ
て
い
る
。
遊
覧
の
楽
し
み
を
裏
返
し
に

歌
っ
た
歌
で
あ
る
。

四

遊
興
的
開
放
性

第
二
節
お
よ
び
第
三
一
節
に
お
い
て
、
主
と
し
て
景
観
、
そ
し
て

そ
の
景
観
を
愛
で
る
遊
覧
と
い
う
視
点
か
ら
、
和
歌
の
浦
の
有
す

る
「
開
放
性
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
本
第
四
節
で
述
べ
る

「
開
放
性
」
は
、
そ
れ
と
は
趣
を
異
に
し
て
、
「
遊
興
」
と
い
う
、

い
わ
ば
精
神
の
開
放
と
も
い
う
べ
き
「
開
放
性
」
で
あ
る
。

ま
ず
遊
興
の
要
素
の
看
取
で
き
る
歌
を
見
て
み
よ
う
。

玉
津
島
よ
く
見
て
い
ま
せ
あ
を
に
よ
し
奈
良
な
る
人
の
待
ち

聞

は

ば

い

か

に

(

⑦

一

一

二

五

)

こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
歌
が
和
歌
の
浦
を
訪
れ
た
人
々
へ
の
歓
待
の
気
持
ち
を
込
め
た

歌
で
あ
る
こ
と
か
=
り
す
れ
ば
、
行
幸
時
の
あ
る
日
あ
る
時
に
聞
か

れ
た
宴
席
で
の
詠
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
次
に
掲
げ
る
二
首

が
、
こ
の
歌
と
同
時
同
所
で
詠
ま
れ
た
か
ど
う
か
確
か
め
る
す
べ

は
な
い
も
の
の
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
三
首
は
、
ひ
と
つ
の
同
じ

宴
席
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
も
一
向
に
不
自

然
さ
は
な
く
、
詠
歌
の
場
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
な
内
容
と
雰
囲

気
を
た
た
え
て
い
る
。

玉
津
島
見
て
し
良
け
く
も
我
は
な
し
都
に
行
き
て
恋
ひ
ま
く

思

へ

ば

(

⑦

二

一

一

七

)

玉
津
島
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
し
て
包
み
持
ち
行
か
む
見

ぬ

人

の

た

め

(

⑦

一

二

二

二

藤

原

卿

)

「
玉
津
島
よ
く
見
て
い
ま
せ
し
の
歌
は
、
玉
津
島
を
称
揚
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
和
歌
の
浦
の
地
を
訪
れ
た
人
々
へ
の
歓
待
の
気

持
ち
を
表
明
す
る
と
同
時
に
、
遠
来
の
人
々
の
、
家
郷
に
待
つ
家

人
へ
の
思
い
を
あ
で
や
か
に
く
す
ぐ
る
と
い
う
粋
な
歌
い
ぶ
り
が

見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
応
え
て
詠
ま
れ
た
と
思
し
い
二
首
の
歌
は
、

11 
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玉
津
島
へ
の
飽
く
な
き
思
い
を
、
都
へ
帰
っ
て
か
ら
の
喪
失
感
と

背
中
合
わ
せ
に
詠
い
、
ま
た
玉
津
島
の
風
景
を
丸
ご
と
持
ち
帰
り

た
い
と
歌
い
、
歓
迎
側
の
言
葉
に
ぴ
た
り
と
応
え
、
歓
待
の
労
を

ね
ぎ
ら
つ
て
い
る
。
玉
津
島
滞
在
中
の
あ
る
日
あ
る
時
の
、
楽
し

げ
で
遊
興
的
な
宴
の
雰
囲
気
が
、
三
首
の
歌
を
通
じ
て
伝
わ
っ
て

ノ
¥
ヲ
匂
。こ

の
三
首
を
さ
ら
に
深
く
読
め
ば
、
遊
興
性
は
も
っ
と
鮮
明
に

伝
わ
っ
て
く
る
。
「
奈
良
な
る
人
の
待
ち
聞
は
ば
い
か
に
L

(
一
一
二
五
三
「
都
に
行
き
て
恋
ひ
ま
く
思
へ
ば
L

(

一
二
一
七
)
、

「
包
み
持
ち
行
か
む
」
(
一
二
二
二
)
と
い
う
弾
む
よ
う
な
言
葉
の

や
り
取
り
か
ら
は
、
そ
の
場
に
い
る
男
女
の
恋
情
的
な
や
り
と
り

を
思
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歓
待
側
の
歌
は
女
性

(
あ
る
い
は
女
性
の
立
場
)
の
作
で
あ
ろ
う
。
男
の
、
家
郷
に
置

い
て
き
た
恋
人
へ
の
思
い
を
、
な
ま
め
か
し
く
、
少
々
羨
ま
し
げ

に
く
す
ぐ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
客
側
の
男
の
一
人
は
、
玉
津
島
の

風
景
に
こ
と
寄
せ
て
、
歓
待
し
て
く
れ
た
女
性
の
こ
と
が
、
帰
京

後
も
恋
し
く
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
せ
つ
な
さ
を
歌
っ
て
応

え
る
。
も
う
一
人
の
男
(
藤
原
卿
)
は
、
む
ろ
ん
表
の
意
味
は
玉

津
島
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
に
女
性
を
連
れ
て
帰
り
た
い
と
の
意
を

匂
わ
せ
て
、
最
初
の
男
の
歌
と
呼
応
さ
せ
る
。
遊
興
の
雰
囲
気
に

満
ち
た
宴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
男
女
が
丁
丁
発
止
と
や
り
合
う
、
こ
の
遊
興
性
こ

そ
精
神
の
開
放
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
和
歌
の
浦
歌
の
開
放

性
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
一
二
二
二
番
歌
の
作
者
「
藤
原
卿
」
に
つ
い
て
は
、

諸
説
が
あ
る
も
の
の
、
藤
原
麻
呂
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
O
(
3
)

こ
の
藤
原
麻
目
は
、
『
懐
風
藻
』
に
収
め
ら
れ
た
「
五
一
言
。

暮
春
於
弟
園
池
置
酒
。
一
首
」
に
付
し
た
序
文
の
中
で
、
次
の
よ

う
に
自
ら
を
語
っ
て
い
る
。

わ

れ

き

ゃ

う

せ

い

こ

こ

ろ

僕
は
聖
代
の
狂
生
ぞ
。
直
に
風
月
を
以
ち
て
情
と
為
し
、

も

て

あ

そ

び

も

の

む

さ

ほ

か

が

も

と

魚
鳥
を
翫
と
為
す
。
名
を
貧
り
利
を
狗
む
る
こ
と
は
、

ち

ゅ

っ

き

ん

か

な

む

ま

さ

未
だ
沖
襟
に
適
は
ず
。
酒
に
対
か
ひ
て
当
に
歌
ふ
べ
き
こ

と
は
、
是
れ
私
願
に
譜
ふ
。
(
『
懐
風
藻
』
藤
原
麻
呂
)

生
々
し
い
政
治
の
世
界
で
活
躍
す
る
よ
り
も
、
風
月
魚
烏
を
友

と
し
、
酒
を
噌
み
歌
を
歌
う
こ
と
が
、
私
願
に
か
な
う
と
し
て
、

自
ら
を
聖
代
の
風
狂
の
士
と
任
じ
て
い
る
。
麻
邑
の
兄
で
あ
る
藤

原
武
智
麻
呂
の
事
績
を
記
し
た
「
家
伝
』
〔
ょ
に
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

風
流
侍
従

12ー

六
人
部
王
・
長
田
王
・
門
部
王
・
狭
井
王
・
桜

井
王
・
石
川
朝
臣
君
子
・
阿
倍
朝
臣
安
麻
呂
・

置
始
工
等
十
銭
人

(
「
家
伝
』
〔
下
〕
、
藤
原
武
智
麻
旦
口
伝
)
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こ
の
風
流
侍
従
と
い
う
当
時
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
麻
呂

の
私
願
は
風
流
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
風
流
と
い
え
ば
、
万
葉

集
に
は
「
風
流
士
し
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
男
女
の
や
り
取

り
が
残
さ
れ
て
い
て
、
風
流
の
語
が
意
味
す
る
も
の
を
具
体
的
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

石
川
女
郎
、
大
伴
宿
祢
田
主
に
贈
る
歌
一
首

み

や

び

を

風
流
土
〔
遊
士
)
と
我
れ
は
聞
け
る
を
や
ど
貸
さ
ず
我
れ
を

帰

せ

り

お

そ

の

風

流

土

(

②

ゴ

ヱ

ハ

)

大
伴
田
主
、
字
を
仲
郎
と
日
ふ
。
容
姿
佳
艶
、
風
流

秀
絶
、
見
る
人
聞
く
者
、
歎
息
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な

さ

う

せ

い

お

も

ひ

し
。
時
に
石
川
女
郎
有
り
。
も
と
よ
り
双
栖
の
感
を

マ
」
守
」

7
勺

成
し
、
恒
に
独
守
の
難
き
こ
と
を
悲
し
ぶ
。
意
に
主
目

恥
ね
&
わ

を
寄
せ
む
と
欲
へ
ど
も
、
良
信
に
逢
は
ず
。
愛
に
方

お

み

な

お

の

れ

な

へ

さ

便
を
作
し
て
、
賎
し
き
娠
に
似
せ
、
己
、
禍
子
を
提

ね

や

か

た

は

ら

か

う

お

ん

て

き

そ

く

げ
て
、
寝
の
側
に
到
り
、
硬
音
踊
足
し
、
一
戸
を
叩

き
て
諮
ひ
て
日
は
く
、
「
東
隣
の
貧
し
き
女
、
火
を

取
ら
む
と
し
て
来
る
し
と
い
ふ
。
こ
こ
に
、
仲
郎
、

ぼ

う

い

ん

お

も

ひ

こ

う

せ

」

暗
き
裏
に
冒
隠
の
形
を
識
ら
ず
、
慮
の
外
に
拘
接
の

は

か

り

ご

と

あ

あ

と

計
に
堪
へ
ず
。
念
の
ま
に
ま
に
火
を
取
り
、
跡
に

就
き
て
帰
り
去
ら
し
む
。
明
け
て
後
に
、
女
郎
、
既

し

ん

け

い

み

の

に
白
媒
の
憐

c

つ
べ
き
こ
と
を
恥
ぢ
、
ま
た
心
契
の
果

ら
ぬ
こ
と
を
恨
む
。
因
り
て
、

戯
を
贈
る
。

大
伴
宿
祢
回
主
、
報
へ
贈
る
歌
一
首

風
流
士
〔
遊
土
〕
に
我
れ
は
あ
り
け
り
ゃ
ど
貸
さ
ず
帰
し
し

我

れ

ぞ

風

流

士

に

は

あ

る

(

②

一

二

七

)

同
じ
き
石
川
女
郎
、
更
に
大
伴
田
主
仲
郎
に
贈
る
歌
一

首

我
が
聞
き
し
耳
に
よ
く
似
る
葦
の
末
の
足
ひ
く
我
が
背
つ
と

め

給

ぶ

べ

し

(

②

一

二

八

)

あ
し
の
や
ま
ひ

右
は
、
伸
郎
の
足
疾
に
依
り
て
、
こ
の
歌
を
贈
り

て
問
訊
へ
る
ぞ
。

こ
の
具
体
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
男
女
の
丁
丁
発

止
と
し
た
や
り
と
り
に
、
風
流
の
大
き
な
特
色
の
ひ
と
つ
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
で
、
い
ま
見
て
き
た
和
歌
の
浦
三
一
首
の

遊
興
性
に
満
ち
た
男
女
の
や
り
と
り
は
、
ま
さ
に
風
流
の
世
界
の

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
三
首
の
遊
興
的
雰
囲

気
は
、
風
狂
の
士
・
藤
原
麻
日
の
先
導
に
よ
っ
て
醸
さ
れ
た
も
の

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
和
歌
の
浦
歌
三
首
の
遊
興

性
は
、
当
時
の
文
化
世
界
を
席
巻
し
て
い
た
風
流
と
深
く
連
動
す

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
遊
興
性
あ
る
い
は
風
流
性
は
、

き
や

こ
の
歌
を
作
り
て
諜

13 

名
草
山
の
歌
に
も
見
出
す
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こ
と
が
で
き
る
。

名
草
山
言
に
し
あ
り
け
り
我
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も
慰
め

な

く

に

(

⑦

二

二

三

一

)

さ
き
に
第
二
節
の
四
で
は
、
こ
の
歌
を
開
放
的
景
観
と
い
う
面

か
ら
取
り
上
げ
た
が
、
「
名
草
山
言
に
し
あ
り
け
り
」
の
表
現
に

見
ら
れ
る
、
「
名
草
山
」
と
「
慰
め
」
が
、
ナ
グ
サ
の
音
を
媒
介

と
し
て
つ
な
が
る
と
い
う
、
い
わ
ば
言
語
遊
戯
に
、
こ
の
歌
の
遊

興
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
遊
興
性
が
精
神
の
開
放
に
つ
な
が
る
と
述
べ
て
き
た
が
、

こ
の
精
神
の
開
放
は
、
詠
歌
の
あ
り
方
が
、
実
用
性
即
物
牲
を
脱

し
て
、
よ
り
柔
軟
性
、
抽
象
性
、
技
巧
性
、
創
作
性
と
い
っ
た
言

葉
で
代
表
さ
せ
う
る
あ
り
方
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
軌
を
一

に
す
る
、
つ
ま
り
遊
興
性
の
追
求
は
、
詠
歌
の
あ
り
方
の
展
開
に

も
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

和
歌
の
浦
の
歌
の
有
す
る
「
開
放
性
」
を
、
「
景
観
」
「
遊
覧
」

「
遊
興
」
の
三
一
つ
の
側
面
か
ら
見
た
。
景
観
、
遊
覧
は
和
歌
の
浦

の
風
景
と
深
く
関
わ
り
、
遊
興
は
精
神
と
よ
り
関
わ
る
と
い
う
点

は
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

和
歌
の
浦
の
地
に
は
、
万
葉
後
も
実
に
多
く
の
文
人
墨
客
が
訪

れ
、
日
本
有
数
の
歌
枕
と
し
て
継
承
さ
れ
て
、
現
代
に
い
た
っ

た
。
そ
れ
は
こ
の
地
の
有
す
る
こ
う
し
た
「
開
放
性
」
に
そ
の
原

因
の
一
斑
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

、王
(
1
)

七
首
の
う
ち
凹
首
が
和
歌
の
浦
で
の
詠
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
そ
の
四
首
(
一
一
二
九
以
下
の
四
首
)
を
掲
げ
た
。
た
だ

二
ゴ
一
一
番
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
中
に
地
名
が
詠
み
込
ま
れ

て
い
な
い
た
め
、
厳
密
に
は
詠
作
地
は
不
明
で
あ
る
。
前
に

置
か
れ
た
一
二
二

O
番
歌
が
、
湯
等
の
崎
で
の
詠
で
あ
る
の

で
、
二
一
二
一
番
歌
も
そ
の
地
で
の
詠
で
あ
る
可
能
性
も
あ

る
。
た
だ
し
後
ろ
に
置
か
れ
た
一
二
二
二
番
歌
が
玉
津
島
の

詠
で
あ
り
、
し
か
も
内
容
も
ぴ
た
り
呼
応
し
て
、
「
風
景
が

あ
ま
り
に
す
ば
ら
し
い
の
で
、
い
つ
ま
で
も
船
上
遊
覧
を
楽

し
み
た
い
」
(
一
二
二
一
)
、
「
こ
の
い
く
ら
見
て
も
見
飽
き

な
い
玉
津
島
の
風
景
を
、
何
と
か
し
て
包
ん
で
家
郷
に
持
ち

帰
り
た
い
」
(
一
二
二
二
)
と
連
動
し
て
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る

ゆ
え
、
一
二
一
二
番
歌
も
和
歌
の
浦
の
詠
で
あ
る
と
考
え
て

よ
い
と
判
断
す
る
。

な
お
、
「
罵
旅
に
し
て
作
る
」
の
一
部
(
一

14 
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一二

O
七
)
が
、
国
歌
大
観
の
番
号
の
順
序
に
な
っ
て
い
な

い
の
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
歌
大
観
の

依
っ
た
寛
永
版
本
(
そ
の
原
型
は
大
矢
本
)
の
そ
の
部
分
に

錯
簡
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
信
頼
す
べ
き
古
写
本
に
よ
っ

て
訂
し
た
。

(
2
)

日
下
雅
義
「
紀
伊
湊
と
吹
上
浜
」
(
安
藤
精
一
編
『
和
歌

山
の
研
究
』
〔
地
質
・
考
古
篇
〕
、
清
文
堂
、
一
九
七
九
・

一一一)。

(
3
)

拙
稿
「
奈
良
朝
貴
族
の
憂
愁
藤
原
卿
の
歌
i
」
『
近
代

風
土
」
第
三
一
号
、
一
九
八
八
・
一
一
、
『
紀
伊
万
葉
の
研

究
』
、
和
泉
書
院
、
所
収
)

Rυ ー


