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は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
巻
六
は
聖
武
朝
に
於
け
る
宮
廷
関
係
の
歌
と
大
伴
氏

関
係
の
歌
と
で
編
纂
さ
れ
た
巻
で
あ
る
。
前
者
に
即
し
て
言
え
ば
、

そ
れ
は
当
代
の
宮
廷
歌
人
達
の
、
正
に
そ
の
本
分
た
る
行
幸
従
駕
歌

を
収
載
し
た
巻
で
も
あ
る
。

彼
等
の
行
幸
従
駕
歌
の
機
構
と
効
果
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
即
ち
、
宮
廷
歌
人
に
与
え
ら
れ
た
主
題
は
王
権
の
讃
美
に
他

な
ら
ず
、
彼
等
は
主
と
し
て
そ
の
場
に
於
け
る
嘱
目
の
景
に
拠
っ
て

理
想
的
な
景
を
造
形
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
王
権
は
そ
の
理

想
的
な
景
の
根
拠
と
し
て
定
位
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、

そ
こ
に
参
会
し
て
い
る
人
々
を
し
て
歌
の
言
葉
に
て
立
ち
現
れ
た
景

と
心
と
を
共
有
／
共
感
せ
し
め
る
こ
と
で
、
王
権
に
忠
実
な
官
人
と

し
て
の
一
体
感
を
喚
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
―
―
そ
れ
が
実
際
に
十
全

に
果
た
さ
れ
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
彼
等
宮
廷
歌
人

達
は
そ
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
行
幸
従
駕
歌
の
詠
作
披
露
を
行
っ

た
筈
で
あ
る
。

「
景
と
心
と
を
共
有
／
共
感
」
と
述
べ
た
。
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、

宮
廷
歌
人
達
が
、
儀
礼
的
に
整
備
さ
れ
、
王
権
の
発
揚
と
い
う
意
味

を
多
分
に
担
っ
て
い
た
行
幸
に
、「
い
ま
・
こ
こ
」
と
い
う
時
点
・
地

点
に
存
在
す
る
こ
と
を
参
会
者
の
一
体
感
の
基
盤
と
し
た
こ
と
、
そ

の
基
盤
を
美
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
情
緒
的
に
統
合
を
試
み
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
聖
武
朝
前
期
の
宮
廷
歌
人
の
一
人
・
山
部
赤
人

は
、
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
、
独
自
の
方
法
を
も
持
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
が
最
も
端
的
に
表
れ
た
神
亀
二
年
の
難
波

山
部
赤
人
の
神
亀
二
年
難
波
行
幸
従
駕
歌

鈴
木　

崇
大
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行
幸
従
駕
歌
の
検
討
を
通
し
て
そ
の
方
法
の
解
明
を
試
み
る
が
、
更

に
は
、
そ
の
方
法
が
こ
の
時
代
の
言
葉
の
問
題
に
由
来
し
て
い
た
と

捉
え
、
表
現
史
的
な
問
題
を
も
射
程
に
収
め
て
い
る
。

一
　
　

山や
ま

部べ
の

宿す
く

禰ね

赤あ
か

人ひ
と

の
作
れ
る
歌
一
首
〔
并
せ
て
短
歌
〕

天あ
め
つ
ち地

の　

遠と
ほ

き
が
ご
と
く　

日ひ

月つ
き

の　

長な
が

き
が
ご
と
く　

押お

し

照て

る　

難な
に

波は
の

宮み
や

に　

我わ

ご
大お
ほ

君き
み　

国く
に

知し

ら
す
ら
し　

御み

食け

つ
国く
に　

日ひ

の
御み

調つ
き

と　

淡あ
は

路ぢ

の　

野の

島し
ま

の
海あ

人ま

の　

海わ
た

の
底そ
こ　

奥お
き

つ

海い
く
り石
に　

鰒あ
は
び

珠た
ま　

多さ
は

に
潜か
づ

き
出で　

舟ふ
ね

並な

め
て　

仕
奉
之　

貴

見
礼
者 

（
６
・
九
三
三
）

　
　

反
歌
一
首

朝あ
さ

凪な
ぎ

に
楫か
ぢ

の
音お
と

聞き

こ
ゆ
御み

食け

つ
国く
に

野の

島し
ま

の
海あ

人ま

の
舟ふ
ね

に
し
あ
る

ら
し 
（
６
・
九
三
四
）

聖
武
天
皇
は
、
受
禅
即
位
と
大
嘗
祭
を
行
っ
た
神
亀
元
年
の
翌
二

年
、
難
波
に
行
幸
す
る
。
坂
本
信
幸
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
か
つ

て
文
武
天
皇
・
元
正
天
皇
も
ま
た
即
位
と
大
嘗
祭
と
の
翌
年
に
難
波

へ
と
行
幸
し
て
お
り
、「
単
な
る
遊
覧
の
た
め
の
行
幸
で
は
」
な
く
、

「
即
位
に
関
わ
る
行
事
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と）

1
（

」
が
推
測
さ

れ
る
。
こ
の
行
幸
に
は
三
人
の
宮
廷
歌
人
、
笠
金
村
・
車
持
千
年
・

山
部
赤
人
が
供
奉
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
歌
を
献
じ
た
。
彼
等
の
歌
に
連

作
意
識
を
見
る
向
き
も
あ
る
が）

2
（

そ
の
問
題
は
こ
こ
で
は
特
に
採
り
上

げ
な
い
。

先
ず
は
長
歌
か
ら
見
て
い
く
。
当
該
歌
は
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら

れ
る
。
前
半
は
冒
頭
か
ら
八
句
目
の
「
国
知
ら
す
ら
し
」
ま
で
で
あ

り
、
後
半
は
九
句
目
の
「
御
食
つ
国
」
か
ら
最
後
ま
で
で
あ
る
。

冒
頭
部
分
の
、「
天
地
の　

遠
き
が
ご
と
く　

日
月
の　

長
き
が
ご

と
く
」
の
箇
所
は
、
以
下
の
、
皇
位
相
続
の
原
理
を
示
し
た
慶
雲
四

年
七
月
の
宣
命
、

…
…
是こ

は
関か
け
ま

く
も
威か
し
こ

き
近あ
ふ
み
の江

大お
ほ
つ
の
み
や

津
宮
に
御
あ
め
の
し
た
し
ら
し
め

宇
し
し
大お
ほ

倭や
ま
と

根ね

子こ

天す
め
ら

皇み
こ
と

の
、
天あ
め
つ
ち地
と
共と
も

に
長な
が

く
日ひ

月つ
き

と
共と
も

に
遠と
ほ

く
改か
は

る
ま
し
じ
き
常つ
ね

の
典の
り

と
立た

て
賜た
ま

ひ
敷し

き
賜た
ま

へ
る
法の
り

を
…
…

所
謂
「
不
改
常
典
」
の
詔
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
は
諸
注
指
摘

の
通
り
で
あ
ろ
う
。「
天
地
」
と
「
日
月
」
と
を
並
べ
て
用
い
た
歌

は
当
該
歌
を
含
め
て
集
中
五
例）

3
（

。
何
れ
も
長
歌
で
あ
る
が
、赤
人
歌
、

若
し
く
は
こ
の
宣
命
の
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
例
は
存
し
な
い
。

た
だ
、「
不
改
常
典
」
の
詔
で
は
「
天
地
と
共
に
長
く
日
月
と
共
に

遠
く
」
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
当
該
歌
で
は
「
天
地
の　

遠
き

が
ご
と
く　

日
月
の　

長
き
が
ご
と
く
」
と
、
述
部
が
入
れ
替
わ
っ

て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
何
故
か
。
単
純
に
赤
人
が
間

違
え
た
と
い
う
事
態
も
想
定
さ
れ
な
く
は
な
い
が
、
稿
者
は
こ
れ
は

赤
人
の
巧
妙
な
手
法
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
即
ち
、
こ
の
歌
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句
を
耳
に
し
た
時
、
享
受
者
―
―
こ
の
歌
が
詠
作
披
露
さ
れ
た
場
に

会
し
た
貴
族
官
人
―
―
の
多
く
は
違
和
感
を
覚
え
た
筈
で
あ
る
。
そ

う
し
て
そ
れ
が
宣
命
の
文
言
を
捻
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
気
付
い
た

時
、
違
和
感
は
知
的
な
快
に
転
換
す
る
の
だ
が
、
宣
命
の
文
言
、
そ

れ
の
和
歌
へ
の
直
訳
的
な
翻
案
で
は
な
く
、
一
捻
り
が
加
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
結
果
的
に
は
「
不
改
常
典
」
が
強
調

的
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
生
母
が
藤
原
氏
で
あ
る

聖
武
に
と
っ
て
は
そ
の
血
筋
が
急
所
で
あ
っ
た
が
故
に
、
赤
人
が
皇

統
の
嫡
系
相
続
原
理
を
示
す
「
不
改
常
典
」
の
詔
を
想
起
さ
せ
る
歌

句
を
詠
み
上
げ
た
こ
と
は
、
新
政
権
の
意
に
副
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
於
い
て
は
、
赤
人
は
、

金
村
や
千
年
と
比
べ
る
と
自
ら
の
役
割
を
認
識
し
て
い
た
と
も
言
え

そ
う
だ
が
、
言
い
換
え
れ
ば
彼
は
扈
従
者
意
識
が
強
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
。

第
二
の
部
分
は
、
海
人
が
奉
仕
す
る
様
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
に
就
い
て
は
、「
日
の
御
調
」
と
「
鰒
珠
」
の
意
味
が
問
題

と
な
っ
て
き
た
。
前
者
の
「
日
」
と
い
う
言
葉
が
「
日
次
の
」「
日
々

の
」
と
い
う
意
味
な
の
か
、
或
い
は
天
皇
に
関
わ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
か
、
後
者
は
、
そ
れ
が
食
料
と
し
て
の
鰒
な
の
か
、
或
い

は
真
珠
で
あ
る
の
か
、見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
神
野
志
隆
光
氏
は
、

『
応
神
記
』
を
参
照
し
つ
つ
、
天
皇
の
国
土
支
配
の
全
円
性
が
金
村

歌
（
６
・
九
二
八
）
の
「
食
す
国
」
と
当
該
歌
の
「
御
食
つ
国
」
と

で
表
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
故
に
こ
こ
で
は
日
々
の
食
料
貢
納
が

詠
ま
れ
て
い
る
と
し
た）

4
（

。
古
代
の
王
権
論
理
を
射
程
に
収
め
た
立
論

で
あ
る
も
の
の
、
し
か
し
こ
の
言
葉
に
就
い
て
言
え
ば
そ
の
よ
う
な

意
味
で
用
い
た
例
は
集
中
に
無
い
の
が
不
安
で
あ
る
。
こ
こ
は
や
は

り
、『
全
註
釈
』
が
「
ヒ
ノ
は
、
天
皇
の
御
料
で
あ
る
意
に
称
え
て
い

う
。「
日
之
御
門
」（
巻
一
、
五
〇
）、「
日
御
朝
廷
」（
巻
五
、
八
九
四
）

な
ど
あ
る
例
で
あ
る）

5
（

」
と
述
べ
た
よ
う
に
、「
日
の
神
た
る
天
皇
の
御

料
」
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
鰒
珠
」
に
就
い
て
。
藤
田
富
士
夫
氏
は
、
家
持
の
、

珠す

す洲
の
海あ

ま人
の　

沖お
き

つ
御み
か
み神

に　

い
渡わ
た

り
て　

潜か
づ

き
取と

る
と
い

ふ　

鰒あ
は
び
た
ま珠　

五い

百ほ

箇ち

も
が
も　

…
… 

（
18
・
四
一
〇
一
）

…
…　

奈な

ご呉
の
海あ

ま人
の　

潜か
づ

き
取と

る
と
い
ふ　

白し
ら
た
ま玉

の　

見み

が

欲ほ

し
御み
お
も
わ面　

…
… 

（
19
・
四
一
六
九
）

の
歌
に
就
い
て
考
古
学
的
な
見
地
か
ら
分
析
を
加
え
、「
そ
も
そ
も
ア

ワ
ビ
か
ら
真
珠
が
採
取
さ
れ
る
確
率
は
少
な
い
。
少
な
い
か
ら
こ
そ

貴
重
な
の
で
あ
る
」、「「
潜
き
取
る
と
ふ　

鮑
玉
」
と
伝
聞
調
に
歌
っ

た
の
は
、
鮑
玉
の
得
難
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
奈
呉
の
海
人
が
潜
水
し
て
採
る
の
は
鮑
で
あ
っ
た
。
真
珠
は
あ

く
ま
で
も
副
産
物
で
あ
っ
た
よ
う
だ）

6
（

」
と
述
べ
た
。
こ
の
藤
田
氏
の

意
見
を
承
け
て
赤
人
の
当
該
長
歌
に
戻
れ
ば
、「
野
島
の
海
人
」
が
採
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る
の
は
食
料
と
し
て
の
鰒
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
日
の

御
調
」
の
「
調
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
加
え
て
「
御
食
つ
国
」
＝
食

料
を
貢
上
す
る
国
と
い
う
意
味
の
語
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
天
地
の　

遠
き
が
如
く　

日
月
の　

長
き
が

如
く
」
い
ま
す
「
我
ご
大
君
」
が
「
国
知
ら
」
せ
て
い
る
為
に
、
得

難
い
鰒
珠
＝
鰒
の
真
珠
ま
で
も
が
「
多
に
」
採
れ
る
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
海
人
が
海
に
潜
る
の
は
真
珠
の
採
取

が
目
的
で
は
な
い
が
、
そ
の
鰒
は
、
天
皇
の
治
め
る
国
で
採
れ
る
が

故
に
真
珠
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
更
に
言
え
ば
天
皇
が
難
波

に
行
幸
さ
れ
た
こ
の
日
を
祝
福
す
る
が
如
く
、
鰒
の
真
珠
ま
で
も
が

「
多
に
」
採
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
但
し
、「
多
に
」

採
れ
た
こ
と
そ
れ
自
体
が
事
実
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
は
な

く
、
そ
の
よ
う
に
詠
む
こ
と
が
讃
歌
性
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
ま

た
「
潜
き
出4

」
と
い
う
点
に
も
、
真
珠
ま
で
も
が
自
ず
か
ら
に
出
て

く
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

以
上
を
勘
案
す
る
と
、『
講
談
社
文
庫
』
や
『
全
解
』
が
述
べ
た
よ
う

に）
7
（

、
こ
の
言
葉
自
体
は
真
珠
を
指
す
が
、
食
料
と
し
て
の
鰒
と
い
う

意
味
を
含
む
と
い
う
説
が
穏
当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

二
猶
考
え
て
お
き
た
い
の
が
「
野
島
の
海
人
」
で
あ
る
。
淡
路
は
難

波
か
ら
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
離
れ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
そ
の
周

辺
は
難
波
か
ら
は
見
え
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
何
故
に
難
波
の
海

人
で
は
な
く
「
淡
路
の
野
島
の
海
人
」
の
漁
撈
の
様
子
が
詠
ま
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

こ
れ
に
就
い
て
、
契
沖
が
『
代
匠
記
』
に
て
『
允
恭
紀
』
十
四
年

条
に
見
え
る
男
狭
磯
の
故
事
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
以
来
、
そ
れ
を

踏
襲
す
る
見
解
も
散
見
さ
れ
る
。
男
狭
磯
の
話
と
は
、
概
略
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
允
恭
天
皇
が
淡
路
島
に
て
狩
り
を
行
う
。
獣

が
山
や
谷
に
満
ち
て
は
い
る
が
し
か
し
全
く
獲
ら
れ
な
い
。
占
っ
て

み
る
と
、
淡
路
の
神
が
言
う
に
は
、
獲
物
が
得
ら
れ
な
い
の
は
自
分

の
意
志
で
あ
る
が
、
赤
石
の
海
の
底
の
真
珠
を
捧
げ
る
な
ら
ば
こ
と

ご
と
く
獲
物
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
そ
こ
で
海
人
を
集
め
て

潜
ら
せ
た
が
深
く
て
と
て
も
底
ま
で
達
す
る
こ
と
が
出
来
無
い
。

唯た
だ

し
一ひ
と
り

の
海あ

人ま

有あ

り
。
男を

狭さ

磯し

と
曰い

ふ
。
是
、
阿あ

波は
の

国く
に

の

長な
が
の
む
ら邑
の
人ひ
と

な
り
。
諸
も
ろ
も
ろ

の
白あ

ま
水
郎
に
勝す
ぐ

れ
た
り
。
是
、
腰こ
し

に

縄な
は

を
繋つ

け
て
海
の
底
に
入
る
。差や
や

須し
ば

臾ら
く

あ
り
て
出い

で
て
曰ま
う

さ
く
、

「
海
の
底
に
大お
ほ
あ
は
び蝮
有
り
。
其
の
処と
こ
ろ

光て

れ
り
」
と
ま
う
す
。

諸も
ろ
ひ
と人

、
皆み
な

曰い

は
く
、「
嶋し
ま

の
神か
み

の
請こ
は

す
る
珠た
ま

、
殆
ほ
と
ほ
と

に
是こ

の
蝮あ
は
び

の
腹は
ら

に
有
る
か
」
と
い
ふ
。
亦ま
た

入い

り
て
探か
づ

く
。
爰こ
こ

に
男を

さ

し
狭
磯
、

大お
ほ

蝮あ
は
び

を
抱い
だ

き
て
泛う
か

び
出い

で
た
り
。
乃す
な
は

ち
息お
き

絶た

え
て
、
浪な
み

の
上う
へ

に
死み
ま
か

り
ぬ
。
既す
で

に
し
て
縄な
は

を
下お
ろ

し
て
海
の
深
さ
を
測は
か

る
に
、
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六む

十そ

尋ひ
ろ

な
り
。
則す
な
は

ち
蝮あ
は
び

を
割さ

く
。
実ま
こ
と

に
真し
ら
た
ま珠
、
腹は
ら

の
中な
か

に

有
り
。
其
の
大お
ほ

き
さ
、
桃も
も

子の
み

の
如ご
と

し
。
乃
ち
嶋
の
神
を
祠ま
つ

り
て

猟か
り

し
た
ま
ふ
。
多さ
は

に
獣し
し

を
獲え

た
ま
ひ
つ
。
唯た
だ

男
狭
磯
が
海
に
入

り
て
死み
ま
か

り
し
こ
と
を
の
み
悲か
な
し

び
て
、
則
ち
墓は
か

を
作つ
く

り
て
厚あ
つ

く

葬は
ぶ

り
ぬ
。
其
の
墓
、
猶な
ほ

今
ま
で
存う
せ
ず

。

し
か
し
当
該
歌
と
男
狭
磯
の
故
事
と
に
は
幾
つ
か
の
矛
盾
点
が
存

す
る
。
第
一
に
地
理
的
な
問
題
で
あ
る
。
当
該
行
幸
地
は
難
波
で
あ

り
、
詠
ま
れ
る
海
人
は
、
淡
路
の
野
島
の
海
人
、
つ
ま
り
淡
路
島
の

北
端
近
い
西
岸
の
海
人
で
あ
る
。男
狭
磯
の
故
事
に
就
い
て
言
え
ば
、

彼
は
阿
波
国
の
長
邑
の
海
人
で
あ
り
、潜
る
の
は
明
石
の
海
で
あ
る
。

つ
ま
り
難
波
の
海
と
は
淡
路
島
を
挟
ん
で
反
対
の
場
所
で
あ
る
。
第

二
に
数
的
な
問
題
で
あ
る
。
当
該
歌
で
は
、
多
く
の
海
人
達
（「
舟

並
め
て
」）
が
漁
撈
に
精
励
し
、鰒
珠
は
「
多
」
に
採
れ
る
の
に
対
し
、

男
狭
磯
の
故
事
で
は
、
潜
る
の
は
男
狭
磯
一
人
で
あ
り
、
採
れ
る
鰒

珠
は
大
き
さ
が
「
桃
子
」
程
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
男
狭
磯
よ
り
も
「
野
島
の
海
人
」
と
詠
ま
れ
て
い
る

こ
と
の
方
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。『
履
中
紀
』
に
は
、「
淡
路
の

野
嶋
の
海
人
」
が
、
住
吉
仲
皇
子
か
ら
去
来
穂
別
皇
子
（
履
中
）
を

捕
ら
え
る
為
に
差
し
向
け
ら
れ
る
も
却
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、
後
に
罪

を
許
さ
れ
て
「
倭や
ま
と

の
蒋こ
も
し
ろ
の代

屯み
や
け倉

」
に
て
使
役
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
野
島
の
海
人
」
の
服
属
を
記
録

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
触
れ
て
梶
川
信
行
氏
が
述
べ
た
よ

う
に）

8
（

、
当
該
歌
に
て
詠
ま
れ
て
い
る
鰒
の
貢
納
は
、「
野
島
の
海
人
」

の
服
属
の
証
と
い
う
意
味
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
市

大
樹
氏
は
、『
持
統
紀
』
六
年
五
月
庚
午
条
や
平
安
時
代
の
事
例
な
ど

を
参
考
に
し
て
、
行
幸
時
に
は
、
行
幸
の
当
国
の
み
な
ら
ず
近
隣
国

か
ら
も
贄
が
献
上
さ
れ
た
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る）

9
（

。
も
と
よ
り
当

該
歌
は
「
贄
」
と
で
は
な
く
「
御
調
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
が
、『
延
喜

式
』
に
は
、
淡
路
は
鰒
の
輸
貢
国
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
出

土
し
た
木
簡
の
中
に
も
鰒
の
輸
貢
に
関
し
て
淡
路
国
を
示
す
も
の
は

発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
淡
路
は
全
国
の
海
人
を
統
括
し
た
阿
曇
氏
の

本
拠
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が）
10
（

、そ
の
「
淡
路
の
野
島
の
海
人
」

の
奉
仕
を
以
て
全
土
の
海
人
の
服
属
を
意
味
す
る
も
の
と
し
、
ま
た

そ
の
贄
を
「
御
調
」
と
詠
む
こ
と
で
、
即
ち
一
回
的
な
貢
納
と
し
て

の
「
贄
」
で
は
な
く
、
永
続
的
な
制
度
と
し
て
の
「
調
」
と
詠
む
こ

と
で
、
野
島
の
海
人
の
鰒
貢
納
を
天
皇
の
国
土
支
配
の
完
結
性
の
一

端
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

尤
も
、
男
狭
磯
の
故
事
も
全
く
無
関
係
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
確

か
に
、
先
述
し
た
よ
う
に
男
狭
磯
の
故
事
と
当
該
歌
と
は
様
々
な
点

で
差
異
が
存
す
る
。
し
か
し
当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
場
所
と
そ
の
歌
の

語
句
か
ら
、
享
受
者
達
は
男
狭
磯
の
故
事
を
想
起
し
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
鰒
は
水
深
〇
〜
十
五
メ
ー
ト
ル
程
の
地
点
に
生
息
す
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る
が
、
当
該
歌
の
「
海
の
底　

奥
つ
海
石
に
」
と
、
恰
も
相
当
に
深

い
場
所
ま
で
潜
る
か
の
よ
う
な
表
現
、
ま
た
、
何
よ
り
「
御
調
」
と

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
鰒
珠
」
と
真
珠
に
も
触
れ
て
い
る
こ
と
も
享

受
者
を
男
狭
磯
の
故
事
の
想
起
へ
と
導
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
赤
人
は
、
男
狭
磯
の
故
事
を
野
島
の
海
人
達
の
奉
仕

に
「
重
ね
る
」
と
い
う
よ
り
は
、（
そ
れ
が
前
述
し
た
よ
う
な
差
異
を
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
）「
響
か
せ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
図
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、当
該
歌
冒
頭
部
が
「
不
改
常
典
」

の
法
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
若
干
の
加
工
を

施
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
と
通
じ
て
い
る
。

反
歌
で
は
彼
等
の
出
漁
の
様
が
聴
覚
を
通
し
て
想
像
的
に
詠
ま
れ

て
い
る
。
長
歌
に
於
け
る
時
点
と
は
異
な
っ
た
時
間
を
反
歌
で
詠
む

こ
と
が
赤
人
の
行
幸
従
駕
歌
に
は
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。
高
松
寿

夫
氏
の
、「
長
歌
が
、
貢
納
さ
れ
た
鰒
珠
に
添
え
て
そ
の
来
歴
を
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
む
し
ろ
反

歌
に
こ
の
作
品
の
詠
作
の
〈
現
在
〉
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ

る）
11
（

」と
の
見
解
は
そ
の
時
間
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
当
該
反
歌
は
そ
れ
以
上
に
金
村
歌
の
第
二
反
歌
と
の
関
係
が

指
摘
さ
れ
て
き
た
。

冬
十
月
、
難な
に
は
の
み
や

波
宮
に
幸
い
で
ま
し

し
し
時
に
、
笠か
さ
の

朝あ
そ
み臣

金か
な
む
ら村

の

作
れ
る
歌
一
首
〔
并
せ
て
短
歌
〕

押お

し
照て

る　

難な
に
は波

の
国
は　

葦あ
し
か
き垣

の　

古ふ

り
に
し
里
と　

人
皆み
な

の　

思
ひ
や
す
み
て　

つ
れ
も
な
く　

あ
り
し
間あ
ひ
だ

に　

績う

み

麻を

な
す　

長な
が
ら柄

の
宮
に　

真ま

木き

柱ば
し
ら　

太ふ
と

高た
か

敷し

き
て　

食を

す
国

を　

治
め
た
ま
へ
ば　

沖お
き

つ
鳥　

味あ
ぢ
ふ経

の
原
に　

も
の
の
ふ
の　

八や

十そ

伴と
も

の
男を

は　

廬い
ほ
り

し
て　

都み
や
こ

な
し
た
り　

旅た
び

に
は
あ
れ
ど

も 

（
６
・
九
二
八
）

　
　

反
歌
二
首

荒あ
ら

野の

ら
に
里
は
あ
れ
ど
も
大お
ほ
き
み君
の
敷し

き
ま
す
時
は
都み
や
こ

と
な
り

ぬ 

（
６
・
九
二
九
）

海あ

ま人
娘を
と
め子
棚た
な

な
し
小を

舟ぶ
ね

漕こ

ぎ
出づ

ら
し
旅た
び

の
宿や
ど

り
に
楫か
ぢ

の
音お
と

聞き

こ

ゆ 

（
６
・
九
三
〇
）

坂
本
信
幸
氏
は
、

赤
人
反
歌
は
金
村
第
二
反
歌
と
発
想
に
お
い
て
類
似
す
る
。
こ

れ
は
…
…
赤
人
が
金
村
歌
を
聞
き
知
っ
た
上
で
歌
作
し
た
か
ら

と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
赤
人
歌
で
は
敢
え
て
「
朝
」

と
い
う
時
間
を
表
に
出
し
て
対
比
し
、
金
村
歌
に
対
す
る
挨
拶

歌
的
な
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
金
村
歌
と
は
違
っ
た
趣
を
出
し

て
い
る
。
時
間
の
対
比
だ
け
で
な
く
、
赤
人
は
長
歌
の
「
尊
し

見
れ
ば

0

0

0

」
に
対
し
て
、お
そ
ら
く
意
図
的
に
、「
梶
の
音
聞
こ
ゆ

0

0

0

」

と
、
視
覚
空
間
に
対
す
る
聴
覚
空
間
を
設
定
し
、
対
比
す
る
こ

と
に
よ
り
、
大
君
に
奉
仕
す
る
海
人
を
多
角
的
に
歌
っ
て
讃
歌
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と
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る）
12
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
坂
本
氏
の
こ
の
説
を
始
め
、
両
者
の
関
係

を
指
摘
す
る
説
は
何
れ
も
金
村
歌
の
後
に
赤
人
歌
が
詠
ま
れ
た
と
い

う
想
定
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
確
か
に
『
万
葉
集
』
の
配
列
自
体
は

金
村
歌
が
先
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
実
際
の
時
間
的
な
順

序
で
あ
っ
た
と
は
断
言
出
来
無
い
。

金
村
歌
を
見
て
み
る
と
、
長
歌
・
第
一
反
歌
の
関
係
が
密
接
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
第
二
反
歌
は
長
歌
・
第
一
反
歌
と
の
関
係
は
幾
分

薄
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
「
海
人
娘
子
」
の
登
場

は
唐
突
で
あ
る
。
彼
の
他
の
行
幸
従
駕
歌
に
於
い
て
反
歌
が
そ
の
よ

う
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
例
は
存
し
な
い）
13
（

。
こ
れ
は
、
実
景
だ
か

ら
か
か
る
歌
が
詠
ま
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
表
現
上

の
必
然
性
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。結
論
を
述
べ
れ
ば
、

稿
者
と
し
て
は
寧
ろ
金
村
が
赤
人
に
挨
拶
を
贈
る
為
に
こ
の
一
首
を

詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
歌
の
詠
作
披
露
の
順
番
は

赤
人
が
先
で
金
村
が
後
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
た
い
。
或
い
は
、
金

村
の
長
歌
・
第
一
反
歌
が
披
露
さ
れ
た
後
、
赤
人
の
長
歌
・
反
歌
が

披
露
さ
れ
、
そ
れ
を
承
け
て
金
村
が
猶
一
首
詠
み
加
え
た
の
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
赤
人
の
反
歌
は
単
に
長
歌
の
要
約
に
留
ま
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
が
次
の
歌
で
あ
る
。

大お
ほ
み
や宮
の
内
ま
で
聞
こ
ゆ
網あ

び引
き
す
と
網あ

ご子
整と
と
の

ふ
る
海あ

ま人
の
呼

び
声 

（
３
・
二
三
八
）

一
首
、
長
意
吉
麻
呂
の
詠
。
題
詞
に
「
詔
に
応
へ
た
る
歌
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
行
幸
時
の
作
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
特
に
文
武
三
年

（
六
九
九
）
の
文
武
天
皇
・
持
統
上
皇
の
難
波
行
幸
の
折
に
詠
ま
れ
た

も
の
か
と
諸
注
推
測
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
赤
人
の
当
該
歌
も
難
波

行
幸
の
際
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
赤
人
は
意
吉
麻
呂
歌
を
踏
ま
え
て
当
該
歌
を
詠

作
し
た
の
で
は
な
い
か
。
朝
ま
だ
き
、
実
景
を
目
に
し
て
そ
れ
を
詠

む
の
で
は
な
く
、
聞
こ
え
て
く
る
音
声
か
ら
海
人
達
が
漁
に
出
る
景

を
想
像
す
る
と
い
う
手
法
に
於
い
て
意
吉
麻
呂
歌
と
赤
人
歌
は
通
じ

て
い
る
。

こ
の
神
亀
二
年
の
行
幸
に
供
奉
し
た
人
の
中
に
は
、
か
つ
て
の
文

武
三
年
の
行
幸
に
供
奉
し
、
意
吉
麻
呂
の
詠
を
耳
に
し
た
人
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う（
時
間
差
は
四
半
世
紀
）。
ま
た
、実
際
に
意
吉
麻
呂
歌
を
、

そ
の
時
そ
の
場
で
耳
に
す
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
当
時
の
貴
族
官
人

が
、
何
処
か
で
こ
の
意
吉
麻
呂
歌
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
少
な
く

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
人
々
に
と
っ
て
も
、
赤
人
の
歌

は
、
意
吉
麻
呂
歌
、
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
歌
が
披
露
さ
れ
た
過
去
の

行
幸
に
思
い
を
馳
せ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。聖
武
は
、

文
武
か
ら
元
明
・
元
正
と
い
う
女
帝
を
挟
ん
で
即
位
し
た
男
帝
で
あ
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っ
た
。
同
じ
く
男
帝
で
あ
っ
た
文
武
の
難
波
行
幸
、
そ
の
再
現
と
し

て
当
今
の
難
波
行
幸
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
赤
人
は
意
吉
麻

呂
歌
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
歌
を
詠
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
待
望

さ
れ
て
い
た
聖
武
の
即
位
を
願
わ
し
か
る
べ
き
御
代
の
再
来
と
し
て

再
確
認
し
強
調
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
か

か
る
立
場
に
於
い
て
言
え
ば
高
松
氏
の
説
は
、
長
歌
が
対
句
を
持
た

な
い
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
該
反
歌
に
於
け

る
時
間
を
実
際
的
な
そ
れ
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
が
従
い
難
い
。

こ
こ
で
猶
触
れ
て
お
き
た
い
の
が
城
﨑
陽
子
氏
の
説）
14
（

で
あ
る
。
氏

は
、

血ち

沼ぬ

廻み

よ
り
雨
そ
降ふ

り
来く

る
四し

極は
つ

の
海あ

人ま

綱あ
み

を
干ほ

し
た
り
濡ぬ

れ

に
堪あ

へ
む
か
も 
（
６
・
九
九
九
）

右
の
一
首
は
、住す
み
の
え吉

の
浜は
ま

に
遊い
う
ら
む覧

し
宮
に
還か
へ

り
ま
す
時
に
、

道
の
上ほ
と
り

に
し
て
守も
り

部べ
の

王
お
ほ
き
み

の
詔
み
こ
と
の
り

に
応こ
た

へ
て
作
れ
る
歌
。

の
歌
を
「
応
詔
」
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
、「「
海
人
」
と
い
う
歌

材
に
収
斂
す
る
思
想
的
背
景
を
も
ち
つ
つ
、
そ
の
上
、
聖
帝
像
を
描

き
出
す
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、「
応
詔
歌
」
に
於
け
る
「
海
人
」
の
意
味
を
解

明
し
た
。
そ
う
し
て
、
こ
の
守
部
王
の
歌
と
意
吉
麻
呂
の
二
三
八
番

歌
と
の
同
質
性
を
指
摘
、
更
に
聖
武
朝
の
、
文
武
朝
に
対
す
る
皇
統

意
識
を
も
視
野
に
入
れ
た
論
を
展
開
し
た
。当
該
赤
人
反
歌
も
ま
た
、

「
応
詔
歌
」
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
準
じ
る
作
と
し
て
意
吉
麻

呂
―
守
部
王
の
歌
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

三
長
歌
末
尾
の
二
句
は
訓
が
確
定
し
て
お
ら
ず
、

Ａ
…
…
仕
へ
ま
つ
る
し　

貴
し
見
れ
ば

Ｂ
…
…
仕
へ
ま
つ
る
が　

貴
し
見
れ
ば

Ｃ
…
…
仕
へ
ま
つ
る
し　

貴
き
見
れ
ば

Ｄ
…
…
仕
へ
ま
つ
る
が　

貴
き
見
れ
ば

と
、
四
つ
の
訓
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
Ａ
と
Ｂ
は
、「
貴
し
」
と
「
見

れ
ば
」
の
倒
置
だ
が
、
Ｃ
と
Ｄ
は
、「
御
食
つ
国
」
か
ら
始
ま
る
第
二

部
を
受
け
て
、
第
一
部
と
の
倒
置
と
い
う
こ
と
、
即
ち
、「
わ
ご
大
君　

国
知
ら
す
ら
し
」と
い
う
推
量
の
根
拠
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
く
る
。

諸
注
を
確
認
す
る
と
「
貴
し
見
れ
ば
」
と
訓
む
も
の
（
Ａ
・
Ｂ
）

が
多
く
、
そ
の
訓
を
採
用
す
る
説
の
根
拠
は
こ
の
二
つ
の
言
葉
の
倒

置
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
を
倒
置
と
す
る
こ
と
で
、
つ
ま

り
「
見
れ
ば
貴
し
」
を
「
貴
し
見
れ
ば
」
と
倒
置
す
る
こ
と
で
い
か

な
る
表
現
上
の
意
味
が
あ
る
の
か
判
明
で
は
な
い
。
確
か
に
倒
置
と

は
一
種
の
強
調
表
現
で
あ
り
、
倒
置
さ
れ
て
上
に
来
た
語
句
を
強
調

す
る
効
果
が
あ
る
と
一
般
的
に
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
語
法

を
こ
こ
に
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
検
討
し
て
み
た
い
。
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「
見
れ
ば
」
と
い
う
語
を
持
つ
歌
は
集
中
に
多
数
存
す
る
が
、
或

る
景
物
を
提
示
し
、
そ
れ
に
対
す
る
判
断
や
感
情
を
表
現
す
る
際
、

「
見
れ
ば
」
で
媒
介
す
る
こ
と
に
な
る
、
つ
ま
り
景
と
心
と
は
「
見

れ
ば
」
に
て
繋
げ
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
図
式
化
す
れ
ば
、〈
景
＋
「
見

れ
ば
」
↓
心
〉
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
倒
置
さ
れ
る
場
合
に
は
、

〈
心
↑
景
＋
「
見
れ
ば
」〉
と
な
る
筈
で
あ
る
。
だ
が
、当
該
歌
の
「
貴

し
」
を
心
の
表
現
と
す
る
な
ら
、「
…
…
仕
へ
ま
つ
る
し　

貴
し
見
れ

ば
」
と
い
う
訓
の
よ
う
に
、〈
景
・
心
・「
見
れ
ば
」〉
と
い
う
語
順
と

な
っ
て
い
る
例
は
集
中
に
は
見
出
し
得
な
い
。
加
え
て
、『
全
注
』
も

述
べ
て
い
る
が）
15
（

、「
仕
へ
ま
つ
る
し　

貴
し
見
れ
ば
」
と
い
う
訓
を
採

用
し
た
場
合
、
前
半
部
分
の
「
我
ご
大
君　

国
知
ら
す
ら
し
」
が
浮

い
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
、
特
に
末
尾
に
「
見
れ
ば
」
の
語
を
持
つ
歌
を
確
認
し
て

お
こ
う
。

う
ら
さ
ぶ
る
心こ
こ
ろ

さ
ま
ね
し
ひ
さ
か
た
の
天あ
め

の
時し
ぐ
れ雨

の
流な
が

ら
ふ

見
れ
ば 

（
１
・
八
二
）

世よ
の
な
か間
を
常つ
ね

な
き
も
の
と
今い
ま

そ
知し

る
平な

ら城
の
都み
や
こ

の
う
つ
ろ
ふ
見

れ
ば 

（
６
・
一
〇
四
五
）

う
ち
靡な
び

く
春は
る

来き
た

る
ら
し
山や
ま

の
際ま

の
遠と
ほ

き
木こ
ぬ
れ末
の
咲さ

き
行ゆ

く
見
れ

ば 

（
８
・
一
四
二
二
）

秋あ
き

萩は
ぎ

は
咲さ

く
べ
く
あ
る
ら
し
我わ

が
屋や

戸ど

の
浅あ
さ

茅ぢ

が
花は
な

の
散ち

り
ぬ

る
見
れ
ば 

（
８
・
一
五
一
四
）

秋あ
き

の
露つ
ゆ

は
移う
つ

し
に
あ
り
け
り
水み
づ

鳥と
り

の
青あ
を

羽ば

の
山や
ま

の
色い
ろ

づ
く
見
れ

ば 

（
８
・
一
五
四
三
）

う
ち
靡な
び

く
春は
る

さ
り
来く

ら
し
山や
ま

の
際ま

の
遠と
ほ

き
木こ
ぬ
れ末
の
咲さ

き
行ゆ

く
見

れ
ば 

（
10
・
一
八
六
五
）

黄も
み
ち葉

す
る
時と
き

に
な
る
ら
し
月つ
き
ひ
と人

の
楓か
つ
ら

の
枝え
だ

の
色い
ろ

づ
く
見
れ
ば

 

（
10
・
二
二
〇
二
）

里さ
と

ゆ
異け

に
霜し
も

は
置お

く
ら
し
高た
か

円ま
と

の
野の

山や
ま

づ
か
さ
の
色い
ろ

づ
く
見
れ

ば 

（
10
・
二
二
〇
三
）

石い
は

橋は
し

の
間ま

ま々

に
生お

ひ
た
る
容か
ほ

花ば
な

の
花は
な

に
し
あ
り
け
り
あ
り
つ
つ

見
れ
ば 

（
10
・
二
二
八
八
）

真ま

澄そ

鏡か
が
み

持も

て
れ
ど
我わ
れ

は
験し
る
し

な
し
君き
み

が
徒か
ち

よ
り
な
づ
み
行ゆ

く
見

れ
ば 

（
13
・
三
三
一
六
）

上か
み
つ
け
の野
ま
ぐ
は
し
窓ま
ど

に
朝あ
さ

日ひ

さ
し
紛ま
き

ら
は
し
も
な
あ
り
つ
つ
見

れ
ば 

（
14
・
三
四
〇
七
）

我わ

が
旅た
び

は
久ひ
さ

し
く
あ
ら
し
こ
の
我あ

が
着け

る
妹い
も

が
衣こ
ろ
も

の
垢あ
か

づ
く

見
れ
ば 

（
15
・
三
六
六
七
）

集
中
、
当
該
歌
を
含
め
て
十
三
例
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
末
句
、
つ

ま
り
第
五
句
の
中
で
、「
見
れ
ば
」
が
倒
置
と
な
っ
て
い
る
例
は
一
つ

と
し
て
存
し
な
い
。
ど
れ
も
、
第
五
句
の
中
で
「
見
れ
ば
」
を
上
に

し
た
な
ら
意
味
が
通
ら
な
く
な
る
。そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
中
に
は「
ら
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し
」
を
持
つ
歌
が
幾
例
か
認
め
ら
れ
る
。
構
造
上
、「
見
れ
ば
」
と
い

う
部
分
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
「
ら
し
」
を
持
つ
部
分
と
の
倒
置
で

あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
れ
も
短
歌
の
例
だ
が
、
当

該
歌
も
ま
た
そ
れ
が
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
Ｃ
と
Ｄ
で
は
何
れ
が
相
応
し
い
か
。
Ｃ
「
仕
へ
ま
つ
る

し
」
の
「
し
」
は
副
助
詞
、
Ｄ
「
仕
へ
ま
つ
る
が
」
の
「
が
」
は
格

助
詞
若
し
く
は
連
体
助
詞
で
あ
る
。「
仕
へ
ま
つ
る
」
も
「
貴
き
」

も
連
体
形
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
準
体
言
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ

る
。
体
言
と
体
言
と
を
関
係
づ
け
る
の
は
連
体
助
詞
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
る
と
Ｄ
が
最
も
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
訓
は
既
に
『
略
解
』
が

示
し
て
い
た
が
、
近
年
で
は
『
全
注
』
の
他
、『
新
全
集
』『
新
大
系
』

等
が
採
用
し
て
い
る
。

訓
が
確
定
し
た
所
で
前
半
部
の
結
語
の
「
我
ご
大
君　

国
知
ら
す

ら
し
」
と
の
関
係
に
改
め
て
注
目
し
た
い
。「
見
れ
ば
」
と
い
う
時
、

作
中
主
体
の
視
線
は
難
波
宮
近
辺
―
―
或
い
は
住
吉
の
浜
か
。
何
れ

に
せ
よ
大
阪
湾
に
面
し
た
地
点
で
あ
ろ
う
―
―
か
ら
西
方
の
海
上
に

向
か
っ
て
い
る
。
そ
の
視
線
の
先
に
は
淡
路
島
が
浮
か
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
例
え
ば
『
仁
徳
記
』
歌
謡
、

お
し
て
る
や　

難な
に
は波
の
崎さ
き

よ

出い

で
立た

ち
て　

我わ

が
国く
に

見み

れ
ば

淡あ
は

島し
ま　

淤お

能の

碁ご

呂ろ

島し
ま

檳あ
ぢ

榔ま
さ

の
島し
ま

も
見み

ゆ　

佐さ

気け

都つ

島し
ま

見み

ゆ

の
よ
う
な
国
見
に
近
い
発
想
と
表
現
を
取
っ
て
い
る
と
見
る
。
こ
の

歌
謡
で
は
、
国
生
み
神
話
に
登
場
す
る
島
、
遙
か
遠
く
に
離
れ
た
島

さ
え
も
「
見
ゆ
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
当
該
歌
も
ま
た
方
向
性
は
こ

の
歌
謡
と
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
、
難
波
か
ら
海
を
望
ん
だ
そ
の
果
て

に
淡
路
が
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
の
海
人
達
も
天
皇
の
支
配
下

に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
但
し
当
該
歌
は
実
見
の
域
に
留
ま

っ
て
お
り
、
現
実
に
は
見
え
な
い
も
の
を
「
見
ゆ
」
と
歌
う
呪
的
発

想
は
失
せ
て
い
る
。

讃
歌
に
於
け
る
「
ｘ
（
＝
土
地
）
見
れ
ば
ｙ
（
＝
景
）
見
ゆ
」
と
い

う
形
式
は
、
そ
れ
が
実
際
に
は
見
え
な
い
〝
ｙ
〞
を
「
見
ゆ
」
と
詠

む
の
で
あ
っ
て
も
、〝
ｙ
〞
は
具
体
的
な
視
覚
像
に
限
定
さ
れ
、
例
え

ば
当
該
歌
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
王
権
の
充
溢
な
ど
の
よ
う
な
観
念
的

感
覚
即
ち
心
の
表
現
に
は
適
さ
な
い
。
勿
論
、「
見
ゆ
」〝
ｙ
〞
は
稜

威
の
喩
に
他
な
ら
ず
、
実
際
に
見
え
る
も
の
を
「
見
ゆ
」
と
は
言
わ

ず
に
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
こ
と
で
讃
歌
性
を
保
つ
方
法
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
彼
の
伊
予
温
泉
歌
（
３
・
三
二
二
）
は
そ
の
方
法
で
詠
ま
れ

て
い
る
が
、こ
こ
で
選
ば
れ
た
の
は
、「（
ｘ
の
）ｙ
見
れ
ば
ｚ
（
＝
観
念
）

ら
し
」
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
式
を
取
る
こ
と
に
よ
り
表

現
は
視
覚
か
ら
解
放
さ
れ
、
観
念
的
感
覚
を
言
述
す
る
事
が
可
能
と

な
る
。
そ
の
際
、「（
ｘ
の
）
ｙ
」
の
部
分
は
〝
ｚ
〞
の
喩
と
い
う
機
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能
を
保
つ
と
同
時
に
そ
の
根
拠
と
し
て
定
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
そ
の
稜
威
は
直
叙
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。「〈
ら
し
〉
は
古

代
に
固
有
な
語
で
あ
る
。
他
界
に
つ
い
て
強
い
確
信
を
伴
っ
た
推
量

を
示
す）
16
（

」。
稜
威
は
人
智
の
及
び
得
な
い
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ

故
に
他
界
に
接
近
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
寧
ろ
こ
の
よ
う
な
場

合
に
就
い
て
言
え
ば
、
森
朝
男
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
稜
威
を
畏
れ
憚

る
心
性
が
言
語
表
現
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る）
17
（

。
直
叙
は
憚
ら
れ

て
は
い
る
が
、
稜
威
は
世
界
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
が

感
じ
ら
れ
て
い
る
。
実
感
と
し
て
あ
る
。

「
我
ご
大
君　

国
知
ら
す
ら
し
」
の
根
拠
は
海
人
達
が
漁
撈
に
奉

仕
す
る
様
で
あ
り
、「
貴
き
」
は
心
で
あ
る
よ
り
は
寧
ろ
景
の
要
素
に

も
な
っ
て
い
る
と
見
た
い
。
つ
ま
り
、
海
人
達
の
奉
仕
と
い
う
景
を

「
見
れ
ば
」、
そ
れ
は
、
正
に
そ
の
「
貴
き
」
景
に
よ
っ
て
「
我
ご
大

君
」
が
国
を
支
配
し
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
と
い
う
判
断
の
根
拠

と
な
っ
て
い
る
。「
見
れ
ば
」
か
ら
「
ら
し
」
へ
の
繋
が
り
、
そ
れ

を
「
貴
き
」
が
補
強
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

猶
述
べ
て
お
け
ば
、「
国
知
ら
す
ら
し
」
の
「
国
」
と
「
御
食
つ
国
」

と
は
同
一
で
は
な
い
。
前
者
の
「
国
」
は
天
皇
の
支
配
す
る
国
土
全

体
を
指
す
の
で
あ
り
、「
御
食
つ
国
」
は
そ
れ
に
包
含
さ
れ
る
土
地
と

し
て
あ
る
。
先
掲
の
『
仁
徳
記
』
歌
謡
で
は
、「
我
が
国
」
の
中
に
「
淡

島
・
淤
能
碁
呂
島
・
檳
榔
の
島
・
さ
け
つ
島
」
が
含
み
込
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
当
該
歌
の
「
我
ご
大
君
」
が
「
知
ら
す
」
＝

領
ら
す
「
国
」
に
「
御
食
つ
国
」
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
以
上
、
当
該
長
反
歌
を
見
て
き
た
が
、
長
歌
は
「
不
改
常
典
」
の

詔
と
男
狭
磯
の
故
事
と
の
、
反
歌
は
意
吉
麻
呂
歌
と
の
繋
が
り
を
持

つ
詠
作
と
な
っ
て
い
る
意
味
を
こ
こ
で
改
め
て
考
え
た
い
。

赤
人
は
、
当
該
歌
の
み
な
ら
ず
、
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え

た
詠
作
を
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
る
。
尤
も
『
万
葉
集
』
中
に
は
多
く

の
類
歌
が
収
載
さ
れ
て
は
い
る
。
心
情
表
現
や
物
象
表
現
が
同
一
の

歌
は
少
な
く
な
く
、
ま
た
、
特
に
憶
良
や
旅
人
を
始
め
と
し
て
漢
籍

の
表
現
を
和
歌
に
取
り
込
も
う
と
し
た
試
み
も
数
多
く
見
出
さ
れ

る
。
前
者
は
、
類
型
化
さ
れ
た
歌
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
和
歌
の
詠

作
と
い
う
営
み
に
誰
で
も
参
画
出
来
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
後
者

は
、
文
芸
的
な
意
図
や
和
歌
表
現
の
開
拓
と
い
う
気
味
を
多
分
に
担

っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
赤
人
の
か
か
る
表
現
は
そ
れ
以
上
の
意
味
を
持

ち
、
然
る
べ
き
効
果
を
狙
う
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
高
松
寿
夫
氏
は
、
こ
の
難
波
行
幸
歌
の
他
に
、
吉
野
讃
歌
（
６

・
九
二
三
〜
九
二
七
）、伊
予
温
泉
歌
（
３
・
三
二
二
〜
三
二
三
）
を
挙
げ
、

「
赤
人
が
先
行
す
る
日
本
の
言
語
表
現
（
和
歌
・
記
録
…
）
を
、
様
式
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性
と
か
規
範
性
と
は
異
な
る
次
元
で
、
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
く
る

方
法
は
」「
赤
人
の
個
性
に
帰
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
」

と
述
べ
、
更
に
こ
れ
を
時
代
状
況
に
関
連
づ
け
よ
う
と
し
た
。

聖
武
朝
に
お
け
る
〈
風
流
〉
の
流
行
に
つ
い
て
、
文
武
朝
に
お

け
る
律
令
制
の
一
応
の
完
成
を
受
け
て
、
定
着
・
安
定
期
に
入

る
時
代
に
顕
在
化
し
た
、
宮
廷
保
守
主
義
な
い
し
は
有
職
意
識

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
で
あ
ろ
う

…
…
。
殊
更
に
当
代
を
聖
代
視
し
て
宣
揚
し
た
り
、
進
歩
史
観

に
基
づ
い
て
輝
け
る
未
来
を
幻
視
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

宮
廷
と
い
う
場
に
お
い
て
、
過
去
に
軌
範
を
求
め
、
軌
範
に
則

る
こ
と
に
最
大
の
美
意
識
を
認
め
る
こ
と
が
、こ
の
時
代
の〈
風

流
〉
の
内
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）
18
（

。

優
れ
た
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
稿
者
は
こ
の
「
赤
人
の
個

性
」
を
掘
り
下
げ
、
そ
の
上
で
高
松
氏
と
は
異
な
る
面
か
ら
当
時
の

時
代
状
況
を
考
察
し
て
み
た
い
。

そ
の
前
段
と
し
て
こ
の
方
法
に
就
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
の
だ

が
、
先
ず
以
て
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト

に
依
拠
す
る
歌
の
詠
作
は
、
そ
の
享
受
に
於
け
る
効
果
を
考
慮
に
入

れ
る
と
、
そ
の
場
に
あ
る
享
受
者
が
持
っ
て
い
る
知
識
に
も
依
拠
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
効
果
と
は
、
享
受
者
一
同
の

リ
テ
ラ
シ
ー
を
確
認
す
る
こ
と
で
彼
等
の
そ
の
特
権
的
な
一
体
感
を

醸
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
即
ち
、
享
受
者
の
持
つ
知
識
を
俟

っ
て
初
め
て
そ
の
表
現
性
が
完
結
す
る
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
当
該

長
歌
は
「
不
改
常
典
」
の
法
と
男
狭
磯
の
故
事
と
の
繋
が
り
を
持
っ

て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
明
確
に
は
歌
の
中
に
は
述
べ
ら
れ
な

い
。
し
か
し
「
天
地
の　

遠
き
が
ご
と
く　

日
月
の　

長
き
が
ご
と

く
」
と
い
う
文
句
を
聞
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
聞
い
た
一
同
は
「
天

地
と
共
に
長
く
日
月
と
共
に
遠
く
」
と
い
う
文
言
を
持
つ
「
不
改
常

典
」
の
詔
を
否
応
な
く
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

「
淡
路
」
が
見
え
る
場
に
て
「
野
島
の
海
人
」「
奥
つ
海
石
」「
鰒
珠
」

と
い
う
素
材
が
提
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
聞
い
た
彼
等
は
男
狭

磯
の
故
事
を
想
起
し
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
両
者
、
明
確
に
述
べ

ら
れ
な
い
こ
と
、
暗
示
さ
れ
る
こ
と
で
却
っ
て
享
受
者
の
意
識
は
自

動
的
に
そ
の
典
拠
の
解
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
反
歌
も
ま

た
意
吉
麻
呂
歌
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
、
既
に
述
べ
た
。
長
反
歌
何
れ

も
、
場
に
即
し
つ
つ
、
享
受
者
が
共
有
し
て
い
る
筈
の
テ
ク
ス
ト
に

依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
表
現
性
が
完
結
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
赤
人
の
当
該
歌
は
、
単
に
巧
妙
な
歌
言
葉
や
構
成
を
以
て
す

る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
享
受
者
の
知
識
に
連
結
す
る
こ
と
で
そ

れ
を
想
起
せ
し
め
、知
的
な
快
を
齎
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、

彼
の
歌
が
享
受
者
に
何
某
か
の
感
銘
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
な
ら
、

そ
れ
は
寧
ろ
享
受
者
の
側
に
少
な
く
な
い
部
分
を
負
っ
て
い
た
と
い
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う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
は
、

先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
を
持
っ
て

い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

行
幸
従
駕
の
場
と
は
、
対
内
的
に
は
王
権
を
荘
厳
し
、
供
奉
し
た

貴
族
官
人
が
王
権
へ
の
讃
仰
の
念
を
抱
き
、
延
い
て
は
忠
実
な
律
令

官
人
と
し
て
の
意
識
を
新
た
に
す
る
場
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
イ
ヴ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
聖
武
朝
の
宮
廷
歌
人
の
行
幸
従
駕

歌
は
一
同
が
目
睹
し
得
る
景
を
詠
む
こ
と
で
一
体
感
を
醸
成
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
赤
人
の
手
法
は
、
こ
の
よ
う
な
効
果
を
知
的

な
面
か
ら
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
こ
れ
ら
の
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
（「
不
改
常
典
」
の
詔
・「
男

狭
磯
」
の
故
事
・
意
吉
麻
呂
歌
）
は
、
い
ず
れ
も
皇
統
・
王
権
意
識
が

色
濃
く
反
映
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
し
て
、
貴
族
官
人
な
ら
ば
持
っ
て

い
る
べ
き

4

4

リ
テ
ラ
シ
ー
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
を
想
起
せ
し
め
る
こ
と

で
生
起
し
た
で
あ
ろ
う
知
的
な
快
の
内
に
、
忠
実
な
る
官
人
意
識
と

そ
の
一
体
感
と
が
自
ず
か
ら
醸
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

共
有
さ
れ
て
あ
る
知
識
が
共
感
／
一
体
感
の
媒
材
と
な
る
の
で
あ

る
。
整
理
す
れ
ば
、
感
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
（
景
と
心
）
の
み
な
ら
ず
知

的
な
レ
ヴ
ェ
ル
（
知
識
）
と
の
二
段
構
え
が
、
赤
人
の
共
感
の
方
法

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
方
法
が
最
も
典
型
的
に
表
れ
た
の

が
当
該
難
波
行
幸
従
駕
歌
で
あ
っ
た
。

五
赤
人
歌
は
、
そ
の
時
間
表
現
に
就
い
て
見
れ
ば
、
現
在
の
背
後
に

過
去
を
措
定
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

在
が
焦
点
化
さ
れ
て
く
る
、
即
ち
、
現
在
は
奥
行
き
を
与
え
ら
れ
遠

近
法
的
な
構
図
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。
そ
う

し
て
、
旧
稿
で
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
空
間
的
で
あ
る
と

時
間
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
背
景
と
焦
点
と
を
構
え
る
、
広
い
意

味
で
の
遠
近
法
的
な
構
図
が
赤
人
の
歌
々
に
は
認
め
ら
れ
る
。
赤
人

と
い
う
人
間
は
現
在
と
い
う
時
間
に
最
上
の
価
値
を
置
く
故
に
―
―

そ
れ
が
彼
の
基
底
的
な
精
神
構
造
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
―
―
そ
の
後

景
た
る
過
去
を
用
意
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
抽
象
化
さ
れ
て
空
間
表

現
に
転
用
さ
れ
た
時
に
は
彼
の
所
謂
「
叙
景
歌
」
が
生
ま
れ
た
の
で

あ
る）
19
（

。
但
し
、
一
首
の
内
に
過
去
と
現
在
を
並
置
す
る
こ
と
と
、
表
現
が

過
去
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
で
あ
る
こ
と
と
は
、
何
れ
も
自
ら
に
一
つ

の
作
歌
精
神
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
両
者
に
は
相
当
の
逕

庭
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
後
者
は
そ
の
動
機
に
よ

っ
て
意
識
化
・
方
法
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
言
う

動
機
と
は
王
権
の
讃
美
に
他
な
ら
な
い
。
和
歌
の
詠
作
披
露
に
於
い

て
王
権
の
讃
美
を
果
た
す
こ
と
を
目
標
に
し
た
際
に
そ
の
意
識
が
触
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媒
と
な
っ
て
、
彼
の
特
質
が
か
か
る
方
法
へ
と
結
実
し
た
の
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
赤
人
の
個
性
と
呼
び
得
る
こ
の
方
法
と
時
代
状
況
、

特
に
表
現
史
的
な
面
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
西
郷
信
綱
氏
は
人
麻
呂
に
就
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

詩
に
お
け
る
口
誦
時
代
か
ら
記
載
時
代
へ
の
発
展
は
、
質
的
に

新
し
い
こ
と
ば
の
発
見
に
よ
る
新
し
い
映
像
の
定
着
と
い
う
こ

と
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
人
麿
が
日
本
の
詩
歌
史
上
き
わ

め
て
独
自
な
詩
人
で
あ
る
の
も
、
言
語
史
の
こ
の
一
回
き
り
の

大
き
な
転
換
期
を
み
ず
か
ら
横
切
る
こ
と
に
お
い
て
そ
の
よ
う

な
発
見
と
定
着
を
し
と
げ
た
こ
と
と
不
可
分
で
あ
っ
た）
20
（

。

氏
は
こ
れ
と
同
じ
論
文
で
赤
人
の
吉
野
讃
歌
を
評
し
て
「
人
麿
の

詩
句
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
完
全

に
叙
景
歌
に
変
質
し
て
い
る
こ
と
が
印
象
的
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ

の
原
因
の
一
つ
を「
赤
人
に
お
い
て
は
文
字
の
力
が
す
で
に
優
位
し
、

口
誦
的
な
も
の
を
圧
倒
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
と
結
論
づ

け
た
。

和
歌
に
於
い
て
、
こ
の
「
文
字
の
力
」
が
、
例
え
ば
枕
詞
に
典
型

的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
口
誦
言
語
に
由
来
す
る
前
論
理
的
な
喚
起

力
を
失
わ
せ
る
に
至
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
文
書
主
義
で
あ
る

所
の
律
令
体
制
の
確
立
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
万
葉
集
』
の
時

代
区
分
で
言
え
ば
第
二
期
以
降
に
当
た
る
の
だ
が
、
和
歌
の
言
語

（
観
）
が
変
質
を
遂
げ
た
後
の
奈
良
時
代
に
あ
っ
て
人
麻
呂
と
同
じ

く
宮
廷
讃
歌
を
詠
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
宮
廷
歌
人
達
に

は
、
そ
の
先
達
の
よ
う
な
作
歌
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
は
既
に
不
可

能
に
な
っ
て
い
た
。
勿
論
、
王
権
の
讃
美
と
い
う
主
題
の
圧
力
が
前

代
に
比
し
て
幾
分
は
低
下
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
証
拠
に
こ

の
難
波
行
幸
に
於
け
る
金
村
・
千
年
の
歌
は
表
面
上
は
描
写
に
傾
斜

し
て
い
る
の
だ
が
（
尤
も
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
の
質
は
異
な
っ
て
い
る
が
）、

そ
れ
は
同
時
に
人
麻
呂
的
讃
歌
か
ら
そ
の
核
心
部
分
が
脱
落
し
た
後

に
、
各
々
が
選
択
し
た
讃
美
表
現
で
も
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。

だ
が
、
一
人
赤
人
は
王
権
の
讃
美
を
十
全
に
果
た
そ
う
と
し
て
い

た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
赤
人
は
行
幸
従
駕
歌
に
於
け

る
こ
の
主
題
に
極
め
て
忠
実
で
あ
っ
た
よ
う
に
伺
え
る
。
例
え
ば
、

彼
の
他
の
行
幸
従
駕
歌
は
全
て
「
や
す
み
し
し　

我
ご
大
君
」
の
句

を
持
つ
こ
と
や
、
後
年
（
天
平
六
年
）
再
度
難
波
行
幸
に
従
駕
し
た

際
に
詠
作
し
た
、

大ま
す
ら
を夫
は
み
猟か

り
に
立
た
し
娘を
と
め子
ら
は
赤あ
か

裳も

裾す
そ

引び

く
清
き
浜は
ま

び
を

 

（
６
・
一
〇
〇
一
）

の
歌
も
、
狭
い
短
歌
の
中
で
対
句
を
具
え
土
地
褒
め
で
歌
い
収
め
る

こ
と
で
讃
歌
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
等
が
こ
の
傍
証
に
な
り
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そ
う
で
あ
る
。
先
に
、
赤
人
は
「
扈
従
者
意
識
が
強
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
」
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
も
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
筈
で

あ
る
。
更
に
こ
こ
か
ら
、
赤
人
は
行
幸
従
駕
歌
の
詠
作
披
露
と
い
う

役
割
に
自
己
の
ア
イ
デ
ィ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
出
し
て
い
た
―
―
そ
れ

こ
そ
が
彼
が
最
上
の
価
値
を
置
く
所
の
「
現
在
」
で
あ
っ
た
―
―
、

だ
か
ら
こ
そ
王
権
の
讃
美
に
傾
注
し
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
の

は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
和
歌
の
言
葉
か
ら

の
前
論
理
的
な
喚
起
力
の
喪
失
、
そ
れ
を
補
填
せ
ん
と
し
た
の
も
こ

の
忠
実
な
ま
で
の
意
識
の
反
映
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
代
替
の
方
法
こ

そ
が
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
の
引
用
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
優
れ
て
記
載
言
語
的
な
方
法
で
あ
る
以
上
、

一
つ
の
言
語
表
現
が
記
載
さ
れ
て
テ
ク
ス
ト
と
な
り
、
共
有
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
律
令
体
制
確
立
の
こ
の
時
代
に
し
て
可
能
に
な

っ
た
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

【
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
部
分
が
あ
る
。

（
１
）
坂
本
信
幸
「
山
部
赤
人
―
―
難
波
行
幸
従
駕
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」

和
歌
文
学
会
編
『
和
歌
文
学
の
世
界
11　

論
集
万
葉
集
』
一
九
八
七　

笠
間
書
院

（
２
）
清
水
克
彦
「
養
老
の
吉
野
讃
歌
」『
万
葉
論
集　

第
二
』
一
九
八
〇　

桜
楓
社
、
清
原
和
義
「
笠
金
村
の
歌
―
―
難
波
宮
讃
歌
と
そ
の
周
辺

―
―
」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
六
十
二
巻
八
号　

一
九
九
七　

至

文
堂
、
等

（
３
）
２
・
二
二
〇
、
５
・
八
九
二
、
13
・
三
二
三
四
、
19
・
四
二
五
四

（
４
）
神
野
志
隆
光
「
赤
人
の
難
波
行
幸
歌
―
―
天
皇
の
世
界
と
海
人
―
―
」

犬
養
孝
博
士
米
寿
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
犬
養
孝
博
士
米
寿
記

念
論
集　

万
葉
の
風
土
・
文
学
』
一
九
九
五　

塙
書
房
、
同
「
赤
人

の
難
波
行
幸
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品　

第
七
巻
』
二
〇

〇
一　

和
泉
書
院

（
５
）
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈　

増
訂
版　

六
』
一
九
五
八　

角
川
書

店

（
６
）
藤
田
富
士
夫
「
玉
の
万
葉
考
古
学
―
―
拾
う
白
玉
、
潜
く
鮑
玉
」『
国

文
学
』
第
五
十
四
巻
六
号　

二
〇
〇
九　

學
燈
社

（
７
）
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
（
二
）』
一
九
八
〇　

講
談
社
、
多

田
一
臣
『
万
葉
集
全
解　

２
』
二
〇
〇
九　

筑
摩
書
房

（
８
）
梶
川
信
行
「
難
波
宮
の
再
建
と
「
野
嶋
の
海
人
」
―
―
難
波
宮
従
駕

歌
の
論
―
―
」『
万
葉
史
の
論　

山
部
赤
人
』
一
九
九
七　

翰
林
書
房

（
９
）
市
大
樹
「
御
食
国
志
摩
の
荷
札
と
大
伴
家
持
の
作
歌
」
稲
岡
耕
二
監

修
『
万
葉
集
研
究　

第
三
十
三
集
』
二
〇
一
二　

塙
書
房
。
ま
た
、
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澤
瀉
久
孝
氏
も
『
万
葉
集
注
釈　

巻
第
六
』（
一
九
六
〇　

中
央
公
論

社
）
の
当
該
歌
の
注
に
て
「
歌
で
は
御
調
と
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
実

は
行
幸
と
い
う
臨
時
の
場
合
に
、
貢
納
を
命
ぜ
ら
れ
た
贄
を
意
味
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
10
）
狩
野
久
「
御
食
国
と
膳
氏
―
―
志
摩
と
若
狭
―
―
」『
日
本
古
代
の
国

家
と
都
城
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
〇
、
同
「
古
代
に
お
け
る

鰒
の
収
取
に
つ
い
て
」
門
脇
禎
二
編
『
日
本
古
代
国
家
の
展
開
』
上

巻　

一
九
九
五　

思
文
閣
出
版

（
11
）
高
松
寿
夫
「
山
部
赤
人
「
難
波
讃
歌
」」『
上
代
和
歌
史
の
研
究
』
二

〇
〇
七　

新
典
社

（
12
）
坂
本
前
掲
論
文

（
13
）
但
し
、
神
亀
三
年
の
播
磨
行
幸
従
駕
歌
（
６
・
九
三
五
〜
九
三
七
）

に
於
い
て
は
、
長
歌
・
第
一
反
歌
が
海
人
娘
子
に
対
す
る
恋
情
を
詠

み
、
第
二
反
歌
が
土
地
褒
め
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
同

じ
折
の
赤
人
歌
（
６
・
九
三
八
〜
九
四
一
）
が
、
長
歌
・
第
一
反
歌

で
は
土
地
褒
め
と
な
り
、
第
二
反
歌
・
第
三
反
歌
で
は
家
郷
に
対
す

る
思
い
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
の
共
作
／
競
作
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
。

（
14
）城
﨑
陽
子「
応
詔
歌
へ
の
視
点
―
―
天
皇
と
海
人
―
―
」『
國
學
院
雑
誌
』

第
九
十
三
巻
第
十
号　

一
九
九
二

（
15
）
吉
井
巌
『
万
葉
集
全
注　

巻
第
六
』
一
九
八
四　

有
斐
閣

（
16
）
清
水
章
雄
「
ら
し
」
古
代
語
誌
刊
行
会
編
『
古
代
語
誌
』
一
九
八
九　

桜
楓
社

（
17
）
森
朝
男
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
」『
古
代
和
歌
の
成
立
』
一
九
九
三　

勉
誠
社

（
18
）
高
松
寿
夫
「
山
部
赤
人
の
方
法
と
時
代
状
況
」
高
松
前
掲
書
。
し
か

し
当
該
難
波
行
幸
歌
が
踏
ま
え
た
で
あ
ろ
う
テ
ク
ス
ト
の
認
定
に
関

し
、
高
松
氏
と
稿
者
と
は
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
。

（
19
）
拙
稿
「
山
部
赤
人
の
作
歌
精
神
―
―
『
万
葉
集
』
巻
八
・
春
の
歌
四

首
を
中
心
に
―
―
」『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
第
七
号　

二
〇
一
二

（
20
）
西
郷
信
綱
「
柿
本
人
麿
」『
増
補　

詩
の
発
生
』
一
九
六
四　

未
来
社


