
長野県短期大学紀要　第49号171－182貢1994年12月

『
万
葉
集
』
巻
三
巻
頭
歌
の
語
る
も
の

ー
　
巻
三
巻
頭
歌
作
者
人
麻
呂
の
必
然
性
－
－
－

は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
　
の
編
某
に
際
し
、
巻
頭
に
ど
う
い
う
歌
を
据
え
る
か
に
つ
い

て
、
大
変
重
要
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

勿
論
巻
二
以
下
の
各
巻
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

伊
藤
博
は
、
『
万
葉
集
』
巻
頭
歌
の
作
者
が
雄
略
天
皇
と
さ
れ
た
理
由
に

最
初
に
言
及
し
た
の
ほ
折
口
信
夫
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
折
口

信
夫
で
さ
え
、
歌
の
徳
と
い
う
観
点
は
既
に
契
沖
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
更
に

は
本
居
宣
長
に
引
き
継
が
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
「
歌
の
徳
」
の
論
す
な
わ

ち
「
歌
の
機
能
論
」
に
つ
な
が
り
、
『
古
今
集
』
序
文
に
も
関
わ
り
、
『
万

葉
』
巻
頭
歌
を
論
ず
る
者
に
と
っ
て
は
蔑
ろ
に
で
き
な
い
視
点
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
ま
で
「
万
葉
集
』
巻
一
と
巻
二
の
巻
頭
歌
に
つ
い
て
、
な
ぜ
雄

略
天
皇
の
作
と
さ
れ
た
か
・
な
ぜ
磐
媛
皇
后
の
作
と
さ
れ
た
か
を
問
う
て
来

た
。
し
か
し
巻
三
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
ま
ま
に
今
日
に
至
っ
た
。
漸
く

l
考
を
試
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
来
た
。
以
下
こ
れ
ま
で
の
経
過

を
振
り
返
り
な
が
ら
、
巻
三
の
作
者
が
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
と
さ
れ
た
必
然
性

を
考
え
て
み
た
い
。
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一
　
こ
れ
ま
で
の
経
過

『
万
葉
集
』
　
の
巻
頭
歌
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
雄
略
天
皇
の
歌
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
単
な
る
偶
然
の
な
さ
し
め
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
見
る

の
が
至
当
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
江
戸
の
昔
か
ら
問
わ
れ
始

（1）

め
て
い
た
。
例
え
ば
　
『
万
葉
代
匠
記
』
　
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

此
み
か
と
は
、
き
は
め
て
を
ゝ
し
く
お
は
し
ま
し
て
、
む
く
つ
け
き
事

を
も
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
と
も
、
ま
た
い
さ
め
に
も
は
や
く
し
た
か
い
た

ま
ひ
、
又
歌
を
も
お
り
ふ
し
に
つ
け
て
あ
ま
た
よ
ま
せ
た
ま
へ
り
。
色
を

も
こ
の
ま
せ
た
ま
ひ
け
れ
は
、
も
し
御
め
も
と
ま
り
て
と
は
せ
た
ま
へ
る

に
や
。
す
こ
や
う
の
も
の
ゝ
、
御
ま
な
し
り
に
か
ゝ
り
て
、
か
ゝ
る
御
製

の
あ
り
け
る
は
、
や
さ
し
く
も
か
た
し
け
な
く
も
侍
る
か
な
。
お
は
よ
そ
、

文
武
は
鳥
の
両
翼
に
し
て
、
か
く
へ
か
ら
す
と
い
へ
と
も
、
時
に
し
た
か

ひ
て
、
た
か
ひ
に
表
裏
あ
る
べ
し
。
み
た
れ
た
る
世
に
は
、
武
を
外
に
し

て
文
を
内
に
し
、
治
れ
る
時
に
は
、
武
を
裏
に
し
て
文
を
表
と
す
へ
し
。
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か
た
き
は
ね
を
つ
ゝ
む
に
、
や
は
ら
か
な
る
皮
を
も
て
す
れ
は
こ
そ
、
う

る
ほ
し
く
は
み
ゆ
れ
。
威
徳
を
も
て
、
世
を
や
す
ら
か
に
、
久
し
く
お
さ

め
た
ま
ひ
、
雄
略
を
ゝ
く
り
名
に
も
お
は
せ
た
ま
へ
る
き
み
の
、
か
く
ま

て
仁
愛
ふ
か
く
よ
ま
せ
た
ま
へ
れ
は
、
世
は
あ
か
れ
る
昔
に
、
人
は
み
か

と
に
ま
し
く
て
、
尤
一
部
を
く
ゝ
る
徳
を
具
せ
る
歌
な
る
ゆ
へ
に
、
撰

者
こ
れ
を
巻
頭
に
は
す
へ
け
る
な
る
へ
し

近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
こ
の
認
識
は
継
東
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、

（2）

例
え
ば
折
口
信
夫
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

引
吋
の
兄
力
は
鎮
魂
に
あ
っ
た
。
鎮
魂
は
、
出
動
息
封
と
解
く
の
が
古

く
、
た
ま
し
づ
め
は
後
で
あ
る
。
た
ま
・
た
ま
し
ひ
に
就
い
て
は
別
に
述

べ
て
置
い
た
が
、
結
局
、
時
あ
っ
て
外
か
ら
や
っ
て
来
る
吋
剖
な
る
も
の

が
あ
っ
て
、
此
が
身
笹
に
密
著
す
る
と
、
威
力
・
活
力
の
根
元
に
な
る

－
－
1
天
皇
霊
も
其
一
つ
で
、
最
威
力
あ
る
も
の
　
－
　
と
考
へ
た
。
此
、
密

著
さ
せ
る
方
法
が
珂
剖
対
机
で
、
此
か
ら
、
ね
封
u
づ
動
の
考
へ
が
生
じ

た
。
即
、
か
う
し
て
密
著
さ
せ
た
た
ま
が
、
ふ
ら
ふ
ら
と
詣
離
し
な
い
様

に
抑
へ
つ
け
る
の
が
村
剖
u
づ
叫
で
あ
る
。
此
、
鎮
魂
の
方
法
と
し
て
の

唱
へ
言
が
引
出
で
、
共
を
唱
へ
て
ゐ
る
と
、
珂
封
が
寄
っ
て
来
て
密
著
す

る
、
又
、
抑
へ
つ
け
ら
れ
る
と
考
へ
た
。
前
に
挙
げ
た
、
雄
略
天
皇
・
磐

媛
皇
后
の
歌
は
、
此
鎮
魂
の
詞
章
で
あ
っ
た
、
と
見
ら
れ
る
。
此
お
二
方

の
歌
が
、
二
十
所
ま
で
も
載
せ
ら
れ
た
理
由
が
、
共
で
訣
る
の
で
あ
る
。

庵
っ
と
も
折
口
信
夫
は
こ
の
記
述
の
直
前
で
「
万
葉
集
で
は
、
ま
た
、
別

の
理
想
を
人
格
の
上
に
加
て
ゐ
る
。
即
、
歌
の
上
で
名
高
い
お
方
を
理
想
の

人
格
者
と
し
た
。
実
は
、
其
方
の
お
作
り
に
な
っ
た
歌
が
名
高
く
償
っ
た
事

か
ら
で
あ
る
が
、
雄
略
天
皇
・
磐
媛
皇
后
な
ど
、
さ
う
し
た
意
味
で
、
理
想

的
な
人
格
者
と
思
ほ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」
と
も
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
こ

の
他
で
も
折
に
触
れ
雄
略
天
皇
歌
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
。

（3）

現
代
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
伊
藤
博
は
「
記
紀
」
編
者
達
の
意
識
を
探
り

な
が
ら
次
の
よ
う
堅
言
う
。

す
で
に
記
紀
編
者
た
ち
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
と
同
時
代
の

同
階
級
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
巻
一
編
著
層
に
お
い
て
も
、
「
近
つ
世
」
に

お
い
て
雄
略
天
皇
を
特
視
す
る
と
ら
え
方
は
同
様
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
巻
〓
冒
頭
に
雄
略
天
皇
の
御
製
が
飾

ら
れ
た
意
味
も
、
お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
雄
略
御
製
は
、

紆
明
朝
以
下
藤
原
官
に
至
る
「
白
鳳
的
現
代
」
　
の
一
つ
上
り
た
る
世
を
代

表
し
象
徴
す
る
君
主
の
、
め
で
た
く
力
あ
る
歌
と
し
て
、
い
わ
ば
巻
頭
言

的
な
意
味
合
い
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
飾
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
い
か

え
れ
ば
、
前
代
の
天
子
の
象
徴
と
し
て
崇
む
べ
き
天
皇
の
御
製
を
も
っ
て

巻
頭
を
飾
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
宮
廷
歌
集
の
威
容
を
整
え
よ
う
と
す
る

意
図
を
示
す
も
の
、
そ
れ
が
巻
l
 
A
部
の
構
造
体
で
は
な
か
っ
た
か
。

伊
藤
博
は
こ
の
考
え
を
更
に
発
展
さ
せ
て
「
女
帝
と
歌
集
－
－
1
持
統
万
葉
か

（4）

ら
元
明
万
葉
へ
⊥
（
『
専
大
国
文
1
号
』
）
　
に
至
っ
た
。
三
谷
栄
l
は
こ

の
「
女
帝
と
歌
集
」
に
、
「
な
ぜ
雄
略
を
『
舌
』
を
代
表
と
す
る
君
主
と
し

た
の
か
」
と
批
判
を
加
え
、
「
雄
略
二
年
紀
」
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
天
皇
、
心
を
以
て
師
と
し
た
ま
ふ
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
「
わ
れ
」
と

い
う
も
の
を
是
と
し
、
自
分
の
分
別
に
た
よ
り
、
喜
怒
哀
楽
を
豊
か
に
表

現
す
る
心
の
持
主
と
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
『
万
葉
集
』
巻
l
の
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巻
頭
歌
に
「
吾
こ
そ
居
れ
」
「
吾
こ
そ
坐
せ
」
「
吾
こ
そ
は
告
ら
じ
」
と
い

う
語
を
置
い
た
「
わ
れ
」
　
の
強
烈
な
意
識
を
蓑
し
て
い
る
こ
の
歌
を
、
雄

略
天
皇
御
製
と
比
定
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

（5）

私
も
既
に
一
つ
の
論
理
を
提
示
し
た
。
『
万
葉
集
』
が
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
で

あ
る
限
り
、
歌
に
関
わ
る
考
え
方
が
そ
の
背
後
に
在
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
視

点
に
立
っ
て
で
あ
る
。
理
想
の
天
皇
な
ら
仁
徳
天
皇
で
も
良
か
っ
た
は
ず
だ

し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
巻
二
の
巻
顕
歌
磐
媛
皇
后
歌
と
対
に
な
っ
て
好
都

合
だ
が
そ
う
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
こ
そ
雄
略
天
皇
作
の
意
味
が
あ
る
と
い

う
よ
う
に
。
先
学
の
提
示
し
て
来
た
と
お
り
、
雄
略
天
皇
は
歌
に
関
わ
る
多

く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
残
し
て
い
る
。
購
蛤
を
巡
る
話
・
三
重
の
采
女
を
巡
る

話
（
『
古
事
記
』
）
・
靖
蛤
を
巡
る
話
（
歌
を
要
請
し
て
い
る
記
述
を
も
っ
て
い

る
）
・
葛
城
山
の
狩
猟
に
際
し
、
怖
じ
け
づ
い
た
舎
人
が
歌
を
歌
っ
て
天
皇
の

許
し
を
得
た
話
・
泊
瀬
に
出
掛
け
、
感
を
興
し
て
歌
っ
た
話
・
木
工
闘
鶏
御

田
を
巡
る
話
・
木
工
貴
名
部
其
根
を
巡
る
話
等
（
『
日
本
書
紀
』
）
歌
に
関
わ

る
古
代
の
考
え
方
を
探
る
に
は
打
っ
て
つ
け
の
資
料
が
現
存
し
、
そ
れ
ら
一

つ
l
つ
の
資
料
が
現
代
の
歌
観
と
は
異
な
る
意
味
を
我
々
に
伝
え
て
い
る
こ

と
に
着
目
し
、
『
万
葉
集
』
巻
頭
歌
は
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
歌
を
巡
る
考
え

方
、
言
わ
ば
古
代
の
歌
観
を
背
負
っ
て
、
巻
頭
歌
足
り
得
た
と
考
え
た
の
で

あ
る
。
こ
の
当
時
私
は
舌
代
文
学
会
に
所
属
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ま

で
の
学
界
の
成
果
に
満
た
さ
れ
て
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
独
自
に
考
え
よ
う
と

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
方
法
と
し
て
は
近
代
的
な
内
面
表
出
に
重
き
を
置
い

て
い
た
の
で
、
現
在
か
ら
見
れ
ば
た
ど
た
ど
し
い
も
の
と
し
か
映
ら
な
い
よ

う
だ
。
だ
が
着
眼
点
は
現
在
も
修
正
の
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
雄
略

天
皇
は
、
自
ら
歌
を
歌
い
・
他
人
に
歌
を
歌
あ
せ
、
他
人
の
歌
を
聞
い
て
怒

り
の
心
を
鎮
め
る
と
言
っ
た
、
歌
を
巡
っ
て
典
型
を
成
す
天
皇
で
あ
っ
た
。

（
つ
い
で
に
、
こ
の
後
問
題
に
な
る
舎
人
の
在
り
様
が
、
雄
略
天
皇
を
巡
る

話
の
中
に
も
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
置
き
た
い
。
）

そ
も
そ
も
『
万
葉
集
』
　
の
巻
頭
歌
の
場
合
、
巻
二
以
下
の
巻
頭
歌
と
は
些

か
異
な
る
性
格
を
持
ち
、
『
万
葉
集
』
巻
一
の
巻
頭
歌
で
あ
る
こ
と
と
、
『
万

葉
集
』
全
巻
の
巻
頭
歌
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
巻
四
の
巻

頭
歌
が
仁
徳
天
皇
の
妹
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
ど
う
や

ら
巻
一
よ
り
巻
三
ま
で
の
、
三
巻
の
巻
頭
歌
で
あ
る
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
つ
て
の
私
の
問
い
は
　
『
万
葉
集
』
　
の
巻
頭
歌
が
な
ぜ
雄
略
天
皇
作
と
さ

れ
た
か
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
答
え
を
『
古
事
記
』
と
　
『
日

本
書
紀
』
　
の
雄
略
天
皇
像
に
関
わ
る
と
予
想
し
、
歌
を
巡
る
記
述
の
中
に
あ

る
と
仮
定
し
た
。
『
万
葉
代
匠
記
』
　
に
言
う
「
歌
の
徳
」
に
拠
る
と
す
る
考

え
は
そ
の
限
り
で
大
枠
を
射
当
て
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
は
何
も
言
っ
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
『
万
葉
集
』
が
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
で

あ
る
限
り
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

佐
佐
木
幸
綱
は
　
『
万
葉
集
』
　
に
も
『
古
今
集
』
　
の
序
文
の
よ
う
な
も
の
が

あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
察
し
た
（
青
土
社
『
万
葉
へ
』
）
が
、
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
で
は
な
い
こ
と
の
よ
う
に
私
も
思
う
。
し
か
し
現
状
の
　
『
万
葉
集
』
　
に

は
そ
の
断
片
さ
え
な
い
の
だ
か
ら
、
現
在
の
在
り
様
に
拘
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
私
は
、
『
万
葉
集
』
　
の
巻
頭
歌
は
序
文
の
役
割
も
合
わ
せ
負
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
　
は
、
そ
の
巻
頭
歌
を

雄
略
天
皇
作
と
す
る
こ
と
で
、
歌
と
は
何
か
に
つ
い
て
答
え
、
歌
と
は
ど
う

い
う
働
き
を
す
る
か
に
つ
い
て
答
え
て
い
る
と
考
え
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

事
に
乗
じ
て
歌
を
要
請
し
、
事
に
乗
じ
て
自
ら
歌
い
、
事
に
及
ん
で
は
他
人

か
ら
歌
い
か
け
ら
れ
て
心
を
和
ま
す
と
い
う
よ
う
に
。
丁
度
こ
れ
は
、
『
古

今
集
』
序
文
冒
頭
が
「
毛
詩
」
序
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
も

ま
た
「
毛
詩
」
序
に
よ
っ
て
い
た
可
能
性
を
宿
し
て
い
る
。
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中
国
大
陸
で
は
既
に
古
く
よ
り
『
詩
経
』
を
持
ち
、
正
史
を
持
っ
て
、
日

本
の
舌
代
国
家
形
成
期
の
範
を
な
し
て
い
た
。
人
材
登
用
試
験
に
「
毛
詩
」

が
課
せ
ら
れ
て
い
た
日
本
古
代
律
令
制
度
の
あ
り
よ
う
か
ら
考
え
る
限
り
、

正
史
『
日
本
書
紀
』
を
持
っ
た
こ
と
に
お
い
て
、
『
詩
経
』
　
に
当
た
る
で
あ

ろ
う
『
万
葉
集
』
を
持
つ
に
至
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
は

な
い
こ
と
を
保
証
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
編
纂
に
際
し
て
、
冒
頭
歌
を
誰
の

何
で
飾
る
か
は
重
大
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
見
て
大
過
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
論
理
は
巻
二
の
冒
頭
歌
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。

巻
二
の
巻
頭
歌
は
周
知
の
よ
う
に
、
仁
徳
天
皇
の
后
、
磐
嬢
の
歌
と
さ
れ

（6）

て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
雄
略
天
皇
が
巻
頭
歌
作
者
と

さ
れ
た
理
由
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
『
古
事
記
』
・

『
日
本
書
紀
』
・
『
万
葉
集
』
　
に
残
さ
れ
た
磐
媛
皇
后
の
イ
メ
ー
ジ
と
歌
と
の
繋

が
り
に
こ
そ
そ
の
理
由
を
求
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
た
。
巻
二
巻
頭
歌
に
つ

い
て
は
紙
数
の
都
合
で
詳
述
を
省
く
が
、
折
口
信
夫
が
雄
略
天
皇
歌
同
様
考

察
を
加
え
て
い
る
。
私
の
視
点
は
雄
略
天
皇
歌
を
考
え
た
方
法
と
同
様
で
あ

る。

さ
て
、
そ
れ
で
は
巻
三
の
巻
頭
歌
は
な
ぜ
人
麻
呂
作
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
「
宮
廷
歌
人
」
柿
本
人
麻
呂

こ
れ
ま
で
の
考
察
が
、
「
歌
」
　
の
論
理
を
根
底
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た

と
し
た
ら
、
今
度
の
考
察
も
そ
の
視
点
を
外
し
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の
視
点

（7）

に
立
つ
限
り
、
現
在
の
　
『
万
葉
集
』
研
究
の
水
準
で
は
、
古
橋
信
孝
の
　
『
古

代
和
歌
発
生
論
』
　
に
展
開
さ
れ
た
、
人
麻
呂
を
宮
廷
歌
人
の
「
給
源
」
と
み

る
、
所
謂
（
柿
本
人
麻
呂
宮
廷
歌
人
始
源
論
）
に
立
つ
の
が
最
も
相
応
し
い

と
思
わ
れ
る
。

古
橋
の
人
麻
呂
論
に
は
幾
つ
か
の
重
要
な
ポ
イ
ソ
ト
が
存
在
す
る
。
学
問

と
し
て
の
厳
密
性
の
指
摘
、
古
代
文
学
研
究
に
お
け
る
近
代
的
研
究
方
法
の

限
界
性
の
指
摘
、
古
橋
独
自
の
宮
廷
歌
人
静
な
ど
で
あ
る
。
も
っ
と
も
独
自

性
と
は
言
え
、
「
宮
廷
歌
人
論
」
は
折
口
信
夫
の
提
出
し
た
仮
説
と
し
て
既

に
人
口
に
胎
灸
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
折
口
信
夫
は
そ
の
論
理
構
造

を
説
得
性
豊
か
に
提
示
し
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
か
っ
た
。

古
橋
は
、
人
麻
呂
研
究
の
典
型
を
橋
本
達
雄
の
『
柿
本
人
麻
呂
』
　
（
l
九

八
四
・
新
典
社
）
や
伊
藤
博
の
　
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
二
九
七
五
・
塙

書
房
）
　
に
求
め
、
人
麻
呂
を
宮
人
と
し
て
捉
え
る
も
の
の
う
ち
、
特
に
「
舎

人
説
」
を
、
橋
本
の
「
当
時
の
官
人
と
し
て
の
過
程
で
あ
る
舎
人
と
い
う
意

味
」
と
、
伊
藤
の
「
皇
子
・
皇
女
ら
の
挽
歌
を
残
し
て
い
る
の
は
そ
の
近
辺

に
仕
え
て
い
る
舎
人
と
い
う
意
味
」
・
「
ト
ネ
リ
文
学
と
い
う
言
い
方
」
　
に
求

め
、
l
方
、
「
舎
人
説
」
　
に
批
判
を
寄
せ
る
阿
蘇
瑞
枝
の
説
を
紹
介
し
て
、

学
問
の
在
り
方
に
言
及
し
、
「
厳
密
な
実
証
主
義
自
体
が
幻
想
だ
と
い
う
こ

と
を
わ
き
ま
え
て
、
古
代
総
体
か
ら
厳
し
く
論
理
と
し
て
導
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
、
先
行
す
る
学
説
を
捉
え
る
。

古
橋
は
先
行
す
る
学
説
に
対
し
て
全
く
新
し
い
見
地
を
提
出
す
る
の
に
、

彼
の
目
に
写
っ
た
「
舎
人
」
と
名
付
け
ら
れ
た
古
代
史
料
の
「
役
割
」
に
拘

る
。
古
橋
は
『
古
事
記
』
仁
徳
天
皇
条
の
「
舎
人
鳥
山
・
丸
運
臣
口
子
」
に

着
目
し
、
独
特
の
「
読
み
」
を
施
し
て
、
「
鳥
山
・
口
子
」
と
人
格
化
さ
れ
た

舌
代
史
料
の
中
に
、
「
舎
人
」
　
の
役
割
を
抽
出
し
、
「
舎
人
鳥
山
」
に
は
「
使

い
に
行
く
こ
と
だ
け
が
取
り
出
さ
れ
て
人
格
化
さ
れ
た
も
の
」
を
、
「
口
子
」

に
は
「
実
際
の
使
者
」
を
見
な
が
ら
、
「
舎
人
鳥
山
」
の
登
場
を
「
舎
人
と

い
う
も
の
が
も
っ
て
い
た
特
殊
の
役
割
に
よ
る
」
と
し
て
、
「
使
い
と
は
主

人
の
意
志
を
完
全
に
理
解
し
託
さ
れ
た
伝
言
を
超
え
て
、
主
人
の
気
持
ち
を

相
手
に
伝
え
、
主
人
の
実
現
し
た
い
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
者
の
こ

と
」
と
し
た
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
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天
皇
が
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
そ
っ
く
り
、
つ
ま
り
天
皇
の
一
人
称

で
相
手
に
話
す
。
そ
の
部
分
が
鳥
山
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

使
い
は
、
伝
言
を
伝
え
る
前
後
に
天
皇
の
気
持
ち
を
汲
ん
で
相
手
を
説
得

し
、
さ
ら
に
天
皇
の
意
志
を
実
現
す
べ
く
こ
と
ば
を
扱
っ
て
企
み
を
な
す
。

そ
の
部
分
が
口
子
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
舎
人
の
役
割
が
二

人
に
分
け
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
使
者
」
と
は
、
「
主
人
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
と
主
人
を
理
解

し
援
護
す
る
の
は
二
つ
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
を
ひ
と
り
の
人
格
で
体
現
す

る
」
も
の
の
こ
と
と
し
た
。
古
橋
は
こ
う
し
た
「
使
者
」
　
の
在
り
様
に
、

「
物
語
の
語
り
手
」
を
同
値
さ
せ
て
い
る
。
古
橋
が
「
舎
人
」
に
拘
っ
た
の

は
、
古
代
史
料
の
中
に
現
代
に
お
け
る
「
使
者
」
　
の
認
識
と
は
異
な
っ
た
認

識
を
見
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
「
鳥
山
」
と
「
口
子
」
と
は
、
確
か
に

「
鳥
」
　
の
不
思
議
と
「
言
葉
」
　
の
不
思
嵩
を
現
代
人
と
は
異
な
っ
た
位
相
か

ら
捉
え
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
鳥
は
空
間
を
越
え
、
言
葉

は
意
味
を
伝
え
て
不
可
思
議
な
も
の
だ
か
ら
だ
。
現
代
人
の
我
々
な
ら
ば
当

た
り
前
と
見
な
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
、
舌
代
史
料
の
あ
る
が
ま
ま

に
反
応
し
、
事
細
か
く
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
現
す
べ
く
立
ち
向
か
っ
た
古
橋

の
読
み
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
古
代
の
姿
が
立
ち
現
れ
て
来
た
と
言
っ
て
も
良

さ
そ
う
で
あ
る
。
古
代
の
人
々
は
こ
う
し
た
も
の
の
把
壇
の
仕
方
を
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
こ
う
し
た
所
に
こ
そ
古
代
の
認
識
の
構
造
的
な
特

質
が
あ
っ
た
と
も
言
い
得
よ
う
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
古
橋
が
深
読
み
し
た
と

い
う
の
で
は
な
く
、
古
代
史
料
と
し
て
把
墟
し
て
来
た
我
々
の
読
み
方
が
杜

撰
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
古
代
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
切
れ
な
か
っ
た
と

言
う
べ
き
な
の
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
「
舎
人
」
が
な
ぜ
人
麻

呂
に
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
橋
信
孝
望
一
一
ロ
う
。
「
こ
と
ば
を
扱
う
ロ
子
の
よ
う
な
者
が
貴
腐
の
身
辺

紅
い
た
こ
と
」
、
「
人
麻
呂
も
そ
う
い
う
者
の
系
譜
に
あ
る
と
考
え
る
の
は
、

お
そ
ら
く
正
し
い
」
と
。
「
貴
顕
の
身
辺
に
い
」
て
、
「
こ
と
ば
を
扱
う
者
は
、

伝
え
ら
れ
た
歌
な
り
、
ま
た
伝
言
な
り
を
そ
の
主
人
公
に
な
っ
て
伝
え
つ
つ
、

そ
の
歌
な
ら
歌
が
う
た
わ
れ
た
状
況
を
う
た
い
手
に
そ
っ
て
活
き
活
き
と
再

現
し
説
明
す
る
能
力
を
も
っ
た
者
た
ち
」
な
の
だ
が
、
そ
の
「
立
場
」
と
し

て
、
「
う
た
い
手
に
転
移
し
て
う
た
う
こ
と
と
、
そ
れ
を
外
側
か
ら
客
観
視

す
る
、
つ
ま
り
（
共
同
性
）
　
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
」
し
、
「
し
か
し
、
使

者
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
そ
の
う
た
い
手
の
心
に
近
い
位
置
に
立

ち
、
客
観
性
を
貫
く
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
が
語
ら
れ
る
主
人
公
を
伝
え
て

い
く
（
共
同
性
）
だ
か
ら
だ
」
と
言
い
、
そ
れ
は
「
主
人
公
に
た
い
す
る
共

感
と
い
っ
て
も
よ
い
」
と
言
う
。
こ
れ
は
言
わ
ば
「
代
作
論
」
に
繋
が
る
も

の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
単
な
る
代
作
論
で
は
な
く
、
そ
の
構
造
論
を
展
開

し
て
い
て
興
味
深
い
。

古
橋
は
続
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

語
り
手
（
う
た
い
手
）
　
は
主
人
公
の
心
に
入
り
込
み
、
ま
た
主
人
公
を

め
ぐ
る
状
況
を
外
か
ら
表
現
す
る
特
殊
な
能
力
を
も
っ
た
者
だ
っ
た
。
い

わ
ゆ
る
個
人
の
情
を
こ
め
た
り
は
し
な
い
。
も
し
そ
う
み
え
る
部
分
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
誰
で
も
が
そ
う
感
じ
る
と
い
う
（
共
同
性
）
と
し
て
の
情

が
そ
う
み
え
る
だ
け
で
あ
る
。
人
麻
呂
が
受
け
継
い
だ
の
は
、
お
そ
ら
く

そ
う
い
う
語
り
手
へ
う
た
い
手
）
　
の
あ
り
方
で
あ
る
。
（
二
三
六
貢
）

古
橋
は
こ
の
あ
り
方
を
青
野
讃
歌
に
確
認
し
、
青
野
讃
歌
に
は
「
人
麻
呂

の
個
性
な
り
固
有
性
な
り
は
ま
る
で
蓑
現
さ
れ
て
い
な
い
」
と
言
い
切
っ
て

い
る
。
し
か
し
人
麻
呂
作
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
「
名
が
記
さ
れ
る
」
こ

と
の
意
義
を
問
う
て
「
作
家
論
の
始
ま
り
」
を
指
摘
し
、
特
に
そ
の
作
家
論

の
対
象
に
な
り
得
る
理
由
を
、
「
諸
皇
子
皇
女
の
挽
歌
数
首
を
は
じ
め
多
数
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の
歌
を
残
し
て
い
る
か
ら
」
だ
と
言
う
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
人
麻
呂
は
宮

廷
歌
に
関
す
る
限
り
、
「
時
代
の
（
共
同
性
）
そ
の
も
の
を
う
た
っ
て
い
る

だ
け
だ
か
ら
、
や
は
り
固
有
の
作
家
論
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
言
う
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
「
宮
廷
歌
を
多
く
う
た
っ
て
い
る
こ
と
と
作
者

名
と
の
関
係
」
が
立
ち
現
れ
、
人
麻
呂
を
「
宮
廷
歌
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
有

効
性
が
現
れ
る
と
も
言
う
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
時
代
に
所
謂
「
宮
廷
歌
人
」
な
る
も
の
が
出
現
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
古
橋
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宮
廷
と
は
国
家
を
中
枢
で
支
え
る
者
＝
貴
族
た
ち
の
社
会
だ
か
ら
、
宮

廷
歌
人
は
そ
の
貴
族
た
ち
の
共
通
の
想
い
を
う
た
う
歌
人
で
あ
る
。
舌
代

国
家
は
そ
れ
ま
で
の
村
落
共
同
体
が
上
昇
し
た
国
と
は
異
な
り
、
律
令
と

い
う
制
度
に
よ
っ
て
新
た
な
体
系
を
も
つ
共
同
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
れ
ま
で
の
村
落
的
な
神
轟
と
は
異
な
る
儀
式
歌
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ

に
、
そ
の
国
家
を
支
え
る
貴
族
た
ち
は
、
自
己
の
属
す
る
共
同
体
を
離
れ
、

宮
廷
に
帰
属
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
の
個
別
性
を
も
っ
て

い
た
。
貴
族
ご
と
に
始
祖
と
歴
史
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
宮
廷
と
は

そ
う
い
う
貴
族
た
ち
の
集
合
す
る
社
会
だ
っ
た
か
ら
、
あ
る
儀
式
が
あ
る

神
話
に
則
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
始
源
の
再
現
と
し
て
の
儀
式
で
あ
る
と

同
時
に
、
そ
の
時
点
の
儀
式
と
い
う
個
別
性
も
も
っ
た
の
で
あ
る
。
誰
だ

れ
天
皇
の
時
に
、
誰
だ
れ
が
取
り
し
き
っ
た
儀
礼
で
、
誰
の
舞
が
す
ぼ
ら

し
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
つ
ま
り
儀
式
ご
と
に
歌
が
要
求
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
宮
廷
の
歌
を
新
た
に
作
る
歌
人
が
必
要
と

な
っ
た
。
そ
れ
が
宮
廷
歌
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
二
三
入
貢
）

し
か
も
古
橋
は
、
「
柿
本
人
麻
呂
以
前
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
歌
人

名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
人
麻
呂
は
宮
廷
歌
人
の
始
ま
り
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
言
い
、
同
様
に
宮
廷
歌
を
残
し
た
額
田
王
は
、
天
皇

の
親
族
と
し
て
の
位
置
か
ら
歌
っ
て
い
た
の
で
宮
廷
歌
人
に
は
入
ら
な
い
と

断
じ
て
い
る
。
こ
の
宮
廷
歌
人
と
し
て
の
存
在
性
は
、
も
は
や
「
舎
人
で
な

く
」
な
っ
て
い
る
と
の
認
識
も
付
し
て
い
る
。

橋
本
達
雄
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
宮
廷
歌
人
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に

（8）

使
い
出
し
た
の
は
折
口
信
夫
だ
っ
た
よ
う
だ
。
「
代
作
論
」
は
既
に
橘
守
部

『
稜
威
言
別
』
　
に
現
れ
て
い
る
が
近
代
に
置
い
て
は
折
口
信
夫
が
早
か
っ
た

よ
う
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
の
古
橋
信
孝
の
論
は
、
折
口
信
夫
の
言
葉
に
明
確

な
輪
郭
、
構
造
を
与
え
た
も
の
と
言
っ
て
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
「
宮
廷
歌
人
論
」
を
前
に
す
る
と
き
、
巻
三
の
巻
頭
歌

作
者
に
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
必
然
性
を
と
言
え
ば
、

当
然
「
そ
の
必
然
性
は
人
麻
呂
が
宮
廷
歌
人
の
始
源
だ
っ
た
か
ら
」
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
歌
に
関
す
る
　
『
万
葉
集
』
　
の
巻
の
一
つ
、
三
巻
の

冒
頭
歌
作
者
を
理
由
づ
け
る
根
拠
と
し
て
ほ
申
し
分
無
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
万
葉
集
』
巻
の
三
に
は
大
伴
家
持
の
歌
も
載
っ
て
居
て
、
そ
の
掲
載
歌
題

詞
に
は
「
内
舎
人
大
伴
宿
爾
家
持
の
作
る
歌
」
と
あ
っ
て
、
「
宮
廷
歌
人
」

と
い
う
新
作
語
を
脅
か
す
。

三
　
「
宮
廷
歌
人
論
」
批
判

柿
本
人
麻
呂
を
巡
る
古
橋
信
孝
の
考
察
が
、
舌
代
文
学
上
重
要
な
論
理
を

展
開
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
積
も
り
は
全
く
無
い
。
し
か
し
な
が
ら
一

旦
「
宮
廷
歌
人
」
と
い
う
言
葉
を
肯
定
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
言
葉
の
便
利

さ
・
吸
引
力
に
よ
っ
て
、
恰
も
そ
う
し
た
言
葉
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
現
実

（
史
的
事
実
）
が
そ
の
言
葉
と
共
に
存
在
し
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち

で
あ
る
。
し
か
し
も
し
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
「
宮
廷
歌
人
」
に
匹

敵
す
る
は
ず
の
言
葉
が
存
在
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
は

「
宮
廷
歌
人
」
と
い
う
新
作
語
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
な
の
で
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あ
る
。
も
っ
と
も
説
明
の
た
め
の
言
語
と
割
り
切
っ
て
考
え
れ
ば
そ
れ
は
そ

れ
で
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
新
作
語
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
史

実
と
し
て
管
〔
体
的
な
言
葉
と
し
て
概
念
化
さ
れ
な
か
っ
た
〉
と
い
う
微
妙

な
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
《
歌
を
巡
る
考
え
方
》
と
し
て
当
時
存
在
し
た
で
あ

ろ
う
過
渡
期
の
《
観
念
〉
を
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
私
に
は

思
わ
れ
る
の
だ
。

仮
に
「
舎
人
」
　
の
系
譜
で
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
古
橋
信
孝
の
論
理
は
こ

の
大
伴
家
持
「
内
舎
人
」
に
も
及
ぶ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
こ
の
「
内
舎
人
」
は
、
「
宮
廷
歌
人
」
と
は
別
系
統
の
、
「
舎
人
」

に
直
結
し
た
、
復
古
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
で
も
考
え
る
べ
き
か
。
そ
の
他

理
屈
は
い
ろ
い
ろ
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
「
〓
ハ
年
甲
中
春
二
月
、

安
環
皇
子
の
亮
ぜ
し
時
、
内
舎
人
大
伴
宿
禰
家
持
の
作
る
歌
六
首
」
は
ど
う

し
て
も
、
人
麻
呂
の
歌
に
繋
が
ら
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
う
。
間
に

笠
金
村
・
草
持
千
年
・
山
部
赤
人
な
ど
を
挟
ん
で
い
る
と
は
言
え
、
青
野
讃

歌
に
至
っ
て
は
大
伴
旅
人
も
作
歌
し
、
家
持
も
作
歌
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の

に
人
麻
呂
・
金
村
・
千
年
・
赤
人
等
を
宮
廷
歌
人
と
し
、
旅
人
・
家
持
等
を

そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
い
う
の
は
、
私
に
は
腑
に
落
ち
な
い
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
旅
人
・
家
持
に
匹
敵
す
る
者
は
外
に
も
数
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

正
史
に
名
を
連
ね
た
そ
う
し
た
人
々
は
官
人
扱
い
さ
れ
、
正
史
に
名
を
連
ね

な
か
っ
た
人
麻
呂
以
下
の
人
々
を
特
に
「
宮
廷
歌
人
」
の
新
概
念
に
よ
っ
て

指
し
示
す
必
要
が
本
当
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
家
持
の
歌
は
次
の
よ
う
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

〓
ハ
年
甲
中
春
二
月
、
安
環
皇
子
の
幕
ぜ
し
時
、
内
舎
人
大
伴
宿

禰
家
持
の
作
る
語
六
首

懸
け
ま
く
も
　
あ
や
に
恐
こ
し
　
言
は
ま
く
も
　
ゆ
ゆ
し
き
か
も
　
吾

が
王
　
御
子
の
命
　
万
代
に
　
食
し
た
ま
は
ま
し
　
大
日
本
　
久
選
の

京
は
　
打
ち
靡
く
　
春
去
り
ぬ
れ
ば
　
山
辺
に
は
　
花
咲
き
を
を
り

河
瀬
に
は
　
年
魚
子
さ
走
り
　
弥
日
異
に
　
栄
ゆ
る
時
に
　
進
言
の

狂
言
と
か
も
　
白
細
に
　
舎
人
装
束
ひ
て
　
和
豆
香
山
　
御
輿
立
た
し

て
　
久
藍
の
　
天
知
ら
し
ぬ
れ
　
こ
ひ
ま
ろ
ぴ
　
ひ
づ
ち
泣
け
ど
も

為

む

す

べ

も

な

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

巻

三

・

四

七

五

）

反
語

吾
が
王
　
天
知
ら
さ
む
と
　
患
は
ね
は
　
お
は
に
ぞ
見
け
る
　
和
豆
香

袖

山

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

巻

三

・

四

七

六

）

足
ひ
き
の
　
山
さ
へ
光
り
　
咲
く
花
の
　
散
り
ぬ
る
ご
と
き
　
吾
王
か

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

巻

三

・

四

七

七

）

右
三
首
は
、
二
月
三
日
作
る
訝

懸
け
ま
く
も
　
文
に
恐
こ
し
　
吾
王
　
皇
子
の
命
　
も
の
の
ふ
の
　
八

十
伴
の
男
を
　
召
し
集
へ
　
率
ひ
た
ま
ひ
　
朝
猟
り
に
　
鹿
猪
ふ
み
起

こ
し
　
暮
猟
り
に
　
鶉
雉
ふ
み
立
て
　
大
御
馬
の
　
口
抑
へ
駐
め
　
御

心
を
　
見
し
明
ら
め
し
　
活
道
山
　
木
立
の
繁
に
　
咲
く
花
も
　
移
ろ

ひ
に
け
り
　
世
間
は
　
か
く
の
み
な
ら
し
　
大
夫
の
　
心
振
り
起
こ
し

叙
刀
　
腰
に
取
り
侃
き
　
梓
弓
　
勒
取
り
負
ひ
て
　
天
地
と
　
弥
遠
長

に
　
万
代
に
　
か
く
し
も
が
も
と
　
漏
め
り
し
　
皇
子
の
御
門
の
　
五

月
蝿
な
す
　
騒
ぐ
舎
人
は
　
白
樺
に
　
服
取
り
着
て
　
常
に
あ
り
し

咲
ひ
振
る
舞
ひ
　
弥
日
異
に
　
変
ら
ふ
見
れ
ば
　
悲
し
き
ろ
か
も

（
巻
三
・
四
七
八
）

反
語

は
し
き
か
も
　
皇
子
の
命
の
　
あ
り
通
ひ
　
見
L
L
活
道
の
　
路
は
荒
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れ

に

け

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

巻

三

・

四

七

九

）

大
伴
の
　
名
に
負
ふ
勒
負
ひ
て
　
万
代
に
　
漏
み
し
心
　
何
所
に
か
寄

せ
む

（
巻
三
・
四
八
〇
）

右
の
三
首
は
、
三
月
二
十
四
日
に
作
る
諸

こ
れ
ら
の
歌
に
、
人
麻
呂
の
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
を
対
置
さ
せ
て
み
よ
う
。

高
市
皇
子
尊
の
城
上
の
疾
官
の
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌

一
首
並
び
に
短
歌

か
け
ま
く
も
　
ゆ
ゆ
し
き
か
も
〓
云
、
ゆ
ゆ
し
け
れ
ど
も
）
　
言
は

ま
く
も
　
あ
や
に
畏
こ
し
　
明
日
香
の
　
其
神
の
原
に
　
久
堅
の
　
天

の
御
門
を
　
催
く
も
　
定
め
た
ま
ひ
て
　
神
さ
ぶ
と
　
磐
隠
り
ま
す

や
す
み
L
L
　
吾
が
大
王
の
　
聞
こ
し
見
す
　
背
面
の
国
の
　
真
木
立

つ
　
不
破
山
越
え
て
　
高
麗
剣
　
和
射
兄
が
原
の
　
行
宮
に
　
天
降
り

い
ま
し
て
　
天
下
　
治
め
た
ま
ひ
て
　
〓
云
、
掃
ひ
た
ま
ひ
て
）
　
食

す
国
を
　
定
め
た
ま
ふ
と
　
鶏
の
鳴
く
　
我
妻
の
国
の
　
御
軍
士
を

喚
し
た
ま
ひ
て
　
千
磐
破
る
　
人
を
和
せ
と
　
奉
ろ
は
ぬ
　
国
を
治
め

と
〓
云
、
掃
へ
と
）
　
皇
子
な
が
ら
　
任
し
た
ま
へ
ば
　
大
御
身
に

大
刀
取
り
帯
し
　
大
御
手
に
　
弓
取
り
持
ち
し
　
御
軍
士
を
　
率
ひ
た

ま
ひ
　
斧
ふ
る
　
鼓
の
音
は
　
雷
の
　
声
と
聞
く
ま
で
　
吹
き
響
か
す

る
　
小
角
の
音
も
（
一
云
、
笛
の
音
は
）
　
散
見
た
る
　
虎
か
吼
ゆ
る

と
　
諸
人
の
　
協
び
ゆ
る
ま
で
に
（
〓
雪
聞
き
惑
ふ
ま
で
）
　
指
挙

げ
た
る
　
勝
の
磨
き
は
　
冬
木
成
　
春
去
り
来
れ
ば
　
野
毎
に
　
著
け

て
あ
る
火
の
　
（
〓
雪
冬
木
成
　
幸
野
焼
く
火
の
）
　
風
の
共
　
廉
く

が
如
く
　
取
り
持
て
る
　
弓
珂
駿
ぎ
　
み
雪
落
る
　
冬
の
林
に
（
〓
雪

木
綿
の
林
）
　
願
か
も
　
い
巻
渡
る
と
　
念
ふ
ま
で
　
聞
き
の
恐
く

（
l
云
、
諸
人
の
　
見
惑
ふ
ま
で
に
）
　
引
き
放
つ
　
欝
の
繁
け
く

大
雪
の
　
乱
れ
て
来
れ
（
〓
雪
質
な
す
　
そ
ち
寄
り
来
れ
ば
）
　
ま

つ
ろ
は
ず
　
立
ち
向
か
ひ
し
も
　
露
霜
の
　
消
な
ば
消
ぬ
べ
く
　
去
る

鳥
の
　
相
競
ふ
端
に
（
二
雪
朝
霜
の
　
消
な
ば
消
ゆ
と
い
ふ
に
　
空

蝉
と
　
争
う
端
に
）
　
渡
会
の
　
蘭
き
の
官
ゆ
　
神
風
に
　
い
吹
き
惑

は
し
　
天
雲
を
　
日
の
目
も
見
せ
ず
　
常
闇
に
　
覆
ひ
た
ま
ひ
て
　
定

め
て
し
　
水
穂
の
国
を
　
神
な
が
ら
　
大
数
き
ま
し
て
　
八
隅
知
し

吾
大
王
の
　
天
下
　
申
し
た
ま
へ
ば
　
万
代
に
　
然
し
も
あ
ら
む
と

〓
l
雪
　
か
く
も
あ
ら
む
と
）
木
綿
花
の
　
栄
ゆ
る
時
に
　
吾
大
王

皇
子
の
御
門
を
（
l
云
、
さ
す
た
け
の
　
皇
子
の
御
門
を
）
神
官
に

装
束
ま
つ
り
て
　
達
は
L
L
　
御
門
の
人
も
　
白
妙
の
　
麻
衣
着
て

埴
安
の
　
御
門
の
原
に
　
赤
根
刺
す
　
首
の
壷
　
鹿
じ
も
の
　
い
は
ひ

伏
し
っ
つ
　
烏
玉
の
　
暮
れ
に
至
れ
ば
　
大
殿
を
　
振
り
放
け
見
つ
つ

鶉
な
す
　
い
は
ひ
廻
り
　
侍
へ
ど
　
侍
ひ
得
ね
ば
　
春
鳥
の
　
さ
ま
よ

ひ
ぬ
れ
ば
　
嘆
け
ど
も
　
未
だ
過
ぎ
ぬ
に
　
憶
へ
ど
も
　
未
だ
轟
き
ね

ば
　
言
さ
へ
く
　
百
済
の
原
ゆ
　
神
葬
り
　
葬
り
い
ま
し
て
　
朝
も
よ

し
　
城
上
の
宮
を
　
常
官
と
　
高
く
し
ま
つ
り
て
　
神
な
が
ら
　
安
定

ま
し
ぬ
　
然
れ
ど
も
　
吾
大
王
の
　
万
代
と
　
念
し
食
し
て
　
作
ら
し

し
　
香
具
山
の
官
　
万
代
に
　
過
ぎ
む
と
念
へ
や
　
天
の
ご
と
　
振
り

放
け
見
つ
つ
　
玉
た
す
き
　
懸
け
て
偲
ば
む
　
恐
か
れ
ど
も

（
巻
二
・
一
九
九
）

短
歌
l
l
首

久
堅
の
　
天
知
ら
し
ぬ
る
　
君
故
に
　
日
月
も
知
ら
ず
　
恋
渡
る
か
も

（
巻
二
二
一
〇
〇
）

埴
安
の
　
池
の
堤
の
　
隠
り
沼
の
　
去
方
を
知
ら
ず
　
舎
人
は
迷
惑
ふ

（
巻
二
・
二
〇
こ
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「
或
書
反
歌
一
首
」
は
大
勢
に
影
響
が
な
い
の
で
掲
載
を
省
く
け
れ
ど
も
、

高
市
皇
子
が
亮
じ
た
六
九
六
年
か
ら
、
安
積
皇
子
の
亮
じ
た
七
四
四
年
の
間
、

皇
子
の
舞
去
に
際
し
て
挽
歌
が
歌
わ
れ
、
そ
の
歌
い
手
が
皇
族
外
の
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
蔑
ろ
に
は
出
来
な
い
と
患
う
。

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
古
橋
信
孝
は
人
麻
呂
を
「
舎
人
の
系
譜
」
に
位
置

付
け
た
。
し
か
し
人
麻
呂
は
舎
人
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
見
て
い
る
の
か
、

か
い
摘
ま
む
と
次
の
よ
う
だ
と
言
っ
て
い
た
。
「
律
令
と
い
う
制
度
に
よ
っ

て
新
た
な
体
系
を
も
つ
共
同
体
」
と
な
っ
て
い
た
「
宮
廷
」
は
、
「
国
家
を

中
枢
で
支
え
る
者
＝
貴
族
た
ち
の
社
会
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
村
落
的
な

神
話
と
は
異
な
る
儀
式
歌
を
必
要
と
し
」
、
儀
式
は
さ
ら
に
個
々
の
「
儀
式

ご
と
に
歌
が
要
求
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
」
と
推
卸
し
、
そ
う
し
た
個
々

の
儀
式
に
拘
わ
っ
て
歌
う
歌
人
、
所
謂
「
宮
廷
歌
人
」
が
出
現
し
、
人
麻
呂

は
そ
の
「
囁
矢
」
と
し
て
、
最
早
「
舎
人
で
な
く
」
な
っ
て
い
た
と
い
う
よ

う
に
。「

舎
人
」
　
の
在
り
様
を
「
仁
徳
記
」
　
の
「
鳥
山
」
・
「
ロ
子
」
に
見
た
古
橋

は
、
「
舎
人
」
を
「
ほ
と
ん
ど
物
語
の
語
り
手
だ
」
と
言
い
、
「
語
り
手
（
う

た
い
手
）
　
は
、
主
人
公
の
心
に
入
り
込
み
、
ま
た
主
人
公
を
め
ぐ
る
状
況
を

外
か
ら
表
現
す
る
特
殊
な
能
力
を
も
っ
た
者
」
と
言
う
。
そ
し
て
こ
の
系
譜

に
あ
っ
て
人
麻
呂
は
、
「
諸
皇
子
・
皇
女
の
死
を
」
「
同
じ
方
向
で
」
歌
っ
て
、

「
宮
廷
歌
人
」
　
の
始
源
を
な
し
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
人
麻
呂

は
、
日
並
皇
子
・
明
日
香
皇
女
な
ど
の
死
を
歌
っ
て
い
た
。
し
か
も
痍
宮
に

お
い
て
。
こ
う
な
る
と
「
夜
宮
」
は
公
的
儀
礼
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
儀
礼
に

関
わ
っ
て
人
麻
呂
は
作
歌
し
た
と
、
そ
の
ベ
ク
ト
ル
を
延
長
し
た
く
な
っ
て

く
る
。
そ
う
し
て
家
持
は
「
夜
宮
」
　
に
関
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
私
的
な

挽
歌
を
歌
っ
た
と
い
う
よ
う
に
そ
っ
ち
の
ベ
ク
ト
ル
を
延
ば
し
て
考
え
よ
う

と
す
る
。
し
か
し
人
麻
呂
の
挽
歌
も
全
て
「
疾
宮
」
で
歌
わ
れ
て
い
た
訳
で

は
な
い
。
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
泊
瀬
部
皇
女
忍
坂
部
皇
子
に
献
れ
る
歌
一

首
並
び
に
短
歌
」
（
巻
二
二
九
四
～
五
）
は
ま
さ
に
そ
の
例
で
あ
る
。

も
し
も
『
万
葉
集
』
　
の
題
詞
が
、
歌
わ
れ
た
場
所
と
か
時
間
と
か
を
客
観

的
に
記
銀
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
何
処
で
・
何
時
・
ど
う
い
う
歌
が
・
誰
に

よ
っ
て
・
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
研
究
の
上
で
大
変
大

事
な
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
伝
説
上
の
人
物
の
歌
が
あ
っ
た
り
、
異
伝
の
あ

る
も
の
が
あ
っ
た
り
と
（
一
方
で
は
客
観
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
見

え
隠
れ
す
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
）
、
題
詞
そ
の
も
の
が
客
観
的
事
実
を

語
っ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
題
詞
に
拘
る
あ
ま
り
歌
の
構
成
の
在
り
様
ま
で

見
失
っ
て
し
ま
う
の
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

人
麻
呂
が
痍
官
で
歌
い
、
家
持
が
ど
こ
で
歌
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
と
い

う
こ
と
が
、
前
者
を
宮
廷
歌
人
・
後
者
を
非
宮
廷
歌
人
と
す
る
根
拠
に
な
ら

な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
大
事
な
の
は
、
極
論
を
す
れ
ば
歌
い
方

に
尽
き
る
。
そ
の
上
で
歌
を
読
ん
で
み
る
と
、
当
然
な
が
ら
語
句
の
違
い
は

あ
っ
て
も
言
っ
て
る
こ
と
に
著
し
い
違
い
は
無
い
。
高
市
皇
子
挽
歌
の
場
合
、

壬
申
の
乱
に
お
け
る
天
武
方
勝
利
の
立
役
者
と
し
て
の
回
想
が
略
半
分
を
占

め
、
長
歌
が
「
玉
た
す
き
　
懸
け
て
偲
ば
む
　
恐
か
れ
ど
も
」
と
歌
い
納
め

（9）

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
挽
歌
の
《
死
者
生
前
の
回
想
・
偲
び
》
の
点
を
如
実

に
示
し
て
い
る
。
既
に
天
智
天
皇
挽
歌
群
が
、
死
者
天
智
天
皇
と
そ
の
近
く

に
い
た
人
々
と
の
関
係
で
、
言
わ
ば
私
的
な
関
わ
り
の
中
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
た
よ
う
な
言
い
回
し
を
し
て
、
死
者
天
智
天
皇
と
の
関
わ
り
の
深
さ
を
暗

示
し
、
そ
の
分
だ
け
、
死
の
も
た
ら
す
心
的
な
状
況
が
提
示
さ
れ
る
と
い
う

作
り
方
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
天
智
天
皇
の
死
を
歌
っ
た
人
々

が
主
に
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
対
幻
想
に
か
ら
む
当
然
の
イ
メ

ー
ジ
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
高
市
皇
子
の
死
に
関
わ
っ

た
人
麻
呂
の
場
合
に
は
、
到
底
対
幻
想
の
レ
ベ
ル
で
歌
う
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
天
智
挽
歌
群
に
「
身
内
性
」
を
指
摘
し
、
高
市
皇
子
挽
歌
に
非
身
内

性
、
言
わ
ば
官
人
性
を
指
摘
す
る
の
は
そ
の
意
味
で
当
た
っ
て
い
よ
う
。
例
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え
は
鮮
明
天
皇
の
歌
（
巻
一
二
一
）
と
さ
れ
る
所
謂
「
国
見
歌
」
と
人
麻
呂

の
「
青
野
讃
歌
（
巻
丁
三
八
）
」
　
の
歌
い
方
を
見
て
み
る
と
、
前
者
が
呪
著

天
皇
の
立
場
で
歌
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
国
見
を
す
る
天
皇
を
見

る
立
場
か
ら
歌
っ
て
い
る
の
が
直
ぐ
に
観
察
さ
れ
る
が
、
こ
の
呪
者
天
皇
と

そ
れ
を
見
る
立
場
で
は
、
歌
の
在
り
様
を
異
に
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
う
し
た
天
皇
を
見
れ
る
立
場
と
は
、
古
代
国
家
の
成
立
無
く
し

て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
視
点
と
し
て
は
そ
の
古
代
国
家
の
成
立
に
伴

っ
て
起
こ
っ
た
古
橋
信
孝
の
言
う
官
僚
の
出
現
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
天
皇
・
皇
子
・
皇
女
の
身
辺
に
は
、
史
的
事
実
と
し
て
は
何

時
の
こ
ろ
か
ら
か
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど
も
、
「
舎
人
」
と
呼
ば
れ
る

（川）

人
々
が
近
侍
し
、
『
律
令
』
「
東
宮
職
員
令
第
四
」
　
に
よ
れ
ば
、
「
舎
人
監
」

と
あ
り
、
「
正
一
人
。
掌
ら
む
こ
と
、
舎
人
の
名
帳
、
礼
儀
、
分
番
の
事
。
佑
一

人
。
令
史
一
人
。
舎
人
六
百
人
。
使
部
十
人
。
直
T
 
l
人
。
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
舎
人
」
が
古
橋
信
孝
の
提
示
し
た
「
仁
徳
記
」
舎
人
鳥
山
に

直
結
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
律
令
体
制
の
制
度
に
明
記
さ
れ
て
「
舎

人
」
が
兼
官
職
員
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

（11）

『
律
令
』
「
職
制
律
第
三
」
に
は
「
凡
そ
官
人
、
故
無
く
し
て
上
せ
ず
、
及
び

番
に
当
た
り
て
到
ら
ず
、
若
く
は
候
に
困
り
て
達
へ
ら
ば
、
一
日
に
答
廿
。

…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
律
令
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
人
は
「
官
人
」
と
し

て
厳
し
く
そ
の
在
り
様
を
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
官
人
」
に
つ
い
て
、

（12）

『
律
令
』
補
注
は
野
村
忠
夫
説
と
し
て
「
日
本
律
令
の
、
『
官
人
』
　
に
は
四
等

官
・
晶
官
を
さ
す
狭
義
の
用
法
と
、
雑
任
ク
ラ
ス
を
含
め
た
広
義
の
用
法
が

混
在
し
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
果
た
し
て
人
麻
呂
を
括
り
入
れ
る

も
の
か
ど
う
か
、
難
し
い
面
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
は
「
宮
廷
歌
人
」
と
造

語
し
て
呼
ぶ
よ
り
は
古
代
の
事
実
に
近
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
こ
の
律
令
に

規
定
さ
れ
た
「
官
人
」
「
舎
人
」
　
の
系
譜
こ
そ
、
人
麻
呂
や
家
持
を
天
皇
・
皇

子
・
皇
女
等
、
所
謂
皇
族
の
近
辺
に
仕
え
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
新

し
さ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
こ
の
「
官
人
」
「
舎
人
」
が
歌
を
も
っ
て
仕

え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
こ
に
古
橋
信
孝
が
「
舎
人
鳥
山
」
か
ら
摘
出

（13）

し
た
歌
に
関
わ
る
考
え
方
を
、
舌
代
国
家
成
立
以
前
の
考
え
方
と
し
て
組
み

込
ん
で
捉
え
返
し
て
み
た
ら
と
考
え
る
。

そ
こ
で
先
程
例
示
し
た
「
舎
人
監
」
　
の
仕
事
、
「
礼
儀
」
に
着
日
し
よ
う
。

律
令
体
制
下
の
「
舎
人
」
が
皇
子
・
皇
女
等
に
関
わ
っ
た
と
し
た
ら
、
皇
太

子
の
延
長
に
は
天
皇
に
関
わ
る
「
舎
人
」
さ
え
考
え
得
た
は
ず
だ
。
こ
の

「
舎
人
」
　
の
「
礼
儀
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
「
礼
」
も
「
儀
」
も
人
間
が
行

為
・
行
動
の
規
範
と
す
る
も
の
に
違
い
な
く
、
「
舎
人
」
の
職
掌
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
は
舎
人
達
の
服
務
内
容
で
あ
っ
た

と
見
倣
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
こ
こ
に
彼
ら
の
仕
事
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
。
し
か
し
具
体
的
で
は
な
い
。
そ
こ
で
古
橋
信
孝
の
示
し
た
こ
と
が

意
味
を
持
ち
得
る
の
だ
。
そ
の
一
つ
は
「
使
い
」
で
あ
り
、
「
主
人
の
意
志

を
完
全
に
理
解
し
託
さ
れ
た
伝
言
を
越
え
て
、
主
人
の
気
持
ち
を
相
手
に
伝

え
、
主
人
の
実
現
し
た
い
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
者
の
こ
と
」
だ
。

「
舎
人
鳥
山
」
と
「
ロ
子
」
と
し
て
取
り
出
さ
れ
た
「
舎
人
」
　
の
仕
事
は
、

本
質
的
に
言
葉
に
関
わ
っ
て
い
た
。
し
か
も
「
仁
徳
記
」
に
関
す
る
限
り

「
舎
人
鳥
山
」
は
歌
に
関
わ
っ
て
い
る
。
八
田
芳
郎
女
に
嫉
妬
し
た
磐
媛
皇

后
を
な
だ
め
仲
直
り
す
る
の
に
何
故
歌
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
。
そ
の
歌
を
運
ぶ
使
い
が
事
の
全
て
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、

恐
ら
く
仲
直
り
は
不
可
能
だ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
所
期
の
目
的
を
達
成
し

て
い
る
こ
と
の
中
に
は
舎
人
鳥
山
の
在
り
様
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
こ
の
歌
に
関
わ
る
仕
事
も
、
舎
人
の
職
掌
と
し
て
律
令
官
人
と
し
て
の

舎
人
に
連
続
性
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

事
実
高
市
皇
子
挽
歌
の
短
歌
の
一
つ
に
は
「
埴
安
の
　
池
の
堤
の
　
隠
り
沼

の
　
去
方
を
知
ら
ず
　
舎
人
は
惑
う
」
と
歌
わ
れ
、
高
市
皇
子
の
死
に
際
し

て
舎
人
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
し
、
日
並
皇
子
の
死
に
際
し
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（14）

て
は
「
皇
子
の
尊
の
官
の
舎
人
等
、
働
傷
し
て
作
る
歌
二
十
三
首
」
が
残
さ

れ
、
舎
人
連
は
自
ら
も
歌
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
天
智
天
皇
の
挽
歌

が
作
ら
れ
て
以
来
、
死
に
伴
っ
て
歌
わ
れ
る
歌
は
確
実
に
新
し
い
時
代
の
新

し
い
歌
に
変
化
し
て
い
た
。
そ
れ
が
所
謂
「
挽
歌
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
舎
人
達
は
自
分
ら
の
仕
え
る
人
の
死
に
伴
っ
て
歌
を
歌
っ
て
い
た
。
大
伴

家
持
も
安
横
皇
子
の
死
に
関
わ
っ
て
歌
っ
た
。
そ
の
歌
に
「
漏
め
り
し
　
皇

子
の
御
門
の
　
五
月
蝿
な
す
　
騒
ぐ
舎
人
は
　
白
樺
に
　
服
取
り
着
て
」
と

舎
人
の
様
を
歌
い
込
ん
だ
。
彼
は
こ
の
時
内
舎
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
い
込

ま
れ
た
「
舎
人
」
と
は
、
家
持
自
信
も
含
ま
れ
る
舎
人
で
は
な
か
っ
た
か
。

だ
と
す
れ
ば
、
か
か
る
歌
を
歌
う
こ
と
に
な
っ
た
根
本
的
な
こ
と
の
l
つ
と

し
て
、
皇
族
の
近
辺
に
皇
族
外
の
人
間
と
し
て
仕
え
、
そ
の
死
に
際
し
て
挽

歌
を
歌
っ
た
最
初
の
人
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
詞
「
去
方
を
知
ら
ず
　
舎

人
は
惑
う
」
の
「
舎
人
」
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
ま
い
。
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
い
。
人
麻
呂
の
「
舎
人
」
そ
の
も
の
が
、
人
麻
呂
自
身
を
も
含
め
た

「
舎
人
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
さ
え
考
え
得
よ
う
。
家
持
の
よ
う
に

人
麻
呂
は
彼
が
舎
人
で
あ
っ
た
と
記
す
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
家
持
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
舎
人
の
系
譜
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

傍
証
を
重
ね
、
さ
ら
に
は
舌
代
の
歌
の
歌
い
方
の
一
つ
、
先
行
す
る
範
例
に

準
じ
て
歌
う
と
い
う
歌
い
方
に
立
つ
限
り
、
人
麻
呂
は
律
令
体
制
下
の
「
官

人
舎
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

お
わ
り
に

巻
三
巻
頭
歌
の
作
者
が
人
麻
呂
で
あ
る
こ
と
の
必
然
性
を
探
る
こ
と
が
本

考
の
目
的
で
あ
っ
た
が
、
人
麻
呂
を
宮
廷
歌
人
と
考
え
る
考
え
方
が
、
古
代

の
歌
に
関
わ
る
説
明
上
、
「
宮
廷
歌
人
」
と
い
う
造
語
の
独
走
を
許
し
て
し

ま
い
が
ち
で
、
恰
も
そ
う
し
た
歌
人
が
そ
の
ま
ま
の
概
念
を
伴
っ
て
存
在
し

た
か
の
ご
と
き
結
果
を
招
い
て
い
る
の
が
気
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
造
語
を

せ
ず
、
舌
代
の
言
葉
で
説
明
を
試
み
た
か
っ
た
。

古
橋
信
孝
の
人
麻
呂
の
捉
え
方
は
、
「
舎
人
鳥
山
」
に
基
づ
く
も
の
と
し

て
正
鵠
を
得
て
い
る
と
私
は
思
う
。
雄
略
天
皇
を
巡
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に

見
て
置
い
た
舎
人
の
在
り
様
も
思
い
出
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は

「
宮
廷
歌
人
」
と
し
て
受
け
継
ご
う
と
は
思
わ
な
い
。
官
人
も
舎
人
も
古
代

用
語
の
中
に
あ
る
と
し
た
ら
、
新
制
度
の
律
令
体
制
の
中
に
占
め
た
歌
を
も

っ
て
関
わ
っ
た
人
々
の
在
り
様
は
そ
の
時
代
の
言
葉
の
中
に
探
り
た
い
と
考

え
る
。
前
律
令
体
制
時
代
の
歌
の
在
り
様
の
ベ
ク
ト
ル
を
古
橋
信
孝
の
論
理

に
従
っ
て
舎
人
鳥
山
に
ま
で
延
ば
し
、
律
令
体
制
時
代
の
「
舎
人
」
の
職
掌

「
礼
儀
」
に
及
ん
で
は
、
前
律
令
時
代
か
ら
の
連
続
性
と
し
て
、
「
礼
儀
」
に

は
歌
が
関
与
し
た
こ
と
を
捉
え
、
一
方
律
令
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
古
代
国

家
の
新
興
官
人
と
し
て
、
新
し
い
時
代
の
新
し
い
歌
い
方
の
最
初
に
位
す
る

こ
と
に
な
っ
た
人
麻
呂
が
、
巻
l
の
雄
略
天
皇
・
巻
二
の
磐
媛
皇
后
と
、
歌

を
巡
る
舌
代
伝
承
上
の
典
型
と
し
て
最
も
高
い
地
位
の
男
女
を
挙
げ
た
後
で
、

『
万
葉
集
』
編
集
時
代
の
そ
れ
ら
先
行
す
る
二
巻
に
次
ぐ
巻
三
の
冒
頭
を
飾

る
人
と
し
て
残
さ
れ
た
歌
を
巡
る
典
型
的
人
物
と
し
て
ほ
、
「
官
人
舎
人
」

と
し
て
新
時
代
の
新
し
い
歌
い
方
を
決
定
づ
け
た
人
麻
呂
以
外
に
な
か
っ
た

と
い
う
の
が
妥
当
な
所
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
家
持
の
「
山
柿
」
　
の

「
柿
」
　
の
象
徴
性
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

文

　

献

（
1
）
　
『
万
葉
代
匠
記
」
初
校
本
　
F
契
沖
全
集
第
一
巻
二
七
一
貫

（
2
）
　
『
折
口
信
夫
全
集
」
九
巻
三
八
貢

（
3
）
　
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
　
上
し
六
九
貢

（
4
）
　
F
万
葉
集
落
座
』
五
巻
「
磐
媛
皇
后
と
雄
略
天
皇
」
（
有
精
堂
）
一
四
冥

（
5
）
　
F
古
代
研
究
し
第
7
号
「
雄
略
御
製
歌
の
語
る
も
の
ー
ー
巻
頭
歌
と
さ
れ

た
そ
の
必
然
性
を
探
る
　
ー
　
」
（
早
稲
田
古
代
研
究
会
）



恒長倉横

（
6
）
　
『
舌
代
の
文
学
」
5
　
『
初
期
万
葉
』
「
磐
媛
皇
后
の
歌
」
（
早
稲
田
大
学
出

版
会
）
　
三
二
～
四
五
頁

（
7
）
　
『
舌
代
和
歌
の
発
生
』
「
柿
本
人
麻
呂
論
」
（
東
大
出
版
会
）
　
二
三
二
～
二

四
三
文

（
8
）
　
『
古
代
文
学
私
論
』
「
『
孝
徳
紀
』
野
中
川
原
史
満
歌
を
巡
っ
て
」
（
武
蔵
野

書
院
）
七
六
貢

（
9
）
　
『
古
代
文
学
私
論
』
「
『
葬
歌
』
　
か
ら
挽
歌
へ
の
か
け
は
し
『
寿
国
繍
帳
』

（10）（11）（12）（13）（14）

亀
背
文
の
語
る
も
の
」
五
二
～
六
〇
貫

岩
波
思
想
体
系
本
『
律
令
』
　
二
〇
三
文

岩
波
思
想
体
系
本
『
律
令
』
六
三
貢

岩
波
思
想
体
系
本
『
律
令
』
　
四
九
六
貢

『
舌
代
和
歌
の
発
生
』
　
二
三
四
貢

『
万
葉
集
』
巻
二
・
一
七
一
～
一
九
三


