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は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
巻
六
冒
頭
か
ら
四
十
首
余
り
の
歌
々
は
、
笠
金
村
・

車
持
千
年
・
山
部
赤
人
に
よ
る
養
老
末
年
〜
神
亀
年
間
の
行
幸
従
駕

歌
で
あ
る
。
集
中
、
行
幸
従
駕
歌
は
百
首
を
超
え
、
既
に
舒
明
朝
よ

り
詠
ま
れ
て
い
た
と
覚
し
い
、
遅
く
と
も
斉
明
朝
に
は
そ
の
確
か
な

例
が
見
出
せ
る
が
、
巻
六
冒
頭
部
の
そ
れ
は
、
主
と
し
て
長
反
歌
か

ら
成
り
、
行
幸
先
の
土
地
の
讃
美
を
以
て
行
幸
と
そ
の
主
催
者
た
る

天
皇
と
の
讃
美
に
換
え
る
と
い
う
形
式
を
持
つ
持
統
朝
の
柿
本
人
麻

呂
の
吉
野
讃
歌
（
１
・
三
六
〜
三
九
）
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
見
て
大

過
あ
る
ま
い
。

だ
が
、
巻
六
前
半
の
行
幸
従
駕
歌
中
に
は
、
一
見
す
る
と
私
情
を

詠
ん
だ
と
見
ら
れ
る
歌
も
含
ま
れ
て
い
る
。
特
に
山
部
赤
人
の
神
亀

三
年
印
南
野
行
幸
従
駕
歌
（
６
・
九
三
八
〜
九
四
〇
）
は
、
長
歌
・
第

一
反
歌
で
土
地
褒
め
を
行
う
一
方
、
第
二
・
第
三
反
歌
に
て
家
郷
を

偲
ぶ
と
い
う
、
歌
群
内
に
於
い
て
断
絶
と
も
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
構

成
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
断
絶
と
し
て
処
理
し
て
良
い

の
か
、
否
か
。
本
稿
は
そ
の
問
題
よ
り
発
し
、
こ
の
当
時
の
行
幸
従

駕
歌
の
あ
り
方
に
就
い
て
考
察
を
行
う
。

一
　
　
　

山や
ま

部べ
の

宿す
く

祢ね

赤あ
か

人ひ
と

の
作
れ
る
歌
一
首
﹇
并
せ
て
短
歌
﹈

や
す
み
し
し　

我わ

ご
大お
ほ

君き
み

の　

神か
む

な
が
ら　

高た
か

知し

ら
せ
る　

印い

南な
み

野の

の　

大お
ほ

海み

の
原は
ら

の　

荒あ
ら
た
へ栲

の　

藤ふ
ぢ

井ゐ

の
浦う
ら

に　

鮪し
び

釣つ

る
と　

海あ

人ま

舟ぶ
ね

騒さ
わ

き　

塩し
ほ

焼や

く
と　

人ひ
と

そ
多さ
は

に
あ
る　

浦う
ら

を
よ
み　

う

べ
も
釣つ

り
は
す　

浜は
ま

を
よ
み　

う
べ
も
塩し
ほ

焼や

く　

あ
り
通が
よ

ひ　

山
部
赤
人
の
神
亀
三
年
印
南
野
行
幸
従
駕
歌

鈴
木　

崇
大



－2－

見め

さ
く
も
し
る
し　

清き
よ

き
白
浜 

（
６
・
九
三
八
）

　
　
　

反
歌
三
首

沖お
き

つ
波な
み

辺へ

波な
み

を
安や
す

み
漁い
ざ

り
す
と
藤ふ
ぢ

江え

の
浦う
ら

に
舟ふ
ね

そ
騒さ
わ

け
る

 

（
６
・
九
三
九
）

印い

南み
な

野の

の
浅あ
さ

茅ぢ

押お

し
靡な

べ
さ
寝ぬ

る
夜よ

の
日け

長な
が

く
し
あ
れ
ば
家い
へ

し

偲し
の

は
ゆ 

（
６
・
九
四
〇
）

明あ
か

石し

潟が
た

潮し
ほ

干ひ

の
道み
ち

を
明あ

す日
よ
り
は
下し
た

笑ゑ

ま
し
け
む
家い
へ

近ち
か

づ
け
ば

 

（
６
・
九
四
一
）

当
該
歌
群
の
前
に
は
同
じ
折
に
詠
作
し
た
と
見
ら
れ
る
笠
金
村
の

歌
群
が
位
置
す
る
。
参
考
の
為
に
そ
れ
も
掲
げ
て
お
く
。

三
年
丙へ
い
い
ん寅

の
秋
九
月
十
五
日
、
播は
り

磨ま
の

国く
に

印い

南な
み

野の

に
幸い
で
ま

し

し
時と
き

に
、
笠か
さ
の

朝あ
そ
み臣

金か
な

村む
ら

の
作
れ
る
歌
一
首﹇
并
せ
て
短
歌
﹈

名な

寸き

隅す
み

の　

船ふ
な

瀬せ

ゆ
見み

ゆ
る　

淡あ
は

路ぢ

島し
ま　

松ま
つ

帆ほ

の
浦う
ら

に　

朝あ
さ
な
ぎ凪

に　

玉た
ま

藻も

刈か

り
つ
つ　

夕ゆ
ふ

凪な
ぎ

に　

藻も

塩し
ほ

焼や

き
つ
つ　

海あ

人ま

娘を
と
め子　

あ
り
と
は
聞き

け
ど　

見み

に
行ゆ

か
む　

よ
し
の
な
け
れ
ば　

大ま
す
ら
を夫

の　

心こ
こ
ろ

は
な
し
に　

手た

弱わ
や

女め

の　

思お
も

ひ
た
わ
み
て　

た
も
と

ほ
り　

我あ
れ

は
そ
恋こ

ふ
る　

船ふ
な

楫か
ぢ

を
な
み 

（
６
・
九
三
五
）

　
　
　

反
歌
二
首

玉た
ま

藻も

刈か

る
海あ

人ま

娘を
と
め子
ど
も
見み

に
行ゆ

か
む
船ふ
な

楫か
ぢ

も
が
も
波な
み

高た
か

く
と

も 

（
６
・
九
三
六
）

行ゆ

き
廻め
ぐ

り
見み

と
も
飽あ

か
め
や
名な

寸き

隅す
み

の
船ふ
な

瀬せ

の
浜は
ま

に
し
き
る

白し
ら
な
み波 

（
６
・
九
三
七
）

金
村
歌
の
題
詞
に
拠
る
と
神
亀
三
年
（
七
二
六
年
）
九
月
に
行
幸

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
条
に
は
以
下
の

よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る）

1
（

。

（
九
月
）庚
寅（
十
五
日
）、内う

ち裡
に
玉な
つ
め棗
生お

ひ
た
り
。
勅
み
こ
と
の
り

し
て
、

朝て
う

野や

の
道だ
う

俗ぞ
く

ら
を
し
て
玉な
つ
め棗

の
詩し

賦ふ

を
作つ
く

ら
し
め
た
ま
ふ
。
壬

寅
、
文ぶ
ん
じ
ん人
一
百
十
二
人
玉な
つ
め棗
の
詩し

賦ふ

を
上
た
て
ま
つ

る
。
そ
の
等と
う

第だ
い

に

随し
た
が

ひ
て
、
禄ろ
く

賜た
ま

ふ
こ
と
差し
な

有あ

り
。
…
…
。
正
四
位
上
六む

人と

部べ
の

王
お
ほ
き
み

・
藤ふ
ぢ

原は
ら

朝
臣
麻ま

呂ろ

、
正
五
位
下
巨こ

勢せ

朝
臣
真ま

人ひ
と

、
従
五
位

下
県あ
が
た

犬い
ぬ

養か
ひ

宿
祢
石い
は

次す
き

、
大お
ほ

神み
わ

朝
臣
道み
ち

守も
り

ら
廿
七
人
を

裝み
よ
そ
ひ
の
つ
か
さ

束
司
と
す
。
従
四
位
下
門か
ど

部べ
の

王
お
ほ
き
み

、
正
五
位
下
多た

治ぢ

比ひ

真

人
広ひ
ろ

足た
り

、
従
五
位
下
村む
ら

国く
に

連
志し

我が

麻ま

呂ろ

ら
一
十
八
人
を
造ざ
う

頓か
り

宮み
や
の

司つ
か
さ

と
す
。
播は
り

磨ま
の

国く
に

印い

南な
み

野の

に
幸み
ゆ
き

せ
む
と
し
た
ま
ふ
為た
め

な

り
。

冬
十
月
辛
亥
、
播は
り

磨ま
の

国く
に

印い

南な
み

野の

に
行み
ゆ
き幸

し
た
ま
ふ
。
甲
寅
、
印い

南な
み

野の
の

邑お
ふ

美み
の

頓か
り

宮み
や

に
至い
た

り
た
ま
ふ
。
辛
酉
、
駕が

に
従し
た
が

へ
る
人ひ
と

と
、

播は
り

磨ま

の
国こ
く

郡ぐ
ん

司し

・
百は
く

姓せ
い

ら
の
行い
で

在ま
し

所ど
こ
ろ

に
供ぐ

奉ぶ

せ
る
者ひ
と

と
に
、

位く
ら
ゐ

を
授さ
づ

け
禄ろ
く

を
賜た
ま

ふ
こ
と
人ひ
と

ご
と
に
差し
な

有あ

り
。
ま
た
行か
り

宮み
や

の

側そ
く

近き
ん

の
明あ
か

石し

・
賀か

古こ

二
郡
の
百は
く

姓せ
い

、
高か
う

年ね
ん

七
十
已
上
に
穀こ
く

賜た
ま

ふ

こ
と
各
お
の
お
の

一
斛
。
播は
り

磨ま

の
堺さ
か
ひ

の
内う
ち

の
大だ
い
び
や
く辟

已
下
の
罪つ
み

を
曲き
よ
く

赦し
や

す
。
癸
亥
、
行み
ゆ
き

、
還か
へ

り
て
難な
に

波は
の

宮み
や

に
至い
た

り
た
ま
ふ
。
庚
午
、



－3－

式し
き

部ぶ

卿き
や
う

従
三
位
藤ふ
ぢ

原は
ら
の

宇う
ま

合か
ひ

を
知ち

造ざ
う

難な
に

波は

宮く
う

事じ

と
す
。
陪ば
い

従じ
ゅ

せ

る
无
位
の
諸し
よ

王わ
う

、
六
位
已
上
、
才ざ
い

藝げ
い

の
長ち
や
う

上じ
や
う

、
并あ
は

せ
て
雑ざ
ふ

色し
き

の
人ひ
と

、
難な
に

波は
の

宮み
や

の
官く
わ
ん
に
ん人

、
郡ぐ
ん
じ司

已
上
に
禄ろ
く

賜た
ま

ふ
こ
と
各
お
の
お
の

差し
な

有あ

り
。
癸
酉
、
車き
よ

駕が

、
難な
に

波は
の

宮み
や

よ
り
至い
た

り
た
ま
ふ
。

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
金
村
歌
の
題
詞
と
『
続
日
本
紀
』

の
記
事
と
は
行
幸
の
日
が
一
致
し
て
い
な
い
。

こ
の
行
幸
の
目
的
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
梶
川
信
行
氏
は
『
住
吉

神
社
神
代
記
』
を
踏
ま
え
、
難
波
宮
再
建
に
先
立
ち
、
こ
の
周
辺
に

鎮
座
し
て
い
た
住
吉
大
神
の
子
神
の
「
魚
次
神
」
を
祀
る
為
の
も
の

で
あ
っ
た
か
と
推
測
し
て
い
る）

2
（

。
ま
た
村
山
出
氏
は
梶
川
説
を
支
持

し
、
更
に
九
月
十
五
日
に
内
裏
に
玉
棗
が
生
じ
て
「
玉
棗
詩
賦
献
上

の
勅
命
を
下
す
に
あ
た
り
内
定
の
印
南
野
行
幸
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
祥
瑞
と
し
て
の
棗
の
意

味
、
奏
上
さ
れ
た
藤
原
宇
合
の
「
棗
賦
」
の
内
容
、
そ
し
て
行
幸
の

理
念
と
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
し
、
こ
の
「
金
村
歌
の
題
詞
の
日
付

を
こ
の
流
れ
の
中
で
」
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る）

3
（

。
両
氏
の
説

共
に
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
実
際
に
歌
の
表
現
を
見
て
い
こ
う
。

長
歌
冒
頭
の
歌
い
起
こ
し
「
や
す
み
し
し　

我
ご
大
君
」
は
、
天

皇
讃
美
を
前
面
に
押
し
出
し
た
赤
人
の
行
幸
従
駕
歌
の
定
型
的
な
表

現
で
あ
る
。彼
は
長
歌
形
式
の
行
幸
従
駕
歌
を
五
首
残
し
て
い
る
が
、

内
四
首
は
い
ず
れ
も
冒
頭
に
「
や
す
み
し
し　

我
ご
大
君
」
の
句
を

据
え
て
い
る
。

そ
の
「
大
君
」
が
「
神
な
が
ら
高
知
ら
せ
る
」
土
地
と
し
て
「
印

南
野
」
は
あ
り
、
そ
こ
に
「
大
海
の
原
」
が
あ
り
、「
藤
井
の
浦
」
が

あ
る
と
赤
人
は
詠
む
。
土
地
を
大
き
く
提
示
し
た
後
に
徐
々
に
地
点

を
絞
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
焦
点
化
の
手
法
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
直

前
の
「
高
知
ら
せ
る
」
の
句
と
の
連
関
に
も
注
目
し
た
い
。
即
ち
、

天
皇
の
支
配
す
る
国
土
の
広
さ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
此
処

に
は
伏
在
し
て
い
よ
う
。
天
皇
が
「
高
知
ら
す
」
土
地
は
、
そ
の
稜

威
の
喩
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
表
現
は
そ
の
行
幸
自
体

を
讃
美
す
る
意
図
に
基
づ
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
当
該
歌

を
筆
録
し
た
の
が
赤
人
本
人
で
あ
っ
た
な
ら
、「
印
南
野
」の
原
文「
稲

見
野
」
に
は
豊
穣
な
土
地
の
イ
メ
ー
ジ）

4
（

が
、「
大
海
之
原
」
に
は
広
大

な
海
の
イ
メ
ー
ジ
も
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る（
正
確
を
期
し
て
言
え
ば
、

「
広
大
な
海
を
臨
む
原
」
と
い
う
程
の
意
味
に
な
ろ
う
か
）
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
天
皇
が
「
神
な
が
ら
」
支
配
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
国
土

は
陸
も
海
も
豊
穣
に
し
て
広
大
な
の
で
あ
る
。

「
藤
井
の
浦
」
は
第
一
反
歌
に
も
登
場
す
る
「
藤
江
の
浦
」
と
同
じ

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
何
故
に
長
歌
と
第
一
反
歌
と
で
同
一
地
の

地
名
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
諸
本
に
異
同
は
無
い
。
人
麻
呂
が「
藤

原
の
御
井
」
を
「
藤
井
」
と
呼
ん
だ
例
（
１
・
五
二
）
は
あ
る
も
の
の
、
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そ
れ
は
約
語
で
あ
っ
て
当
該
歌
の
場
合
と
は
異
な
る
。
差
し
当
た
っ

て
、こ
の
場
所
に
は
二
種
の
呼
称
が
あ
り
、「
藤
井
の
浦
」「
藤
江
の
浦
」

は
そ
れ
ぞ
れ
長
歌
・
反
歌
で
分
担
し
た
も
の
と
考
え
て
お
く
。

歌
の
舞
台
を
設
定
し
た
後
に
、
赤
人
は
「
鮪
釣
る
と　

海
人
舟
騒

き　

塩
焼
く
と　

人
そ
多
に
あ
る
」
と
景
を
描
く
。「
鮪
」
は
マ
グ

ロ
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
集
中
他
の
用
例
は
次
の
一
首
の
み
。

鮪し
び

突つ

く
と
海あ

人ま

の
灯と
も

せ
る
漁い
ざ

り
火ひ

の
ほ
に
か
出い

で
な
む
我あ

が
下し
た

思も

ひ
を 

（
19
・
四
二
一
八
）

東
光
治
氏
は
、
瀬
戸
内
海
に
マ
グ
ロ
は
回
遊
し
て
来
な
い
こ
と
を

根
拠
に
当
該
歌
の
「
鮪
」
は
サ
ワ
ラ
で
あ
る
と
し
た）

5
（

。『
私
注
』『
旧

大
系
』『
全
注
』『
和
歌
大
系
』『
全
歌
講
義
』
等
も
そ
の
可
能
性
を

指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
の
食
生
活
に
就
い
て
総
合
的
な
考
察

を
行
っ
た
関
根
真
隆
氏
は
「
サ
バ
・
カ
ツ
オ
な
ど
の
名
は
、
明
ら
か

に
文
献
に
み
る
か
ら
シ
ビ
に
含
ま
な
く
て
も
よ
か
ろ
う）

6
（

」
と
述
べ
て

い
る
。
更
に
注
目
し
た
い
の
が
新
谷
秀
夫
氏
の
説
で
あ
る
。

（
※
引
用
者
注
│
│
当
該
歌
に
於
け
る
「
鮪
釣
る
」
と
い
う
表
現
が
）

儀
礼
歌
の
中
で
使
わ
れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
実

際
に
「
鮪
」
を
「
釣
る
」
と
い
う
こ
と
が
赤
人
の
眼
前
に
存
し

た
光
景
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
瀬

戸
内
海
に
回
遊
し
な
い
と
か
、「
釣
る
」
に
は
あ
ま
り
に
大
き
す

ぎ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
問
題
と
な
る
は
ず
も
な
く
、

…
…
つ
ま
り
こ
こ
で
「
鮪
釣
る
」
な
る
表
現
も
ま
た
、…
…
「
印

南
野
の
大
海
の
原
の　

荒
栲
の
藤
井
の
浦
」
が
、「
鮪
」
ほ
ど
の

大
魚
を
「
釣
る
」
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
豊
か
な
土
地
で
あ
る

と
讃
美
す
る
意
図
を
も
っ
て
撰
ば
れ
た
表
現
で
あ
る
と
見
て
大

過
あ
る
ま
い）

7
（

。

新
谷
説
は
、
行
幸
従
駕
歌
に
於
け
る
表
現
の
論
理
を
的
確
に
捉
え

て
い
る
と
考
え
る
。

そ
の
よ
う
に
鮪
を
釣
る
為
に
多
く
の
漁
船
が
海
上
に
あ
る
様
を
赤

人
は
「
騒
き
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
赤
人
が
よ
く
用
い

る
言
葉
で
あ
っ
た
。

…
…　

朝あ
さ

雲く
も

に　

鶴た
づ

は
乱み
だ

れ　

夕ゆ
ふ

霧ぎ
り

に　

か
は
づ
は
騒さ
わ

く　

見み

る
ご
と
に　

哭ね

の
み
し
泣な

か
ゆ　

古
い
に
し
へ

思お
も

へ
ば 

（
３
・
三
二
四
）

…
…　

沖お
き

つ
島し
ま　

清き
よ

き
渚な
ぎ
さ

に　

風か
ぜ

吹ふ

け
ば　

白し
ら
な
み
さ
わ

波
騒
き　

潮し
ほ

干ふ

れ
ば　

玉た
ま
も藻
刈か

り
つ
つ　

…
… 

（
６
・
九
一
七
）

み
吉よ
し
の野

の
象き
さ
や
ま山

の
際ま

の
木こ
ぬ
れ末

に
は
こ
こ
だ
も
騒さ
わ

く
鳥と
り

の
声こ
ゑ

か
も

 

（
６
・
九
二
四
）

あ
し
ひ
き
の
山や
ま

に
も
野の

に
も
み
猟か
り
び
と人
さ
つ
矢や

た手
挟ば
さ

み
騒さ
わ

き
て
あ

り
見み

ゆ 

（
６
・
九
二
七
）

九
一
七
・
九
二
四
・
九
二
七
は
行
幸
従
駕
歌
で
あ
り
、
三
二
四
は

飛
鳥
の
旧
都
を
望
ん
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
赤

人
は
、景
に
於
け
る
活
気
・
賑
わ
し
さ
・
生
動
性
の
表
現
と
し
て「
騒



－5－

き
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
と
言
え
る
。「
騒
き
」
は
そ
れ
自
体
が

讃
歌
性
を
担
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
こ
で
の
「
海
人
舟
」

の
活
気
は
取
り
も
直
さ
ず
海
人
達
が
天
皇
に
奉
仕
し
て
い
る
が
故
な

の
で
あ
る
。
こ
の
景
の
描
写
部
分
は
対
句
で
あ
り
、
次
の
「
多
に
あ

る
」
も
ま
た
「
騒
き
」
と
同
じ
表
現
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
「
塩
焼
く
」
に
就
い
て
だ
が
、「
塩
」
を
「
焼
く
」
と
い
う
言
葉

を
持
つ
歌
は
当
該
歌
を
含
め
集
中
十
四
例
。
そ
の
多
く
が
、

…
…　

網あ
み

の
浦う
ら

の　

海あ

人ま

娘を
お
と
め子
ら
が　

焼や

く
塩し
ほ

の　

思お
も

ひ
そ
焼や

く
る　

我わ

が
下し
た

心ご
こ
ろ 

（
１
・
五
）

等
の
よ
う
に
寄
物
陳
思
歌
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
十
四
例
中
九
例
）

が
、
こ
こ
で
は
「
鮪
釣
る
」
と
対
句
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み

る
と
、
そ
の
製
塩
も
ま
た
天
皇
に
対
す
る
海
人
の
奉
仕
と
い
う
意
味

を
持
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
の
「
浦
を
よ
み　

う
べ
も
釣
り
は
す　

浜
を
よ
み　

う
べ
も
塩

焼
く
」
は
、
海
人
の
奉
仕
が
活
気
に
満
ち
て
い
る
こ
と
の
根
拠
と
し

て
、「
浦
」
と
「
浜
」
と
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
（「
よ
み
」）
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
る
。
以
上
の
対
句
部
分
に
就
い
て
は
神
野
志
幸
恵
氏
の
分

析
が
あ
る
。

　
　
　

藤
井
の
浦
に
│
│
浦
│
│
│
│
浦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│　
　
　
　

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浜
│
│
│
│
浜
│
│
清
き
白
浜

九
三
八
歌
は
、
い
わ
ば
入
口
と
出
口
と
が
ず
れ
る
よ
う
に
構
成

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
均
衡
し
た
構
成
と
い
う
の
と

は
異
な
る
も
の
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

…
…
入
口
と
出
口
と
で
ず
れ
を
作
る
よ
う
な
、
赤
人
の
意
識
的

な
対
句
構
成
の
試
み
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る）

8
（

。

的
確
な
指
摘
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
更
に
稿
者
な
り
に
追
究
し
て
お

き
た
い
。
表
現
上
は
「
浦
」
と
「
浜
」
と
対
句
に
な
っ
て
い
る
が
、「
藤

井
の
浦
」
は
地
名
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
浜
」「
清
き
白
浜
」
も
含
ま

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
漁
撈
と
製
塩
の
対
句
部
分
は
「
藤
井
の
浦
」

を
海
上
部
分
（
浦
）
と
陸
地
部
分
（
浜
）
と
に
分
け
て
の
、
そ
の
土

地
の
豊
饒
の
表
現
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
末
句
の
「
清
き
白
浜
」
は
佳

景
と
し
て
の「
藤
井
の
浦
」の
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。
集
中
に
は「
浦
」

を
褒
め
る
の
に
「
浜
」
を
言
う
例
も
見
出
さ
れ
る
。

八や

千ち

矛ほ
こ

の　

神か
み

の
御み

代よ

よ
り　

百も
も
ふ
ね船

の　

泊は

つ
る
泊と

ま
り
と　

八や

島し
ま

国く
に　

百も
も

船ふ
な

人び
と

の　

定さ
だ

め
て
し　

敏み
ぬ

馬め

の
浦う
ら

は　

朝あ
さ

風か
ぜ

に　

浦う
ら

波な
み

騒さ
わ

き　

夕ゆ
ふ

波な
み

に　

玉た
ま

藻も

は
来き

寄よ

る　

白し
ら

砂ま
な
ご　

清き
よ

き
浜は
ま

辺へ

は　

行ゆ

き
帰か
へ

り　

見み

れ
ど
も
飽あ

か
ず　

う
べ
し
こ
そ　

見み

る
人ひ
と

ご
と
に　

語か
た

り
継つ

ぎ　

偲し
の

ひ
け
ら
し
き　

百も
も

代よ

経へ

て　

偲し
の

は
え

行ゆ

か
む　

清き
よ

き
白し
ら

浜は
ま 

（
６
・
一
〇
六
五
）

ま
そ
鏡か
が
み

敏み
ぬ

馬め

の
浦う
ら

は
百も
も
ふ
ね船
の
過す

ぎ
て
行ゆ

く
べ
き
浜は
ま

に
あ
ら
な

く
に 

（
６
・
一
〇
六
六
）
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大お
ほ

船ぶ
ね

に
か
し
振ふ

り
立た

て
て
浜は
ま

清ぎ
よ

き
麻ま

里り

布ふ

の
浦う
ら

に
宿や
ど

り
か
せ
ま

し 

（
15
・
三
六
三
二
）

福
麻
呂
の
長
反
歌
一
〇
六
五
・
一
〇
六
六
は
赤
人
の
当
該
歌
の
影

響
が
感
じ
ら
れ
る
が
、「
浜
」
の
讃
美
を
以
て
「
敏
馬
の
浦
」
を
褒
め

て
い
る
。
三
六
三
二
も
ま
た
「
浜
」
が
「
清
い
」
か
ら
こ
そ
、
そ
れ

が
属
す
る
「
麻
里
布
の
浦
」
も
当
然
な
が
ら
「
清
い
」
こ
と
に
な
る
。

当
該
歌
に
戻
っ
て
言
え
ば
、「
清
き
白
浜
」
と
述
べ
る
時
、そ
れ
は
「
藤

井
の
浦
」
の
讃
美
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
前
半
部

で
は
「
印
南
野
」
↓
「
大
海
の
原
」
↓
「
藤
井
の
浦
」
と
焦
点
化
が

な
さ
れ
て
い
る
と
上
に
述
べ
た
が
、こ
こ
で
は
「
藤
井
の
浦
」
↓
「
清

き
白
浜
」
と
、
更
に
焦
点
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
豊
穣
と
佳
景
と
を
繋
ぐ
の
が
「
浦
を
よ
み
／
浜
を
よ
み
」
の

「
よ
し
」
と
い
う
讃
辞
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
活
気
あ
る
海
人
の
奉

仕
と
い
う
景
の
根
拠
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
続
く
部
分
「
あ
り

通
ひ　

見
さ
く
」
の
根
拠
、「
天
皇
が
通
い
続
け
て
御
覧
に
な
る
」
こ

と
の
根
拠
で
も
あ
る
。
即
ち
、「
よ
し
（
素
晴
ら
し
い
）」
が
分
節
さ
れ

て
豊
穣
の
表
現
と
も
佳
景
の
表
現
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
漁
撈
・
製

塩
が
活
気
に
満
ち
て
行
わ
れ
る
の
が
「
う
べ
」
で
あ
り
、
更
に
「
あ

り
通
ひ 

見
さ
く
」
が
「
し
る
」
き
程
の
「
清
き
白
浜
」
で
あ
る
の
も
、

「
藤
井
の
浦
」
が
「
浦
を
よ
み
／
浜
を
よ
み
」
と
言
え
る
土
地
で
あ

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。「
浦
を
よ
み
／
浜
を
よ
み
」
の
「
よ
し
」

を
豊
穣
に
於
い
て
納
得
す
る
の
が
「
う
べ
」
で
あ
り
、
佳
景
に
於
い

て
納
得
す
る
の
が
「
し
る
し
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
そ
れ
は
ま

た
、
天
皇
の
支
配
す
る
天
下
の
中
で
、
こ
こ
「
印
南
野
」
が
行
幸
の

土
地
に
選
ば
れ
た
こ
と
を
納
得
し
、
強
調
す
る
表
現
で
も
あ
る
。

猶
、「
あ
り
通
ひ
」
と
は
し
て
い
る
も
の
の
、
聖
武
天
皇
が
こ
れ
以

前
に
印
南
野
を
訪
れ
た
記
録
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
当

代
の
み
な
ら
ず
、
即
ち
一
人
聖
武
の
み
な
ら
ず
皇
統
の
連
続
性
を
念

頭
に
置
い
た
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
代
々
の
天
皇
が
「
あ

り
通
ひ
見
さ
く
」
程
に
「
藤
井
の
浦
」
は
素
晴
ら
し
い
と
い
う
、
讃

歌
の
論
理
に
要
請
さ
れ
た
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。

二
第
一
反
歌
は
、
長
歌
の
要
約
で
あ
る
と
先
ず
は
言
え
る
。
冒
頭
で

は
「
藤
江
の
浦
」
の
浦
波
が
、
沖
も
辺
も
穏
や
か
で
あ
る
こ
と
を
詠

む
。
但
し
、
讃
歌
に
於
い
て
は
、
波
が
立
っ
て
い
る
こ
と
（
川
や
滝

が
激
し
く
流
れ
て
い
る
こ
と
も
含
む
）
の
表
現
は
、
土
地
褒
め
の
意
味

を
持
っ
て
い
た
。

年と
し

の
端は

に
か
く
も
見み

て
し
か
み
吉よ
し

野の

の
清き
よ

き
河か
ふ
ち内
の
激た
ぎ

つ
白し
ら

波な
み

 

（
６
・
九
〇
八
）

…
…　

沖お
き

つ
島し
ま　

　

清き
よ

き
渚な
ぎ
さ

に　

風か
ぜ

吹ふ

け
ば　

白し
ら
な
み
さ
わ

波
騒
き　

潮し
ほ

干ふ

れ
ば　

玉た
ま
も藻
刈か

り
つ
つ　

…
… 

（
６
・
九
一
七
）



－7－

行ゆ

き
廻め
ぐ

り
見み

と
も
飽あ

か
め
や
名な

寸き

隅す
み

の
船ふ
な

瀬せ

の
浜は
ま

に
し
き
る

白し
ら
な
み波 

（
６
・
九
三
七
）

右
に
挙
げ
た
の
は
い
ず
れ
も
行
幸
従
駕
歌
だ
が
、
当
該
歌
で
は
海

面
が
凪
い
で
い
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
海
人
の
奉
仕
を

叙
述
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
生
動
的
な
自

然
は
、
常
に
で
は
な
い
も
の
の
、
往
々
に
し
て
人
間
の
活
動
と
対
立

す
る
。
だ
が
、
前
節
で
述
べ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
が
、
景
の
生
動

性
の
表
現
は
そ
の
景
の
讃
美
の
表
現
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
讃
美

す
べ
き
景
を
海
人
の
奉
仕
の
様
に
設
定
し
た
が
故
に
、
自
然
（
当
該

歌
で
は
浦
波
）
の
状
態
は
そ
れ
を
可
能
に
し
た
と
い
う
点
に
於
い
て

間
接
的
な
讃
美
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

飼け

飯ひ

の
海う
み

の
庭に
は

よ
く
あ
ら
し
刈か
り

薦こ
も

の
乱み
だ

れ
て
出い

づ
見み

ゆ
海あ

人ま

の

釣つ
り

舟ぶ
ね 

（
３
・
二
五
六
）

風か
ぜ

を
い
た
み
沖お
き

つ
白し
ら

波な
み

高た
か

か
ら
し
海あ

人ま

の
釣つ
り

舟ぶ
ね

浜は
ま

に
帰か
へ

り
ぬ

 

（
３
・
二
九
四
）

参
考
に
二
首
挙
げ
た
。前
者
は
人
麻
呂
の
羇
旅
歌
八
首
の
内
の
一
。

「
飼
飯
の
海
」が
凪
い
で
海
面
が
穏
や
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、「
海

人
の
釣
舟
」が
入
り
乱
れ
て
出
漁
し
て
い
る
様
か
ら
推
測
し
て
い
る
。

後
者
は
同
じ
く
巻
三
か
ら
、
角
麻
呂
の
歌
四
首
の
内
の
一
。
こ
れ
は

人
麻
呂
の
二
五
六
番
歌
と
丁
度
反
対
で
、（
歌
群
の
内
容
か
ら
し
て
恐
ら

く
難
波
の
海
の
）
波
が
高
く
な
っ
て
き
た
ら
し
い
こ
と
が
、「
海
人
の

釣
舟
」
が
浜
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
る
。
二
首
と

も
行
幸
従
駕
歌
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
海
面
の
状
態
に
よ
っ
て
漁

撈
が
左
右
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
特
に
人

麻
呂
の
歌
は
、
海
が
凪
い
で
い
る
こ
と
と
海
人
の
出
漁
と
が
直
接
的

に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
当
該
歌
の
構
成
と
等
し
い
。
当
該

歌
は
「
騒
き
」
で
表
現
さ
れ
る
景
の
内
実
を
、
自
然
で
は
な
く
、
人

間
の
活
動
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
こ
と
で
讃
美
表
現
が
可
能
に
な
っ
た

と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
人
間
の
活
動
に
対
立
し
な
い
限
り
に
於
い
て

自
然
の
生
動
性
は
讃
美
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
逆
か
ら
言
え
ば
自
然

の
生
動
性
よ
り
も
人
間
の
活
動
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。当

該
反
歌
は
長
歌
の
要
約
で
あ
る
と
述
べ
た
。
再
度「
藤
江
の
浦
」

と
地
名
を
述
べ
立
て
、
そ
の
土
地
の
生
動
性
を
歌
い
上
げ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
以
降
、
第
二
・
第
三
反
歌
で
は
土
地
の
讃
美
は
為
さ
れ
な

い
。
土
地
の
讃
美
、
よ
り
正
し
く
言
え
ば
そ
れ
を
通
じ
て
の
王
権
讃

美
ど
こ
ろ
か
、
主
題
は
家
郷
思
慕
へ
と
大
き
く
転
換
す
る
。

第
二
反
歌
は
、
舞
台
が
印
南
野
に
、
恐
ら
く
は
そ
の
行
宮
近
辺
に

移
る
。「
浅
茅
押
し
靡
べ
さ
寝
」
と
は
、
行
宮
の
周
辺
に
官
人
達
が

野
宿
し
て
い
る
様
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
押
し
靡
べ
」
と

い
う
語
は
集
中
六
首
七
例
見
出
さ
れ
る
が
、
中
で
も
人
麻
呂
の
阿
騎

野
遊
猟
歌
、
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…
…　

隠こ
も

り
く
の　

泊は
つ

瀬せ

の
山や
ま

は　

真ま

木き

立た

つ　

荒あ
ら

山や
ま

道み
ち

を　

岩い
は

が
根ね　

禁さ
へ

樹き

押お

し
靡な

べ　

坂さ
か

鳥ど
り

の　

朝あ
さ

越こ

え
ま
し
て　

玉た
ま

か

ぎ
る　

夕ゆ
ふ

さ
り
来く

れ
ば　

み
雪ゆ
き

降ふ

る　

安あ

騎き

の
大お
ほ

野の

に　

旗は
た

す

す
き　

篠し
の

を
押お

し
靡な

べ　

草く
さ
ま
く
ら枕　

旅た
び

宿や
ど

り
せ
す　

古
い
に
し
へ

思お
も

ひ

て 

（
１
・
四
五
）

が
参
考
に
な
ろ
う
。
人
麻
呂
歌
で
は
「
押
し
靡
べ
」
の
語
を
二
度
用

い
て
い
る
が
、
特
に
後
半
の
例
が
当
該
歌
と
等
し
い
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
軽
皇
子
（
後
の
文
武
天
皇
）
に
供
奉
し
て
詠
作
さ
れ
た
作
、

即
ち
行
幸
従
駕
歌
に
準
じ
た
作
で
あ
る
が
、
赤
人
は
こ
の
人
麻
呂
歌

か
ら
「
押
し
靡
べ
」
を
学
ん
だ
に
違
い
な
い
。
猶
、
生
え
て
い
る
草

を
倒
し
て
そ
こ
を
寝
床
と
す
る
と
い
う
例
は
、

神か
む

風か
ぜ

の
伊い

勢せ

の
浜は
ま

荻を
ぎ

折お

り
伏ふ

せ
て
旅た
び

寝ね

や
す
ら
む
荒あ
ら

き
浜は
ま

辺へ

に

 
（
４
・
五
〇
〇
）

に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
折
り
伏
せ
」
よ
り
も
「
押
し
靡
べ
」
に

は
多
く
の
官
人
が
打
ち
揃
っ
て
宿
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

「
さ
寝
」
と
は
、
集
中
の
例
（
全
三
十
三
例
）
に
徴
す
る
と
、
殆
ど

が
共
寝
か
、
若
し
く
は
共
寝
を
意
識
し
た
状
態
を
指
し
て
い
る
。
一

見
す
る
と
例
外
と
覚
し
い
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。

鶴た
づ

が
鳴な

き
葦あ
し

辺へ

を
さ
し
て
飛と

び
渡わ
た

る
あ
な
た
づ
た
づ
し
独ひ
と

り
さ

寝ぬ

れ
ば 

（
15
・
三
六
二
六
）

遣
新
羅
使
人
歌
群
中
の
中
の
一
首
。
こ
れ
は
「
古
き
挽
歌
」
の
題

詞
を
持
つ
長
歌
三
六
三
五
の
反
歌
で
あ
る
。
そ
の
長
歌
を
確
認
し
て

お
く
。夕ゆ

ふ

さ
れ
ば　

葦あ
し

辺へ

に
騒さ
わ

き　

明あ

け
来く

れ
ば　

沖お
き

に
な
づ
さ
ふ　

鴨か
も

す
ら
も　

妻つ
ま

と
副た
ぐ

ひ
て　

我わ

が
尾を

に
は　

霜し
も

な
降ふ

り
そ
と　

白し
ろ
た
へ栲

の　

羽は
ね

さ
し
交か

へ
て　

打う

ち
払は
ら

ひ　

さ
寝ぬ

と
ふ
も
の
を　

行ゆ

く
水み
づ

の　

帰か
へ

ら
ぬ
ご
と
く　

吹ふ

く
風か
ぜ

の　

見み

え
ぬ
が
ご
と
く　

跡あ
と

も
な
き　

世よ

の
人ひ
と

に
し
て　

別わ
か

れ
に
し　

妹い
も

が
着き

せ
て
し　

な
れ
衣ご
ろ
も　

袖そ
で

片か
た

敷し

き
て　

独ひ
と

り
か
も
寝ね

む 

（
15
・
三
六
二
五
）

「
鴨
す
ら
も
妻
と
副
ひ
て
…
…
さ
寝
」
す
る
が
、
妻
を
喪
っ
た
自

分
は
「
独
り
か
も
寝
む
」
と
詠
む
。
独
り
寝
で
あ
り
な
が
ら
反
歌
で

「
さ
寝
」と
言
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、或
い
は「
妹

が
着
せ
て
し　

な
れ
衣
」
を
「
袖
片
敷
き
て
」
寝
る
が
故
に
、
そ
れ

は
現
実
的
に
は
「
独
り
寝
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
妹
と
観
念
的
な
一

体
感
が
齎
さ
れ
、
そ
れ
を
「
さ
寝
」
と
詠
ん
だ
も
の
と
覚
し
い
。
そ

の
推
測
の
参
考
と
な
る
歌
が
あ
る
。

我あ

が
衣こ
ろ
も

形か
た

見み

に
奉ま
つ

る
敷し
き

栲た
へ

の
枕ま
く
ら

を
放さ

け
ず
巻ま

き
て
さ
寝ね

ま
せ

 

（
４
・
六
三
六
）

逢あ

は
ず
と
も
我わ
れ

は
恨う
ら

み
じ
こ
の
枕ま
く
ら

我わ
れ

と
思お
も

ひ
て
巻ま

き
て
さ
寝ね

ま
せ 

（
11
・
二
六
二
九
）

前
者
は
巻
四
の
湯
原
王
と
娘
子
と
の
贈
答
歌
群
中
の
一
首
。「
形
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見
」
と
し
て
贈
呈
し
た
「
枕
」
を
用
い
る
こ
と
で
、そ
れ
が
「
さ
寝
」

に
な
る
と
い
う
。
後
者
は
巻
十
一
の
寄
物
陳
思
歌
の
中
の
一
首
で
、

六
三
六
と
同
じ
発
想
で
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
実
際
に

は
共
寝
で
は
な
い
が
、
観
念
的
な
一
体
感
を
こ
れ
ら
の
例
に
看
取
す

る
こ
と
が
出
来
よ
う
（
附
言
し
て
お
け
ば
、
三
六
二
六
に
於
い
て
「
さ
寝
」

と
詠
み
な
が
ら
「
あ
な
た
づ
た
づ
し
」
と
詠
む
の
は
、「
妹
」
が
亡
く
な
っ
て

い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
何
故
と
言
う
に
、
妹
と
は
既
に

幽
明
界
を
異
に
し
て
い
る
為
に
一
体
感
が
完
成
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
）。

こ
れ
以
外
の
例
も
見
て
お
こ
う
。

思お
も

は
ず
も
ま
こ
と
あ
り
得え

む
や
さ
寝ぬ

る
夜よ

の
夢い
め

に
も
妹い
も

が
見み

え

ざ
ら
な
く
に 
（
15
・
三
七
三
五
）

さ
寝ぬ

る
夜よ

は
多お
ほ

く
あ
れ
ど
も
も
の
思も

は
ず
安や
す

く
寝ぬ

る
夜よ

は
さ
ね

な
き
も
の
を 

（
15
・
三
七
六
〇
）

い
ず
れ
も
巻
十
五
後
半
の
中
臣
宅
守
・
狭
野
弟
上
（
茅
上
）
娘
子

の
贈
答
歌
群
か
ら
、
宅
守
の
歌
。
両
歌
に
於
け
る
「
さ
寝
」
は
共
寝

で
は
あ
り
得
な
い
が
（
但
し
前
者
は
「
夢
」
に
「
妹
」
が
現
れ
て
は
い
る
）、

「
さ
寝
」
が
相
手
を
強
く
希
求
す
る
眠
り
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い

る
こ
と
は
動
か
な
い
。

当
該
歌
の
例
に
戻
る
が
、
こ
れ
は
共
寝
で
あ
る
と
は
見
え
な
い
。

岩
崎
良
子
氏
は
、
こ
の
「
さ
寝
」
に
就
い
て
、「
共
寝
を
希
求
す
る
気

持
を
含
み
、
望
郷
の
念
を
表
現
し
た
旅
の
仮
寝
の
寂
寥
故
の
こ
と
ば

で
あ
り
」、「
初
め
て
愛
す
る
人
に
思
い
を
寄
せ
て
一
人
寝
る
夜
を
表

す
こ
と
ば
と
な
っ
た
」
と
述
べ
、「「
さ
寝
る
」
と
は
言
っ
た
も
の
の
、

現
実
は
浅
茅
押
し
な
べ
寝
て
い
る
と
、
赤
人
は
滑
稽
を
感
じ
さ
せ
る

つ
も
り
で
う
た
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い）

9
（

」
と
説
い
た
。
滑
稽
を
感
じ

さ
せ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
ま
た
六
三
六
番
歌
の
よ
う
に
妹
の

形
見
の
品
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
定
か
で
は
な
い
が
、
宅
守
の
歌
と

同
じ
く
、「
愛
す
る
人
に
思
い
を
寄
せ
て
一
人
寝
る
」
こ
と
を
「
さ
寝
」

と
言
っ
た
と
捉
え
て
お
き
た
い
。

そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
夜
が
長
く
続
い
て
い
る
の
で
家
が
偲
ば

れ
て
な
ら
な
い
と
歌
い
収
め
る
。
こ
れ
は
、
上
に
も
述
べ
た
が
、
長

歌
・
第
一
反
歌
の
主
題
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
続
く
第
三
反
歌

で
も
、
こ
の
第
二
反
歌
の
主
題
が
引
き
継
が
れ
る
。

第
三
反
歌
は
更
に
舞
台
が
変
わ
る
。「
明
石
潟
」は
他
に
見
な
い
が
、

諸
注
、
明
石
川
河
口
付
近
の
干
潟
の
こ
と
か
と
し
て
い
る
。
そ
の
明

石
は
、『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
正
月
の
詔
、

凡お
よ

そ
畿う
ち
つ
く
に内
は
、
東
ひ
む
が
し

は
名な

墾ば
り

の
横よ
こ

河か
は

よ
り
以こ
の
か
た来
、
南み
な
み

は
紀き伊

の
兄せ
の
や
ま山

よ
り
以こ
の
か
た来

、
西に
し

は
赤あ
か

石し

の
櫛く
し

淵ふ
ち

よ
り
以こ
の
か
た来

、
北き
た

は
近あ
ふ
み江

の
狭さ

狭さ

波な
み

の
合あ
ふ

坂さ
か

山や
ま

よ
り
以こ
の
か
た来
を
、
畿う
ち
つ
く
に

内
国
と
す
。

や
、
人
麻
呂
の
羇
旅
歌
、

灯と
も
し
び火
の
明あ
か
し石
大お
ほ

門と

に
入い

る
日ひ

に
か
漕こ

ぎ
別わ
か

れ
な
む
家い
へ

の
あ
た
り

見み

ず 

（
３
・
二
五
四
）
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に
見
ら
れ
る
よ
う
に
畿
内
と
畿
外
と
の
境
界
で
あ
っ
た
。

「
潮
干
の
道
」
は
、
一
見
す
る
と
「
明
石
潟
」
の
潮
が
引
い
て
歩

け
る
よ
う
に
な
っ
た
道
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
干
潟
と
は

満
潮
時
は
海
中
に
没
し
て
い
る
砂
泥
底
で
あ
り
、
敢
え
て
そ
の
よ
う

な
場
所
を
歩
い
て
通
る
も
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
諸
注
の
中

に
は
、「
潮
干
の
道
を
」
の
「
を
」
を
、「
歩
き
に
く
い
道
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
と
い
う
逆
接
の
意
を
含
む
」（『
新
大
系
』）
等
の
よ
う
に
捉

え
る
解
釈
も
散
見
す
る
。

「
明
石
」
を
詠
ん
だ
歌
は
当
該
歌
を
含
め
集
中
九
例
。
以
下
に
そ

れ
ら
を
掲
げ
る
。

灯と
も
し
び火

の
明あ
か
し石

大お
ほ

門と

に
入い

る
日ひ

に
か
漕こ

ぎ
別わ
か

れ
な
む
家い
へ

の
あ
た
り

見み

ず 
（
３
・
二
五
四
）

天あ
ま

離ざ
か

る
鄙ひ
な

の
長な
が

道ち

ゆ
恋こ

ひ
来く

れ
ば
明あ
か
し石

の
門と

よ
り
大や
ま
と和

島し
ま

見み

ゆ

 
（
３
・
二
五
五
）

見み

渡わ
た

せ
ば
明あ
か
し石

の
浦う
ら

に
灯と
も

す
火ひ

の
穂ほ

に
ぞ
出い

で
ぬ
る
妹い
も

に
恋こ

ふ

ら
く 

（
３
・
三
二
六
）

…
…　

居ゐ

待ま
ち

月づ
き　

明あ
か
し石
の
門と

ゆ
は　

夕ゆ
ふ

さ
れ
ば　

潮し
ほ

を
満み

た
し

め　

明あ

け
さ
れ
ば　

潮し
ほ

を
干ひ

し
む 

…
… 

（
３
・
三
八
八
）

粟あ
は

島し
ま

に
漕こ

ぎ
渡わ
た

ら
む
と
思お
も

へ
ど
も
明あ
か
し石
の
門と

波な
み

い
ま
だ
騒さ
わ

け
り

 

（
７
・
一
二
〇
七
）

我わ

が
船ふ
ね

は
明あ
か
し石
の
水み

門と

に
漕こ

ぎ
泊は

て
む
沖お
き

へ
な
離さ
か

り
さ
夜よ

更ふ

け

に
け
り 

（
７
・
一
二
二
九
）

天あ
ま

離ざ
か

る
鄙ひ
な

の
長な
が

道ち

を
恋こ

ひ
来く

れ
ば
明あ
か
し石
の
門と

よ
り
家い
へ

の
あ
た
り

見み

ゆ 

（
15
・
三
六
〇
八
）

…
…　

我あ

が
心こ
こ
ろ　

明あ
か
し石

の
浦う
ら

に　

船ふ
ね

泊と

め
て 

浮う

き
寝ね

を
し
つ

つ　

わ
た
つ
み
の　

沖お
き

辺へ

を
見み

れ
ば　

…
… 

（
15
・
三
六
二
七
）

以
上
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ど
れ
も
海
上
若
し
く
は
海
辺
を
指
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
明
石
」
は
畿
内
と
畿
外
と
の
境
界
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
そ
の

境
界
は
明
石
海
峡
（
明
石
の
水
門
）
に
於
い
て
実
感
さ
れ
た
ら
し
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
記
事
「
明
石
の
櫛
淵
」
は

山
陰
道
の
途
次
と
考
え
ら
れ
る
が）
10
（

、
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
陸
路
で
あ

っ
て
海
辺
か
ら
は
相
当
に
隔
た
っ
て
い
る
。他
方
明
石
海
峡
か
ら
は
、

人
麻
呂
の
歌
に
も
あ
る
よ
う
に
「
大
和
島
」、
つ
ま
り
生
駒
・
葛
城

の
山
地
を
眺
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
が
、
そ
の
景
は
、
西
下
す
る

者
に
は
故
郷
と
の
離
別
を
、
東
上
す
る
者
に
は
故
郷
へ
の
帰
還
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
万
葉
び
と
に
と
っ

て
「
明
石
」
と
は
播
磨
国
の
一
つ
の
郡
で
は
な
く
、
何
を
措
い
て
も

畿
内
と
畿
外
と
の
境
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
州
と
淡
路
島
と
の
間
の

海
峡
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
存
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
赤
人
が
当
該

歌
を
詠
ん
だ
の
は
「
明
日
よ
り
は
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
印
南
野
出
発

の
前
日
と
覚
し
い
が）
11
（

、「
家
」
の
あ
る
故
郷
に
「
近
づ
け
ば
」、
そ
れ
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が
実
感
さ
れ
る
の
は
│
│
現
実
的
に
言
え
ば
印
南
野
を
出
発
し
た
時

点
で
既
に
「
家
」
に
近
づ
く
こ
と
に
は
な
る
の
だ
が
│
│
明
石
海
峡

に
於
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
箇
所
に
就
い
て
清
原
和
義
氏
は
、
語
句

の
用
例
を
分
析
、
考
察
の
結
果
、
明
石
海
峡
を
船
に
て
航
行
す
る
こ

と
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
釈
し
た）
12
（

が
、稿
者
も
そ
の
説
に
賛
同
し
た
い
。

「
下
笑
む
」も
集
中
他
例
を
見
な
い
。
し
か
し
、記
歌
謡
の
例
だ
が
、

あ
し
ひ
き
の　

山や
ま

田だ

を
作つ
く

り　

山や
ま

高だ
か

み　

下し
た

樋び

を
わ
し
せ　

下し
た

訪ど

ひ
に　

我わ

が
訪と

ふ
妹い
も

を　

下し
た

泣な

き
に　

我わ

が
泣な

く
妻つ
ま

を　

今こ

夜ぞ

こ
そ
は　

安や
す

く
肌は
だ

触ふ

れ 

（『
允
恭
記
』
七
八
）

と
「
下
訪
ひ
」「
下
泣
き
」
等
の
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
下
笑
み
」

と
は
「
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
「
笑
む
」」
と
い
う
意
味
な
の
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
何
故
「
下
笑
ま
ひ
」
な
の
か
、
普
通
に
「
笑
ま
ひ
」
で
は

な
い
の
か
。
行
幸
と
は
形
式
上
天
皇
が
主
催
す
る
特
別
な
行
事
に
他

な
ら
ず
、
供
奉
す
る
官
人
に
と
っ
て
は
単
な
る
仕
事
以
上
の
意
味
が

あ
っ
た
。
寧
ろ
そ
れ
に
供
奉
す
る
こ
と
が
栄
誉
で
あ
る
と
感
じ
ね
ば

な
ら
な
い
よ
う
な
空
気
が
存
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
実
際
、
当
該

行
幸
に
於
い
て
も
従
駕
し
た
官
人
は
賜
禄
さ
れ
て
も
い
る
）。
帰
途
に
就
く

か
ら
と
て
大
っ
ぴ
ら
に
「
笑
む
」
訳
に
は
い
か
ず
、
故
に
人
に
知
ら

れ
な
い
よ
う
に
「
笑
む
」
＝
「
下
笑
み
」
を
す
る
の
で
あ
る
。
な
ら

ば
こ
の
第
三
反
歌
は
、
公
の
意
識
の
そ
の
建
前
性
を
暴
露
し
て
し
ま

う
よ
う
な
歌
、
本
音
を
直
截
に
見
せ
た
歌
で
あ
る
と
先
ず
は
言
え
そ

う
で
あ
る
。

三
以
上
、
当
該
歌
群
を
見
て
き
た
が
、
以
下
で
は
長
歌
と
反
歌
と
の

関
係
に
就
い
て
考
察
し
た
い
。

第
一
反
歌
の
、
長
歌
と
の
関
係
は
そ
の
要
約
と
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
第
二
・
第
三
反
歌
と
長
歌
と
の
関
係
は
極
め
て
薄
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
長
歌
中
の
語
句
は
第
二
反
歌
に
「
印
南
野
」
と
い
う

地
名
以
外
に
は
存
し
な
い
。
そ
の
主
題
も
、
長
歌
で
は
土
地
褒
め
に

終
始
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第
二
・
第
三
反
歌
で
は
家
郷
へ
の
思
慕

に
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
反
歌
中
に
も
第
二
・
第
三
反
歌
に

展
開
す
る
よ
う
な
要
素
は
見
出
し
難
い
。
即
ち
、
第
二
・
第
三
反
歌

は
、
長
歌
の
主
題
を
受
け
継
ぎ
、
内
容
を
要
約
す
る
所
の
一
般
的
な

反
歌
の
あ
り
方
か
ら
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
該
歌
群
の
構
成
に
就
い
て
論
じ
た
先
行
研
究
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
梶
川
氏
は
、
当
該
第
二
・
第
三
反
歌
を
、「
こ
の
行
幸
中
の
別

の
機
会
に
作
ら
れ
た
家
郷
思
慕
の
歌
で
は
な
か
ろ
う
か）
13
（

」
と
指
摘
、

ま
た
第
一
反
歌
と
第
二
反
歌
と
の
間
に
脱
落
を
想
定
し
て
も
い
る）
14
（

。

笠
井
昇
氏
は
、
当
該
歌
群
の
前
に
位
置
す
る
金
村
歌
と
の
連
作
を
意

識
し
た
も
の
と
の
見
解
を
示
し
た）
15
（

。
神
野
志
幸
恵
氏
も
ま
た
金
村
と
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赤
人
と
の
連
繋
を
見
、
海
人
娘
子
へ
恋
情
を
詠
み
な
が
ら
讃
美
で
歌

い
収
め
る
金
村
歌
と
、
讃
美
を
詠
み
出
し
な
が
ら
家
郷
へ
の
思
慕
で

歌
い
収
め
る
赤
人
歌
と
は
反
転
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
し
、
神

野
志
隆
光
氏
の
説
を
引
き
つ
つ
「
歌
う
こ
と
を
通
し
て
発
見
さ
れ
た

「
私
情
」が
、「
歌
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ「
私
的
」な
心
情
と
し
て
制
度
化
」

さ
れ
て
ゆ
く
」
と
述
べ
た）
16
（

。
坂
本
信
幸
氏
は
、
九
四
七
番
歌
の
左
注

に
就
い
て
詳
細
な
分
析
と
検
討
と
行
い
、
当
該
歌
群
を
、
続
く
「
辛

荷
島
歌
群
」（
６
・
九
四
二
〜
九
四
五
）、「
敏
馬
浦
歌
群
」（
６
・
九
四
六

〜
九
四
七
）
と
同
時
の
作
と
し
、こ
れ
ら
三
歌
群
に
構
成
を
認
め
、「
赤

人
作
の
文
芸
性
が
明
ら
か
に
な
る
」と
説
い
た）
17
（

。
神
野
志
隆
光
氏
は
、

当
該
歌
群
の
構
成
を
、『
万
葉
集
』
と
い
う
書
物
の
性
格
か
ら
解
き
明

か
そ
う
と
し
、「
金
村
歌
│
│
赤
人
歌
│
│
金
村
歌
と
円
環
す
る
と
も

い
え
、
両
者
は
か
か
わ
り
あ
っ
て
一
体
だ
と
認
め
ら
れ
ま
す
」
と
述

べ
、私
的
な
感
情
を
も
掬
い
取
っ
て
世
界
を
構
築
す
る
も
の
と
し
て
、

『
万
葉
集
』
の
「
歴
史
」
世
界
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
述
べ
る）
18
（

。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
前
段
と
し
て
、
行
幸
に
於
い
て
家
郷
を
思

慕
す
る
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
異
例
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

山や
ま

越ご

し
の
風か
ぜ

を
時と
き

じ
み
寝ぬ

る
夜よ

落お

ち
ず
家い
へ

な
る
妹い
も

を
懸か

け
て
偲し
の

ひ
つ 

（
１
・
六
）

我わ
ぎ
も
こ

妹
子
を
い
ざ
見み

の
山や
ま

を
高た
か

み
か
も
大や
ま
と和
の
見み

え
ぬ
国く
に

遠と
ほ

み
か

も 

（
１
・
四
四
）

葦あ
し

辺へ

行ゆ

く
鴨か
も

の
羽は

が
ひ
に
霜し
も

降ふ

り
て
寒さ
む

き
夕ゆ
ふ
へ

は
大や
ま
と和
し
思お
も

ほ

ゆ 

（
１
・
六
四
）

大お
ほ
と
も伴

の
高た
か

師し

の
浜は
ま

の
松ま
つ

が
根ね

を
枕ま
く
ら

き
寝ぬ

れ
ど
家い
へ

し
偲し
の

は
ゆ

 

（
１
・
六
六
）

大お
ほ

伴と
も

の
御み

津つ

の
浜は
ま

に
あ
る
忘わ
す

れ
貝が
ひ

家い
へ

に
あ
る
妹い
も

を
忘わ
す

れ
て
思お
も

へ

や 

（
１
・
六
八
）

河か
は

口く
ち

の
野の

辺へ

に
廬い
ほ

り
て
夜よ

の
経ふ

れ
ば
妹い
も

が
手た

本も
と

し
思お
も

ほ
ゆ
る
か

も 

（
６
・
一
〇
二
九
）

大お
ほ

君き
み

の
行み
ゆ
き幸
の
ま
に
ま
我わ
ぎ

妹も

子こ

が
手た

枕ま
く
ら

巻ま

か
ず
月つ
き

そ
経へ

に
け

る 

（
６
・
一
〇
三
二
）

六
は
軍
王
歌
。
表
現
の
新
し
さ
か
ら
そ
の
作
歌
年
代
を
疑
問
視
す

る
向
き
も
あ
る
が
、
今
は
、
配
列
・
題
詞
の
通
り
舒
明
年
間
の
讃
岐

国
行
幸
の
折
の
歌
と
捉
え
て
お
く
。
四
四
は
左
注
に
よ
る
と
持
統
六

年
の
吉
野
行
幸
の
折
の
石
上
麻
呂
の
詠
。
六
四
は
慶
雲
三
年
、
文
武

天
皇
の
難
波
宮
行
幸
時
の
志
貴
皇
子
の
作
。
六
六
・
六
八
は
、
持
統

上
皇
の
同
じ
く
難
波
宮
行
幸
の
際
の
置
始
東
人
・
身
人
部
王
の
歌
。

一
〇
二
九
・
一
〇
三
二
は
共
に
、
天
平
十
二
年
、
伊
勢
国
行
幸
の
際

の
大
伴
家
持
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
数
例
見
出
さ
れ
る
が
、

舒
明
朝
か
ら
持
統
・
文
武
朝
、
聖
武
朝
に
か
け
て
行
幸
に
於
い
て
家

郷
を
思
慕
す
る
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
出
来
た
か
と
思
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う
。さ

て
、
長
反
歌
構
成
で
土
地
褒
め
を
以
て
王
権
讃
美
を
行
う
儀
礼

的
な
行
幸
従
駕
歌
は
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
を
そ
の
嚆
矢
と
す
る
が
、

か
か
る
形
式
の
歌
は
元
正
朝
末
期
〜
聖
武
朝
初
期
に
は
金
村
・
千
年

・
赤
人
に
受
け
継
が
れ
る
。
行
幸
に
於
い
て
長
歌
を
詠
作
披
露
す
る

こ
と
が
こ
の
三
人
の
役
割
で
あ
っ
た
ろ
う
（
長
歌
を
詠
み
得
る
力
量
を

備
え
た
者
で
あ
る
が
故
に
彼
等
は
召
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
）。
本
稿
冒
頭

に
も
述
べ
た
が
、
金
村
や
赤
人
が
詠
作
し
た
吉
野
讃
歌
（
６
・
九
〇

七
〜
九
一
二
、
九
二
〇
〜
九
二
七
）
は
主
題
と
表
現
と
に
於
い
て
人
麻

呂
の
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
作
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
時
期
は
人
麻
呂
的
讃
歌
の
み
が
詠
ま
れ
て
い
た
訳
で

は
な
い
。
金
村
は
海
人
娘
子
を
思
慕
す
る
歌（
６
・
九
三
五
〜
九
三
六
）

を
詠
み
も
し
、
千
年
は
恋
情
を
込
め
た
歌
（
６
・
九
一
三
〜
九
一
六
）

を
詠
み
も
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
故
か
。
そ
の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ

る
理
由
と
し
て
従
来
様
々
な
説
が
提
出
さ
れ
て
き
た
が
、
行
幸
に
於

い
て
は
王
権
讃
歌
だ
け
で
は
な
く
私
情
を
主
題
と
し
た
歌
を
も
詠
作

す
る
こ
と
が
本
来
的
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ

も
長
反
歌
を
以
て
王
権
讃
美
を
行
う
人
麻
呂
タ
イ
プ
は
行
幸
従
駕
歌

と
し
て
は
寧
ろ
異
例
で
あ
り
、
上
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
行
幸
従
駕

歌
は
家
郷
思
慕
を
中
心
と
す
る
私
情
を
詠
む
と
い
う
様
式
が
既
に
存

し
て
い
た
。
そ
こ
に
人
麻
呂
タ
イ
プ
が
新
た
に
加
わ
る
。
そ
の
合
成

さ
れ
た
タ
イ
プ
が
聖
武
朝
初
期
の
行
幸
従
駕
歌
で
あ
っ
た
。
換
言
す

れ
ば
そ
の
二
つ
の
流
れ
の
合
流
地
点
に
金
村
・
千
年
・
赤
人
の
行
幸

従
駕
歌
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

但
し
、
こ
の
私
情
を
披
瀝
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
直
ち
に
詠

作
者
の
心
情
・
実
感
の
恣
な
吐
露
と
見
て
は
な
る
ま
い
。
神
野
志
幸

恵
氏
の
見
解
を
展
開
し
つ
つ
述
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
寧
ろ
行
幸
従
駕
に

於
け
る
詠
作
の
制
度
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。即
ち
、

私
情
を
披
瀝
す
る
こ
と
も
行
幸
従
駕
歌
詠
作
に
於
け
る
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
、
土
地
褒
め
だ
け
で
な
く
、
か
か
る
テ
ー
マ
の
歌
を
も
詠
む
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
私
情
を
主

題
と
し
た
歌
は
作
者
が
そ
の
心
情
を
自
由
に
詠
ん
だ
も
の
で
は
あ
り

得
な
い
。
こ
の
〈
私
〉
情
は
行
幸
従
駕
歌
と
い
う
〈
公
〉
の
内
に
在

る
。〈
私
〉と〈
公
〉と
は
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、〈
公
〉が〈
私
〉

を
包
括
し
て
い
る
。
行
幸
従
駕
歌
と
い
う
〈
公
〉
的
な
形
式
の
内
部

に
在
る
限
り
に
於
い
て
の
〈
私
〉
性
＝
私
情
披
瀝
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
〈
私
〉
性
す
ら
も
〈
公
〉
を
構
成
し
て
い
る
、更
に
言
え
ば
、〈
公
〉

に
於
い
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
、
即
ち
王
権
を
支

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
彼
等
の
歌
は
、
前
代
か
ら
継
承
さ

れ
て
き
て
い
る
所
の
様
式
と
し
て
で
は
な
く
、
即
ち
単
に
様
式
に
乗

っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
王
権
の
要
素
で
あ
る
所
の
「
み
や
び
」
を
演

出
す
る
意
図
の
下
に
詠
ま
れ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
池
田
三
枝
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子
氏
は
、
当
該
行
幸
で
の
金
村
歌
が
海
人
娘
子
へ
の
思
慕
を
詠
ん
で

い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

天
皇
の
徳
が
洽
く
行
き
渡
っ
た
「
み
や
び
」
な
土
地
に
い
る
以

上
は
、
土
地
と
娘
子
で
あ
っ
て
も
、「
み
や
び
」
な
女
性
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
都
と
同
様
に
「
み
や
び
」
な
女
性
が
い
て
、

都
風
の
恋
愛
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
土
地
を
均
質
化
す
る
こ
と

が
出
来
る
。
鄙
と
都
を
均
質
化
し
て
、
都
の
秩
序
下
に
包
摂
す

る
と
い
う
意
味
に
於
い
て
、
土
地
の
娘
子
と
の
恋
愛
は
「
徳
沢

流
洽
」
の
具
現
た
り
得
、
行
幸
従
駕
歌
と
し
て
機
能
し
た
と
考

え
ら
れ
る）
19
（

。

こ
れ
に
続
い
て
池
田
氏
は
「「
徳
沢
流
洽
」
の
理
念
の
下
に
詠
出

さ
れ
た
聖
武
朝
の
行
幸
従
駕
歌
に
は
、
そ
の
理
念
の
影
響
と
し
て
、

鄙
を
都
と
均
質
化
す
る
と
い
う
形
の
「
み
や
び
」
の
発
現
が
あ
っ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
興
味
深
い
説
だ
が
、
こ
の
「
み
や
び
」
を
金
村
歌

の
み
な
ら
ず
よ
り
拡
大
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
。

既
に
多
く
の
研
究
に
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
み
や

こ
」
と
は
「
宮
」
＋
「
処
」、
天
皇
の
お
わ
す
場
所
を
示
し
、
そ
れ

は
宮
城
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。天
皇
が
行
幸
す
れ
ば
そ
の
場
所
が「
み

や
こ
」
と
な
る
。
他
方
、
都
風
・
宮
廷
風
を
指
す
「
み
や
び
」
と
い

う
概
念
は
壮
麗
な
大
都
市
平
城
京
出
現
と
共
に
顕
在
化
す
る
と
さ
れ

る
。
な
ら
ば
京
外
の
地
に
於
い
て
は
、
天
皇
行
幸
の
際
、
原
理
的
に

は
「
み
や
こ
」
で
は
あ
り
つ
つ
感
覚
的
に
は
「
み
や
こ
」
で
は
な
い

と
い
う
乖
離
が
発
生
す
る
。
行
幸
に
於
い
て
家
郷
を
思
慕
す
る
歌
を

詠
作
披
露
す
る
こ
と
が
伝
統
的
な
制
度
と
し
て
あ
っ
た
と
覚
し
い

が
、こ
の
時
代
に
は
行
幸
先
の
「
み
や
こ
」
ら
し
か
ら
ぬ
「
み
や
こ
」

に
於
い
て
そ
れ
が
「
み
や
び
」
な
わ
ざ
と
し
て
意
識
化
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
加
え
て
言
え
ば
、
こ
れ
に
は
長
反
歌
の

詠
作
が
並
々
な
ら
ぬ
技
量
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
よ

う
。当

該
歌
は
長
歌
・
第
一
反
歌
と
第
二
・
第
三
反
歌
と
の
間
で
激
し

く
捩
れ
て
い
る
。
し
か
し
捩
れ
な
が
ら
も
連
続
し
て
い
る
。
即
ち
、

王
権
讃
美
か
ら
家
郷
思
慕
へ
の
こ
の
転
換
・
展
開
は
、〈
公
〉
に
奉
仕

す
る
中
で
〈
私
〉
が
析
出
し
て
く
る
瞬
間
を
表
現
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
（
言
う
迄
も
無
く
、そ
の
〈
私
〉
情
の
表
出
は
「
み
や
び
」

の
表
現
に
他
な
ら
な
い
）。
そ
の
転
換
の
際
や
か
さ
は
同
じ
折
の
金
村

歌
に
は
見
ら
れ
な
い
。

第
二
反
歌
「
印
南
野
に
浅
茅
押
し
靡
べ
さ
寝
る
夜
の
日
長
く
」
は
、

突
如
と
し
て
視
点
を
第
一
反
歌
で
詠
ま
れ
て
い
た
海
辺
の
遠
景
か
ら

官
人
達
の
群
れ
る
近
景
に
引
き
戻
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、

雄
大
な
景
に
表
象
さ
れ
る
王
権
讃
美
の
念
＝
〈
公
〉
の
意
識
か
ら
自

己
の
置
か
れ
た
現
状
の
認
識
を
通
じ
て
の
〈
私
〉
情
へ
の
転
換
と
い

う
意
味
を
も
担
っ
て
い
る
。
第
三
反
歌
で
「
明
石
潟
」
と
歌
い
出
す
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時
、
聞
き
手
の
視
点
は
近
景
か
ら
遠
景
を
超
え
て
彼
方
へ
、
想
像
の

景
へ
と
誘
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
石
は
畿
内
と
畿
外
の
境
界
で
あ

り
、
且
つ
「
明
石
潟
」
を
目
睹
出
来
な
い
が
故
に
こ
そ
却
っ
て
こ
の

言
葉
が
導
く
想
像
の
内
に
は
喜
び
・
期
待
が
滲
む
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
に
は
、第
二
反
歌
の
舞
台
の
近
景（「
印
南
野
」）か
ら
想
像
の
景（「
明

石
潟
」）に
至
る
視
点
の
振
幅
の
度
合
が
比
例
し
て
い
よ
う
。
赤
人
は
、

第
一
・
第
二
・
第
三
反
歌
披
露
の
中
で
聞
き
手
の
視
点
を
遠
景
↓
近

景
↓
想
像
の
景
と
大
き
く
動
か
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
意
識
を
王
権

讃
美
↓
家
郷
思
慕
↓
そ
の
解
消
の
喜
び
・
期
待
へ
と
動
か
す
為
の
手

段
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
「
明
石
潟
潮
干
の
道
」
は
船
で
通
過

す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
明
石
潟
」
と
飛
ん
だ
意
識
は
更
に
海
上
を
「
家
」

へ
向
か
っ
て
東
に
滑
っ
て
い
る
。

そ
う
し
て
「
下
笑
ま
し
け
む
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。
こ
の

言
葉
に
就
い
て
上
に
「
本
音
を
暴
露
し
た
よ
う
な
」
と
述
べ
た
が
、

寧
ろ
か
か
る
言
葉
、
本
来
で
あ
れ
ば
秘
さ
れ
る
べ
き
言
葉
に
よ
っ
て

〈
私
〉
情
が
十
全
に
表
現
さ
れ
、
延
い
て
は
「
み
や
び
」
が
実
現
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
家
郷
思
慕
の
歌
に
於
い
て
伝
統
的
・

類
型
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
言
葉
に
拠
ら
ず
、
極
め
て
稀
な
言
葉
、

「
下
笑
む
」
と
い
う
言
葉
を
選
び
取
っ
た
こ
と
で
、
赤
人
は
一
般
化

さ
れ
得
な
い
〈
私
〉
情
の
表
出
に
成
功
し
た
。
な
ら
ば
、
聊
か
類
型

的
な
第
二
反
歌
は
こ
の
言
葉
に
達
す
る
為
の
助
走
で
も
あ
り
、
第
三

反
歌
の
跳
躍
に
は
、
彼
の
（〈
私
〉
性
で
は
な
く
）〈
個
〉
性
を
認
め
て

も
良
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
は
赤
人
の
巧
妙
な
構
成
意
識
と
技
術
と
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
れ
は
最
早
単
な
る
王
権
讃
美
と
家
郷
思
慕
と
を
行
う
所
の
従
来
の

行
幸
従
駕
歌
と
も
、
人
麻
呂
的
行
幸
従
駕
歌
と
も
異
な
っ
た
地
点
に

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
合
流
地
点
に
金
村
・
千
年
・
赤
人
の
行
幸
従
駕

歌
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
述
べ
た
所
以
で
あ
る
が
、
赤
人
は
、〈
私
〉

情
の
表
出
が
「
み
や
び
」
に
至
り
、
そ
れ
が
結
果
的
に
王
権
を
支
え

る
と
い
う
逆
説
的
な
機
構
を
最
も
認
識
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
。

【
注
】

※ 

『
万
葉
集
』
の
本
文
は
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
』
に
拠
っ
た
が
、
一
部

私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
１
）
一
部
、『
日
本
紀
略
』
に
拠
り
補
う
。

（
２
）
梶
川
信
行
「
コ
ト
バ
か
ら
文
字
へ
│
│
印
南
野
従
駕
歌
の
論
」『
万
葉

史
の
論　

山
部
赤
人
』
一
九
九
七　

翰
林
書
房

（
３
）
村
山
出
「
笠
金
村
の
印
南
野
従
駕
歌
」『
国
語
国
文
研
究
』
第
一
三
〇

号　

二
〇
〇
六

（
４
）
梶
川
前
掲
論
文

（
５
）
東
光
治
「
し
び
考
」『
万
葉
動
物
考
』
一
九
三
五　

人
文
書
院
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（
６
）
関
根
真
隆
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』
一
九
六
九　

吉
川
弘
文
館

（
７
）
新
谷
秀
夫
「
鮪
《
突
く
》
家
持
│
│
越
中
萬
葉
歌
の
表
現
・
小
考
│
│
」

『
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
』
第
一
二
号　

二
〇
〇
二

（
８
）
神
野
志
幸
恵
「
赤
人
の
印
南
野
行
幸
歌
」
神
野
志
隆
光
他
編
『
セ
ミ

ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品　

第
七
巻
』
二
〇
〇
一　

和
泉
書
院

（
９
）
岩
崎
良
子
「
さ
寝
考
」『
上
代
文
学
』
第
五
〇
号　

一
九
八
三

（
10
）
木
下
良
『
事
典　

日
本
古
代
の
道
と
駅
』
二
〇
〇
九　

吉
川
弘
文
館

（
11
）
渡
辺
護
氏
（「「
明
日
よ
り
は
」
と
う
た
う
意
味
」『
万
葉
』
第
一
四
〇

号　

一
九
九
一
）に
よ
れ
ば
、「
明
日
よ
り
は
」と
い
う
句
を
持
つ
歌
は
、

歌
群
の
最
後
に
位
置
し
て
締
め
く
く
り
の
意
味
を
持
つ
場
合
が
多
い

と
い
う
。

（
12
）
清
原
和
義
「
山
部
赤
人
│
│
明
石
潟
・
潮
干
の
道
」『
万
葉
集
の
風
土

的
研
究
』
一
九
九
六　

塙
書
房

（
13
）
梶
川
前
掲
論
文

（
14
）
梶
川
信
行
「
笠
金
村
と
山
部
赤
人
」『
万
葉
史
の
論　

笠
金
村
』
一
九

八
七　

桜
楓
社

（
15
）
笠
井
昇
「
山
部
赤
人
の
表
現
│
│
印
南
野
行
幸
時
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

│
│
」『
解
釈
』
第
四
一
巻
第
一
一
号　

一
九
九
五

（
16
）
神
野
志
前
掲
論
文
。
猶
、
稿
者
も
旧
稿
に
て
、
笠
井
氏
や
神
野
志
氏

と
同
じ
く
、
そ
の
可
能
性
を
想
定
し
て
い
た
。
拙
稿
「
山
部
赤
人
の

神
亀
二
年
難
波
行
幸
従
駕
歌
」『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
第
八
号　

二
〇
一
三

（
17
）
坂
本
信
幸
「
播
磨
国
印
南
野
行
幸
時
の
山
部
赤
人
作
歌
に
つ
い
て
」『
叙

説
』
第
一
八
号　

一
九
九
一

（
18
）
神
野
志
隆
光
「
私
情
を
ふ
く
む
「
歴
史
」
世
界
」『
万
葉
集
を
ど
う
読

む
か
│
│
歌
の
発
見
と
漢
字
世
界
』
二
〇
一
三　

東
京
大
学
出
版
会

（
19
）
池
田
三
枝
子
「
聖
武
朝
の
政
治
理
念
と
「
み
や
び
」」『
古
代
文
学
』

三
十
四
号　

一
九
九
五


