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天
平
元
年
の
班
田
と
万
葉
集

　
　
―
律
令
官
人
の
言
説
と
制
度
―

土
佐
秀
里

　
　
　

一
、
は
じ
め
に 

―
―
「
天
平
元
年
」
の
万
葉
歌

　

万
葉
集
歌
に
は
、
作
者
が
明
ら
か
な
も
の
と
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
混

在
し
て
お
り
、
ま
た
作
歌
年
次
が
明
ら
か
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が

混
在
し
て
い
る
。
名
の
明
ら
か
な
作
者
の
多
く
が
、
皇
族
も
含
む
「
律
令

官
人
」
層
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
云
々
す
る
ま
で
も
な

い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
律
令
官
人
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
は
「
公
的
意
識
」
か

ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
自
ら
の
歌
を
記
録
に
残
す
に
際
し
、
そ
の
詠
作
年

次
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
と
す
る
風
儀
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

万
葉
集
と
い
う
書
物
が
歌
を
年
代
順
に
配
列
す
る
と
い
う
歴
史
書
的
構

成
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
編
纂
と
同
じ
目
的
や
方

向
性
を
も
っ
た
「
律
令
的
思
考
」
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
編
纂
方
針
を
可
能
に
し
て
い
る
前
提
条
件

と
し
て
、
そ
の
原
資
料
段
階
か
ら
す
で
に
作
歌
年
次
を
重
視
す
る
発
想
が

あ
り
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
を
記
録
し
て
お
こ
う
と
す
る
方
針
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

な
ぜ
反
復
可
能
で
あ
る
は
ず
の
「
歌
」
を
、
特
定
の
年
月
日
に
固
定
し

よ
う
と
す
る
よ
う
な
発
想
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か（
１
）。

そ
し
て
そ
れ
が
万

葉
時
代
の
歌
の
記
録
方
法
と
し
て
主
流
化
し
定
着
し
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
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な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
お
そ
ら
く
、
万
葉
歌
人
す
な
わ
ち
律
令
官

人
た
ち
が
、
歌
と
い
う
も
の
を
公
的
社
会
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら

で
あ
り
、
ま
た
、
歌
が
具
体
的
な
出
来
事
を
契
機
と
し
て
詠
ま
れ
る
も
の

だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば

遷
都
に
伴
う
荒
都
悲
傷
や
新
都
讃
美
の
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
行

幸
従
駕
歌
や
宮
廷
挽
歌
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
特
定
の
年

月
日
に
起
き
た
特
定
の
出
来
事
に
対
応
す
べ
く
詠
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
え

る
。

　

巻
九
相
聞
に
、「
天
平
元
年
己
巳
冬
十
二
月
の
歌
」
と
い
う
題
を
も
つ

笠
金
村
の
作
が
あ
る
。
こ
れ
が
た
だ
個
人
的
な
恋
愛
の
歌
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
事
々
し
く
「
天
平
元
年
己
巳
冬
十
二
月
」
と
い
う
年
月
を
記

す
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
律
令
官
人
で
あ
る
金
村
は
、
こ
の
歌

に
個
人
の
感
情
を
超
え
た
社
会
的
歴
史
的
な
意
味
を
も
詠
み
込
も
う
と
し

て
い
た
と
考
え
る
余
地
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、
右
の
金
村
歌
も
併
せ
て
、
天
平
元
年
と
い
う
年
に
中
級
官
人

た
ち
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
々
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年

は
、
時
の
政
権
の
中
心
で
あ
っ
た
左
大
臣
長
屋
王
の
失
脚
・
自
殺
と
い
う

出
来
事
が
あ
り
、
ま
た
藤
原
光
明
子
の
立
后
と
い
う
出
来
事
も
あ
っ
た
激

動
の
一
年
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
万
葉
集
中
の
天
平
元
年
の
歌
に
は
、
な

ぜ
か
「
班
田
」
と
い
う
出
来
事
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
歌
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
い
ず
れ

も
私
的
個
人
的
な
感
情
を
詠
ん
だ
も
の
ば
か
り
に
思
え
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
表
面
的
な
印
象
だ
け
で
片
付
け
ず
に
、
時
代
状
況
と
の
関
り
か
ら

読
み
解
い
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
律
令
官
人
な
ら
で
は
の
状
況
認
識
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

律
令
官
人
は
な
ぜ
歌
う
の
か
。
こ
の
根
本
的
問
題
を
考
え
る
一
端
と
し

て
、
本
稿
で
は
「
天
平
元
年
」
の
年
紀
を
も
つ
、
班
田
に
関
連
す
る
歌
を

俎
上
に
載
せ
、
万
葉
歌
人
に
と
っ
て
天
平
元
年
班
田
と
は
何
で
あ
っ
た
の

か
を
問
い
、
そ
の
精
神
史
的
意
味
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　

二
、
奇
妙
な
題
詞
が
喚
起
す
る
も
の

　

先
に
触
れ
た
、金
村
の
天
平
元
年
の
歌
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

天
平
元
年
己
巳
冬
十
二
月
の
歌
一
首　
并
短
歌

　
　

�

う
つ
せ
み
の　

世
の
人
な
れ
ば　

大
王
の　

御
命
恐
み　

磯
城
島
の�

日
本
の
国
の　

石
上　

布
留
の
里
に　

紐
解
か
ず　

丸
寐
を
す
れ
ば�

吾
が
衣
た
る　

服
は
な
れ
ぬ　

見
る
毎
に　

恋
は
ま
さ
れ
ど　

色
に

出
で
ば　

人
知
り
ぬ
べ
み　

冬
の
夜
の　

明
か
し
も
得
ぬ
を　

い
も

宿
ず
に　

吾
は
そ
恋
ふ
る　

妹
が
直
香
に　
　
　
（
９
―
一
七
八
七
）
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反　

歌

　
　

�

ふ
る
山
ゆ
直
に
見
渡
す
京
に
そ　

寐
も
宿
ず
恋
ふ
る　

遠
か
ら
な
く

に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
八
八
）

　
　

�

吾
妹
子
が
結
ひ
て
し
紐
を
解
か
め
や
も　

絶
え
ば
絶
ゆ
と
も　

直
に

相
ふ
ま
で
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
八
九
）

　

ま
ず
気
に
な
る
の
は
当
該
題
詞
の
異
様
さ
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
、
作

者
名
の
み
と
か
、
作
歌
事
情
の
み
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
題
詞
を
見

る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
が
、
右
の
例
の
よ
う
に
詠
作
年
月
の
み
を
記
し
て

作
歌
事
情
を
全
く
述
べ
な
い
と
い
う
形
式
は
か
な
り
珍
し
い
。
と
い
う
よ

り
、
他
に
は
こ
の
歌
の
直
前
に
配
列
さ
れ
る
「
神
亀
五
年
戊
辰
秋
八
月
の

歌
」
と
い
う
、
同
じ
金
村
の
作
に
し
か
類
例
は
見
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
異
例
の
題
詞
は
原
資
料
「
金
村
歌
集
」
に
す
で
に
存
在
し
て

い
た
原
題
詞
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
書
式
が
万
葉
集
に
そ
の
ま

ま
保
存
さ
れ
て
い
る）

（
（

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

金
村
歌
の
題
詞
に
は
、
他
に
も
、
歌
題
と
作
者
名
と
を
別
行
に
記
載
す

る
と
い
う
集
中
異
例
の
書
式
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
顕
著
に
特
色
あ
る

書
式
例
か
ら
推
す
と
、
金
村
も
し
く
は
金
村
歌
集
は
、
歌
の
「
題
」
に
対

し
て
独
自
の
考
え
方
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
だ
と
す
る
と
、
作

歌
事
情
を
記
さ
な
い
の
は
、
こ
れ
が
単
な
る
走
り
書
き
や
覚
え
書
き
で

あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
偶
発
的
な
理
由
に
よ
る
書
き
落
と
し
で
は

な
く
、
積
極
的
意
図
的
な
排
除
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意

図
と
は
、
敢
え
て
明
示
し
な
い
こ
と
で
作
歌
事
情
を
想
像
さ
せ
る
と
い
う

表
現
効
果
を
狙
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

で
は
、
歌
か
ら
想
像
さ
れ
る
作
歌
事
情
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。ま
ず
こ
の
歌
は「
妹
が
直
香
」「
吾
妹
子
」を「
恋
ふ
」こ
と
を
歌
っ

て
お
り
、
そ
の
点
で
は
ま
こ
と
に
相
聞
の
部
に
ふ
さ
わ
し
い
一
首
で
あ
る

と
い
え
る
。
ま
た
「
紐
解
か
ず
」
と
か
「
服
は
な
れ
ぬ
」
や
、
反
歌
の
「
紐

を
解
か
め
や
も
」
と
い
っ
た
語
句
か
ら
は
、
こ
れ
が
旅
の
歌
の
類
型
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
窺
え
る
。
従
っ
て
「
恋
ひ
」
の
情
は
、
旅
の
孤

独
や
不
如
意
に
来
由
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
な
る
と
奇
妙
な
点
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
の
「
旅
」
の

目
的
地
は
「
石
上
布
留
の
里
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
平
城
京
か
ら

は
目
と
鼻
の
先
の
距
離
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
第
一
反
歌
に
も
は
っ
き
り

と
「
ふ
る
山
ゆ
直
に
見
渡
す
京
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
指
呼
の
間

に
い
な
が
ら
何
日
も
妻
と
会
う
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
と
い
う
状
況
が
こ

の
歌
に
は
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
な
り
特
殊
な
状
況
設

定
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
こ
の
近
距
離
の
「
旅
」
が
公
的
な
任
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
、「
大

王
の
御
命
恐
み
」の
句
か
ら
窺
え
る
。は
た
し
て
こ
の
公
務
と
は
何
で
あ
っ
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た
の
だ
ろ
う
か
。「
磯
城
島
の
日
本
の
国
」と
い
う
や
や
大
仰
な
言
い
方
も
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
公
的
儀
礼
歌
の
も
の
で
あ
り
、
私
的
な
相
聞
ら
し
く

は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
相
聞
に
分
類
さ
れ
て
は
い
る
が
、
私
的
情

緒
の
所
産
と
い
う
よ
り
、
官
人
意
識
の
所
産
と
い
う
べ
き
側
面
が
あ
る
こ

と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
天
平
元
年
十
二
月
」
と
い
う
年
月
に
も

私
的
個
人
的
な
事
情
と
い
う
よ
り
、
公
的
社
会
的
な
背
景
が
あ
る
と
考
え

た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る）

3
（

。
で
は
、
天
平
元
年
十
二
月
と
い
う
時
期
に

は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
出
来
事
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
続
日
本
紀
』
に
閲
す
る
に
、
こ
の
年
十
二
月
に
は
記
事
が
な
い
が
、

前
月
の
十
一
月
条
に
は
班
田
使
任
命
の
記
事
が
あ
る
。
十
二
月
は
、
六
年

一
度
の
班
田
事
業
が
慌
た
だ
し
く
始
動
し
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
班
田
使
任
命
記
事
を
当
該
歌
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
、

真
淵
『
万
葉
考
』
に
初
め
て
言
及
さ
れ
て
以
来
、
多
く
の
注
釈
書
に
引
き

継
が
れ
、
通
説
を
形
成
し
て
き
た
。
し
か
し
諸
注
は
、
金
村
が
班
田
使
に

任
ぜ
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
閲
歴
に
は
関
心
を
示
す
も
の
の
、
当
該
歌

の
発
想
・
表
現
が
ど
う
班
田
業
務
に
結
び
つ
く
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

考
察
を
深
め
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
通
説
に
対
す
る
懐

疑
や
批
判
も
提
出
さ
れ
て
き
て
お
り
、
い
ま
改
め
て
そ
の
当
否
を
明
ら
か

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
神
亀
五
年
秋
以
後
の
金
村
の
歌
は
、
す
べ
て
乙
麻
呂
と
の
関
係
が
考

え
ら
れ
る
」
と
い
う
立
場
に
た
つ
梶
川
信
行
氏
は
、
天
平
元
年
、
石
上
乙

麻
呂
と
と
も
に
越
前
に
い
た
は
ず
の
金
村
が
班
田
使
に
任
命
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
え
ず
、「
十
一
月
に
朝
集
使
と
し
て
越
前
か
ら
上
京
し
た
折
、
つ

い
で
に
上
司
の
乙
麻
呂
の
私
用
で
布
留
の
里
に
立
ち
寄
っ
た
」
経
験
に
基

づ
く
私
的
な
歌
で
あ
り
、
多
分
に
虚
構
的
な
作
だ
と
す
る）

4
（

が
、
仮
説
と
憶

測
が
立
論
の
前
提
に
な
っ
て
お
り
、金
村
が
越
前
に
滞
在
し
て
い
た
と
か
、

「
私
用
」
で
石
上
を
訪
問
し
た
と
の
具
体
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

　

ま
た
山
田
弘
通
氏
は
、
布
留
の
里
一
箇
所
で
の
班
田
使
の
長
期
滞
在
は

あ
り
え
な
い
と
断
言
し
、
ま
た
石
上
の
地
に
は
班
田
可
能
な
水
田
は
少
な

い
と
も
断
じ
、
歌
の
内
容
も
「
班
田
使
の
歌
と
し
て
は
余
り
に
業マ

マ々し
過

る
」
と
述
べ
て
、
班
田
使
説
を
明
確
に
否
定
す
る
。
そ
し
て
山
田
氏
は
、

当
該
歌
は
「
狂
信
者
共
の
集
会
が
暴
動
に
発
展
す
る
こ
と
を
恐
れ
」
て
の

石
上
派
遣
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る）

（
（

が
、
長
期
滞
在
が
あ
り
え
な
い
と
か
石

上
に
水
田
が
な
い
と
い
っ
た
見
方
は
個
人
の
印
象
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、

何
ら
具
体
的
な
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
「
狂
信
者
共
の
集
会
」

の
実
在
や
、
そ
れ
が
石
上
で
行
わ
れ
る
必
然
性
や
、
そ
の
防
止
に
金
村
が

派
遣
さ
れ
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
も
全
く
論
証
が
な
さ
れ
ず
、
説
得
力
に

乏
し
い
。
し
か
し
そ
の
後
当
該
歌
と
そ
の
研
究
史
を
論
じ
た
井
ノ
口
史
氏

は
、
梶
川
・
山
田
説
を
基
本
的
に
支
持
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
従
来
の
班
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田
使
説
を
「
積
極
的
に
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
ま
で
明
言
し
て

い
る）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
近
年
は
班
田
使
説
に
批
判
的
な
見
方
も
強
ま
っ
て
お
り
、

通
説
の
位
置
も
安
定
的
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ

ま
で
の
通
説
に
お
い
て
も
、
班
田
使
説
を
積
極
的
に
主
張
す
べ
き
理
由
が

示
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
は
慥
か
で
あ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
集
中
に
は
当
該
歌
の
他
に
も
天
平
元
年
班
田
を
題

材
と
し
た
歌
が
複
数
見
ら
れ
る
。
当
該
歌
の
位
置
を
考
え
る
に
は
、
そ
れ

ら
関
連
歌
の
発
想
や
表
現
と
の
比
較
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
こ
に
共
通
性

が
見
い
だ
せ
れ
ば
、
や
は
り
班
田
使
説
は
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

も
そ
も
、
な
ぜ
天
平
元
年
と
い
う
年
に
限
っ
て
、
何
度
も
実
施
さ
れ
た
班

田
と
い
う
土
地
制
度
上
の
事
象
が
、
複
数
の
万
葉
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
も
併
せ
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

三
、
甦
る
二
十
六
年
前
の
記
憶

　

班
田
収
授
は
、
公
地
公
民
と
い
う
律
令
国
家
の
理
念
を
体
現
す
る
も
の

で
あ
り
、
か
つ
律
令
国
家
の
財
政
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
田
令
の
規

定
に
よ
れ
ば
、
班
田
は
六
年
に
一
度
行
わ
れ
る）

（
（

。
律
令
施
行
以
後
、
数
あ

る
班
田
の
経
験
の
中
で
、
天
平
元
年
の
班
田
は
、
律
令
官
人
と
そ
の
家
族

に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
強
い
印
象
を
残
す
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
万
葉
歌
の
存
在
が
、
そ
の
経
験
の

深
さ
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　

�（
天
平
勝
宝
七
歳
）
十
一
月
二
十
八
日
、
左
大
臣
、
兵
部
卿
橘

奈
良
麻
呂
朝
臣
の
宅
に
集
ひ
て
宴
す
る
歌
三
首

　
　

�

高
山
の
い
は
ほ
に
生
ふ
る
す
が
の
根
の　

ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
ふ
り
お

く
白
雪　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
（0
―
四
四
五
四
）

　
　
　
　
　
　

右
の
一
首
は
左
大
臣
の
作

　
　
　
　

�

天
平
元
年
の
班
田
の
時
に
、
使
の
葛
城
王
、
山
背
国
よ
り
薩
妙

観
命
婦
等
の
所
に
贈
る
歌
一
首　
芹
子
の
裹
に
副
へ
た
り
。

　
　

�

あ
か
ね
さ
す
昼
は
田
た
び
て　

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
い
と
ま
に
採
め
る

芹
子　

こ
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
四
五
五
）

　
　
　
　

薩
妙
観
命
婦
の
報
へ
贈
る
歌
一
首

　
　

�

ま
す
ら
を
と
思
へ
る
も
の
を　

太
刀
は
き
て　

か
に
は
の
田
ゐ
に
芹

子
そ
採
み
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
四
五
六
）

　
　
　
　
　
　

�

右
の
二
首
は
、
左
大
臣
之
を
読
め
り
と
云
尓
。　
左
大
臣
は
、

是
、
葛
城
王
な
り
。
後
に
橘
の
姓
を
賜
り
し
な
り
。

　

右
は
、橘
諸
兄
が
、長
男
奈
良
麻
呂
の
邸
宅
で
開
い
た
宴
歌
だ
と
あ
る
。
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三
首
の
う
ち
、
後
の
二
首
が
伝
誦
歌
で
あ
る
。
し
か
も
伝
誦
し
た
の
が
作

者
本
人
で
あ
る
か
ら
、
作
歌
事
情
の
情
報
は
き
わ
め
て
正
確
だ
ろ
う
。
そ

の
二
首
が
天
平
元
年
の
班
田
に
際
し
て
の
歌
で
あ
り
、そ
の
と
き
諸
兄（
葛

城
王
）
は
班
田
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
山
背
国
に
い
た
の
だ
と
い
う
。

　

葛
城
王
が
臣
籍
に
降
下
し
た
の
は
天
平
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
天
平
元

年
に
は
ま
だ
皇
族
で
あ
っ
た
諸
兄
は
、
そ
の
年
の
三
月
に
従
四
位
下
か
ら

正
四
位
下
に
昇
叙
さ
れ
、
九
月
に
左
大
弁
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

十
一
月
に
、
臨
時
の
官
で
あ
る
班
田
使
の
兼
務
を
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
な

る
。
妙
観
と
諸
兄
の
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
軽
妙
な
歌
の
や
り
と

り
か
ら
は
、
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
諸
兄
の
母
は

縣
犬
養
三
千
代
で
あ
り
、
光
明
皇
后
の
母
と
し
て
後
宮
に
絶
大
な
影
響
力

を
有
し
て
い
た
か
ら
、
命
婦
と
し
て
後
宮
に
い
た
妙
観
と
の
接
点
は
何
か

と
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。な
お
光
明
立
后
が
ま
さ
に
こ
の
年
の
八
月
で
あ
る
。

妙
観
ら
に
芹
を
贈
っ
た
と
い
う
の
は
、
後
宮
に
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
間
接
的
に
は
異
父
妹
で
も
あ
る
皇
后
へ
の
贈
り
物
で
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。

　

諸
兄
が
こ
の
古
歌
を
長
男
の
邸
宅
で
披
露
し
た
勝
宝
七
歳
は
、
天
平
元

年
か
ら
二
十
六
年
も
後
に
な
る
。
こ
の
と
き
諸
兄
が
、
な
ぜ
そ
ん
な
昔
の

歌
を
持
ち
出
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
勝
宝
七
歳
が
ま
さ
し
く
六
年
一
度
の

班
年
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
十
一
月
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど

班
田
の
作
業
が
始
ま
る
時
期
で
あ
り
、
諸
兄
が
班
田
使
と
し
て
多
忙
を
極

め
た
記
憶
が
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
田
令
二
十
三
条
に
班
田
に
つ
い

て
の
規
定
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
十
一
月
一
日
に
至
り
な
ば
、
受
く
べ
き

人
を
摠
べ
集
め
て
、
対
ひ
て
共
に
給
ひ
授
け
よ
。
二
月
の
卅
日
の
内
に
訖

ら
し
め
よ
」
と
あ
る
。

　

右
の
贈
答
は
、
芹
を
摘
む
と
い
う
内
容
か
ら
す
る
と
翌
天
平
二
年
初
春

の
時
期
が
ふ
さ
わ
し
い
は
ず
だ
が
、
出
来
事
の
記
憶
と
し
て
は
「
天
平
元

年
の
班
田
の
時
」
の
経
験
と
し
て
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
諸
兄
は
、
勝
宝
七
歳
十
一
月
に
班
田
が
開
始
さ
れ
た
こ
と

を
契
機
と
し
て
、
二
十
六
年
前
の
作
を
記
憶
の
底
か
ら
引
っ
張
り
出
し
た

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
天
平
元
年
の
諸
兄
（
葛
城
王
）
は

四
十
四
歳
、
勝
宝
七
歳
に
は
七
十
一
歳
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
諸
兄
が
班
田
使
に
任
じ
ら
れ
た
経
験
が
天
平
元
年
の
た
だ
一

度
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
と
り
わ
け
印
象
深
く
記
憶
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
の
歌
の
存
在
理
由
は
は
た
し

て
そ
の
よ
う
な
個
人
的
な
事
情
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
諸
兄
が
二
十
六
年
前
の
旧
作
を
披
露
し
た
と
き
、
宴
席
に
集
う
人
々

の
共
感
を
得
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
天
平
元
年
の
班
田
が

人
々
に
と
っ
て
印
象
深
い
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
前
提
と
な
っ
て

い
よ
う
。
天
平
元
年
班
田
が
、
諸
兄
個
人
の
記
憶
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
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歴
史
的
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
他
の
万
葉
歌
と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら

か
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
近
距
離
の
隔
絶
体
験

　

旅
先
に
い
る
男
が
、
都
に
い
る
女
性
の
も
と
に
「
つ
と
」
を
贈
る
と
い

う
の
は
万
葉
集
の
通
例
で
あ
り
、
そ
の
際
に
、
そ
の
物
品
を
い
か
に
苦
心

し
て
入
手
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
諄
く
説
明
す
る
の
も
、
万
葉
歌
の
通
例

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
発
想
法
は
後
代
に
も
引
き
継
が
れ
、
初
春
、
寒
さ

に
耐
え
、
袖
を
濡
ら
し
て
若
菜
や
芹
を
摘
む
労
苦
を
歌
う
こ
と
（
そ
れ
に

よ
っ
て
献
上
行
為
の
誠
実
さ
や
真
剣
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
相
手
に
対
す
る

思
い
が
通
り
一
遍
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
）
は
、
古
今

集
や
源
氏
物
語
な
ど
、
平
安
朝
文
芸
に
も
広
く
観
察
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
諸
兄
と
妙
観
の
贈
答
も
そ
う
し
た
慣
例
的
な
発
想
形
式
に
則
っ
た
も

の
と
見
て
よ
い
し
、
二
人
が
実
際
に
男
女
の
関
係
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

関
係
な
く
、
発
想
と
し
て
は
、
夫
婦
あ
る
い
は
恋
人
の
関
係
に
擬
し
て
の

贈
答
と
見
て
よ
い
。
擬
似
的
恋
愛
関
係
の
仮
構
は
、
遊
興
的
宴
席
歌
の
常

套
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
の
軽
妙
さ
は
、
そ
う
し
た
遊
戯
性
に
お
い
て
理
解

す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
芹
」
を
贈
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
列
子
』
楊
朱
篇
の
「
献
芹
」

の
故
事
を
踏
ま
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、「
野
卑
で
粗
末

な
贈
り
物
（
な
の
に
勘
違
い
し
、
得
意
げ
に
贈
る
）」
と
い
う
自
己
卑
下

の
寓
意
と
諧
謔
も
籠
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
遊
戯
性

の
発
露
と
見
る
べ
き
要
素
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
諸
兄
の
贈
歌
は
、
都
で
待
つ
家
妻
へ
の
思
慕
と
い

う
「
旅
の
歌
」
の
発
想
形
式
を
擬
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
す
る
と
、
や
は
り
都
に
い
る
家
妻
へ
の
思
慕
を
歌
っ
た
金
村
歌
と
の

主
題
の
共
通
性
が
見
え
て
く
る
。
金
村
歌
は
い
か
に
も
旅
の
歌
ら
し
い
題

材
と
し
て
、
解
か
ぬ
「
紐
」
や
「
丸
寝
」、
褻
れ
た
「
衣
」
と
い
っ
た
、

長
期
間
に
お
よ
ぶ
孤
独
と
不
如
意
の
表
象
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が

「
妹
」
に
対
す
る
「
恋
ひ
」
へ
と
ひ
た
す
ら
に
収
斂
し
て
ゆ
く
と
い
う
、

わ
か
り
や
す
い
構
成
を
有
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

し
か
し
「
旅
の
歌
」
の
類
型
と
し
て
金
村
歌
を
捉
え
た
と
き
、
た
だ
ち

に
不
可
解
な
点
が
浮
上
し
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
苦
心
の
旅
を
歌
い
な

が
ら
、
そ
の
旅
先
が
「
石
上
布
留
の
里
」
と
い
う
、
都
か
ら
目
と
鼻
の
先

に
あ
る
場
所
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（
（

。石
上
は
、か
つ
て
安
康
天
皇
の「
石

上
穴
穂
宮
」、
仁
賢
天
皇
の
「
石
上
広
高
宮
」
が
置
か
れ
た
王
宮
の
地
で

も
あ
り
、
平
城
京
か
ら
も
た
か
だ
か
徒
歩
数
時
間
程
度
の
距
離
し
か
離
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
「
磯
城
島
の
日
本
の
国
の
石
上
ふ
る
の
里
」
な

ど
と
大
仰
に
歌
わ
れ
る
と
現
実
と
の
落
差
に
拍
子
抜
け
す
る
が
、
む
し
ろ
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そ
の
落
差
の
喚
起
に
こ
そ
金
村
の
計
算
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
な
れ
衣
」
や
「
解
か
ぬ
紐
」
は
長
期
間
に
及
ぶ
旅
の
常
套
句
だ
が
、

ふ
つ
う
は
長
期
に
及
ぶ
旅
と
い
え
ば
、
当
然
、
遠
征
と
い
う
こ
と
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
旅
人
と
家
人
と
を
隔
て
る
実
測
的
距
離
が
絶
望
的
な
ま
で

に
遠
く
、
す
ぐ
に
会
う
こ
と
が
叶
わ
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
隔
た
り
を
超

越
す
べ
く
さ
ま
ざ
ま
な
旅
の
呪
術
が
生
み
出
さ
れ
、
ま
た
孤
独
を
嘆
く
羈

旅
歌
の
哀
愁
も
生
み
出
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。だ
が
金
村
歌
は
、「
妹
」

の
い
る
「
京
」
が
、
石
上
の
地
か
ら
「
直
に
見
渡
す
」
こ
と
が
で
き
る
場

所
で
あ
る
こ
と
を
素
直
に
告
白
し
、
そ
の
距
離
が
「
遠
か
ら
な
く
に
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
も
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
見
興
を
削
が
れ
か
ね
な
い
こ
の
設
定
は
、
そ
の
ま
ま
諸
兄
の
贈
答
歌

に
も
当
て
嵌
ま
る
。
諸
兄
が
班
田
使
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
の
は
山
背
国

で
あ
り
、
や
は
り
平
城
京
か
ら
は
か
な
り
近
い
距
離
の
場
所
で
あ
る
こ
と

が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
。
す
ぐ
近
く
だ
か
ら
こ
そ
、
宮
中
に
生
の
芹
を
贈

る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
検
討
す
る
大
伴

三
中
の
天
平
元
年
歌
も
、
班
田
使
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
場
所
は
摂
津
国

で
あ
り
、
や
は
り
平
城
京
か
ら
は
指
呼
の
間
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う

に
、
天
平
元
年
班
田
関
連
の
歌
は
、
都
か
ら
近
い
場
所
で
起
き
て
い
る
苦

し
い
経
験
で
あ
る
と
い
う
点
に
共
通
す
る
特
色
が
あ
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
十
一
月
癸
巳
日
条
に
は
「
京
と
畿
内
の
班
田

使
を
任
ず
」
と
あ
り
、
天
平
元
年
班
田
使
の
任
地
が
京
域
と
畿
内
に
限
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
都
か
ら
近
距
離
で
あ
り
な
が
ら
、
帰
宅
で
き

ず
、
長
期
に
亘
る
任
務
に
携
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
天
平

元
年
班
田
使
な
ら
で
は
の
特
異
な
労
苦
が
あ
っ
た
。
万
葉
歌
は
、
そ
の
特

異
な
労
苦
を
言
語
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

五
、
丈
部
龍
麻
呂
は
な
ぜ
死
ん
だ
か

　

金
村
歌
や
諸
兄
歌
に
加
え
て
、
さ
ら
に
も
う
一
首
、
天
平
元
年
班
田
に

言
及
し
た
万
葉
歌
が
あ
る
。

　
　
　
　

�

天
平
元
年
己
巳
、
摂
津
国
班
田
史
生
丈
部
龍
麻
呂
が
自
ら
経
き

死
ぬ
る
時
、
判
官
大
伴
宿
祢
三
中
の
作
る
歌
一
首　
并
短
歌

　
　

�

天
雲
の　

向
伏
す
国
の　

武
士
と　

云
は
る
る
人
は　

皇
祖
の　

神

の
御
門
に　

外
の
重
に　

立
ち
候
ひ　

内
の
重
に　

仕
へ
奉
り
て　

玉
葛　

い
や
遠
長
く　

祖
の
名
も　

継
ぎ
往
く
も
の
と　

母
父
に　

妻
に
子
等
に　

語
ら
ひ
て　

立
ち
に
し
日
よ
り　

た
ら
ち
ね
の　

母

の
命
は　

斎
忌
戸
を　

前
に
坐
ゑ
置
き
て　

一
手
に
は　

木
綿
取
り

持
ち　

一
手
に
は　

和
細
布
奉
り　

平
ら
け
く　

ま
幸
く
座
せ
と　

天
地
の　

神
祇
を
乞
い
祷
み　

何
に
在
ら
む　

歳
月
日
に
か　

茵
花�
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香
へ
る
君
が　

に
ほ
鳥
の　

な
づ
さ
ひ
来
む
と　

立
ち
て
居
て　

待

ち
け
む
人
は　

王
の　

命
恐
こ
み　

お
し
て
る　

難
波
の
国
に　

あ

ら
た
ま
の　

年
経
る
ま
で
に　

し
ろ
た
へ
の　

衣
も
干
さ
ず　

朝
夕

に　

在
り
つ
る
君
は　

い
か
さ
ま
に　

念
ひ
座
せ
か　

う
つ
せ
み
の�

惜
し
き
此
の
世
を　

露
霜
の　

置
き
て
往
に
け
む　

時
に
在
ら
ず
し

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
―
四
四
三
）

　
　
　
　

反
歌

　
　

昨
日
こ
そ
公
は
在
り
し
か　

思
は
ぬ
に
浜
松
の
上
に
雲
に
た
な
び
く

（
四
四
四
）

　
　

何
時
し
か
と
待
つ
ら
む
妹
に
玉
梓
の
事
だ
に
告
げ
ず
往
に
し
公
か
も

（
四
四
五
）

　

天
平
元
年
十
一
月
に
摂
津
国
の
班
田
使
に
任
命
さ
れ
た
大
伴
三
中
が
、

下
僚
の
丈
部
龍
麻
呂
の
自
殺
に
衝
撃
を
受
け
て
作
っ
た
歌
で
あ
る
。
三
中

は
こ
の
と
き
班
田
使
の
三
官
に
当
た
る
判
官
で
あ
っ
た
。
七
年
後
、
遣
新

羅
副
使
に
選
ば
れ
た
と
き
三
中
は
正
六
位
上
で
あ
っ
た
か
ら
、
天
平
元
年

に
は
従
六
位
あ
た
り
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
頃
で
あ
ろ
う
か
。
ま
だ
若
く

官
位
も
低
か
っ
た
三
中
に
と
っ
て
、
直
属
の
部
下
と
言
う
べ
き
史
生
の
死

が
衝
撃
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
ま
た
自
殺
で
あ
る
こ

と
か
ら
監
督
責
任
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
一
通
り
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
。

　
「
あ
ら
た
ま
の
年
経
る
ま
で
に
」
と
あ
る
の
で
、
龍
麻
呂
の
死
は
天
平

二
年
春
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
「
天
平
元
年
」

の
出
来
事
と
し
て
記
憶
し
て
い
る
の
は
、
諸
兄
の
歌
と
同
様
で
あ
る
。
万

葉
び
と
が
揃
っ
て
そ
れ
ら
を
「
天
平
元
年
」
の
出
来
事
と
し
て
認
識
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
当
事
者
な
ら
で
は
の
経
験
的
実
感
が
あ
る
と
見
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
事
実
誤
認
と
す
る
の
は
形
式
的
で
皮
相
な
見
方

で
あ
る
。
龍
麻
呂
の
死
は
、「
天
平
元
年
」
班
田
の
犠
牲
と
し
て
、
三
中

の
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
龍
麻
呂
は
自
死
を
選
ん
だ
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
最
も
深
く
明

晰
に
解
答
を
与
え
た
の
は
、
瀧
川
政
次
郎
氏
で
あ
っ
た）

9
（

。
氏
は
、
龍
麻
呂

を
「
矛
盾
し
た
班
田
法
実
施
の
犠
牲
者
」
で
あ
る
と
言
い
、「
彼
を
自
殺

に
ま
で
追
い
込
ん
だ
も
の
は
、
精
神
的
な
苦
悩
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
」

と
断
ず
る
。
そ
の
「
精
神
的
な
苦
悩
」
の
内
実
と
し
て
、
班
田
の
現
場
で
、

百
姓
と
直
接
対
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
班
田
史
生
が
「
利
害
を
異
に
す

る
村
民
の
板
ば
さ
み
と
な
っ
て
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
こ
と

と
、
利
害
が
対
立
す
る
「
寺
社
権
門
」
の
激
し
い
抵
抗
に
遭
っ
て
憤
激
し
、

疲
弊
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
す
る
。
班
田
使
の
な
か
で
も
組
織
の
末

端
に
位
置
す
る
史
生
が
現
場
で
最
も
苦
労
を
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
、
そ

れ
が
単
に
時
間
的
量
的
な
激
務
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
絶
え
ず
葛
藤
を
抱



國學院雜誌　第 118 巻第 8号（2017年） ― 4（ ―

え
、
精
神
的
に
負
担
の
大
き
い
任
務
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ

に
、
瀧
川
氏
の
す
ぐ
れ
た
創
見
が
あ
っ
た
。

　

三
中
は
、
龍
麻
呂
を
「
あ
ら
た
ま
の　

年
経
る
ま
で
に　

し
ろ
た
へ
の�

衣
も
干
さ
ず　

朝
夕
に　

在
り
つ
る
君
」
と
歌
い
、
そ
の
業
務
が
き
わ
め

て
多
忙
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
金
村
歌
の
「
紐
解
か
ず　

丸

寐
を
す
れ
ば　

吾
が
衣
た
る　

服
は
な
れ
ぬ
」
と
も
ほ
ぼ
同
想
で
あ
る
。

諸
兄
歌
の
「
夜
の
い
と
ま
に
採
め
る
芹
子
」、
妙
観
歌
の
「
太
刀
は
き
て

…
芹
子
そ
採
み
け
る
」
も
、
着
替
え
る
暇
も
な
い
ほ
ど
の
業
務
の
多
忙
ぶ

り
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
班
田
使
任
命
を
、
三
中
歌
も
「
王
の
命
恐
こ
み
」
と
言
い
、
金

村
歌
も
「
大
王
の
御
命
恐
こ
み
」
と
表
現
し
て
い
る
。
歌
わ
れ
て
い
る
内

容
は
、
多
忙
や
孤
独
な
ど
の
不
満
で
あ
り
、
明
ら
か
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
内

容
な
の
だ
が
、
そ
の
原
因
が
「
天
皇
の
命
令
」
に
あ
る
と
明
言
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
反
噬
の
呼
気
が
感
ぜ
ら
れ
、
不
穏
の
誹
り
を
拭
い
難
い
。

　

さ
ら
に
、
妙
観
歌
が
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
も
の
を
太
刀
は
き
て
か
に

は
の
田
ゐ
に
芹
子
そ
採
み
け
る
」
と
歌
う
の
は
、「
田
ゐ
」
に
関
わ
る
業

務
（
そ
れ
こ
そ
が
班
田
使
の
任
務
で
あ
る
）
が
、
太
刀
を
佩
く
「
ま
す
ら

を
」
に
似
つ
か
わ
し
い
仕
事
で
は
な
い
、
と
い
う
揶
揄
を
込
め
て
の
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
三
中
歌
も
、
龍
麻
呂
が
「
武
士
と
云
は
る

る
人
」
で
あ
り
「
祖
の
名
も
継
ぎ
往
く
も
の
」
で
あ
っ
た
と
揚
言
し
て
お

り
、
班
田
史
生
が
「
武
士
」
ら
し
か
ら
ぬ
業
務
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
外
に

匂
わ
せ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
王
権
に
任
命
さ
れ
た
職
務
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
誇
り

を
保
ち
う
る
も
の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
消
耗
し
疲
弊
す
る
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
憤
懣
の
矛
先
は
、
も
は
や
王
権
に
向

か
い
か
ね
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
三
中
歌
が
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の

は
、
部
下
の
龍
麻
呂
に
対
す
る
哀
悼
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
三
中

自
身
の
不
安
と
不
満
を
も
訴
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
班
田
の
現
場
が
い
か
に
疲
弊
し
、
い
か
に
精
神
的
に
荒
廃
し
て
い
る

か
を
、
一
人
の
若
者
の
死
と
い
う
具
体
的
事
例
を
通
し
て
朝
廷
に
報
告
す

る
と
い
う
目
的
も
三
中
歌
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
報
告
」
と
い

う
よ
り
、「
告
発
」と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。だ
と
す
れ
ば
三
中
歌
は
、

憶
良
の
「
貧
窮
問
答
歌
」
や
「
令
反
惑
情
歌
」
な
ど
と
同
じ
く
、
士
大
夫

に
よ
る
「
述
志
」「
言
志
」
の
歌
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

六
、
天
平
元
年
班
田
の
政
策
課
題
と
ア
ポ
リ
ア

　

そ
れ
に
し
て
も
、
奈
良
時
代
に
は
何
度
も
班
田
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
天
平
元
年
の
班
田
だ
け
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
問
題
視
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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天
平
元
年
班
田
が
、
他
の
班
年
と
は
異
な
る
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
万
葉
歌
以
外
の
資
料
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。
た
と
え
ば
班
田
図
の

最
古
の
年
紀
は
、
文
献
上
で
は
「
天
平
元
年
」
が
初
見
と
な
る
（
現
存
最

古
は
天
平
七
年
の
も
の
に
な
る）
（1
（

）。
こ
れ
は
天
平
元
年
以
後
、
班
田
事
業

が
技
術
的
正
確
性
を
高
め
て
い
っ
た
こ
と
の
一
証
徴
と
な
ろ
う
。そ
の「
正

確
性
」
を
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
班
田
使
に
と
っ
て
ス
ト
レ
ス
の

一
因
を
成
し
た
と
推
測
で
き
る
。

　

班
田
開
始
の
半
年
前
、『
続
日
本
紀
』天
平
元
年
三
月
二
十
三
日
条
に
は
、

こ
の
年
の
班
田
が
特
別
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
す
で
に
予
告
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
日
、
太
政
官
の
奏
に
「
班
口
分
田
、
依
令
収
受
、
於
事
不
便
。

請
、
悉
収
更
班
」
と
あ
り
、
班
田
の
全
面
的
な
や
り
直
し
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。「
不
便
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、「
令
」
の
規
定
と
、

実
際
の
「
事
」
と
の
間
に
、
何
ら
か
の
不
都
合
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
慥

か
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
十
一
月
七
日
、
班
田
司
任
命
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
な
細
か
い

実
施
規
定
を
太
政
官
が
奏
し
て
い
る
。

①　

�

親
王
及
五
位
已
上
諸
王
臣
等
位
田
・
功
田
・
賜
田
、
并
寺
家
・
神
家

地
者
、
不
須
改
易
。
便
給
本
地
。

②　

�

其
位
田
者
、
如
有
情
願
以
上
易
上
者
、
計
本
田
数
、
任
聴
給
之
。
以

中
換
上
者
、
不
合
与
理
。
縦
有
聴
許
、
為
民
要
須
者
、
先
給
貧
家
。

③　

�

其
賜
田
人
先
入
賜
例
。
見
無
実
地
者
、
所
司
即
与
処
分
。
位
田
亦
同
。

余
依
令
条
。

④　

�

其
職
田
者
、
民
部
預
計
合
給
田
数
、
随
地
寛
狭
、
取
中
・
上
田
、
一

分
畿
内
、
一
分
外
国
、
随
闕
収
受
、
勿
使
争
求
膏
腴
之
地
。

⑤　

�

又
、
諸
国
司
等
前
任
之
日
、
開
墾
水
田
者
、
従
養
老
七
年
以
来
、
不

論
本
加
功
人
、
転
買
得
家
、
皆
咸
還
収
、
便
給
土
人
。
若
有
其
身
未

得
遷
替
者
、
依
常
聴
佃
。
自
余
開
墾
者
、
一
依
養
老
七
年
格
。

⑥　

�

又
、
阿
波
国
・
山
背
国
陸
田
者
、
不
問
高
下
、
皆
悉
還
公
、
即
給
当

土
百
姓
。
但
、
山
背
国
三
位
已
上
陸
田
者
、
具
録
町
段
、
附
使
上
奏
。

以
外
尽
収
。
開
荒
為
熟
、
両
国
並
聴
。

⑦　

其
勅
賜
及
功
者
、
不
入
還
収
之
限
。

　

ま
ず
、
こ
れ
だ
け
細
か
い
規
定
を
、
令
の
規
定
と
は
別
に
指
示
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
年
の
班
田
事
業
が
、
過
去
の
事
例
と
は
異
な

る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の

細
々
と
し
た
規
定
が
、
班
田
使
に
よ
る
現
場
で
の
作
業
を
ま
す
ま
す
煩
雑

で
困
難
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
た
や
す
く
想
像
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
こ
の
年
の
班
田
は
特
別
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
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直
接
的
契
機
は
、
右
の
太
政
官
奏
中
に
も
言
及
さ
れ
る
「
養
老
七
年
格
」、

す
な
わ
ち
三
世
一
身
法
の
制
定
に
あ
る
だ
ろ
う
。
天
平
元
年
班
田
は
、
三

世
一
身
法
施
行
の
成
果
を
占
う
最
初
の
機
会
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

三
世
一
身
法
は
、
一
面
で
は
班
田
収
授
法
の
理
念
に
背
馳
す
る
よ
う
に

も
見
え
る
が
、
他
面
、
班
田
収
授
を
貫
徹
す
る
た
め
の
苦
肉
の
策
で
あ
っ

た
と
も
評
し
う
る）
（（
（

。
右
の
③
の
「
賜
田
」
班
給
規
定
に
も
「
見
に
実
地
無

く
は
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
口
分
田
と
し
て
班
給
す
べ
き

田
地
が
、
慢
性
的
に
不
足
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。「
令
」
の
通
り
に
い

か
な
い
最
大
の
「
不
便
」
は
、
開
墾
地
の
不
足
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

班
田
収
受
の
完
全
実
施
の
た
め
に
は
、
ま
ず
口
分
田
と
な
る
開
墾
地
の

確
保
が
必
須
で
あ
っ
た
。
養
老
六
年
四
月
の
太
政
官
奏
に
「
膏
腴
之
地
良

田
一
百
万
町
」
の
開
墾
計
画
が
提
言
さ
れ
、
そ
の
遂
行
の
た
め
に
翌
年
発

令
さ
れ
た
の
が
三
世
一
身
法
で
あ
る
。「
住
吉
の
岸
を
田
に
墾
り
蒔
き
し

稲
」（
10
―
二
二
四
四
）
と
い
う
よ
う
な
万
葉
歌
は
、
急
速
に
拡
大
す
る

開
墾
事
業
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
も
良
質
な
土
地
の
不
足

を
感
じ
さ
せ
る
。
公
地
公
民
制
の
理
念
を
自
ら
否
定
し
て
ま
で
も
、
現
実

の
開
墾
と
班
給
を
優
先
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
国
家
の
苦
悩
が
透
け
て

見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
形
式
や
文
書
を
重
視
す
る
律
令
国
家
の
理
想
と
現

実
は
つ
ね
に
背
馳
し
て
い
た
が
、
天
平
元
年
班
田
に
も
そ
の
撞
着
が
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
露
呈
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

平
城
京
域
内
に
は
班
給
さ
れ
る
田
地
が
な
く
、
都
市
居
住
民
の
口
分
田

は
す
べ
て
都
市
郊
外
に
班
給
さ
れ
た）
（1
（

。
坂
上
郎
女
歌
の
題
詞
に
見
ら
れ
る

「
跡
見
の
庄
」
や
「
竹
田
の
庄
」
な
ど
も
、
そ
う
し
た
郊
外
の
田
地
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
で
も
不
足
す
る
分
は
、
さ
ら
に
遠
隔
地
に
班
給
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
畿
内
で
は
遠
隔
地
で
す
ら
土
地
が
不
足
す
る
こ
と

に
な
り
、
さ
ら
に
畿
外
へ
と
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

④
の
「
一
分
畿
内
、
一
分
外
国
」
は
、
そ
う
し
た
実
態
を
反
映
し
た
規
定

で
あ
る
。
し
か
し
、
支
給
さ
れ
る
側
に
し
て
み
れ
ば
、
管
理
す
べ
き
土
地

の
分
散
は
不
便
こ
の
上
な
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
班
田
収
受
の
実
際
を
困
難
に
し
て
い
た
要
素
と
し
て
は
、
②
や

④
に
言
及
さ
れ
る
土
地
の
沃
瘠
の
問
題
が
あ
っ
た
。
②
で
は
、
上
田
と
上

田
の
交
換
は
認
め
る
が
、中
田
と
上
田
の
交
換
は
認
め
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
れ
で
も
例
外
を
追
認
し
て
い
る
の
は
、
実
際
に
は
強
引
な
交
換
が
横
行

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
④
に
は
職
田
を
、
土
地
の
広
狭
と
沃

瘠
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
勘
案
し
て
班
給
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
は
す
な
わ
ち
土
地
の
広
狭
と
沃
瘠
に
対
す
る
不
平
不
満
が
大
き
か
っ
た

と
い
う
現
実
を
暗
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
規
定
が
、「
膏
腴
の

地
を
争
ひ
求
め
る
」こ
と
の
抑
止
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

数
少
な
い
「
膏
腴
の
地
」
を
め
ぐ
る
争
奪
が
熾
烈
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
土
地
の
沃
瘠
が
そ
れ
だ
け
収
穫
量
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
で
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あ
っ
た
現
実
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
租
稲
の
量
的
ノ
ル
マ
が
死

活
的
問
題
と
な
る
現
実
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
班
田
収

授
の
理
念
は
公
平
性
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
現
実
の

地
質
・
地
形
の
自
然
地
理
的
条
件
は
均
質
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
不
平
等
不
公
平
が
出
来
し
た
の
で
あ
る
。
後
世
、
と
く
に
地
方
に

お
い
て
は
土
地
の
環
境
的
差
異
に
も
一
定
の
配
慮
が
加
え
ら
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
が
、
天
平
元
年
の
畿
内
に
お
い
て
は
、
不
平
等
を
顧
慮
す
る
よ

う
な
時
間
的
精
神
的
余
裕
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　

不
平
等
と
言
え
ば
、
三
月
の
太
政
官
奏
で
は
全
面
的
な
や
り
直
し
が
示

唆
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
十
一
月
の
官
奏
の
①
で
は
、
最
初
か
ら
特

別
扱
い
の
枠
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
土
地
が
不
足
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
班
田
の
全
面
的
な
や
り
直
し
が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

権
門
や
寺
社
の
田
地
は
温
存
さ
せ
る
と
い
う
不
平
等
な
方
針
で
は
、
た
だ

で
さ
え
困
難
な
事
業
が
、
さ
ら
に
理
解
・
協
力
を
得
ら
れ
に
く
く
な
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
矛
盾
や
破
綻
、
計
算
通
り
に
は
い
か
な
い
現
実

が
、
班
田
使
た
ち
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
瀧
川
氏
は
、
天
平
元
年

時
に
は
班
田
使
が
校
田
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
、
ま
た
虚

偽
記
載
の
多
い
籍
帳
の
確
認
も
行
っ
た
と
す
る
。さ
ら
に
、土
地
の
沃
瘠
、

家
と
の
距
離
、
灌
漑
設
備
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
条
件
を
考
慮
し
て
、
す
べ
て

の
受
給
者
が
満
足
す
る
よ
う
な
「
公
平
な
班
田
」
は
不
可
能
で
あ
り
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
実
施
を
迫
ら
れ
、
農
民
と
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
が
龍
麻
呂
の
心
労
を
深
め
た
と
推
測
す
る
。

　

国
家
財
政
の
立
て
直
し
と
い
う
喫
緊
の
課
題
の
た
め
、
い
さ
さ
か
性
急

に
進
め
ら
れ
た
土
地
制
度
の
改
革
と
、
耕
地
の
測
量
、
戸
籍
の
確
認
な
ど

の
正
確
性
の
追
求
と
が
、
天
平
元
年
班
田
を
前
例
の
な
い
過
酷
な
業
務
に

仕
立
て
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
難
波
で
は
丈
部
龍
麻
呂

が
縊
死
を
遂
げ
る
に
至
っ
た
。
山
背
で
は
、
⑥
に
あ
る
よ
う
に
さ
ら
な
る

業
務
負
担
も
加
わ
り
、
諸
兄
の
疲
労
の
色
は
一
段
と
濃
く
な
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
平
城
京
郊
外
の
石
上
の
地
に
長
期
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
金
村

歌
の
語
り
手
も
ま
た
、
都
を
目
前
に
し
つ
つ
も
、
自
宅
に
帰
る
こ
と
が
で

き
ず
に
い
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
年
の
班
田
業
務
の
煩
雑
さ
過
酷
さ
を
物

語
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

　

集
中
に
は
、「
石
上
布
留
の
早
稲
田
」
を
歌
う
も
の
が
二
首
（
７
―

一
三
五
三
、９
―
一
七
六
八
）
見
ら
れ
る
。
わ
ず
か
二
首
と
は
い
え
、
そ

の
よ
う
な
措
辞
が
類
型
的
表
現
と
し
て
成
り
立
ち
得
た
（
当
時
の
人
々
に

共
通
認
識
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
）
と
い
う
こ
と
は
、
石
上
布
留
と
い

う
地
の
一
般
的
印
象
と
し
て
、
稲
田
の
占
め
る
比
重
が
決
し
て
小
さ
く
は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
従
っ
て
、
石
上
の
地
に
は
、

陸
田
・
山
田
も
含
め
て
、
公
収
・
班
田
が
可
能
な
耕
作
地
が
意
外
に
広
く
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存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。

　

し
か
し
一
方
で
、
石
上
の
地
は
有
力
豪
族
物
部
氏
（
石
上
氏
）
の
本
貫

で
あ
り
、
石
上
神
宮
（
石
上
坐
布
留
御
魂
神
社
）
の
「
神
家
地
」
で
あ
っ

た
。
①
に
言
う
「
神
家
地
」
の
優
先
を
確
保
し
つ
つ
、
そ
の
隙
間
に
あ
る

良
田
を
公
収
す
る
と
い
う
任
務
は
、
複
雑
に
絡
み
合
う
権
利
関
係
を
整
理

し
、
曖
昧
な
境
界
を
裁
断
し
て
ゆ
く
と
い
う
心
労
の
多
い
業
務
で
あ
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
。
石
上
氏
の
側
か
ら
見
て
も
、
特
権
を
確
保
さ
れ
て
い
る

と
は
言
え
、
全
面
的
な
公
収
・
校
田
・
班
田
の
や
り
直
し
が
影
響
す
る
と

こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
負
担
が
生
じ
て
い
た
こ

と
が
想
像
で
き
る
。

　

石
上
と
い
う
至
近
の
距
離
に
い
な
が
ら
都
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
嘆
き
は
、
当
該
金
村
歌
が
有
す
る
異
様
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
異
様

な
要
素
こ
そ
が
、「
天
平
元
年
十
二
月
」
と
い
う
時
の
特
異
性
と
、「
石
上

布
留
」
と
い
う
場
所
の
特
異
性
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
だ
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
金
村
歌
の
背
景
に
あ
る
事
情
を
、
同
時
代
人
な
ら

ば
鋭
く
看
取
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

天
平
元
年
の
班
田
制
度
改
革
は
、
国
家
財
政
の
観
点
か
ら
は
必
然
的
な

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。し
か
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
実
質
的
支
配
者
や
、

口
分
田
を
支
給
さ
れ
る
農
民
や
、
そ
の
業
務
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
班
田
使
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
改
革
が
齎
す
労
苦
や
精
神
的
痛
苦
は
決

し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
食
糧
生
産
と
い
う
死
活
問
題
に
直
結

し
て
い
る
だ
け
に
、
利
害
の
主
張
は
勢
い
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と

な
り
、
わ
ず
か
な
制
度
上
の
矛
盾
や
遺
漏
が
、
決
定
的
な
対
立
や
破
滅
を

招
く
こ
と
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。
龍
麻
呂
の
死
そ
の
も
の
は
、
一
人

の
、
無
名
の
、
若
者
が
自
殺
し
た
と
い
う
出
来
事
で
し
か
な
い
が
、
そ
の

背
後
に
は
無
数
の
「
龍
麻
呂
た
ち
」
が
い
る
と
い
う
事
実
と
、
今
後
「
第

二
、
第
三
の
龍
麻
呂
」
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
と
を
、
中
級

官
人
大
伴
三
中
は
、
現
場
の
責
任
者
と
し
て
訴
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

丈
部
龍
麻
呂
は
な
ぜ
死
ん
だ
か
？　

い
や
、
三
中
に
言
わ
せ
れ
ば
、
丈

部
龍
麻
呂
は
誰
に
殺
さ
れ
た
か
、
と
い
う
劇
し
い
問
い
が
、
龍
麻
呂
挽
歌

に
は
伏
在
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
三
中
歌
の
深
刻
さ

に
較
べ
れ
ば
、
諸
兄
の
贈
答
歌
や
金
村
の
相
聞
歌
は
か
な
り
気
楽
な
も
の

に
も
見
え
よ
う
が
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
に
業
務
の
苦
痛
と
制
度
の
矛
盾
を

訴
え
た
「
述
志
」
の
歌
と
し
て
読
み
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
本
稿
の
帰
結
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

七
、
む
す
び 

―
― 

出
来
事
と
そ
の
換
喩

　

橘
諸
兄
（
葛
城
王
）・
大
伴
三
中
・
笠
金
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
身
分
家
柄
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経
歴
の
高
下
優
劣
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
律
令
官
人
と
し
て
そ
の
生

涯
を
送
っ
た
。
彼
ら
律
令
官
人
が
「
歌
う
」
こ
と
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
。
最
後
に
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
律
令
期
の
日
本
に
お
い
て
は
、
個
人
が
心
情
を
表
現
・
発
信
す

る
こ
と
が
可
能
な
媒
体
と
い
う
も
の
が
、
ほ
ぼ
「
歌
」
し
か
な
か
っ
た
と

い
う
歴
史
的
状
況
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
心
情
を
表
現

す
る
も
の
と
し
て
は
漢
詩
も
存
在
し
た
が
、
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
は
制

約
の
多
い
表
現
手
段
で
あ
り
、
広
が
り
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
律
令
官
人

が
「
歌
う
」
理
由
と
し
て
は
、
単
純
に
そ
れ
し
か
「
思
い
を
陳
べ
る
」
手

段
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、「
歌
」
と
い
う
表
現
手
段
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
由
に
個
人
的

心
情
を
述
べ
る
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
歌
」
は
、
発

想
と
表
現
の
型
と
い
う
制
約
の
中
で
し
か
心
情
を
述
べ
る
こ
と
を
許
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
万
葉
に
お
い
て
は
、
家
族
愛
と
か
友
情

（
友
愛
）
と
い
っ
た
人
間
的
な
愛
情
一
般
を
述
べ
る
と
き
に
は
、「
男
女
間

の
恋
愛
（
性
愛
）」
の
擬
制
ま
た
は
擬
態
と
い
う
表
現
方
法
を
選
ぶ
し
か

な
か
っ
た
。
親
子
愛
や
兄
弟
愛
、
親
密
な
仲
間
意
識
と
い
っ
た
種
類
の
感

情
は
、
恋
愛
と
い
う
喩
を
用
い
て
し
か
語
り
得
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。

　

人
間
の
感
情
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
た
と
え
ば

社
会
の
不
正
や
権
力
の
横
暴
に
対
す
る
怒
り
な
ど
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る

わ
け
だ
が
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
感
情
を
万
葉
時
代
の
人
々
が
抱
い
た
と

し
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
適
切
に
表
す
「
こ
と
ば
」
が
な
か
っ
た）
（1
（

。
王

権
讃
美
の
こ
と
ば
は
さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
さ
れ
た
が
、
政
治
や
社
会
に
対
す

る
批
判
や
意
見
を
述
べ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
手
段
も
、
媒
体
も
、
形
式

も
な
か
っ
た
。
与
え
ら
れ
た
唯
一
の
表
現
手
段
は
「
歌
」
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
「
歌
」
で
複
雑
な
感
情
や
自
分
に
固
有
の
感
覚
を
述
べ
よ
う
と
し
て

も
、
そ
れ
ら
は
「
淋
し
さ
」
と
か
「
恋
し
さ
」
と
か
「
悲
し
さ
」
と
い
っ

た
既
定
の
情
緒
へ
と
変
換
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
類
型
的
な
抒
情
性
こ
そ
が
固
有
の
経

験
の
「
換
喩
」
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
金
村
の

天
平
元
年
十
二
月
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
結
局
「
妻
恋
し
さ
」
の

情
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
歌
は
相
聞
に
部
類
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
そ
こ
に
歌
わ
れ
た
孤
独
感
、
焦
燥
感
、
疲
労
、
寒
さ
、
徒
労

感
な
ど
は
、
天
平
元
年
班
田
と
い
う
出
来
事
の
喩
と
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。「
近
距
離
の
隔
絶
」
や
、
石
上
の
地
で
の
長
期
逗

留
が
、
金
村
個
人
が
実
際
に
体
験
し
た
「
事
実
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が

問
題
な
の
で
は
な
い）
（1
（

。
そ
こ
に
歌
わ
れ
た
閉
塞
感
や
絶
望
感
が
、
天
平
元

年
班
田
と
い
う
事
業
そ
の
も
の
が
抱
え
て
い
た
制
度
的
問
題
の
喩
な
の
で

あ
る
。
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三
中
の
龍
麻
呂
挽
歌
に
し
て
も
、
一
人
の
前
途
有
為
な
青
年
の
自
死
と

い
う
一
例
を
以
て
班
田
業
務
全
体
の
過
酷
さ
を
示
唆
す
る
と
い
う
意
味
で

は
、天
平
元
年
班
田
事
業
そ
の
も
の
の
換
喩
と
し
て
も
読
み
う
る
だ
ろ
う
。

三
中
の
「
悲
し
み
」
は
、
龍
麻
呂
だ
け
に
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

夜
の
暇
に
芹
を
採
る
と
い
う
諸
兄
の
歌
も
、
そ
れ
を
着
替
え
も
せ
ず
、
立

派
な
刀
を
腰
に
佩
び
た
ま
ま
で
芹
を
摘
ん
で
い
る
と
い
う
妙
観
命
婦
の
歌

も
、
や
は
り
班
田
業
務
の
慌
た
だ
し
さ
と
煩
雑
さ
の
喩
と
し
て
理
解
す
べ

き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
に
表
現
さ
れ
た
感
情
の
質
は
万
葉
歌
一
般
と
何

ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、「
天
平
元
年
の
冬
」
と
い
う
固
有
の
時
間

設
定
を
そ
こ
に
重
ね
た
と
き
、
あ
る
歴
史
的
体
験
が
齎
し
た
心
理
的
痛
苦

の
換
喩
と
し
て
「
恋
し
さ
」
や
「
淋
し
さ
」
や
「
悲
し
さ
」
が
歌
わ
れ
て

い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
換
喩
性
は
、
万
葉
歌
の
表
現
技
術
の
限
界
と
い
う
よ
り
も
、

そ
も
そ
も
現
実
の
出
来
事
そ
の
も
の
を
正
確
か
つ
完
全
に
言
語
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
言
語
の
宿
命
に
根
差
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ど
の

よ
う
な
経
験
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
そ
の
も
の
を
言
語
化
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
し
て
言
語
化
し
た
い
部
分
が
出
来
事
の
経
過
で
は
な
く
、
そ
こ

に
生
じ
た
矛
盾
や
、
そ
れ
に
対
す
る
違
和
感
や
不
満
で
あ
っ
た
場
合
、
そ

れ
を
適
切
に
言
語
化
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
。
そ
の
、
靄
々
と
し
た
感
情
、
割
り
切
れ
な
い
思
い
と
い
っ
た
も
の
は
、

そ
れ
に
類
似
・
近
接
す
る
「
別
の
も
の
」
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
し
か
な

い
。
文
学
と
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
表
象
不
可
能
な
も
の
」
を
喩
的
に

表
象
す
る
言
語
形
式
な
の
で
あ
る
。

　

律
令
官
人
に
と
っ
て
の
「
歌
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と

私
は
考
え
る
。
唯
一
の
、
し
か
し
不
完
全
な
表
現
手
段
を
通
じ
て
、
葛
城

王
の
よ
う
な
皇
族
も
含
め
、
自
身
が
ま
さ
し
く
体
制
の
一
部
で
も
あ
る
律

令
官
人
た
ち
は
、
実
に
日
本
流
の
、
迂
回
的
か
つ
隠
喩
的
な
「
述
志
」「
言

志
」
を
試
み
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
天
平
元
年
班
田
に
関
わ
る
複
数
の

万
葉
歌
の
存
在
は
、
そ
の
よ
う
な
古
代
日
本
の
文
学
状
況
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、「
情
と
い
う
喩
」
を
「
官
人
の
言
説
」
と
し
て

再
読
す
る
必
要
性
を
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。「
歌
」
と

い
う
表
現
手
段
の
時
代
的
制
約
と
限
界
と
を
見
極
め
つ
つ
も
、
な
お
そ
の

「
志
」
を
精
細
に
読
み
解
く
べ
き
可
能
性
と
意
義
が
、
万
葉
集
に
は
ま
だ

多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

注（1
）�

万
葉
集
が
自
覚
的
に
詠
作
年
次
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

は
、
渡
部
修
「
歌
の
年
次
」（『
國
學
院
雑
誌
』
101
巻
４
号
、
平
1（
・
4
）
が
鋭
く

問
題
化
し
て
い
る
。

（
（
）�
万
葉
集
と
い
う
編
纂
物
が
、
複
数
の
原
資
料
の
多
様
な
表
記
や
書
式
を
意
識
的
に
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温
存
さ
せ
る
編
集
方
針
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漢
字
文
化
と

歌
集
編
纂
」（『
文
芸
と
批
評
』
９
巻
７
号
、
平
1（
・
（
）
に
論
じ
た
。

（
3
）�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
村
山
出
「
笠
金
村
の
天
平
元
年
十
二
月
歌
」（『
万
葉
集
研

究�

第
二
十
九
集
』
塙
書
房
・
平
19
）
も
、「
題
詞
の
『
天
平
元
年
己
巳
十
二
月
』
は
、

作
歌
動
機
と
な
っ
た
公
事
に
対
す
る
金
村
の
記
録
意
識
か
ら
出
た
も
の
と
考
え
ら

れ
、
軽
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
4
）�

梶
川
信
行
「
笠
金
村
と
石
上
乙
麻
呂
」「
越
道
の
望
郷
歌
群
」『
万
葉
史
の
論�

笠

金
村
』（
桜
楓
社
・
昭
（（
）

（
（
）�

山
田
弘
道「
天
平
元
年
十
二
月
の
笠
朝
臣
金
村
の
歌
」（『
古
代
文
化
』3（
巻
（
号
、

昭
（9
・
（
）

（
（
）�

井
ノ
口
史
「
金
村
の
巻
九
・
相
聞
長
歌
二
首
」（『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品�

第
六
巻
』
和
泉
書
院
・
平
1（
）

（
（
）�

班
田
収
授
法
に
関
す
る
研
究
は
枚
挙
に
暇
な
く
、
明
治
期
か
ら
昭
和
五
十
年
頃
ま

で
の
研
究
史
だ
け
で
も
村
山
光
一
『
研
究
史�

班
田
収
授
』（
吉
川
弘
文
館
・
昭

（3
）
の
一
冊
に
纏
め
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
最
も
代
表
的
か
つ
古
典
的
な
研
究

書
と
し
て
、
今
宮
新
『
班
田
収
授
制
の
研
究
』（
龍
吟
社
・
昭
19
）
と
、
虎
尾
俊

哉
『
班
田
収
授
法
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
・
昭
3（
）
の
二
冊
を
挙
げ
て
お
く
。

（
（
）�

金
村
歌
の
舞
台
に
「
石
上
布
留
」
が
選
ば
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
梶
川
氏
注
４
書

な
ど
石
上
乙
麻
呂
と
の
関
係
を
推
測
す
る
見
方
が
多
い
が
、
倉
持
し
の
ぶ
「『
う

つ
せ
み
の
世
の
人
な
れ
ば
』」（『
国
語
国
文
研
究
』
14（
号
、
平
（（
・
（
）
は
、
こ

の
地
名
に
相
聞
的
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（
9
）�

瀧
川
政
次
郎
「
班
田
史
生
丈
部
龍
麻
呂
の
死
」『
万
葉
律
令
考
』（
東
京
堂
出
版
・

昭
49
）

（
10
）�

岸
俊
男
「
班
田
図
と
条
里
制
」『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』（
塙
書
房
・
昭
4（
）

（
11
）�

今
宮
氏
注
７
書
は
、
班
田
収
授
の
制
度
設
計
そ
の
も
の
に
崩
壊
す
べ
き
欠
陥
が
構

造
化
さ
れ
て
い
た
と
の
見
方
を
示
し
、
ま
た
度
重
な
る
墾
田
私
有
令
は
口
分
田
の

不
足
を
補
う
目
的
の
も
の
で
は
な
く
、
制
度
崩
壊
を
加
速
さ
せ
た
と
見
る
が
、
吉

田
孝
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』（
岩
波
書
店
・
昭
（（
）
は
、
墾
田
私
有
令
が

律
令
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
制
度
を
補
完
す
べ
く
施
行
さ
れ
た
と

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
制
度
と
現
実
は
つ
ね
に
矛
盾
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
矛
盾
の
中
に
現
実
的
妥
協
点
を
見
出
し
て
い
く
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
班
田
業
務
の
現
場
で
は
、
理
念
の
当
否
と
は
無
縁
な
と
こ
ろ
で
矛
盾
が
生
々

し
く
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

（
1（
）�

浅
野
充
「
律
令
国
家
に
お
け
る
京
戸
支
配
の
特
質
」（『
日
本
史
研
究
』
（（（
号
、
昭

（1
・
（
）

（
13
）�

山
田
氏
注
５
論
が
石
上
布
留
の
地
が
狭
隘
で
水
田
は
少
な
い
と
断
じ
た
こ
と
に
対

し
て
は
、
村
山
氏
注
３
論
は
「
誤
解
」
だ
と
指
摘
し
て
お
り
、
ま
た
陸
田
班
給
の

可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。
な
お
布
留
の
地
は
後
に
天
理
教
発
祥
の
地
と
な
る

が
、
そ
の
教
義
が
「
泥
田
」
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

（
14
）�

川
崎
庸
之
「
大
伴
三
中
の
歌
」（『
文
学
』
1（
巻
１
号
、
昭
（（
・
1
）
は
、
龍
麻
呂

の
自
殺
を
、
あ
た
か
も
王
権
を
超
越
す
る
英
雄
的
行
為
の
よ
う
に
捉
え
て
お
り
、

ま
た
特
権
的
な
地
位
に
あ
る
三
中
に
は
「
官
人
と
し
て
の
埒
を
越
え
て
、
一
個
の

人
間
と
し
て
の
共
感
を
示
し
得
な
か
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
図
式

的
表
層
的
な
理
解
は
、歴
史
の
現
実
を
無
視
し
、事
態
の
本
質
を
全
く
捉
え
損
な
っ

て
い
る
空
論
と
し
か
思
え
な
い
。
本
稿
の
結
論
は
、
川
崎
氏
の
よ
う
な
皮
相
な
評

価
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
も
あ
る
。

（
1（
）�

土
屋
文
明
『
私
注
』・
新
大
系
・
金
井
清
一
『
全
注
巻
九
』・
岩
波
文
庫
（
新
版
）
は
、

天
平
元
年
十
二
月
歌
が
金
村
自
身
が
班
田
使
を
経
験
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
班
田

使
に
仮
託
し
た
代
作
歌
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
金
村
に
は
女
性
仮
託

の
歌
が
あ
り
、「
宮
廷
歌
人
」
と
し
て
「
宮
廷
社
会
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
好
尚
」

に
応
え
る
「
代
作
性
・
仮
託
性
」
を
有
す
る
歌
人
で
あ
る
と
の
評
価
（
身
﨑
壽
「
笠

金
村
論
」
注
６
前
掲
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
所
収
）
も
あ
る
。
だ
が
、

た
と
え
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
公
私
に
引
き
裂
か
れ
る
班
田
使
の
苦

悩
は
、
律
令
官
人
笠
金
村
に
と
っ
て
リ
ア
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
貴
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人
の
代
作
と
は
一
線
を
画
す
る
「
弱
者
の
代
弁
」
は
、
山
上
憶
良
の
「
代
作
性
」

に
も
通
じ
る
「
述
志
」
的
志
向
と
し
て
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。


