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一　

は
じ
め
に

『
続
日
本
紀
』
の
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
三
月
二
十
八
日
条
に
は
、

石
上
朝
臣
乙
麻
呂
、
久
米
連
若
売
を
姧
す
と
い
ふ
に
坐
し
て
、
土
左

国
に
配
流
せ
ら
る
。
若
売
は
下
総
国
に
配
せ
ら
る
。

と
い
う
記
事
が
載
る
。配
流
の
原
因
は
、久
米
若
売
が
天
平
九
年（
七
三
七
）

に
薨
去
し
た
宇
合
の
室
で
あ
っ
た
た
め
と
も
い
わ
れ
、
五
味
智
英
氏
『
万

葉
集
の
作
歌
と
作
品
』（
岩
波
書
店
一
九
八
二
年
）
に
詳
論
が
あ
る
が（

1
（

、

な
お
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
に
は
こ
の
配
流
事
件
が
、
天

平
十
一
年
で
は
な
く
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
の
出
来
事
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
影
山
尚
之
氏
「
万
葉
集
の
天
平
十
年
―
石
上
乙

麻
呂
、
元
興
寺
僧
、
豊
嶋
采
女
―
」（『
佛
教
大
学
京
都
語
文
』
二
二
号
・

二
〇
一
三
年
十
一
月
／
『
歌
の
お
こ
な
い
』
和
泉
書
院
二
〇
一
七
年
。
所

収
）
は
、
元
興
寺
の
僧
の
歌
（
6
・
九
九
二
）
と
豊
嶋
采
女
の
歌
（
6
・

一
〇
二
六
～
二
七
）
の
自
嘆
に
加
え
、
乙
麻
呂
の
「
人
に
知
ら
え
ぬ
」
思

い
が
、『
万
葉
集
』
の
紡
ぎ
出
す
天
平
十
年
だ
っ
た
と
価
値
付
け
る
。
今
、

元
興
寺
の
僧
や
豊
嶋
采
女
へ
の
論
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
歴
史
的
事
実
と

は
別
に
天
平
十
年
を
把
握
す
る
一
つ
の
方
法
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
、
本
稿
で
は
、
天
平
十
年
と
十
一
年
、
こ
の
二
つ
の
伝
の
ど
ち
ら

が
正
し
い
か
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
て
結
果
的
に
二
つ
の
伝
が
成
立
し

て
し
ま
っ
た
か
（
ど
ち
ら
も
正
し
い
）
は
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
も
正
し
く

な
い
の
か
（
そ
の
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
が
）
に
つ
い
て
問
う
つ
も
り
は

な
い
。『
懐
風
藻
』
に
見
え
る
乙
麻
呂
の
伝
記
や
、
そ
こ
に
採
ら
れ
た
漢

詩
に
も
土
佐
配
流
の
こ
と
が
見
え
、
天
平
十
～
十
一
年
頃
の
実
際
の
事
件

で
あ
っ
た
点
の
み
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
『
万
葉
集
』
に
載
る
乙
麻
呂
の
土
佐
配
流
に
関
係
す
る
歌
は
次
の
通
り

石
上
乙
麻
呂
歌
群
の
文
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

村　

田　

右
富
実
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（
以
下
、
乙
麻
呂
歌
群
と
記
す
）。

　
　
　
　

石
上
乙
麻
呂
卿
、
土
左
国
に
配
さ
る
る
時
の
歌
三
首
并
せ
て
短
歌

石
上　

ふ
る
の
尊
は　

た
わ
や
め
の　

惑
ひ
に
因
り
て　

馬
じ
も
の　

縄
取
り
付
け　

し
し
じ
も
の　

弓
矢
囲
み
て　

大
君
の　

命
恐
み　

天
ざ
か
る　

夷
辺
に
罷
る　

古
衣　

真
土
山
よ
り　

帰
り
来
ぬ
か
も

（
6
・
一
〇
一
九
）

大
君
の　

命
恐
み　

さ
し
並
ぶ　

国
に
出
で
ま
す　

　

我
が
背
の
君
を　

か
け
ま
く
も　

ゆ
ゆ
し
恐
し　

住
吉
の　

現
人
神　

船
の
舳
に　

う
し
は
き
た
ま
ひ　

着
き
た
ま
は
む　

島
の
崎
　々

寄

り
た
ま
は
む　

磯
の
崎
　々

荒
き
波　

風
に
あ
は
せ
ず　

障
み
な
く　

病
ひ
あ
ら
せ
ず　

早
け
く　

帰
し
た
ま
は
ね　

本
の
国
辺
に
（
6
・

一
〇
二
〇
、一
〇
二
一（

3
（

）

父
君
に　

我
は
愛
子
ぞ　

母
刀
自
に　

我
は
愛
子
ぞ　

参
ゐ
上
る　

八
十
氏
人
の　

手
向
け
す
る　

恐
の
坂
に　

幣
奉
り　

我
は
ぞ
追
へ

る　

遠
き
土
左
道
を
（
6
・
一
〇
二
二
）

　
　

反
歌

大
崎
の　

神
の
小
浜
は　

小
さ
け
ど（

4
（

　

百
舟
人
も　

過
ぐ
と
い
は
な

く
に
（
6
・
一
〇
二
三
）

　

当
該
作
品
は
長
歌
三
首
と
短
歌
一
首
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
歌
群
は
『
万
葉
集
』
に
は
他
に
見
ら
れ
ず
、
記
紀
の
〈
ウ
タ
〉
に
も
見 （2）

え
な
い（

5
（

。
極
め
て
珍
し
い
構
成
の
作
品
で
あ
る
が
、
前
掲
五
味
論
文
を
筆

頭
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
作
品
理
解
よ
り
も
、
そ
の
作
品
の
形
成
過

程（
6
（

、
作
者
の
あ
り
よ
う（

7
（

、
筆
録
者
の
比
定（

8
（

、
歌
の
場
の
推
定（

9
（

な
ど
に
注
力

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
、
作
品
と
し
て
乙
麻
呂
歌
群
を
読
み
解
こ
う
と

し
た
論
文
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
作
品
の
表
現
を
追
う
こ
と
を
通
じ
て
、
四
首
か
ら

な
る
当
該
作
品
を
文
学
史
上
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

二　

第
一
長
歌

　

第
一
長
歌
は
「
石
上　

ふ
る
の
尊
」
と
い
う
枕
詞
を
伴
っ
た
固
有
名
詞

（
人
名
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）
か
ら
歌
い
起
こ
さ
れ
る
。
集
中
に
「
石

上
」は
十
例（
当
該
例
を
含
む
。以
下
同
）。全
例
が「
ふ
る
」を
従
え
る
。「
い

そ
の
か
み　

ふ
る
」
と
い
う
音
列
は
余
り
に
も
普
通
で
あ
り
、
こ
の
冒
頭

の
表
現
か
ら
「
ふ
る
の
尊
」
を
乙
麻
呂
に
同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

勿
論
、
こ
の
人
物
が
石
上
乙
麻
呂
を
指
し
示
す
点
を
疑
う
つ
も
り
は
な
い

が
、
そ
れ
は
、
題
詞
と
と
も
に
読
み
進
め
た
と
き
に
判
明
す
る
も
の
で
あ

り
、
歌
表
現
の
外
側
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
そ
れ

は
、
当
該
歌
同
様
、
人
物
名
か
ら
歌
い
起
こ
さ
れ
る
、
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百
小
竹
の　

三
野
の
王　

西
の
厩　

立
て
て
飼
ふ
駒　

東
の
厩　

立
て
て
飼
ふ
駒　

草
こ
そ
ば　

取
り
て
飼
へ　

水
こ
そ
ば　

汲
み

て
飼
へ　

な
に
か
然　

葦
毛
の
馬
の　

い
な
き
立
て
つ
る
（
13
・

三
三
二
七
）

の
、「
百
小
竹
の　

三
野
王
」
の
人
物
同
定
に
論
が
生
じ
る
こ
と
と
表
裏

を
成
す
。
乙
麻
呂
歌
群
は
、題
詞
と
と
も
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
題
詞
か
ら
順
に
当
該
歌
を
読
み
進
め
る
時
に
、「
石
上　

ふ
る
の
尊0

」
が
、
土
佐
に
配
流
さ
れ
た
石
上
乙
麻
呂
と
し
て
か
た
ど
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
ふ
る
の
尊
」
と
い
う
呼
称
が
、
流
罪
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
同
情
的
な
心
情
を
あ
ら
わ
す
尊
称
（「
尊
称
」

は
『
童
蒙
抄
』
が
初
出
）
な
の
か
、
流
刑
人
に
対
す
る
「
駄
目
な
人
間
の

意
の
貶
称
」（『
私
注
』）
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
た
は
む
れ
て
名
づ
け
た
」

（『
注
釈
』）
も
の
な
の
か
、
そ
の
理
解
は
後
続
の
表
現
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
る
こ
と
に
な
る（

（1
（

。
当
該
長
歌
が
実
際
に
詠
わ
れ
た
場
（
そ
う
い
う
も
の

が
あ
っ
た
と
し
て
）
で
あ
れ
ば
、
歌
い
手
の
表
情
や
歌
い
方
な
ど
か
ら
類

推
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
の
前
に
残
る
テ

キ
ス
ト
か
ら
は
判
断
不
能
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
を
読
み
進
め
る
中
で
醸
成

さ
れ
て
行
く
と
理
解
す
る
よ
り
な
い
。

　
「
ふ
る
の
尊
」（
乙
麻
呂
）
の
流
刑
の
原
因
は
、
上
述
の
よ
う
に
『
続
日

本
紀
』
に
は
「
姧
」
と
記
さ
れ
、
こ
こ
で
は
「
た
わ
や
め
の　

惑
ひ
」
と

表
さ
れ
る
。「
惑
ふ
」
は
集
中
に
十
八
例
。
実
際
に
道
に
迷
う
例
も
あ
る

が
（
7
・
一
二
五
〇
等
）、
恋
の
不
成
就
や
愛
す
る
者
の
死
に
よ
る
心
の

混
乱
を
示
す
例
が
多
い
（
実
際
に
は
区
別
で
き
な
い
例
も
あ
る
）。
そ
の

中
で
、～

さ
し
並
ぶ　

隣
の
君
は　

あ
ら
か
じ
め　

己
妻
離
れ
て　

乞
は
な

く
に　

鍵
さ
へ
奉
る　

人
皆
の　

如か

是く

迷ま
と
へ

有れ

者ば

～　

う
ち
し
な
ひ　

寄
り
て
そ
妹
は　

た
は
れ
て
あ
り
け
る
（
9
・
一
七
三
八　
「
詠
上

総
末
珠
名
娘
子
」
歌
）

は
、
当
該
歌
同
様
、
女
性
が
原
因
で
道
を
踏
み
外
し
て
し
ま
う
例
で
あ
る
。

乙
麻
呂
に
し
て
も「
隣
の
君
」に
し
て
も
、当
人
の
実
際
の
感
情
が「
惑
ひ
」

な
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
当
事
者
以
外
の
人
間
が
、
乙
麻

呂
の
流
刑
（
あ
る
い
は
「
隣
の
君
」
の
行
為
）
の
原
因
を
「
惑
ひ
」
と
表

出
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
話
者
の
心
情

は
、
乙
麻
呂
に
対
す
る
憐
愍
と
揶
揄
と
の
入
り
交
じ
っ
た
も
の
な
の
で
は

な
い
か
。『
全
集
』
が
、

こ
こ
は
光
栄
あ
る
旧
族
物
部
氏
の
子
孫
の
身
で
、
自
業
自
得
と
は
い

い
な
が
ら
、
配
流
の
憂
き
目
を
み
る
乙
麻
呂
を
哀
れ
む
気
持
で
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
し
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。

　

こ
の
複
雑
な
話
者
の
感
情
は
、
以
下
も
続
く
。
集
中
に
「
馬
じ
も
の
」
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は
二
例
、「
し
し
じ
も
の
」
は
四
例
。「
馬
じ
も
の
」
は
躓
く
譬
喩
に
用
い

ら
れ
、「
し
し
じ
も
の
」
は
匍
匐
あ
る
い
は
跪
く
譬
喩
に
用
い
ら
れ
る
（『
日

本
書
紀
』の〈
ウ
タ
〉の
一
例
は
水
に
漬
か
る
様
子
）。と
こ
ろ
が
当
該
歌
は
、

と
も
に
捕
え
ら
れ
た
（
あ
る
い
は
捕
え
ら
れ
る
寸
前
の
）
鹿
や
馬
の
様
子

の
譬
喩
で
あ
る
。
当
該
歌
以
外
の
用
例
が
、
鹿
や
馬
の
本
来
の
動
き
を
譬

え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
鹿
は
人
に
よ
っ
て
射

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
馬
は
人
に
よ
っ
て
縄
に
繋
が
れ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
譬
喩
は
成
立
し
な
い
。
そ
こ
に
浮
か
び
上

が
る
の
は
、
人
に
よ
っ
て
自
由
を
奪
わ
れ
た
獣
の
姿
で
し
か
な
く
、
こ
こ

に
乙
麻
呂
の
心
情
に
よ
り
そ
っ
た
視
線
は
存
在
し
な
い
。
悪
く
解
す
れ
ば

侮
蔑
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
捕
縛
さ
れ
連
行
さ
れ
る
様
子
は
お
の

ず
と
同
情
の
念
も
か
き
立
て
る
だ
ろ
う
。

　
「
大
君
の　

命
恐
み
」
も
ま
た
然
り
。
集
中
に
二
十
八
例
を
数
え
る
こ

の
句
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
論
が
あ
る
が（

（（
（

、
基
本
的
に
は

公
的
命
令
に
対
す
る
心
情
を
表
し
、
ミ
語
法
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
部
分
に

は
、
公
的
命
令
と
相
対
す
る
私
事
に
わ
た
る
内
容
が
詠
わ
れ
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
い
方
で
あ
る
以
上
、
ほ
ぼ
必
然
と
し
て
、

大
君
の　

命
恐
み　

妻
別
れ　

悲
し
く
は
あ
れ
ど　

ま
す
ら
を

の　

心
振
り
起
こ
し　

取
り
装
ひ　

門
出
を
す
れ
ば
～
（
20
・

四
三
九
八
）

と
、
公
的
命
令
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
私
生
活
と
、
公
的
命
令
に
よ
っ
て

喚
起
さ
れ
る
矜
恃
の
両
面
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
般
的
に
は

前
者
の
思
い
が
中
心
に
歌
わ
れ
る
。次
に
掲
げ
る
歌
が
そ
の
典
型
だ
ろ
う
。

大
君
の　

命
恐
み　

磯
に
触
り　

海
原
渡
る　

父
母
を
置
き
て

（
20
・
四
三
二
八
）

大
君
の　

命
恐
み　

出
で
来
れ
ば　

我
ぬ
取
り
付
き
て　

言
ひ
し
児

な
は
も
（
20
・
四
三
五
八
）

　

話
者
自
身
が
「
恐
み
」
の
主
体
と
な
り
公
に
対
す
る
私
が
歌
わ
れ
る
。

こ
れ
は
「
恐
み
」
の
主
体
が
第
二
者
の
、

大
君
の　

命
恐
み　

大
殯
の　

時
に
は
あ
ら
ね
ど　

雲
隠
り
ま
す

（
3
・
四
四
一
）

～
息
の
緒
に　

我
が
思
ふ
君
は　

う
つ
せ
み
の　

世
の
人
な
れ
ば　

大
君
の　

命
恐
み
～
島
伝
ひ　

い
別
れ
行
か
ば　

留
ま
れ
る　

我

は
幣
引
き　

斎
ひ
つ
つ　

君
を
ば
遣
ら
む　

は
や
帰
り
ま
せ
（
8
・

一
四
五
三
）

と
い
っ
た
歌
で
も
変
わ
ら
な
い
。
当
該
長
歌
は
、「
恐
み
」
の
主
体
が
第

三
者
で
あ
る
唯
一
の
例
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
の
点
は
動
く
ま
い
。
公
を

重
視
す
れ
ば
罪
を
犯
し
て
罰
せ
ら
れ
る
姿
の
描
写
に
な
ろ
う
が
、
私
を
重

視
す
れ
ば
そ
の
流
刑
へ
の
同
情
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。や
は
り
当
該
歌
は
、

乙
麻
呂
に
対
し
て
、
心
か
ら
同
情
し
て
い
る
と
も
、
強
烈
な
侮
蔑
を
浴
び
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せ
て
い
る
と
も
判
断
で
き
な
い
。
逆
に
、
こ
う
し
た
複
雑
性
こ
そ
第
一
長

歌
の
特
徴
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
第
一
長
歌
は
「
古
衣　

真
土
山
よ
り　

帰
り
来
ぬ
か
も
」
と

歌
い
収
め
ら
れ
る
。
結
句
の
「
帰
り
来
ぬ
か
も
」
に
つ
い
て
は
、

　
　

帰
つ
て
来
ら
れ
れ
ば
よ
い
が
な
あ
。（『
総
釈
』
新
村
出
氏
担
当
）

還
つ
て
來
て
く
れ
ゝ
ば
よ
い
に
な
あ
。（『
金
子
評
釈
』）

還
っ
て
来
な
い
の
か
な
あ
。（『
窪
田
評
釈
』）

帰
つ
て
來
な
い
か
な
あ
。（『
増
訂
全
註
釈
』）

歸
つ
て
來
な
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。
來
れ
ば
よ
い
が
。（『
私
注
』）

帰
っ
て
来
な
い
も
の
か
な
あ
。（『
旧
大
系
』）

帰
っ
て
来
な
い
も
の
か
（『
全
集
』）

帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
な
あ
。（『
全
注
』）

の
よ
う
に
、多
様
な
現
代
語
訳
が
施
さ
れ
る
。『
全
注
』の
よ
う
に「
ぬ
か
も
」

を
積
極
的
に
願
望
と
取
る
も
の
と
、『
私
注
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
強

い
疑
問
と
捉
え
る
も
の
が
両
極
を
成
し
て
い
る
が
、
多
く
の
注
釈
書
は
、

注
を
読
ん
で
も
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
か
な
お
不
分
明
な
も

の
が
多
い（

（1
（

。
こ
れ
は
「
ぬ
か
（
も
）」
が
「
打
ち
消
し
＋
疑
問
（
＋
詠
嘆
）」

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ど
の
部
分
を
中
心
と
す
る
か
に
よ
っ
て
解

釈
に
幅
が
生
じ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

神
か
ら
か　

見
が
欲
し
か
ら
む　

み
吉
野
の　

瀧
の
河
内
は　

雖み
れ
ど見

不あ
か
ぬ飽

鴨か
も

（
6
・
九
一
〇
）

の
「
ぬ
か
も
」
は
詠
嘆
で
あ
り
、

川
の
瀬
の　

石
踏
み
渡
り　

ぬ
ば
た
ま
の　

黒
馬
の
来
る
夜
は　

常つ
ね

二に

有あ
ら

沼ぬ

鴨か
も

（
13
・
三
三
一
三
）

は
、
願
望
で
あ
る
。「
ぬ
か
（
も
）」
は
集
中
に
一
一
〇
例
存
在
し
、「
～

も
～
ぬ
か
（
も
）」
が
願
望
に
な
り
や
す
く
（『
時
代
別
』）、
あ
り
得
な
い

状
況
を
「
ぬ
か
（
も
）」
が
受
け
る
時
も
願
望
に
な
り
や
す
い
傾
向
は
あ

る
も
の
の
、

家
人
は　

道
も
し
み
み
に　

通
へ
ど
も　

我
が
待
つ
妹
が　

使
つ
か
ひ

不こ

来ぬ

鴨か
も

（
11
・
二
五
二
九
）

は
、「
妹
の
使
が
来
な
い
か
な
あ
、
来
て
く
れ
よ
。」（『
窪
田
評
釈
』）
の

よ
う
に
願
望
に
訳
出
す
る
注
も
あ
れ
ば
、「
わ
た
し
の
待
つ
あ
の
娘
の
使

い
は
と
ん
と
来
な
い
」（『
新
編
全
集
』）の
よ
う
に
詠
嘆
に
取
る
注
も
あ
り
、

決
着
を
見
な
い
。
結
局
「
ぬ
か
（
も
）」
の
機
能
は
そ
れ
ま
で
の
文
脈
に

依
存
し
て
お
り
、
当
該
歌
に
即
し
て
い
え
ば
、
話
者
が
乙
麻
呂
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
相
対
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
解
釈
が
割
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
こ
も
、
同
情
に
も
侮
蔑
に
も
取
れ
る
と
考
え
る
し
か
あ
る
ま

い
。『
釈
注
』
が
先
に
引
用
し
た
『
古
典
全
集
』
の
い
う
「
哀
れ
み
」
に

つ
い
て
、「
こ
の
哀
れ
み
は
、
読
む
人
の
立
場
に
よ
っ
て
は
揶
揄
と
も
な
っ

て
映
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
の
が
正
鵠
を
射
て
い
る
だ
ろ
う
。
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第
一
長
歌
は
、
残
さ
れ
た
文
字
列
か
ら
の
理
解
だ
け
で
は
、
同
情
と
揶

揄
と
が
相
半
ば
す
る
歌
と
理
解
す
る
よ
り
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
複

雑
性
は
、
時
の
高
官
が
女
性
問
題
を
契
機
に
配
流
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
時

の
歌
と
し
て
極
め
て
有
効
に
機
能
す
る
だ
ろ
う
。
あ
る
者
は
同
情
の
側
に

立
つ
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
者
は
徹
底
的
に
非
難
す
る
側
に
立
つ
だ
ろ
う
。

そ
の
判
断
は
テ
キ
ス
ト
の
外
側
に
存
在
し
て
い
る
。
今
は
、
第
一
長
歌
が

事
件
に
対
す
る
高
い
批
評
性
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
て
第
二
長

歌
に
論
を
進
め
る
。

三　

第
二
長
歌

　

第
二
長
歌
は
、配
流
さ
れ
た
夫
の
帰
還
を
「
住
吉
の
現
人
神
」
に
願
う
、

乙
麻
呂
の
妻
の
歌
と
し
て
歌
群
の
中
に
定
位
し
て
い
る
。第
一
長
歌
で
は
、

乙
麻
呂
の
復
路
を
南
海
道
の
駅
路
上
に
位
置
す
る
真
土
山
に
代
表
さ
せ
て

い
た
の
に
対
し
、
第
二
長
歌
で
は
、
難
波
か
ら
船
に
乗
っ
て
の
往
路
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。
住
吉
の
神
に
無
事
を
祈
る
こ
と
と
、
難
波
津
出
航
は
一

応
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、

海
神
の　

い
づ
れ
の
神
を　

祈
ら
ば
か　

行
く
さ
も
来
さ
も　

船
の

速
け
む
（
9
・
一
七
八
四　
「
入
唐
使
に
贈
る
歌
」）

の
よ
う
に
船
旅
の
無
事
を
管
掌
す
る
神
が
複
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
勘

案
す
れ
ば
、「
住
吉
の　

現
人
神
」
と
い
う
固
有
の
神
の
表
出
は
尊
重
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
当
該
歌
を
信
じ
る
限
り
、
乙
麻
呂
は

難
波
津
を
進
発
し
、
淡
路
国
あ
る
い
は
阿
波
国
に
渡
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

し
か
し
、
土
佐
国
へ
の
駅
路
は
、『
続
日
本
紀
』
に
、

始
め
て
紀
伊
国
賀
陀
駅
家
を
置
く
。（
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
一
月

十
日
）

と
あ
り
、
吉
井
巌
氏
「
大
崎
の
神
の
小
浜
」（『
万
葉
』
一
一
四
号
・

一
九
八
三
年
七
月
／
『
万
葉
集
へ
の
視
角
』
所
収
）
も
述
べ
る
よ
う
に
、

加
太
～
（
海
路
）
～
淡
路
島
～
（
海
路
）
～
阿
波
国
～
（
陸
路
）
～
土
佐

国（
（1
（

で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
。
難
波
津
出
航
は
こ
の
点
か
ら
も
不
可
解

で
あ
る
。
第
一
長
歌
で
駅
路
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
駅

路
を
利
用
し
な
い
往
路
想
定
に
は
無
理
が
伴
う
。

　

さ
ら
に
、
難
波
津
か
ら
船
に
乗
り
淡
路
国
か
阿
波
国
に
向
か
っ
た
と
す

れ
ば
、「
着
き
た
ま
は
む　

島
の
崎
々
」
の
理
解
も
難
し
い
。「
島
の
崎
々
」

は
、

～
白
雲
も　

千
重
に
な
り
来
ぬ　

漕
ぎ
回
む
る　

浦
の
こ
と
ご
と　

行
き
隠
る　

島
の
崎
　々

隈
も
置
か
ず　

思
ひ
そ
我
が
来
る　

旅
の

日
長
み
（
6
・
九
四
二
）

近
江
の
海　

泊
ま
り
八
十
あ
り　

八
十
島
の　

島
の
崎
々
～
（
13
・
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三
二
三
九
）

と
、
歌
わ
れ
、
特
定
の
島
に
多
く
の
崎
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、

多
く
の
島
に
多
く
の
崎
が
存
在
し
て
い
る
意
の
表
現
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。「
島
の
崎
々
」
は
、
難
波
か
ら
淡
路
国
や
阿
波
国
へ
の
行
旅
の
表
現

と
は
思
え
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
瀬
戸
内
海
を
伊
予
国
ま
で
行
っ
た
と

で
も
考
え
な
い
限
り
、
こ
の
表
現
は
落
ち
着
か
な
い
。
乙
麻
呂
と
い
う
高

官
の
流
罪
故
、
駅
路
を
使
わ
ず
に
別
ル
ー
ト
を
利
用
し
た
の
だ
と
い
う
可

能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
個
別
論
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
に
論
理
を
預
け
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
諸
注
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
該
長
歌
は
、
乙
麻
呂
配
流
事

件
に
先
立
つ
天
平
五
年
（
七
三
三
）
の
「
入
唐
使
に
贈
る
歌
」（
19
・

四
二
四
五
）
と
酷
似
し
て
い
る
（
類
似
表
現
に
傍
線
を
付
し
た
）。

そ
ら
み
つ　

大
和
の
国　

あ
を
に
よ
し　

奈
良
の
都
ゆ　

お
し
照
る　

難
波
に
下
り　

住
吉
の　

三
津
に
船
乗
り　

直
渡
り　

日
の
入
る
国

に　

遣
は
さ
る　

我
が
背
の
君
を　

か
け
ま
く
の　

ゆ
ゆ
し
恐
き　

住
吉
の　

我
が
大
御
神　

船
の
舳
に　

う
し
は
き
い
ま
し　

船
艫
に　

み
立
た
し
ま
し
て　

さ
し
寄
ら
む　

磯
の
崎
　々

漕
ぎ
泊
て
む　

泊

ま
り
泊
ま
り
に　

荒
き
風　

波
に
あ
は
せ
ず　

平
け
く　

率
て
帰
り

ま
せ　

も
と
の
朝
廷
に
（
19
・
四
二
四
五
）

　

19
・
四
二
四
五
番
歌
は
、
遣
唐
使
で
あ
る
夫
へ
の
餞
別
歌
で
あ
る
。
遣

唐
使
に
選
ば
れ
た
夫
の
安
全
を
祈
る
歌
が
、
わ
ず
か
五
～
六
年
後
に
「
た

わ
や
め
の　

惑
ひ
」
に
よ
っ
て
流
さ
れ
る
男
の
安
全
を
祈
る
歌
に
流
用
さ

れ
た
と
知
っ
た
な
ら
、
19
・
四
二
四
五
番
歌
の
話
者
で
あ
る
女
性
に
は
、

心
穏
や
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
だ
っ
た
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
そ
も
そ
も
間
違
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
と
い
う
の
も
、
多
く
の
先
行
研
究
が
引
用
す
る
よ
う
に
『
獄
令
』

に
は
、凡

そ
流
人
科
断
す
る
こ
と
已
に
定
ま
ら
む
。
及
び
移
郷
の
人
は
、
皆

妻
妾
棄
放
し
て
配
所
に
至
る
こ
と
得
じ
（『
獄
令
』
11
）

と
あ
り
、
乙
麻
呂
配
流
に
あ
た
っ
て
は
、
妻
が
同
道
し
て
い
た
可
能
性
が

極
め
て
高
い
。
し
か
も
、
久
米
連
若
売
も
流
罪
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
長

歌
の
話
者
は
い
っ
た
い
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
長
歌
は
乙
麻
呂
配
流
の

実
態
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
歌
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。

　

あ
ら
た
め
て
歌
表
現
を
見
て
い
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二

長
歌
は
19
・
四
二
四
五
番
歌
と
酷
似
し
て
い
る
。
も
う
少
し
細
か
に
見
る

と
、
次
頁
の
表
に
掲
げ
た
よ
う
に
当
該
歌
の
表
現
の
ほ
と
ん
ど
は
遣
外
使

を
送
る
歌
表
現
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

当
該
歌
の
表
現
中
、
遣
外
使
を
送
る
歌
に
存
在
し
な
い
部
分
は
、「
さ

し
並
ぶ　

国
に
出
で
ま
す
」
と
「
病
ひ
あ
ら
せ
ず
」
の
み
で
あ
る
。「
病

ひ
あ
ら
せ
ず
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
『
万
葉
集
』
で
「
病
ひ
」

（14）
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が
歌
わ
れ
る
の
は
、

～
老
い
に
て
あ
る　

我
が
身
の
上
に　

病
ひ
を
と　

加
へ
て
あ
れ
ば
～

（
5
・
八
九
七　

老
身
重
病
経
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
）

し
か
な
く
、
確
言
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
見
送
る
側
が
旅
行
く
者
の

健
康
を
願
う
の
は
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　

一
方
、「
さ
し
並
ぶ　

国
に
出
で
ま
す
」に
つ
い
て
は
、『
拾
穂
抄
』の「
紀

伊
よ
り
阿
波
淡
路
土
左
つ
ゝ
け
る
国
を
い
ふ
に
や
」
と
の
指
摘
以
来
、「
こ

こ
は
紀
伊
と
土
左
と
海
を
隔
て
て
さ
し
向
へ
ば
言
へ
る
な
り
」（『
略
解
』）

と
い
う
解
釈
が
通
説
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
紀
伊
と
土
佐
と
は
海
を
隔

て
て
向
か
っ
て
さ
え
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
攷
證
』
は
、

紀
伊
と
土
左
と
は
、
海
を
へ
だ
て
ゝ
さ
し
向
ひ
て
こ
そ
あ
れ
、
刺
な

ら
ぶ
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
並
と
い
ふ
は
、
み
な
皆
横
に
並
居
る
事

に
て
、
向
ふ
と
は
別
な
る
を
も
て
、
阿
波
國
な
ど
に
て
よ
め
る
歌
な

る
を
し
る
べ
し

と
す
る
が
、
阿
波
国
で
の
詠
な
ら
ば
「
住
吉
の
現
人
神
」
の
出
る
幕
は
あ

る
ま
い
。
こ
う
し
た
疑
問
を
抱
え
つ
つ
、
そ
れ
で
も
紀
伊
と
土
佐
が
並
ぶ

と
す
る
説
は
、現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
わ
ず
か
に『
全
解
』が「
海

を
隔
て
向
き
合
う
四
国
を
い
う
か
」
と
す
る
が
、
四
国
は
「
国
」
で
は
な

い
。
あ
ら
た
め
て
集
中
の
例
に
立
ち
戻
り
た
い
。

　

集
中
の
「
さ
し
並
ぶ
」
は
他
に
一
例
。

～
さ
し
並
ぶ　

隣
の
君
は　

あ
ら
か
じ
め　

己
妻
離
れ
て　

乞
は
な

く
に　

鍵
さ
へ
奉
る
～
（
9
・
一
七
三
八
）

　

こ
ち
ら
は
家
が
並
ん
で
い
る
状
況
を
示
し
て
お
り
、「
さ
し
」
を
上
接

し
な
い
「
並
ぶ
」
同
様
、
同
等
の
も
の
が
二
つ
並
ん
で
い
る
状
態
を
示
す

語
で
し
か
な
い（

（1
（

。
や
は
り
、
同
じ
南
海
道
と
は
い
え
、
紀
伊
国
と
土
佐
国

と
が
「
さ
し
並
ぶ
」
状
態
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
し
、
当
該
歌
の
出
航
地

と
し
て
想
定
さ
れ
る
難
波
と
土
佐
も
「
さ
し
並
ぶ
」
状
況
に
な
い
。
四
国

全
体
を
「
国
」
と
称
し
た
例
も
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
難
波
と
淡
路
国
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、先
述
の
よ
う
に
「
着
き
た
ま
は
む　

島
の
崎
々
」

の
理
解
が
困
難
に
な
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
題
詞
の
枠
内
で
当
該
長

歌
を
矛
盾
な
く
読
む
こ
と
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
。

当該歌 遣外使を送る歌
大君の 1453
命恐み 1453
さし並ぶ
国に出でます

―
我が背の君を 1453/4245
かけまくも 4245
ゆゆし恐し 4245
住吉の 4245
現人神 4245
船の舳に 894/4245
うしはきたまひ 4245
着きたまはむ 4245
島の崎々 4245
寄りたまはむ 4245
磯の崎々 4245
荒き波 4245
風にあはせず 4245
障みなく 894
病ひあらせず
早けく 894/4240/4245
帰したまはね 62/1453/4240/4245
本の国辺に 4245
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残
る
「
国
に
出
ま
す
」（「
国
に
出
づ
」）
と
い
う
表
現
は
、
当
該
歌
の

み
に
見
え
る
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
集
中
の
「〈
空
間
〉
に
出
づ
」
と
い

う
表
現
を
見
る
と
、
お
よ
そ
「
海
、
川
、
浜
、
浦
、
岸
」
な
ど
と
い
っ
た

水
辺
（
あ
る
い
は
水
上
）
に
陸
か
ら
出
る
表
現
と
、「
門
、
道
、
庭
、
市
」

な
ど
の
外
に
家
か
ら
出
る
表
現
と
に
大
別
で
き
る（

（1
（

。
こ
れ
ら
は
、「
出
づ

る
」
主
体
が
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
空
間
か
ら
別
の
空
間
へ
の
移
動
す

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
国
に
＋
〈
移
動
動
詞
〉」
の
表
現
を
追

う
と
、「
行
く
」（
四
例
）、「
来
」（「
慕
ひ
来
」、「
帰
り
来
」
を
含
み
四
例
）

が
目
立
つ
。
そ
し
て
、外
国
に
限
っ
て
「
渡
る
」
も
用
い
ら
れ
る
（
三
例
）。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
「
国
に
出
づ
」
が
極
め
て
珍
し
い
表
現
で
あ
る
こ

と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
土
佐
国
、
阿
波
国
、
淡
路
国
に
「
出

づ
」
と
歌
う
蓋
然
性
は
極
め
て
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

一
度
、
題
詞
の
枠
組
み
か
ら
離
れ
て
、
長
歌
を
読
ん
で
み
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
疑
問
は
、
難
波
が
遣
外
使
発
船
の
地
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
し
、「
さ
し
並
ぶ　

国
」
を
日
本
と
新
羅
の
よ
う
に
国
家
間
の

謂
い
と
す
れ
ば
、
一
応
の
解
決
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
当
該
長
歌

の
表
現
が
遣
外
使
を
送
る
歌
表
現
に
よ
っ
て
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
傍
証
の
一
つ
と
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
遣
外
使
の
無
事
を
住
吉
神
に
祈
る
歌
は
他
に
も
、

住
吉
に　

斎
く
祝
が　

神
言
と　

行
く
と
も
来
と
も　

船
は
速
け
む

（
19
・
四
二
四
三　

遣
唐
使
の
餞
別
歌
）

が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
住
吉
神
が
遣
外
使
と
は
無
関
係
に
登
場
す
る
歌
も

あ
る
。～

平
け
く　

親
は
い
ま
さ
ね　

障
み
な
く　

妻
は
待
た
せ
と　

住
吉

の　

我
が
皇
神
に　

幣
奉
り　

祈
り
申
し
て
～
（
20
・
四
四
〇
八　

防
人
の
悲
別
の
情
を
陳
ぶ
る
歌
）

　

た
だ
し
、
こ
の
歌
で
は
旅
立
っ
て
行
く
防
人
が
「
住
吉
の
我
が
皇
神
」

に
対
し
て
、
東
国
に
残
っ
て
い
る
家
族
の
無
事
を
祈
っ
て
お
り
、
航
海
の

無
事
を
祈
る
例
で
は
な
い
。

　

遣
外
使
の
安
全
を
祈
る
際
に
住
吉
神
が
登
場
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
記

紀
の
記
述
も
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
仲
哀
記
で
は
、
神
功
皇
后
の
新
羅
親

征
に
際
し
て
の
神
託
に
つ
い
て
、

是
は
、
天
照
大
神
の
御
心
ぞ
。
亦
、
底
箇
男
・
中
箇
男
・
上
箇
男
の

三
柱
の
大
神
ぞ
。

と
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
住
吉
三
神
に
よ
る
も
の
と
し
、
親
征
後
に
は
、

尓
く
し
て
其
の
御
杖
を
以
て
、
新
羅
の
国
王
の
門
に
衝
き
立
て
て
、

即
ち
墨
江
大
神
の
荒
御
魂
を
以
て
、
国
守
の
神
と
為
て
、
祭
り
鎮
め

て
還
り
渡
り
き
。

と
、
新
羅
に
「
墨
江
大
神
」
を
祭
る
。
神
功
皇
后
紀
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス

の
名
は
な
い
け
れ
ど
も
、
他
に
も
多
く
の
神
と
と
も
に
「
表
筒
男
・
中
筒
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男
・
底
筒
男
」
が
登
場
し
（
一
云
に
も
登
場
す
る
）、
三
神
は
従
軍
す
る
。

そ
し
て
、
親
征
後
、
三
神
の
荒
魂
は
長
門
国
に
祭
ら
れ
る
。
記
紀
の
所
伝

は
違
う
も
の
の
、
住
吉
神
が
新
羅
親
征
に
深
く
関
わ
る
神
と
し
て
処
遇
さ

れ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
継
体
六
年
十
二
月
条
の
任
那
の
四
県
割
譲
の
記
事
に
は
、
物

部
大
連
麁
鹿
火
の
妻
の
発
話
と
し
て
、

夫
れ
、
住
吉
神
、
初
め
て
海
表
の
金
銀
の
国
、
高
麗
・
百
済
・
新
羅
・

任
那
等
を
以
ち
て
胎
中
誉
田
天
皇
に
授
記
け
ま
つ
れ
り
。

を
載
せ
る
。
こ
の
記
事
は
先
の
神
功
皇
后
の
所
伝
に
依
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
が
何
ら
か
の
史
実
に
基
づ
い
て
い
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
住
吉
神
が

新
羅
（
そ
れ
は
唐
へ
の
経
路
上
の
重
要
な
土
地
で
も
あ
る
）
を
管
掌
し
て

い
た
と
い
う
理
解
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
遣
外
使
を
送

る
歌
に
住
吉
神
が
登
場
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ

ろ
う
。
第
二
長
歌
は
、
既
存
の
遣
外
使
を
送
る
妻
の
立
場
の
歌
が
、
乙
麻

呂
歌
群
に
転
用
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
し
、
転
用
の
実
態
を

検
証
す
る
術
は
な
い
し
、
転
用
に
際
し
て
表
現
に
手
が
加
わ
っ
て
い
る
可

能
性
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
否
定
で
き
な
い
。
今
は
第
二
長
歌
の
骨
組
み

が
遣
外
使
を
送
る
歌
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
留
め
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
該
長
歌
の
話
者
に
不
審
が
残
る
の
は
先
に
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
。
同
道
の
妻
や
同
時
に
配
流
に
さ
れ
た
久
米
若
売
は
想
定
で
き

な
い
。
こ
こ
も
一
度
そ
う
し
た
現
実
還
元
の
方
法
を
捨
て
去
る
べ
き
だ
ろ

う
。
乙
麻
呂
歌
群
が
同
時
代
の
伝
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
後
に
残
さ
れ
た

妻
と
い
う
所
伝
が
新
た
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
当
該

歌
が
そ
う
し
た
所
伝
形
成
の
一
翼
を
担
っ
た
と
か
、
当
該
歌
に
よ
っ
て
新

た
に
そ
う
し
た
所
伝
が
形
成
さ
れ
た
と
主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
。
第
二

長
歌
が
そ
う
し
た
所
伝
を
体
現
し
て
い
る
点
を
話
者
に
見
出
し
て
、
第
三

長
歌
に
進
む
。

四　

第
三
長
反
歌

　

第
三
長
歌
は
、
話
者
の
自
己
規
定
か
ら
始
ま
る
。
集
中
、「
父
母
」、「
母

父
」、「
父
」、「
母
」、「
親
」
は
一
〇
〇
首
に
存
在
す
る
。
愛
情
の
対
象
と

し
て
歌
わ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
中
に
は
恋
を
隔
つ
存

在
と
し
て
歌
わ
れ
る
例
も
あ
る
。
し
か
し
、「
父
君
（
母
刀
自
）
に
我
は

愛
子
ぞ
」
と
自
ら
を
両
親
に
愛
さ
れ
た
子
供
で
あ
る
と
規
定
す
る
例
は
な

い
。
強
い
て
挙
げ
れ
ば
、
大
伴
家
持
の
「
勇
士
の
名
を
振
る
は
む
こ
と
を

慕
ふ
歌
一
首
」
の
、

ち
ち
の
実
の　

父
の
命　

は
は
そ
葉
の　

母
の
命　

凡
ろ
か
に　

心

尽
く
し
て　

思
ふ
ら
む　

そ
の
子
な
れ
や
も　

ま
す
ら
を
や　

空
し

く
あ
る
べ
き
～
（
19
・
四
一
六
四
）
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が
、
両
親
に
愛
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
両
親
の
期
待
を
受
け
た
子
供
で
あ

る
と
歌
う
点
に
お
い
て
、
か
ろ
う
じ
て
共
通
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は

山
上
憶
良
の
、

士
や
も　

空
し
く
あ
る
べ
き　

万
代
に　

語
り
継
ぐ
べ
き　

名
は
立

て
ず
し
て
（
6
・
九
七
八
）

に
追
和
し
、
両
親
の
期
待
に
背
か
ぬ
よ
う
「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
名
を
立

て
る
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
り
、
参
考
に
な
ら
な
い
。
自
分
は
親
か
ら
愛

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
言
挙
げ
に
は
強
い
違
和
を
覚
え
る
。
そ
し
て
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
、
話
者
の
自
己
規
定
と
し
て
機
能
し
て
お

り
、
乙
麻
呂
は
自
ら
を
「
愛
子
」
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

こ
の
冒
頭
部
を
、

罪
に
落
ち
て
思
わ
ぬ
旅
に
出
る
憂
悶
が
、
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
父

母
に
対
す
る
思
慕
の
情
も
出
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
に
密
接
し
な
い

で
叙
し
て
い
る
名
作
と
云
え
よ
う
。（『
増
訂
全
註
釈
』）

と
、
把
握
す
る
注
も
あ
る
が
、
こ
の
自
己
規
定
と
「
父
母
に
対
す
る
思
慕
」

と
は
相
容
れ
ま
い
。
ま
た
、
乙
麻
呂
の
父
・
石
上
麻
呂
が
、
こ
の
事
件
の

二
十
三
～
四
年
前
の
養
老
元
年
（
七
一
七
）
三
月
三
日
に
他
界
し
て
い
る

（『
続
日
本
紀
』）
こ
と
か
ら
、

乙
麻
呂
の
母
も
（
父
同
様
―
引
用
者
注
）
恐
ら
く
存
命
で
は
あ
る
ま

い
。
し
た
が
っ
て
冒
頭
四
句
は
父
母
と
別
れ
て
流
刑
地
へ
赴
く
心
情

を
表
す
の
で
な
く
、
名
家
の
子
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
罪
人
と
な
っ

て
流
さ
れ
る
身
を
悲
し
む
心
の
表
現
と
思
わ
れ
る
。（『
和
歌
大
系
』）

と
す
る
理
解
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
父
母
が
既
に
他
界
し
て
い
る
状
況
に

お
い
て（

（1
（

、
自
ら
を
父
・
母
の
「
愛
子
」
と
規
定
す
る
こ
と
は
考
え
が
た
い
。

し
か
し
、
こ
の
句
に
家
門
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
集

中
の
「
父
母
」、「
母
父
」、「
父
」、「
母
」
の
用
例
に
家
門
を
連
想
さ
せ
る

も
の
は
な
い
。後
続
の
表
現
か
ら
も
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
親
」
で
あ
れ
ば
、

～
祖

お
や
の

名な

文も　

継
ぎ
行
く
も
の
と　

母
父
に　

妻
に
子
ど
も
に　

語
ら

ひ
て　

立
ち
に
し
日
よ
り
～
（
3
・
四
四
三
）

～
大
伴
と　

佐
伯
の
氏
は　

人
ひ
と
の

祖お
や

乃の　

立
つ
る
言
立
て　

人
の
子
は　

祖お
や
の

名な

不た
た
ず絶　

大
君
に　

ま
つ
ろ
ふ
も
の
と
～
（
18
・
四
〇
九
四
）

～
仕
へ
来
る　

於お

夜や

能の

都つ

可か

佐さ

等と　

言
立
て
て　

授
け
た
ま
へ
る　

子
孫
の　

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
～
空
言
も　

於お

夜や

乃の

名な

多た

都つ

奈な　

大
伴

の　

氏
と
名
に
負
へ
る　

ま
す
ら
を
の
伴
（
20
・
四
四
六
五
）

の
よ
う
に
、
祖
先
を
表
す
場
合
も
あ
り
、
家
門
に
近
い
側
面
も
持
つ
が
、

こ
こ
は
「
父
君
」、「
母
刀
自
」
で
あ
る
。
家
門
説
も
成
り
立
つ
ま
い
。

　

ま
た
、「
愛
子
」
も
、

人
な
ら
ば　

母
が
愛
子
そ　

あ
さ
も
よ
し　

紀
伊
の
川
の
辺
の　

妹

と
背
の
山
（
7
・
一
二
〇
九
）
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～
う
ら
も
な
く　

伏
し
た
る
人
は　

母
父
に　

愛
子
に
か
あ
ら
む　

若
草
の　

妻
か
あ
り
け
む
～
（
13
・
三
三
三
六
）

～
う
ら
も
な
く　

伏
し
た
る
君
は　

母
父
が　

愛
子
に
も
あ
ら
む　

若
草
の　

妻
も
あ
る
ら
む
～
（
13
・
三
三
三
九
）

の
よ
う
に
、
愛
さ
れ
る
（
愛
す
る
）
存
在
と
し
て
の
み
描
か
れ
て
お
り
、

歌
表
現
に
即
し
て
読
む
限
り
、
自
分
は
両
親
に
と
っ
て
大
切
な
子
な
の
だ

と
い
う
自
己
憐
憫
に
満
ち
た
宣
言
で
し
か
な
い
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、「
我
は
愛
子
ぞ
」
と
以
下
の
つ
な
が
り
も
不
明
瞭
で

あ
る
。
歌
の
主
眼
が
、
都
へ
「
参
ゐ
上
る　

八
十
氏
人
」
と
土
佐
に
向
か

う
我
と
の
対
比
に
あ
る
こ
と
は
分
か
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
冒
頭

の
対
句
は
不
要
で
さ
え
あ
る
。
冒
頭
部
は
、
両
親
に
愛
さ
れ
て
育
っ
た
は

ず
の
「
我
」
が
配
流
さ
れ
て
し
ま
う
自
ら
の
悲
し
み
の
表
現
な
の
で
あ
ろ

う
が
、
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
あ
る
。
歌
表
現
に
即
し
て
理
解
す
れ
ば
、
乙

麻
呂
が
自
ら
の
惰
弱
さ
を
露
呈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。類
例
を
探
せ
ば
、

塵
泥
の　

数
に
も
あ
ら
ぬ　

我
故
に　

思
ひ
わ
ぶ
ら
む　

妹
が
か
な

し
さ
（
15
・
三
七
二
七　

中
臣
宅
守
）

が
掲
げ
ら
れ
よ
う
か
。
そ
れ
で
も
、
宅
守
歌
は
愛
す
る
妹
へ
の
も
の
で
あ

る
。
当
該
第
三
長
歌
が
第
二
長
歌
で
無
事
を
祈
っ
て
く
れ
た
女
性
を
全
く

無
視
し
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
自
己
憐
憫
は
嘲
笑
さ
え
誘
い
か
ね

な
い
。
異
色
の
冒
頭
部
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

長
歌
は
続
い
て
、
多
く
の
人
が
手
向
け
を
す
る
「
恐
の
坂（

（1
（

」
に
幣
を
奉

り
つ
つ
、
遠
い
土
佐
路
を
目
指
す
と
歌
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
罪
人
の

身
で
「
幣
奉
る
」
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
長
歌
で
は
縄

を
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、「
追
ふ
」
に
つ
い

て
は
、『
土
佐
日
記
』
を
援
用
し
て
「
向
か
う
」
意
と
す
る
の
が
通
説
だ
が
、

「
追
ふ
」
が
、「
行
く
」
と
同
様
に
単
に
向
か
う
と
い
う
意
だ
と
強
調
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
第
三
長
歌
は
惰
弱
な
男
が
土
佐
に
向
か
う
際
の
旅
の

歌
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
当
該
長
歌
と
、

～
千
年
に　

欠
く
る
こ
と
な
く　

万
代
に　

あ
り
通
は
む
と　

山
科

の　

石
田
の
社
の　

皇
神
に　

幣
取
り
向
け
て　

我
は
越
え
行
く　

逢
坂
山
を
（
13
・
三
二
三
六
）

～
娘
子
ら
に　

逢
坂
山
に　

手
向
く
さ　

幣
取
り
置
き
て　

我
妹
子

に　

近
江
の
海
の　

沖
つ
波　

来
寄
る
浜
辺
を　

く
れ
く
れ
と　

ひ

と
り
そ
我
が
来
る　

妹
が
目
を
欲
り
（
13
・
三
二
三
七
）

と
い
っ
た
歌
と
の
相
違
点
は
、
冒
頭
部
の
話
者
自
身
に
よ
る
惰
弱
さ
の
露

呈
と
、
復
路
の
人
々
の
様
子
の
描
写
が
一
般
的
な
旅
の
歌
に
な
い
点
に
あ

る
。
冒
頭
部
の
自
己
規
定
の
惰
弱
さ
と
人
々
の
都
へ
の
求
心
性
と
が
第
三

長
歌
を
し
て
流
謫
の
身
に
あ
る
我
の
悲
し
み
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ

る（
11
（

。

　

つ
づ
く
反
歌
に
つ
い
て
は
、
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ま
そ
鏡　

敏
馬
の
浦
は　

百
舟
の　

過
ぎ
て
行
く
べ
き　

浜
な
ら
な

く
に
（
6
・
一
〇
六
六
）

が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
の
歌
は
多
く
の
船
が
通
過
し
て
し
ま
う
よ
う
な
浜

で
は
な
い
と
、
話
者
自
身
が
歌
う
「
敏
馬
の
浦
」
讃
美
で
あ
る
。
当
該
反

歌
も
基
本
的
に
こ
の
歌
の
同
工
異
曲
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
考
』や『
略

解
』
は
第
二
長
歌
の
反
歌
と
し
て
残
さ
れ
た
妻
の
立
場
の
歌
と
す
る
が
、

こ
の
歌
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
や
は
り
反
歌
の
話
者
は
第
三
長
歌
と
同
じ

と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。

　

当
該
反
歌
は
、
大
崎
の
神
の
小
浜
は
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
多
く
の
人
々

が
通
り
過
ぎ
る
な
ど
と
は
い
わ
な
い
と
い
う
「
神
の
小
浜
」
讃
歌
と
い
っ

て
よ
い
。
讃
美
す
る
主
体
は
「
神
の
小
浜
」
に
位
置
し
て
お
り
、
題
詞
の

枠
組
み
内
部
で
は
必
然
的
に
「
神
の
小
浜
」
は
土
佐
ま
で
の
ル
ー
ト
上
に

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
掲
吉
井
論
文
は
、
当
時
の
駅
路
を
考
慮
し
、

淡
路
へ
と
向
か
う
港
津
の
加
太
と
し
た
。
無
理
の
な
い
推
論
と
考
え
る

が（
1（
（

、「
神
の
小
浜
」
が
紀
伊
国
の
地
名
で
あ
る
と
い
う
前
提
は
絶
対
と
は

い
え
ず
、
土
佐
へ
の
ル
ー
ト
上
の
港
津
で
あ
れ
ば
、
淡
路
国
で
も
阿
波
国

で
も
構
わ
な
い
。

　

問
題
は
地
名
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
先
掲
6
・
一
〇
六
六
番
歌
を
、

敏
馬
の
美
し
い
浦
は
、
多
く
の
舟
が
賞
美
し
な
い
で
、
い
た
ず
ら
に

通
り
過
ぎ
て
行
く
こ
と
の
で
き
る
浜
で
は
な
い
の
だ
。（『
大
系
』）

と
把
握
す
る
一
方
で
、
当
該
歌
を
、

大
崎
の
神
の
小
浜
は
狭
い
け
れ
ど
、
大
勢
の
舟
人
も
通
過
せ
ず
に
必

ず
寄
っ
て
（
風
光
を
賞
美
し
て
）
行
く
と
い
う
の
に
。（
自
分
は
、

寄
ら
ず
に
一
路
土
佐
に
流
さ
れ
て
行
く
。）（『
大
系
』）

の
よ
う
に
、
括
弧
内
を
補
う
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か（

11
（

。
題
詞
を

歌
に
優
越
し
な
い
限
り
、こ
の
解
釈
は
成
立
し
な
い
。
歌
表
現
か
ら
は「
神

の
小
浜
」
讃
美
し
か
導
き
出
さ
れ
ま
い
。
第
二
長
歌
が
遣
外
使
を
送
る
歌

の
転
用
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
、
当
該
歌
も
旅
先
の
地
を
讃
え

る
歌
の
転
用
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、「
神
の
小
浜
」
を
ど

こ
に
比
定
す
る
か
と
い
う
問
題
設
定
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
こ
と

に
な
る
。
第
三
長
歌
の
反
歌
が
、
乙
麻
呂
自
身
の
嘆
き
の
歌
と
し
て
機
能

す
る
に
は
、
題
詞
を
含
む
読
み
の
枠
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
枠
組

み
の
中
に
あ
っ
て
こ
そ
「
な
く
に
」
止
め
の
結
句
が
、

馬
な
い
た
く　

打
ち
て
な
行
き
そ　

日
並
べ
て　

見
て
も
我
が
行
く　

志し

賀が

尓に

安あ

良ら

七な

國く
に

（
3
・
二
六
三
）

苦
し
く
も　

暮
れ
行
く
日
か
も　

吉
野
川　

清
き
川
原
を　

雖み
れ
ど見

不あ
か
な飽

君く
に

（
9
・
一
七
二
一
）

の
よ
う
な
諧
謔
や
心
残
り
を
含
ん
だ
讃
美
で
は
な
く
、

楽
浪
の　

大
山
守
は　

誰
が
た
め
か　

山
に
標
結
ふ　

君き
み

毛も

不あ
ら
な有

國く
に

（
2
・
一
五
四
）
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神
風
の　

伊
勢
の
国
に
も　

あ
ら
ま
し
を　

な
に
し
か
来
け
む　

君き
み

毛も

不あ
ら
な
く有

尓に

（
2
・
一
六
三
）

の
よ
う
に
、一
種
の
諦
念
を
喚
起
し
、乙
麻
呂
の
現
況
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
長
反
歌
は
、
第
二
長
歌
ほ
ど
明
瞭
に
歌
の
転
用
の
様
相
を
見
せ
て

い
な
い
も
の
の
、
題
詞
に
よ
る
枠
組
み
の
中
で
自
嘆
が
機
能
し
て
い
る
と

把
握
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

五　

麻
続
王
歌
群

　

以
上
、
乙
麻
呂
歌
群
を
順
に
見
て
き
た
。
歌
群
は
第
三
者
に
よ
る
事
件

へ
の
批
評
（
第
一
長
歌
）、第
二
者
の
女
性
に
よ
る
餞
別
歌
（
第
二
長
歌
）、

そ
し
て
第
一
者
に
よ
る
嘆
き
（
第
三
長
反
歌
）
か
ら
成
っ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
歌
群
の
あ
り
よ
う
は
、
第
二
長
歌
に
該
当
す

る
歌
こ
そ
存
在
し
な
い
も
の
の
、
麻
続
王
歌
群
と
類
似
す
る（

11
（

。

麻
続
王
、
伊
勢
国
の
伊
良
虞
の
島
に
流
さ
る
る
時
に
、
人
の
哀

傷
し
て
作
る
歌

打
麻
を　

麻
続
王　

海
人
な
れ
や　

伊
良
虞
の
島
の　

玉
藻
刈
り
ま

す
（
1
・
二
三
）

麻
続
王
、
こ
れ
を
聞
き
感
傷
し
て
和
ふ
る
歌

う
つ
せ
み
の　

命
を
惜
し
み　

波
に
濡
れ　

伊
良
虞
の
島
の　

玉
藻

刈
り
食
む
（
1
・
二
四
）

　

麻
続
王
歌
群
に
つ
い
て
は
、
以
前
述
べ
た
こ
と
が
あ
る（

12
（

た
め
簡
略
に

記
す
が
、『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
「
時
人
歌
」
を
襲
う
か
た
ち
の
1
・

二
三
番
歌
に
対
し
、
同
時
代
の
伝
説
の
主
人
公
た
る
麻
続
王
自
ら
が
和
し

た
歌
と
理
解
で
き
る
。
そ
の
旧
稿
で
は
「
時
人
歌
」
の
特
徴
と
し
て
次
の

五
点
を
掲
げ
た
（「
→
」
以
下
は
今
回
書
き
加
え
た
部
分
）。

①　

歌
表
現
の
一
部
に
、
事
件
や
出
来
事
に
関
わ
る
固
有
名
詞
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
→
「
石

上　

ふ
る
の
尊
」

②　

作
者
に
は
興
味
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
。
→
「
石
上
乙
麻
呂
卿
、

土
左
国
に
配
さ
る
る
時
の
歌
」

③　

短
歌
形
式
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
童
謡
が
不
定
型
の
歌
を
含
む

の
に
対
し
て
特
徴
的
で
あ
る
。
→
該
当
し
な
い
。

④　

歌
わ
れ
る
の
は
事
件
や
出
来
事
の
最
中
、
あ
る
い
は
直
後
で
あ

る
こ
と
。
→
配
流
の
途
中
。

⑤　

歌
表
現
に
事
件
や
出
来
事
に
対
し
て
、
話
者
の
感
想
が
含
ま
れ

る
こ
と
。
→
「
た
わ
や
め
の　

惑
ひ
」、「
帰
り
来
ぬ
か
も
」

　

記
し
た
通
り
③
以
外
は
、
適
合
し
て
い
る
。
③
は
、「
童
謡
」
と
の
差

異
化
を
図
る
た
め
の
特
徴
把
握
で
あ
り
、
必
須
の
条
件
と
は
い
え
ま
い
。

こ
こ
は
古
く
『
総
釈
』
が
「
石
上
乙
麿
の
配
流
に
同
情
し
て
時
の
人
が
詠
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ん
だ
も
の
」
と
し
た
よ
う
に
、「
同
情
し
て
」
の
部
分
は
そ
れ
ほ
ど
単
純

で
は
な
い
も
の
の
、「
時
の
人
」
の
歌
と
し
て
の
理
解
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

1
・
二
三
番
歌
が
題
詞
に
「
哀
傷
」
と
あ
り
な
が
ら
、「
か
り
に
題
詞
を

無
視
し
て
見
る
と
、
歌
は
、
逆
に
、
罪
人
麻
続
王
を
揶
揄
す
る
意
に
も
な

り
う
る
」（『
全
注
』）
と
い
っ
た
注
が
多
く
付
さ
れ
る
こ
と
と
軌
を
一
に

し
て
い
よ
う
。
第
一
長
歌
は
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
時
人
歌
」
と
し
て

機
能
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

　

そ
し
て
、
旧
稿
で
は
麻
続
王
に
よ
る
和
歌
（
1
・
二
四
）
に
つ
い
て
、

「
時
人
歌
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
歌
に
、
事
件
の
当
事
者
そ
の
人

が
和
し
た
歌
と
し
て
定
位
で
き
よ
う
。
伝
説
中
の
当
事
者
詠
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。（
拙
著
『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』）

と
記
し
た
が
、
こ
の
把
握
は
第
三
長
反
歌
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
だ
ろ

う
。
歌
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
話
者
自
ら
が
「
命
を
惜
し
み
」「
玉
藻
を

食
む
」
と
い
う
惰
弱
な
一
面
を
露
呈
す
る
点
も
一
致
す
る
。
麻
続
王
歌
群

に
は
、
第
二
長
歌
に
該
当
す
る
歌
は
な
い
が
、
時
代
と
と
も
に
歌
の
あ
り

よ
う
が
変
化
し
て
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
図
式
的
に
示
し

て
し
ま
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

日
本
書
紀　
　
　

時
人
歌

麻
続
王
関
係
歌　

時
人
歌
＋
当
事
者
詠

乙
麻
呂
関
係
歌　

時
人
歌
＋
当
事
者
詠
＋
妻
の
歌

　

こ
れ
を
表
現
史
に
還
元
し
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
所
伝
の
複
雑
化
は
物

語
を
志
向
す
る
と
思
わ
れ
る
し
、
第
一
長
歌
の
三
人
称
文
に
そ
の
一
端
を

見
出
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
た
だ
、
今
は
先
を
急
が
ず
に
置
く
。

六　

む
す
び

　

乙
麻
呂
歌
群
は
、「
時
人
歌
」
の
流
れ
を
汲
む
第
一
長
歌
、
乙
麻
呂
を

見
送
る
女
性
の
歌
（
第
二
長
歌
）、
第
一
長
歌
の
「
時
人
歌
」
に
対
応
す

る
と
い
う
点
に
お
い
て
麻
続
王
の
和
歌
（
1
・
二
四
）
に
連
な
る
第
三
長

歌
＋
反
歌
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
女
性
問
題
に
よ
る
高
官
の
流
謫
と
い

う
世
間
の
耳
目
を
集
め
た
事
件
が
同
時
代
性
の
高
い
所
伝
と
し
て
「
時
人

歌
」
の
方
法
で
韻
文
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
当
該
歌
群

が
実
際
の
歌
の
場
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
文
字
の
上
で
の
み
具
現
化
し
た

の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
中
間
的
な
成
立
事
情
を
持
つ
の
か
は
不
明
と
し
か

い
え
な
い
。
た
だ
し
、
韻
文
に
よ
る
舒
明
皇
統
史
と
も
い
え
る
巻
一
と
、

歌
に
よ
る
聖
武
朝
史
と
い
わ
れ
る
巻
六
の
相
似
性
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、

巻
六
に
取
り
込
ま
れ
る
積
極
性
を
当
該
歌
群
に
見
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
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〔
注
〕

（
1
）　
『
ア
ラ
ラ
ギ
』（
五
九
巻
八
号
～
六
二
巻
一
号
・
一
九
六
六
年
八
月

～
一
九
六
九
年
一
月
）に
連
載
さ
れ
た
も
の
。
他
に『
ア
ラ
ラ
ギ
』（
六
二

巻
十
号
～
六
四
巻
二
号
・
一
九
六
九
年
十
月
～
一
九
七
一
年
二
月
）
に

連
載
さ
れ
た
「
乙
麿
配
流
の
時
の
歌
所
々
」（
一
～
十
）
も
あ
る
。

（
2
）　

こ
の
部
分
に
該
当
す
る
原
文
は
「
耶
」。
こ
の
ま
ま
で
は
訓
み
よ

う
が
な
い
た
め
、上
に
「
愛
」
の
脱
落
を
想
定
し
て
、「
は
し
き
や
（
し
）」

と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
よ
く
で
き
た
仮
説
だ
が
、
今
は
し
ば
ら
く

付
訓
せ
ず
に
お
く
。
な
お
「
は
し
き
や
（
し
）」
の
通
訓
に
拠
っ
て
も

論
旨
は
動
か
な
い
。

（
3
）　

こ
の
歌
番
号
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
処
置
に
従
い
二
つ
の
歌
番

号
を
付
し
た
。

（
4
）　
「
狭
け
れ
ど
」
の
訓
も
考
え
ら
れ
る
が
、
暫
定
的
に
「
小
さ
け
ど
」

に
拠
っ
た
。

（
5
）　
『
万
葉
集
』
中
、
一
つ
の
題
詞
や
左
注
に
よ
っ
て
長
歌
が
三
首
括

ら
れ
る
の
は
、
乙
麻
呂
歌
群
以
外
に
は
、
13
・
三
三
三
〇
～
三
三
三
二

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

（
6
）　

小
島
憲
之
氏
「『
文
学
は
あ
る
く
』
と
云
ふ
こ
と
を
め
ぐ
っ
て

―
口
頭
伝
承
の
文
学
一
つ
二
つ
―
」（『
国
語
国
文
』
二
五
巻
一
号
・

一
九
五
六
年
一
月
／
「
口
頭
よ
り
記
載
へ
」
の
題
で
『
上
代
日
本
文
学

と
中
国
文
学　

中
』
塙
書
房
一
九
六
四
年
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
大

幅
な
改
稿
が
施
さ
れ
て
い
る
）

（
7
）　

中
西
進
氏
「
詩
人
・
文
人
」（『
成
城
大
学
成
城
文
芸
』
三
〇
号
・

一
九
六
二
年
七
月
／
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
（
上
）』
角
川
書

店
一
九
六
三
年
、『
中
西
進
万
葉
論
集　

第
一
巻
』講
談
社
一
九
九
五
年
。

所
収
）

（
8
）　

村
瀬
憲
夫
氏
「
万
葉
集
・
石
上
乙
麻
呂
土
左
配
流
歌
群
の
成
り

立
ち
」（『
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
〔
人
文
科
学
〕』
三
七
集
・

一
九
八
八
年
二
月
／
『
紀
伊
万
葉
の
研
究
』
和
泉
書
院
一
九
九
五
年
。

所
収
）

（
9
）　

伊
藤
博
氏
「
歌
語
り
の
方
法
」（『
万
葉
』
八
七
号
・
一
九
七
五
年

三
月
／『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法　

上
』塙
書
房
一
九
七
五
年
。
所
収
）。

渡
瀬
昌
忠
氏
「
石
上
乙
麻
呂
土
佐
国
に
配
さ
る
る
時
の
歌
」『
万
葉
集

を
学
ぶ　

第
四
集
』
一
九
七
八
年
三
月
）

（
10
）　

当
該
部
に
つ
い
て
は
西
崎
享
氏「『
石
上
布
留
の
尊
』小
考
―『
尊
』

字
は
尊
称
か
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要（
人
文
・
社
会
科
学
編
）』八
号
・

二
〇
〇
〇
年
三
月
）
に
、
正
倉
院
文
書
や
木
簡
も
視
野
に
入
れ
た
論
が

あ
る
が
、
な
お
、
韻
文
に
は
直
接
し
な
い
と
考
え
る
。

（
11
）　

大
濱
眞
幸
氏
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
考
」（『
岐
阜
女
子
大
学
紀
要
』

一
二
号
・
一
九
八
三
年
七
月
）、林
慶
花
氏
「『
大
君
の
命
か
し
こ
み
』
考
」
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（『
国
語
と
国
文
学
』
第
七
八
巻
七
号
・
二
〇
〇
一
年
七
月
）
他
。

（
12
）　

八
木
毅
氏
「
石
上
乙
麿
に
関
す
る
作
品
に
つ
い
て
―
そ
の
一
つ
の
解

釈
―
」（『
上
代
文
学
』
六
号
・
一
九
五
五
年
十
月
）
は
、
願
望
の
意
で
は

な
い
こ
と
を
積
極
的
に
主
張
す
る
が
、
第
一
長
歌
を
「
姦
夫
に
裏
切
ら
れ

た
妻
の
心
の
表
現
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、首
肯
で
き
な
い
。

（
13
）　
「
あ
は
ぢ
」
が
「
阿
波
路
」
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
阿
波
国
か
ら
南
に
周
り
土
佐
国
に
入
っ
た
か
、
伊
予
国
経
由
で

土
佐
国
に
入
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
金
田
章
裕
氏
「
南
海
道
―
直
線
道

と
海
路
・
山
道
―
」（『
古
代
を
考
え
る　

古
代
道
路
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
九
六
年
）、
木
下
良
氏
編
『
事
典　

日
本
古
代
の
道
と
駅
』（
吉
川

弘
文
館
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
可
能
性
が
高
い
と
思

わ
れ
る
が
、
今
は
阿
波
国
に
渡
っ
た
こ
と
の
み
確
認
し
て
お
く
。

（
14
）　

番
号
は
『
日
本
思
想
大
系　

律
令
』（
岩
波
書
店
一
九
七
六
年
）

に
よ
る
。

（
15
）　

こ
こ
を
「
さ
し
並
み
の
」
と
訓
じ
て
も
、
さ
し
て
事
情
は
変
わ
ら

な
い
。

（
16
）　

月
が
山
の
端
に
「
出
づ
」
の
例
も
見
え
る
が
、
基
本
的
な
把
握
に

齟
齬
を
生
じ
な
い
。

（
17
）　

こ
う
し
た
部
分
か
ら
当
該
歌
の
作
者
は
、
乙
麻
呂
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
が
、
作
者
比
定
は
本
稿
の
興
味
の
外
側
に
あ
る
た
め
、
今
は

棚
上
げ
に
し
て
お
く
。

（
18
）　

母
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
当
該
歌
原
文
の
「
妣
」
は
亡
き
母
を
示

す
字
で
あ
り
、こ
れ
を
尊
重
す
れ
ば
す
で
に
他
界
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
仮
に
母
が
存
命
だ
っ
た
と
し
て
も
状
況
は
さ
し
て
変
わ
る
ま
い
。

（
19
）　
「
恐
の
坂
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、大
ま
か
に
、①
大
和
説
（『
管
見
』

他
）、②
大
和
と
難
波
の
境
界
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
懼
坂
」
説
（『
略

解
』
他
）、
③
紀
伊
国
説
（『
全
釈
』
他
）、
④
一
般
名
詞
説
（『
童
蒙
抄
』

他
）
に
分
か
れ
る
が
、な
お
不
明
。
た
だ
し
、都
に
の
ぼ
る
多
く
の
人
々

が
手
向
け
を
す
る
坂
で
あ
る
以
上
、
往
来
の
激
し
い
境
界
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
20
）　

第
三
長
歌
が
流
刑
者
の
自
詠
と
し
て
理
解
さ
れ
や
す
い
の
は
、「
我

は
ぞ
追
へ
る
」
の
「
追
ふ
」
に
依
存
し
て
い
る
部
分
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、「
我
は
ぞ
向
か
ふ
」
で
あ
れ
ば
、
一
般
的
な
旅
の
歌
の
類

型
に
近
づ
く
。「
追
ふ
」
に
対
し
て
、我
々
は
ど
こ
か
で
「
追
わ
れ
る
者
」

の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
付
与
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
21
）　
「
神
の
小
浜
」
に
つ
い
て
は
、
加
太
説
の
他
に
、
古
く
は
『
古
義
』、

近
年
で
は
村
瀬
憲
夫
氏
「
万
葉
集
・
石
上
乙
麻
呂
の
土
佐
配
流
歌
群
の

『
大
崎
』
―
聖
武
天
皇
紀
伊
国
行
幸
の
道
筋
の
想
定
に
も
及
ぶ
―
」（『
和

歌
山
地
方
史
研
究
』
六
六
号
・
二
〇
一
四
年
十
一
月
）
が
主
張
す
る
和

歌
山
県
海
南
市
下
津
町
説
も
存
在
す
る
。
本
稿
は
乙
麻
呂
関
係
歌
と
い
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う
枠
組
み
の
中
で
は
加
太
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
比
定
地
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
22
）　

こ
こ
で
は
『
大
系
』
の
現
代
語
訳
を
掲
げ
た
が
、
他
の
注
釈
書
の

理
解
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

（
23
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、「
巡
遊
の
歌
人
」
の
作
と
し
て
『
日
本
書
紀
』

の
「
時
の
人
の
歌
」
の
流
れ
を
汲
む
と
し
た
の
は
中
西
進
氏
『
万
葉
の

世
界
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
大
学
講
座
テ
キ
ス
ト
『
万
葉
の
世
界
』
日
本

放
送
出
版
協
会
一
九
七
三
年
、
同
年
、
中
央
公
論
社
よ
り
同
題
で
中
公

新
書
と
し
て
刊
行
）
で
あ
る
。
本
の
性
質
上
、
細
か
に
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
貴
重
な
先
行
研
究
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。
た
だ
し
、
注

6
に
引
い
た
中
西
論
文
で
は
、
当
該
歌
群
に
つ
い
て
「
こ
の
場
合
も
こ

の
複
式
構
成
は
中
国
詩
に
倣
っ
た
、
情
詩
の
体
を
と
る
も
の
」、「
こ
の

一
連
は
同
一
人
の
手
に
な
る
も
の
」、「
玉
台
的
世
界
」
と
し
、「
長
歌

一
連
は
時
人
の
作
」
と
も
し
て
い
る
。
ど
れ
を
も
っ
て
氏
の
論
と
す
べ

き
か
、
判
断
で
き
な
い
た
め
、
合
わ
せ
記
し
て
お
く
。

（
24
）　

拙
稿
「
麻
続
王
を
め
ぐ
る
歌
二
首
」（『
女
子
大
文
学
（
国
文
篇
）』

五
三
号
・
二
〇
〇
二
年
三
月
／
『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』
和
泉
書
院

二
〇
〇
四
年
。
所
収
）

 

（
む
ら
た　

み
ぎ
ふ
み
／
本
学
教
授
）


