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覧

山

路

平
 
四
 
郎

 
 
万
葉
集
研
究
の
進
展
は
目
覚
し
く
、
文
字
通
り
微
に
入
り
細
を
う
が
つ
有
様

 
で
、
大
雑
把
な
素
人
読
み
や
物
言
い
の
入
り
込
む
鯨
地
が
あ
る
と
も
思
え
な
い

現
状
で
あ
る
。
し
か
し
一
週
半
ら
云
う
と
、
万
葉
集
は
国
民
詩
で
、
誰
も
が
親

 
し
み
、
誰
も
が
そ
れ
に
つ
い
て
気
軽
く
も
の
を
云
う
、
そ
う
い
う
も
の
で
な
け

 
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
気
持
が
わ
た
く
し
に
こ
の
文
章
な
書
か
せ
た
。

取
ザ
上
げ
た
の
は
、
巻
一
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
雄
略
天
皇
の
御
製
歌
で
あ
る
。

 
全
員
入
学
の
叫
ば
れ
る
高
校
学
校
の
、
お
お
か
た
の
国
語
教
科
書
に
載
っ
て
い

、
る
歌
で
、
ひ
と
と
お
り
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
一
読
者
と
し

 
て
、
〈
そ
の
歌
は
ど
う
い
う
歌
で
、
ど
う
し
て
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
、

編
集
に
は
企
画
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
試
み
を
し
た
の
は
ど
ん
な

，
人
で
あ
ろ
う
か
V
と
い
っ
．
た
、
お
よ
そ
誰
も
が
思
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
思
う

が
儘
に
書
い
て
み
た
。
万
葉
集
研
究
を
専
門
と
す
る
人
の
眼
か
ら
み
た
ら
見
当
・

外
れ
の
藪
睨
み
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
御
叱
正
が
得
ら
れ
れ
ば
望
外
の
幸
せ
で

 
あ
る
。

 
 
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
の
は
岩
波
書
店
の
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
万
葉
集

で
あ
る
。
誰
で
も
が
簡
単
に
入
手
出
来
、
そ
の
道
の
専
門
家
に
よ
っ
て
校
訂
さ

れ
た
信
用
度
の
高
い
も
の
で
、
お
互
い
に
も
の
を
言
い
あ
う
共
通
の
土
俵
と
し

て
適
当
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
前
が
原
文
で
、
後
が
そ
の
書
き
下
し
文
で
あ

る
。 

 
籠
毛
与
 
美
田
母
乳
 
布
久
思
毛
与
．
美
夫
君
志
持
 
倉
岳
八
小
 
菜
採
須

 
 
見
 
家
々
閑
々
 
告
紗
根
 
虚
見
津
 
山
導
乃
国
者
 
馬
腹
戸
手
 
吾
許

 
 
曽
居
 
師
吉
名
倍
手
 
鼻
衝
曽
座
 
我
許
背
歯
 
告
目
 
家
呼
毛
名
雄
母

 
 
こ
 
 
 
 
 
 
こ
も
 
 
 
 
ふ
く
し
 
 
 
 
 
ぶ
く
し
も
 
 
 
 
 
を
か
 
 
 
な
つ

 
 
籠
も
よ
 
み
籠
持
ち
 
掘
串
も
よ
 
み
掘
串
持
ち
 
こ
の
岳
に
 
菜
摘
ま

 
 
 
こ
 
 
い
へ
き
 
 
 
 
の
＼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
と
 
く
に
¶

 
 
す
見
 
家
主
か
な
 
告
ら
さ
ね
 
そ
ら
み
つ
 
大
和
の
国
は
 
お
し
な
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

 
 
て
 
わ
れ
こ
そ
居
れ
 
し
き
な
べ
て
 
わ
れ
こ
そ
座
せ
 
わ
れ
に
こ
そ
は

 
 
の
 
 
 
 
 
い
へ
 
 
 
な

 
 
告
ら
め
家
塑
も
名
を
も

章
幽

 
は
じ
め
に
、
こ
の
歌
謡
を
ゼ
う
読
み
と
っ
た
か
、
そ
れ
が
私
考
の
出
発
点
で

あ
り
、
帰
着
点
で
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
べ
る
。

 
こ
の
「
天
皇
御
製
歌
」
は
結
句
の
「
我
許
背
歯
三
目
」
を
ど
う
訓
む
か
に
よ

っ
て
、
内
容
の
ま
っ
た
く
違
っ
た
歌
に
な
る
。
昭
和
三
十
二
年
に
『
日
本
古
曲
ハ

文
学
大
系
」
の
万
葉
集
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
の
通
行
の
細
み
は
、
お
そ
ら
く
『

萬
葉
集
新
考
』
の
「
わ
れ
こ
そ
は
の
ら
め
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
『
新
考
」
の
訓
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み
に
よ
れ
ば
「
告
る
」
の
は
「
天
皇
」
で
あ
り
、
『
大
系
』
の
覆
み
に
よ
れ
ば

「
菜
摘
ま
す
見
」
で
あ
る
。
上
に
助
詞
に
を
表
記
し
た
「
此
築
く
小
」
が
あ
る
と

こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、
「
大
系
」
の
含
み
は
「
三
図
背
歯
悪
目
」
の
我
の
字
の
後

に
、
A
小
の
字
を
補
っ
て
訓
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
『
大
系
」
を
し
て
、
あ
え
て
そ

う
し
た
重
み
添
え
に
踏
み
切
ら
せ
た
の
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
歌
謡
自
体
の
文
構

造
で
あ
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
「
そ
ら
み
つ
 
大
和
の
国
は
 
云
々
」

と
御
自
身
の
身
分
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
天
皇
が
、
再
び
「
告
ら
め
」
と
仰

せ
ら
れ
る
の
は
無
用
の
重
複
で
あ
り
、
ま
た
「
労
る
」
の
が
「
菜
摘
ま
す
兇
」

で
あ
う
て
、
謡
い
出
し
の
「
告
ら
さ
ね
」
と
照
応
し
首
尾
一
貫
す
る
か
ら
で
あ

る
。

 
近
世
の
万
葉
集
注
釈
書
の
〈
諸
抄
大
成
〉
と
も
云
う
べ
き
「
萬
葉
集
古
義
」

 
 
 
 
 
 
あ
 
を
 
 
こ
そ
せ
 
と
 
し
の
ら
め

が
、
本
文
を
「
我
（
乎
）
許
等
量
（
跡
）
歯
告
目
」
と
校
訂
し
た
上
で
、
 
「
朕
を

こ
そ
夫
と
し
て
、
家
・
を
も
名
を
も
つ
つ
ま
は
ず
鴨
り
知
ら
す
べ
き
事
な
れ
」
と

訓
み
と
は
打
ち
合
わ
ぬ
よ
う
な
解
を
下
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
文
構
造
に
引
か

れ
た
為
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
上
で
云
っ
た
よ
う
に
、
昭
和
期
以
後
で

は
「
新
考
』
の
訓
み
が
定
昇
化
し
、
〔
大
正
期
ま
で
の
総
決
算
は
『
校
本
萬
葉

 
 
 
 
ワ
レ
コ
ソ
バ
せ
ナ
ニ
ハ
ツ
ゲ
メ

集
』
の
「
我
許
者
背
歯
遠
目
」
で
あ
り
『
萬
葉
集
総
索
引
」
の
本
文
も

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
校
訂
し
て
い
る
〕
「
告
る
」
の
は
天
皇
で
あ
る
と
す
る
の

が
一
般
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
に
な
っ
て
『
古
義
」
流
の
考
え
が
、
文

法
と
い
う
鎧
、
兜
に
身
を
か
た
め
て
再
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、
奈
良
時
代
の
、

語
法
か
ら
す
る
と
、
コ
ソ
と
係
っ
て
己
然
形
（
居
れ
・
座
せ
）
で
結
ぶ
形
は
、
そ

て
で
切
れ
ず
に
、
あ
と
の
文
に
つ
づ
く
の
が
一
般
で
あ
る
。
コ
ソ
…
メ
の
形
の

助
動
詞
ム
に
は
他
に
希
求
す
る
意
の
用
法
も
あ
る
。
『
元
．
暦
校
本
萬
葉
集
』
で

許
の
字
の
下
に
朱
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
者
の
字
は
（
『
新
考
』
は
者
を
術
字
と

し
て
削
り
、
『
類
聚
古
集
』
に
は
者
の
字
は
無
い
と
い
う
）
煮
の
字
の
誤
記
で
、
も
と
許
の

字
の
上
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
論
議
さ
れ
だ
し
た
。
こ
れ
は
「

黒
目
」
の
目
は
自
の
誤
記
で
、
「
我
こ
そ
は
 
告
ら
じ
」
と
訓
む
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
、
な
ど
「
と
い
っ
た
も
の
よ
り
説
得
力
が
あ
っ
た
。
『
大
系
」
の
潜
み
は
、

そ
う
し
た
論
議
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
『
萬
葉
集
注
釈
』
'

が
、
同
じ
く
に
を
訓
み
添
え
る
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
「
わ
（
れ
）
に
こ
そ
告

ら
め
」
が
「
わ
れ
こ
そ
告
ら
め
」
に
取
っ
て
替
っ
て
混
獲
的
位
置
を
占
め
か
ね

ま
じ
き
勢
い
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
の
両
様
の
辞
み
に
つ
い
て
は
、
個
人
的
な
思
い
出
が
あ
る
。
『
大
系
」
が

刊
行
さ
れ
た
当
時
、
わ
た
く
し
は
昭
和
二
十
八
年
刊
の
『
万
葉
集
大
成
」
の
本

文
を
用
い
て
萬
葉
集
巻
一
を
講
読
七
て
い
た
。
『
大
成
」
の
訓
み
は
『
新
考
」

の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
略
の
で
あ
っ
た
が
、
聴
講
の
学
生
の
中
に
、
最
新
刊
の
『

古
典
文
学
大
系
』
本
を
携
行
す
る
者
が
何
人
か
い
て
い
ず
れ
も
「
わ
（
れ
）
に

こ
そ
は
 
告
ら
め
」
と
謹
む
の
が
、
理
に
適
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
わ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し

く
し
は
教
員
と
し
て
の
義
務
感
か
ら
、
そ
の
学
生
達
の
同
人
誌
で
あ
っ
た
『
葦

か
び

牙
」
に
自
分
の
考
え
を
書
き
、
の
ち
に
そ
れ
を
『
国
文
学
研
究
」
 
（
第
一
九
輯
、

昭
和
三
＋
四
年
三
月
、
早
大
国
文
学
日
刊
）
に
転
載
し
た
。
本
校
に
赴
任
し
て
、
は
し
な

く
も
そ
の
「
葦
牙
」
を
手
に
す
る
機
会
を
得
て
懐
旧
の
思
い
を
新
に
し
た
。
内

容
は
粗
い
書
生
談
義
で
、
「
新
考
」
の
訓
み
の
支
持
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
実

の
と
こ
ろ
今
も
そ
の
考
え
に
変
り
は
な
い
。
天
皇
が
、
〈
大
和
の
国
は
ど
こ
か

ら
ど
こ
ま
で
、
す
べ
て
自
分
が
君
臨
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
わ
た
し
に
は
生
家

も
名
前
も
お
話
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
〉
と
い
う
の
で
は
、
ど
う
耳
飾
し
ょ
う
と

山
も
な
け
れ
ば
川
も
な
い
困
所
詮
は
猫
撫
で
声
の
桐
喝
で
、
天
皇
の
権
威
を
笠

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
着
た
こ
わ
も
て
の
強
要
で
は
な
い
か
。
〈
ス
メ
ロ
ギ
の
妻
訪
い
V
を
主
題
と
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し
た
一
連
の
古
代
物
語
の
中
に
ぽ
、
こ
う
し
た
種
類
の
も
の
は
一
つ
も
無
い
。

こ
の
道
ば
か
り
は
ス
メ
ロ
ギ
と
錐
も
儘
な
ら
ぬ
。
同
じ
よ
う
に
焦
り
、
悶
え
、

時
に
は
戯
画
化
さ
れ
て
描
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
和
気
謁
々

た
る
笑
い
の
中
に
、
ス
メ
ロ
ギ
と
民
衆
と
を
近
づ
け
、
お
の
ず
か
ら
間
の
垣
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
む
 
が
た
り

取
り
梯
う
の
に
役
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
古
事
記
上
巻
の
「
神
 
語
」
の

第
一
歌
（
記
．
二
）
は
、
八
島
国
の
中
で
は
正
妻
の
嫉
妬
が
激
し
く
、
自
由
に
妻

訪
い
の
な
り
か
ね
る
八
千
矛
神
が
、
遠
い
高
志
の
ス
ナ
カ
ハ
姫
が
麗
し
く
賢
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
よ

女
と
聞
い
て
、
出
雲
を
立
っ
て
遙
々
と
妻
訪
い
に
「
あ
り
通
は
せ
」
、
大
刀
の
下

げ
緒
も
結
ん
だ
ま
ま
・
嚢
の
．
齢
．
も
「
い
ま
葱
か
ね
」
・
す
で
に
寝
て
し
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
と
り
き
ぎ
し

っ
た
姫
の
屋
の
戸
を
押
し
た
り
引
い
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
㍉
「
野
つ
鳥
 
雑

 
 
 
 
 
い
へ
と
り
か
け
 
な

は
と
よ
み
 
家
つ
鳥
鶏
も
鳴
く
」
で
、
と
う
と
う
夜
が
明
け
て
し
ま
う
。
夜
が

明
け
れ
ば
も
早
や
妻
訪
い
の
時
刻
は
過
ぎ
た
。
9
い
ま
一
歩
の
と
こ
ろ
へ
来
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
り
り

共
寝
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
八
千
矛
神
は
「
こ
の
鳥
も
う
ち
や
め
こ
せ
ね
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
め

 
（
こ
ん
な
鳥
、
ぶ
ち
殺
し
て
し
ま
え
）
と
八
当
り
し
て
喚
き
た
て
る
。
そ
の
喚
き
は
周

画
を
笑
に
包
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
或
い
は
『
雄
略
記
」
（
古
事
記
）
の
衰
仔
比
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
と
め
 
 
 
 
か
く
 
を
か

物
語
で
、
岡
辺
に
逃
げ
隠
れ
た
嬢
子
を
追
い
求
め
て
、
「
嬢
子
の
 
い
隠
る
周

 
 
か
な
す
き
 
い
ほ
ち
 
 
す
ば
 
 
 
 
 
、
、
、
、

を
 
金
鎧
も
 
五
百
箇
も
が
も
 
旧
き
携
ぬ
も
の
」
（
寵
．
九
九
）
と
無
い
も
の

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ね
だ
り
を
す
る
天
皇
は
、
ヌ
ナ
ガ
ハ
姫
に
御
預
け
を
食
っ
て
地
団
太
を
踏
む
八

千
矛
神
と
同
じ
で
み
る
。
 
「
神
語
」
の
第
一
歌
は
広
く
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
ら

し
く
、
『
維
躰
七
年
紀
』
の
勾
大
兄
皇
子
の
御
歌
（
紀
．
九
六
）
、
万
葉
集
巻
十
二

．
の
二
九
〇
六
番
歌
、
巻
十
三
の
三
三
一
〇
番
歌
な
ど
は
、
明
ら
か
に
そ
の
影
響

下
に
あ
る
謡
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
中
で
も
そ
の
三
三
一
〇
番
歌
と
問
答
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
も
り
く
 
 
は
つ
せ
を
ぐ
に

形
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
三
三
＝
一
番
歌
の
、
「
隠
国
の
 
長
谷
小
国
に

よ夜
ば
ひ
せ
す
 
わ
が
す
め
ろ
ぎ
」
は
正
し
く
戯
画
中
の
も
の
で
あ
る
。
歌
は
妻

雄
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こ
も

訪
わ
れ
る
隠
り
妻
の
立
場
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
雪
を
お
か
し
、
雨
に
も
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
く
と
こ
 
は
は
 
ね
 
 
 
 
 
と
と
こ
 
ち
ぢ
 
ね

げ
ず
一
々
と
訪
れ
て
来
た
の
に
、
「
奥
床
に
母
は
睡
た
り
 
外
床
に
父
は
寝
た

り
」
で
は
、
何
を
か
言
わ
ん
や
、
万
事
休
す
、
で
あ
る
。
宝
の
山
の
傍
ま
で
来

て
、
手
を
空
し
く
帰
っ
た
経
験
を
持
つ
若
衆
連
中
1
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
男
ど

も
が
そ
う
だ
っ
た
ろ
う
が
一
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
苦
笑
を
禁
じ
得
な
い
謡
い

物
だ
っ
た
ろ
う
。
古
事
記
の
雄
略
記
で
は
へ
若
日
下
部
王
に
求
婚
し
て
引
々
と

河
内
ま
で
出
か
け
た
天
皇
が
こ
こ
で
も
一
旦
は
拒
絶
さ
れ
て
、
そ
の
時
に
歌
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
み
だ
け
い
ね
 

だ
け
た
し
・

れ
た
と
さ
れ
る
も
の
が
「
…
い
組
竹
 
い
組
み
は
寝
ず
 
た
し
み
竹
 
確
に

 
み
ね
 
 
 
の
ち
 

く
 
 
ね
 
 
 
 
 
お
も
 
へ
 
ま

は
率
寝
ず
 
後
も
組
み
寝
む
'
そ
の
思
ひ
妻
 
あ
は
れ
」
（
記
・
九
一
）
と
い
う

 
 
 
 
こ
も

本
来
は
「
隠
り
妻
」
を
歌
っ
た
謡
い
物
で
あ
り
、
こ
の
三
三
一
二
番
歌
も
ま
た

「
：
と
ζ
だ
く
も
黙
ご
と
な
ら
ぬ
職
ゲ
戴
か
も
」
と
歌
い
納
め
て
い

る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
長
谷
小
国
に
夜
ば
い
す
る
わ
が
す
め
ろ

ぎ
と
三
瀬
朝
倉
宮
御
宇
天
皇
と
の
間
に
は
、
そ
の
脚
色
の
上
で
、
細
い
一
線
が

通
じ
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
御
製
歌
も
こ
う
し
た
笑
い
を
伴
っ

た
一
連
の
ス
メ
下
野
の
妻
訪
い
も
の
の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
の
が
そ
の
当
時
の
今
も
変
ら
ぬ
わ
た
く
し
の
主
張
で
あ
っ
た
。

章
二

 
こ
の
御
製
歌
は
謡
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
或
い
は
語
り
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
。
甚
だ
曖
昧
な
言
い
方
だ
が
、
古
事
記
の
、
仁
徳
天
皇
と
建
内
宿
禰
と
の
、

候
鳥
の
謄
が
我
が
国
で
産
卵
し
た
瑞
象
に
関
す
る
問
答
悲
歌
は
、
「
…
そ
ら
み

 
 
や
ま
と
 
く
に
 
 
か
り
こ
む
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
や
ま
と

つ
 
大
和
の
国
に
 
雁
興
産
と
聞
ぐ
や
」
 
（
記
．
七
二
M
、
「
…
そ
ら
み
つ
 
大
和

 
く
に
 
 
 
か
り
こ
む
 
 
 
 
 
 
 
 
き

の
国
に
 
雁
卵
産
と
 
い
ま
だ
聞
か
ず
」
（
記
．
七
三
）
．
と
歌
い
納
め
る
、
い
ず
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／

，
れ
も
こ
の
雄
略
「
御
製
歌
」
と
同
じ
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
口
語
的
表
現
の
古
朴

な
歌
だ
が
、
天
皇
の
砲
門
に
対
し
て
、
古
事
記
の
編
者
は
「
こ
こ
に
建
内
宿

禰
、
歌
を
以
ち
て
語
り
白
し
し
く
（
於
レ
此
、
建
内
宿
禰
以
レ
歌
語
臼
）
」
．
と
記
し
て

」
い
る
。
 
「
以
レ
歌
語
白
」
は
他
に
類
例
が
な
い
の
で
確
か
に
は
言
え
ぬ
が
、
口

語
射
表
現
の
古
朴
な
歌
の
中
に
は
「
語
り
も
の
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
も

あ
り
、
こ
こ
は
た
ま
た
ま
そ
の
原
形
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
も
の
で
あ
る
と
も
、

 
 
 
 
こ
と
ほ

或
い
は
「
言
祝
ぎ
」
の
「
語
り
方
」
が
あ
っ
て
、
こ
こ
の
「
語
白
」
は
そ
の
意

味
の
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
平
安
朝
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
践
柞

大
嘗
会
に
「
語
部
」
が
召
さ
れ
て
「
古
詞
」
を
奏
し
た
。
新
し
い
御
代
を
言
祝

ぐ
累
代
の
古
儀
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
岩
群
似
・
祝
、
又
渉
二
可
可
声
こ

 
（
『
江
家
次
第
』
巻
＋
五
）
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
時
代
を
遡
れ
ば
「
語
り
も
の
」
と
「

謡
い
も
の
」
と
の
間
に
は
大
き
な
落
差
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
殊
に
そ
れ
が
-
「
言

祝
ぎ
」
の
性
格
を
持
つ
よ
う
な
場
合
に
は
。

こ
の
御
製
歌
は
謡
わ
れ
た
も
の
か
、
語
ら
れ
た
も
の
か
、
甚
だ
曖
昧
な
言
い
方

を
し
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
聞
き
手
に
直
接
訴
え
る

も
の
で
、
文
字
を
通
し
て
の
交
流
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
聞
き
手
と
呼

 
 
 
 
 
 
 
ま

吸
を
合
わ
せ
る
〈
間
の
と
り
方
〉
で
、
そ
の
文
句
の
文
構
造
が
格
に
適
う
か
、

適
わ
ぬ
か
は
二
の
次
ぎ
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
こ
の
御
製
歌
を
文
法
至
上
で

解
く
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
た
。
例
え
ば
前
章
で
引
用
し
た
『
神
語
」
第
一
歌
の

二
つ
の
己
然
条
件
形
「
あ
り
通
は
せ
」
 
「
い
ま
だ
解
か
ね
」
の
う
ち
、
前
の
「

あ
り
通
は
せ
」
の
場
合
は
、
文
法
上
は
ど
う
あ
れ
、
結
び
を
持
た
ぬ
形
で
、
お

 
 
 
 
 
ヘ
コ
ヘ
 
ヘ
 
へ

そ
ら
く
そ
の
言
い
さ
し
の
問
に
、
聞
き
手
は
前
途
を
先
取
り
し
て
興
味
を
脹
ら

ま
せ
る
の
で
あ
る
。

 
人
口
に
膳
没
し
た
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
の
一
節
、
 
「
近
く
本
朝
を
窺
ふ
に

承
平
の
豊
門
、
天
慶
の
純
友
、
康
和
の
義
親
、
平
治
の
信
頼
、
こ
れ
ら
は
猛
き
．

心
も
奢
れ
る
事
も
、
皆
と
り
ど
り
な
り
し
か
ど
も
、
間
近
く
は
六
波
羅
の
入
道

前
太
政
大
臣
台
墨
臣
清
盛
公
と
申
し
し
人
の
有
様
、
伝
え
承
る
こ
そ
、
心
も
詞

も
及
ば
れ
ね
し
と
あ
る
と
こ
ろ
で
も
、
文
法
的
に
、
「
と
り
ど
り
な
り
し
か
ど

も
」
め
「
し
か
」
と
、
い
う
己
然
条
件
形
は
ど
こ
に
係
る
の
か
と
吟
味
し
た
と
こ

と
ろ
で
、
到
底
解
決
は
つ
く
ま
い
。
こ
こ
も
亦
言
い
さ
し
た
形
で
、
平
家
琵
琶

の
聴
衆
は
こ
こ
ま
で
語
っ
て
来
て
琵
琶
を
か
き
鳴
ら
す
、
そ
の
哀
切
な
音
調
を

聞
き
な
が
ら
、
す
ぐ
そ
の
前
に
聞
い
た
「
点
き
者
も
遂
に
は
滅
び
ぬ
。
偏
に
風

の
前
の
塵
に
同
じ
」
と
い
う
文
句
を
反
干
し
て
、
〈
と
り
ど
り
な
り
し
か
ど
も

一
様
に
滅
ん
で
し
ま
っ
た
わ
い
V
と
思
い
と
り
、
あ
ら
た
め
て
清
盛
の
栄
華
に

目
を
見
張
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
己
然
条
件
の
帰
結
は
無
言
の
う
ち
に

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
謡
い
も
の
、
語
り
も
の
と
い
っ
た
類
に
は
こ
う
し
た
破
格
は
必
ず
し
も
焦
れ

、
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
御
製
歌
も
、
段
落
と
段
落
と
の
間
に
、
飛
躍
が

あ
り
、
転
戻
が
あ
り
、
し
か
も
起
・
承
・
転
・
結
を
持
2
二
段
構
成
の
歌
謡
で

あ
っ
た
ろ
う
。
わ
た
く
し
の
理
解
し
た
雄
略
「
御
製
歌
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
冒
，

章
三

 
菜
摘
み
は
春
の
も
の
で
ギ
舞
台
は
春
の
野
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
「
春
菜
摘

む
」
と
歌
っ
た
歌
が
幾
つ
か
あ
る
（
8
．
一
四
二
一
、
8
．
一
四
二
七
、
8
．
西
四
二
、

10

D
一
九
一
九
、
1
7
・
三
九
六
洗
）
。
春
菜
ば
お
そ
ら
く
ワ
カ
．
ナ
と
慰
む
と
こ
ろ
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
を
「
春
菜
」
と
表
記
す
る
と
こ
ろ
に
、
菜
摘
み
が
特
に
春
の
風
情

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
す
が
の
 
 
け
む
り
た
 
 
み

と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
を
と

、
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め
ら
暴
富
の
う
は
ぎ
（
肇
青
み
て
都
ら
し
も
L
（
ユ
・
二
八
七
δ
と
あ
る
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
つ
も
の
 
 
 
 
 
り

う
に
、
春
の
野
に
出
て
若
菜
を
摘
み
、
 
菱
と
し
て
会
食
す
る
の
は
乙
女
達
の

楽
し
い
野
遊
び
で
あ
っ
だ
が
、
萌
え
出
す
若
菜
を
食
す
れ
ば
、
た
く
ま
ル
い
そ

の
生
命
力
が
躰
内
に
取
り
込
ま
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
か
、
「
竹
取
の

老
翁
の
歌
」
（
1
6
・
三
七
九
一
）
の
序
文
で
み
る
よ
う
に
、
変
若
、
延
命
の
神
仙
思
「

想
と
結
ん
で
語
ら
れ
て
も
い
る
。
の
ち
に
、
正
月
七
日
の
七
草
粥
の
年
中
行
事

に
定
着
し
た
の
は
そ
の
延
長
線
上
の
も
の
で
あ
る
ゆ

 
菜
摘
み
は
一
般
に
は
水
汲
み
と
共
に
女
性
の
仕
事
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の

機
会
を
待
ち
う
け
る
男
性
の
恰
好
の
求
婚
．
の
場
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
母
親
の

．
監
督
下
に
置
か
れ
た
古
代
の
女
性
に
と
っ
て
は
、
開
放
さ
れ
だ
野
外
で
の
男
女

交
歓
の
場
で
も
あ
っ
た
。
、
こ
の
雄
略
「
御
製
歌
」
は
こ
ヶ
し
た
菜
摘
み
の
場
が

背
景
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
い
へ
き
か
な
 
 
の
ら
さ
ね

 
第
一
段
は
「
家
吉
旧
名
 
告
紗
根
」
．
ま
で
で
、
こ
れ
は
天
皇
か
ら
の
求
婚
で

あ
る
。
男
が
問
い
、
応
諾
す
6
場
合
は
女
が
答
え
る
、
こ
れ
は
古
代
の
結
婚
の

習
俗
で
あ
る
。
 
（
名
の
字
を
上
句
に
付
け
る
か
、
下
句
に
付
け
る
か
。
或
い
は
吉
の
字
は
下
の
告

と
同
じ
字
で
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
。
従
っ
て
閑
は
閑
の
誤
記
で
あ
る
の
か
、
な
「
い
の
か
。
告
の
字
と

す
る
と
ノ
ル
と
訓
む
の
か
、
ッ
グ
と
訓
む
の
か
。
そ
の
歪
み
に
は
幾
変
遷
が
あ
っ
て
『
大
系
』
．
の
訓
み

が
必
ず
し
も
動
か
ぬ
も
の
と
は
思
え
ぬ
が
、
こ
こ
は
結
句
の
「
口
許
曾
歯
」
の
我
の
後
に
、
余
を
訓
み

添
え
る
か
、
そ
の
儘
と
す
る
か
の
問
題
と
違
っ
て
、
ど
う
訓
も
う
と
、
 
一
首
の
上
に
変
化
は
な
い
）
」

、
「
籠
と
掘
串
と
を
持
っ
て
こ
の
岳
に
菜
を
摘
む
乙
女
よ
。
お
前
の
生
家
も
名
前

も
告
げ
て
欲
し
い
」
と
い
う
も
の
で
、
．
お
の
ず
か
ら
二
部
に
分
か
れ
る
。
前
部

は
乙
女
に
対
す
る
呼
び
か
け
で
、
 
「
起
「
に
当
る
も
の
だ
が
、
そ
の
乙
女
の
様

子
を
全
一
六
句
（
「
告
ら
め
」
を
一
句
ど
す
れ
ば
、
結
句
五
因
・
三
・
七
の
一
七
句
で
あ
る
が
、

要
す
る
に
こ
れ
は
偶
数
句
形
式
か
ら
奇
数
句
形
式
へ
の
過
渡
的
な
形
態
で
あ
る
。
巻
一
第
ご
歌
の
結
句

雄
略
「
天
皇
御
製
歌
」
私
考

 
 
 
く
に
 
 
 
 
 
し
ま
 
 
や
ま
と
く
に

 
「
う
ぎ
し
国
ぞ
㈹
・
あ
き
っ
島
㈲
 
大
和
の
国
は
ω
」
は
更
に
奇
数
句
長
歌
の
結
句
へ
接
近
し
た
形
で

、
あ
る
）
の
う
ち
、
四
句
ま
で
も
費
し
て
具
体
的
に
描
写
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が

謡
い
も
の
乃
至
語
り
毛
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
持
ち
物
、
あ
る
い

は
衣
裳
を
の
べ
て
、
そ
の
人
物
の
風
，
車
を
描
く
の
は
、
の
ち
の
ち
ま
で
物
語
の

手
法
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
、
ま
た
対
々
の
呼
び
か
け
な
ら
ば
、
、
こ
う

し
た
描
写
は
必
要
で
は
な
い
。
こ
れ
は
聞
く
人
に
、
乙
女
が
美
し
く
然
る
べ
き

身
分
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
ろ
う
。
そ
の
「

起
」
か
ら
「
家
開
か
な
」
の
後
部
へ
は
「
承
」
で
、
お
の
ず
か
ら
の
発
展
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
わ
れ
こ
そ
ま
せ

 
第
二
段
は
以
下
「
吾
己
曽
座
」
ま
で
で
あ
る
。
（
吉
の
字
を
告
の
字
と
み
て
、
師
を

上
句
に
付
け
、
居
・
座
を
同
音
に
訓
む
『
校
本
万
葉
集
』
の
訓
み
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
『
新
考
』
以
後

‘
の
訓
み
に
異
同
は
な
い
）
、
「
こ
の
日
本
の
国
は
ど
こ
か
ち
ど
ご
ま
で
も
、
わ
た
し
ノ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

が
君
臨
し
、
領
知
し
て
い
る
の
だ
が
…
」
と
い
う
も
の
で
、
言
い
さ
し
た
形
で

あ
る
が
、
第
一
段
と
の
間
に
は
叙
述
上
の
飛
躍
が
あ
る
。
委
曲
を
蓋
す
散
文
な

ら
ば
、
求
婚
の
申
し
出
で
あ
る
第
一
段
と
天
皇
の
名
乗
り
で
あ
る
第
二
段
」
と
の

間
に
は
、
当
然
〈
畏
け
れ
ど
御
各
を
知
ら
ず
〉
な
ど
と
い
っ
た
遣
り
取
り
の
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
じ
ゅ
う
函
ん
に
間
を
と
る
謡
い
ぶ
り
乃
至
語
り
口
で
、

そ
の
飛
躍
の
穴
は
無
言
の
う
ち
に
埋
め
ら
れ
た
て
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
第
一
．
段

の
起
・
承
か
ら
す
れ
ば
転
で
あ
る
。
今
や
天
皇
は
御
自
身
の
身
分
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
ゆ
こ
う
な
れ
ば
、
如
何
な
る
乙
女
も
応
諾
せ
ぎ
る
を
匿
ま
い
。
こ
れ
は
．

聞
く
人
の
予
測
で
あ
り
、
天
皇
御
自
身
も
そ
れ
を
期
待
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
ど
っ
こ
い
で
、
岡
辺
に
逃
げ
隠
れ
た
の
か
、
吃
驚
し
た
あ
ま
り
隠
然
と

立
ち
錬
ん
だ
の
か
、
・
乙
女
は
黙
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

 
第
三
段
は
以
下
の
部
分
で
、
問
題
の
訓
み
の
箇
所
で
あ
る
。
「
わ
だ
し
の
ほ
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「

O

う
は
告
げ
ま
す
。
そ
の
家
毛
名
も
」
と
い
う
も
の
で
、
天
皇
の
こ
の
言
葉
は
隔

週
は
乙
女
の
口
か
ら
出
る
と
思
わ
れ
て
い
た
の
に
、
そ
れ
が
く
お
前
も
こ
う
云

う
だ
V
と
ば
か
り
の
勢
い
で
、
天
皇
の
口
を
謡
い
出
て
来
た
。
こ
れ
は
倒
錯
で

あ
る
。
乙
女
が
黙
り
つ
ず
け
れ
ば
、
愈
々
天
皇
は
焦
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

一
見
重
複
と
み
ら
れ
る
の
は
、
ど
ん
で
ん
返
し
で
、
云
う
べ
き
が
云
わ
ず
、
云

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

わ
で
も
が
云
う
、
こ
れ
が
一
首
の
お
ち
で
あ
り
「
結
」
で
あ
る
。
謡
い
ぶ
り
乃

至
語
り
口
と
す
る
と
、
そ
れ
に
相
応
し
い
よ
う
に
、
第
二
段
之
は
ぐ
っ
と
違
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
天
皇
様
で
も
恋
ば
か
り
は
儘
ら
ぬ
、
何
と
お
焦
り
の

こ
と
か
と
、
笑
い
の
う
ち
に
こ
の
「
御
製
歌
」
は
終
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
が
こ
の
歌
謡
に
対
す
る
私
の
理
解
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ス
メ
ロ
ギ
と
民
」

衆
と
の
間
の
距
離
を
ち
ぢ
め
、
む
し
ろ
ス
メ
ロ
ギ
に
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
と
な
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
が
「
笑
い
」
の
妻
訪
い
も
の
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
後
章
で
説
く
よ
う
に
、
古
天
皇
の
目
出
度
い
成
婚
調
と
し
て
、
巻
一
の

巻
頭
を
占
め
る
一
因
と
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

章
四

 
御
製
歌
の
第
三
段
を
八
・
七
の
二
句
と
み
る
か
、
五
・
三
・
七
の
三
句
と
み

る
か
は
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
こ
の
形
の
結
句
は
記
紀
歌
謡
か
ら
初
期

万
葉
に
か
け
て
機
つ
葱
の
歯
序
届
書
渇
こ
と
が
出
来
る
。
『
新
考
』
が
『
液
 
不

万
葉
集
し
の
「
我
賢
者
 
背
割
告
目
」
と
い
っ
た
大
正
期
の
甘
み
か
ら
脱
け

 
 
 
ワ
レ
コ
ソ
ハ
ノ
ラ
メ

て
、
 
「
薄
墨
背
歯
告
目
」
の
一
句
八
音
に
訓
ん
だ
の
も
、
そ
う
し
た
例
を
踏
ま

え
て
の
も
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
御
製
歌
の
短
・
長
一
連
の
音

数
は
甚
し
く
不
整
で
あ
る
。
古
長
歌
の
集
で
あ
る
巻
＝
二
に
は
、
一
六
句
長
歌

が
三
首
、
（
三
二
五
三
．
三
三
〇
五
．
三
三
一
〇
）
一
七
句
長
歌
が
三
首
（
三
三
五
五
．
三
二

六
六
・
三
三
一
二
）
あ
る
が
、
両
形
式
の
歌
謡
共
に
、
一
連
は
五
・
七
、
或
い
は
そ

れ
に
近
い
音
数
に
整
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
御
製
歌
の
場
合
ば
、
一
連
の

音
数
が
「
三
・
四
、
五
．
六
、
五
．
五
、
五
．
四
。
調
．
七
、
五
．
六
、
五
．
六
。
五
．
三
．

．
七
」
で
、
既
に
謡
い
も
の
と
し
て
も
、
そ
の
基
本
形
に
定
着
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
五
・
七
の
連
は
ま
っ
た
く
見
あ
た
ら
な
い
。
て
れ
は
巻
一
を
は
じ
め
全
万

葉
集
歌
に
も
殆
ど
例
を
見
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
記
紀
歌
謡
の
中
で
も
、
き
わ

め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 
し
た
が
っ
て
㌻
こ
の
点
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
と
、
こ
の
御
製
歌
は
、
も
っ
と

ポ
）
早
い
時
期
の
成
立
と
云
わ
れ
る
巻
一
の
中
で
も
、
第
二
歌
で
あ
る
督
明
「
御

製
歌
」
以
下
の
歌
群
に
較
べ
て
、
一
段
と
古
い
伝
承
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
も

云
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
云
え
、
こ
の
御
製
歌
の
表
記
の
仕
方
は
、
僅
か
一
六
句

 
 
 
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
で
、
布
久
思
と
夫
君
志
、
奈
戸
手
と
名
倍
手
、
吾
許
曽
と
吾
嬬
曽
、
吾
ヨ
曽

と
吾
許
背
、
家
呼
毛
と
名
塵
取
と
い
う
よ
う
に
、
用
字
を
異
に
し
て
い
る
。
殊

に
許
曽
、
己
曽
、
許
背
の
三
様
の
書
き
分
け
な
ど
は
、
意
識
し
た
使
用
ど
思
わ

ぎ
る
を
得
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
一
字
一
音
の
假
名
文
字
の
固
定
化
が
進

ん
で
い
な
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
一
首
の
中
で
も
同
音
を
あ
ら
わ
す
異
な
る
漢

字
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
普
通
一
般
の
こ
と
で
、
巻
一
の
表
記
で
も
、
「
音
為

事
利
と
音
盤
奈
里
」
（
三
）
「
行
幸
能
ど
山
越
風
乃
、
三
雲
と
浦
里
」
（
五
）
、

 
「
入
而
毛
と
選
手
母
」
（
一
六
）
、
「
漁
家
留
と
個
計
類
」
 
三
五
）
等
ヶ
と
い
っ

た
書
き
分
け
が
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
義
訓
、
戯
書
の
試
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら

察
す
る
と
、
こ
う
し
た
書
き
分
け
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
歌
謡
を
文
字
化
す

、
る
に
当
っ
て
の
文
芸
意
識
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
書
き
分
け
よ
っ
て
生
じ

る
実
際
上
の
利
点
も
必
要
も
、
こ
れ
と
い
っ
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
御
製
歌
の
場
合
の
書
き
分
け
は
、
桁
違
い
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
、
文
芸

（ 148 ）



意
識
と
し
て
も
異
状
な
も
の
で
み
る
。

 
後
章
で
説
く
よ
う
に
、
巻
一
の
構
成
は
鎌
明
天
皇
以
後
、
年
代
順
に
配
列
し

た
歌
主
に
、
、
雄
略
「
御
製
歌
」
を
上
乗
せ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
静
明
天

皇
が
今
を
開
い
た
始
め
の
天
皇
で
あ
り
、
雄
略
天
皇
は
今
に
対
応
す
る
古
天
皇

の
象
徴
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
お
そ
ら
く
雄
略
天
皇
を
古
天
皇

の
象
徴
と
し
て
捉
え
た
の
は
巻
一
の
編
輯
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。
，
巻
一
の
歌
は
そ

の
雪
ぐ
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
宮
廷
の
諸
行
事
の
場
に
関
連
し
て
詠
ま
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
歌
は
代
々
宮
廷
内
部
に
記
録
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
見
得
る
立
場
に
あ
っ
た
巻
一
の
編
輯
者
は
、
そ
れ
ら

を
資
料
と
し
て
用
い
る
一
方
で
、
古
天
皇
の
御
歌
と
し
て
、
口
頭
伝
承
さ
れ
て

来
た
こ
の
「
御
製
歌
」
を
あ
ら
た
め
て
文
字
化
し
、
今
の
資
料
に
対
応
す
る
古

の
資
料
と
し
て
、
そ
の
上
に
上
乗
せ
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
御

製
歌
」
が
一
字
一
音
の
青
海
と
し
て
、
多
様
の
漢
字
を
駆
使
し
て
い
る
の
は
、

そ
れ
が
意
識
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
に
、
用
字
が
決
ら
な
か
っ
た
古

記
録
と
み
る
よ
り
、
既
に
文
字
化
さ
れ
て
あ
っ
た
歌
群
の
用
字
を
更
に
乗
り
越

え
て
、
古
代
天
皇
の
権
威
を
示
す
た
め
の
、
巻
一
編
輯
者
に
よ
る
一
つ
の
装
飾

的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
な
い
で
も
な
い
。
こ
の
「
御
製
歌
」
が
野
明
天

皇
以
後
の
歌
群
に
較
べ
て
、
形
式
的
に
著
し
く
不
整
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
古

い
時
代
の
も
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
本
来
は
笑
い
に
包
ま
れ
た
目
出
度
い
，

語
り
も
の
と
し
て
口
頭
伝
承
さ
れ
て
来
た
も
の
を
、
巻
一
の
編
輯
の
時
点
で
、

あ
ら
た
め
て
文
字
化
し
た
と
い
ヶ
、
資
料
の
採
取
方
法
の
相
違
に
よ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
か
、
形
式
の
不
整
と
意
識
的
な
文
字
遣
い
と
い
う
、
二
つ
の
面

を
統
一
的
に
考
え
る
と
き
、
そ
う
し
た
こ
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
考
え
は
、
最
初
に
云
っ
た
よ
う
に
、
見
当
外
れ
の
藪
睨
で
あ
る
か
も
知

 
雄
略
・
「
天
皇
御
製
歌
」
私
考

れ
な
い
。
し
か
し
、
意
識
的
と
も
思
わ
れ
る
文
字
遣
い
の
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
章
二
で
述
べ
た
、
 
「
以
レ
歌
語
白
」
と
あ
っ
た
建
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ち
 
あ
そ
 
 
な

宿
禰
と
仁
徳
天
皇
と
の
問
答
体
歌
の
全
霊
は
、
「
た
ま
き
は
る
内
の
朝
臣
 
汝

 
 
 
よ
 
 
な
が
ひ
と
・
 
 
 
 
 
 
や
ま
と
 
く
に
 
 
か
り
こ
む
 
 
き
 
，
．

こ
そ
は
世
の
長
人
そ
ら
み
つ
大
和
の
国
に
雁
卵
産
と
聞
く
や
」
（
記
・
七

 
 
 
た
か
ひ
か
 
 
ひ
 
 
み
こ
 
 
う
べ
 
 
 
 
と
 
 
た
ま
 
 
 
ま
 
 
 
 
と
 
 
た
ま

三
）
、
 
コ
局
光
る
日
の
御
子
 
慌
し
こ
そ
問
ひ
給
へ
 
．
眞
こ
そ
に
問
ひ
給
へ

あ
れ
 
 
 
 
よ
 
 

な
が
ひ
と
 
 
 
 
 
 
や
ま
と
 

く
に
 
 
か
り
こ
む
 

い
ま
 
き

吾
こ
そ
は
世
の
長
人
 
そ
ら
み
つ
大
和
の
国
に
 
雁
卵
産
と
未
だ
聞
か
ず
」

（
記
．
七
四
）
と
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
文
字
の
書
き
分
け
は
、
僅
か
「
眞

 
 
 
 
 
ヘ
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

こ
そ
に
」
の
に
が
遡
に
、
「
大
和
の
国
に
」
'
の
に
が
爾
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
勿
論
こ
れ
は
一
字
一
音
の
假
名
書
き
で
あ
り
、
吉
事
記
と
万
葉
集
と
で

は
、
厳
密
な
意
味
で
は
比
較
に
も
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
兎
に
角
，
一
方
で
は
こ

う
し
た
文
字
遣
い
が
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
こ
の
御
製
歌
を
文
字
化
し
た

人
物
が
、
漢
字
に
対
す
る
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
知
識
を
持
ち
、
そ
れ
を
自
在
に
駆
使

す
る
こ
と
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
疑
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ

れ
は
何
人
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

章
五

 
巻
一
及
び
そ
の
続
編
と
み
ら
れ
る
巻
二
の
歌
の
配
列
は
、
天
皇
が
天
下
を
治

め
た
皇
居
毎
に
詰
め
ら
れ
、
そ
の
即
位
の
順
を
追
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
皇
居
が
御
一
代
一
所
と
定
ま
っ
て
い
た
時
代
の
発
想
で
あ
ろ
う
。
も
し
巻

一
の
成
立
に
段
階
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
第
一
次
の
着
手
乃
至
成
立
は
、
藤

 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た
よ

原
宮
に
奥
発
し
て
、
新
代
を
慶
祝
し
た
持
統
天
皇
の
御
代
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
臆
測
の
範
囲
の
こ
と
で
あ
る
。
現
形
に
よ
れ
ば
、
．

巻
一
に
は
寧
楽
宮
の
歌
も
載
っ
て
い
る
。
言
明
天
皇
の
御
代
を
起
点
に
、
以
下

順
を
追
っ
て
老
楽
宮
ま
で
の
歌
が
纒
め
ら
れ
、
そ
の
上
に
飛
び
離
れ
て
古
い
雄

（ ．1・49 ）



6

、

略
天
皇
の
御
歌
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
寧
楽
璽
都
直
後
の
成
立
で
あ
る
古
事
記
は
「
推
古
記
」
で
打
ち
切
ら
れ
て
い

る
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
推
古
天
皇
以
前

 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 

の
天
皇
は
、
既
に
古
事
の
中
の
天
皇
で
あ
る
と
す
る
認
識
の
あ
っ
た
こ
と
は
書

名
そ
の
も
の
が
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
帽
宮
の
今
に
直
結
す
る
過
去

天
皇
の
第
一
座
は
野
明
天
皇
で
あ
る
。
野
明
天
皇
以
下
を
順
を
追
っ
て
配
列
す

る
巻
一
の
編
輯
方
針
も
そ
う
し
た
時
代
意
識
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
然
ら

ば
何
故
に
こ
の
雄
略
「
御
製
歌
」
が
そ
の
上
に
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ

れ
は
巻
一
の
編
輯
方
針
を
踏
襲
し
て
い
る
巻
心
の
冒
頭
に
、
「
磐
姫
皇
后
思
二

天
皇
一
翼
作
歌
四
首
」
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
る
べ
き
問
題
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
宮
廷
大
歌
の
本
質
は
鎮
魂
歌
と
深
く
係
わ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
折
口
信
．

夫
博
士
は
、
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
怒
り
の
魂
を
鎮
め
る
歌
に
関
係
を
持
っ
た

天
皇
と
皇
后
と
で
、
そ
の
こ
と
が
万
葉
集
の
大
歌
と
し
て
、
巻
頭
の
座
に
位
置

さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
説
い
た
『
万
葉
集
講
藷
よ
り
撮
要
）
q
相
似
の
配
置
に

は
相
似
の
理
由
が
あ
ろ
う
、
と
す
る
博
士
の
洞
察
力
に
は
敬
服
す
る
が
、
或
い

は
こ
う
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
雄
略
天
皇
は
蔵
書
宮
の
今
に
直
結
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
静
明
天
皇
以
後
の
天
皇
と
対
応
す
る
古
天
皇
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 

乗
せ
す
る
の
は
、
歌
を
集
録
し
て
古
今
に
航
ろ
う
と
す
る
意
識
か
ら
の
編
輯
で

 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

も
し
万
葉
集
に
万
代
集
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
（
そ
の
基
礎
は
実
に
こ
の
点

に
据
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
。
数
あ
る
古
天
皇
の
申
か
ら
、
な
ぜ
雄
略
が
そ

の
象
徴
に
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
雄
略
が
帰
化
系
の
人
物
の
手
に
成
っ
た
と

思
わ
れ
る
伝
承
に
深
く
関
係
を
持
つ
．
た
古
天
皇
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
う
推
測

す
る
根
拠
は
、
巻
一
の
編
輯
に
習
っ
て
巻
二
の
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
磐
姫
が
、

こ
れ
亦
帰
化
系
の
人
物
と
深
く
関
係
し
た
皇
后
で
、
し
か
も
鳥
影
朝
期
で
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
古
皇
后
の
象
徴
と
み
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
ふ
し
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
雄
略
天
皇
を
古
天
皇
の
象
徴
に
選
ん
だ
の
は
、
当
然
巻
一
の
編
輯

者
で
、
そ
れ
は
巻
一
の
編
輯
者
が
何
人
で
あ
っ
た
が
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ

．
う
、
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
考
え
で
あ
る
。

 
臥
本
書
紀
の
「
雄
路
紀
」
は
古
事
記
の
所
謂
「
旧
辞
」
か
ら
開
放
さ
れ
て
独

自
の
伝
承
に
よ
る
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
雄
略
朝
の
歌
謡
は

古
事
記
に
一
四
首
、
書
紀
に
九
首
で
あ
る
が
、
共
通
す
る
歌
謡
は
僅
か
に
二
首

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

で
、
古
事
記
の
＝
一
首
、
書
紀
の
七
首
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
歌
謡
で
あ
る
。
こ

・
れ
を
景
行
朝
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
書
紀
の
六
首
は
す
べ
て
古
事
記
の
歌
謡
と

共
通
し
、
独
自
の
歌
謡
は
一
首
も
な
い
ゆ
応
神
朝
の
ぞ
れ
と
比
較
す
る
と
書
紀

の
八
首
は
、
七
首
ま
で
が
古
事
記
の
歌
謡
と
共
通
し
、
独
自
の
歌
謡
は
僅
か
に

一
首
で
あ
る
。
記
紀
の
歌
謡
は
す
べ
て
物
語
と
結
び
つ
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
独
自
の
歌
謡
は
す
な
わ
ち
独
自
の
物
語
で
、
伝
承
物
語
は
雄
略
朝
で
新

し
い
転
機
を
迎
え
た
と
い
っ
て
い
い
。
「
唯
所
二
愛
寵
一
、
史
部
身
狭
村
主
青
、

桧
隈
民
使
博
徳
等
也
」
 
（
雄
略
二
年
＋
月
紀
）
と
あ
る
よ
う
に
側
近
に
あ
っ
た
帰
化

系
人
物
ば
か
り
を
重
用
し
、
或
い
は
国
書
を
劉
宗
の
順
帝
に
呈
上
（
四
七
八
年
）

し
た
倭
国
王
子
（
『
宗
書
・
倭
国
伝
』
）
は
雄
略
天
皇
の
御
名
で
あ
る
墨
黒
尊
 
（
雄

略
四
年
二
月
紀
）
 
に
当
る
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
隔
そ
の
独
自
の
伝
承
の
申
に
は

帰
化
系
人
物
（
猪
名
部
匠
者
）
の
手
に
成
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
（
紀
．
λ
○
）
も

あ
り
、
帰
化
系
人
物
（
秦
酒
公
）
の
弾
琴
が
、
処
罰
と
免
罪
と
い
う
輔
弼
の
責
務

に
関
連
し
て
、
は
じ
め
て
外
廷
の
場
に
登
場
す
る
（
紀
．
七
八
）
。
以
後
、
帰
化
系

の
人
物
の
弾
琴
が
史
上
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
章
で
云
う
。

…
方
古
事
記
の
伝
え
る
、
天
皇
御
自
ら
弾
琴
し
、
吉
野
川
濱
の
童
女
に
舞
を
舞

q lso ）



 
 
 
ま
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
と
こ
よ

わ
せ
「
回
す
る
を
み
な
常
世
に
も
か
も
」
 
（
記
．
九
六
）
と
御
歌
さ
れ
た
と
い
う

雄
略
天
皇
の
物
語
は
、
「
五
節
舞
」
の
制
定
に
関
し
『
年
中
行
事
秘
抄
」
等
の

伝
え
る
、
所
も
同
じ
仙
郷
吉
野
で
、
御
自
ら
日
暮
れ
に
弾
琴
し
、
忽
ち
起
る
雲

気
の
中
に
「
高
四
神
女
」
の
如
き
熱
戦
を
、
独
り
天
皇
の
み
が
ま
ざ
ま
ざ
と
見

・
ら
れ
た
と
い
う
神
仙
諦
的
な
天
武
天
皇
の
物
語
に
相
通
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
が

そ
の
指
摘
が
当
っ
て
い
る
な
ら
、
寧
楽
壇
期
の
、
少
く
と
も
神
仙
潭
等
に
興
味

を
持
っ
た
知
識
層
の
間
の
「
幼
武
尊
像
」
に
は
、
壬
申
の
乱
に
勝
利
レ
て
新
し

い
時
代
を
開
い
た
「
天
武
像
」
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
古
天
皇
の
御
代
に
は
礼
と

楽
と
が
並
び
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
察
し
ら
れ
る
。

 
磐
姫
皇
后
は
一
楽
朝
期
に
お
い
て
、
古
皇
后
の
象
徴
を
選
ぶ
な
ら
、
お
そ
ら

く
こ
の
皇
后
を
置
い
て
は
他
に
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
の
嫉
妬
物
語
は
古
代
の
歌

謡
物
語
の
中
で
著
名
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
天
平
元
年
八
月
、
藤
原
不
比
等
の

第
二
女
生
工
夫
入
（
光
明
子
）
を
皇
后
と
定
め
た
時
の
『
宣
命
』
（
第
七
詔
）
に
、

 
い
ま
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た
 
 
 
ま
つ
り
こ
こ
 
 
 
 
 
 
 
も
と
 
 
お
ζ
な
 
ご
 
あ
と
ご
と

「
冷
め
づ
ら
か
ん
新
し
き
 
政
 
に
は
あ
ら
ず
、
本
ゆ
り
行
ひ
来
し
述
事
ぞ
、

…
」
と
あ
っ
て
、
臣
下
出
身
の
皇
后
の
先
例
と
し
て
挙
ザ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
．

を
み
る
と
、
当
時
は
皇
后
位
に
相
応
し
い
婦
徳
の
あ
る
女
性
と
す
る
伝
承
も
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
巻
髪
冒
頭
の
、
四
首
一
連
の
一
一
の
歌
か
ら
は
、
寝
も
や
ら

ず
夜
明
け
ま
で
天
皇
の
御
帰
り
を
待
つ
可
憐
な
皇
后
の
面
影
が
し
の
ば
れ
て
、

記
紀
に
伝
え
る
よ
う
な
葛
城
氏
の
勢
力
を
背
景
に
、
天
皇
に
一
目
も
二
目
も
置

か
せ
る
強
桿
な
性
情
は
窺
え
な
い
。
葛
城
氏
は
大
和
の
葛
城
高
宮
を
本
郷
と
す

る
古
代
の
豪
族
で
、
そ
の
文
化
的
遺
産
は
帰
化
人
と
結
ん
で
台
頭
し
た
蘇
我
氏

の
勢
力
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
が
、
皇
后
の
父
の
葛
城
襲
津
彦
は
豪

弓
を
も
っ
て
鳴
り
（
巻
±
、
三
ハ
三
九
）
、
し
ば
し
ば
韓
半
島
に
転
戦
し
、
「
百

済
記
』
に
も
沙
至
比
脆
（
神
幽
艶
＋
二
年
紀
）
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
勇
将
で
、
韓
半

雄
略
「
天
皇
御
製
歌
」
私
考

島
と
は
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
書
紀

の
、
お
そ
ら
く
葛
城
部
の
伝
承
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
嫉
妬
物
語
に
は
帰
化
人
的

筆
致
の
迩
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
八
首
（
古
事
記
で
は
七
首
）
の
歌
を
点
綴
し
た
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＼
 
 
．
な
に
は
ひ
と
す
ず
ふ
ね

．
物
語
で
、
書
紀
だ
け
に
載
る
歌
謡
は
二
首
、
う
ち
の
一
首
は
、
「
難
波
人
釣
船

と
こ
し
な
つ
ふ
ね
と
お
ほ
み
ふ
ね
と

取
ら
せ
腰
煩
み
そ
の
船
取
ら
せ
大
御
船
取
れ
」
（
紀
．
五
一
）
で
、
本
来

は
、
難
波
の
御
津
に
接
岸
す
る
官
船
の
曳
船
人
に
下
知
す
る
労
働
歌
謡
で
あ
っ

た
ら
し
い
が
、
こ
の
歌
を
親
し
く
身
に
感
じ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
大
海
を
航
し
E

て
難
波
に
帰
投
し
た
経
験
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
で
は
先
ず
韓
半
島

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
は
 
ひ
め

乏
の
去
来
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
の
一
首
は
「
つ
ぬ
さ
は
ふ
磐
の
媛
が

 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
 
う
ら
ぐ
は
 
き
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
か
は
 
く
．
ま
ぐ
ま
 
 
よ

お
ほ
ろ
か
に
聞
こ
さ
ぬ
 
末
桑
の
木
 
寄
る
ま
し
じ
き
川
の
隈
々
 
覧
ろ
ぼ

 
 
 
 
 
 
レ
つ
ら
ぐ
ま
 
 
き

ひ
行
く
か
も
末
桑
の
木
」
（
紀
．
五
六
）
で
、
磐
姫
皇
后
の
関
心
事
で
あ
っ
た

蚕
事
の
伝
播
を
比
喩
形
式
で
歌
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
比
喩
が
「
仙
媛
柘
此
伝
」

（
巻
三
・
三
八
七
）
と
同
工
異
曲
で
あ
る
の
は
注
意
さ
れ
る
。
古
代
の
中
国
で
は
農

事
の
祭
祀
に
、
季
春
の
三
月
に
皇
后
親
ら
桑
を
摘
む
行
事
が
あ
っ
た
。
帰
化
人

的
伝
承
の
多
い
書
紀
の
「
雄
略
紀
」
で
は
、
こ
の
点
を
「
（
六
三
）
三
月
辛
巳
朔

丁
亥
、
天
皇
欲
下
使
二
皇
妃
動
注
玉
以
勧
中
出
事
上
」
と
は
っ
き
り
記
事
と
し
て

取
り
込
ん
で
い
る
が
、
こ
乙
も
そ
う
し
た
意
味
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
比
喩
が
神

仙
課
的
で
あ
る
の
は
、
葛
城
部
の
伝
承
が
中
国
文
学
の
知
識
に
よ
っ
て
潤
色
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
の
、
お
そ
ら
く
ワ
ニ
の
臣
の
伝

．
承
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
の
物
語
で
、
同
じ
く
石
之
日
売
と
蚕
飼
と
の
関
連

が
、
筒
木
の
韓
人
、
名
は
奴
理
能
美
の
家
の
三
種
に
変
る
不
思
議
な
虫
を
見
に

行
く
と
い
う
、
謎
解
き
の
挿
語
で
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
比
す
れ
ば
こ
の
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
あ
ち
あ
ら
述
べ
た
よ
う
に
、
雄
略
は
帰
化
系
人
物
の
手
に
成
っ
だ
と
思
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わ
れ
る
伝
承
に
深
く
関
係
を
持
っ
た
古
天
皇
で
あ
り
、
葛
城
部
の
伝
承
す
る
磐

姫
も
亦
、
帰
化
系
人
物
に
関
係
す
る
古
皇
后
で
あ
っ
た
。
乙
う
し
た
両
者
を
古

天
皇
・
皇
后
の
象
徴
と
し
て
捉
え
た
巻
一
の
撰
者
は
何
人
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

お
お
よ
そ
の
察
し
は
っ
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

章
六

 
前
章
で
、
雄
略
天
皇
の
側
近
に
あ
っ
た
帰
化
系
の
人
物
（
秦
酒
公
）
が
弾
琴
唱

歌
し
て
、
輔
弼
の
責
務
を
全
う
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
う
し
た
伝
承
は
、
「

移
・
風
易
・
俗
士
・
善
二
於
楽
一
、
安
・
上
治
・
民
莫
・
善
二
於
礼
二
 
（
『
単
語
』
三
廻
章
）

と
い
っ
た
礼
楽
尊
重
の
思
想
か
ら
語
り
つ
が
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
孝
徳
天
皇
の

『
大
化
五
年
紀
」
に
は
、
こ
れ
も
帰
化
系
の
野
申
川
原
史
満
が
、
寵
姫
の
死
に

傷
心
す
る
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
に
挽
歌
（
紀
．
一
「
一
一
．
一
、
＝
四
Y
を
献
呈
し
、
そ

の
挽
歌
に
心
を
う
た
れ
た
皇
子
は
、
御
嬢
を
授
け
て
唱
和
さ
せ
た
、
と
あ
る
。

と
の
挽
歌
は
『
稜
威
言
別
」
が
「
此
は
皇
太
子
の
御
心
に
な
り
て
よ
め
る
」
と

い
う
よ
う
に
、
悼
謡
歌
を
詠
む
べ
き
立
場
に
な
か
っ
た
皇
太
子
に
代
っ
て
詠
ん

だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
『
前
明
四
年
紀
』
に
は
僅
か
八
歳
で
麗
じ
た
皇
孫
を
偲
ん

で
、
御
自
ら
悲
歌
（
紀
．
＝
九
-
一
二
一
）
を
口
號
さ
れ
た
天
皇
が
、
こ
れ
も
帰

化
系
の
人
物
と
み
ら
れ
る
秦
大
藏
造
満
里
に
面
し
て
、
「
斯
の
歌
を
伝
え
て
、

世
に
忘
ら
し
む
る
こ
と
忽
れ
」
と
仰
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。
満
の
場
合
も
、
満
里

の
場
合
も
、
今
や
折
口
信
夫
博
士
の
説
い
た
く
代
作
説
V
（
『
萬
葉
集
講
義
』
そ
σ

他
）
の
中
に
埋
没
し
き
っ
た
感
が
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
こ
う
も
考
え
る

こ
と
が
出
来
よ
う
。
上
代
の
宮
廷
内
に
は
中
国
流
の
礼
楽
尊
重
か
ら
帰
化
系
人

物
の
作
並
、
弾
琴
の
技
法
が
高
く
評
価
さ
れ
て
、
事
あ
る
毎
に
演
奏
さ
れ
た
ら

し
い
乙
と
、
そ
う
し
た
人
物
は
、
．
満
の
歌
に
「
関
雅
」
（
「
詩
経
』
周
南
》
の
影
響

が
云
々
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
察
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
少
は
外
国
の
文
芸
に
関

す
る
知
識
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
記
載
能
力
か
ら
、
天
皇
の
側
近
に
あ
っ
て
後
世
唱

の
祐
筆
的
な
役
割
り
を
努
め
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
察
し
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
は
こ
う
し
た
外
国
文
芸
の
知
識
を
も
っ
た
人
々
を
軸
と
し
て
、
集
団
の
謡
い

も
の
で
あ
っ
た
歌
謡
が
、
集
団
を
代
表
す
る
個
人
の
作
歌
へ
、
更
に
個
人
の
好

情
を
歌
う
個
人
詠
へ
と
回
転
し
、
歌
謡
の
脱
古
代
化
に
当
っ
た
の
が
、
万
葉
集

が
編
輯
さ
れ
る
前
々
か
ら
の
、
宮
廷
を
中
心
と
し
た
歌
謡
の
実
際
で
あ
っ
た
ろ

 
 〉

つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」

 
先
に
章
四
で
、
こ
の
雄
略
「
御
製
歌
」
は
既
に
記
録
と
し
て
宮
廷
内
に
保
存

さ
れ
て
い
た
資
料
と
異
な
か
、
口
頭
伝
承
さ
れ
て
来
た
も
の
を
巻
一
編
輯
の
時

点
で
あ
ら
た
め
て
文
字
化
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
し
、
た
と
え
そ
れ
が

断
ら
な
く
て
も
、
少
く
と
も
こ
れ
を
記
録
し
た
人
物
は
漢
字
に
対
す
る
じ
ゅ
う

ぶ
ん
な
知
識
を
持
ち
、
そ
れ
を
自
在
に
駆
使
す
る
こ
と
に
自
信
を
持
っ
て
い
た

ら
し
い
こ
と
は
疑
え
な
い
と
云
っ
た
。
更
に
章
五
で
、
巻
一
の
編
輯
で
、
こ

の
御
製
歌
を
巻
頭
に
置
い
た
の
は
、
そ
れ
が
古
天
皇
の
象
徴
で
あ
る
雄
略
天
皇

の
御
歌
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
雄
略
天
皇
を
古
天
皇
の
象
徴
と
し
て
捉
え
た
の
は

雄
略
天
皇
が
帰
化
系
の
人
物
の
手
に
成
っ
た
と
思
わ
れ
る
伝
承
に
深
く
関
係
を

持
っ
た
天
皇
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
去
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
巻
一
の
編
輯
方

針
を
踏
襲
し
て
い
る
巻
二
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
細
細
が
、
こ
れ
亦
帰
化
系
の
人

物
と
深
く
関
係
し
た
古
皇
后
で
、
し
か
も
洋
楽
朝
で
は
、
こ
の
皇
后
を
置
い
て

は
他
に
古
皇
后
の
象
徴
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
云
っ
た
。
こ

の
章
で
は
宮
廷
内
に
記
録
者
と
し
て
「
楽
」
に
も
堪
能
な
帰
化
系
の
人
物
が
侍

し
て
い
て
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
あ
る
一
時
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ

と
も
云
っ
た
。
万
葉
集
が
口
伝
の
よ
う
に
勅
撰
集
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
巻
一
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・
二
で
あ
ろ
う
と
も
云
わ
れ
て
来
た
。
そ
の
内
容
か
ら
み
て
、
宮
廷
内
の
保
存

資
料
を
あ
る
程
度
、
．
自
由
に
披
見
し
得
る
立
場
の
人
物
に
よ
る
編
輯
で
あ
る
こ

と
が
思
わ
れ
る
が
、
以
上
述
べ
て
来
た
て
と
を
綜
合
し
て
勘
案
す
る
と
、
巻
一

の
、
少
く
と
も
そ
の
第
一
次
の
編
輯
者
は
宮
廷
内
で
側
近
に
あ
っ
た
帰
化
系
の

人
物
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
い
う
思
い
・
が
、
わ
た
く
し
の
胸
を
去
来
す
る
の

で
あ
る
。
第
一
次
と
は
皇
居
が
一
代
一
所
で
あ
っ
た
藤
原
宮
ま
で
の
、
そ
の
盛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
こ
よ

大
な
都
づ
く
り
が
「
我
が
国
は
常
世
に
な
ら
む
」
（
巻
一
、
五
〇
。
萬
葉
不
易
）
と
慶

祝
さ
れ
た
時
期
で
、
皇
居
順
の
配
列
が
わ
た
ぐ
し
に
'
そ
れ
を
思
わ
ず
の
で
あ

る
。
巻
一
の
従
駕
作
者
の
中
に
も
、
壬
申
の
乱
に
際
し
て
、
天
武
天
皇
の
側
近

に
侍
し
て
東
国
に
入
り
（
（
天
武
元
年
六
月
細
）
、
安
々
智
徳
等
と
共
に
、
自
己
の

日
記
を
書
き
残
し
た
（
『
釈
日
本
紀
」
、
巻
＋
五
、
語
義
＋
．
一
、
天
武
上
、
私
記
日
）
記
録
の

才
の
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
調
首
淡
海
（
巻
一
、
．
五
五
）
の
如
き
が
あ
り
、
．
彼
も
亦
、

そ
の
祖
先
を
た
ず
ね
れ
ば
百
済
か
ら
の
帰
化
人
で
あ
っ
た
の
．
で
あ
る
。

章
七

 
章
二
で
、
わ
た
く
し
は
こ
の
歌
謡
を
「
笑
い
の
妻
訪
い
も
の
」
と
み
て
（
或

い
は
語
り
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
）
、
そ
れ
が
巻
頭
の
座
に
置
か
れ
た
一
因
で
あ

ろ
う
と
云
っ
た
。
第
二
歌
が
、
今
を
開
い
た
天
皇
の
君
臨
す
る
大
和
の
国
の
く

国
否
め
V
の
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、
 
（
か
っ
ず
、
私
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
の
実

地
踏
査
が
云
々
さ
れ
、
鴎
が
ご
の
あ
た
り
ま
で
飛
来
す
る
か
ど
う
か
な
ど
と
い
っ
た
微
に
入
り
細
を
う

が
つ
専
門
家
流
の
論
議
に
仰
天
し
て
、
 
こ
れ
は
讃
美
の
観
念
の
具
象
化
．
で
あ
ろ
う
と
説
い
た
こ
と
が
あ

る
。
1
昭
和
三
九
、
早
大
『
国
文
学
研
究
」
顔
二
九
輯
）
、
こ
れ
が
皇
統
発
展
の
布
石
と
し

て
の
古
天
皇
の
成
婚
調
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
ず
間
違
い
も
あ
る
ま
い
が
、
そ
れ

な
ら
ば
、
も
っ
と
厳
粛
な
歌
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
反
論
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
，

 
雄
略
「
天
皇
御
製
歌
」
私
考

こ
の
「
笑
い
」
は
云
っ
た
よ
う
に
和
気
謁
歴
た
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
笑
．
い
」

そ
の
も
の
め
受
け
と
り
方
も
古
今
必
ず
し
も
同
一
で
は
あ
る
ま
い
。
私
は
先
に

古
事
記
の
天
岩
戸
の
物
語
の
中
の
、
「
神
懸
り
為
て
、
併
記
を
説
き
出
で
裳
紐

 
ほ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
 
 
 
 
 
と
よ
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
わ
ら

を
番
登
に
発
し
垂
れ
き
。
爾
に
高
天
の
原
動
み
て
、
八
百
萬
の
神
共
に
咲
．
ひ

き
」
と
あ
る
一
段
を
引
用
し
、
古
事
記
特
有
・
の
接
続
辞
で
あ
る
「
爾
」
で
結
ば

れ
た
前
段
と
後
段
と
の
問
に
は
必
ず
し
も
因
果
の
関
係
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
ず

女
陰
の
顕
示
と
笑
い
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
呪
朧
影
能
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
と
云
う
こ
と
を
述
べ
た
（
「
古
代
文
学
と
笑
炉
」
一
笠
問
選
書
「
文
学
に
お
け
る
笑
い
』

の
，
う
ち
）
。
そ
こ
に
は
「
笑
い
」
に
対
し
て
、
暗
去
り
明
来
る
、
云
う
な
ら
ば
後

世
の
「
笑
う
門
に
は
福
来
る
」
式
の
受
け
と
り
方
が
あ
っ
だ
こ
と
を
思
わ
せ
乃
。

 
神
武
天
皇
の
古
事
記
の
物
語
は
、
帝
紀
ど
旧
辞
と
を
按
排
し
た
征
定
・
発
展

・
継
承
の
三
段
構
成
の
物
語
で
あ
る
が
、
㍉
そ
れ
ぞ
れ
の
段
の
肉
づ
け
で
あ
る
歌

謡
の
性
質
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
た
ご
と
が
あ
る
が
（
昭
和
三
一
、
「
神
武
紀
歌
謡
に

お
け
る
疑
附
点
二
つ
」
1
軍
稲
旧
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
二
輯
）
、
そ
の
第
二
段

で
あ
る
皇
統
発
展
の
部
の
中
心
は
天
皇
の
成
婚
課
で
、
こ
れ
は
芸
能
歌
謡
と
思

わ
れ
る
二
組
（
記
．
一
六
⊥
七
、
紀
．
一
八
⊥
九
）
の
軽
口
問
答
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著
『
記
紀
歌
謡
評
釈
」
（
東
京
堂
出
版
）
の
「
評
」
で

や
や
詳
し
く
解
説
し
た
の
で
、
簡
単
に
云
う
と
、
お
そ
ら
く
菜
摘
み
に
で
も
あ

ろ
う
か
、
連
れ
立
っ
て
「
高
佐
士
野
」
を
ゆ
く
乙
女
を
、
天
皇
と
お
伴
の
者
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
れ
 
 
コ
 
ま

で
品
定
め
を
す
る
。
 
「
誰
を
し
枕
か
む
（
記
．
・
一
・
六
）
と
い
う
疑
問
句
は
相
手
へ
．

の
問
い
か
け
で
あ
る
が
、
・
同
時
に
第
三
者
へ
「
あ
な
た
な
ら
ど
う
す
る
」
と
参

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
 
 
た
ね

加
を
呼
び
か
け
た
も
の
で
、
鳥
の
妻
争
い
の
「
誰
が
遇
う
か
も
」
，
（
記
．
六
七
）

の
場
合
匙
同
じ
く
、
こ
れ
ら
が
本
来
芸
能
歌
謡
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
き
だ
 
 
 
 
 
え
 
 
 
 
ま

ろ
う
。
答
歌
の
「
か
つ
が
つ
も
 
い
や
先
立
て
る
 
兄
を
し
枕
か
む
」
（
記
．
一
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七
）
は
滑
稽
で
、
「
か
つ
か
つ
も
」
は
心
で
は
焦
り
な
が
ら
わ
ざ
と
鷹
揚
に
〈

ど
う
や
ら
〉
と
か
く
ま
あ
ま
あ
〉
と
か
勿
体
を
つ
け
た
も
の
で
、
こ
こ
が
男
我

 
コ
し
ど
こ
ろ

慢
の
為
所
で
あ
っ
て
、
「
い
や
先
立
て
る
」
は
「
枕
く
」
に
も
つ
と
も
ぴ
つ

た
ヴ
の
、
興
奮
し
た
形
状
を
暗
示
し
て
い
て
、
そ
こ
に
笑
い
の
頂
点
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
「
い
や
先
立
て
る
兄
」
は
・
隠
喩
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
受
け
た
つ
ぎ

 
 
 
 
 
コ
 
 
 
さ
 
 
 
 
と
め

の
問
答
は
「
な
ど
鯨
け
る
利
目
」
 
（
記
．
一
八
）
で
こ
ん
ど
は
明
ら
か
な
謎
か
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
と
め
 
 
 
た
だ

で
問
い
か
け
る
。
答
歌
の
「
媛
女
に
 
直
に
あ
は
む
と
」
（
記
．
一
九
）
は
そ
の

謎
解
き
で
、
同
時
に
全
体
の
結
び
で
あ
る
。
「
媛
女
に
直
に
あ
は
む
と
、
-
い
や
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ざ

先
立
て
6
」
が
こ
の
問
答
の
お
ち
で
あ
り
、
一
見
狼
雑
の
よ
う
だ
が
、
性
的
な

表
現
に
対
す
る
受
け
と
り
方
は
、
古
代
の
ほ
う
が
余
程
図
太
く
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ

で
あ
る
。
こ
れ
は
大
口
を
開
い
て
笑
う
笑
い
で
あ
っ
た
ろ
ヶ
。
，

 
神
武
天
皇
の
成
婚
讃
は
こ
う
し
た
問
答
体
歌
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
あ
る

い
は
結
婚
の
祝
儀
の
絵
興
と
し
て
、
こ
う
し
た
種
類
の
芸
能
が
演
じ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
兎
に
角
、
結
婚
の
祝
儀
に
は
笑
い
が
付
き
も

の
で
あ
り
、
か
く
し
て
カ
タ
は
マ
と
な
っ
て
子
孫
は
繁
栄
す
る
。
雄
略
「
御
製

歌
」
は
実
は
笑
い
を
伴
っ
た
歌
謡
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
わ
た
く
し
に
言
わ
せ

れ
ば
、
巻
一
の
巻
頭
の
座
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

●

」
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