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人
麻
呂
吉
野
賛
歌
の
語
る
も
の

は

　

じ

　

め

　

に

私
は
こ
れ
ま
で
、
大
伴
旅
人
・
山
部
赤
人
・
大
海
人
皇
子
の
青
野
を
巡
る

（1）

歌
を
辿
っ
て
来
た
。
そ
の
結
果
よ
う
や
く
人
麻
呂
の
青
野
讃
歌
の
論
理
を
探

求
す
る
糸
口
が
見
え
て
来
た
。

何
故
青
野
で
あ
っ
た
の
か
。
何
故
大
海
人
で
あ
っ
た
の
か
。
何
故
讃
歌
の

様
式
に
よ
っ
た
の
か
。
何
故
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
違
い
が
起
こ
っ
て
く
る

の
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
答
え
を
用
意
し
て
来
た
今
、
何
故
人
麻
呂
が
歌
っ

て
い
る
の
か
に
答
え
、
か
つ
ど
う
歌
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
に
至
っ
て
い
る
。
以
下
現
在
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。

一

問

　

題

　

点

か
つ
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
人
麻
呂
は
私
の
考
え
る
限
り
、
「
太
っ

た
豚
」
　
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
嫌
い
が
あ
る
。
と
に
か
く
全
て
が
人
麻
呂

か
ら
と
な
っ
て
し
ま
う
。
枕
詞
の
問
題
が
し
か
り
。
長
歌
・
短
歌
の
構
成
論

し
か
り
。
揚
げ
句
は
　
『
古
事
記
』
人
麻
呂
作
成
論
で
あ
る
。
そ
の
他
万
葉
研

究
に
関
す
る
か
な
り
の
部
分
が
人
麻
呂
天
才
論
に
還
元
さ
れ
て
来
た
。

私
は
こ
う
し
た
多
く
の
論
の
中
に
構
造
的
に
見
ら
れ
る
重
大
な
落
と
し
穴

を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
《
限
ら
れ
た
資
料
》

横

　

倉

　

長

　

恒

を
《
事
実
を
語
る
全
て
の
資
料
》
と
見
な
し
て
し
ま
う
過
ち
に
起
因
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
．
例
え
ば
枕
詞
の
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
確
か
に
舌

代
の
文
献
資
料
に
見
ら
れ
る
現
象
と
し
て
、
人
麻
呂
を
画
期
と
し
た
枕
詞
の

捉
え
返
し
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
を
決
定
的
な
古
代
の
事
実
と
し
て
認
め
る

限
り
、
人
麻
呂
の
功
寮
と
し
て
定
説
化
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か

し
我
々
は
少
な
く
と
も
《
限
ら
れ
た
資
料
》
の
中
に
在
る
の
だ
か
ら
、
資
料

分
析
の
結
果
を
《
決
定
的
事
実
》
と
な
し
得
る
か
ど
う
か
を
問
う
必
要
に
迫

ら
れ
る
は
ず
だ
。
私
は
、
（
《
限
ら
れ
た
資
料
》
　
の
中
に
い
る
こ
と
を
前
提
に

し
て
い
る
）
と
し
た
に
し
て
も
、
結
論
に
対
し
て
は
常
に
《
限
ら
れ
た
資

料
》
　
の
中
で
の
一
つ
の
見
方
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

《
長
歌
＋
短
歌
》
形
式
論
に
し
て
も
、
人
麻
呂
以
後
に
重
点
を
置
く
余
り
、

人
麻
呂
以
前
を
蔑
ろ
に
し
過
ぎ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
研
究
が
事
も
無
げ
に
続
け
ら
れ
る
背
後
に
は
、
誓
晶
叩
表
現
は

表
現
者
の
個
性
の
在
り
様
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
》
と
い
う
信
仰
に
も
似
た

前
提
が
疑
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
存
在
し
続
け
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
私
も
か
つ
て
は
そ
の
信
仰
者
の
一
人
で
あ
り
、
い
ま
だ
に
そ

の
尾
鰭
を
引
き
ず
り
、
そ
の
呪
縛
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
て
は
い
な
い
始
末

着
〒
3
8
0
　
長
野
市
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七
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大
学
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だ
。
し
か
し
こ
う
し
た
考
え
に
よ
っ
て
斎
さ
れ
た
《
太
ら
さ
れ
た
人
麻
呂
》

は
舌
代
の
真
実
を
ね
じ
曲
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ま
で
の
先
学
に

よ
る
成
果
に
囚
わ
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
独
自
の
論
理
の
中
に
於
け
る
人
麻
呂

の
青
野
讃
歌
論
を
展
開
し
て
み
た
い
。

二
　
人
麻
呂
以
前
の
　
「
吉
野
讃
歌
」

青
野
讃
歌
の
典
型
は
大
海
人
皇
子
の
歌
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
　
に
は
次
の

よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

天
皇
の
青
野
の
官
に
幸
L
L
時
の
御
製
歌

よ
き
人
の
　
よ
し
と
よ
く
見
て
　
よ
し
と
言
ひ
し
　
青
野
よ
く
見
よ
　
よ

き
人
よ
く
見
つ
　
（
巻
一
－
二
七
）

紀
に
日
は
く
「
八
年
己
卯
の
五
月
庚
辰
の
朔
の
甲
申
、
青
野
の
官
に

幸
す
」
と
い
へ
り
。

こ
の
歌
は
　
『
万
葉
集
』
　
の
記
載
に
よ
る
限
り
「
天
武
天
皇
」
　
の
「
御
製

歌
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
左
往
の
如
く
、
『
万
葉
集
』
編
纂
の
時
点
で
既
に

何
時
の
歌
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
私
は
か
か
る
記

載
の
存
在
に
よ
っ
て
、
千
二
百
年
余
後
の
今
日
、
敢
え
て
こ
の
歌
の
成
立
に

言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
「
よ
き
人
の
　
よ
し
と
よ
く
見
て
　
よ

し
と
言
ひ
し
」
と
い
う
上
三
句
が
「
地
名
起
源
雷
」
を
な
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
よ
き
人
」
を
特
定
し
、
「
青
野
」
　
の
「
地
名
起
源
晋
」
を
踏
ま
え
て
歌

う
こ
と
の
意
味
を
、
大
海
人
皇
子
の
青
野
入
り
に
関
わ
る
こ
と
に
求
め
る
こ

と
が
出
来
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
地
名
起
源
貰
」
を
含

む
こ
と
を
辿
る
こ
と
で
、
文
学
の
《
古
代
性
》
　
に
関
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
た
。

即
ち
近
代
を
《
表
現
の
個
性
》
に
着
日
し
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
古
代
と
は

非
近
代
と
し
て
の
《
表
現
の
類
型
性
》
　
に
お
い
て
捉
え
得
る
と
考
え
た
の
で

あ
る
。
そ
の
塀
型
の
一
つ
が
所
謂
「
地
名
起
源
渾
」
で
あ
る
。
大
海
人
皇
子

は
な
ぜ
「
地
名
起
源
帯
」
に
よ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、
現
代
人
の
我
々

が
自
ら
の
内
面
を
表
現
す
る
時
、
果
た
し
て
地
名
起
源
署
を
持
ち
出
す
か
ど

う
か
を
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
勿
論
現
代
人
の
表
現
に
そ
れ

が
用
い
ら
れ
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
地
名
起
源
帯
」
と

は
《
人
々
の
も
の
》
で
あ
り
、
個
人
に
は
帰
属
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
「
地
名
起
源
帯
」
は
そ
の
地
に
関
わ
っ
た
人
々
の
意
識
の
現
れ
で
あ
っ

て
、
言
わ
ば
そ
の
地
を
捉
え
返
し
て
意
識
化
し
た
人
々
の
共
通
観
念
、
即
ち

共
同
幻
想
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
成
立
の
如
何
を
問
わ
ず
、
人
々
の
生
活

の
過
去
を
対
象
化
し
た
も
の
と
し
て
、
様
々
な
パ
タ
ー
ソ
を
想
定
さ
せ
て
く

れ
る
。
「
記
紀
」
「
風
土
記
」
等
か
ら
考
え
る
限
り
、
語
呂
合
わ
せ
的
な
も

の
・
神
に
関
わ
る
も
の
・
権
力
に
関
わ
る
も
の
等
、
そ
の
地
と
そ
の
地
の
人
々

の
関
わ
り
方
の
規
範
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
個
性
的
な
反
応
と
は

在
り
様
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
大
海
人
皇
子
の
歌
の
意
味
を
支
え
て
い
る
論
理
は
何
な
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
「
よ
き
人
の
　
よ
し
と
よ
く
見
て
　
よ
し
と
言
ひ
し
」
こ
と
だ

と
見
て
差
し
支
え
な
い
。
語
弊
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
Ⅲ
《
よ
き
人
》
で
あ

る
こ
と
・
拗
《
よ
し
と
よ
く
見
》
た
こ
と
・
㈲
《
よ
し
と
言
ひ
し
》
こ
と
全

て
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
取
る
し
か
な
い
。

用
の
「
よ
き
人
の
」
　
の
「
よ
き
」
は
抽
象
的
な
褒
め
言
葉
だ
か
ら
特
定
す

る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
の
探
求
し
た
結
果
で
は
、
青
野
に
最

初
に
隠
遁
し
た
異
母
兄
の
古
人
大
兄
皇
子
が
そ
れ
に
最
も
相
応
し
い
と
考
え

ら
れ
る
。

佃
の
「
よ
し
と
」
は
幾
つ
か
の
意
味
に
解
せ
る
。
当
面
、
《
良
い
と
青
野

を
見
》
た
こ
と
と
取
っ
て
進
め
る
け
れ
ど
、
や
は
り
抽
象
的
な
褒
め
言
葉
の

「
よ
し
」
が
使
わ
れ
、
《
よ
い
こ
と
》
が
畳
み
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は

「
よ
し
と
よ
く
見
て
」
と
「
て
」
で
繋
げ
て
第
三
句
に
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
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に
注
目
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
「
見
て
」
も
そ
う
で
あ
る
。
土
橋

寛
の
よ
う
に
「
見
る
」
呪
術
の
論
理
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
。
白
日
の
下

で
《
見
る
》
と
い
う
行
為
を
通
し
て
〈
現
実
が
さ
ら
け
出
さ
れ
る
》
こ
と
は
、

神
代
の
神
話
に
明
ら
か
で
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
灯
し
た
火
は
イ
ザ
ナ
・
、
、
の
死
後
の

現
実
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
て
い
た
。

川
の
「
よ
し
と
言
ひ
し
」
は
、
《
よ
し
と
言
ひ
し
》
全
て
が
重
大
だ
。
加

え
て
「
よ
し
」
・
「
言
ひ
」
・
「
し
」
も
大
切
だ
。
ま
た
私
は
特
に
「
言
ひ
し
」

に
注
目
し
た
い
。
「
言
う
こ
と
」
と
、
そ
の
こ
と
が
「
し
」
と
い
う
過
去
の

助
動
詞
を
用
い
て
、
過
去
の
こ
と
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
妙
に
気
に

掛
か
る
か
ら
で
あ
る
。
大
海
人
皇
子
は
、
過
去
の
出
来
事
に
根
拠
を
求
め
て

い
る
。
私
は
こ
こ
ま
で
確
た
る
理
由
も
な
し
に
歌
の
歌
い
手
を
《
大
海
人
皇

子
》
と
し
て
来
た
。
し
か
し
も
し
も
天
武
天
皇
の
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
、

「
よ
き
人
」
「
よ
し
と
よ
く
見
て
」
「
よ
し
と
言
ひ
し
」
と
歌
っ
て
、
過
去
の

或
る
時
に
青
野
の
名
前
の
成
立
の
根
拠
を
求
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
壬
申
の
乱
を
勝
ち
抜
い
て
、
大
海
人
皇
子
は
「
大
君
は

神
に
し
座
せ
ば
　
赤
駒
の
　
腹
這
ふ
田
井
を
　
都
と
な
し
つ
」
等
（
四
二
六

〇
・
四
二
六
こ
と
歌
わ
れ
た
よ
う
に
、
現
人
神
と
し
て
、
絶
対
的
な
権
力

を
掌
撞
し
て
い
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
根
拠
足
り
得
た
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
「
よ
き
人
」
「
よ
し
と
よ
く
見
て
」
「
よ
し
と
言
ひ
し
」

等
と
、
外
部
に
根
拠
を
求
め
る
必
要
は
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ

こ
は
、
絶
対
的
な
カ
を
掌
塩
す
る
以
前
の
状
態
で
歌
っ
て
い
る
と
考
え
る
の

が
妥
当
な
の
に
違
い
な
い
。
『
日
本
書
紀
」
　
の
記
述
を
信
じ
て
も
っ
と
想
像

を
遥
し
く
す
れ
ば
、
大
海
人
皇
子
は
古
人
皇
子
の
出
家
を
身
近
に
経
験
し
て

い
た
と
も
解
釈
し
得
る
。
異
母
兄
の
出
家
・
謀
反
の
l
連
の
顛
末
は
、
大
海

人
皇
子
に
知
ら
れ
て
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
お
か
し
い
。
だ
と
す
れ
ば
大

海
人
皇
子
の
心
の
在
り
様
と
し
て
、
青
野
に
隠
遁
し
た
か
ら
と
言
っ
て
安
心

で
き
る
心
的
状
態
で
は
な
か
っ
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。
こ
の
時
の
大
海

人
皇
子
の
将
来
へ
の
不
安
を
解
消
し
得
る
の
は
、
登
日
野
と
い
う
土
地
の
神
》

に
よ
る
し
か
あ
る
ま
い
。
そ
の
地
は
既
に
異
母
兄
古
人
皇
子
に
よ
っ
て
〈
見

ら
れ
〉
、
〈
よ
い
土
地
だ
》
と
い
う
理
由
で
、
窒
日
野
》
と
名
付
け
ら
れ
て
い

た
。
勿
論
原
初
の
地
名
起
源
軍
が
別
在
し
て
も
よ
く
、
問
題
は
大
海
人
皇
子

の
受
け
止
め
方
に
よ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
限
り
、
「
朕
、
位
を
謀
り
世

を
逼
る
る
所
以
は
、
独
り
病
を
治
め
身
を
全
く
し
て
、
永
に
百
年
を
終
へ
む

と
な
り
。
然
る
に
今
、
巳
む
こ
と
獲
ず
し
て
、
禍
を
承
け
む
。
何
ぞ
黙
し
て

（2）

身
を
亡
き
む
や
」
と
言
っ
た
と
記
す
『
日
本
書
紀
」
　
の
書
き
様
が
理
解
さ
れ

（3）

る
。
古
人
皇
子
は
青
野
に
出
家
し
て
天
皇
を
祐
け
よ
う
と
し
、
結
局
中
大
兄

（4）

皇
子
の
た
め
に
謀
反
の
罪
を
着
せ
ら
れ
て
討
た
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
中
大

兄
皇
子
の
差
し
向
け
た
兵
と
の
戦
い
の
様
は
記
さ
れ
て
な
い
。
出
家
の
際
率

先
し
て
刀
を
解
き
、
帳
内
に
も
同
様
に
さ
せ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
戦
お
う
と

し
て
も
戦
え
な
か
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
が
、
恐
ら
く
真
相
は
中
大
兄
の
陰

謀
に
し
て
や
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
の
が

自
然
に
近
い
。
恐
ら
く
大
海
人
皇
子
は
こ
の
顛
末
を
知
っ
て
い
た
の
に
違
い

な
い
。
だ
か
ら
「
然
る
に
今
、
已
む
こ
と
を
獲
ず
し
て
、
禍
を
承
け
む
。
何

ぞ
黙
し
て
身
を
亡
き
む
や
」
と
言
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。

勿
論
こ
う
し
た
推
量
は
あ
く
ま
で
も
推
量
で
し
か
な
い
。
し
か
も
〈
大
海

人
皇
子
の
謀
反
》
を
正
当
化
し
ょ
う
と
す
る
天
武
天
皇
の
思
惑
で
纏
め
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
「
天
武
紀
」
　
の
語
る
こ
と
を
史
実
と
し
て
全
面
的
に
受
け
止
め

る
こ
と
に
も
注
意
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
を
差
し
引
い
て

も
、
『
万
葉
集
』
　
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
歌
が
、
天
武
天
皇
の
作
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
は
、
こ
の
歌
が
掲
載
当
時
も
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
も

の
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
そ
の
の
っ
ぴ
き
な

ら
な
さ
と
は
、
歌
そ
の
も
の
の
な
か
に
在
っ
て
、
例
え
ば
伊
藤
博
を
し
て
こ

の
歌
を
「
青
野
の
盟
約
」
に
関
わ
ら
せ
て
捉
え
よ
う
と
さ
せ
た
。
し
か
し
そ

ぅ
し
た
方
向
性
の
探
求
は
、
手
水
登
の
指
摘
し
た
よ
う
に
「
よ
き
人
」
が
一
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（5）

首
の
歌
の
中
で
ふ
た
つ
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
具
合
が
悪
い
。

従
っ
て
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
を
歌
そ
の
も
の
が
要
求
し
て
来
る
と
言
え
る

程
だ
。
天
武
に
関
わ
る
重
大
な
こ
と
と
は
青
野
へ
の
出
家
隠
遁
を
考
え
る
の

が
今
日
か
ら
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
の
大
海
人
皇
子
は
そ
の
内
面
だ
け

を
歌
お
う
な
ど
と
は
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
広
い
。
多
く
を
抱
え
込
ん
で
い

る。

『
万
葉
集
』
　
の
題
詞
か
ら
考
え
る
に
、
（
天
武
天
皇
）
と
の
記
述
は
、
即
位

以
前
の
青
野
隠
遁
に
際
し
て
の
《
長
》
す
な
わ
ち
責
任
者
の
位
置
に
横
滑
り

す
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
だ
か
ら
『
日
本
書
紀
』
　
の
記
述
か
ら
見
る
限
り
、

僅
か
の
人
達
で
青
野
に
退
い
た
時
の
在
り
様
を
想
定
出
来
る
。
そ
の
一
行
の

人
々
と
共
に
在
っ
て
の
歌
だ
と
い
う
こ
と
を
外
し
て
は
な
る
ま
い
。
都
を
離

れ
た
、
異
母
兄
古
人
皇
子
の
縁
だ
け
を
直
近
の
事
実
と
し
て
関
わ
ろ
う
と
す

る
時
の
一
行
に
は
、
今
を
含
め
た
将
来
に
対
し
て
、
幾
つ
か
の
不
安
を
数
え

る
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
大
海
人
皇
子
自
身
と
そ
の
他
の
人
々
と
に
迫
る
不

安
は
各
々
異
な
っ
て
い
て
も
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
将
来
へ
の
不
安
は
共
通

の
心
情
と
し
て
こ
こ
に
は
在
る
か
ら
だ
。
《
長
》
と
し
て
の
大
海
人
皇
子
は

こ
の
際
ど
う
振
る
舞
え
ば
よ
か
っ
た
の
か
。
こ
の
歌
の
必
然
性
は
こ
こ
に
現

れ
て
来
る
と
言
え
ま
い
か
。

（6）

大
海
人
皇
子
は
陰
陽
道
の
占
い
を
心
得
て
い
た
ら
し
い
。
こ
こ
か
ら
想
定

さ
れ
る
こ
と
と
し
て
私
は
、
大
海
人
皇
子
が
《
日
本
伝
統
の
呪
術
に
連
な
る

神
と
の
交
感
方
法
》
に
も
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
置
き
た
い
。
そ

れ
は
仏
教
と
の
関
わ
り
を
見
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
得
る
と
私
は
思
う
。
天

武
紀
を
見
る
と
病
を
治
そ
う
と
し
て
し
ば
し
ば
出
家
を
さ
せ
た
り
、
経
を
読

ま
せ
た
り
し
て
い
る
。
仏
教
の
受
け
入
れ
を
聖
徳
太
子
に
見
る
と
、
宗
教
と

（7）

し
て
正
当
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
例
え
ば
家
永
三
郎
に
よ
る
と
こ
の
頃
に
「
否

定
の
論
理
」
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
特
異
性
が
注
目
さ

れ
る
が
、
一
般
に
は
古
来
の
《
呪
術
》
同
様
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
理

解
さ
れ
る
。
こ
の
一
般
の
中
に
大
海
人
皇
子
も
い
た
と
私
は
考
え
、
当
時

「
皇
太
子
」
で
あ
っ
た
大
海
人
皇
子
は
天
皇
家
に
伝
わ
る
《
呪
術
》
を
そ
の

任
に
お
い
て
継
承
し
て
い
た
と
見
倣
す
の
で
あ
る
。

歌
が
特
別
な
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
、
言
葉
l
鹿
と
異
な
る
在
り
様
を
示
す
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
原
初
形
態
は
人
一
般
と
の
関
わ
り
の
た
め
で
あ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
そ
の
働
き
の
、
人
に
及
ぼ
す
力
に
関
わ
っ
て
意
識
さ
れ
た

は
ず
で
、
そ
の
発
生
は
勿
論
人
間
の
想
像
力
に
よ
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
が
、

そ
の
発
生
を
促
す
背
後
に
在
っ
た
も
の
は
、
人
を
越
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と

見
て
差
し
支
え
な
い
。
そ
れ
を
神
と
名
付
け
れ
ば
、
古
橋
信
孝
の
よ
う
に

（8）

「
神
の
装
い
」
と
し
て
の
リ
ズ
ム
に
な
る
し
、
人
一
般
で
は
な
く
特
別
の
こ

と
に
関
わ
る
た
め
に
創
出
さ
れ
た
言
葉
の
強
化
方
法
と
見
倣
す
こ
と
も
出
来

よ
う
。
古
橋
信
孝
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
歌
を
用
い
る
こ
と
は
何
ら
か
の

意
味
で
《
神
》
　
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
大
海
人
皇
子
が
皇
位
継
承
権
を

放
棄
し
て
出
家
隠
遁
し
ょ
う
と
し
た
と
は
言
え
、
天
智
天
皇
の
病
床
の
前
で

（9）

の
軽
率
な
発
言
を
厳
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ

ば
、
こ
の
時
大
海
人
皇
子
は
二
重
の
不
安
の
中
に
在
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
青
野
と
い
う
非
日
常
の
地
に
関
わ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
古
人
皇
子

謀
反
事
件
に
絡
む
政
敵
l
蹄
の
中
大
兄
皇
子
の
や
り
口
に
伴
う
追
っ
手
に
対

す
る
不
安
で
あ
る
。
大
海
人
皇
子
は
こ
の
時
、
前
者
の
不
安
に
伝
統
の
方
法

で
対
処
し
た
。
こ
の
方
法
が
功
を
奏
す
れ
ば
、
追
っ
手
か
ら
の
不
安
に
も
対

処
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
土
地
の
神
に
よ
っ
て
安
全
を
保
証
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
高
市
連
黒
人
の
「
楽
浪
の
　
国
つ
御
神
の
　
う
ら
さ
び
て
　
荒
れ

た
る
都
」
（
巻
一
－
三
三
）
は
天
智
天
皇
の
造
営
し
た
近
江
朝
の
荒
廃
を
歌

っ
て
有
名
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
論
理
に
よ
っ
て
安
泰
足
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。

登
口
野
の
国
つ
神
が
う
ら
さ
び
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
》
大
海
人
皇
子
は
歌

っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
が
大
海
人
皇
子
は
勿
論
の
こ
と
、
同
行
者
の
心
の
不

安
を
解
消
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
旅
の
論
理
の
中
に
在
っ
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て
同
時
代
的
思
考
で
あ
る
。
《
長
》
と
し
て
の
行
動
で
も
あ
る
。
こ
の
他
の

重
大
事
は
、
大
海
人
皇
子
の
口
を
衝
い
て
何
が
出
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
大
海
人
皇
子
は
こ
こ
で
も
同
時
代
的
思
考
の
中
に
い
る
。
地
名
起
源

欝
に
よ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
々
は
地
名
の
由
来
に
拘
る
。
現
代
に
置
い
て

も
そ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
風
土
記
」
　
の
地
名
起
源
帯
は
そ
の

地
の
人
々
の
生
活
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
我
々
に
示
す
。
と
す
れ
ば
青
野

の
国
つ
神
に
対
す
る
の
に
、
青
野
の
地
名
起
源
雷
に
よ
っ
て
す
る
と
い
う
の

は
ご
く
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
合
は
、
そ
の
事

実
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
誉
め
言
葉
を
続
け
て
い
る
こ
と
に
於
い
て
、
功
を

奏
す
る
構
図
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
か
つ
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
は
、

事
実
と
し
て
解
釈
出
来
る
と
し
て
い
た
。
こ
の
解
釈
は
今
も
変
わ
り
は
な
い
。

大
海
人
皇
子
に
よ
る
青
野
の
歌
は
、
「
よ
し
」
　
の
繰
り
返
し
を
持
っ
て
特
異

性
を
発
揮
し
、
語
呂
合
わ
せ
の
妙
を
以
て
当
歌
の
本
質
と
す
べ
き
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
妙
そ
の
も
の
も
又
《
妙
な
る
が
故
に
》
力
あ
る
働
き
を
待

っ
た
と
見
倣
さ
れ
る
。
人
麻
呂
の
青
野
讃
歌
に
先
立
っ
て
、
我
々
は
こ
う
し

た
歌
の
存
在
を
視
野
に
入
れ
て
置
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

三
　
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌

そ
の
1
　
人
麻
呂
の
青
野
讃
歌
Ⅰ
研
究
史
素
描

そ
れ
で
は
人
麻
呂
の
青
野
讃
歌
に
触
れ
よ
う
。
『
万
葉
集
』
　
に
は
次
の
よ

う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

青
野
官
に
革
ま
L
L
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌

①
や
す
み
L
L
　
吾
が
大
君
の
　
聞
こ
し
め
す
　
天
の
下
に
　
国
は
し
も

さ
は
に
あ
れ
ど
も
　
山
川
の
　
活
き
河
内
と
　
御
心
を
　
青
野
の
国
の

花
散
ら
ふ
　
秋
韓
の
野
辺
に
　
宮
柱
　
大
数
き
ま
せ
ば
　
も
ゝ
し
き
の

大
官
人
は
　
船
並
め
て
　
朝
川
渡
り
　
船
競
ひ
　
夕
川
渡
る
　
此
の
川
の

絶
ゆ
る
事
な
く
　
此
の
山
の
　
弼
高
し
ら
す
　
み
な
ぎ
ら
ふ
　
瀧
の
み
や

こ
は
　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
巻
t
I
三
六
）

反
歌

②
見
れ
ど
飽
か
ぬ
　
青
野
の
河
の
　
常
滑
の
　
絶
ゆ
る
事
な
く
　
ま
た
か
へ

り
み
む
（
巻
一
－
三
七
）

③
や
す
み
L
L
　
吾
大
君
　
神
な
が
ら
　
神
さ
び
せ
す
と
　
善
野
川
　
た
ぎ

つ
河
内
に
　
高
殿
を
　
高
知
り
ま
し
て
　
登
り
立
ち
　
国
見
を
せ
せ
ば

た
た
な
は
る
　
青
垣
山
　
山
神
の
　
ま
つ
る
御
調
と
　
春
べ
は
　
花
か
ざ

し
持
ち
　
秋
立
て
ば
　
も
み
ち
か
ざ
せ
り
（
〓
二
言
フ
　
も
み
ち
ば
か
ざ

し
）
　
ゆ
き
そ
ふ
　
川
の
神
も
　
大
御
餞
に
　
仕
へ
奉
る
と
　
上
つ
瀬
に

鵜
川
を
立
ち
　
下
つ
瀬
に
　
小
網
さ
し
渡
す
　
山
川
も
　
よ
り
て
つ
か
ふ

る
　
神
の
御
代
か
も
（
巻
一
1
三
八
）

反
歌

①
山
川
も
　
よ
り
て
仕
ふ
る
　
神
な
が
ら
　
た
ぎ
つ
河
内
に
　
船
出
せ
す
か

も
（
巻
一
－
三
九
）

W
弧
的

こ
の
歌
群
を
巡
る
研
究
の
歴
史
は
、
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
l
集
に
金
井

清
l
が
コ
ソ
パ
ク
ト
に
纏
め
て
い
る
の
で
そ
れ
に
譲
る
。
金
井
は
歌
の
良
し

悪
し
に
つ
い
て
の
判
断
を
主
観
性
を
免
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
保
留
し
、
写

生
論
・
儀
礼
立
脚
論
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
そ
の
た
め
の
方
法
は
格
別
明
快
で
は
な
い
。
そ
れ
は
文
学
研
究
を
作
者

個
人
の
営
為
に
よ
る
も
の
と
見
て
、
そ
れ
以
外
の
問
題
を
介
在
さ
せ
よ
う
と

し
な
い
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
賛
言
を
加
え
れ
ば
古
代
に
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個
人
を
そ
の
存
在
性
に
着
日
し
て
そ
れ
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
な
ど
あ
り
得

な
か
っ
た
こ
と
を
計
算
に
入
れ
て
な
い
。
そ
の
た
め
に
折
角
越
え
よ
う
と
し

た
主
観
性
を
、
近
代
文
学
の
価
値
観
を
突
き
放
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
分

だ
け
、
近
代
文
学
の
価
値
観
を
主
観
性
と
し
て
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
言
い
換
え
て
も
よ

い
。
さ
ら
に
言
え
ば
明
治
以
来
の
研
究
方
法
を
古
い
と
か
主
観
的
だ
と
か
に

つ
い
て
指
摘
す
る
の
は
比
較
的
し
易
い
。
要
は
ど
う
い
う
方
法
で
新
し
い
成

果
を
出
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
2
　
人
麻
呂
以
前
の
歌
の
在
り
様
に
つ
い
て

さ
て
そ
れ
で
は
人
麻
呂
の
個
性
を
言
う
前
に
、
歌
に
関
わ
る
幾
つ
か
の
前

提
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
た
い
。

そ
の
一
つ
は
前
述
の
よ
う
に
旅
に
は
旅
先
を
支
配
す
る
神
と
の
関
係
上
、

歌
を
歌
う
こ
と
を
常
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い

て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
蒔
放
歌
の
論
理
を
辿
る
と

明
ら
か
に
な
る
。
旅
に
あ
る
人
々
は
そ
の
地
で
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
何
故
な

の
か
。
旅
人
の
故
郷
に
於
け
る
在
り
様
を
、
旅
先
と
い
う
異
郷
に
於
い
て
も

確
保
し
た
い
と
希
望
す
る
人
々
の
共
通
観
念
（
共
同
幻
想
）
　
に
よ
る
行
為
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
の
二
つ
は
《
長
歌
＋
短
歌
》
　
の
形
式
が
既
に
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
「
万
葉
集
」
巻
一
1
五
・
六
歌
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
。

讃
岐
国
安
益
郡
に
幸
L
L
時
、
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌

霞
立
つ
　
長
き
春
日
の
　
暮
れ
に
け
る
　
わ
づ
き
も
知
ら
ず
　
村
肝
の

心
を
痛
み
　
鵜
（
奴
要
）
子
鳥
　
う
ら
な
き
居
れ
ば
　
玉
砕
　
懸
け
の
よ

ろ
し
く
　
遠
つ
神
　
わ
ご
大
君
の
　
行
幸
の
　
山
越
す
風
の
　
独
り
居
る

わ
が
衣
手
に
　
朝
夕
に
　
還
ら
ひ
ぬ
れ
ば
　
大
夫
と
　
息
へ
る
わ
れ
も

草
枕
　
旅
に
し
あ
れ
ば
　
思
ひ
遣
る
　
た
づ
き
を
知
ら
に
　
網
の
滑
の

海
底
女
ら
が
　
焼
く
歴
の
　
思
ひ
そ
焼
く
る
　
わ
が
下
心
（
巻
一
－
五
）

反
歌

山
越
し
の
　
風
を
時
じ
み
　
寝
る
夜
お
ち
ず
　
家
な
る
妹
を
　
懸
け
て
偲

ひ
っ
　
（
巻
1
－
六
）

右
、
日
本
書
紀
を
検
ふ
る
に
、
讃
岐
国
に
革
す
こ
と
無
し
。
ま
た
軍
王

も
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。
た
だ
し
、
山
上
憶
良
大
夫
の
類
祭
歌
林
に
日

は
く
、
記
に
日
は
く
、
天
皇
十
l
年
己
亥
の
冬
十
二
月
己
巳
の
粥
の
壬

午
、
伊
濠
町
温
湯
の
宮
に
幸
す
と
い
へ
り
。
一
書
に
、
是
の
時
に
官
の

前
に
二
つ
の
樹
木
あ
り
。
こ
の
二
つ
の
樹
に
斑
鳩
・
比
米
二
つ
の
鳥
さ

は
に
集
ま
れ
り
。
時
に
勅
し
て
多
く
稲
穂
を
掛
け
て
こ
れ
を
養
ひ
た
ま

ふ
。
す
な
は
ち
作
る
歌
と
い
へ
り
。
け
だ
し
こ
こ
よ
り
便
ち
幸
L
L
か
。

当
時
の
考
証
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
　
に
よ
る
限
り
行
幸
は
存
在
し
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
　
『
類
策
歌
林
』
　
の
伝
え
る
『
記
』
　
（
『
紀
』
）
　
で
は

在
っ
た
こ
と
に
な
る
。
三
善
』
　
に
は
更
に
詳
し
く
伝
え
る
。
こ
こ
で
大
切

な
こ
と
は
歌
を
作
っ
た
こ
と
の
あ
る
山
上
憶
良
に
よ
っ
て
纏
め
ら
れ
た
歌
の

書
で
あ
る
『
煉
東
歌
林
」
　
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
日

本
書
紀
』
　
と
い
う
歴
史
の
書
に
は
外
さ
れ
る
こ
と
で
も
、
歌
の
書
に
は
外
せ

な
い
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
万
葉
集
』
最
大
の
歌
人
と
称
さ
れ
て
来
た

人
麻
呂
が
た
だ
の
一
度
も
『
日
本
書
紀
』
　
に
出
て
来
な
い
こ
と
で
分
か
る
。

勿
論
正
史
と
目
さ
れ
る
天
皇
の
行
幸
を
落
と
す
と
い
う
こ
と
は
在
り
得
な
い

と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
l
方
に
在
っ
て
一
方
に
無
い
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
「
日
本
書
紀
』
　
の
編
纂
に
当
た
っ
て
選
択
さ
れ
な
か
っ
た

と
考
え
る
し
か
あ
る
ま
い
。
或
い
は
編
集
者
が
掲
載
し
て
い
た
資
料
に
出
会

え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
在
り
様
は
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「
記
紀
」
　
の
在
り
様
に
似
て
い
る
。
『
古
事
記
』
は
諸
家
の
伝
え
る
も
の
の
う

ち
正
し
い
も
の
を
残
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
　
『
日
本
書
紀
』
　
は
資
料
の
併
記

を
拒
否
し
な
い
。
し
か
し
全
て
を
網
羅
し
て
い
た
と
い
う
保
証
は
無
い
。
絶

対
的
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
《
歌
の
論
理
》
に

よ
っ
て
捉
え
て
行
こ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
歌
を
巡
っ
て
は
内
容
的
な
新
し
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
個
人

的
な
内
面
が
歌
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
時
代
に
は
相
応
し
く
な
い
と
い
う
考
え

で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
前
述
の
《
長
歌
＋
短
歌
》
形
式
の
存
在
を
否
定
す
る

根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
万
葉
集
』
巻
一
－
三
・
四
歌
、

巻
T
－
1
三
・
一
四
・
一
五
歌
、
巻
一
－
一
七
・
一
八
歌
等
、
形
式
の
存
在

は
疑
い
得
な
い
。
歌
の
内
容
に
し
て
も
、
旅
に
在
っ
て
妹
を
思
う
と
い
う
こ

と
は
、
「
対
幻
想
」
　
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
個
幻
想
」

に
直
ち
に
還
元
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
天
皇
の
従
駕
し
て
、
《
妹
背
》
　
の

関
係
を
保
て
る
立
場
に
在
っ
た
ら
こ
う
し
た
歌
は
歌
う
必
要
も
な
い
。
し
か

し
従
駕
者
全
て
が
《
妹
背
》
　
の
対
を
全
う
し
て
そ
の
地
に
在
る
と
ほ
限
ら
な

い
。
む
し
ろ
多
く
は
《
妹
背
》
　
の
対
を
分
断
さ
れ
て
従
駕
の
地
に
在
っ
た
と

考
え
た
方
が
事
実
に
近
か
ろ
う
。
「
孝
徳
紀
」
・
「
斉
明
紀
」
等
に
後
世
の
挽
歌

に
類
す
る
歌
が
出
現
し
て
い
る
の
を
時
間
軸
上
の
事
実
と
す
れ
ば
、
人
を
恋

う
る
歌
と
し
て
、
今
眼
前
に
居
な
い
こ
と
を
共
通
の
こ
と
と
す
る
挽
歌
と
恋

歌
と
は
、
対
象
こ
そ
死
者
と
生
者
の
遣
い
は
あ
れ
、
歌
を
成
立
さ
せ
る
根
拠

は
同
位
相
に
在
る
も
の
と
考
え
て
大
過
無
か
ろ
う
。
当
然
居
る
は
ず
の
《
妹

背
》
・
《
夫
婦
》
　
の
何
れ
か
一
方
が
居
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
心
的
状
況

の
回
復
は
、
正
に
そ
の
異
常
さ
・
物
足
り
な
さ
に
よ
っ
て
、
特
別
の
こ
と
に

よ
っ
て
し
か
回
復
は
な
し
得
な
か
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ど
う

に
も
な
ら
な
い
事
態
に
際
し
て
、
歌
は
通
常
の
言
葉
と
は
異
な
っ
た
位
相
に

お
い
て
、
回
復
不
可
能
で
あ
る
か
の
ご
と
き
事
態
を
回
復
さ
せ
得
る
存
在
性

を
負
っ
て
在
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
こ
に
も
歌
の
古
代
性
の
l
つ
を
見
て

取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
因
に
死
者
と
生
者
の
対
象
の
違
い
の
斎
す
意
味
を

記
し
て
置
け
ば
、
死
者
は
時
間
・
空
間
の
両
軸
上
の
永
遠
の
喪
失
を
意
味
す

る
の
に
対
し
て
、
生
者
は
時
間
・
空
間
軸
に
於
け
る
一
時
的
な
喪
失
を
意
味

し
、
何
れ
は
挽
歌
と
恋
歌
の
違
い
を
概
念
と
し
て
明
確
化
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
軍
王
の
歌
を
そ
の
「
対
幻
想
」
の

視
点
を
抜
き
に
し
て
、
「
個
幻
想
」
　
の
レ
ベ
ル
で
し
か
考
え
得
な
か
っ
た
と

い
う
こ
れ
ま
で
の
在
り
様
は
、
「
個
幻
想
」
を
絶
対
化
し
て
来
た
近
代
的
な

方
法
の
一
環
と
し
て
相
対
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
関
係
は
、
「
神
武
記
」
歌
謡
、
「
狭
井
川
よ
　
雲
立
ち
亙
り
　
畝
傍
山

木
の
葉
さ
や
ぎ
ぬ
　
風
吹
か
む
と
す
」
（
2
1
）
を
巡
る
議
論
と
同
様
で
あ
る
。

我
々
近
代
人
の
価
値
観
で
合
理
解
を
得
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
到
底
舌
代
の

真
意
は
掴
み
得
な
い
と
見
倣
す
所
以
で
あ
る
。

こ
の
他
、
時
代
思
潮
の
一
面
を
指
摘
し
て
置
き
た
い
。
そ
れ
は
、
周
知
の

大
伴
家
持
の
聴
取
に
よ
っ
て
今
日
に
残
さ
れ
た
大
伴
卿
の
歌
の
言
い
回
し
に

つ
い
て
で
あ
る
。
『
万
葉
集
」
巻
l
九
－
四
二
六
〇
、
四
二
六
一
歌
を
掲
げ

よ
え
ノ
。

壬
串
の
年
の
乱
の
平
定
ま
り
し
以
後
の
歌
二
首

大
君
は
　
神
に
し
座
せ
ば
　
赤
駒
の
　
腹
這
ふ
田
井
を
　
都
と
成
し
っ

（
巻
一
九
－
四
二
六
〇
）

右
の
l
首
は
、
大
将
軍
贈
右
大
臣
大
伴
卿
の
作

大
君
は
　
神
に
し
座
せ
ば
　
水
鳥
の
　
巣
抱
く
水
沼
を
　
都
と
成
し
っ

作
者
未
詳
（
巻
l
九
－
四
二
六
こ

右
の
件
の
二
首
は
、
天
平
勝
宝
四
年
二
月
二
日
に
聞
く
。
す
な
は
ち
こ

こ
に
載
す
。
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こ
の
中
の
「
大
君
は
　
神
に
し
座
せ
ば
」
は
人
麻
呂
を
語
る
と
き
大
変
重

要
で
あ
る
。
七
五
二
年
の
採
歌
だ
と
い
う
こ
と
で
そ
の
在
り
様
を
無
視
す
る

と
結
果
的
に
人
麻
呂
を
太
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
言
い
方
は
壬
申
の
乱
以
後
を
全
体
的
に
象
徴
す
る
役
割
を
果
た
し
て
居
る
。

全
権
を
掌
接
し
た
天
武
天
皇
を
見
事
に
捉
え
て
居
た
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
。

し
か
も
最
近
で
は
「
都
」
を
藤
原
京
と
見
る
見
方
が
l
般
化
し
て
居
る
よ
う

で
、
こ
の
言
い
回
し
は
こ
の
後
の
時
代
思
潮
の
変
化
を
見
る
と
き
の
一
つ
の

よ
り
所
と
さ
え
な
り
得
る
。

一
体
こ
の
「
大
伴
卿
」
と
は
誰
な
の
か
。
大
宝
元
年
一
月
十
五
日
の
　
『
続

日
本
紀
』
　
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

大
納
言
正
広
参
大
伴
宿
禰
見
御
行
亮
し
ぬ
。
帝
、
甚
だ
悼
み
惜
み
た
ま

ひ
て
、
直
広
韓
榎
井
朝
臣
倭
麻
呂
ら
を
過
し
て
、
喪
事
を
監
護
ら
し
む
。

直
広
壱
藤
原
朝
臣
不
比
等
ら
を
遺
し
て
、
第
に
就
き
て
詔
を
宣
ら
し
め
、

正
広
弐
右
大
臣
を
贈
り
た
ま
ふ
。

こ
の
記
述
に
よ
り
、
「
大
伴
卿
」
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
来
た
よ
う

に
、
大
伴
宿
禰
御
行
を
指
す
と
見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
「
大

君
は
　
神
に
し
座
せ
ば
」
と
は
、
壬
申
の
乱
を
戦
い
、
そ
の
後
を
見
続
け
て

第
去
し
た
大
伴
御
行
に
よ
っ
て
、
七
〇
一
年
一
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
作
ら

れ
た
言
い
回
し
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
四
二
六
一
歌
の
「
作
者
未

詳
」
と
さ
れ
る
歌
の
存
在
を
も
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
言
い
回
し
は
当
時
、
広

く
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
居
た
も
の
と
捉
え
て
差
し
支
え
な
い
と
い
う
判

断
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
私
は
人
麻
呂
以
前
の
状
況
を
最
低
こ
の
よ
う
に

見
て
置
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

そ
の
3
　
人
麻
呂
歌
①
三
六
・
②
三
七
歌
の
在
り
様

そ
れ
で
は
①
の
歌
か
ら
見
て
行
こ
う
。
「
天
の
下
に
　
国
は
し
も
　
さ
は

に
あ
れ
ど
も
　
山
川
の
　
清
き
河
内
と
　
御
心
を
　
青
野
の
国
の
　
花
散
ら

ふ
　
秋
津
の
野
辺
に
　
官
柱
　
大
数
き
ま
せ
ば
」
は
、
国
見
の
伝
統
を
負
う

て
、
鮮
明
天
皇
の
「
大
和
に
は
　
群
山
あ
れ
ど
　
と
り
よ
ろ
ふ
　
天
の
香
具

山
」
（
巻
一
－
二
）
　
に
繋
が
る
。
こ
れ
は
何
故
そ
の
地
が
選
ば
れ
た
の
か
を

示
し
て
そ
の
地
を
意
義
づ
け
る
常
套
的
な
も
の
だ
が
、
一
重
に
土
地
誉
め
の

方
法
と
し
て
抽
象
化
出
来
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
言
い
回
し
の
《
構
造
》
が

何
に
由
来
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
確
か
め
得
て
な
い
。
讃
歌
の

在
り
様
と
し
て
は
、
讃
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
性
質
が
規
定
す
る
も
の
な

の
か
も
知
れ
な
い
し
、
口
葡
上
の
必
然
性
と
し
て
、
人
々
の
間
に
共
通
理
解

を
得
る
た
め
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
た
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
《
対

象
と
な
り
得
る
多
く
の
中
か
ら
一
つ
が
選
び
取
ら
れ
て
》
と
い
う
表
現
の
構

造
は
、
古
橋
信
孝
の
指
摘
し
た
「
村
立
て
神
話
」
の
構
造
に
も
通
じ
て
い
る
。

選
び
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
従
っ
て
最
も
根
源
的
な
価
値
観
と
言
う
こ
と

も
出
来
る
と
私
は
思
う
。
勿
論
恋
人
に
関
わ
っ
て
も
使
い
得
る
。
こ
う
し
た

こ
と
は
既
に
古
橋
信
孝
が
様
式
論
と
し
て
問
題
化
し
、
舌
代
の
l
つ
の
典
型

と
見
、
様
式
を
踏
ま
え
れ
ば
後
は
自
由
に
表
現
可
能
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け

た
こ
と
に
帰
着
す
る
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
人
麻
呂
の
言
い
回
し
が
、
鮮

明
天
皇
の
国
見
歌
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
自
由
さ
に
基
づ
く

も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
私
は
歌
は
そ
の
時
そ
の
空
間
に
作
用
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
立
場
か
ら
、
《
そ
の
時
・
そ
の
空
間
が
、
個
別
の
言
い
回

し
を
要
求
し
て
い
た
》
と
捉
え
て
置
き
た
い
。

次
に
「
も
も
し
き
の
　
大
官
人
は
　
舟
並
め
て
　
朝
川
渡
る
　
舟
競
ひ

夕
川
渡
る
」
に
注
目
し
よ
う
。
ま
ず
「
大
官
人
」
だ
が
、
既
に
額
田
王
が

「
天
智
挽
歌
群
」
の
最
後
で
「
も
も
し
き
の
　
大
官
人
は
　
行
き
別
れ
な
む
」
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（
万
葉
巻
ニ
ー
1
五
五
）
と
歌
い
込
ん
で
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
　
に
大
前
宿
滴

の
歌
「
宮
人
の
　
足
結
ひ
の
小
鈴
　
落
ち
に
き
と
　
宮
人
動
む
　
里
人
も

済
め
」
（
7
3
）
が
在
り
、
『
古
事
記
』
　
は
こ
の
歌
を
「
宮
人
振
り
な
り
」
と
記

し
て
い
る
。
実
は
こ
の
歌
の
前
に
「
夷
振
の
上
歌
な
り
」
と
記
さ
れ
る
歌
が

在
り
（
8
1
）
、
後
に
は
「
英
振
の
片
下
な
り
」
（
8
7
）
と
の
記
述
が
在
っ
て
、

「
官
」
と
「
夷
」
と
が
対
比
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
7
3
歌
よ
り
す
れ
ば

「
宮
人
」
と
「
里
人
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
取
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ

れ
ら
を
「
里
人
」
・
「
宮
人
」
・
「
大
官
人
」
と
並
べ
て
み
る
と
、
こ
の
関
係
は

「
村
」
・
「
く
に
」
・
「
国
」
　
の
概
念
を
負
う
も
の
の
よ
う
に
思
え
て
来
る
。
勿
論

何
の
根
拠
も
無
い
。

次
ぎ
の
「
舟
並
め
て
　
朝
川
渡
る
　
舟
競
ひ
　
夕
州
渡
る
」
も
、
「
船
」

は
「
天
智
挽
歌
群
」
に
「
か
か
ら
む
と
　
か
ね
て
知
り
せ
ば
　
大
御
船
　
果

て
し
泊
り
に
　
標
結
は
ま
し
を
」
（
万
葉
巻
ニ
ー
一
五
l
）
・
「
や
す
み
L
L

我
ご
大
君
の
　
大
御
船
待
ち
か
　
恋
ふ
ら
む
　
志
賀
の
唐
崎
」
（
万
葉
巻
ニ

ー
一
五
二
）
・
「
鯨
魚
取
り
　
近
江
の
海
を
　
沖
放
け
て
　
漕
ぎ
来
る
船
　
辺

付
き
て
　
漕
ぎ
来
る
船
　
…
…
」
（
万
葉
巻
ニ
ー
1
五
三
）
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
次
の
歌
に
注
目
し
よ
う
。

鴨
君
足
人
が
香
具
山
の
歌
一
首
井
短
歌

天
降
り
つ
く
　
天
の
香
具
山
　
霞
立
つ
　
春
に
至
れ
ば
　
松
風
に
　
池
波

立
ち
て
　
桜
花
　
木
の
暗
茂
に
　
沖
辺
に
は
　
鴨
妻
呼
ば
ひ
　
辺
つ
辺
に

あ
ぢ
群
騒
ぎ
　
も
も
し
き
の
　
大
官
人
の
　
退
り
出
て
　
遊
ぶ
船
に
は

輯
樺
も
　
な
く
て
寂
し
も
　
漕
ぐ
人
な
し
に
　
（
万
葉
巻
三
－
二
五
七
）

反
歌
l
l
首

人
漕
が
ず
　
あ
ら
く
も
し
る
し
　
潜
き
す
る
　
寓
意
と
た
か
べ
と
　
船
の

9
9
　
　
上
に
棲
む
（
巻
三
l
l
五
八
）

い
つ
の
間
も
　
神
さ
び
け
る
か
　
香
具
山
の
　
梓
杉
の
本
に
　
苔
生
す
ま

で
に
　
（
巻
三
－
二
五
九
）

こ
の
歌
に
は
「
戎
本
の
歌
」
が
在
り
、
左
往
に
「
右
は
、
今
案
ふ
る
に
、
寧

楽
に
遷
都
し
た
る
後
に
、
旧
を
怜
び
て
こ
の
歌
を
作
る
か
」
と
記
す
。
左
往

に
よ
れ
ば
、
七
t
 
O
年
以
後
の
作
と
な
り
、
人
麻
呂
以
後
と
な
る
が
、
『
万

葉
集
』
編
纂
の
直
近
の
時
に
か
か
る
左
往
が
書
か
れ
る
こ
と
に
こ
そ
逆
に
こ

の
注
の
語
る
こ
と
が
見
え
て
来
る
。
分
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
い
つ
の
作
か

に
つ
い
て
。
し
か
し
そ
れ
程
の
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
「
戎
本
」
　
の
中
に
も
伝

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
古
き
を
見
る
べ
き
も
の
と
私
は
考
え
る
。
な
ぜ
な

ら
、
左
往
は
「
奈
良
遷
都
に
よ
っ
て
香
具
山
が
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
、
船
が

空
し
く
放
置
し
て
あ
っ
た
」
と
解
し
た
の
だ
が
、
天
武
天
皇
の
時
代
に
既
に

皇
権
力
を
保
証
す
る
も
の
は
伊
勢
に
移
っ
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

（12）

天
武
は
「
天
文
・
遁
甲
に
能
し
」
と
在
り
、
「
天
武
紀
」
全
般
に
わ
た
る
仏
教

関
係
の
記
事
は
、
「
香
具
山
」
を
巡
る
伝
承
を
過
去
の
も
の
と
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
．
特
に
『
古
事
記
』
編
纂
の
経
過
の
中
で
、
香
具
山
は
神
話
レ

ベ
ル
の
話
と
し
て
口
南
の
世
界
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
見
て
差
し
支
え

な
い
と
私
は
考
え
る
。
「
春
過
ぎ
て
　
夏
来
る
ら
し
　
白
椿
の
　
衣
干
し
た

り
　
天
の
香
具
山
」
（
万
葉
巻
一
－
二
八
）
と
歌
っ
て
い
る
持
統
天
皇
に
し

て
も
天
武
縁
の
吉
野
へ
三
十
一
回
も
行
幸
し
て
い
る
の
に
、
香
具
山
行
幸
は

し
て
い
な
い
。
中
大
兄
皇
子
に
し
て
か
ら
が
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
舌
伝
承
を

表
現
の
方
法
と
し
て
い
た
。

中
大
兄
皇
子
　
近
江
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
L
L
天
皇
　
の
三
山
歌

香
具
山
は
　
畝
傍
雄
々
し
と
　
耳
梨
と
　
相
あ
ら
そ
ひ
き
　
神
代
よ
り

斯
く
に
あ
る
ら
し
　
舌
昔
も
　
然
に
あ
れ
こ
そ
　
う
つ
せ
み
も
　
婿
を

あ
ら
そ
ふ
ら
し
き
（
巻
一
－
二
二
）

反
歌
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香
具
山
と
耳
梨
山
と
あ
ひ
し
時
立
ち
て
見
に
来
し
印
南
国
原

（
巻
l
 
I
一
四
）

恐
ら
く
こ
こ
で
捉
え
ら
れ
た
「
香
具
山
」
は
、
伊
藤
博
が
「
持
統
十
l
年

（13）

（
六
九
七
）
頃
、
高
市
皇
子
の
香
具
山
の
宮
周
辺
の
荒
廃
を
嘆
く
歌
か
」
と

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
麻
呂
も
歌
っ
て
い
る
高
市
皇
子
の
「
香
具
山
の

宮
」
（
万
葉
巻
ニ
ー
一
九
九
）
　
に
関
わ
る
も
の
と
見
る
べ
き
も
の
と
患
わ
れ

る
。
人
麻
呂
は
「
埴
安
の
　
池
の
堤
の
　
隠
り
沼
の
　
ゆ
く
へ
を
知
ら
に

舎
人
は
惑
ふ
」
（
巻
ニ
ー
二
〇
一
）
と
歌
っ
て
い
る
。
鴨
君
足
人
の
歌
は
言

わ
ば
高
市
皇
子
挽
歌
の
l
つ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
歌
は

左
往
の
存
在
に
も
拘
わ
ら
ず
、
人
麻
呂
と
同
時
代
の
歌
と
解
釈
出
来
る
。
こ

の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
「
大
官
人
」
も
六
七
一
年
頃
か
ら
使
わ
れ
て

い
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
そ
の
「
大
官
人
」
と
「
船
」
　
の

関
わ
り
は
、
琵
琶
湖
で
の
天
智
天
皇
・
埴
安
の
池
で
の
高
市
皇
子
と
大
官

人
・
当
歌
群
の
言
う
「
書
野
川
で
の
持
統
近
侍
の
大
官
人
」
と
、
船
は
正
に

鴨
君
足
人
が
「
大
官
人
の
　
退
り
出
て
　
遊
ぶ
船
に
は
」
と
歌
っ
た
よ
う
に
、

現
実
生
活
の
運
搬
の
た
め
と
い
う
実
用
性
か
ら
「
遊
び
」
　
へ
と
、
そ
の
用
途

を
拡
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
皇
権
力
の
な
せ
る
業
で
あ
っ
た
こ
と

は
言
を
待
つ
ま
い
。
こ
こ
に
は
当
然
中
国
の
影
響
も
在
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
て
作
り
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て

置
く
必
要
が
あ
る
。
勿
論
眼
前
の
実
景
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
朝
」
「
夕
」
と
一
度
に
現
れ
得
な
い
時
間
が
同
時
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
時
間
が
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
抽
象
化
を

経
た
時
間
・
空
間
は
も
は
や
現
実
で
は
あ
り
得
な
い
。

次
に
「
こ
の
川
の
　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
　
こ
の
山
の
　
い
や
高
知
ら
す
」

を
見
る
。
川
の
属
性
と
し
て
「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
と
歌
う
の
は
斉
明
天
皇

が
「
飛
鳥
用
　
水
張
ひ
つ
つ
　
行
く
水
の
　
間
も
無
く
も
　
息
は
ゆ
る
か

も
」
（
1
1
8
）
と
歌
っ
て
無
い
訳
で
は
な
い
。
川
の
水
は
流
れ
続
け
る
も
の
で

あ
っ
た
。
否
定
の
論
理
が
広
く
認
識
さ
れ
る
前
の
在
り
様
と
し
て
肯
定
出
来

る
こ
と
だ
ろ
う
。
州
の
流
れ
は
こ
の
後
仏
教
理
解
の
深
化
に
伴
っ
て
所
謂

「
無
常
」
　
の
象
徴
的
存
在
に
な
っ
て
行
く
。
山
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の

大
和
三
山
を
中
心
に
し
た
関
わ
り
か
ら
、
青
野
と
い
う
深
山
、
即
ち
大
和
以

外
の
山
に
、
隠
遁
・
避
難
以
外
の
理
由
で
関
わ
り
始
め
る
最
初
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
山
が
高
さ
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
『
懐
風
藻
』

と
の
関
係
で
言
え
ば
、
「
智
水
仁
山
」
　
の
『
論
語
』
的
捉
え
方
と
は
全
く
縁

遠
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

次
は
最
後
の
「
水
激
く
　
滝
の
官
処
は
　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
を
見
よ

（14）

う
。
特
に
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
は
、
今
日
「
人
麻
呂
創
始
の
表
現
」
と

見
倣
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。
こ
れ
は
基
本
的
に
人
麻
呂
の
思
い
で
あ
る
と
見

て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
表
現
は
こ
の
先
全
く
無
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
例
え
ば
「
天
智
挽
歌
群
」
　
の
倭
大
后
歌
「
人
は
よ
し
　
思
ひ
息
む

と
も
　
玉
葛
　
影
に
見
え
つ
つ
　
忘
ら
え
ぬ
か
も
」
（
万
葉
巻
ニ
ー
二
四
九
）

は
、
「
忘
ら
え
ぬ
か
も
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
確
に
個
人
の
思
い
で

あ
る
。
そ
れ
を
こ
の
よ
う
堅
言
う
。
人
麻
呂
は
〈
他
の
人
は
飽
き
て
も
》
と

は
言
っ
て
な
い
。
だ
か
ら
個
人
の
思
い
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に

異
な
る
表
現
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

反
歌
②
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
常
滑
」
が
人
麻
呂
関
係
歌
に
限
っ
て
三

首
在
っ
て
、
「
泉
の
川
の
　
常
滑
の
　
み
雪
残
れ
り
」
（
巻
九
Ⅰ
〓
ハ
九
五
）

と
合
わ
せ
、
川
に
関
わ
る
も
の
と
、
「
豊
泊
瀬
道
は
　
常
滑
の
　
恐
き
道
ぞ
」

（
巻
十
一
Ⅰ
二
五
一
こ
　
の
道
に
関
わ
る
も
の
と
が
あ
る
。
人
麻
呂
歌
と

「
人
麻
呂
歌
集
」
　
の
歌
に
出
る
だ
け
と
い
う
の
は
何
か
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
今
そ
れ
を
考
察
す
る
準
備
が
な
い
。
当
面
『
万
葉
代
匠
記
』
に

従
っ
て
こ
れ
以
上
の
言
及
を
止
め
る
。

以
上
①
②
に
つ
い
て
主
に
①
を
重
点
に
見
て
来
た
。
幾
つ
か
の
点
で
確
か
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に
人
麻
呂
独
自
の
も
の
を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
近
代
文
学
の
意

図
し
た
《
目
指
さ
れ
た
独
自
性
》
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
従
駕
歌
の
論

理
と
し
て
、
人
麻
呂
に
は
《
歌
は
歌
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
》
と
し
て
在
っ

た
か
ら
だ
。
聖
武
天
皇
が
青
野
離
宮
に
行
幸
し
た
と
き
、
大
伴
旅
人
は
「
勅

を
奉
じ
て
作
歌
」
（
万
葉
巻
三
1
1
二
一
九
題
詞
）
　
し
て
い
る
。
家
持
も
特
に

勅
に
よ
っ
た
訳
で
は
な
い
が
青
野
行
幸
の
と
き
の
た
め
に
歌
っ
て
い
る
（
万

葉
巻
l
八
1
四
〇
九
八
）
。
従
駕
し
た
官
人
は
歌
を
歌
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
は
一
方
で
《
旅
の
論
理
》
に
規
制
さ
れ
、
土
地
の
神

と
の
関
わ
り
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
言
葉
の
意
味
に
即
し
て
捉
え

る
と
、
《
讃
の
論
理
》
に
収
赦
す
る
。
一
方
旅
は
必
然
的
に
異
郷
と
故
郷
の

意
識
を
喚
起
す
る
か
ら
、
「
来
る
・
帰
る
」
「
行
く
・
帰
る
」
等
の
言
葉
を
想

起
さ
せ
る
。
だ
か
ら
土
地
の
神
と
の
関
係
に
於
い
て
《
旅
の
論
理
》
が
発
動

さ
れ
る
時
、
土
地
誉
め
の
最
高
の
言
い
回
し
は
《
再
び
こ
こ
に
来
る
》
と
い

う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
古
橋
信
孝
の
「
巡
行
叙
事
」
に
よ
っ
て
も
同

様
の
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
①
の
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
・
②
の
「
絶
ゆ
る

こ
と
な
く
　
ま
た
帰
り
見
む
」
も
、
古
代
の
《
旅
の
論
理
》
と
《
讃
の
論

理
》
　
に
規
制
さ
れ
て
必
然
的
に
斎
さ
れ
た
言
い
回
し
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
と
考
え
る
。
そ
う
し
て
《
「
大
君
」
の
選
択
に
よ
っ
て
「
宮
柱
」

の
立
て
ら
れ
た
「
吉
野
」
　
の
「
滝
の
官
処
は
　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
》
は
、

一
挙
に
《
土
地
誉
め
》
と
《
天
皇
誉
め
》
　
の
両
用
を
な
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、

歌
い
手
の
在
り
様
に
よ
っ
て
斎
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
こ
の
後
に
纏
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
4
　
人
麻
呂
歌
③
三
八
・
④
三
九
歌
に
つ
い
て

さ
て
問
題
は
こ
の
二
首
に
在
る
。
③
か
ら
見
て
行
こ
う
。
「
や
す
み
L
L

我
が
大
君
　
神
な
が
ら
　
神
さ
び
せ
す
と
　
書
野
川
　
た
ぎ
つ
河
内
に
　
高

殿
を
　
高
知
り
ま
し
て
　
登
り
立
ち
　
国
見
を
せ
せ
ば
」
は
、
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
見
歌
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
「
国

見
を
せ
せ
ば
」
と
歌
っ
た
だ
け
で
、
歌
い
手
が
変
更
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
を
我
々
に
語
る
。

推
測
を
縦
に
す
れ
ば
、
天
武
以
来
、
天
皇
が
一
切
の
頂
点
に
達
し
て
い
た
。

壬
申
の
乱
以
後
に
現
れ
た
「
大
君
は
　
神
に
し
座
せ
ば
」
と
は
、
《
現
人
神

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
》
　
の
決
定
的
言
い
回
し
で
あ
っ
た
。
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

背
負
っ
て
、
持
銃
は
「
国
見
」
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
祖
父
の
し
た
よ
う

に
で
あ
る
。
こ
の
時
「
大
君
」
持
銃
は
「
国
見
歌
」
を
歌
っ
て
い
た
か
も
知

れ
な
い
。
そ
れ
は
紆
明
天
皇
の
国
見
歌
と
同
じ
も
の
で
は
在
り
得
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
こ
こ
は
青
野
な
の
だ
か
ら
。
一
方
人
麻
呂
は
「
大
君
」
持
統
天
皇

の
青
野
に
於
け
る
「
国
見
」
　
の
儀
式
を
捉
え
て
い
た
。
私
は
こ
の
「
国
見
」

は
事
実
だ
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
「
国
見
」
と
い
う
伝
統
の
公
式
儀
礼
に
関

し
て
、
無
い
も
の
を
あ
っ
た
よ
う
に
歌
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
は
ず
が
無
い
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
名
例
律
第
二
　
の
1
7
で
は
「
私
罪
」
に
注

し
て
「
私
に
自
ら
犯
し
、
及
び
詔
に
対
ふ
る
こ
と
詐
り
て
実
を
以
て
せ
ず
、

（15）

請
を
受
け
て
法
を
桂
げ
た
る
頬
を
い
ふ
」
を
見
れ
ば
分
か
る
。
だ
か
ら
人
麻

呂
は
事
実
に
基
づ
い
て
歌
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

「
や
す
み
L
L
　
我
が
大
君
　
神
な
が
ら
　
神
さ
び
せ
す
と
」
は
上
の

「
大
君
は
　
神
に
し
座
せ
ば
」
を
受
け
た
当
時
の
一
般
的
観
念
に
よ
っ
て
い

る
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
「
書
野
川
」
～
「
国
見
を
せ
せ
ば
」
ま
で

は
《
現
実
を
通
し
て
得
た
イ
メ
ー
ジ
》
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。

「
た
た
な
は
る
　
青
垣
山
　
山
神
の
　
奉
る
御
調
と
　
春
へ
は
　
花
か
ざ

し
持
ち
　
秋
立
て
ば
　
黄
葉
か
ざ
せ
り
　
行
き
沿
ふ
　
川
の
神
も
　
大
御
食

に
　
仕
へ
奉
る
と
　
上
つ
瀬
に
　
鵜
川
を
立
ち
　
下
つ
瀬
に
　
小
網
さ
し
渡

す
」
は
、
こ
れ
ま
で
は
正
に
神
の
典
型
と
し
て
存
在
し
た
山
や
川
が
、
持
銃

の
「
国
見
」
儀
礼
の
実
行
に
呼
応
し
て
か
、
眼
前
の
青
野
の
「
た
た
な
は
る
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青
塩
山
」
は
、
「
山
の
神
の
お
納
め
す
る
御
調
も
の
と
し
て
、
春
は
花
を
か

ざ
し
持
ち
、
秋
に
な
る
と
黄
葉
を
か
ざ
し
て
お
仕
え
す
る
」
と
人
麻
呂
の
認

識
を
《
春
秋
の
自
然
の
在
り
様
を
抽
象
し
て
、
実
際
の
青
野
の
自
然
が
春
秋

の
花
と
黄
葉
に
現
れ
る
の
は
恰
も
天
皇
へ
の
奉
仕
の
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う

に
》
表
出
し
た
と
こ
ろ
と
し
て
、
近
代
以
前
の
必
然
的
な
自
己
表
出
と
な
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
古
代
的
幻
想
の
中
で
。

「
州
の
神
も
　
大
御
食
に
　
仕
へ
奉
る
と
　
上
つ
瀬
に
　
鵜
川
を
立
ち

下
つ
瀬
に
　
小
網
さ
し
渡
す
」
も
同
様
で
あ
る
。
但
し
「
大
御
食
」
に
引
き

ず
ら
れ
て
川
魚
を
揺
る
二
つ
の
漁
法
を
連
ね
た
と
こ
ろ
に
、
人
麻
呂
の
方
法

と
言
え
ど
も
、
と
て
つ
も
な
い
想
像
力
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
必
ず
し
も
な

い
こ
と
を
確
認
し
て
置
こ
う
。

「
山
川
も
　
依
り
て
仕
ふ
る
　
神
の
御
代
か
も
」
は
、
上
の
「
山
神
」
「
川

の
神
」
　
の
「
山
川
」
　
で
あ
り
、
か
つ
眼
前
に
現
象
と
し
て
現
れ
て
い
る
「
山

川
」
で
も
あ
る
。
『
古
事
記
』
　
の
神
代
の
在
り
様
を
見
れ
ば
、
山
に
大
山
津

鬼
神
・
河
海
に
速
秋
津
日
子
速
秋
韓
比
売
が
伴
い
そ
の
辺
の
事
情
を
語
る
。

「
延
書
式
神
名
帳
」
に
よ
れ
ば
、
青
野
に
は
水
分
神
も
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
他
こ
の
「
山
川
」
は
「
も
」
　
に
よ
っ
て
、
「
人
」
を
も
連
想
さ

せ
る
。
「
人
は
勿
論
山
川
も
」
と
言
う
よ
う
に
。

反
歌
に
つ
い
て
は
、
「
神
な
が
ら
　
た
ぎ
つ
河
内
に
　
船
出
せ
す
か
も
」

に
注
目
し
よ
う
。
何
故
な
ら
持
銃
の
「
船
出
」
　
の
行
為
を
現
在
形
で
歌
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
現
在
形
か
へ
の
答
え
を
迫
る
か
ら
で
あ
る
。
古
橋

信
孝
は
沖
縄
の
神
話
を
分
析
す
る
中
で
、
条
の
神
話
は
現
在
形
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
、
そ
の
理
由
を
祭
は
神
代
を
再
現
し
て
現
在
で
あ
る
こ
と
に
求
め

て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
正
し
い
と
私
は
思
う
。
恐
ら
く
人
麻
呂
も
そ
の
現
在

形
を
使
っ
た
の
だ
と
思
う
。
「
国
見
」
と
い
う
「
祭
」
が
そ
う
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
人
麻
呂
は
《
祭
式
言
語
を
方
法
化
し
た
》
と
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
即
ち
国
見
歌
は
国
見
と
い
う
条
の
場
で
は
、
神
代
を
呼
び
寄
せ

る
呪
著
が
歌
う
は
ず
で
あ
る
。
鮮
明
天
皇
は
歌
っ
て
い
た
。
鮮
明
天
皇
の
歌

も
現
在
形
で
あ
る
。
し
か
し
人
麻
呂
は
呪
著
で
は
な
い
。
従
駕
者
で
し
か
な

い
。
だ
け
れ
ど
も
従
駕
者
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
大
君
は
　
神
に
し
座
せ

ば
」
と
い
う
時
代
思
潮
と
し
て
の
《
現
人
神
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
》
を
歌
い
得
た
。

舌
代
日
本
文
学
に
讃
歌
と
見
ら
れ
る
も
の
は
以
外
に
多
い
。
例
え
ば
『
古

事
記
』
《
八
重
垣
謡
》
（
神
代
1
1
）
・
「
国
偲
歌
」
（
景
行
－
3
1
）
・
「
酒
楽
の
歌
」

（
応
神
1
4
0
・
4
1
）
・
《
望
富
野
歌
》
（
4
2
）
等
、
『
日
本
書
紀
』
も
合
わ
せ
可
成

多
い
。
こ
れ
は
舌
代
の
歌
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
か
に
深
く
関
わ
る

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
小
野
重
朗
・
古
橋
信
孝
の
指
摘
し
た
「
生
産
叙

（柑）

事
」
・
「
巡
行
叙
事
」
　
の
概
念
に
よ
っ
て
考
え
る
と
分
か
り
や
す
く
な
る
。
所

謂
祭
政
一
致
の
時
代
、
歌
は
何
ら
か
の
形
で
神
と
共
に
在
っ
た
。
言
い
換
え

れ
ば
古
代
の
人
々
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
歌
は
存
在
し
得
た
。
し
か

し
祭
政
一
致
が
崩
れ
る
と
呪
者
天
皇
は
政
治
色
を
強
め
、
特
に
律
令
体
制
へ

の
傾
斜
の
中
で
、
新
た
な
国
家
体
制
を
整
備
す
る
過
程
に
お
い
て
必
然
的
に

生
じ
て
来
る
官
僚
の
上
に
君
臨
す
る
傾
向
を
強
め
た
。
こ
の
う
ち
人
麻
呂
の

表
現
に
決
定
的
影
響
を
斎
し
た
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
《
現
人
神
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
》
　
で
あ
っ
た
。

抑
、
そ
の
人
間
が
如
何
な
る
過
去
を
持
と
う
と
も
、
律
令
体
制
の
官
僚
の

l
員
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
間
に
と
っ
て
ほ
全
く
新
し
い
生
き
方

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
特
に
今
の
場
合
に
は
人

麻
呂
の
認
識
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
大
化
改
新
と
い
う
言
葉
で
理
解

さ
れ
て
来
た
舌
代
中
央
集
権
国
家
へ
の
歩
み
の
僅
か
五
十
年
前
後
の
動
き
の

中
で
、
そ
れ
は
速
か
っ
た
の
か
遅
か
っ
た
の
か
印
象
は
そ
れ
ぞ
れ
に
別
れ
る

に
違
い
無
い
が
、
ま
さ
に
「
古
代
」
と
し
て
、
そ
れ
以
後
の
虎
範
を
な
す
体

制
が
、
そ
れ
以
前
の
も
の
に
取
っ
て
変
わ
る
形
で
着
々
と
作
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
時
代
の
出
来
事
で
あ
る
。
我
々
は
そ
う
し
た
こ
と
を
見
過
ご
し
て
ほ
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
祭
政
l
敦
か
ら
祭
政
分
離
が
行
わ
れ
る
と
き
の
動
乱
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期
に
人
麻
呂
は
そ
の
人
生
の
大
半
を
ダ
ブ
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間

の
認
識
に
祭
政
一
致
時
代
の
讃
歌
の
論
理
は
ど
の
よ
う
な
発
想
を
迫
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。

所
謂
（
万
葉
の
時
代
）
を
貫
い
て
歌
わ
れ
続
け
た
讃
歌
の
う
ち
、
《
現
人

神
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
》
に
覆
わ
れ
た
新
し
い
時
代
の
新
し
い
讃
歌
の
必
要
性
は
、

人
麻
呂
を
し
て
ど
の
よ
う
に
歌
わ
し
め
た
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
人
神
の

国
見
を
ど
う
歌
え
ば
よ
か
っ
た
の
か
。
答
え
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
山

川
も
　
依
り
て
仕
ふ
る
　
神
の
御
代
か
も
」
で
あ
っ
た
。
現
人
神
持
銃
が
伝

統
の
国
見
と
い
う
儀
式
を
執
り
行
っ
て
い
る
一
連
の
光
景
を
捉
え
、
①
②
歌

で
伝
統
的
な
讃
歌
の
発
想
を
取
っ
て
も
、
そ
の
伝
統
に
寄
り
掛
か
っ
て
歌
う

だ
け
で
は
、
今
そ
の
も
の
を
歌
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果

「
神
」
と
い
う
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
根
源
的
な
し
か
も
絶
対
的
な
根
拠
を

引
き
出
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
意
味
で
人
麻
呂
は
、
近
江
朝
に

謀
反
を
起
こ
す
形
で
壬
申
の
乱
を
勝
ち
抜
き
、
当
時
の
官
人
達
に
よ
っ
て
、

天
武
・
持
統
に
与
え
ら
れ
た
カ
リ
ス
マ
性
に
対
し
、
前
代
の
絶
対
価
値
と
し

て
の
神
を
讃
歌
の
根
拠
と
し
て
方
法
化
す
る
と
い
う
発
想
で
臨
ん
だ
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
言
い
回
し
は
こ
の
後
は
出
て
来
な
い
。
古
代
国
家
へ
の
動
乱

期
の
必
然
的
な
言
語
表
現
だ
っ
た
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

お

　

わ

　

り

　

に

以
上
人
麻
呂
の
青
野
讃
歌
を
見
た
。
こ
の
果
て
に
、
人
麻
呂
は
「
天
才
」

で
あ
ろ
う
か
。
『
万
葉
集
』
　
の
仕
事
の
全
て
が
人
麻
呂
に
収
赦
す
る
と
言
い

得
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
患
わ
な
い
。
言
語
表
現
は
表
現
者
と
そ
れ
以

外
の
人
々
の
相
関
関
係
の
中
に
在
る
と
考
え
る
私
は
、
文
学
研
究
の
目
的
を

表
現
者
の
才
能
の
如
何
を
決
定
す
る
こ
と
に
置
こ
う
と
は
思
わ
な
い
。
我
々

に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
表
現
者
が
如
何
に
表
現
し
、
何
を
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
相
関
関
係
の
中
で
万
葉
の
歌

人
達
が
ど
う
歌
い
得
て
い
る
か
が
分
か
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
。

付
記本

文
中
、
通
説
化
し
て
い
る
「
宮
廷
歌
人
」
と
い
う
概
念
を
意
識
的
に

使
用
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

仮
に
正
史
に
名
を
連
ね
る
大
伴
旅
人
達
の
よ
う
に
「
詔
」
や
「
勅
」
を

得
て
歌
を
奏
上
す
る
の
が
律
令
官
人
の
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
、
人

麻
呂
の
よ
う
に
正
史
に
名
を
遺
さ
ぬ
歌
い
手
を
区
別
し
て
考
え
る
と
、
折

（17）

口
信
夫
の
よ
う
に
「
宮
廷
詩
人
」
　
の
存
在
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
天
皇
に
近
侍
し
て
歌
を
要
請
さ
れ
る

そ
の
在
り
様
に
二
通
り
在
っ
た
と
言
う
の
は
少
し
言
い
過
ぎ
な
の
で
は
な

（18）

か
ろ
う
か
。
古
橋
信
孝
の
よ
う
に
人
麻
呂
を
「
宮
廷
歌
人
の
姶
源
」
と
し

て
、
そ
れ
以
後
の
宮
廷
歌
人
は
人
麻
呂
の
敷
い
た
様
式
を
踏
襲
す
る
形
で

歌
い
得
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
人
麻
呂
か
ら
赤
人
へ
の
系
譜
じ
み
た
も
の

を
見
る
こ
と
が
出
来
、
一
方
官
人
の
系
譜
と
し
て
の
大
伴
旅
人
・
山
上
憶

良
か
ら
家
持
へ
と
い
う
も
の
が
見
え
な
い
で
も
な
い
が
、
私
は
ど
う
も
す

ん
な
り
納
得
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
律
令
官
人
と
言
え
ど
も
斬
っ
て

も
せ
い
ぜ
い
天
智
天
皇
の
時
代
ま
で
し
か
行
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
大
化

改
新
が
在
っ
た
と
し
て
考
え
て
も
、
一
般
に
言
わ
れ
る
「
祭
政
一
致
か
ら

祭
政
分
離
」
に
至
る
分
岐
点
の
上
限
を
こ
れ
以
上
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な

い
か
ら
、
こ
の
分
岐
点
を
以
て
、
歌
が
《
条
を
負
っ
て
祝
詞
と
い
う
呪
的

性
格
の
強
い
も
の
へ
》
・
《
政
と
共
に
律
令
時
代
の
表
現
形
式
と
し
て
の
叙

情
歌
へ
》
と
そ
の
在
り
様
を
変
容
さ
せ
て
行
っ
た
と
考
え
る
も
の
に
は
、

敢
え
て
「
宮
廷
歌
人
」
と
い
う
概
念
を
造
る
必
要
が
在
る
の
か
ど
う
か
疑

問
無
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
人
麻
呂
以
後
の
「
青
野
讃
歌
」
を

辿
っ
て
み
る
と
、
双
方
を
区
別
す
べ
き
徴
証
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

後
世
の
「
大
歌
所
」
　
の
よ
う
な
磯
関
を
前
提
に
細
分
化
し
て
古
代
を
想
定
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す
る
と
、
確
か
に
専
門
歌
人
の
存
在
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
し
か

（19）

し
天
武
時
代
に
な
っ
て
さ
え
『
古
事
記
』
　
の
内
容
は
ロ
請
に
託
し
た
訳
で
、

歌
が
文
字
化
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
に
は
そ
れ
は
人
々
の
口
の
中
に
在
っ
た

は
ず
で
、
狭
い
空
間
に
、
作
用
し
得
る
範
囲
内
の
存
在
性
を
示
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
共
同
体
に
在
り
続
け
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
天
武
は
後

世
へ
の
規
範
と
し
て
「
偽
を
削
り
、
実
を
定
め
た
」
　
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

こ
の
時
ま
で
に
「
諸
家
」
に
存
在
し
た
歌
が
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
て
来

た
か
を
想
定
し
て
歌
に
関
わ
る
特
別
の
仕
事
を
区
別
し
、
同
様
に
天
皇
家

に
於
け
る
そ
う
し
た
も
の
を
想
定
し
、
そ
の
延
長
に
「
宮
廷
歌
人
」
を
見

た
り
、
雅
楽
寮
と
の
関
係
で
考
え
て
見
て
も
、
や
は
り
歌
は
舌
代
生
活
に

欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ

う
。
天
武
十
四
年
九
月
十
五
日
の
詔
「
凡
そ
諸
の
歌
男
・
歌
女
笛
吹
く
著

は
、
即
ち
己
が
子
孫
に
伝
へ
て
、
歌
笛
を
習
ほ
し
め
よ
」
も
子
孫
へ
の
伝

承
に
言
及
し
た
も
の
で
、
歌
を
巡
っ
て
特
別
の
世
界
が
在
っ
た
こ
と
の
証

し
に
は
な
し
得
ま
い
。
『
古
事
記
』
　
の
編
纂
の
在
り
様
と
何
と
異
な
る
こ

と
か
。
絶
対
性
が
確
立
し
て
逆
に
家
毎
の
伝
承
を
認
め
よ
う
と
し
た
と
考

え
る
べ
き
か
。
こ
う
し
た
こ
と
の
後
に
続
く
時
代
の
人
麻
呂
は
天
皇
に
従

駕
し
て
歌
を
歌
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
代
の
我
々
は
彼
を
捉
え
て
「
宮
廷

歌
人
」
と
言
う
。
平
安
時
代
の
紀
貫
之
を
そ
う
呼
ぶ
だ
ろ
う
か
。
小
野
小

町
は
ど
う
か
。
奈
良
時
代
の
家
持
は
ど
う
か
。
こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、

僅
か
の
時
代
の
僅
か
の
歌
人
を
敢
え
て
「
宮
廷
歌
人
」
と
称
す
る
必
要
が

あ
る
の
か
ど
う
か
。
人
麻
呂
の
存
在
そ
の
も
の
を
「
宮
廷
歌
人
」
と
呼
ぶ

と
し
て
も
、
実
は
人
麻
呂
の
存
在
そ
の
も
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
天
皇

の
行
為
を
見
る
立
場
に
在
っ
た
と
言
う
の
な
ら
、
額
田
王
が
既
に
「
大
官

人
」
を
対
象
化
し
て
天
智
天
皇
の
葬
礼
の
終
局
を
歌
っ
て
い
た
。
額
田
王

は
女
性
、
人
麻
呂
は
男
性
と
で
も
見
れ
ば
よ
い
か
。
天
智
天
皇
は
死
者
、

し
か
も
額
田
王
は
か
つ
て
夫
婦
関
係
に
在
っ
た
人
。
人
麻
呂
は
持
銃
と
い

う
生
者
に
関
わ
り
夫
婦
関
係
も
無
い
人
。
こ
の
違
い
だ
け
で
そ
う
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
森
朝
雄
は
『
日
本
書

紀
』
顧
宗
即
位
前
に
記
さ
れ
る
「
当
世
の
詞
人
」
を
引
き
、
「
宮
廷
歌
人

と
は
、
作
歌
を
業
と
し
て
宮
廷
に
出
仕
し
、
種
々
の
儀
礼
に
お
い
て
儀
礼

歌
を
献
ず
る
こ
と
を
主
た
る
任
務
と
し
た
歌
人
の
こ
と
で
あ
る
」
と
定
義

し
て
い
る
。
し
か
し
根
拠
と
し
た
「
当
世
の
詞
人
」
に
つ
い
て
、
果
た
し

て
こ
れ
が
定
義
を
満
た
す
内
容
を
担
い
得
る
か
ど
う
か
。
土
橋
寛
は
　
『
古

代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編
』
　
で
、
「
詞
」
　
の
字
義
を
踏
ま
え
、
「
専
門
の

歌
人
と
い
う
ほ
ど
の
意
」
と
し
な
が
ら
「
時
人
歌
」
と
の
違
い
に
言
及
し
、

「
語
と
し
て
は
詞
人
と
異
な
る
が
、
歌
の
性
格
は
時
人
の
歌
も
、
当
世
詞

人
の
歌
も
、
時
事
批
評
的
（
讃
美
、
同
情
、
批
判
）
　
で
、
区
別
で
き
な

い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
指
摘
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
こ
の

「
当
世
の
詞
人
」
を
「
作
歌
を
業
と
し
て
宮
廷
に
出
仕
し
、
種
々
の
儀
礼

に
お
い
て
儀
礼
歌
を
献
ず
る
事
を
主
た
る
任
務
と
し
た
歌
人
」
に
繋
げ
得

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
顕
宗
前
紀
」
　
の
歌
に
関
す
る
記
事

は
　
『
古
事
記
』
　
に
は
無
い
。
天
武
の
「
正
賓
」
か
ら
外
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
歌
の
伝
習
を
勧
め
る
ほ
ど
の
天
武
が
、
「
当
世
の
詞
人
」
　
の
官
誉

め
歌
を
外
す
で
あ
ろ
う
か
。
『
日
本
書
紀
』
　
の
書
き
様
で
は
、
飯
豊
皇
女

は
「
臨
朝
乗
政
」
即
ち
「
天
皇
」
　
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
。
ま
た
「
顕
宗

即
位
前
」
と
は
、
西
暦
四
八
五
年
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
頃

の
こ
と
を
漢
字
の
原
意
に
よ
っ
て
考
え
て
誤
り
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
因

み
に
　
『
古
事
記
伝
』
　
で
は
「
顕
宗
即
位
前
紀
」
の
記
事
を
引
く
中
で
「
当

世
詞
人
歌
日
」
を
「
ソ
ノ
ト
キ
ノ
、
、
、
ヤ
ビ
ヲ
ノ
ウ
タ
ヒ
ケ
ル
」
と
訓
ん
で

い
る
が
、
土
橋
寛
の
言
う
よ
う
に
「
時
人
の
歌
」
と
区
別
出
来
な
い
性
格

な
ら
、
何
故
特
別
な
職
掌
が
要
請
さ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
る

ま
い
。
『
日
本
書
紀
』
編
其
時
の
観
念
の
投
影
と
見
て
も
、
一
般
官
人
も

儀
礼
歌
を
作
る
の
だ
か
ら
、
特
別
の
専
門
歌
人
の
必
要
は
無
か
ろ
う
。
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（注）（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）

「
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
』
4
3
号
・
長
野
県
国
語
国
文
学
会
r
研
究
紀
要
」

第
二
号
・
r
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
」
4
6
号

岩
波
古
典
文
学
体
系
6
8
・
減
頁

岩
波
古
典
文
学
体
系
6
8
・
2
6
9
貢

岩
波
古
典
文
学
体
系
6
8
・
2
7
7
～
2
7
8
貢

「
舌
代
文
学
私
論
」
（
武
蔵
野
書
院
）
　
1
0
0
～
1
0
3
頁

岩
波
古
典
文
学
大
系
6
8
・
洞
頁

『
日
本
思
想
史
に
於
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
し
（
新
泉
社
）

『
古
代
和
歌
の
発
生
』
　
（
東
大
出
版
会
）
・
そ
の
他

「
有
意
ひ
て
言
へ
」
と
蘇
賀
臣
安
麻
呂
が
進
言
し
て
い
た
。
岩
波
古
典
文

学
大
系
6
8
・
3
8
2
貢

「
柿
本
人
麻
呂
の
青
野
讃
歌
」
1
5
6
頁

前
掲
寄

岩
波
古
典
文
学
体
系
6
8
・
3
8
2
貫

角
川
文
庫
本
『
万
葉
集
」
上
1
0
2
貢

伊
藤
博
前
掲
書

岩
波
思
想
体
系
本
「
律
令
」
　
2
6
貢

『
万
葉
歌
の
成
立
し
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
　
7
8
頁

「
折
口
信
夫
全
集
」
第
1
巻
2
2
6
頁
・
そ
の
他

『
舌
代
和
歌
の
発
生
』
　
（
東
大
出
版
会
）

「
古
事
記
」
序
文

「
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
』
　
3
9
7
頁

m
頁

r
本
居
宣
長
全
集
』
第
1
2
巻
3
3
1
貢


