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文
武
天
皇
「
御
製
歌
」
存
疑

―
―
文
武
朝
の
精
神
史
一
斑
―
―

土
佐
秀
里

一
、
文
武
天
皇
の
「
或
云
天
皇
御
製
歌
」

万
葉
集
に
は
、
度
々
の
天
皇
行
幸
に
際
し
て
作
ら
れ
た
歌
が
数
多
く
収

載
さ
れ
て
い
る
。
万
葉
歌
人
に
と
っ
て
、
行
幸
は
、
そ
の
技
量
を
最
大
限

に
発
揮
す
べ
き
一
大
機
会
で
あ
っ
た
。
行
幸
先
の
選
定
に
は
時
代
的
な
好

尚
と
地
域
的
な
偏
り
が
さ
ま
ざ
ま
に
作
用
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
吉
野

へ
の
行
幸
は
格
別
に
重
視
さ
れ
、
と
き
に
中
断
を
は
さ
み
な
が
ら
も
、
人

麻
呂
や
赤
人
ら
に
よ
る
儀
礼
歌
奏
上
の
場
と
な
っ
た
。
万
葉
集
巻
一
雑
歌

に
は
天
武
・
持
統
・
文
武
の
三
代
に
わ
た
る
吉
野
行
幸
時
の
歌
が
載
録
さ

れ
て
い
る
が
、
次
に
掲
げ
る
歌
群
は
文
武
朝
に
行
わ
れ
た
吉
野
行
幸
の
も

の（
１
）で
あ
り
、
文
武
天
皇
自
ら
の
「
御
製
歌
」
も
含
ま
れ
て
い
る（
２
）。

大
行
天
皇
、
吉
野
宮
に
幸
す
時
の
歌

み
吉
野
の
山
下
風
の
寒
け
く
に
為
当
や
今
夜
も
我
が
独
り
寝
む　

（
１
―
七
四
）

右
の
一
首
は
、
或
は
天
皇
御
製
歌
と
云
ふ

宇
治
間
山
朝
風
寒
し
旅
に
し
て
衣
借
す
べ
き
妹
も
あ
ら
な
く
に　（

七
五
）

右
の
一
首
は
、
長
屋
王

わ
ず
か
に
短
歌
二
首
の
み
の
小
歌
群
で
は
あ
る
が
、
作
者
が
い
わ
ゆ
る
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宮
廷
歌
人
の
中
下
級
官
人
で
は
な
く
、
天
皇
と
長
屋
王
と
い
う
高
位
者
・

皇
族
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
注
目
す
べ
き
行
幸
歌
群
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
肝
腎
の
天
皇
御
製
歌
が
、「
或
は
天
皇
御
製
歌
と
云
ふ
」
な
ど

と
い
う
、
あ
や
ふ
や
な
位
置
づ
け
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
気
に
な
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
行
幸
の
主
催
者
で
あ
り
、
最
高
権
力
者
で

あ
る
は
ず
の
天
皇
が
歌
を
詠
ん
だ
の
な
ら
、
も
う
少
し
大
事
に
記
録
し
て

お
く
と
か
、
少
な
く
と
も
「
御
製
歌
」
か
ど
う
か
ぐ
ら
い
は
は
っ
き
り
さ

せ
て
お
く
の
が
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
こ
の
七
十
四
番
歌
が
文
武
天
皇
の
御
製
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
文
武
の
歌
は
万
葉
集
中
に
一
首
も
存
在
し
な
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
雄
略
天
皇
の
御
製
を
筆
頭
に
、

多
く
の
天
皇
御
製
歌
が
載
録
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
斉
明
か
ら
孝
謙
に
至

る
九
代
の
天
皇
は
、（
右
の
歌
が
文
武
御
製
で
あ
る
と
す
れ
ば
）
全
員
が

歌
を
詠
作
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
歴
代
の
御
製
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
も

万
葉
の
一
特
色
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
な
か
で
文
武
だ
け
歌
が
な
い
と

い
う
の
は
い
か
に
も
具
合
が
悪
い
。
右
の
一
首
が
御
製
歌
と
し
て
認
め
ら

れ
た
と
し
て
も
、
文
武
の
歌
は
た
っ
た
一
首
し
か
な
い
こ
と
に
な
り
、
や

は
り
具
合
が
悪
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

た
し
か
に
文
武
天
皇
は
夭
折
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
文
才
が
な
か
っ

た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
文
武
は
、
懐
風
藻
詩
人
の
う

ち
唯
一
の
天
皇
詩
人
で
あ
り
、
藻
中
に
三
首
も
の
漢
詩
を
遺
し
て
い
る
。

三
首
と
い
う
の
は
、
懐
風
藻
の
中
で
は
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
詩
数
で
あ

る
。
そ
の
詩
は
君
主
と
し
て
の
述
懐
詩
と
詠
物
詩
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

他
の
藻
詩
と
は
異
質
な
詩
題
を
選
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
独
創
的
な
漢
詩

創
作
か
ら
、
文
武
が
有
し
て
い
た
高
度
な
学
識
や
知
性
の
一
端
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る（
３
）。

そ
れ
ほ
ど
学
識
が
あ
る
は
ず
の
文
武
が
、
な
ぜ
万
葉
集
に
は
た
っ
た
一

首
の
歌
し
か
残
し
て
い
な
い
の
か
。
し
か
も
そ
の
貴
重
な
一
首
が
、「
或

は
天
皇
御
製
歌
と
云
ふ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
粗
略
な
扱
い
し
か
受
け
て

い
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か（
４
）。

そ
も
そ
も
こ
の
「
御
製
歌
」
の
内
容

は
、
天
皇
御
製
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。「
は
た
や
今

夜
も
我
が
ひ
と
り
寝
む
」
と
は
、
伝
統
あ
る
吉
野
行
幸
に
ふ
さ
わ
し
い
と

も
思
え
な
い
が
、
天
皇
の
発
言
と
し
て
も
不
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

当
該
「
御
製
歌
」
に
対
し
て
は
、
こ
う
し
た
数
々
の
疑
問
が
た
ち
ど
こ

ろ
に
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
文
武
朝
と
い
う
時

代
精
神
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
本
稿
は
、
こ
の
御
製
歌
ら
し
か
ら
ぬ
御
製
歌
か
ら
、
文
武
朝
の
精
神

史
を
描
き
出
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二
、
宮
廷
儀
礼
歌
の
変
質

「
或
は
天
皇
御
製
歌
と
云
ふ
」
と
い
う
左
注
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

御
製
歌
で
あ
る
の
に
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
う
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
か
、
そ
れ
と
も
御
製
歌
で
は
な
い
歌
が
御
製
歌
と
誤
認
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
か
、
ど
ち
ら
か
に
な
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
資
料
の
管
理
が
杜
撰

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
問
題
に
す
べ
き
は
、
そ
の
「
資

料
管
理
の
杜
撰
さ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
も
っ
と
正
確
に
い
う

な
ら
、
な
ぜ
杜
撰
で
よ
い
と
考
え
た
の
か
、
も
っ
と
い
え
ば
、
な
ぜ
杜
撰

で
も
許
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
「
精
神
」
の
あ
り
よ
う
を
こ
そ
問
い
た
い
と

思
う
。

万
葉
集
に
お
い
て
、
天
皇
御
製
歌
が
「
或
云
」
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と

自
体
は
、
ま
っ
た
く
の
異
例
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
節

度
使
に
酒
を
賜
へ
る
歌
」（
６
―
九
七
三
・
九
七
四
）
の
左
注
に
は
「
或

は
太
上
天
皇
の
御
製
と
云
ふ
」
と
あ
り
、「
葛
城
王
に
橘
氏
を
賜
姓
す
る

時
の
歌
」（
６
―
一
〇
〇
九
）
の
左
注
に
も
「
或
は
此
の
歌
一
首
は
太
上

天
皇
の
御
歌
と
云
ふ
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
聖
武
天
皇
の
御
製

か
、
元
正
太
上
天
皇
の
御
製
か
、
と
い
う
紛
れ
で
あ
っ
て
、
天
皇
御
製
歌

と
い
う
位
置
づ
け
と
信
憑
性
が
揺
ら
ぐ
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
聖
武

東
国
行
幸
の
際
の
「
天
皇
御
製
歌
」（
６
―
一
〇
三
〇
）
も
左
注
に
資
料

的
疑
義
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
詠
作
の
場
所
に
つ
い
て
の
疑
い
で

あ
っ
て
、
聖
武
の
御
製
で
あ
る
こ
と
が
疑
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

額
田
王
や
中
皇
命
の
歌
の
左
注
に
、
天
皇
御
製
と
す
る
異
伝
注
記
が
複

数
見
ら
れ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
専
ら

「
代
作
」
論
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
異
伝

を
伝
え
る
『
類
聚
歌
林
』
と
い
う
書
物
の
資
料
的
性
格
の
問
題
で
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
崗
本
天
皇
御
製
」（
４
―
四
八
五
～
四

八
七
）
の
左
注
に
は
、
そ
れ
が
舒
明
天
皇
で
あ
る
の
か
斉
明
天
皇
で
あ
る

の
か
を
明
ら
か
に
し
難
い
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
御
製
歌
で
あ
る
こ
と
は

微
塵
も
疑
わ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
御
製
歌
の
伝
来
に
関
し
て
資

料
に
粗
笨
や
不
備
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
慥
か
で
あ
る
が
、
文
武
の
「
御
製

歌
」
の
あ
り
よ
う
は
、
こ
う
し
た
異
伝
注
記
の
性
格
と
は
本
質
的
に
異

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

端
的
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
「
天
皇
を
特
別
扱
い
し
な
い
」
と

い
う
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
が
御
製
歌
で
あ
っ
て
も
、
御
製
歌
で
な
く
て

も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
感
覚
が
行
幸
歌
の
記
録
者
に
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
見
る
よ
う
な
「
或
云
」
注
記
が
書
か
れ
る
余
地
が
生
じ
た
の
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
、
主
に
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
文
武
朝
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に
お
け
る
「
作
者
名
記
載
」
の
問
題
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
文
武
朝

に
お
け
る
「
天
皇
神
格
化
の
解
体
」
の
問
題
で
あ
る
。
順
を
追
っ
て
、
作

者
名
記
載
の
問
題
か
ら
見
て
い
こ
う
。

文
武
朝
に
は
何
度
か
行
幸
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
大
規

模
に
行
わ
れ
た
の
が
、
大
宝
元
年
の
紀
伊
行
幸
で
あ
る
。
そ
の
規
模
の
大

き
さ
に
応
じ
て
、
詠
作
さ
れ
た
歌
も
数
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
巻

九
に
は
、「
後
人
歌
」
も
含
め
て
十
五
首
も
の
歌
が
ま
と
め
て
載
せ
ら
れ

て
お
り
、
歌
宴
の
盛
行
ぶ
り
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
巻
九
紀
伊
行

幸
歌
群
に
は
、
ひ
と
つ
の
特
色
と
い
う
か
、
看
過
し
が
た
い
問
題
点
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
十
五
首
も
の
歌
を
収
め
て
お
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
作
者
名

が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
わ
ず
か
二
首
の
み
、
左
注
が
作

者
名
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
ま
っ
た
く
作

者
名
を
記
そ
う
と
し
て
い
な
い
。
巻
九
は
、
可
能
な
限
り
作
者
名
や
出
典

歌
集
名
を
記
載
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
巻
で
あ
り
、
作
者
名
が
わ
か
ら
な

い
場
合
は
わ
ざ
わ
ざ
「
作
者
未
詳
」
と
注
記
し
て
い
る
（
一
六
六
五
・
一

六
六
六
左
注
、
一
七
一
三
・
一
七
一
四
左
注
）。
ま
た
作
者
名
の
記
載
が

簡
略
に
過
ぎ
る
場
合
（
一
七
一
五
～
一
七
二
五
）
も
、
原
資
料
（「
古

記
」）
の
表
記
を
尊
重
し
た
と
注
記
し
て
い
る
（
一
七
一
九
左
注
）（
５
）。

従
っ

て
、
大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
歌
群
に
お
け
る
作
者
名
の
不
記
載
は
、
編
集
段

階
の
判
断
で
は
な
く
、
原
資
料
、
す
な
わ
ち
行
幸
の
記
録
の
段
階
で
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
例
外
的
に
作
者
名
が
記
さ
れ
た
二
首
の
左
注
の
書
き

方
で
あ
る
。
一
六
七
三
左
注
に
は
「
右
の
一
首
は
、
山
上
臣
憶
良
類
聚
歌

林
に
曰
く
、
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
、
詔
に
応
へ
て
此
の
歌
を
作
る
と
い
ふ
」

と
あ
り
、
一
六
七
九
左
注
に
は
「
右
の
一
首
は
、
或
は
坂
上
忌
寸
人
長
の

作
と
云
ふ
」
と
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
他
資
料
に
よ
っ
て
作
者
名
を
補
い
得

た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
後
者
の
坂
上
人
長
歌
は
、
文
武
「
御
製
歌
」

と
同
じ
く
「
或
云
」
と
い
う
形
で
作
者
名
を
伝
え
て
お
り
、
当
該
の
吉
野

行
幸
歌
群
と
の
資
料
的
類
似
性
・
共
通
性
が
看
て
取
れ
る
。

吉
野
行
幸
歌
に
せ
よ
、
紀
伊
行
幸
歌
に
せ
よ
、
お
そ
ら
く
本
文
歌
が
行

幸
の
公
的
な
記
録
で
あ
り
、
私
的
な
記
録
・
手
控
え
な
ど
に
よ
っ
て
左
注

が
補
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
武
朝
の
行
幸
で
は
、

長
意
吉
麻
呂
ほ
ど
の
有
名
歌
人
で
さ
え
、
作
者
名
は
い
ち
い
ち
書
き
と
め

る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
、
歌
の
記
録
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る（
６
）。

大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
で
い
え
ば
、
作
者
が
わ
か
ら
な
い
残
り
十

三
首
の
中
に
、
柿
本
人
麻
呂
や
、
高
市
黒
人
や
、
春
日
老
な
ど
の
詠
作
が

含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
杜
撰

と
か
粗
笨
な
ど
と
い
う
よ
り
も
、
何
ら
か
の
信
念
め
い
た
も
の
が
感
じ
ら

れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
記
録
の
遺
し
方
を
よ
し
と
す
る
「
精
神
」
ゆ
え

に
、
文
武
天
皇
の
御
製
で
さ
え
、
匿
名
化
さ
れ
か
け
た
と
い
う
事
情
が
想
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定
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
異
様
と
さ
え
思
え
る
文
武
朝
の
宮
廷
歌
の
あ
り
よ
う
は
、
前

代
の
持
統
朝
と
較
べ
た
と
き
に
、
あ
ま
り
に
も
変
化
が
大
き
過
ぎ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
短
期
間
に
こ
れ
ほ
ど
極
端
な
変
化
が
起
こ
る
と
い
う
の

は
、
自
然
な
経
年
変
化
で
は
な
く
、
意
図
的
な
方
向
転
換
で
あ
る
と
し
か

考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
「
意
図
」
が
那
辺
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
順
次
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
は
そ
の
「
変
化
」
の

内
実
を
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

持
統
朝
の
宮
廷
儀
礼
歌
は
、
な
に
よ
り
人
麻
呂
の
独
擅
場
で
あ
っ
た
。

つ
ね
に
人
麻
呂
ひ
と
り
が
宮
廷
歌
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
し

か
も
そ
の
歌
は
、
レ
ト
リ
カ
ル
か
つ
劇
的
構
成
を
も
っ
た
長
大
な
長
歌
形

式
の
も
の
を
主
体
と
し
て
い
た
。
持
統
朝
の
吉
野
行
幸
は
三
十
回
以
上
の

多
き
に
及
ぶ
が
、
万
葉
集
に
載
録
さ
れ
る
そ
の
際
の
歌
は
、
人
麻
呂
の
吉

野
讃
歌
の
み
で
あ
る
。
た
だ
吉
野
讃
歌
は
長
歌
を
二
首
組
み
合
わ
せ
る
と

い
う
雄
大
な
構
想
を
も
っ
た
大
作
で
、
誰
も
が
お
い
そ
れ
と
作
れ
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
文
武
朝
の
行
幸
歌
は
、
紀
伊
行
幸
に
し
ろ
、
三
河
行
幸
に

し
ろ
、
難
波
行
幸
に
し
ろ
、
す
べ
て
短
歌
形
式
の
も
の
ば
か
り
で
、
人
麻

呂
の
よ
う
な
長
歌
の
大
作
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
こ
う
し
た
歌
体
形
式
上
の

相
違
が
、
右
に
見
た
「
作
者
名
」
意
識
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
長
歌
体
と
は
か
な
り
の
創
作
能
力
を
要
求
さ
れ
る
形
式
で

あ
り
、
そ
の
た
め
人
麻
呂
の
よ
う
な
高
度
な
技
量
を
も
っ
た
歌
人
が
特
権

的
に
詠
作
を
行
う
こ
と
が
、
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て

短
歌
体
は
、
歌
の
巧
拙
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
誰
も
が
創
作
に
参
加
で
き
る

形
式
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
短
歌
は
、
そ
れ
だ
け
「
集
団
性
」
を
高

め
る
こ
と
が
可
能
な
形
式
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
梅
花
宴
歌

（
梅
花
歌
三
十
二
首
）
や
、
あ
る
い
は
防
人
歌
な
ど
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ

ろ
う
。
大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
歌
も
そ
の
よ
う
な
「
集
団
性
」
の
文
芸
で
あ

り
、
集
団
全
体
の
重
視
が
必
然
的
に
個
々
の
「
匿
名
性
」
を
誘
引
す
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
文
武
朝
の
行
幸
歌
と
は
、
聯
句
や
連
歌
の
よ
う
に
、
な
に
よ

り
も
「
集
団
的
」
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
場
の
所
産
で
あ
っ
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
文
武
朝
も
、
少
な
く
と
も
大
宝
元
年
ま
で
は
、
人
麻

呂
が
存
命
中
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
持
統
朝
か
ら
文
武
朝
へ
の
変
化

が
、
歌
人
の
側
の
問
題
で
は
な
く
、「
場
の
変
化
」
の
問
題（
７
）で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。
そ
の
よ
う
な
「
集
団
的
」
な
歌
の
場
に
お
い
て
、
た
と
え

天
皇
御
製
歌
と
い
え
ど
も
、
集
団
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
を
よ
し
と
す
る
風
潮
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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三
、
天
皇
神
格
化
の
解
体

次
い
で
、
文
武
朝
に
お
け
る
天
皇
神
格
化
の
解
体
と
い
う
問
題
を
見
て

い
こ
う
。
御
製
歌
で
あ
っ
て
も
集
団
に
埋
没
さ
せ
て
構
わ
な
い
と
す
る
大

胆
な
発
想
は
、
前
節
に
述
べ
た
歌
の
集
団
性
・
匿
名
性
の
推
進
と
い
う
条

件
の
み
な
ら
ず
、
天
皇
神
格
化
の
解
体
あ
る
い
は
相
対
化
と
い
う
思
想
状

況
が
出
来
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
天
皇
即
神
の
観

念
が
有
効
な
ら
ば
、「
神
」
で
あ
る
天
皇
の
御
製
を
臣
下
の
歌
と
同
列
に

扱
う
な
ど
と
い
う
発
想
が
出
て
く
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

天
皇
神
格
化
の
思
想
を
歌
に
お
い
て
積
極
的
に
表
明
し
た
の
は
、
や
は

り
人
麻
呂
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
持
統
朝
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
は
天

皇
神
格
化
の
宣
伝
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
ほ
ど
、
意
図
的
に
行
わ
れ
た
王

権
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
り
、
自
然
発
生
的
な
風
潮
で
は
な
か
っ
た
。
人

麻
呂
ひ
と
り
が
独
占
的
に
担
い
、
持
統
朝
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う

事
実
が
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

人
麻
呂
は
、
日
並
皇
子
挽
歌
で
は
天
武
先
帝
を
「
葦
原
の　

水
穂
の
国

を　

天
地
の　

依
り
相
ひ
の
極
み　

知
ら
し
め
す　

神
の
命
」
で
あ
る

「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
に
擬
え
、
近
江
荒
都
歌
で
は
歴
代
天
皇
を
「
あ

れ
座
し
し
神
の
尽
」、
天
智
天
皇
を
「
天
皇
の
神
の
み
こ
と
」
と
呼
び
、

吉
野
讃
歌
で
は
持
統
朝
を
「
山
川
も　

依
り
て
奉
ふ
る　

神
の
御
代
か

も
」
と
讃
え
、
安
騎
野
遊
猟
歌
で
は
軽
皇
子
を
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」

と
呼
び
、
そ
の
行
為
を
「
神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
」
と
讃
え
た
。
ま
た

「
皇
は
神
に
し
座
せ
ば
天
雲
の
雷
の
上
に
廬
せ
る
か
も
」（
３
―
二
三
五
）

と
か
、「
皇
は
神
に
し
坐
せ
ば
真
木
の
立
つ
荒
山
中
に
海
を
成
す
か
も
」

（
３
―
二
四
一
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
天
皇
や
皇
子
の
行
動
を
「
神
の
所

業
」
と
し
て
表
現
し
た
。

こ
う
し
た
天
皇
神
格
化
表
現
は
初
期
万
葉
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
だ
が
、
そ
れ
が
持
統
朝
に
至
っ
て
急
激
に
展
開
さ
れ
た
背
景
に
は
、

一
種
の
危
機
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
８
）。

天
武
天
皇
の
崩
御
、
さ
ら

に
大
津
皇
子
・
草
壁
皇
子
の
薨
去
と
い
う
事
態
を
受
け
て
成
立
し
た
持
統

朝
は
、
称
制
の
延
長
で
あ
り
、
い
わ
ば
臨
時
的
・
暫
定
的
な
政
権
で
あ
っ

た
。
そ
れ
だ
け
に
、
後
世
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
政
権
基
盤
が
実
は

脆
弱
で
不
安
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
代
の
カ
リ
ス
マ
、

天
武
と
い
う
中
心
を
喪
っ
た
こ
と
に
よ
る
弱
体
化
で
あ
る
が
、
元
を
糺
せ

ば
、
壬
申
の
乱
の
勝
利
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
天
武
の
政
権
自
体
が
、
す
で

に
不
安
定
な
基
盤
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

「
天
皇
神
格
化
」
と
は
、
そ
う
し
た
不
安
定
性
を
糊
塗
す
べ
く
編
み
出
さ

れ
た
危
機
管
理
的
言
説
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
持
統

朝
と
い
う
一
時
代
の
時
流
的
言
説
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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持
統
朝
に
お
い
て
人
麻
呂
が
腐
心
し
た
天
皇
神
格
化
が
、
次
代
の
文
武

朝
に
お
い
て
、
あ
っ
け
な
く
否
定
さ
れ
た
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
天
皇
神

格
化
思
想
の
時
流
性
と
作
為
性
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
よ
う
。
天
皇
が

「
神
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
権
威
は
「
絶
対
」
だ
と
い
う
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
。
当
然
、
そ
の
判
断
は
無
謬
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
能

力
が
不
足
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
自
省
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
人
麻
呂
に
よ
っ
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
「
神
な
が
ら

神
さ
び
せ
す
」
と
讃
え
ら
れ
た
軽
皇
子
＝
文
武
天
皇
は
、
自
ら
君
主
と
し

て
の
資
格
の
不
足
を
口
に
す
る
の
で
あ
る
。

懐
風
藻
に
載
録
さ
れ
た
文
武
の
詩
「
述
懐
」
は
、「
年
雖
足
戴
冕　

智

不
敢
垂
裳　

朕
常
夙
夜
念　

何
以
拙
心
匡
」
と
、
自
ら
の
「
智
」
の
不
足

と
、「
心
」
の
拙
さ
を
反
省
的
に
嘆
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
つ
ね
に
わ
が
身
を
省
み
て
拙
い
心
を
正
そ
う
と
す
る
姿
勢

は
、『
論
語
』
の
説
く
と
こ
ろ
、
儒
家
思
想
に
照
ら
せ
ば
、
ま
さ
し
く
理

想
的
な
「
君
子
」
像
と
い
う
こ
と
に
な
る（
９
）。

し
か
し
、
人
麻
呂
が
創
り
上

げ
た
「
天
皇
即
神
」
の
理
念
に
照
ら
す
な
ら
、
と
ん
で
も
な
い
考
え
方
だ

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

文
武
の
詩
は
、
自
ら
が
君
主
と
し
て
は
未
完
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

表
明
し
て
い
る
。
天
子
受
命
思
想
か
ら
い
え
ば
、「
天
子
」
は
「
天
（
天

帝
）」
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
未
熟
な
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
災
異
や
祥
瑞
に
よ
っ
て
、
そ
の
治
世
が
正
し
く
行
わ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
、「
天
」
の
判
定
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
つ
ね
に
向

上
心
を
も
ち
、
努
力
す
る
君
主
の
あ
り
か
た
は
、
儒
教
的
に
は
理
想
的
天

子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
が
天
皇
神
格
化
思
想
は
、
そ
れ
と
は
本
質
的
に
背
馳
す
る
。
た
え
ず

「
天
」
の
判
定
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
天
子
受
命
と
い
う
あ
り
か
た
は
、

必
然
的
に
易
姓
革
命
と
一
体
の
も
の
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
易
姓
革
命

の
可
能
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
子
受
命
の
正
当
性
が
保
証

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
天
皇
神
格
化
思
想
は
、
易
姓

革
命
を
否
定
し
、
日
神
ア
マ
テ
ラ
ス
直
系
の
「
万
世
一
系
」
で
あ
る
こ
と

に
権
力
の
正
統
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
血
筋
が
「
神
」
で
あ
る
こ
と

を
保
証
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
天
皇
は
誕
生
と
と
も
に
す
で
に
「
神
な
が

ら
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
天
皇
神
格
化
と
は
、「
天
子
」

が
「
天
帝
」
に
な
る
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。
だ
か
ら
天
子
受
命
思
想

と
、
天
皇
神
格
化
思
想
と
は
、
本
質
的
に
背
反
し
相
容
れ
な
い
も
の
な
の

で
あ
る
。

人
麻
呂
が
文
武
朝
に
存
命
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
が
、
文
武
朝
の
人

麻
呂
に
は
、
持
統
朝
に
お
い
て
詠
作
し
た
よ
う
な
壮
大
な
王
権
讃
美
の
歌

を
う
た
う
機
会
が
な
く
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う
な

長
歌
か
ら
短
歌
へ
の
移
行
、
集
団
性
の
重
視
と
い
う
動
向
と
、
天
皇
神
格
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化
思
想
の
衰
退
と
は
、
一
体
の
事
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
荘
重
な

儀
礼
歌
が
不
要
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
集
団
的
な
歌
の
場
が
そ
れ
に
取
っ

て
代
わ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

前
代
の
人
麻
呂
儀
礼
歌
と
対
比
し
た
と
き
に
、
自
ら
の
未
熟
を
述
懐
す

る
文
武
の
詩
は
、
い
わ
ば
「
人
間
宣
言
」
と
し
て
機
能
し
、
人
麻
呂
が
苦

心
し
て
築
き
上
げ
た
天
皇
神
格
化
を
相
対
化
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
文
武
天
皇
は
、
神
話
的
思
考
よ
り
も
儒
家
思
想
を
重
視

す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
、
自
ら
「
神
」
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
た
こ
と

に
な
る
。
そ
う
し
た
文
武
の
理
念
が
、
御
製
歌
の
特
別
視
を
抑
制
す
る
方

向
に
も
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
。
問
題
の
吉
野
行
幸
歌
に
お
い
て
文
武

御
製
が
「
或
云
」
と
い
う
形
で
し
か
示
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ

は
、
行
幸
の
公
的
記
録
が
天
皇
御
製
を
特
別
扱
い
せ
ず
に
、
他
の
歌
と
一

括
し
て
記
録
す
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ

れ
る
。

長
屋
王
歌
に
は
「
或
云
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
左
注
の

元
と
な
っ
た
資
料
は
、
長
屋
王
の
周
辺
か
ら
出
た
蓋
然
性
が
高
い
。
お
そ

ら
く
そ
の
資
料
に
「
御
製
」
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
巻
一
の
編
者
は
、
公
式
記
録
に
は
な
く
、
長
屋
王
の
私
的
資
料

に
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
情
報
で
あ
る
か
ら
、
慎
重
に
「
或
云
」
と
し

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

四
、
聖
地
吉
野
と
そ
の
詩
歌
伝
統

文
武
の
「
御
製
歌
」
が
、
御
製
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
な
か
っ
た
外
的

要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
以
上
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
文
武
朝
の
動
向
に
見
合
う
よ
う
に
、
歌
の
内
容
も
お
よ
そ
天
皇
御
製

歌
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
巻
一
編
者
が
「
或
云
」
を
附
け
加

え
た
積
極
的
理
由
と
し
て
は
、
歌
の
内
容
に
御
製
歌
と
断
定
す
る
こ
と
を

躊
躇
わ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
巻
一
編
者
は
、
こ

の
よ
う
な
情
け
な
い
内
容
を
天
皇
が
詠
む
と
は
思
え
ず
）
（（
（

、
御
製
と
す
る
伝

え
を
疑
っ
て
か
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

尤
も
、
何
を
も
っ
て
御
製
歌
ら
し
い
と
す
る
の
か
、
そ
の
基
準
が
は
っ

き
り
と
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
扈
従
者
の
立
場
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
誰

に
気
を
遣
う
こ
と
も
な
く
、
何
を
言
っ
て
も
よ
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
自
ら
が
率
い
る
行
幸
の
場
で
、「
は
た
や
今
夜
も
我
が
ひ
と
り
寝

む
」
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
あ
け
す
け
と
い
う
か
、
天
皇
が
臣
下
の
前

で
言
う
べ
き
こ
と
と
は
思
え
な
い
の
も
慥
か
で
あ
る
。

文
武
の
祖
父
、
天
武
天
皇
に
と
っ
て
、
吉
野
は
特
別
な
意
味
を
も
つ
場

所
で
あ
っ
た
。
天
智
十
年
十
月
、
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
は
出
家
と
称

し
、
近
江
大
津
宮
を
出
て
、
吉
野
離
宮
に
入
る
。
十
二
月
に
は
天
智
が
崩
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御
し
、
翌
年
（
壬
申
年
）
六
月
、
大
海
人
は
吉
野
を
出
発
し
、
東
国
へ
向

か
う
（
天
武
即
位
前
紀
）。
壬
申
の
乱
の
勃
発
で
あ
る
。
吉
野
と
い
う
場

所
は
、
壬
申
の
乱
の
起
点
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

壬
申
の
乱
に
勝
利
し
、
政
権
を
手
に
入
れ
た
天
武
は
、
即
位
後
し
ば
ら

く
し
て
、
ふ
た
た
び
吉
野
へ
と
向
か
っ
た
。
天
武
八
年
五
月
、
天
武
に

と
っ
て
は
苦
難
の
思
い
出
が
深
い
吉
野
に
、
皇
后
（
の
ち
の
持
統
天
皇
）

と
、
草
壁
・
大
津
・
高
市
・
河
島
・
忍
壁
・
芝
基
（
志
貴
）
の
六
人
の
皇

子
を
連
れ
て
行
き
、
そ
こ
で
謀
反
・
内
乱
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
盟
約
を

立
て
さ
せ
て
い
る
。
み
な
壬
申
の
乱
の
経
験
を
共
有
す
る
者
ば
か
り
で
あ

る
か
ら
、
盟
約
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
吉
野
の
地
で

行
わ
せ
た
天
武
の
胸
中
は
、
互
い
に
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
と
き
の
天
武
の
御
製
「
淑
き
人
の
良
し
と
吉
く
見
て
好
し
と
言
ひ
し
芳

野
吉
く
見
よ
良
き
人
よ
く
み
」（
１
―
二
七
）
が
御
製
歌
ら
し
い
か
ど
う

か
は
と
も
か
く
、
吉
野
の
地
を
祝
福
す
る
と
い
う
意
図
は
は
っ
き
り
し
て

い
る
。
言
語
遊
戯
的
で
は
あ
る
が
、
言
語
呪
術
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ

ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
の
天
武
御
製
歌
（
１
―
三
五
・
三
六
）
も
吉
野
に
か
か
わ

る
も
の
で
、
伝
承
歌
的
性
格
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
天
武
と
吉
野
の
結

び
つ
き
の
深
さ
を
物
語
る
歌
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
一
見
す
る
と

私
情
を
歌
っ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
吉
野
入
り
の
と
き
の
大
海
人
の

心
境
を
語
る
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
単
な
る
私

情
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
（
朝
廷
の
今
後
を
憂
う
る
公
的
な
慨
嘆
で

あ
る
）
と
認
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
ど
こ
ま
で
も
個

人
的
な
文
武
「
御
製
歌
」
の
私
情
と
は
や
は
り
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

持
統
朝
に
入
る
と
、
毎
年
、
そ
れ
も
年
に
二
、
三
回
と
い
う
頻
度
で
、

吉
野
行
幸
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
奏
上
さ
れ
た
の
が
人
麻
呂

の
吉
野
讃
歌
（
１
―
三
六
～
三
九
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
大
宮
人
が
遊

び
寛
ぐ
様
子
が
歌
わ
れ
、
ま
た
吉
野
の
山
の
神
と
川
の
神
が
天
皇
に
奉
仕

す
る
さ
ま
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
人
麻
呂
は
、
吉
野
の
美
景
を
「
見
れ
ど
飽

か
ぬ
」「
復
た
還
り
見
む
」
と
褒
め
、
行
幸
の
盛
儀
を
「
山
川
も
依
り
て

奉
ふ
る
神
の
御
代
か
も
」
と
讃
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
吉
野
行
幸
従
駕
歌

の
型
が
完
成
し
、
吉
野
を
讃
美
し
、
行
幸
を
讃
美
す
る
こ
と
が
、
王
権
讃

美
に
つ
な
が
る
と
い
う
儀
礼
歌
の
論
理
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
聖
武

朝
に
吉
野
行
幸
が
再
興
さ
れ
た
際
に
も
、
ま
ず
参
照
さ
れ
模
倣
さ
れ
た
の

は
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
吉
野
に
行
く
な
ら
ば
、
必
ず
吉
野
の
地
を
讃
美
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
吉
野
の
神
聖
性
を
賛
美
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
王
権
の
神
聖

性
を
讃
美
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
ド
グ
マ
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
発
想
の
基
盤
に
あ
っ
た
も
の
は
、
吉
野
が
天
武



國學院雜誌  第 117 巻第 4 号（2016年） — 10 —

ゆ
か
り
の
故
地
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
戦
勝
の
起
点
と
な
っ
た
と
い
う
事
実

で
あ
っ
た
。
持
統
朝
以
後
の
王
権
美
化
の
論
理
は
、
天
皇
家
総
体
の
讃
美

と
い
う
よ
り
、
天
武
と
そ
の
直
系
の
讃
美
に
あ
っ
た
。
そ
の
論
理
を
成
り

立
た
し
む
る
に
は
、
壬
申
の
乱
の
正
当
化
と
絶
対
化
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
が
吉
野
を
（
単
な
る
水
の
聖
地
で
は
な
い
）
特
別
な
場
所
に
押
し

上
げ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
）
（（
（

。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
と
き
に
、
天
武
直
系
の
男
子
天
皇
で
あ
る
文

武
の
吉
野
「
御
製
歌
」
の
あ
り
よ
う
は
、
あ
ま
り
に
異
様
で
あ
る
。
儒
家

思
想
の
受
容
に
よ
っ
て
天
皇
神
格
化
思
想
を
相
対
化
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
聖
地
吉
野
で
「
今
夜
も
我
が
ひ
と
り
寝
む
」
な
ど
と
歌
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た
恋
情
の
発
露

が
、
儒
教
道
徳
に
合
致
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
神
格
化
の
解
体
だ

け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
も
の
が
こ
の
「
御
製
歌
」
に
は
あ
る
。

懐
風
藻
の
吉
野
詩
を
見
て
も
、「
仁
山
智
水
」「
神
仙
」「
桃
源
」
な
ど

の
語
に
よ
っ
て
吉
野
を
聖
地
化
し
て
お
り
、
文
武
が
好
ん
だ
漢
詩
に
お
い

て
も
、
吉
野
が
讃
美
さ
れ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
万
葉
歌
と

変
わ
ら
な
い
。
万
葉
吉
野
歌
と
懐
風
藻
吉
野
詩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
時
代
的

な
変
化
も
見
ら
れ
る
が
、
土
地
の
讃
美
と
い
う
方
法
は
一
貫
し
て
い
る
。

文
武
の
吉
野
「
御
製
」
は
、
懐
風
藻
詩
の
発
想
と
も
背
馳
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

で
は
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
懐
風
藻
の
吉
野
詩
は
遊
仙

詩
的
だ
が
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
文
武
「
御
製
歌
」
に
は
、
漢
詩

文
の
影
響
は
一
切
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
本
稿
が
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
こ
の
一
首
に

中
国
詩
の
思
想
的
影
響
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ

の
理
路
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

五
、
文
武
天
皇
の
『
玉
台
新
詠
』
志
向

文
武
天
皇
の
文
学
観
は
、
懐
風
藻
に
採
録
さ
れ
た
三
首
の
詩
か
ら
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

「
述
懐
」
詩
に
お
い
て
文
武
は
、
先
述
し
た
通
り
徳
の
足
ら
な
さ
智
の

足
ら
な
さ
を
反
省
し
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
不
足
を
補
う
た
め
に
「
三
絶

の
務
め
」
す
な
わ
ち
読
書
が
必
要
だ
と
思
い
な
が
ら
、
そ
れ
も
充
分
に
果

た
さ
れ
ず
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
短
章
」
の
創
作
に
向
か
う
つ
も
り
だ
と

宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
反
省
の
結
果
、
文
学
に
向
か
う
と
い
う
の
だ
が
、

慥
か
に
そ
れ
は
詩
が
述
志
の
文
学
で
あ
る
と
す
る
文
章
経
国
思
想
に
合
致

す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
懐
風
藻
序
文
に
記
さ
れ
た
「
調
風
化
俗
、
莫
尚

於
文
、
潤
徳
光
身
、
孰
先
於
学
」
と
い
う
天
智
天
皇
の
こ
と
ば
に
も
合
致

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
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文
武
に
と
っ
て
の
「
文
学
」
が
、
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
武
が
作
っ
た
「
短
章
」
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
れ
ば
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

懐
風
藻
に
遺
さ
れ
た
文
武
の
詩
作
品
を
見
る
と
、「
述
懐
」
以
外
の
二

首
（「
詠
月
」「
詠
雪
」）
が
、
ど
ち
ら
も
詠
物
詩
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ

れ
る
）
（（
（

。
詠
物
詩
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
遊
興
的
・
娯
楽
的
な
も
の
で
あ

り
、
述
志
か
ら
は
遠
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
武
が
自
己
正
当
化
す
る
漢

詩
創
作
が
、
政
教
的
と
い
う
よ
り
遊
興
的
で
あ
る
と
す
る
と
、「
述
志
」

の
読
ま
れ
方
も
や
や
変
わ
っ
て
こ
よ
う
。

詠
物
詩
は
六
朝
文
人
貴
族
の
間
で
流
行
し
た
遊
戯
的
な
詩
題
で
あ
る

が
、
初
唐
に
入
っ
て
か
ら
も
、
李
嶠
の
雑
詠
や
、『
遊
仙
窟
』
中
の
宴
詩

に
詠
物
詩
が
見
ら
れ
、
そ
の
遊
戯
的
精
神
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

注
目
す
べ
き
は
、
六
朝
詠
物
詩
が
「
集
団
的
な
文
芸
」
で
あ
っ
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
慥
か
に
詠
物
題
と
は
面
白
さ
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
の
だ

か
ら
、
そ
れ
を
独
詠
し
て
も
仕
方
が
な
い
。
宴
席
・
文
会
と
い
っ
た
集
団

的
な
場
に
お
い
て
競
作
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
表
現
性
が
最
大
に
発
揮
さ

れ
る
種
類
の
文
芸
で
あ
る
と
い
え
る
。
文
武
朝
に
お
け
る
歌
の
「
集
団

性
」
の
重
視
は
、
ど
う
や
ら
こ
の
あ
た
り
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
ら
し

い
。政

教
的
文
学
観
に
飽
き
足
り
な
く
思
っ
た
六
朝
文
人
貴
族
の
遊
戯
的
精

神
の
精
華
は
、
や
が
て
『
玉
台
新
詠
集
』
に
結
実
す
る
こ
と
と
な
る
。
残

念
な
こ
と
に
懐
風
藻
の
収
録
作
に
は
詠
物
詩
の
実
作
例
が
き
わ
め
て
乏
し

い
。
撰
集
で
あ
る
懐
風
藻
に
載
録
さ
れ
な
か
っ
た
詩
作
品
は
数
多
く
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
が
、
同
じ
宴
席
の
作
で
あ
る
侍
宴
頌
徳
詩
や
従
駕
応
詔
詩

が
数
多
く
採
録
さ
れ
る
一
方
で
、
遊
興
的
な
詩
が
採
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
は
、
意
識
的
な
選
択
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
懐
風
藻
編
者
の

文
学
観
で
あ
る
と
同
時
に
、
古
代
日
本
に
お
け
る
漢
詩
創
作
意
識
の
主
流

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

例
外
的
に
懐
風
藻
に
詠
物
詩
二
首
を
遺
す
文
武
は
、
明
ら
か
に
『
玉
台

新
詠
』
的
文
学
を
志
向
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
が
決
し
て

古
代
日
本
漢
文
学
の
主
流
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
遊

興
的
文
芸
活
動
の
限
界
と
、
文
武
の
文
学
史
的
孤
独
と
を
見
る
思
い
が
す

る
。
懐
風
藻
唯
一
の
天
皇
詩
人
は
ま
た
、
異
端
の
文
学
者
で
も
あ
っ
た
。

文
武
が
中
国
的
な
政
治
と
文
化
を
推
進
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

が
、
そ
こ
に
『
玉
台
新
詠
』
的
志
向
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
時
代
の
な
せ
る
偶
然
の
妙
と
、
意
図
せ
ざ
る
歪
さ
を
感
じ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
同
じ
漢
籍
で
も
、『
詩
経
』
か
ら
『
文
選
』
に
至
る
ラ
イ
ン

だ
け
を
受
容
し
て
い
た
な
ら
、
文
武
の
志
向
が
人
麻
呂
儀
礼
歌
と
対
立
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
内
容
を
精
査
す
る
こ
と

な
く
即
時
に
、
大
量
に
摂
取
し
た
漢
籍
の
な
か
に
、
た
ま
た
ま
『
玉
台
新
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詠
』
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
文
武
朝
の
遣
唐
使
は

『
遊
仙
窟
』
を
持
ち
帰
り
、
そ
れ
が
文
人
的
指
向
を
も
っ
た
万
葉
歌
人
た

ち
に
変
に
持
て
囃
さ
れ
た
こ
と
も
、
歴
史
の
皮
肉
と
い
う
か
、
異
文
化
交

流
の
思
わ
ぬ
副
産
物
と
な
っ
た
が
、
そ
う
し
た
誤
解
や
曲
解
、
あ
る
い
は

意
図
的
な
選
択
に
よ
る
漢
籍
の
受
容
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
も
、
充
分

に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
『
玉
台
新
詠
』
の
中
心
は
艶
詩
で
あ
る
。
そ
こ
が

『
玉
台
』
を
異
端
の
詩
集
に
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し

考
え
て
み
れ
ば
、
閨
怨
詩
的
主
題
は
『
詩
経
』
や
楽
府
詩
、『
文
選
』
の

古
詩
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、『
玉
台
』
の
み
が
突
出
し
て
破

廉
恥
な
わ
け
で
は
な
い
。
閨
怨
と
一
対
を
な
す
辺
塞
詩
に
つ
い
て
も
同
様

で
、
そ
の
源
流
は
か
な
り
古
い
。
万
葉
に
お
い
て
も
、
坂
上
郎
女
の
「
怨

恨
歌
」
を
は
じ
め
、
閨
怨
詩
的
な
発
想
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
歌
は
か
な

り
多
い
。
人
麻
呂
の
「
河
島
皇
子
挽
歌
」
も
閨
怨
詩
の
影
響
が
濃
厚
に
見

ら
れ
る
。
辺
塞
詩
は
、
懐
風
藻
に
宇
合
の
「
奉
西
海
道
節
度
使
之
作
」
が

あ
り
、
万
葉
集
に
も
地
方
赴
任
時
の
作
に
そ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
防

人
歌
も
、
少
な
く
と
も
家
持
の
念
頭
に
は
、
辺
塞
詩
が
意
識
さ
れ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
文
武
の
「
御
製
歌
」
は
、
長
屋
王
の
作
と
も
ど

も
、
中
国
辺
塞
詩
・
閨
怨
詩
の
影
響
下
に
成
っ
た
歌
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
臆
面
も
な
く
「
今
夜
も
我
が
ひ
と
り
寝
む
」
な
ど
と
歌
う
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
（「
山
下
風
」「
為
当
」
の
表
記
に
も
漢

籍
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
）
（（
（

）。

問
題
は
、
王
権
の
聖
地
で
あ
る
は
ず
の
吉
野
を
、
辺
境
に
擬
え
る
と
い

う
発
想
の
不
穏
当
さ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
文
武
は
、
吉
野
の
讃
美
よ

り
も
、
そ
れ
を
辺
境
に
見
立
て
て
興
じ
る
と
い
う
遊
戯
性
）
（（
（

の
方
に
賭
金
を

置
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
る
べ
き
は
、
中
国
か
ぶ
れ
の
天

皇
の
果
断
さ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
若
き
王
者
の
稚
気
な
の
か
、
俄
に
は
判

断
が
つ
か
な
い
が
、
文
武
が
「
吉
野
行
幸
」
の
意
味
を
根
本
的
に
変
え
て

し
ま
っ
た
（
あ
る
い
は
、
変
え
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
っ
た
）
こ
と
だ
け

は
慥
か
で
あ
る
。

六
、
趣
向
と
し
て
の
辺
塞
詩
・
閨
怨
詩

改
め
て
当
該
の
二
首
を
見
て
み
よ
う
。
文
武
も
長
屋
王
も
、
吉
野
山
中

の
風
が
「
寒
い
」
と
い
う
こ
と
を
話
題
の
中
心
に
し
て
い
る
。「
寒
い
」

こ
と
が
、「
ひ
と
り
」
で
あ
る
こ
と
や
、「
妹
も
あ
ら
な
く
に
」
と
い
う
こ

と
を
強
く
認
識
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
二
首
が
同
一
主
題
を
共

有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
主
題
の
共
有
と
い
う
こ
と
か
ら
、

長
屋
王
が
唱
和
し
て
い
る
歌
が
文
武
の
御
製
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
ま
る
。
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本
来
は
き
わ
め
て
個
人
的
な
情
緒
で
あ
る
は
ず
の
〈
寒
さ
―
独
り
寝
〉
と

い
う
主
題
は
、
当
該
二
首
が
と
も
に
共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ

ば
、
吉
野
行
幸
歌
宴
の
〈
場
〉
の
全
体
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
主
宰
者
た
る
文
武
の
意
向
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
皇
が
王
権
讃
歌
よ
り
も
艶
詩
的
情
緒

を
歌
う
こ
と
を
嗜
好
し
、
奨
励
し
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
行
幸
歌
ら
し
か

ら
ぬ
行
幸
歌
が
作
ら
れ
）
（（
（

、
公
式
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

『
玉
台
新
詠
』
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

櫪
馬
悲
羌
吹　

城
烏
啼
塞
寒　

伝
聞
機
杼
妾　

愁
余
衣
服
単　

（
巻
八
、
劉
孝
威
「
侍
宴
賦
得
龍
沙
宵
月
明
」）

故
郷
の
妾
が
、
極
寒
の
辺
境
（
龍
沙
）
に
い
る
「
私
」
の
衣
服
が
一
枚

し
か
な
い
こ
と
を
愁
い
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
辺
塞
詩

の
発
想
は
、「
燕
歌
行
」
や
「
苦
寒
行
」
な
ど
『
文
選
』
楽
府
詩
に
も
見

ら
れ
、
辺
境
の
地
ら
し
い
「
寒
さ
」
が
し
ば
し
ば
歌
わ
れ
る
。
し
か
し
、

文
武
御
製
に
見
ら
れ
る
「
独
り
寝
」、
長
屋
王
歌
に
見
ら
れ
る
「
衣
」
と

い
っ
た
情
緒
的
官
能
的
な
語
は
、『
玉
台
新
詠
』
の
艶
詩
に
集
中
的
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
留
守
を
ま
も
る
女
性
の
側
か
ら
の
閨

怨
詩
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
摘
記
し
て
み
よ
う
。

初
霜
隕
細
葉　

秋
風
駆
乱
螢　

故
妝
猶
累
日　

新
衣
襞
未
成　

（
巻
七
、
皇
太
子
簡
文
「
秋
閨
夜
思
」）

爾
時
思
錦
字　

持
製
行
人
衣 

（
巻
八
、
王
筠
「
秋
夜
二
首
」）

繊
腰
転
無
力　

寒
衣
恐
不
勝 

（
巻
八
、
劉
緩
「
寒
閨
」）

こ
れ
ら
は
旅
先
の
夫
を
思
い
、
衣
を
縫
っ
た
り
、
そ
れ
が
未
完
成
で

あ
っ
た
り
す
る
さ
ま
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
女
性
の
立
場
か
ら

の
詠
と
い
っ
て
も
、
み
な
男
性
の
作
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
し
か

も
そ
の
中
に
は
皇
太
子
（
の
ち
の
簡
文
帝
）
の
作
も
含
ま
れ
て
お
り
、
文

武
の
創
作
意
欲
を
刺
戟
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

徒
聞
不
得
見　

独
夜
空
秋
佇　

独
夜
何
窮
極　

懐
之
枉
心
惻　

（
巻
六
、
費
昶
「
華
光
省
中
夜
聞
城
外
壔
衣
」）

こ
れ
は
辺
塞
詩
で
は
な
い
が
、
官
人
が
秋
夜
の
孤
独
を
訴
え
、
美
女
の

幻
を
心
に
思
い
浮
か
べ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
務
の
さ
な
か

に
、
寒
さ
と
孤
独
を
訴
え
、
肌
の
温
も
り
を
求
め
る
詩
が
『
玉
台
新
詠
』

に
は
歌
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
留
守
を
ま
も
る
家
妻
の
空
閨
の
怨
み
を
、

男
性
貴
紳
が
歌
う
こ
と
も
『
玉
台
新
詠
』
で
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
『
玉
台
』
艶
詩
の
志
向
を
、
文
武
天
皇
が
「
よ
き
も
の
」
と
し
て
受

け
と
め
た
と
す
れ
ば
、「
は
た
や
今
夜
も
我
が
ひ
と
り
寝
む
」
と
か
「
衣

借
す
べ
き
妹
も
あ
ら
な
く
に
」
な
ど
と
歌
う
こ
と
が
何
ら
憚
ら
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
理
由
が
判
明
す
る
。

文
武
朝
の
行
幸
歌
に
交
っ
て
、
与
謝
女
王
の
次
の
よ
う
な
作
が
あ
る
の
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も
、
右
の
仮
説
を
採
用
す
れ
ば
う
ま
く
説
明
で
き
る
。

な
が
ら
ふ
る
妻
吹
く
風
の
寒
き
夜
に
吾
が
せ
の
君
は
独
り
か
宿
ら
む　

（
１
―
五
九
）

明
ら
か
に
閨
怨
詩
的
な
一
首
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
皇
族
に
よ
っ
て
歌
わ

れ
て
い
る
こ
と
と
、「
風
」「
寒
し
」「
ひ
と
り
寝
る
」
の
語
が
文
武
御
製

と
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

同
じ
く
文
武
朝
の
行
幸
歌
で
は
、
慶
雲
三
年
の
難
波
行
幸
時
に
、
志
貴

皇
子
が
、

葦
辺
行
く
鴨
の
羽
が
ひ
に
霜
零
り
て
寒
き
暮
夕
は
倭
し
念
ほ
ゆ　

（
１
―
六
四
）

と
歌
っ
て
い
る
の
も
、
難
波
を
「
鴨
の
羽
も
凍
る
よ
う
な
」
辺
境
に
見
立

て
て
の
作
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
（
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
す
で
に

『
玉
台
新
詠
』
閨
怨
詩
の
影
響
を
見
る
説
が
出
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

）。
つ
ま
り
こ

れ
ら
の
作
は
、
辺
塞
・
閨
怨
と
い
う
趣
向
を
前
提
と
し
た
遊
戯
的
な
歌

―
―
い
う
な
れ
ば
「
辺
塞
ご
っ
こ
」
―
―
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は

天
皇
行
幸
の
場
を
、
そ
の
よ
う
な
遊
戯
的
な
文
芸
活
動
の
場
と
す
る
こ
と

が
奨
励
さ
れ
た
が
ゆ
え
の
所
産
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
大
胆
な
趣

向
の
導
入
は
、
天
皇
自
ら
の
指
示
が
な
け
れ
ば
可
能
に
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
し
、
天
皇
が
率
先
し
て
艶
詩
的
趣
向
を
推
進
し
た
か
ら
こ
そ
、
文
武

朝
の
行
幸
歌
が
王
権
讃
美
か
ら
乖
離
し
、
揃
っ
て
情
緒
的
望
郷
歌
の
方
向

に
進
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
文
武
の
試
み
は
、
そ
の
早
世
と
と
も
に
終
息
し
、
天
皇
行
幸
の

あ
り
か
た
も
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
吉
野
行
幸
に

つ
い
て
言
え
ば
、
長
い
中
断
期
間
を
経
て
、
聖
武
天
皇
の
即
位
を
契
機
と

し
て
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
と
き
に
参
照
さ
れ
た
も
の
は
人

麻
呂
の
吉
野
讃
歌
と
不
比
等
の
吉
野
詩
で
あ
り
）
（（
（

、
文
武
「
御
製
歌
」
の
趣

向
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
文
武
の
創
作
活
動
は
、

懐
風
藻
の
詠
物
詩
と
も
ど
も
一
時
期
の
所
産
に
と
ど
ま
り
、
文
学
史
上
に

孤
立
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注（１
） 

本
論
中
に
は
詠
作
年
次
に
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
集
中
「
風
が
寒
い
」
と
い
う
表

現
は
「
秋
風
」
に
集
中
し
、
ま
た
『
玉
台
新
詠
』
の
「
寒
夜
」「
寒
閨
」
も
秋
の

景
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
大
宝
二
年
秋
七
月
の
行
幸
時
が
相
応
し
い
と
考
え
ら

れ
る
。
大
宝
元
年
二
月
の
行
幸
は
春
真
っ
只
中
で
あ
り
、
歌
詠
の
発
想
と
し
て
相

応
し
く
な
い
。
歌
の
表
現
論
理
と
し
て
は
、
そ
の
と
き
実
際
に
寒
か
っ
た
か
ど
う

か
（
旧
暦
春
二
月
と
秋
七
月
ど
ち
ら
が
体
感
的
に
寒
い
か
）
は
ま
っ
た
く
問
題
と

は
な
ら
ず
、
暦
の
示
す
季
節
と
そ
の
定
型
的
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
（
と
く
に
公
的

行
事
・
公
宴
の
場
合
は
）
題
材
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
行
幸
時
が
大
宝
二
年
七
月
十
一
日
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
七
夕
を

過
ぎ
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
閨
怨
詩
的
主
題
を
誘
う
契
機
と
な
っ
た
と
も
想

像
で
き
る
。

（
２
） 
窪
田
『
評
釈
』
は
左
注
の
「
天
皇
」
を
元
明
と
解
し
て
お
り
、
澤
瀉
『
注
釈
』
も
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そ
の
可
能
性
を
支
持
し
て
い
る
が
、
元
明
天
皇
と
い
う
つ
も
り
な
ら
ば
、
三
五
番

歌
題
詞
と
同
じ
く
「
阿
閉
皇
女
」
と
い
う
文
武
朝
行
幸
当
時
の
呼
称
で
記
す
は
ず

だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
は
や
は
り
題
詞
に
い
う
「
大
行
天
皇
」
の
御
製
だ
と
い
う

注
記
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

（
３
） 

拙
稿
「
文
武
天
皇
の
漢
詩
」（『
日
本
漢
文
学
研
究
』
3
号
、
平
20
・
3
）
を
参
照
。

（
４
） 

真
淵
『
考
』
は
「
注
に
或
云
天
皇
御
製
と
有
は
誤
也
」
と
断
じ
、
岸
本
『
攷
証
』

安
藤
『
新
考
』
な
ど
に
受
け
継
が
れ
る
。
し
か
し
明
確
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。

（
５
） 

拙
稿
「
漢
字
文
化
と
歌
集
編
纂
」（『
文
芸
と
批
評
』
9
巻
7
号
、
平
15
・
5
）
を

参
照
。

（
６
） 

拙
稿
「
大
宝
元
年
の
長
意
吉
麻
呂
」（『
古
代
研
究
』
32
号
、
平
11
・
1
）
を
参
照
。

（
７
） 

宴
席
歌
と
場
（
集
団
）
の
構
造
の
時
代
的
変
化
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
杉
山
康
彦

「
饗
宴
に
お
け
る
歌
の
座
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
33
・
1
）
が
指
摘
す
る
と
こ

ろ
だ
が
、
杉
山
氏
は
第
二
期
と
第
三
期
の
間
に
変
化
が
あ
る
と
見
て
お
り
、
持
統

朝
と
文
武
朝
に
差
異
を
見
て
い
な
い
。

（
８
） 

拙
稿
「〈
戦
後
文
学
〉
と
し
て
の
柿
本
人
麻
呂
」（『
古
代
研
究
』
33
号
、
平
12
・

1
）「
儀
礼
言
語
の
形
成
と
持
統
朝
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考　

第
７
集
』
新
典

社
・
平
14
）
を
参
照
。

（
９
） 

拙
稿
「
文
武
天
皇
の
漢
詩
」（
注
３
前
掲
）「
大
神
高
市
麻
呂
の
復
権
」（『
国
文
学

研
究
』
一
二
八
集
、
平
11
・
6
）
を
参
照
。

（
10
） 

真
淵
も
行
幸
の
主
催
者
が
「
な
げ
く
」
こ
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
た
が
、
他
に
も

「
従
駕
の
人
の
心
情
を
あ
ら
は
せ
る
も
の
に
し
て
至
尊
の
歌
の
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
」

（
山
田
『
講
義
』）「
歌
の
さ
ま
も
天
皇
の
御
詠
と
は
思
は
れ
な
い
」（
鴻
巣
『
全
釈
』）

「
歌
が
ら
か
ら
推
せ
ば
御
製
と
は
思
は
れ
な
い
」（
菊
池
『
精
考
』）「
歌
の
趣
か
ら

察
す
る
と
決
し
て
至
尊
の
御
歌
で
は
な
く
、
従
駕
の
人
の
心
情
を
吐
露
し
た
も
の

な
る
こ
と
疑
が
な
い
」（
金
子
『
評
釈
』）「
天
皇
の
御
製
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な

い
歌
で
あ
る
か
ら
、
多
分
行
幸
に
御
供
し
た
臣
下
の
作
で
あ
ろ
う
」（
武
田
『
全

註
釈
』）
と
い
っ
た
否
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
「
風
体
高
く
、

詞
う
る
は
し
く
す
ぐ
れ
た
る
大
御
歌
な
る
べ
し
」（
守
部
『
檜
嬬
手
』）
の
よ
う
な

評
も
あ
り
、
ま
た
「
幸
を
悔
さ
せ
た
ま
ひ
し
御
詞
づ
く
り
」「
后
妃
を
こ
ひ
し
く

お
ぼ
し
め
す
大
御
心
を
、
后
妃
に
告
さ
せ
給
へ
る
大
御
歌
」（
御
杖
『
燈
』）
と

い
っ
た
評
も
あ
る
。
伊
藤
『
釈
注
』
は
、
長
屋
王
歌
と
一
組
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
御
製
と
推
断
す
る
有
力
な
根
拠
と
し
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
。

（
11
） 

拙
稿
「
戦
後
文
学
と
し
て
の
柿
本
人
麻
呂
」（
注
８
前
掲
）「
夜
の
従
駕
者
」（『
國

學
院
大
學
紀
要
』
54
巻
、
平
28
・
1
）
を
参
照
。

（
12
） 

拙
稿
「
文
武
天
皇
の
漢
詩
」（
注
３
前
掲
）
参
照
。
な
お
こ
う
し
た
文
武
の
志
向

（
嗜
好
）
に
は
、
簡
文
帝
の
「
立
身
先
須
謹
重
、
文
章
且
須
放
蕩
」（
藝
文
類
聚
所

引
「
誡
当
陽
公
大
心
書
」）
と
い
う
論
理
が
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
も
推
考

さ
れ
る
。

（
13
） 「
為
当
」
に
つ
い
て
は
、
神
田
喜
一
郎
『
日
本
書
紀
古
訓
攷
証
』（
養
徳
社
・
昭

24
）
七
〇
頁
以
下
、
小
島
憲
之
「
万
葉
語
『
ハ
タ
』
の
周
辺
」（『
萬
葉
』
16
号
、

昭
30
・
7
）
を
参
照
。

（
14
） 

大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
の
長
意
吉
麻
呂
「
応
詔
歌
」
に
も
王
権
讃
美
が
見
ら
れ
な
い

こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
大
宝
元
年
の
長
意
吉
麻
呂
」（
注
６
前
掲
）
を
参
照
。

ま
た
弓
削
皇
子
の
吉
野
歌
も
讃
美
性
が
相
対
化
さ
れ
、
遊
戯
色
が
強
い
こ
と
を
拙

稿
「
弓
削
皇
子
遊
吉
野
歌
の
論
」（『
古
代
研
究
』
29
号
、
平
８
・
１
）
に
述
べ
た

が
、
そ
う
な
る
と
こ
の
弓
削
歌
も
「
持
統
朝
的
」
で
は
な
く
、「
文
武
朝
的
」
な

発
想
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
15
） 

本
稿
と
は
異
な
り
、
当
該
歌
群
に
王
権
讃
美
性
を
見
る
論
に
、
竹
内
宙
明
「
文
武

天
皇
・
長
屋
王
に
よ
る
吉
野
行
幸
歌
を
め
ぐ
っ
て
」（『
青
山
語
文
』
41
号
、
平

23
・
3
）
が
あ
る
。
文
武
歌
が
宮
子
へ
の
心
配
を
、
長
屋
王
歌
が
吉
備
内
親
王
へ

の
思
慕
を
意
味
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
皇
統
の
結
束
と
強
化
を
示
す
と
い
う
推
理
は

面
白
い
が
、「
我
が
ひ
と
り
寝
む
」
と
い
う
慨
嘆
の
表
現
と
、
宮
子
（
竹
内
氏
は

懐
妊
中
と
す
る
）
の
「
身
を
案
じ
る
」
こ
と
の
間
に
は
や
は
り
径
庭
が
あ
り
、
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「
衣
借
す
べ
き
妹
」
と
い
う
仮
定
表
現
は
特
定
の
女
性
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、

吉
備
内
親
王
を
指
示
す
る
根
拠
が
な
い
。
長
屋
王
の
夫
人
は
吉
備
内
親
王
ひ
と
り

で
は
な
く
、
不
比
等
の
女
な
ど
複
数
存
在
す
る
。
編
纂
論
と
し
て
も
、
年
次
を
記

さ
な
い
以
上
、
編
者
が
聖
武
（
首
皇
子
）
の
誕
生
を
意
識
し
て
い
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。

（
16
） 

池
田
三
枝
子
「
志
貴
皇
子
・
長
皇
子
と
漢
詩
文
」（『
和
漢
比
較
文
学
』
７
号
、
平

３
・
６
）
を
参
照
。

（
17
） 

拙
稿
「
藤
原
不
比
等
と
大
伴
旅
人
」（『
古
代
文
学
の
創
造
と
継
承
』
新
典
社
・
平

23
）「
夜
の
従
駕
者
」（
注
11
前
掲
）
を
参
照
。

（
付
記
）
本
誌
昨
年
十
月
号
掲
載
の
拙
文
に
対
し
、
中
村
幸
弘
先
生
と
石
川
則
夫
先
生
か

ら
有
益
な
ご
教
示
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。


