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一
、
万
葉
集
の
歴
史
書
的
性
格
と
古
歌
の
重
視

　

歌
を
年
代
順
に
排
列
す
る
こ
と
は
、
万
葉
集
と
い
う
書
物
の
大
き
な
特
色
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
古
今
集
以
後
の
勅
撰
和
歌
集
に
お
い
て
は
、
歌
を
年
代
順
に
排

列
す
る
と
い
う
基
準
は
採
ら
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
古
今
集
が
意
識
的
に
詠
作
年
次
を
詞
書
や
左
注
に
記
載
す
る
こ
と
を
廃
し
、
歌
の
年
代
順
排
列
に
逆
ら
っ

た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
撰
集
以
下
の
勅
撰
集
も
こ
と
ご
と
く
そ
れ
に
追
随
し
た
た
め
、
和
歌
史
的
に
見
る
と
万
葉
集
の
年
代
順
排
列
の
方
が
特
異
な
も
の

に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

古
今
集
は
積
極
的
に
歌
を
歴
史
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
た
が
、
万
葉
集
は
積
極
的
に
歌
を
歴
史
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
歌
が
歴
史
に
密
接
す
る
も
の
だ

と
す
る
万
葉
集
の
考
え
方
は
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
な
ど
の
史
書
の
考
え
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
上
代
に
お
い
て
は
特
異
な
考
え
方
で
は
な
か
っ
た
こ
と
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が
わ
か
る
。
む
し
ろ
歴
史
と
い
う
文
脈
か
ら
歌
を
切
り
離
し
独
立
さ
せ
る
と
い
う
古
今
集
の
考
え
の
方
が
、
伝
統
を
切
断
す
る
大
胆
な
方
向
転
換
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。
だ
が
歌
を
歴
史
か
ら
解
放
す
る
古
今
集
の
試
み
が
常
識
化
し
た
現
在
か
ら
見
る
と
、
歴
史
に
執
す
る
万
葉
集
の
編
纂
態
度
の
方
が
、
却
っ
て
わ
か
り
に

く
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。

　

万
葉
集
と
呼
ば
れ
る
書
物
は
一
種
の
集
合
体
で
あ
っ
て
、
全
体
を
通
し
て
構
想
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
最
初
期
の
基
本
構
想
は
巻
一
・
二

に
表
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
巻
一
・
二
に
は
天
皇
代
ご
と
に
標
目
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
標
目
が
歌
集
構
成
の
軸
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歌
を
天
皇
代
ご

と
に
分
け
て
集
成
す
る
と
い
う
の
が
万
葉
集
の
最
初
期
の
構
想
で
あ
り
、
天
皇
代
ご
と
に
事
績
を
ま
と
め
る
日
本
書
紀
の
よ
う
な
書
物
と
し
て
企
画
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
万
葉
集
に
は
歴
史
書
的
な
一
面
が
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
「
歌
の
日
本
紀
」
た
る
こ
と
を
目
論
む
書
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
性
格
の
書
物
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
個
々
の
歌
の
詠
作
年
次
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
年
代
順
に
排
列
す
る
こ
と
が
必
須
の
要
件
と
な
っ
た
。

　

集
積
さ
れ
た
歌
を
王
朝
代
ご
と
に
整
理
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
万
葉
集
は
歌
の
成
立
年
次
の
確
認
に
拘
り
、
題
詞
お
よ
び
左
注
に
お
い
て
そ
れ
を

可
能
な
限
り
追
求
し
、
明
示
し
よ
う
と
努
め
た
。
万
葉
集
編
纂
の
参
考
資
料
と
な
っ
た
『
類
聚
歌
林
』
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
認
識
を
共
有
し
て
い
た
書
物
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
左
注
に
引
か
れ
た
そ
の
記
述
内
容
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
万
葉
集
と
『
類
聚
歌
林
』
と
で
は
作
者
名
や
作
歌
事
情
を
め
ぐ
っ
て
認
識
を
異
に
す
る
と

こ
ろ
が
多
々
あ
る
が
、
し
か
し
、
歌
の
詠
作
年
次
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
、
歌
を
歴
史
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
同
じ
認
識
が

共
有
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
歌
集
が
歴
史
書
的
に
編
ま
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
、
八
世
紀
に
お
い
て
宮
廷
社
会
に
共
有
さ
れ
る
認
識
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
記
紀
歌
謡
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
思
考
の
産
物
と
し
て
あ
る
。

　

歌
を
年
代
順
に
排
列
す
れ
ば
、
よ
り
古
い
歌
が
先
に
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
排
列
上
の
順
番
で
た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

意
識
的
に
「
古
い
歌
」
を
目
立
た
せ
、
尊
重
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
万
葉
集
に
は
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
伊
藤
博
氏
は
、
万
葉
集

の
構
成
原
理
に
「
古
今
対
比
の
構
造
」
が
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
構
造
を
「
古
今
倭
歌
集
的
構
造
」
と
名
づ
け
て
い
る（

（
（

。
伊
藤
氏
の
い
う
「
古
今
倭
歌
集
」
は
、�

勅
撰
の
『
古
今
和
歌
集
』
と
名
称
が
紛
ら
わ
し
い
が
、
こ
れ
は
編
纂
の
概
念
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
歌
集
名
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

勅
撰
集
の
古
今
集
は
、
書
名
の
通
り
「
古
」
の
歌
と
「
今
」
の
歌
と
を
と
も
に
収
載
し
た
と
仮
名
序
に
あ
る
が
、「
古
」
と
「
今
」
と
を
対
比
さ
せ
よ
う
と
す

る
構
成
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
古
今
集
は
、
基
本
的
に
題
材
や
そ
の
状
態
の
変
化
を
歌
の
排
列
基
準
と
し
て
い
る
の
で
、「
古
」
の
歌
と
「
今
」
の
歌
と
は
排
列

の
中
で
混
在
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
古
今
集
は
、
歌
の
年
次
を
記
載
し
て
い
な
い
の
で
、「
古
」
の
歌
と
「
今
」
の
歌
と
が
視
覚
情
報
に
お
い
て
区
分
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さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
よ
み
人
し
ら
ず
」
と
い
う
表
示
方
式
そ
れ
自
体
に
は
時
間
性
が
含
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
「
古
」
に
属
す
る
と
も�

「
今
」
に
属
す
る
と
も
古
今
集
は
指
示
し
て
い
な
い
。「
よ
み
人
し
ら
ず
」
歌
を
古
歌
と
捉
え
て
い
る
の
は
、
古
今
集
の
享
受
者
で
あ
る
研
究
者
の
側
の
推
測
で�

あ
っ
て
、
実
際
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
歌
の
中
に
は
「
古
」
の
歌
も
「
今
」
の
歌
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
混
在
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
「
古
」

と
「
今
」
と
を
意
図
的
に
混
在
さ
せ
、
そ
の
差
異
を
平
準
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
を
超
え
う
る
和
歌
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
古
今
集
の
意
図
が�

あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
新
古
今
集
に
な
る
と
「
古
」
の
歌
と
「
今
」
の
歌
と
を
意
図
的
に
交
差
さ
せ
る
よ
う
な
排
列
も
見
ら
れ
る
。
交
互
に
配
置

す
る
こ
と
に
も
一
種
の
対
比
性
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
伊
藤
氏
の
言
う
「
古
今
対
比
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
部
分
的
な
対
比
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
万
葉

集
の
「
古
今
対
比
の
構
造
」「
古
今
倭
歌
集
的
構
造
」
と
は
、「
古
」
の
歌
と
「
今
」
の
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
が
歌
群
と
し
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
を
「
古
」
か
ら
「
今
」

へ
と
序
列
化
し
て
配
置
す
る
と
い
う
巻
の
構
成
法
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
排
列
法
に
お
い
て
優
先
さ
れ
重
視
さ
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
「
古
」
の
歌
で
あ
る
。「
古
」
の
歌
の
ま
と
ま
り
を
先
に
も
っ
て
く
る
こ
と
で
視
覚
的
に�

目
立
た
せ
、
歌
の
歴
史
が
「
古
」
か
ら
「
今
」
へ
と
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
展
開
を
可
視
化
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
、
万
葉
集
の
各
巻
・
各
部
立
に
お
い

て
、「
古
」
の
歌
が
「
規
範
」
と
し
て
巻
頭
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
、
そ
れ
を
「
巻
頭
的
規
範
意
識
」
と
呼
ぶ（

（
（

。
む
ろ
ん
巻
頭
歌
が
規
範
性
あ
る
い
は
象

徴
性
・
権
威
性
を
有
す
る
と
い
う
認
識
は
、
古
今
集
以
下
の
歌
集
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
る
通
時
的
な
現
象
で
あ
る
。
そ
の
た
め
勅
撰
集
に
お
い
て
も
巻
頭
歌
に

古
歌
が
選
ば
れ
る
こ
と
は
あ
り
、
と
く
に
新
古
今
集
あ
た
り
は
そ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
、
巻
頭
に
古
歌
を
据
え
る
こ
と
が
万
葉
集
だ
け
の
特
色
だ
と
断

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
新
古
今
集
に
し
て
も
、
巻
頭
歌
だ
け
で
は
な
く
巻
軸
歌
に
も
古
歌
を
配
し
た
り
も
し
て
い
る
の
で
、
規
範
意
識
が
巻
頭
歌
に
傾

斜
す
る
万
葉
集
と
は
論
理
が
異
な
る
と
言
え
よ
う
。

　

一
口
に
「
古
歌
」
と
言
っ
て
も
、
万
葉
集
が
排
列
上
で
重
視
す
る
古
歌
と
、
古
今
集
以
後
の
典
拠
と
さ
れ
る
古
歌
と
で
は
、
意
味
や
価
値
が
違
っ
て
い
る
だ�

ろ
う
。
古
今
集
以
後
の
古
歌
の
理
解
に
は
、
い
わ
ゆ
る
名
歌
と
か
不
朽
の
古
典
と
い
っ
た
価
値
の
投
影
が
あ
り
、
文
芸
作
品
と
し
て
の
普
遍
的
な
価
値
が
重
視
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
普
遍
性
の
証
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
特
定
の
過
去
の
時
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
だ
と

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
万
葉
集
の
古
歌
重
視
に
は
、
歴
史
遺
産
と
か
歴
史
的
記
念
物
に
類
し
た
価
値
の
投
影
が
あ
り
、
特
定
の
時
代
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
歴
史
資
料
と
し
て
の
意
義
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
万
葉
集
は
歴
史
書
的
な
意
図
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
の
「
古
」
は
漠

然
と
し
た
過
去
で
は
な
く
、
つ
ね
に
具
体
的
な
過
去
の
あ
る
時
点
を
指
し
示
し
て
い
る
。

二
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「
古
い
歌
」
を
尊
ぶ
尚
古
思
想
は
、
万
葉
集
に
限
ら
ず
ど
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
伝
来
の
「
古
さ
」
が
正
統
性
を
保
証
す

る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
古
今
集
の
仮
名
序
は
、「
天
地
の
ひ
ら
け
は
じ
ま
り
け
る
時
」
か
ら
歌
は
存
在
し
て
い
た
と
言
い
、
現
存
す
る
最

古
の
歌
と
し
て
シ
タ
デ
ル
ヒ
メ
の
歌
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
歌
と
を
挙
げ
、
神
代
に
ま
で
遡
る
和
歌
の
歴
史
の
「
古
さ
」
を
主
張
し
て
い
る
。
古
今
集
は
、
歌
の
起
源
を�

「
神
話
」
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
和
歌
の
権
威
化
を
も
図
っ
た
と
言
え
る（

（
（

。

　

だ
が
万
葉
集
の
場
合
は
、
神
々
の
歌
を
収
載
す
る
古
事
記
・
日
本
書
紀
と
同
時
代
の
書
物
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
か
「
神
が
詠
ん
だ
歌
」
は
一
首
も
載
せ
て
い

な
い
。
千
載
集
以
後
の
勅
撰
集
は
神
詠
や
託
宣
和
歌
の
収
録
に
意
欲
的
で
あ
る
が
、
万
葉
集
の
態
度
は
そ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
万
葉
集
の
「
古
今
対

比
」
の
論
理
と
い
う
も
の
は
、正
統
性
を
求
め
て
た
だ
ひ
た
す
ら
「
古
い
歌
」
を
探
求
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
は
な
い
。
万
葉
集
が
求
め
る
「
古
さ
」
と
は
、

歴
史
年
表
上
の
特
定
の
一
点
で
あ
り
、
歴
史
的
に
見
て
特
定
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

二
、
巻
三
挽
歌
冒
頭
部
の
「
古
歌
」
と
そ
の
「
巻
頭
歌
」
的
性
格

　

歴
史
的
な
意
味
を
も
つ
「
古
さ
」
を
重
視
す
る
万
葉
集
に
お
い
て
、
最
も
古
い
歌
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
神
々
の
歌
で
も
な
け
れ
ば
初
代
天
皇
の
歌

で
も
な
く
、
巻
二
巻
頭
の
磐
姫
皇
后
の
歌
で
あ
り
、
ま
た
巻
四
巻
頭
の
「
難
波
天
皇
の
妹
」
の
歌
で
あ
る
。
そ
れ
に
次
い
で
古
い
歌
は
、
巻
一
巻
頭
お
よ
び
巻
九

巻
頭
の
雄
略
天
皇
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
伝
説
上
の
歌
と
見
る
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
年
代
の
設
定
自
体
は
か
な
り
現
実
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
。
万
葉
集
の
巻
一
・
二
に
お
い
て
は
、「
歌
の
歴
史
」
の
起
点
を
四
～
五
世
紀
ご
ろ
に
設
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
古
さ
」
を
主
張
し
歌
集
の
権
威
化
を

図
る
こ
と
だ
け
が
目
的
な
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
神
武
天
皇
の
歌
か
ら
始
め
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
が
、
万
葉
集
は
そ
う
い
う
選
択
は
し
な
か
っ
た
。
歌
の

「
古
さ
」
だ
け
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
磐
姫
皇
后
と
か
雄
略
天
皇
と
い
う
特
定
の
人
物
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
が
基
準
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
象
徴

と
な
る
べ
く
、
巻
頭
歌
が
選
択
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
の
代
表
に
仁
徳
で
は
な
く
雄
略
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
に
も
、
ま
た
皇
后
の
代
表
に
神
功
で
は
な
く
磐

姫
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
に
も
、
歌
集
の
権
威
化
と
は
違
う
志
向
を
も
っ
た
巻
一
・
二
編
者
の
姿
勢
が
窺
え
る
。

　

巻
一
・
二
お
よ
び
巻
四
は
、
四
～
五
世
紀
ご
ろ
の
「
古
歌
」
を
巻
頭
歌
に
選
ん
だ
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
挟
ま
れ
る
巻
三
で
は
、
な
ぜ
か
人
麻
呂
の
作
が
巻
頭
歌

に
選
ば
れ
て
い
る
。
皇
族
で
は
な
い
歌
人
が
巻
頭
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
巻
一
・
二
や
巻
四
と
は
発
想
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
詠
作
年
代
も
七
世
紀
末�

二
四



聖
徳
太
子
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悲
傷
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と
大
津
皇
子
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流
涕
歌

ま
で
一
気
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
人
麻
呂
は
、
巻
一
・
二
に
お
い
て
は
「
今
」
を
代
表
す
る
歌
人
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
巻
三
に
お
い
て
は
「
古
」
の
歌
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
巻
三
の
成
立
は
巻
一
・
二
よ
り
も
新
し
く
、
持
統
朝
が
遠
い
過
去
と
し
て
顧
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
編
纂
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
の
巻
三
は
、雑
歌
・
譬
喩
歌
・
挽
歌
の
三
つ
の
部
立
か
ら
成
る
。
そ
の
う
ち
、雑
歌
の
冒
頭
が
人
麻
呂
で
あ
り
、譬
喩
歌
の
冒
頭
は
紀
皇
女
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

と
も
に
持
統
朝
ご
ろ
の
歌
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
巻
三
は
持
統
朝
を
「
古
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、し
か
し
挽
歌
部
の
冒
頭
を
見
る
と
、

七
世
紀
初
め
の
聖
徳
太
子
の
歌
が
置
か
れ
て
お
り
、
大
き
く
年
代
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
巻
一
の
排
列
で
は
雄
略
朝
の
次
が
舒
明
朝
ま
で
飛
び
、
巻
二
で
は
仁
徳

朝
の
次
が
天
智
朝
ま
で
飛
ん
で
い
る
。
従
っ
て
推
古
朝
の
聖
徳
太
子
詠
は
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
仁
徳
朝
・
雄
略
朝
に
次
ぐ
古
い
歌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
巻
三
の
巻
頭
歌
は
形
式
上
は
人
麻
呂
歌
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
巻
一
・
二
の
年
代
観
を
基
準
と
す
る
な
ら
、
挽
歌
部
の
冒
頭
に
あ
る
聖
徳
太
子
詠
こ

そ
が
、
本
来
な
ら
ば
巻
三
の
巻
頭
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
「
古
歌
」
で
あ
る
は
ず
の
聖
徳
太
子
詠
が
巻
三
の
巻
頭
歌
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
か

と
言
え
ば
、
挽
歌
の
部
を
巻
の
最
初
に
も
っ
て
く
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
編
纂
方
針
が
万
葉
集
に
は
一
貫
し
て
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
万
葉
集
の
各

巻
に
お
い
て
は
、
挽
歌
の
部
は
必
ず
最
後
に
回
さ
れ
る
と
い
う
明
瞭
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
巻
三
で
も
雑
歌
が
先
行
し
、
挽
歌
は
最
後
に
回
さ
れ
た
た

め
、
聖
徳
太
子
詠
は
巻
頭
歌
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
順
序
は
後
に
回
さ
れ
た
が
、
こ
の
聖
徳
太
子
歌
に
実
質
的
な
「
巻
頭
歌
」
の
機
能
、
す
な
わ
ち
巻
三

を
象
徴
す
る
よ
う
な
「
古
歌
」
と
し
て
の
役
割
を
与
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
、巻
三
挽
歌
冒
頭
部
の
編
纂
者
（
以
下
こ
れ
を
便
宜
的
に
「
巻
三
編
者
」
と
呼
称
す
る
）

に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か（

（
（

。

　

そ
の
聖
徳
太
子
詠
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
、
大
津
皇
子
の
辞
世
歌
で
あ
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
も
大
津
皇
子
も
、
歴
史
上
の
人
物
と

し
て
日
本
書
紀
に
登
場
し
、
歴
史
記
述
の
中
で
も
強
い
印
象
を
残
す
物
語
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
点
で
は
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
磐
姫
や
雄
略

が
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
中
で
も
強
烈
な
印
象
を
残
す
物
語
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
に
似
通
っ
て
い
る
。
謀
反
事
件
の
責
め
を
負
っ
て
死
を
賜
っ
た
大
津

の
最
期
は
、
歴
史
上
記
憶
に
残
る
事
件
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
書
紀
の
編
者
も
、
謀
反
人
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
知
性
を
賞
賛
す
る
と
い
っ
た
、
印
象
に
残
る
よ
う
な

書
き
方
を
選
択
し
て
い
る
。
ま
た
万
葉
集
の
巻
二
挽
歌
に
は
、
姉
・
大
伯
皇
女
が
大
津
の
死
に
際
し
て
詠
ん
だ
歌
が
複
数
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
大
津
自
身

に
よ
る
辞
世
歌
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
巻
二
挽
歌
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
本
当
に
大
津
が
自
ら
の
死
に
際
し
て
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
歴
史
的
に
意
義
深
い
歌
の
存
在
を
、
古
歌
の
博
捜
に
努
め
た
で
あ
ろ
う
巻
二
編
者
が
見
落
と
す
と
い
う
の
は
ど
う
も
考
え
に
く
い
。
巻
二
挽
歌
に
は
後
か
ら�

二
五
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歌
が
追
補
さ
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
大
津
の
辞
世
歌
も
、
後
か
ら
巻
二
に
追
補
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

（
（

。

　

聖
徳
太
子
歌
に
対
し
て
も
同
様
の
疑
問
は
残
る
。
舒
明
御
製
よ
り
も
古
く
、
由
緒
が
あ
る
と
思
し
き
歌
が
、
な
ぜ
巻
一
に
も
巻
二
に
も
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
歴
史
的
な
意
義
を
有
す
る
は
ず
の
歌
が
、
後
か
ら
巻
二
挽
歌
に
追
補
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
単
に
資
料
か
ら
洩
れ
て

い
て
、
後
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
拾
遺
の
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
疑
わ
し
く
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
は
最
初
か
ら
巻
三
挽
歌
の
冒
頭
部
を
飾
る
べ
く
用
意
さ
れ

た
歌
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
つ
ま
り
こ
の
二
首
は
、
巻
一
・
二
の
編
纂
か
ら
洩
れ
た
歌
で
は
な
く
、
巻
三
挽
歌
部
の
規
範
あ
る
い
は
象
徴
と
な
る
べ
き
「
古
歌
」

と
し
て
、
巻
三
編
纂
と
同
時
に
出
現
し
た
歌
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
古
歌
重
視
の
思
想
が
新
た
な
「
古
歌
」
の
出
現
を
要

請
し
、
つ
い
に
は
「
古
歌
」
を
新
た
に
作
り
出
す
と
い
う
倒
錯
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
生
ん
だ
可
能
性
す
ら
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
二
首
が
巻
一
・
二
に
は
収
録
さ
れ
ず
、
巻
三
に
到
っ
て
初
め
て
収
録
さ
れ
た
と
い
う
の
は
か
な
り
不
自
然
で
は
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
点
だ
け
で
は
、

こ
れ
ら
が
新
た
に
作
ら
れ
た
歌
だ
と
断
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
以
下
の
論
述
で
は
、
個
別
の
表
現
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
証
し
、
こ
れ
ら
が
真
の

「
古
歌
」
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
二
首
が
巻
二
挽
歌
を
強
く
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
し
、
そ
こ

に
巻
三
編
者
の
意
図
を
読
み
取
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　

三
、「
墾
田
宮
御
宇
天
皇
代
」
標
目
と
模
倣
の
欲
望

　

改
め
て
当
該
の
二
首
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　

上
宮
聖
徳
皇
子
、
竹
原
井
に
出
遊
す
る
時
、
龍
田
山
の
死
人
を
見
て
、
悲
傷
し
て
作
れ
る
歌
一
首　

　
　
　
　
　

墾
田
宮
御
宇
天
皇
代　
墾
田
宮
に
御
宇
せ
し
は
、
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
な
り
。
諱
は
額
田
。
謚
は
推
古
。

　
　

家
な
ら
ば
妹
が
手
纒
か
む　

草
枕
旅
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ
（
（
―
四
一
五
）

　
　
　
　
　

大
津
皇
子
、
死
を
被
ふ
り
し
時
、
磐
余
池
の
陂
に
涕
を
流
し
て
作
れ
る
歌
一
首

　
　

も
も
づ
た
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む
（
四
一
六
）

　
　
　
　
　
　

右
は
、
藤
原
宮
の
朱
鳥
元
年
冬
十
月
。

二
六



聖
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こ
の
二
首
が
、
巻
三
挽
歌
冒
頭
に
配
置
さ
れ
た
「
古
歌
」
で
あ
る
。
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
最
初
の
聖
徳
太
子
歌
の
方
に
は
、
題
詞
と
と
も
に
天
皇

代
の
標
目
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
題
詞
の
後
に
天
皇
代
標
目
が
記
載
さ
れ
る
と
い
う
順
序
は
他
に
は
見
ら
れ
ず
、
異
例
と
い
う
点
で

資
料
的
に
疑
わ
し
く
も
見
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
標
目
の
形
式
は
巻
一
・
二
に
見
ら
れ
る
天
皇
代
標
目
の
書
き
方
を
か
な
り
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、
資
料

上
の
夾
雑
物
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
も
躊
躇
さ
れ
る
。

　

こ
の
標
目
は
、
諸
本
に
よ
っ
て
形
式
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
紀
州
本
・
広
瀬
本
・
古
葉
略
類
聚
抄
は
、
題
詞
の
次
の
行
に
改
行
し
て
、
題
詞

と
同
じ
大
き
さ
の
字
で
「
墾
田
宮
御
宇
天
皇
代
」
と
い
う
標
目
を
記
し
、
そ
の
下
に
推
古
天
皇
に
つ
い
て
の
細
注
を
記
す
。
な
お
標
目
の
字
高
は
、
広
瀬
本
と
古

葉
略
類
聚
抄
は
題
詞
と
同
じ
高
さ
で
あ
り
、
紀
州
本
は
題
詞
よ
り
も
一
段
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
細
井
本
は
当
該
歌
が
巻
三
と
巻
四
後
半
に
重
出
し
て
い
る
の

だ
が
、
非
仙
覚
本
系
統
で
あ
る
巻
四
の
方
は
、
紀
州
本
と
同
じ
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
活
字
無
訓
本
の
巻
四
も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
が
、
標
目
の
み
で
細
注
は

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
本
願
寺
本
・
神
宮
文
庫
本
・
温
故
堂
本
・
大
矢
本
・
京
大
本
お
よ
び
細
井
本
の
巻
三
（
仙
覚
本
系
）
は
、「
小
墾
田
宮
御
宇
天
皇
代
」�

以
下
す
べ
て
を
小
字
に
し
て
、
題
詞
の
下
の
細
注
と
し
て
い
る（

（
（

。
な
お
類
聚
古
集
は
題
詞
の
下
に
「
推
古
天
皇
代
」
と
の
み
小
字
で
記
し
て
お
り
、
活
字
附
訓
本
・

寛
永
版
本
は
題
詞
の
み
を
記
し
、
天
皇
代
に
つ
い
て
の
注
記
は
一
切
記
さ
な
い
。
活
字
無
訓
本
も
巻
三
は
同
様
で
あ
る
。

　

巻
三
の
中
で
異
質
な
こ
の
天
皇
代
標
目
を
、
澤
瀉
『
注
釈
』
や
西
宮
『
全
注
』
は
後
人
の
書
入
れ
と
見
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
標
目
を
欠
く
の
は
、
現
存
古
写
本
で
は
類
聚
古
集
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
古
写
本
は
、
書
式
の
違
い
は
あ
れ
ど
標
目
を
記
載
し
て

い
る
と
い
う
事
実
は
そ
れ
な
り
に
重
み
を
も
つ
。
な
お
『
釈
日
本
紀
』
巻
二
十
八
の
裏
書
に
は
「
上
宮
聖
徳
皇
子
、
竹
原
井
に
出
遊
す
る
時
、
龍
田
山
の
死
人
を

見
て
、
悲
傷
し
て
作
れ
る
歌
一
首
」
の
題
詞
が
歌
と
と
も
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
「
墾
田
宮
御
宇
天
皇
代
」
の
標
目
が
題
詞
に
続
け
て
記
さ
れ
て�

い
る
。
資
料
の
状
況
か
ら
は
、
当
該
の
標
目
が
か
な
り
古
い
段
階
か
ら
万
葉
集
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

活
字
無
訓
本
を
見
る
と
、
巻
四
の
当
該
歌
に
は
標
目
が
あ
る
が
、
巻
三
の
当
該
歌
に
は
全
く
注
記
が
な
い
。
活
字
附
訓
本
は
巻
三
の
重
出
を
訂
し
た
た
め
、
以

後
の
版
本
は
標
目
が
な
い
本
文
と
な
っ
た
。
林
道
春
本
に
は
注
記
が
存
在
す
る
の
で
、
古
活
字
本
編
集
に
際
し
て
脱
落
あ
る
い
は
削
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
天
皇
代
標
目
を
記
さ
な
い
伝
本
が
存
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

類
聚
古
集
だ
け
に
異
な
る
注
記
が
見
ら
れ
る
の
は
、
必
ず
し
も
古
態
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
書
物
の
特
性
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

類
聚
古
集
は
次
点
期
本
で
は
あ
る
が
、
巻
と
歌
群
を
解
体
し
て
排
列
を
組
み
換
え
て
い
る
た
め
、
元
々
の
部
立
や
天
皇
代
標
目
が
無
効
化
さ
れ
て
お
り
、
ま
た�

二
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題
詞
・
左
注
が
略
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
麻
呂
を
「
人
丸
」
と
記
す
な
ど
、
祖
本
を
忠
実
に
書
写
し
た
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
が
多
々
見
ら�

れ
る
。
隣
接
す
る
大
津
皇
子
の
辞
世
歌
も
、
諸
本
の
左
注
に
あ
る
「
藤
原
宮
朱
鳥
元
年
（
冬
）
十
月
」
が
、
類
聚
古
集
で
は
題
詞
の
下
の
注
記
に
移
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
類
纂
歌
集
で
も
古
葉
略
類
聚
抄
に
は
当
該
の
標
目
が
大
字
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
天
皇
代
を
簡
単
な
注
記
に
書
き
換
え
た
の
は
、
類
聚
古
集
の
独
自
の
判

断
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。

　

こ
の
よ
う
に
諸
本
の
本
文
状
況
か
ら
判
断
す
る
な
ら
、
当
該
の
天
皇
代
標
目
が
原
本
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
軽
々
に
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、

か
な
り
古
く
か
ら
こ
の
標
目
は
存
在
し
て
お
り
、
万
葉
集
の
正
文
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
書
写
状
況
か
ら
は
推
測
で
き
る
。
標
目
が
題
詞
の
注

記
と
な
っ
て
い
る
形
式
は
不
自
然
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
書
式
は
仙
覚
本
系
統
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
非
仙
覚
本
系
統
の
本
文
で
は
、
天
皇
代
標
目
を
独
立
さ
せ

て
大
字
で
記
し
て
い
る
。
後
者
の
書
式
な
ら
ば
、
巻
一
・
二
の
書
式
に
一
致
し
、
不
自
然
で
は
な
い
。
標
目
を
細
字
注
記
と
す
る
西
本
願
寺
本
な
ど
の
新
点
本�

よ
り
も
、
標
目
を
大
書
す
る
紀
州
本
や
広
瀬
本
の
体
裁
の
方
が
、
古
態
を
と
ど
め
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
と
推
考
さ
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
題
詞
の
後
に
天
皇
代
標
目
を
掲
げ
る
と
い
う
順
序
は
、
巻
一
・
二
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
順
序
が
不
自
然
で
あ
る
た
め
、
新
点
本
は
題
詞
下
の

注
記
に
書
き
改
め
、
古
活
字
本
・
版
本
は
削
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
不
自
然
な
順
序
に
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
巻
一
・
二
の
よ
う
に
題

詞
の
前
に
推
古
朝
の
標
目
を
出
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
後
も
す
べ
て
の
天
皇
代
に
標
目
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
巻
三
編
者
は
苦
肉
の
策

と
し
て
、
仕
方
な
く
こ
の
よ
う
な
順
序
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
こ
の
異
例
の
順
序
は
必
ず
し
も
誤
写
で
は
な
く
、
編
纂
当
初
か
ら
の
配
置
と

し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

巻
一
・
二
は
天
皇
代
を
構
成
上
の
大
き
な
区
分
と
し
て
立
て
て
い
る
が
、
巻
一
・
二
を
継
承
す
べ
く
編
纂
さ
れ
た
と
思
し
い
巻
三
・
四
に
お
い
て
は
、
天
皇
代

の
標
目
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
巻
三
・
四
が
天
皇
代
標
目
を
廃
し
た
の
は
、
藤
原
宮
の
造
営
以
後
は
一
代
一
宮
制
が
廃
さ
れ
、「
〇
〇
宮
御
宇
天
皇
」
と
い
う
宮

号
に
よ
る
呼
称
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
大
宝
建
元
以
後
は
年
号
を
用
い
た
年
次
表
示
が
普
及
定
着
し
た
た
め
、
天
皇
代
に
よ
っ
て
年
代
を
示

す
発
想
が
衰
退
し
た
こ
と
が
作
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
永
代
宮
都
と
年
号
と
い
う
律
令
的
思
考
の
進
展
に
伴
っ
て
、
天
皇
代
を
基
準
と
す
る
巻
一
・
二
の
よ
う
な

編
纂
方
針
は
、
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
天
皇
代
標
目
が
不
要
に
な
っ
た
は
ず
の
巻
三
に
お
い
て
、
な
ぜ
当
該
の
聖
徳
太
子
歌
だ
け
に
異
例
の
標
目
が
附
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
こ

に
は
、
巻
一
・
二
に
推
古
天
皇
代
す
な
わ
ち
「
墾
田
宮
御
宇
天
皇
代
」
の
項
目
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
巻
三
編
者
は
、
巻
一
・
二

二
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聖
徳
太
子
の
悲
傷
歌
と
大
津
皇
子
の
流
涕
歌

の
歴
史
記
述
に
は
推
古
朝
と
い
う
重
要
な
時
代
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
発
見
し
、
そ
の
遺
漏
を
補
完
す
る
つ
も
り
で
、
推
古
天
皇
代
の
標
目
を
い
さ
さ

か
強
引
に
巻
三
に
挿
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
巻
一
・
二
を
正
統
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
の
証
と
し
て
、
天
皇
代
標
目
と
い
う
形
式
を

模
倣
し
て
み
た
い
と
い
う
欲
望
も
巻
三
編
者
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
考
さ
れ
る
。

　

聖
徳
太
子
歌
と
い
う
権
威
あ
る
「
古
歌
」
を
挽
歌
部
冒
頭
に
据
え
よ
う
と
す
る
意
識
と
、
権
威
あ
る
巻
一
・
二
の
形
式
に
倣
っ
て
天
皇
代
標
目
を
記
そ
う
と
す

る
意
識
と
は
、
ほ
と
ん
ど
同
型
の
思
考
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
意
識
」
と
は
、
規
範
意
識
で
あ
り
、
歴
史
意
識
で
あ
る
。
規
範
意
識
と
い
う

の
は
、
巻
一
・
二
を
踏
襲
す
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
歴
史
意
識
と
い
う
の
は
、
歌
の
詠
作
年
代
を
明
示
し
よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
巻
三
編
者
の

意
図
と
し
て
は
、
聖
徳
太
子
歌
の
「
墾
田
宮
御
宇
天
皇
代
」
の
標
目
に
対
応
す
る
も
の
が
、
大
津
皇
子
歌
の
左
注
「
藤
原
宮
朱
鳥
元
年
冬
十
月
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

歌
の
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
図
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
、
年
号
が
存
在
す
る
場
合
は
年
号
を
時
間
表
示
の
原
理
に
採
用
し
（
こ
れ
は
大
宝
以
後
の�

律
令
官
人
な
ら
で
は
の
思
考
様
式
で
あ
る
）、
年
号
の
存
在
し
な
い
推
古
朝
に
対
し
て
は
、
巻
一
・
二
に
倣
っ
て
天
皇
代
に
よ
る
時
間
表
示
を
選
ん
だ
わ
け
で
あ

る
。
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
巻
三
編
者
は
聖
徳
太
子
歌
に
は
天
皇
代
標
目
を
記
し
、
大
津
皇
子
歌
に
は
年
次
左
注
を
記
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
書
式
は
不
統
一
で
は
あ
る
が
、
意
図
は
同
一
で
あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
も
巻
三
編
者
に
よ
る
記
載
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
墾
田
宮
」
と
い
う
宮
名
を
記
し
た
後
に
、「
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
」
と
い
う
天
皇
の
名
や
「
推
古
」
と
い
う
漢
風
諡
号
を
記
す
形
式
は
、巻
一
・
二
に
見
ら
れ
る�

「
近
江
大
津
宮
御
宇
天
皇
代　
天
命
開
別
天
皇
。
謚
を
天
智
天
皇
と
曰
ふ
」
と
い
っ
た
標
目
の
形
式
を
意
識
的
に
模
倣
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
つ
ま
り
巻
三
に
は
巻
一
・

二
に
対
す
る
模
倣
の
欲
望
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
巻
三
を
編
纂
す
る
と
い
う
作
業
そ
の
も
の
が
巻
一
・
二
の
成
立
を
前
提
と
し
て
お
り
、
巻

一
・
二
の
内
容
を
享
受
し
た
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
巻
三
編
者
は
読
者
と
し
て
巻
一
・
二
を
読
ん
で
い
た
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

巻
三
編
者
が
、
巻
一
・
二
の
所
収
歌
と
標
目
・
題
詞
・
左
注
の
記
述
を
丁
寧
に
読
み
込
ん
だ
上
で
、
模
倣
の
意
志
と
補
完
の
意
志
と
を
も
っ
て
巻
三
を
編
纂
し

た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
類
似
や
照
応
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
歌
を
巻
三
に
入
れ
た
の
は
、
推
古
朝
の
歌
が
巻
一
・
二
に
欠
け
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
大
津
の
辞
世
歌
を
入
れ
た
の
は
、
巻
二
の
相
聞
と
挽
歌
に
大
津
関
連
歌
が
多
く
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
間
皇
子
の
よ
う
な
辞
世
歌
が
大
津
に
は

欠
け
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
巻
三
編
者
に
は
、
巻
一
・
二
を
正
統
に
継
承
す
る
と
い
う
意
識
と
と
も
に
、
そ
の
欠
落
を
補
っ
て
み
せ
た
い
と

い
う
欲
望
が
あ
り
、
そ
の
欲
望
が
挽
歌
冒
頭
部
に
表
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
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四
、
聖
徳
皇
子
「
龍
田
山
悲
傷
歌
」
と
巻
二
へ
の
志
向

　

巻
三
の
聖
徳
太
子
歌
が
、
日
本
書
紀
の
推
古
二
十
一
年
十
二
月
条
の
記
事
と
歌
謡
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
古
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
推
古
紀
の
記
事

は
、「
片
岡
山
説
話
」
と
通
称
さ
れ
る
有
名
な
聖
徳
太
子
説
話
で
、
書
紀
の
他
に
も
、『
七
代
記
』『
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
』『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
と
い
っ
た
太

子
伝
や
、『
日
本
霊
異
記
』『
三
宝
絵
』『
今
昔
物
語
集
』『
沙
石
集
』
と
い
っ
た
説
話
集
、
さ
ら
に
は
『
拾
遺
和
歌
集
』『
俊
頼
髄
脳
』『
袋
草
紙
』『
古
来
風
体
抄
』

な
ど
の
和
歌
集
・
歌
論
書
に
も
類
話
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
太
子
伝
の
中
で
も
成
立
の
古
い
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
に
は
、
な
ぜ
か
こ
の
片
岡
山
説
話
は
見
ら

れ
な
い
。
従
っ
て
推
古
紀
の
記
事
が
片
岡
山
説
話
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
く
、
な
お
か
つ
年
代
的
に
見
て
、
巻
三
編
者
が
参
観
し
え
た
文
献
も
書
紀

に
絞
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
書
紀
の
記
事
を
中
心
に
検
討
を
進
め
る
。

　

推
古
紀
二
十
一
年
十
二
月
条
の
記
事
は
、「
皇
太
子
、
片
岡
に
遊
行
す
。
時
に
飢
者
、
道
の
垂
に
臥
す
」
と
始
ま
る
。
聖
徳
太
子
は
、
道
に
臥
す
飢
者
を
見
て
、

飲
食
物
と
衣
服
を
与
え
る
。
そ
し
て
太
子
は
次
の
よ
う
に
歌
っ
た
と
い
う
。

　
　

�

し
な
て
る　

片
岡
山
に　

飯
に
ゑ
て　

臥
や
せ
る　

そ
の
た
ひ
と　

あ
は
れ　

親
な
し
に　

な
れ
生
り
け
め
や　

さ
す
竹
の　

君
は
や
な
き　

飯
に
ゑ
て　

臥
や
せ
る　

そ
の
た
ひ
と　

あ
は
れ
（
紀
一
〇
四
歌
）

　

そ
の
後
飢
者
は
死
に
、
埋
葬
さ
れ
る
が
、
死
体
が
消
失
す
る
。
こ
の
飢
者
は
普
通
の
人
間
で
は
な
く
、
実
は
「
真
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も

太
子
は
そ
の
正
体
を
見
抜
い
て
お
り
、「
聖
は
聖
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
に
こ
の
説
話
の
眼
目
が
あ
る
。
最
後
ま
で
読
む
と
、
こ
の
説
話
の
主
題
が
聖
徳
太
子
の

超
越
性
を
語
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
太
子
の
慈
悲
心
や
仁
愛
を
語
る
こ
と
に
は
さ
ほ
ど
力
点
が
置
か
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
こ
の
説
話
は
仏
教
色
が
薄

く
、「
真
人
」
と
い
う
語
や
、「
尸
解
」
の
発
想
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
教
色
の
濃
い
説
話
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
片
岡
山
説
話
が
『
法
王
帝
説
』
に
見
ら
れ

な
い
の
も
、
こ
の
説
話
の
成
立
環
境
が
仏
教
寺
院
で
は
な
く
、
官
人
社
会
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

推
古
紀
の
歌
は
、
ま
だ
生
き
て
い
る
「
飢
者
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
万
葉
の
歌
は
「
死
人
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
あ
は
れ
」
の
趣
旨
が
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
。
新
編
全
集
の
日
本
書
紀
は
、
従
来
「
旅
人
」
と
解
さ
れ
て
き
た
「
た
ひ
と
」
を
「
田
人
（
農
夫
）」
と
解
し
て
万
葉
歌
と
の
弁
別
を
図
る
が
、

慥
か
に
書
紀
の
飢
者
は
農
民
で
も
よ
い
わ
け
で
、
旅
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
万
葉
歌
の
方
は
、
死
者
が
「
旅
に

0

0

臥
や
せ
る
」�

三
〇



聖
徳
太
子
の
悲
傷
歌
と
大
津
皇
子
の
流
涕
歌

者
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
地
名
が
「
片
岡
山
」
か
ら
「
龍
田
山
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
の
も
、
龍
田
越
え
が
旅
人
に
と
っ
て
の
要
衝

で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
万
葉
集
中
に
龍
田
山
の
地
名
は
多
い
が
、
中
で
も
巻
一
に
あ
る
「
海
の
底
奥
つ
白
浪
立
田
山
い
つ
か
越
え
な
む
妹
が
あ
た
り
見
む
」�

（
（
―
八
三
）
と
い
う
長
田
王
の
歌
は
、
巻
三
編
者
が
直
接
参
観
し
た
蓋
然
性
が
高
く
、
当
該
歌
の
地
名
設
定
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
「
片
岡
山
説
話
」
と
呼
ば
れ
る
通
り
、
こ
の
説
話
の
舞
台
が
「
片
岡
」
で
あ
る
こ
と
は
諸
書
に
一
致
し
て
い
る（

（
（

。
万
葉
集
だ
け
が
「
竹
原
井
に
出
遊
す
る
時
、

龍
田
山
の
死
人
を
見
て
」
と
記
し
、
諸
書
と
は
地
名
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
諸
書
が
一
致
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
相
違
を
単
な
る
訛
伝
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
伊
藤
博
氏
は
、「
竹
原
井
」
と
い
う
地
名
が
資
料
に
現
れ
る
の
が
養
老
以
後
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
か

つ
そ
れ
が
行
幸
記
事
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、「
太
子
の
歌
が
仮
託
さ
れ
た
の
は
、
養
老
元
年
の
竹
原
井
行
幸
時
あ
た
り
で
あ
っ
た
と
見
て
大
過
な
い
で
あ
ろ

う
」（『
釈
注
』）
と
述
べ
る（

（
（

。
竹
原
井
が
選
ば
れ
た
理
由
は
、
度
々
の
行
幸
で
地
名
に
親
し
み
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
片
岡
」
を�

退
け
る
理
由
と
し
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。

　

書
紀
の
「
片
岡
」「
片
岡
山
」
が
、
万
葉
で
は
「
竹
原
井
」「
龍
田
山
」
に
変
更
さ
れ
た
理
由
は
、
歌
の
詞
章
か
ら
「
し
な
て
る
片
岡
山
」
が
除
去
さ
れ
た
こ
と

と
連
動
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
歌
詞
か
ら
「
片
岡
山
」
が
除
去
さ
れ
た
の
か
と
言
え
ば
、
推
古
紀
の
歌
と
説
話
か
ら
「
飯
に
飢
え
る
」
と
い
う
要
素

を
除
去
す
る
こ
と
が
、
巻
三
の
歌
と
説
話
を
構
築
す
る
上
で
必
要
な
作
業
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
万
葉
の
歌
は
「
挽
歌
」
で
あ
り
、
死
者
哀
悼
の
歌
で
あ
っ
て
、

飢
者
哀
憐
の
歌
で
は
な
い
。
歌
の
主
題
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
推
古
紀
歌
謡
を
短
歌
に
短
縮
し
て
も
、
万
葉
の
歌
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
該
の
推
古
紀
歌
謡
は

時
代
と
と
も
に
短
歌
形
式
に
改
変
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
先
鞭
を
付
け
た
の
が
『
拾
遺
和
歌
集
』
で
あ
る
。
巻
二
十
哀
傷
の
巻
軸
に
は
、
こ
う
あ
る
。

　
　
　
　
　

�

聖
徳
太
子
、
高
岡
山
辺
道
人
の
家
に
お
は
し
け
る
に
、
餓
ゑ
た
る
人
、
道
の
ほ
と
り
に
ふ
せ
り
。
太
子
の
乗
り
た
ま
へ
る
馬
、
と
ど
ま
り
て
行
か
ず
。

ぶ
ち
を
上
げ
て
打
ち
た
ま
へ
ど
、
し
り
へ
退
き
て
と
ど
ま
る
。
太
子
、
す
な
は
ち
馬
よ
り
下
り
て
、
餓
ゑ
た
る
人
の
も
と
に
歩
み
す
す
み
た
ま
ひ
て
、

紫
の
う
へ
の
御
衣
を
ぬ
ぎ
て
、
餓
ゑ
人
の
上
に
お
ほ
ひ
た
ま
ふ
。
歌
を
詠
み
て
の
た
ま
は
く
、

　
　
　

し
な
て
る
や
片
岡
山
に
飯
に
餓
ゑ
て
ふ
せ
る
旅
人
あ
は
れ
親
な
し
（
哀
傷
・
一
三
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　

�「
に
な
れ
生
れ
け
め
や
、
さ
す
竹
の
き
ね
は
や
な
き
、
飯
に
餓
ゑ
て
、
こ
や
せ
る
旅
人
あ
は
れ
あ
は
れ
」、
と
い
ふ
歌
な
り
。

　
　
　
　
　

餓
ゑ
人
、
頭
を
も
た
げ
て
、
御
返
し
を
た
て
ま
つ
る
。

三
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
巻
（
二
〇
二
二
年
）

　
　
　

斑
鳩
や
と
み
の
を
河
の
絶
え
ば
こ
そ
わ
が
大
君
の
御
名
を
わ
す
れ
め
（
一
三
五
一
）

　

推
古
紀
歌
謡
を
そ
の
ま
ま
短
歌
に
要
約
し
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
決
し
て
万
葉
歌
の
よ
う
な
歌
に
は
な
ら
ず
、
こ
の
拾
遺
集
歌
の
よ
う
な
歌
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
太
子
の
歌
に
は
奇
妙
な
左
注
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
推
古
紀
歌
謡
を
短
歌
形
式
に
ま
と
め
る
際
に
、
は
み
出
し
た
部
分
を
記
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

左
注
の
存
在
か
ら
、
日
本
書
紀
を
参
照
し
た
上
で
、
長
歌
謡
を
短
歌
に
改
作
し
た
と
い
う
痕
跡
が
明
ら
か
で
あ
る
。
拾
遺
集
の
説
話
は
推
古
紀
と
霊
異
記
を
足
し

た
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
（「
斑
鳩
や
」
の
歌
は
霊
異
記
の
太
子
説
話
に
あ
る
）、
そ
れ
は
こ
の
拾
遺
集
の
説
話
が
口
頭
伝
承
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

既
存
の
書
物
を
参
照
し
、
縫
合
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
拾
遺
集
歌
を
推
古
紀
歌
謡
と
較
べ
て
見
る
と
、「
飯
に
餓
ゑ
て
」
と
「
親
な
し
」
が
歌
の
最
も
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。『
源
氏
物
語
』
朝
顔
巻
に
「
親
な
し
に
ふ
せ
る
旅
人
と
育
み
た
ま
へ
か
し
」
と
い
う
引
歌
表
現
が
あ
る
の
を
見
て
も
、「
親
な
し
」
が
こ
の
歌
の
特
徴
的
な�

フ
レ
ー
ズ
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
巻
三
歌
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
を
消
去
し
、
全
く
違
う
要
素
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
と
り
わ
け
特
徴
的
な
「
親
」
を
排
し
て
、
新
た
に
相
聞
色
の
強
い
「
妹
」
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
に
、
万
葉
歌
が
意
図
す
る
方
向
性
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

　

推
古
紀
歌
謡
は
、「
親
な
し
に
汝
生
り
け
め
や
。
さ
す
竹
の
君
は
や
無
き
」
と
、
飢
者
を
見
て
、
ま
ず
そ
の
「
親
」
と
「
君
（
主
人
）」
の
存
在
に
思
い
を
馳
せ

る
と
い
う
発
想
に
特
色
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
孝
」
と
「
忠
」
と
い
う
儒
教
的
徳
目
を
意
識
し
た
選
択
で
あ
る
。
推
古
紀
の
説
話
は
道
教
的
で
あ
る
が
、

歌
謡
は
儒
教
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
面
の
併
存
に
は
、
書
紀
編
纂
に
携
わ
る
よ
う
な
知
識
人
的
律
令
官
人
の
思
考
様
式
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

儒
教
的
な
人
間
関
係
を
重
視
す
る
推
古
紀
歌
謡
に
対
し
て
、
万
葉
の
太
子
歌
は
徹
底
し
て
性
愛
関
係
を
重
視
し
よ
う
と
す
る（

（
（

。「
妹
が
手
を
纒
く
」
と
い
う
の
は

い
か
に
も
万
葉
歌
ら
し
い
発
想
で
あ
り
、
そ
こ
に
推
古
紀
歌
謡
と
の
差
異
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
死
者
が
「
臥
や
せ
る
」
状
態
を
見
て
「
妹
が
手
を
纒
く
」

横
臥
を
聯
想
す
る
と
い
う
の
は
、
自
然
な
聯
想
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
意
識
的
な
「
死
」
と
「
性
＝
生
」
の
対
比
が
あ
る
。

　

問
題
は
、こ
う
し
た
発
想
が
ど
こ
か
ら
出
て
来
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
妹
が
手
を
纒
く
」と
い
う
の
は
い
か
に
も
万
葉
ら
し
い
発
想
だ
と
言
っ
た
が
、

具
体
的
に
は
巻
二
挽
歌
に
当
該
歌
に
類
似
し
た
歌
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
太
子
歌
の
よ
う
に
、
行
路
死
者
を
見
て
そ
の
妻
の
存
在
を
想
像
す
る
と
い
う
発
想
法
は
、

巻
二
挽
歌
の
人
麻
呂
「
石
中
死
人
歌
」
に
あ
る（

（1
（

。
そ
の
長
歌
末
尾
に
は
「
荒
床
に　

こ
ろ
伏
す
君
が　

家
知
ら
ば　

往
き
て
も
告
げ
む　

妻
知
ら
ば　

来
も
問
は

ま
し
を　

玉
桙
の　

道
だ
に
知
ら
ず　

鬱
悒
し
く　

待
ち
か
恋
ふ
ら
む　

愛
し
き
妻
ら
は
」（
（
―
二
二
〇
）
と
あ
り
、
ま
た
反
歌
に
は
「
妻
も
あ
ら
ば
採
み
て

食
げ
ま
し
作
美
の
山
野
の
上
の
う
は
ぎ
過
ぎ
に
け
ら
ず
や
」（
二
二
一
）
と
あ
っ
て
、
人
麻
呂
は
見
ず
知
ら
ず
の
死
者
に
対
し
て
も
、
勝
手
に
そ
の
夫
婦
関
係
を�

三
二



聖
徳
太
子
の
悲
傷
歌
と
大
津
皇
子
の
流
涕
歌

想
像
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
挽
歌
に
お
い
て
し
ば
し
ば
夫
婦
関
係
を
描
き
、
悲
劇
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
人
麻
呂
の
手
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
理
解
で
き
る（
（（
（

。�
人
麻
呂
は
、
石
見
臨
死
歌
（
（
―
二
二
三
）
や
香
具
山
悲
慟
歌
（
（
―
四
二
六
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
手
法
を
反
復
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
同
様
に
行
路
死
者

の
夫
婦
関
係
を
歌
う
巻
三
太
子
歌
の
発
想
は
、
そ
れ
が
行
路
死
人
歌
一
般
の
様
式
で
あ
っ
た
と
解
す
る
よ
り
も
、
直
接
的
に
巻
二
挽
歌
の
人
麻
呂
作
歌
に
学
ん
だ

成
果
と
し
て
理
解
し
た
方
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
太
子
歌
が
巻
二
挽
歌
か
ら
学
ん
だ
も
の
は
、「
石
中
死
人
歌
」
の
手
法
だ
け
で
は
な
い
。
太
子
歌
は
、
巻
二
挽
歌
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
有
間
皇
子

の
自
傷
歌
に
も
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

有
間
皇
子
、
自
傷
し
て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
首

　
　
　

磐
白
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
真
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
還
り
見
む
（
（
―
一
四
一
）

　
　
　

家
有
者
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る
（
一
四
二
）

　

こ
れ
を
見
る
と
、
太
子
歌
「
家
有
者
妹
が
手
纒
か
む
草
枕
旅
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ
」
は
、
有
間
の
一
四
二
歌
と
構
成
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

（1
（

。�

む
ろ
ん
「
旅
」
と
「
家
」
を
対
比
的
に
詠
む
と
い
う
方
法
は
万
葉
集
に
数
多
く
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
中
で
も
、「
家
に
あ
れ
ば
」
と
か
「
家
な
ら
ば
」
と
い
っ

た
措
辞
は
意
外
な
ほ
ど
用
例
が
少
な
い
。
表
記
別
に
見
る
と
、「
家
有
者
」
は
二
例
し
か
な
く
、「
伊
弊
那
良
婆
」「
家
尓
阿
良
婆
」「
家
尓
阿
利
弖
」
が
そ
れ
ぞ

れ
一
例
ず
つ
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
五
例
の
内
訳
は
、「
家
有
者
」
が
有
間
皇
子
歌
と
聖
徳
太
子
歌
で
あ
り
、
残
る
三
例
は
す
べ
て
憶
良
の
歌
（
日
本
挽
歌
と
熊
凝

歌
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
類
似
の
用
例
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
表
記
ま
で
一
致
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
重
視
す
る
な
ら
、
太
子
歌
は
有
間
の

一
四
二
歌
の
構
成
に
倣
っ
て
作
ら
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
巻
三
編
者
は
、
巻
二
挽
歌
冒
頭
部
の
有
間
歌
に
似
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
子
歌

を
巻
三
挽
歌
の
冒
頭
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
は
、
巻
三
の
聖
徳
太
子
歌
が
、
推
古
紀
歌
謡
を
も
と
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
意
識
的
に
「
万
葉
的
主
題
」
の
歌
に
改
作
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る（

（1
（

。
そ
の
改
作
の
方
向
性
を
決
め
た
も
の
は
、
発
想
面
に
お
い
て
は
「
石
中
死
人
歌
」
で
あ
り
、
形
式
面
に
お
い
て
は

有
間
自
傷
歌
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
太
子
歌
は
、
書
紀
を
参
照
し
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
企
図
し
、
積
極
的
に
万
葉
集
巻
二
挽
歌
の
表
現
世
界
に
追
随
し
よ

う
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

巻
二
挽
歌
冒
頭
の
有
間
自
傷
歌
は
「
挽
歌
」
に
部
類
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
死
者
追
悼
の
歌
で
は
な
く
、
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
「
旅
の
歌
」
で�

三
三
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あ
っ
た（
（1
（

。
そ
れ
を
承
け
て
巻
三
挽
歌
の
冒
頭
に
は
、「
旅
の
歌
」
で
も
あ
る
聖
徳
太
子
歌
を
置
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
有
間
自
傷
歌
は
、「
旅
の
歌
」

で
あ
る
と
同
時
に
、
謀
反
人
の
「
自
傷
歌
」
と
い
う
意
味
を
巻
二
編
者
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
謀
反
人
の
自
傷
歌
」
と
い
う
役
割
が
、
次
の
大
津
皇
子

歌
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

五
、
大
津
皇
子
「
磐
余
池
流
涕
歌
」
の
表
現
と
そ
の
新
し
さ

　

聖
徳
太
子
歌
の
題
詞
に
は
「
悲
傷
御
作
歌
」
と
あ
り
、大
津
皇
子
歌
の
題
詞
に
は
「
流
涕
御
作
歌
」
と
あ
る
が
、両
者
は
巻
二
挽
歌
の
「
但
馬
皇
女
薨
後
、穂
積�

皇
子
、
冬
日
雪
落
、
遥
望
御
墓
、
悲
傷
流
涕
御
作
歌
」
と
い
う
題
詞
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
馬
挽
歌
の
「
悲
傷
流
涕
」
を
「
悲
傷
」
と

「
流
涕
」
に
分
割
し
た
わ
け
で
あ
る
。「
流
涕
」
そ
の
も
の
は
漢
籍
に
多
用
さ
れ
る
語
で
は
あ
る
が
、
万
葉
に
お
い
て
は
、
但
馬
挽
歌
と
大
津
辞
世
歌
と
領
巾
麾
嶺

の
歌
の
題
詞
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
漢
文
題
詞
に
文
学
的
表
現
性
を
附
与
し
た
例
は
、
と
く
に
巻
二
挽
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
意
識
し

て
模
倣
し
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

題
詞
は
大
津
歌
の
作
歌
事
情
を
「
死
を
被
ふ
り
し
時
、
磐
余
池
の
陂
に
涕
を
流
し
て
作
れ
る
」
と
説
明
す
る
。
し
か
し
こ
の
作
歌
状
況
は
、
日
本
書
紀
の
記
述

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
か
な
り
不
自
然
で
あ
る
。
持
統
称
制
前
紀
の
朱
鳥
元
年
十
月
二
日
条
に
は
、「
皇
子
大
津
、
謀
反
発
覚
す
。
皇
子
大
津
を
逮
捕
す
」
と
あ
り
、

翌
三
日
条
に
は
「
皇
子
大
津
を
、
訳
語
田
舎
に
賜
死
む
。
時
に
年
廿
四
」
と
あ
る
。
従
っ
て
題
詞
に
言
う
「
死
を
被
ふ
り
し
時
」
と
は
、
書
紀
に
よ
れ
ば
十
月
三

日
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
長
く
見
積
も
っ
て
も
二
日
の
逮
捕
時
か
ら
三
日
に
か
け
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逮
捕
か
ら
賜
死
ま
で
の
短
い
時
間
の
間
に
も
、
形
式

的
で
は
あ
っ
て
も
多
少
の
尋
問
や
罪
状
認
否
は
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
逮
捕
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
自
邸
に
軟
禁
さ
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
監
視
下
に

は
置
か
れ
た
は
ず
で
、
磐
余
池
の
陂
に
佇
む
よ
う
な
暇
が
い
つ
あ
っ
た
の
か
、
い
さ
さ
か
不
思
議
に
思
わ
れ
る
。

　

題
詞
に
は
「
磐
余
池
の
陂
に

0

0

涕
を
流
し
て
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
大
津
は
堤
に
立
っ
て
池
を
眺
め
た
は
ず
で
あ
り
、
訳
語
田
舎
の
邸
内
か
ら
池
を
眺
望
し
た
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
磐
余
池
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
橿
原
市
池
尻
や
桜
井
市
池
之
内
（
香
具
山
の
近
く
）
に
比
定
す
る
和
田
萃
氏
の
説（

（1
（

と
、
そ
れ
よ
り
も
東
北

の
桜
井
市
谷
（
桜
井
駅
の
南
）
に
比
定
し
よ
う
と
す
る
千
田
稔
氏
の
説（

（1
（

に
二
分
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
池
尻
か
ら
池
の
堤
の
跡
が
発
見�

さ
れ
、
和
田
説
の
正
し
さ
が
立
証
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
磐
余
池
の
位
置
は
ほ
ぼ
確
定
し
た
と
見
て
よ
い
。

三
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そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
訳
語
田
」
と
「
磐
余
池
」
の
距
離
で
あ
る
。「
訳
語
田
」
は
、
敏
達
天
皇
の
宮
が
置
か
れ
た
地
で
あ
り
、
敏
達
は
「
訳
語
田
天
皇
」

と
も
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
な
お
霊
異
記
（
上
巻
三
縁
）
は
、
敏
達
に
対
し
て
「
磐
余
訳
語
田
宮
食
国
」
天
皇
と
い
う
注
記
を
附
し
て
い
る
の
で
、
訳
語
田
は
磐
余

に
近
く
、
広
域
と
し
て
は
磐
余
方
面
に
属
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
書
紀
を
見
れ
ば
、「
磐
余
稚
桜
宮
」「
磐
余
甕
栗
宮
」「
磐
余�

玉
穂
宮
」
あ
る
い
は
「
磐
余
池
辺
双
槻
宮
」
と
い
っ
た
「
磐
余
」
を
冠
す
る
宮
名
と
、「
訳
語
田
幸
玉
宮
」
と
で
は
、名
称
の
上
で
明
確
に
区
別
が
な
さ
れ
て
お
り
、

磐
余
と
訳
語
田
の
混
用
は
見
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
磐
余
と
訳
語
田
は
違
う
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
『
大
和
志
』
は
、
訳
語
田
幸
玉
宮
の
所
在
を
城
上
郡
太
田
村
（
桜
井
市
太
田
）
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
式
内
大
社
「
他
田
坐
天
照
御
魂
神
社
」
が
太
田
村
に

あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
太
田
は
巻
向
駅
の
近
く
で
、
桜
井
市
中
心
部
か
ら
は
か
な
り
北
に
な
り
、
磐
余
池
比
定
地
か
ら
は
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
離

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
北
島
葭
江
氏
は
、
訳
語
田
幸
玉
宮
を
桜
井
市
戒
重
（
桜
井
駅
の
西
）
に
比
定
し
た（

（1
（

。
戒
重
な
ら
ば
太
田
よ
り
は
磐
余
池
比
定
地
に�

近
づ
く
が
、
そ
れ
で
も
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
距
離
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
訳
語
田
の
所
在
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
訳
語
田
舎
を
出
て
す
ぐ

目
の
前
に
磐
余
池
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

も
し
万
葉
集
巻
三
の
題
詞
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
大
津
は
死
ぬ
前
に
磐
余
池
ま
で
の
最
後
の
散
策
を
許
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
訳

語
田
舎
で
死
を
賜
っ
た
と
い
う
日
本
書
紀
の
記
述
は
誤
り
で
、
実
は
池
の
ほ
と
り
で
自
害
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
現
実
的
に
許
さ
れ

る
も
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
社
会
に
お
い
て
謀
反
は
大
罪
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
裁
き
は
相
当
厳
格
に
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

題
詞
を
信
じ
て
物
語
的
空
想
を
巡
ら
す
よ
り
も
、
平
城
遷
都
後
に
生
ま
れ
、
飛
鳥
・
三
輪
方
面
の
土
地
勘
が
な
い
世
代
の
人
物
が
、
訳
語
田
と
磐
余
池
の
距
離
感

も
わ
か
ら
ず
大
雑
把
に
「
磐
余
」
方
面
と
認
識
し
て
、
池
の
堤
で
泣
く
と
い
う
「
物
語
」
を
考
案
し
た
と
考
え
た
方
が
、
推
論
と
し
て
は
よ
ほ
ど
合
理
的
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

疑
わ
し
い
の
は
題
詞
だ
け
で
は
な
い
。
改
め
て
「
も
も
づ
た
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む
」
と
い
う
歌
を
見
て
み
る
と
、
こ
の

歌
の
表
現
に
は
奇
妙
な
点
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
自
分
で
自
分
の
死
を
「
雲
隠
る
」
と
い
う
の
も
奇
妙
だ
が
、「
鳴
く
鴨
」
を
「
見
る
」
と
い
う
の

も
奇
妙
で
あ
る
。
理
屈
っ
ぽ
く
言
え
ば
、「
鳴
く
鴨
」
は
そ
の
声
を
「
聞
く
」
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
し
、「
見
る
」
の
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
雲
に
「
飛
ぶ
鴨
」
を

「
見
る
」
と
し
た
方
が
無
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
集
中
に
は
「
鴨
翔
け
る
見
ゆ
」（
（
―
一
二
二
七
）
と
い
う
よ
う
な
表
現
も
あ
る
。
な
ぜ
大
津
皇
子
は�

「
鳴
く
鴨
」
を
「
見
る
」
の
だ
ろ
う
か
。

三
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ま
た
こ
の
歌
の
表
現
に
は
、
朱
鳥
元
年
作
の
古
歌
ら
し
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
今
日
の
み
」
と
い
う
表
現
は
万
葉
集
に
わ
ず
か
四
例
し
か
見
ら

れ
な
い
が
、
当
該
歌
以
外
の
三
例
は
と
い
う
と
、
家
持
・
虫
麻
呂
・
三
形
王
と
、
い
ず
れ
も
天
平
期
の
歌
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
今
日
が
最
後
」
の
意

味
で
「
今
日
の
み
見
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
に
も
熟
さ
な
い
言
い
方
で
あ
る
が
、「
今
日
の
み
」
が
天
平
流
行
の
新
し
い
言
い
方
だ
と
す
れ
ば
納
得
で
き
る
。

　

そ
し
て
や
は
り
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
雲
隠
る
」
で
あ
ろ
う
。「
雲
隠
る
」
と
い
う
複
合
語
そ
の
も
の
は
万
葉
集
に
二
十
四
例
も
あ
る
。
し
か

し
そ
の
用
例
の
大
部
分
は
、
飛
ぶ
鳥
や
空
の
月
、
あ
る
い
は
遠
い
山
や
島
が
、
文
字
通
り
「
雲
に
隠
れ
る
」
と
い
う
現
象
を
直
叙
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
津
歌
の

よ
う
に
「
死
」
の
隠
喩
と
し
て
「
雲
隠
る
」
を
用
い
た
例
は
、当
該
歌
を
含
め
て
も
わ
ず
か
三
例
し
か
な
い
。
そ
の
三
例
は
す
べ
て
巻
三
挽
歌
に
集
中
し
て
お
り
、

一
例
は
天
平
元
年
（
神
亀
六
年
）
の
長
屋
王
挽
歌
で
あ
り
、
も
う
一
例
は
天
平
七
年
の
尼
理
願
挽
歌
で
あ
る
。

　
　

大
皇
の
命
恐
み
大
荒
城
の
時
に
は
あ
ら
ね
ど
雲
隠
り
い
ま
す
（
（
―
四
四
一
、
倉
橋
部
女
王
）

　
　

留
め
得
ぬ
寿
に
し
あ
れ
ば
し
き
た
へ
の
家
ゆ
は
出
で
て
雲
隠
り
に
き
（
四
六
一
、
坂
上
郎
女
）

　

当
該
歌
以
外
は
す
べ
て
天
平
期
の
用
例
に
偏
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
死
の
隠
喩
と
し
て
の
「
雲
隠
る
」
は
、
比
較
的
新
し
い
表
現
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。�

「
雲
隠
る
」
が
死
の
隠
喩
と
な
る
前
段
階
と
し
て
、
人
麻
呂
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
「
照
る
月
の　

雲
隠
る
如　

奥
つ
藻
の　

な
び
き
し
妹
は　

黄
葉
の　

過
ぎ
て

去
に
き
」（
（
―
二
〇
七
）
と
い
う
直
喩
の
表
現
が
存
在
す
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
人
麻
呂
が
死
の
隠
喩
と
し
て
い
る
の
は
「
黄
葉
の
過
ぐ
」
で
あ
り
、「
月
が
雲

に
隠
れ
る
よ
う
に
」
と
い
う
の
は
「
姿
が
見
え
な
く
な
る
」
様
態
の
譬
喩
で
あ
っ
て
、
ま
だ
「
雲
隠
る
」
自
体
は
死
の
喩
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
人
麻
呂
は
讃
歌

に
お
い
て
「
雲
隠
る
伊
加
土
山
」（
（
―
二
三
五
或
本
歌
）
と
い
う
表
現
も
用
い
て
い
る
の
で
、「
雲
隠
る
」
を
特
に
死
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
意
識
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
人
麻
呂
作
歌
よ
り
も
古
い
大
津
歌
が
、
当
然
の
よ
う
に
「
雲
隠
る
」
を
死
の
喩
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
表
現
史
的

に
見
る
と
不
審
が
残
る
。

　

そ
も
そ
も
長
屋
王
挽
歌
に
し
て
も
、
理
願
挽
歌
に
し
て
も
、
遺
さ
れ
た
者
で
あ
る
詠
者
の
地
上
的
視
点
に
立
っ
て
、
死
者
（
の
霊
魂
）
が
「
空
に
遠
く
飛
ん
で

行
っ
て
し
ま
い
、
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
状
況
を
、「
雲
に
隠
れ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
死
者
が
「
飛
ん
で
ゆ
く
」
と
か
、�

「
天
に
上
る
」
と
い
う
発
想
は
、
万
葉
歌
に
い
く
つ
も
例
を
見
出
だ
せ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
「
雲
隠
る
」
の
一
般
的
な
用
法
は
、
地
上
の
視
点
か
ら
見
て
、

鳥
や
月
が
雲
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
態
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
死
の
喩
の
場
合
も
、
死
者
の
霊
魂
が
鳥
の
よ
う
に
飛
ん
で
行
き
、�

「
雲
に
隠
れ
」、
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
、
直
叙
の
「
雲
隠
る
」
が
隠
喩
に
転
化
す
る
脈
絡
を
理
解
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聖
徳
太
子
の
悲
傷
歌
と
大
津
皇
子
の
流
涕
歌

で
き
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
死
者
に
な
り
天
に
飛
ん
で
ゆ
く
で
あ
ろ
う
自
分
自
身
の
こ
と
を
、
地
上
の
視
点
（
つ
ま
り
遺
さ
れ
た
者
の
視
点
）
に
立
っ

て
「
雲
隠
る
」
と
表
現
す
る
の
は
、
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
で
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
。
大
津
歌
の
「
雲
隠
る
」
は
、
自
尊
（
自
敬
）
表
現
だ
か
ら
お
か
し
い
の

で
も
な
く
、
ま
た
敬
避
表
現
だ
か
ら
お
か
し
い
の
で
も
な
く（

（1
（

、
姿
を
隠
す
側
の
自
分
自
身
の
こ
と
を
「
姿
が
見
え
な
く
な
る
」
と
、
他
者
の
視
点
で
表
現
す
る
か

ら
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
も
と
も
と
死
者
を
送
る
側
の
心
情
を
表
す
表
現
で
あ
っ
た
も
の
を
、
自
身
の
死
に
対
し
て
用
い
よ
う
と
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
た
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
大
津
歌
は
、
長
屋
王
挽
歌
な
ど
の
「
雲
隠
る
」
の
実
践
を
見
た
上
で
、
そ
の
応
用
と
し
て
作
ら
れ
た
蓋

然
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
今
日
の
み
」
や
「
雲
隠
る
」
と
い
う
表
現
の
新
し
さ
を
踏
ま
え
て
見
る
と
、「
磐
余
」
に
対
し
て
「
つ
の
さ
は
ふ
」
と
い
う
伝
統
的
・
定
型
的
な
枕
詞
を
用

い
ず
、「
角
鹿
」
や
「
八
十
の
島
廻
」
な
ど
に
か
か
る
「
も
も
づ
た
ふ
」
を
用
い
た
こ
と
も
、
大
津
の
独
創
性
と
し
て
過
大
に
評
価
す
る（

（1
（

よ
り
は
、
伝
統
意
識
の�

希
薄
化
に
伴
う
誤
用
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
地
名
に
か
か
る
枕
詞
は
、
枕
詞
の
中
で
も
古
層
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
霊
を
祝
福
す
る
言
語

呪
術
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
春
日
老
や
山
前
王
と
い
っ
た
持
統
朝
の
歌
人
は
、
記
紀
歌
謡
や
巻
十
三
歌
と
同
様
に
「
つ
の
さ

は
ふ
磐
余
」
と
表
現
し
て
い
た
。
人
麻
呂
登
場
以
前
の
朱
鳥
元
年
の
段
階
で
、
慣
用
的
な
定
型
句
を
廃
棄
し
、
ひ
と
り
異
質
な
表
現
を
編
み
出
す
枕
詞
の
変
革
を

大
津
が
行
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
大
津
歌
の
個
々
の
表
現
を
見
て
ゆ
く
と
、
い
ず
れ
も
一
定
の
「
新
し
さ
」
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
表
現
傾
向
は
、
天
武
朝
末
年
ご
ろ
の
歌
と
し
て

見
れ
ば
不
自
然
だ
が
、
天
平
期
以
後
の
歌
と
し
て
見
れ
ば
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
つ
ま
り
大
津
の
辞
世
歌
は
、
巻
三
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
こ
ろ
に
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖
徳
太
子
歌
が
日
本
書
紀
を
参
照
し
、
な
お
か
つ
巻
二
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
い
う
見

通
し
と
も
一
致
す
る
。

　
　
　

六
、
大
津
皇
子
の
辞
世
歌
と
有
間
皇
子
の
辞
世
歌

　

大
津
辞
世
歌
に
数
々
の
不
審
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
こ
の
歌
に
対
す
る
最
大
の
疑
問
は
、
な
ぜ
大
津
皇
子
は
「
鳴
く
鴨
」
を
「
見
る
」
の
か
と

い
う
点
に
あ
る
。
大
津
は
な
ぜ
死
を
目
前
に
し
て
「
磐
余
池
の
鴨
」
を
見
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
歌
が
仮
託
の
作
で
あ
る
の
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な
ら
ば
な
お
さ
ら
、
な
ぜ
「
死
の
間
際
に
鴨
を
見
る
」
と
い
う
状
況
設
定
を
行
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
合
理
的
に
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
池
」
と
「
鳥
」
と
い
う
題
材
選
択
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
巻
二
挽
歌
に
あ
る
「
舎
人
等
慟
傷
作
歌
」
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
、
理
由
の
ひ
と
つ

と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
。
草
壁
皇
子
宮
の
舎
人
の
歌
に
は
、

　
　

嶋
の
宮
上
の
池
な
る
放
ち
鳥　

荒
び
な
行
き
そ　

君
座
さ
ず
と
も
（
（
―
一
七
二
）

の
よ
う
に
「
池
」
と
「
鳥
」
を
詠
ん
だ
も
の
が
あ
り
、
こ
の
他
に
も
舎
人
慟
傷
歌
群
に
は
、

　
　

御
立
た
し
の
嶋
を
も
家
と
住
む
鳥
も
荒
び
な
行
き
そ　

年
替
は
る
ま
で
（
一
八
〇
）

　
　

鳥
栖
立
て
飼
ひ
し
雁
の
児　

栖
立
ち
な
ば
檀
の
岡
に
飛
び
反
り
来
ね
（
一
八
二
）

　
　

朝
日
照
る
佐
太
の
岡
辺
に
鳴
く
鳥
の
夜
鳴
き
か
へ
ら
ふ
此
の
年
こ
ろ
を
（
一
九
二
）

の
よ
う
に
、
鳥
を
詠
む
こ
と
で
草
壁
皇
子
を
追
悼
し
た
歌
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
先
蹤
と
し
て
は
、
同
じ
巻
二
挽
歌
の
天
智
挽
歌
に
も
「
若
草
の
嬬
の
念
ふ
鳥
立
つ
」

（
（
―
一
五
三
）
と
い
う
鳥
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
、
遺
愛
の
鳥
を
死
者
の
形
見
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
発
想
の
基
盤�

に
は
、
鳥
が
霊
魂
を
運
ぶ
と
か
、
霊
魂
が
鳥
に
な
っ
て
飛
ん
で
ゆ
く
と
い
う
鳥
の
信
仰
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
大
津
の
歌
も
、
こ
う
し
た
「
水
鳥
の
挽
歌（
11
（

」
の
ひ
と

つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
右
に
挙
げ
た
歌
に
は
鳥
を
「
見
る
」
と
い
う
要
素
が
歌
わ
れ
て
い
な
い
。「
見
る
」
と
い
う
語
が
な
い
だ
け

で
は
な
く
、
右
の
歌
は
い
ず
れ
も
遺
さ
れ
た
者
の
立
場
か
ら
の
詠
で
あ
り
、
死
者
を
偲
び
な
が
ら
鳥
を
詠
ん
で
い
る
。
だ
が
大
津
歌
は
死
に
赴
く
者
の
詠
で
あ
り
、

当
然
な
が
ら
鴨
を
「
見
る
」
行
為
に
は
死
者
哀
悼
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。「
池
」
と
「
鳥
」
と
い
う
題
材
だ
け
で
は
不
充
分
で
、
な
ぜ
大
津
が
鳴
く
鴨
を�

「
見
る
」
必
要
が
あ
る
の
か
を
さ
ら
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
「
見
る
」
歌
で
あ
る
こ
と
を
大
津
歌
の
特
性
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
た
と
き
、
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
巻
二
挽
歌
の
有
間
皇
子
挽
歌
群
か
ら
影

響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
有
間
の
辞
世
歌
も
、
大
津
の
辞
世
歌
も
、
ど
ち
ら
も
あ
る
も
の
を
「
見
る
」
歌
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
死
に
ゆ
く
者
が
そ
の
末
期
の
眼
で
「
見
た
」
も
の
が
、
そ
の
人
の
「
形
見
」
と
な
る
と
い
う
共
通
の
認
識
が
見
ら
れ
る
。

　

有
間
挽
歌
群
は
、
結
び
松
を
「
見
る
」
こ
と
を
巡
る
歌
群
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
有
間
自
身
が
「
磐
白
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
真
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
還
り

見
む
」
と
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
歌
人
た
ち
は
次
の
よ
う
な
追
悼
歌
を
詠
ん
で
、
有
間
歌
に
応
え
る
。

　
　

磐
代
の
崖
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
反
り
て
復
た
見
け
む
か
も　
（
（
―
一
四
三
、
意
吉
麻
呂
）
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磐
代
の
野
中
に
立
て
る
結
び
松　

情
も
解
け
ず
古
念
ほ
ゆ　
（
一
四
四
、
同
）

　
　

鳥
翔
成　

あ
り
通
ひ
つ
つ
見
ら
め
ど
も　

人
こ
そ
知
ら
ね
松
は
知
る
ら
む　
（
一
四
五
、
憶
良
）

　
　

後
見
む
と
君
が
結
べ
る
磐
代
の
子
松
が
う
れ
を
又
見
け
む
か
も　
（
一
四
六
、
人
麻
呂
歌
集
）

　

か
れ
ら
が
見
て
い
る
も
の
は
、「
磐
代
の
結
び
松
」
と
い
う
特
定
の
土
地
の
景
物
で
あ
る
。
あ
る
歌
人
は
、
有
間
は
再
び
結
び
松
を
「
見
た
」
の
だ
ろ
う
か
、

と
歌
う
と
、
別
の
歌
人
は
、
有
間
の
魂
は
今
も
松
を
「
見
て
」
い
る
の
だ
、
と
応
じ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
、
有
間
そ
の
人
は
も
う
こ
の
世

に
は
い
な
い
が
、「
磐
代
の
結
び
松
」
は
い
ま
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
歌
人
た
ち
が
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
有
間
が
見
た
も
の
を
、

歌
人
た
ち
は
時
代
を
超
え
て
見
て
い
る
。
磐
代
で
松
を
結
ぶ
こ
と
は
、
古
く
か
ら
旅
の
習
俗
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
有
間
事
件
以
後
は
そ
れ
が

有
間
の
「
形
見
」
と
い
う
新
た
な
意
味
を
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
津
辞
世
歌
に
お
け
る
「
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
」
と
は
、
有
間
辞
世
歌
に
お
け
る
「
磐
代
の
結
び
松
」
に
相
当
す
る
「
形
見
」
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て
い
る

も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
有
間
は
「
無
事
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
結
び
松
を
も
う
一
度
見
よ
う
」
と
歌
っ
た
。
そ
し
て
巻
二
編
者
は
、
そ
れ
を
自
傷
の
歌
と
解
し（

1（
（

、

そ
こ
に
「
も
う
二
度
と
結
び
松
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
諦
念
を
読
み
込
も
う
と
し
た
。
自
傷
歌
と
し
て
解
釈
し
た
と
き
の
有
間
の
そ
の
心
情

は
、「
鳴
く
鴨
を
見
る
の
は
今
日
限
り
で
、
も
う
二
度
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
言
う
大
津
の
心
情
と
ほ
と
ん
ど
同
趣
の
も
の
と
な
る
。
つ
ま

り
有
間
の
「
ま
た
還
り
見
む
」
に
対
応
す
べ
く
「
今
日
の
み
見
て
や
」
と
い
う
措
辞
が
案
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

巻
三
編
者
の
意
図
と
し
て
は
、
巻
三
挽
歌
を
巻
二
挽
歌
に
似
せ
る
た
め
に
は
、
有
間
皇
子
の
辞
世
歌
に
対
し
て
、
同
じ
く
謀
反
の
罪
に
よ
っ
て
非
業
の
死
を
遂

げ
た
大
津
皇
子
の
辞
世
歌
が
必
要
だ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
大
津
が
末
期
の
眼
で
「
見
た
」
も
の
と
し
て
何
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
が
問
題

と
な
る
。
有
間
は
飛
鳥
か
ら
紀
伊
ま
で
護
送
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
道
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
目
に
す
る
機
会
が
あ
り
え
た
。
し
か
し
大
津
は
、
逮
捕
後
わ
ず
か

一
日
で
、
訳
語
田
舎
に
お
い
て
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
で
は
、
一
日
の
間
で
も
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
そ
う
な
も
の
は
何
か
。
そ
れ
を
訳
語
田
周
辺
で

探
し
た
と
き
に
、
見
出
さ
れ
た
景
勝
地
が
磐
余
池
で
あ
り（

11
（

、
そ
こ
に
存
在
す
る
景
物
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
が
、
池
に
い
る
鴨
で
あ
っ
た
。
鴨
は
磐
余
池
に
一
年

中
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
津
の
死
が
冬
十
月
で
あ
っ
た
の
で
、
季
節
感
が
あ
り
、
大
津
が
見
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
現
実
味
が
あ
る
題
材
と
し
て
「
鳴
く�

鴨
」
が
選
び
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、「
磐
代
の
浜
」
と
い
う
地
名
に
対
し
て
「
磐
余
の
池
」
が
、「
結
び
松
」
と
い
う
景
物
に
対
し
て
「
鳴
く
鴨
」
が
、
末
期
の
眼
で
「
見
る
」
に
ふ
さ
わ

三
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し
い
も
の
と
し
て
選
び
取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
津
歌
が
有
間
歌
に
倣
う
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
「
土
地
と
景
物
の
組
み
合
わ
せ
」
を
案
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
「
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
選
び
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
巻
二
挽
歌
が
冒
頭
に
謀
反
の
罪
で
捕
え
ら
れ
て
死
ん
だ

有
間
皇
子
の
辞
世
歌
を
配
し
た
た
め
、
巻
三
編
者
は
そ
の
方
針
を
模
倣
し
、
有
間
と
同
じ
よ
う
に
謀
反
の
罪
で
捕
え
ら
れ
て
死
ん
だ
大
津
皇
子
の
辞
世
歌
を
巻

三
挽
歌
の
冒
頭
部
に
配
し
た
。
そ
し
て
有
間
の
一
四
一
歌
が
土
地
の
景
物
を
「
見
る
」
歌
で
あ
っ
た
た
め
、
大
津
の
歌
も
土
地
の
景
物
を
「
見
る
」
歌
に
し
た
。�

「
鳴
く
鴨
」
を
「
見
る
」
と
い
う
不
自
然
さ
は
、「
土
地
の
景
物
を
見
る
歌
」
と
い
う
規
定
が
ま
ず
先
行
し
、
そ
の
条
件
に
合
わ
せ
て
題
材
を
選
び
、
歌
を
作
っ
て

い
く
と
い
う
不
自
然
な
順
序
に
起
因
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

七
、
結
論
―
巻
三
挽
歌
冒
頭
部
の
意
匠

　

以
上
の
検
討
か
ら
は
、
巻
三
編
者
が
巻
二
を
強
く
意
識
し
、
巻
二
挽
歌
冒
頭
部
に
あ
る
有
間
皇
子
自
傷
歌
を
積
極
的
に
模
倣
し
よ
う
と
し
た
試
み
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
有
間
自
傷
歌
は
二
首
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
四
二
番
歌
は
聖
徳
太
子
歌
に
、
一
四
一
番
歌
は
大
津
皇
子
歌
に
、
そ
れ
ぞ
れ
振
り
分
け
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
太
子
歌
と
大
津
歌
は
二
首
を
合
わ
せ
て
有
間
自
傷
歌
に
対
応
す
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
太
子
歌
と

大
津
歌
は
一
組
の
も
の
と
し
て
あ
り
、
二
首
を
あ
わ
せ
て
巻
三
挽
歌
の
「
巻
頭
歌
」
的
位
置
を
占
め
て
い
る
と
見
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
太
子
歌
と
大
津

歌
と
は
同
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
巻
三
編
纂
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。

　

太
子
歌
と
大
津
歌
が
有
間
自
傷
歌
と
類
似
し
て
い
る
点
を
確
認
し
て
ゆ
く
と
、
巻
三
編
者
が
、
巻
二
挽
歌
と
巻
三
挽
歌
と
の
間
に
照
応
関
係
を
作
り
出
す
こ
と

に
い
か
に
腐
心
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。
巻
二
挽
歌
を
模
範
と
し
、
そ
れ
を
反
復
す
る
こ
と
が
巻
三
挽
歌
編
纂
の
意
図
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
図
を

冒
頭
歌
群
に
象
徴
的
に
託
し
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
子
歌
と
大
津
歌
と
い
う
「
古
歌
」
は
、
巻
三
の
歌
集
と
し
て
の
権
威
を
象
徴
す
べ
く
作
ら
れ
、

挽
歌
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
（
）�

伊
藤
博
「『
十
五
巻
本
万
葉
』
の
意
味
す
る
も
の
」『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立　

下
』（
塙
書
房
・
昭
（（
）
な
ど
。

四
〇



聖
徳
太
子
の
悲
傷
歌
と
大
津
皇
子
の
流
涕
歌

（
（
）�

伊
藤
博
「
舒
明
朝
以
前
の
万
葉
歌
の
性
格
」『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立　

上
』（
塙
書
房
・
昭
（（
）

（
（
）�
古
今
集
仮
名
序
の
神
話
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
歌
う
ス
サ
ノ
ヲ
」（
戸
谷
高
明
編
『
古
代
文
学
の
思
想
と
表
現
』
新
典
社
・
平
（（
）
に
述
べ
た
。

（
（
）�
伊
藤
氏
注
（
論
は
、
聖
徳
太
子
歌
が
巻
一
雄
略
歌
や
巻
二
磐
姫
歌
と
同
じ
く
「
先
つ
世
」
の
有
名
人
物
に
よ
る
「
規
範
的
な
歌
」
と
し
て
「
部
立
の
冒
頭
に
飾
ら
れ
た
」
と
論
じ
、�

そ
の
巻
頭
歌
性
を
説
く
。

（
（
）�

石
田
公
道
「
大
津
皇
子
の
自
傷
歌
」（
北
海
道
教
育
大
学
『
語
学
文
学
』
（（
号
、
昭
（（
・
（
）
は
、
大
津
辞
世
歌
が
巻
一
・
二
の
成
立
時
期
に
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
言
い
、
も
し
存
在
し
て
い
た
な
ら
ば
「
こ
の
き
わ
め
て
重
要
な
作
品
を
『
巻
二
、
挽
歌
』
の
部
に
収
め
な
い
は
ず
は
な
い
」
と
述
べ
る
。

（
（
）�

西
本
願
寺
本
は
「
墾
田
宮
」
を
「
小
墾
田
宮
」
と
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
下
の
「
墾
田
宮
御
宇
者
」
の
注
記
に
は
「
小
」
を
記
さ
な
い
。
ま
た
仙
覚
本
系
で
も
、
温
故
堂
本
・
大
矢
本
・

京
大
本
は
「
墾
田
宮
」
と
し
「
小
」
を
記
さ
な
い
の
で
、「
墾
田
宮
」
が
も
と
も
と
の
本
文
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
も
、
紀
州
本
・
広
瀬
本
の
本
文
が
正
統
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
（
）�「
片
岡
」
の
地
名
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
多
田
元
「『
片
岡
』
考
」『
古
代
文
芸
の
基
層
と
諸
相
』（
お
う
ふ
う
・
平
（（
）
が
「
異
界
と
の
境
界
」「
神
聖
な
土
地
」
と
説
く
。
そ
の

よ
う
に
説
話
的
に
意
味
の
あ
る
地
名
が
自
然
に
変
化
す
る
と
は
考
え
に
く
く
、
意
識
的
な
改
変
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
龍
田
」
お
よ
び
「
龍
田
山
」「
龍
田
道
」
に
つ
い�

て
は
、
廣
岡
義
隆
「
龍
田
・
磐
瀬
乃
社
考
」『
万
葉
風
土
歌
枕
考
説
』（
和
泉
書
院
・
令
（
）
に
、
龍
田
の
中
心
地
の
変
遷
や
歌
枕
化
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）�『
釈
注
』
と
伊
藤
氏
注
（
論
、
お
よ
び
「
題
詞
の
権
威
」（『
萬
葉
』
（0
号
、
昭
（（
・
（
）
に
説
か
れ
る
。

（
（
）�

都
倉
義
孝
「
万
葉
聖
徳
太
子
歌
の
発
想
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
研
究
』
（（
集
、
昭
（（
・
（
）
が
「
挽
歌
的
発
想
」「
相
聞
的
契
機
」
を
書
紀
歌
謡
と
の
差
異
と
し
て
指
摘
し
、
川
上�

富
吉
「
聖
徳
皇
子
伝
承
像
」（『
大
妻
国
文
』
（（
号
、
昭
（（
・
（
）
は
、
書
紀
歌
謡
が
「
縦
の
上
下
関
係
」
で
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
万
葉
歌
は
「
横
の
私
的
関
係
」
で
捉
え
て
い
る

と
説
明
す
る
。

（
（0
）�「
石
中
死
人
歌
」
と
の
類
似
は
、
窪
田
『
評
釈
』・
佐
佐
木
『
評
釈
』
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
）�

拙
著
『
律
令
国
家
と
言
語
文
化
』（
汲
古
書
院
・
令
（
）
第
三
章
第
五
節
お
よ
び
第
六
節
を
参
照
。

（
（（
）�

有
間
歌
と
の
類
似
は
、
都
倉
氏
注
（
論
文
、
森
斌
「
上
宮
聖
徳
皇
子
歌
」『
万
葉
集
作
家
の
表
現
』（
和
泉
書
院
・
平
（
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
）�

森
氏
注
（（
論
は
、
当
該
太
子
歌
の
成
立
時
期
を
「
日
本
書
紀
の
成
立
前
後
か
ら
、
そ
の
後
」
と
す
る
。
ま
た
都
倉
氏
注
（
論
文
は
、
太
子
歌
が
「
宮
廷
歌
人
」
に
よ
る
書
紀
歌
謡
の
改

作
で
あ
る
と
言
い
、
歌
人
の
「
文
芸
意
識
」
が
反
映
し
て
い
る
と
説
く
。

四
一



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
巻
（
二
〇
二
二
年
）

（
（（
）�

巻
二
挽
歌
冒
頭
部
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
有
間
皇
子
の
『
挽
歌
』
と
田
横
の
故
事
」（『
國
學
院
雜
誌
』
（（（
巻
（
号
、
令
（
・
（
）
に
論
じ
た
。

（
（（
）�

和
田
萃
「
磐
余
地
方
の
歴
史
的
研
究
」（『
磐
余
・
池
ノ
内
古
墳
群
』
奈
良
県
教
育
委
員
会
・
昭
（（
）、「
ヤ
マ
ト
と
桜
井
」（『
桜
井
市
史　

上
巻
』
中
央
公
論
美
術
出
版
・
昭
（（
）
な
ど
。

（
（（
）�
千
田
稔
「
山
の
辺
と
磐
余
」『
風
景
の
考
古
学
』（
地
人
書
房
・
平
（
）
な
ど
。

（
（（
）�

北
島
葭
江
『
万
葉
集
大
和
地
誌
』（
筑
摩
書
房
・
昭
（（
）
一
六
八
頁
。

（
（（
）�

曽
倉
岑
「
大
津
皇
子
の
流
涕
御
作
歌
」（『
五
味
智
英
先
生
追
悼　

上
代
文
学
論
叢
』
笠
間
書
院
・
昭
（（
）
は
、「
雲
隠
る
」
が
「
死
の
敬
避
表
現
」
で
あ
り
、「
自
分
の
死
に
直
面
し
て

詠
ん
だ
歌
に
は
す
べ
て
敬
避
表
現
が
用
い
ら
れ
」
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
仮
託
説
を
批
判
し
大
津
実
作
説
を
唱
え
る
。

（
（（
）�

阪
下
圭
八
「
大
津
皇
子
辞
世
歌
一
首
」（『
日
本
文
学
』
（（
巻
（
号
、
昭
（（
・
（
）

（
（0
）�

渡
瀬
昌
忠
「
人
麻
呂
に
お
け
る
叙
情
挽
歌
の
成
立
」（『
日
本
文
学
』
（（
巻
（（
号
、
昭
（（
・
（（
）

（
（（
）�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
（（
拙
稿
を
参
照
。

（
（（
）�

上
野
誠
「
賜
死
・
大
津
皇
子
の
歌
と
詩
」（『
季
刊
明
日
香
風
』
（（（
号
、
平
（（
・
（
）
は
、
磐
余
池
堤
址
に
「
建
物
の
遺
構
」
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
が
「
堤
に
立
っ
て

池
を
観
る
」
施
設
で
あ
り
、「
池
の
堤
に
立
っ
て
、
鳥
や
船
を
鑑
賞
す
る
文
化
が
日
本
に
も
伝
来
し
て
い
た
」
こ
と
を
示
す
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
）�

巻
三
雑
歌
の
下
限
は
天
平
五
年
で
あ
り
、
挽
歌
の
下
限
は
天
平
十
六
年
で
あ
る
。
巻
四
の
下
限
は
明
確
で
は
な
い
が
、
恭
仁
京
時
代
の
作
が
あ
る
の
で
、
天
平
十
五
～
十
六
年
ご
ろ
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
巻
六
の
下
限
も
天
平
十
六
年
で
あ
り
、
巻
八
の
下
限
は
天
平
十
五
年
で
あ
る
。
村
瀬
憲
夫
『
大
伴
家
持
論　

作
品
と
編
纂
』（
塙
書
房
・
令
（
）
が
、
十
六
巻
本
の�

「
万
葉
集
は
天
平
十
七
年
ご
ろ
一
応
の
形
を
成
し
た
」
と
述
べ
る
が
、
家
持
の
越
中
赴
任
ま
で
を
区
切
り
と
す
る
こ
の
見
通
し
は
、
基
本
的
に
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
。
巻
三
挽
歌
冒
頭

部
の
形
成
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
聖
武
朝
後
期
と
い
う
範
囲
は
ほ
ぼ
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
太
子
歌
と
大
津
歌
の
実
作
者
は
家
持
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
が
、
む
ろ
ん
そ
れ
を
確
言
す
る
に
足
る
根
拠
は
な
い
。
こ
こ
で
は
可
能
性
の
指
摘
に
の
み
と
ど
め
て
お
く
。

（
補
注
）�

な
お
懐
風
藻
に
収
録
さ
れ
る
大
津
皇
子
の
「
臨
終
」
詩
に
つ
い
て
は
、
土
佐
朋
子
「
伝
承
さ
れ
る
『
臨
刑
詩
』」（『
東
京
医
科
歯
科
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』
（（
号
、
平
（（
・
（
）

が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
で
古
く
か
ら
歌
い
継
が
れ
て
い
た
口
承
の
物
語
的
歌
謡
が
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
、
そ
の
た
め
各
時
代
に
亘
っ
て
類
似
の
歌
句
が
さ
ま
ざ

ま
な
物
語
的
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
大
津
臨
終
詩
は
後
人
に
よ
る
仮
託
の
作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
仮
託
時
期
に
つ
い
て
は
、
懐

風
藻
編
者
が
巻
三
挽
歌
を
見
て
、
大
津
の
辞
世
歌
に
対
抗
意
識
を
も
っ
て
仮
託
し
た
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
が
、
こ
れ
も
こ
こ
で
は
可
能
性
の
指
摘
に
の
み
と
ど
め
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
。

四
二


