
万
葉
集
巻
ニ
ー
二
〇
四
・
二
〇
五
・
二
〇
六
歌
の
語
る
も
の

は
じ
め
に

後
学
の
者
と
し
て
、
先
人
の
研
究
書
を
播
く
度
に
ほ
と
ん
ど
決
ま
っ
て
と
云
っ
て

良
い
程
に
ぶ
つ
か
る
疑
問
が
あ
る
。
最
近
は
そ
れ
で
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ

が
」
そ
の
研
究
対
象
に
対
す
る
評
価
が
そ
れ
で
あ
る
。
優
れ
た
歌
だ
と
か
、
良
い
歌

だ
と
か
、
評
価
の
方
法
と
か
基
準
と
か
を
全
く
あ
い
ま
い
忙
し
た
ま
ま
で
そ
う
云
う

事
ば
か
り
述
べ
た
が
る
も
の
に
出
合
っ
た
り
す
る
と
、
く
た
び
れ
て
し
ま
う
。

万
葉
集
に
関
し
て
そ
う
し
た
評
価
が
下
さ
れ
る
時
は
大
方
、
柿
本
人
麻
呂
の
作
品

に
対
比
し
て
な
さ
れ
る
の
が
一
般
と
見
て
大
過
な
い
。
お
も
し
ろ
い
事
に
い
つ
も
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
人
麻
呂
は
い
つ
か
歌
の
塾
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
故
に
か
ど

う
か
判
然
と
し
な
い
が
、
人
麻
呂
を
理
解
し
な
い
の
は
学
者
と
し
て
二
流
だ
と
云
わ

ん
ば
か
り
に
、
人
麻
呂
天
才
論
が
ぶ
ち
ま
け
ら
れ
る
。
人
麻
呂
を
け
な
そ
う
も
の
な

ら
、
自
ら
の
人
格
を
中
傷
さ
れ
た
と
で
も
云
わ
ん
ば
か
り
に
、
あ
た
か
も
獲
物
に
お

そ
い
か
か
る
獅
子
の
如
く
、
キ
バ
を
む
き
出
し
、
や
っ
つ
け
に
か
か
る
と
い
っ
た
よ

う
な
事
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
る
事
を
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で

は
な
い
が
、
学
問
に
は
縁
遠
い
話
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

印
象
批
評
と
知
っ
た
上
で
サ
ソ
ト
・
プ
ウ
ヴ
の
方
法
を
是
と
し
た
小
林
秀
雄
の
方

法
は
批
評
家
の
そ
れ
で
あ
り
、
学
問
的
探
究
と
は
l
線
を
画
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

横

　

倉

　

長

　

恒

れ
で
い
な
が
ら
小
林
の
文
章
に
は
得
体
の
知
れ
な
い
説
得
力
が
あ
る
。
例
え
ば
マ
ル

ク
ス
主
義
文
学
の
評
価
に
当
っ
て
彼
は
マ
ル
グ
ス
主
義
は
嫌
い
だ
と
云
い
な
が
ら
、

放
り
っ
ぱ
な
し
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
日
本
に
於
け
る
意
義
に
つ
い
て

き
っ
ち
り
と
跡
付
け
を
し
て
い
る
。
小
林
は
つ
ま
り
、
見
る
べ
き
も
の
を
見
た
上

で
、
最
後
に
残
っ
た
唯
一
の
自
己
の
判
断
力
を
行
使
し
て
い
た
の
だ
と
私
は
考
え

る
。
こ
の
小
林
秀
雄
の
在
り
様
は
、
批
評
家
と
し
て
の
あ
い
ま
い
さ
を
払
拭
す
る
重

大
な
方
法
を
我
々
に
示
唆
し
、
学
問
の
在
り
様
に
つ
い
て
も
鏡
い
警
告
を
行
っ
て
い

る
と
は
取
れ
ま
い
か
。

そ
も
そ
も
、
万
葉
集
l
つ
を
以
っ
て
、
古
代
日
本
文
学
の
全
て
が
論
じ
ら
れ
る
よ

う
な
論
理
の
立
て
方
が
お
か
し
い
。
防
人
歌
の
今
日
あ
る
姿
を
知
る
だ
け
で
、
そ
の

背
後
に
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
歌
が
姿
を
消
し
て
行
っ
た
か
、
想
像
す
る
事
が
で
き
る
は

ず
。
大
伴
家
持
で
さ
え
、
「
山
柿
の
門
」
と
云
っ
て
人
麻
呂
の
み
を
典
型
と
は
し
て

い
な
い
。
そ
の
家
持
が
拙
劣
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
不
採
用
に
し
た
歌
は
一
体
ど
ん

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
或
い
は
更
に
湖
り
、
原
万
葉
に
於
い
て
は
全
体
の
い
か
ば

か
り
の
歌
が
採
用
さ
れ
、
い
か
に
お
び
た
だ
し
い
歌
が
葬
り
去
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た

ろ
う
か
。
古
事
記
、
日
本
書
紀
の
歌
々
を
見
る
だ
け
で
も
、
同
時
代
、
多
様
な
歌
が

存
在
し
た
事
も
想
定
す
る
事
が
出
来
よ
う
。
そ
う
し
た
記
載
さ
れ
た
わ
ず
か
ば
か
り

の
歌
を
用
い
て
、
一
方
的
に
創
造
性
を
論
じ
、
あ
た
か
も
そ
れ
以
外
は
考
え
ら
れ
な
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い
と
云
わ
ん
ば
か
り
に
人
麻
呂
天
才
論
を
展
開
す
る
の
は
、
ど
う
み
て
も
公
平
で
は

な
い
。
そ
れ
に
、
そ
の
創
造
云
々
で
あ
る
が
、
果
し
て
古
代
に
於
い
て
、
そ
れ
が
そ

れ
ほ
ど
重
き
を
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
に
は
個
性
が
無
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
は
、
個
性
に
人
間
の
価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
近
代
の
考

え
方
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
。
定
型
の
詩
転
於
い
て
個
性
云
々
と
は
あ
る
意

味
で
矛
盾
で
は
な
い
の
か
。
私
は
患
う
の
だ
が
、
一
つ
の
歌
を
つ
く
る
時
、
そ
れ
が

創
造
性
を
秘
め
て
い
た
か
い
な
い
か
な
ど
、
本
人
は
関
知
せ
ぬ
分
野
な
の
だ
と
見
る

べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
作
者
に
取
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
、
自
ら
の
心
が
伝
わ
る
か

香
か
こ
そ
が
重
大
だ
っ
た
の
だ
と
患
う
。
そ
の
範
囲
内
で
の
事
で
あ
っ
た
の
に
も
が

い
な
い
。
そ
れ
は
歌
が
、
神
の
言
葉
と
し
て
の
規
範
力
を
持
ち
得
ぬ
時
代
の
も
の
と

な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
心
に
人
間
が
訴
え
る
。
そ
れ
が
歌
だ
と
す
れ
ば

そ
の
事
こ
そ
大
切
で
ぁ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
数
々
の
叛
歌
の
存
在
は
、
類
型
性
を
保
っ

（4）

て
い
て
十
分
に
存
在
し
得
た
歌
の
在
り
様
を
語
っ
て
生
々
し
い
で
は
な
い
か
。
以
下

巻
二
の
二
〇
四
～
六
歌
を
め
ぐ
っ
て
下
さ
れ
る
評
価
に
対
し
、
検
討
を
試
み
た
い
。

ま
ず
歌
を
か
か
げ
る
事
か
ら
始
め
よ
う
。

弓
削
皇
子
の
募
り
給
ひ
し
時
、
置
始
末
人
の
作
れ
る
歌
一
首
　
短
歌
井
せ
た
り

や
す
み
L
L
　
膏
が
大
君

高
光
る
　
日
の
皇
子

ひ
さ
か
た
の
　
天
つ
官
に

神
な
が
ら
　
神
と
座
せ
ば

そ
こ
を
し
も
　
あ
や
に
恐
み

昼
ほ
も
　
日
の
こ
と
ご
と

夜
は
も
　
夜
の
こ
と
ご
と

臥
し
居
嘆
け
ど
　
飽
き
足
ら
ぬ
か
も
　
（
二
〇
四
）

反
歌
一
首

大
君
は
　
神
に
し
ま
せ
は

天
雲
の
　
五
首
重
が
下
に

障
り
た
ま
ひ
ぬ
　
（
二
〇
五
）

ま
た
短
歌
一
首

さ
等
な
み
の
　
志
賀
さ
さ
れ
波

し
く
し
く
に

常
に
と
君
が
　
恩
ほ
せ
り
け
る

（5）

（二〇六）

こ
の
挽
歌
を
め
ぐ
る
評
価
は
江
戸
時
代
以
来
、
『
万
葉
集
黄
義
』
の
評
価
を
例
外

と
し
て
、
高
い
と
は
云
え
な
い
。
そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
も
賀
茂
真
淵
の
『
万
葉
考
』

（
以
下
『
考
』
と
記
す
）
の
評
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
考
』
は
云
う
。

こ
れ
は
青
首
を
も
て
い
ひ
っ
づ
け
し
の
み
に
し
て
、
我
帝
な
る
べ
き
こ
と
も
見

え
ず
。
そ
の
つ
ゞ
け
た
言
を
略
き
た
る
と
こ
ろ
は
皆
こ
と
た
ら
は
ず
し
て
拙
し
、

（以下略）。

こ
の
評
を
、
『
考
』
一
流
の
あ
り
ふ
れ
た
独
断
と
見
て
置
く
事
も
出
来
る
。
し
か

（
6
）
　
　
　
　
　
（
7
）

し
以
後
の
研
究
史
を
垣
間
見
る
時
、
例
え
ば
『
私
注
』
に
『
注
釈
』
に
、
『
考
』
の
考

え
方
の
正
し
さ
を
認
め
る
よ
う
な
文
章
を
読
め
ば
、
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
抱
か
な
い

（8）

訳
に
は
い
か
な
く
な
る
。
『
評
釈
』
さ
え
も
が
次
の
如
く
云
う
。
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挽
歌
は
い
ち
め
ん
儀
礼
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
か
ら
は
古
風
の
長
歌
形
式

に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
つ
と
め
て
作
っ
た
歌
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
本

来
長
歌
は
短
歌
よ
り
は
手
腕
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
歌
に
は
作
者
の
手
腕

と
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
し
い
て
作
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と

取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
全
部
成
句
よ
り
成
っ
て
い
て
、
作
者

に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
特
殊
な
も
の
は
見
え
な
い
。
実
際
に
即
す
る
当
時
の
歌

風
か
ら
い
っ
て
、
作
者
に
手
腕
が
あ
れ
ば
、
皇
子
に
関
し
て
の
何
ら
か
の
特
殊
な

こ
と
に
言
い
及
び
得
ら
れ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
に
、
そ
れ
が
全
く
な
い
の
で
あ

る。最
近
の
『
万
葉
集
全
注
』
に
於
い
て
も
、
真
淵
、
山
田
孝
雄
　
（
『
辞
義
』
）
、
土
屋

文
明
（
『
私
注
』
）
な
ど
の
考
え
を
紹
介
し
た
上
で
、
次
の
如
く
記
す
。

人
麻
呂
と
比
較
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
だ
け
を
読
ん
で
も
、
感
銘
は

乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
か
る
評
価
は
、
い
み
じ
く
も
『
全
注
』
に
云
う
よ
う
に
、
人
麻
呂
の
作
品
を
基

準
に
、
他
の
作
品
の
出
来
映
え
を
判
断
す
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
の
下
に
行
わ
れ
て

い
る
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。
又
『
評
釈
』
の
云
う
よ
う
、
「
作
者
に
よ
っ

て
作
り
出
さ
れ
た
特
殊
な
も
の
」
の
存
在
こ
そ
が
作
品
を
価
値
あ
ら
し
め
る
と
云
う

考
え
方
も
根
強
く
働
い
て
い
る
と
見
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
更
に
は
、
「
作
者
に
手

腕
が
あ
れ
ば
、
皇
子
に
関
し
て
の
何
ら
か
の
特
殊
な
こ
と
に
言
い
及
び
得
ら
れ
た
ろ

ぅ
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
読
み
手
の
思
惑
で
相
手
を
料
理
し
ょ
う
と
す
る

の
も
、
あ
り
が
ち
な
債
向
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
『
全
注
』
『
考
』
『
評
釈
』
　
と
い
ず

れ
も
、
東
人
の
状
況
性
と
、
彼
の
表
現
し
ょ
う
と
し
た
そ
の
も
の
の
在
り
樺
に
言
及

し
ょ
ぅ
と
は
し
な
い
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
評
が
マ
イ
ナ
ス
価
値
と

し
た
所
に
こ
そ
、
東
人
の
眼
目
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
い
。
装
飾
過
多
の
人
麻
呂

歌
で
は
あ
ら
わ
し
得
ぬ
簡
潔
さ
。
印
象
は
い
く
ら
で
も
つ
く
れ
る
は
ず
だ
。
弓
削
皇

子
の
近
辺
に
何
か
あ
っ
た
ろ
う
と
云
っ
て
も
、
作
者
に
と
っ
て
歌
わ
れ
る
必
然
と
し

て
位
置
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
見
る
し
か
あ

る
ま
い
。
そ
れ
を
作
者
の
手
腕
云
々
と
は
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
の
か
。

『
評
釈
』
は
一
方
で
作
者
の
特
殊
な
表
現
を
期
待
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
　
「
挽
歌

が
儀
礼
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
か
ら
ほ
古
風
の
長
歌
形
式
転
よ
る
べ
き
で
あ
る

と
し
て
、
つ
と
め
て
作
っ
た
歌
」
と
見
て
い
た
が
、
儀
礼
性
と
「
作
者
に
よ
っ
て
作

り
出
さ
れ
た
特
殊
な
も
の
」
と
は
矛
盾
し
な
い
の
か
。
儀
礼
性
に
重
点
を
置
く
と
す

れ
ば
、
表
現
は
そ
の
儀
礼
の
制
限
を
受
け
て
、
作
者
の
「
特
殊
」
な
も
の
は
排
除
さ

れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
■
。
儀
礼
と
は
ど
う
考
え
て
も
、
規
範
性
を
持
つ

の
を
条
件
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
よ
し
や
、
空
穂
の
云
う
如
く
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
儀
礼
と
は
何
な
の
か
。
少
な
く
と
も
空
穂
の
云
う
儀
礼
は
も
っ
と
細
か
く

論
じ
ら
れ
な
い
と
輪
郭
さ
え
も
つ
か
め
ま
い
。
挽
歌
史
に
於
い
て
儀
礼
な
ど
認
め
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
古
風
な
長
歌
形
式
」
と
あ
る
が
、
「
長
歌
形
式
」
は
本
当
に
古

風
な
の
か
。
疑
問
は
次
々
に
浮
か
ん
で
来
る
。

ニ

挽
歌
史
を
万
葉
集
に
探
り
、
そ
の
儀
礼
性
に
関
す
る
よ
う
な
記
録
を
求
め
る
と
す

れ
ば
、
天
智
挽
歌
群
を
先
縦
と
す
る
と
い
う
事
は
周
知
の
事
で
あ
る
。
万
葉
集
を
離

れ
て
他
に
探
る
時
、
挽
歌
と
限
定
は
出
来
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
い
く
つ
か
の
例
を

求
め
る
事
も
可
能
だ
。
挽
歌
と
い
う
言
葉
を
広
げ
て
、
死
に
関
わ
る
歌
と
見
な
せ
ば
、

か
な
り
多
く
の
も
の
を
拾
う
事
が
出
来
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
例
え
ば

「
景
行
記
」
の
「
大
御
葬
歌
」
を
挽
歌
と
み
る
事
は
出
来
ま
い
。
歌
の
在
り
様
が
異

な
る
か
ら
だ
。
歌
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
事
と
、
歌
が
歌
い
出
さ
れ
た
と
言
う
事
と

は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
死
に
関
わ
っ
て
歌
っ
た
歌
と
し
て
挽
歌
に

最
も
近
い
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
孝
徳
紀
」

「
斉
明
紀
」
の
歌
謡
を
指
摘
す
る
事
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
一
体
い
か
な
る

儀
礼
を
想
定
す
る
事
が
出
来
よ
う
か
。
日
本
書
紀
の
表
記
上
か
ら
そ
れ
を
想
定
す
る
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の
は
か
な
り
困
難
な
事
に
属
す
る
。
『
古
事
記
伝
』
二
十
九
に
於
い
て
宣
長
が
、

凡
て
上
代
の
御
葬
の
儀
式
、
天
皇
の
も
御
子
た
ち
の
も
、
其
飴
の
も
如
何
あ
り

け
ん
知
が
た
し
、
喪
葬
令
に
、
親
王
諸
王
諸
臣
の
定
を
い
さ
1
か
載
ら
れ
た
れ

ど
、
凡
て
令
の
御
剣
は
、
漠
事
多
け
れ
ば
、
上
代
の
嬢
に
は
な
り
が
た
き
う
へ

に
、
委
き
事
は
見
え
ず
、
（
以
下
略
）

と
指
摘
す
る
が
、
結
論
的
に
は
そ
う
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
周
知
の
日
本

書
紀
巻
夢
二
、
神
代
下
の
次
の
記
事
、

天
推
彦
が
妻
下
照
姫
、
突
き
泣
ち
悲
哀
び
て
、
声
天
に
達
ゆ
。
是
の
時
に
天
国

玉
、
其
の
突
ぶ
声
を
聞
き
て
、
則
ち
夫
の
天
椎
彦
の
己
に
死
れ
た
る
こ
と
を
知
り

て
、
乃
ち
疾
風
を
達
は
し
て
、
戸
を
挙
げ
て
天
に
致
き
し
む
。
便
ち
喪
屋
を
造
り

て
夜
す
。
即
ち
州
雁
を
以
て
、
持
億
誓
及
び
持
雷
と
し
、
琵
叢
酎
針
報

雛
翫
謂
軍
又
雀
を
以
て
要
と
す
。
紅
絹
露
締
綱
最
遠
用

談
監
童
牌
的
豊
頬
娼
翫
串
瀾
欄
造
詣
㌍
伊
鮎
領
而
し
て
八
日

八
夜
、
噂
び
突
き
悲
び
歌
ぶ
。

と
か
、
古
事
記
上
巻
の
、

か
れ
天
若
日
子
が
妻
下
照
比
売
の
突
く
声
、
風
の
む
た
響
き
て
天
に
到
り
き
。

こ
こ
に
天
な
る
天
若
日
子
が
父
天
韓
国
玉
の
神
、
ま
た
そ
の
妻
子
ど
も
聞
き
て
、

降
り
来
て
突
き
悲
し
み
て
、
其
処
に
喪
屋
を
作
り
て
、
河
雁
を
岐
佐
理
持
と
し
、

鷺
を
掃
持
と
し
、
琴
鳥
を
御
食
入
と
し
、
雀
を
碓
女
と
し
、
雉
を
巽
女
と
し
、
か

く
行
ひ
定
め
て
、
日
八
日
夜
八
夜
を
運
び
た
り
き
。

と
か
が
思
い
出
さ
れ
、
中
国
の
記
録
、
『
貌
志
』
「
倭
人
伝
」
の
、

其
の
死
に
は
棺
有
る
も
榔
無
く
、
土
を
封
じ
て
家
を
作
る
。
始
め
死
す
る
や
停

喪
十
余
日
、
時
に
当
り
て
肉
を
食
わ
ず
、
喪
主
巽
乾
し
、
他
人
於
い
て
歌
舞
飲
酒

（9）

す
。
巳
に
葬
れ
ば
、
拳
家
水
中
に
誇
り
て
操
浴
し
、
以
っ
て
辣
沐
の
如
く
す
。

が
、
日
本
古
代
の
風
俗
を
伝
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
日
本
書
紀
の
「
呼
び
突
き
悲
び

歌
ぷ
」
の
原
漢
文
「
嗜
笑
悲
歌
」
は
、
「
倭
人
伝
」
の
「
喪
主
笑
泣
」
「
歌
舞
飲
酒
」

に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
、
古
事
記
の
「
日
八
日
、
夜
八
夜
遊
び
た
り
き
」
は
、
後
の

「
遊
郭
」
に
つ
な
が
っ
て
、
霊
前
歌
舞
の
存
在
を
想
定
さ
せ
る
。
岩
波
古
典
文
学
大

系
本
日
本
書
紀
頭
注
は
「
巽
者
」
に
対
し
て
、

葬
送
に
あ
た
っ
て
泣
く
役
。
欽
明
三
十
二
年
八
月
条
、
天
武
天
皇
朱
鳥
元
年
九

月
粂
・
持
統
元
年
九
月
粂
等
に
奉
京
・
発
哀
・
発
突
（
、
、
、
ネ
タ
テ
マ
ツ
ル
）
と
あ

る
の
は
、
こ
れ
の
儀
式
化
さ
れ
た
も
の
。

と
い
い
、
「
八
日
八
夜
、
呼
び
突
き
悲
び
歓
ぶ
」
に
は
、

葬
礼
に
歌
舞
す
る
例
は
、
允
恭
四
十
二
年
正
月
条
、
崩
御
の
時
、
新
羅
王
、
が

楽
人
八
十
人
を
貢
上
し
、
難
波
か
ら
京
ま
で
、
或
い
は
巽
泣
、
或
い
は
僻
歌
し

て
、
夜
宮
に
参
会
し
た
と
あ
る
。
天
武
天
皇
の
崩
御
に
も
、
「
偽
り
て
種
種
の
歌

舞
（
髭
）
を
奏
る
」
と
あ
る
。

と
云
う
。
先
の
注
で
は
巽
者
か
ら
奉
友
・
発
京
へ
の
流
れ
、
後
の
注
で
は
、
外
来
楽

人
の
存
在
を
指
摘
し
て
、
私
な
ど
に
ほ
、
継
体
二
十
四
年
の
条
、

是
の
歳
、
竜
野
臣
召
さ
れ
て
対
馬
に
到
り
、
疾
に
逢
ひ
て
死
ぬ
。
送
葬
る
と

き
、
河
の
尋
に
近
江
転
入
る
。
其
の
妻
歌
ひ
て
日
は
く
、

枚
方
ゆ
　
笛
吹
き
上
る

近
江
の
や
　
竜
野
の
芳
子
い
　
笛
吹
き
上
る

を
患
い
お
こ
す
よ
す
が
上
も
な
っ
て
い
る
が
、
毛
野
臣
が
朝
鮮
に
逢
さ
れ
た
人
物
で

あ
る
事
を
勘
案
す
る
と
、
ど
う
も
こ
の
「
奏
歌
舞
」
の
在
り
様
は
日
本
土
着
の
も
の

と
も
患
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
『
貌
志
』
「
倭
人
伝
」
の

伝
え
な
ど
に
七
ソ
ト
を
得
て
、
日
本
書
紀
、
古
事
記
の
記
事
は
創
作
さ
れ
た
と
も
云

え
て
し
ま
う
の
で
ほ
な
い
か
。
従
っ
て
、
「
突
女
」
か
ら
「
発
哀
」
　
へ
と
言
っ
た
辿

り
方
は
、
文
献
上
に
時
の
流
れ
を
追
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
日
本
の
旧
習
を
探
ろ
う

と
す
れ
ば
他
の
方
法
を
ま
さ
ぐ
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
だ
と
思
う
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
化
の
薄
葬
令
で
あ
る
。
か
っ
て
何
度
か
言
及
し
た

事
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
一
文
に
着
目
し
た
い
。
大
化
二
年
三
月
紀
に
は
次
の
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よ
う
に
云
う
。

凡
そ
人
死
亡
ぬ
る
時
に
、
若
し
は
白
を
経
き
て
殉
ひ
、
或
い
は
人
を
絞
り
て
殉

ほ
し
め
、
強
ち
に
亡
人
の
馬
を
殉
ほ
し
め
、
或
い
は
亡
人
の
為
に
、
宝
を
基
に
蔵

め
、
或
い
は
亡
人
の
為
に
、
宴
を
断
り
股
を
刺
し
て
託
す
。
此
の
如
き
旧
俗
、

這
皆
悉
に
断
誓
。
増
結
貿
溢
準
鯛
巌
紅
絹
詣
戎
批
詣

㌍
通
計
譜
用
聖
讐
詔
違
ひ
て
、
禁
む
る
所
を
犯
す
こ
と
有
ら
ば
、
必

ず
其
の
族
を
罪
せ
む
。

こ
の
中
の
殉
死
に
つ
い
て
は
、
『
魂
志
』
「
倭
人
伝
J
に
、

卑
弥
呼
以
っ
て
死
す
。
大
い
に
家
を
作
る
。
在
官
余
歩
、
狗
葬
す
る
者
、
奴
稗

首
余
人
。

と
あ
る
の
に
連
な
る
。
又
「
宴
を
断
り
股
を
刺
し
て
託
す
」
は
「
景
行
記
」
、
倭
建

の
葬
礼
の
記
事
、

こ
こ
に
倭
に
ま
す
后
た
ち
、
ま
た
御
子
た
ち
も
ろ
も
ろ
下
り
到
ま
し
て
、
御
陵

を
作
り
き
。
す
な
は
ち
其
地
の
な
づ
き
田
に
働
旬
ひ
廻
り
て
、
巽
し
っ
つ
歌
よ
み

し
た
ま
ひ
し
く
、

な
づ
き
の
　
田
の
稲
幹
に

稲
幹
に
　
蔓
ひ
も
と
ほ
ろ
ふ
　
帝
京

こ
こ
に
八
尋
白
智
鳥
に
な
り
て
、
天
翔
り
て
、
浜
に
向
き
て
飛
び
行
で
ま
す
。

こ
こ
に
そ
の
后
た
ち
御
子
た
ち
、
そ
の
小
竹
の
苅
伐
に
、
足
跡
り
破
る
れ
ど
も
、

そ
の
痛
み
を
も
忘
れ
て
、
突
き
つ
つ
追
ひ
い
で
ま
し
き
。
こ
の
時
、
歌
よ
み
し
た

ま
ひ
し
く
、

浅
小
竹
原
　
膜
な
づ
む

虚
空
は
行
か
ず
　
足
よ
行
く
な

ま
た
そ
の
海
塩
に
入
り
て
、
な
づ
み
行
で
ま
す
時
、
歌
よ
み
し
た
ま
ひ
し
く
、

海
が
行
け
ば
　
腰
な
づ
む

大
河
原
の
　
種
芋

海
が
ほ
　
い
さ
よ
ふ

ま
た
飛
び
て
そ
の
旗
に
屠
た
ま
ふ
時
、
歌
よ
み
し
た
ま
ひ
し
く
、

浜
つ
千
鳥
　
浜
よ
は
行
か
ず
　
議
伝
ふ

こ
の
四
歌
は
、
み
な
そ
の
御
葬
に
歌
ひ
き
。
か
れ
今
に
至
る
ま
で
、
そ
の
歌
は

天
皇
の
大
御
葬
に
歌
ふ
な
り
。

を
思
い
出
さ
せ
る
。
こ
の
物
語
が
、
大
和
朝
廷
の
全
国
統
一
事
業
を
語
る
も
の
で
あ

り
、
天
皇
の
死
に
伴
っ
て
歌
わ
れ
る
大
御
葬
歌
に
つ
い
て
語
る
所
を
見
る
と
、
大
和

朝
廷
権
力
が
東
国
を
征
圧
し
た
時
点
に
調
っ
て
考
え
得
る
資
料
を
提
供
す
る
事
と
も

な
ろ
う
が
、
ま
さ
し
く
「
天
皇
」
の
死
に
関
わ
る
歌
と
し
て
、
そ
の
起
源
貢
的
任
を

負
う
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
天
武
天
皇
か
ら
元
明
天
皇
に
至
る
律
令
時

代
の
人
々
に
と
っ
て
、
大
化
の
薄
葬
令
以
前
の
事
に
か
こ
つ
け
て
記
述
さ
れ
な
け
れ

ば
、
内
部
矛
盾
を
き
た
す
事
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
こ
こ
に
そ
の
后
た
ち
御
子
た
ち
、

そ
の
小
竹
の
苅
枚
転
、
足
誹
り
破
る
れ
ど
も
、
そ
の
痛
み
を
忘
れ
て
、
突
き
つ
つ
追

ひ
い
で
ま
し
き
。
」
と
は
、
大
化
改
新
の
詔
に
は
否
定
さ
る
べ
き
旧
習
で
あ
っ
た
訳

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
大
御
葬
歌
」
は
独
自
の
歩
み
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
天
皇
の

葬
礼
に
は
、
古
事
記
の
時
代
ま
で
歌
い
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
伝
統
の
誅
を
凝
縮
す
る
形
で
、
儀
礼
の
中
に
、
現
実
の
行
為
を
伴
わ
ぬ
歌
の
形

で
存
在
し
た
が
た
め
に
、
し
か
も
天
皇
の
故
に
連
続
し
て
歌
い
継
が
れ
て
い
た
の
だ

と
思
う
。
こ
の
大
御
葬
歌
の
存
在
は
、
葬
礼
に
於
け
る
歌
と
し
て
前
掲
の
　
「
倭
人

伝
」
、
「
他
人
就
い
て
歌
舞
飲
酒
す
」
の
「
歌
」
に
連
続
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
突
き

つ
つ
」
は
「
喪
主
笑
泣
し
」
に
通
じ
る
。
そ
の
宍
倭
建
が
死
ん
だ
と
す
れ
ば
「
喪
主
」

は
さ
し
ず
め
后
と
い
う
事
に
な
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
大
化
の
「
蒋
葬
令
」
に
云
う
「
誅
」
は
、
例
え
ば
天
武
天
皇
の
死
に
伴

っ
て
奏
さ
れ
た
「
誅
」
と
異
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
「
蒋
葬
令
」
以
後
の
葬
礼

で
あ
る
と
云
う
事
が
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
天
皇
を

例
外
と
す
る
見
方
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
「
天
武
紀
」
朱
鳥
元
年
九
月
以
降

に
見
ら
れ
る
「
壬
生
の
事
」
　
「
諸
王
の
事
」
「
総
べ
て
宮
内
の
事
」
　
「
左
右
大
舎
人
の
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事
」
　
「
左
右
兵
衛
の
事
」
一
「
内
命
婦
の
事
」
「
膵
職
の
事
」
「
大
政
官
の
事
」
「
陰
官
の

事
」
「
埋
官
の
事
」
「
大
蔵
の
事
」
「
兵
政
官
の
事
」
「
刑
官
の
事
」
「
民
官
の
事
」
「
諸

国
の
事
」
等
、
具
体
的
な
事
柄
に
つ
い
て
、
禁
じ
ら
れ
た
旧
習
に
結
び
つ
く
事
は
何

一
つ
見
ら
れ
な
い
。
更
に
は
、
「
百
済
王
良
虞
、
百
済
王
事
光
に
代
り
て
誅
る
」
　
と

あ
っ
て
、
事
は
国
際
的
問
題
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
「
訣
」
が
旧
習
を
帯
び
る
訳
が

な
い
。
と
す
る
と
、
旧
習
と
さ
れ
て
禁
じ
ら
れ
た
「
誅
」
と
は
、
「
殉
死
」
「
蔵
宝
」

「
断
髪
刺
股
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
死
者
を
し
の
ぶ
と
い
う
、
言
語
表
現
の
中
に

「
し
の
ぶ
」
事
と
は
全
く
異
質
の
死
者
へ
の
思
い
で
あ
っ
た
と
見
わ
け
る
事
が
可
能

と
な
る
。
こ
の
旧
習
の
中
に
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
歌
に
し
て
も
、
繰
り
返
し
歌

わ
れ
る
顕
の
も
の
で
あ
る
。
先
に
か
か
げ
た
大
御
葬
歌
は
、
そ
う
し
た
性
格
の
も
の

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
言
葉
自
体
に
死
の
直
接
的
な
形
象
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

再
び
宣
長
の
言
を
『
古
事
記
伝
』
十
三
に
求
め
れ
ば
、
歌
と
は
次
の
よ
う
に
し
て
登

場
し
て
い
る
と
も
云
い
得
よ
う
。

上
代
に
は
、
夜
時
も
む
ね
と
楽
せ
し
事
、
此
の
飴
も
古
書
に
あ
ま
た
見
ゆ
、

（
中
略
）
喪
に
如
レ
此
楽
せ
し
は
、
何
の
所
以
ぞ
と
い
ふ
に
、
ま
づ
人
の
死
た
る
は
、

彼
天
暦
大
御
神
の
天
石
畳
に
隠
坐
て
、
世
の
闇
夜
に
な
れ
り
し
に
類
た
る
故
に
、

（
中
略
）
共
時
の
故
事
を
ま
ね
び
て
、
歓
楽
て
英
人
を
復
此
世
に
還
り
た
ま
へ
と
招

滞
る
意
よ
り
起
れ
り
。
そ
は
鎮
魂
祭
儀
に
も
、
彼
故
事
を
ま
ね
ぶ
儀
あ
る
に
て
さ

と
る
べ
し
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
石
崖
戸
隠
れ
の
神
話
が
神
話
な
る
が
故
に
親
範
性
を
持
ち
得
て
い
る

事
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
日
蝕
の
神
話
化
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
の
稲

作
文
化
圏
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
太
陽
の
出
現
を
祈
る
様
々
の
行
為
に
そ
の
原
型
は

求
め
ら
れ
よ
う
。
全
て
古
代
人
の
想
像
力
の
し
わ
ざ
で
し
か
な
い
。

以
上
、
葬
礼
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
が
、
儀
礼
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
う
る

歌
に
関
わ
る
も
の
は
「
大
御
葬
歌
」
の
存
在
以
外
に
は
考
え
得
ま
い
。
そ
れ
が
機
能

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
は
挽
歌
は
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

る
に
、
天
智
挽
歌
群
で
は
、

天
皇
の
犬
務
の
時
の
敬
二
首

か
か
ら
む
と
　
か
ね
て
知
り
せ
ば

大
御
船
　
泊
て
し
泊
に
　
腰
縄
結
は
ま
し
な
　
額
田
王
　
（
一
五
〇

や
す
み
L
L
　
吾
大
王
の
　
大
衡
船

待
ち
か
恋
ふ
ら
む
　
志
賀
の
辛
埼
　
　
舎
人
青
年
　
（
一
五
l
C

と
記
さ
れ
、
一
具
体
的
な
形
で
、
「
大
夜
」
　
の
時
に
歌
が
歌
わ
れ
た
事
が
わ
か
る
。
こ

の
歌
は
言
葉
の
上
に
死
を
形
象
し
て
い
て
、
「
大
御
葬
歌
」
と
異
質
で
あ
る
。

私
は
こ
の
記
述
の
信
憑
性
を
、
死
に
関
わ
る
事
と
天
皇
に
関
わ
る
事
の
二
点
か
ら

押
え
て
お
け
る
と
考
え
る
。
死
が
け
が
れ
を
意
味
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
は

大
陸
的
な
考
え
方
に
従
■
つ
た
と
し
て
も
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
と
す
れ

ば
そ
の
け
が
れ
を
、
未
だ
死
ん
で
は
い
な
い
天
智
に
対
し
て
さ
し
む
け
る
事
は
出
来

ま
い
。
傍
証
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
例
え
ば
「
名
例
律
第
二
の
6
「
八
虐
」
の
用

で
は
、
「
不
孝
」
を
請
う
車
で
、

詐
り
て
祖
父
母
・
父
母
死
に
た
り
と
称
し
、
父
祖
の
妾
を
許
せ
る
を
い
ふ
。

と
し
て
、
ま
さ
し
く
「
詐
る
」
事
の
意
を
お
さ
え
て
い
る
。
天
皇
が
死
ん
だ
と
し
て

歌
を
歌
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
又
こ
の
中
で
、
「
楽
」
に
ふ
れ
、
「
父
母
の
喪

に
居
て
、
身
自
ら
嫁
要
し
、
若
し
く
は
楽
を
作
し
、
服
を
釈
ひ
て
青
に
従
ひ
」
　
「
不

孝
」
に
当
る
事
を
云
う
の
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
額
田
王
と
舎
人
青
年
は
、
「
大
痍
」
に
規
定
さ
れ
て

歌
を
歌
っ
て
い
る
と
云
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
楽
」
と
し
て
の
歌
で
は
な
く
、
言

語
表
現
と
し
て
の
歌
で
あ
っ
た
。
た
だ
問
う
て
お
く
必
要
の
あ
る
事
は
、
こ
の
「
時
」

が
何
を
示
す
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
「
時
」
は
二
つ
の
意
に
解
し
得
る
。
一
つ

は
、
「
大
夜
」
の
場
、
す
な
わ
ち
、
空
間
と
時
間
を
あ
わ
せ
指
し
示
す
も
の
。
他
は

必
ず
し
も
「
大
疾
」
の
場
に
限
定
さ
れ
な
い
と
考
え
る
も
の
。
「
痍
」
を
漢
字
の
示

す
と
お
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
大
漢
和
辞
典
』
な
ど
に
云
う
よ
う
に
、

人
が
死
ん
で
葬
る
ま
で
の
聞
、
屍
を
棺
に
赦
め
て
仮
に
安
置
し
て
お
く
こ
と
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と
理
解
さ
れ
る
か
ら
、
大
夜
と
云
う
場
合
に
は
、
天
智
が
天
皇
で
あ
っ
た
事
に
よ
っ

て
付
さ
れ
た
「
大
」
を
考
え
て
置
け
ば
同
じ
事
に
な
る
訳
で
、
「
大
夜
の
時
」
　
と
は

ま
さ
し
く
こ
の
間
だ
と
云
う
事
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
間
に
l
体
何
が
行
わ

れ
、
そ
こ
に
歌
が
、
言
語
表
現
と
し
て
伴
っ
た
の
か
ど
う
か
と
云
う
事
が
問
わ
れ
よ

、
フ
0

「
蒋
葬
令
」
の
庶
民
の
葬
礼
の
規
定
で
は
、

庶
民
亡
な
む
時
に
は
、
地
に
収
め
埋
め
よ
。
其
の
椎
帳
の
等
に
は
、
鹿
布
を
用

ゐ
る
べ
し
。
一
日
も
停
む
る
こ
と
莫
れ
。

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
限
り
、
人
間
の
死
が
特
別
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め

ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
行
き
過
ぎ
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が

「
夫
れ
葬
は
蔵
す
な
り
。
人
の
見
る
こ
と
得
ざ
ら
む
こ
と
を
欲
す
」
　
と
　
「
西
土
の

君
」
が
民
を
戒
め
て
云
っ
て
い
る
事
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

人
の
見
る
こ
と
得
ざ
ら
む
こ
と
を
欲
し
た
理
由
が
、
イ
ザ
ナ
キ
が
イ
ザ
ナ
、
、
、
を
見
て

（11）

知
っ
て
し
ま
っ
た
死
体
の
変
化
と
、
そ
の
け
が
れ
か
ら
生
者
を
守
る
為
で
あ
っ
た
事

は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
庶
民
は
「
一
日
も
停
む
る
こ
と

莫
れ
」
と
さ
れ
る
中
に
「
地
に
収
め
埋
め
」
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
王

よ
り
以
上
の
基
」
「
上
臣
の
基
」
「
下
臣
の
基
」
「
大
仁
・
小
仁
の
基
」
「
大
礼
よ
り
以

下
、
小
智
よ
り
以
上
の
基
」
と
区
切
っ
て
そ
の
規
模
に
つ
き
「
役
」
と
築
造
日
数
を

定
め
て
い
る
の
は
、
「
尊
き
卑
さ
別
あ
ら
し
む
」
事
以
上
の
他
意
に
よ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
に
帰
す
る
は
ず
だ
。
そ
う
し
て
、
「
痍
」
は
こ
の
間
の
す
な

わ
ち
墓
を
築
造
す
る
間
の
「
時
」
を
死
体
安
置
所
に
仮
安
置
す
る
、
そ
の
事
を
さ
し

て
い
た
と
考
え
る
事
が
で
き
よ
う
。

さ
て
こ
こ
で
見
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
「
仁
徳
紀
」

即
位
前
の
次
の
記
事
で
あ
る
。
次
期
皇
位
を
め
ぐ
り
、
菟
道
椎
郎
子
と
大
鱒
鵜
等
が

継
承
権
を
譲
り
合
う
と
い
う
周
知
の
も
の
だ
が
、
皇
位
空
の
ま
ま
三
年
経
過
し
た

後、

太
子
の
日
は
く
、
「
我
、
兄
王
の
志
を
奪
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
れ
り
。
豊

久
し
く
生
き
て
、
天
下
を
焼
き
む
や
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
自
ら
死
り
た
ま
ひ

ぬ
。
時
に
大
館
論
等
、
太
子
、
蓑
り
た
ま
ひ
ぬ
と
関
し
て
、
驚
き
て
、
難
波
よ
り

馳
せ
て
、
菟
道
官
に
到
り
ま
す
。
菱
に
太
子
、
薫
り
ま
し
て
三
日
に
経
り
ぬ
。
時

に
大
鰐
論
等
、
擦
繹
ち
叫
び
突
き
た
ま
ひ
て
、
所
如
知
ら
ず
。
乃
ち
髪
を
解
き
屍

に
跨
り
て
、
三
た
び
呼
び
て
日
は
く
、
「
我
が
弟
の
皇
子
」
　
と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち

応
時
に
し
て
活
で
た
ま
ひ
ぬ
。

こ
の
後
、
二
人
は
言
葉
を
か
わ
す
が
、
太
子
は
、

乃
ち
且
棺
に
伏
し
て
募
り
ま
し
ぬ
。
是
に
、
犬
侍
漁
尊
、
素
服
た
て
ま
つ
り

て
、
発
哀
び
た
ま
ひ
て
、
果
し
た
ま
ふ
こ
と
甚
だ
働
ぎ
た
り
。
偽
り
て
菟
道
の
山

の
上
に
葬
り
ま
つ
る
。

こ
れ
は
今
日
、
復
活
儀
礼
を
語
る
も
の
と
さ
れ
る
。
死
者
の
蘇
生
を
願
っ
て
行
わ
れ

る
行
為
、
招
魂
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
大
鰐
漁
の
思
い
は
、
死

あ
る
毎
に
く
り
か
え
さ
れ
る
人
類
に
普
遍
的
な
患
い
で
あ
る
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。

こ
の
思
い
は
、
天
皇
か
ら
庶
民
に
至
る
全
て
の
死
に
於
い
て
体
験
さ
れ
る
も
の
な
の

に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
身
分
の
「
尊
卑
」
に
よ
っ
て
は
、
個
の
思
い
を
越
え
て
、

集
団
に
於
け
る
思
い
と
も
な
る
ら
し
い
。
と
は
い
え
、
謀
反
人
に
そ
れ
を
望
む
事
は

無
理
だ
っ
た
。
大
浄
皇
子
の
死
に
於
け
る
、
あ
る
い
は
「
仁
徳
紀
」
即
位
前
に
於
け

る
大
山
守
皇
子
の
死
と
そ
の
葬
の
書
き
様
を
見
れ
ば
わ
か
ろ
う
。

こ
こ
で
、
個
の
思
い
と
し
て
庶
人
が
、
集
団
の
思
い
と
し
て
貴
人
の
蘇
生
が
期
待

さ
れ
た
と
云
う
事
は
そ
の
規
模
の
大
き
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
活
の
為
の
行
為
は
共

通
に
存
し
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
再
び
薄
葬
令
と
の
関
わ
り
で
み
る
時
、
薄

葬
令
と
は
文
字
通
り
「
薄
葬
」
す
な
わ
ち
「
葬
」
の
簡
略
化
で
あ
っ
た
と
限
定
さ

れ
、
復
活
の
為
の
行
為
は
残
っ
て
い
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。
葬

は
、
復
活
し
な
い
事
が
確
か
め
ら
れ
た
後
に
行
わ
れ
た
の
に
違
い
な
い
。
す
る
と
、

死
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
事
は
、
「
死
」
↓
「
復
活
の
為
の
行
為
」
↓
「
葬
」
と
い

う
順
を
た
ど
る
事
が
わ
か
る
。
天
智
挽
歌
群
は
こ
れ
を
き
っ
ち
り
と
ふ
ま
え
て
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
l
つ
と
し
て
の
「
大
療
」
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
私
な
り
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に
ま
と
め
れ
ば
、
復
活
の
為
の
行
為
は
生
の
側
に
近
く
、
「
痍
」
は
死
そ
の
も
の
に

付
い
て
復
活
は
あ
り
え
ぬ
時
点
で
の
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
れ
で

は
、
「
蒋
葬
令
」
に
於
い
て
出
さ
れ
た
「
凡
そ
王
よ
り
以
下
、
庶
民
に
至
る
ま
で
に
、

痍
　
営
る
こ
と
得
ざ
れ
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
は
何
か
。
「
王
よ
り
以
下
」
　
の
読

み
と
意
味
が
問
わ
れ
る
。
「
基
」
　
の
娩
榛
に
つ
い
て
言
及
し
た
所
で
は
「
王
」
は
「
み

こ
た
ち
」
と
訓
ん
で
い
た
。
従
っ
て
こ
こ
も
そ
う
読
む
べ
き
か
。
「
王
」
　
を
　
「
お
ほ

き
み
」
と
訓
ん
だ
時
、
そ
れ
は
天
皇
も
含
ま
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
れ
以
後
の
記

録
で
は
、
天
皇
に
つ
い
て
、
又
皇
子
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
皇
孫
に
つ
い
て
さ
え

「
疾
」
は
い
と
な
ま
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
「
王
」
と
は
、
天
皇
、
皇
子
等
を
の
ぞ

い
た
貴
人
で
、
上
臣
、
即
ち
臣
下
と
考
え
ら
れ
る
人
よ
り
も
上
の
層
を
さ
す
と
み
る

べ
き
か
。
そ
れ
以
下
の
人
達
は
「
痍
」
を
営
む
な
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

屍
は
、
そ
の
人
連
の
家
に
安
置
さ
れ
埋
葬
を
待
っ
た
と
考
え
ね
は
な
ら
な
く
な
る
。

け
だ
し
、
こ
の
濱
に
於
い
て
な
さ
れ
た
事
は
、
そ
の
期
間
の
死
者
へ
の
何
ら
か
の

関
わ
り
で
あ
っ
た
訳
だ
が
、
そ
れ
は
主
に
、
死
者
へ
の
追
悼
だ
っ
た
の
で
ほ
あ
る
ま

い
か
。
し
か
も
「
官
」
以
外
の
場
所
に
於
い
て
の
。
例
え
ば
推
古
以
後
の
夜
を
日
本

菩
紀
に
概
観
し
て
、
そ
う
見
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
因
み
に
、

。
推
古
三
十
六
年
三
月
七
日
、

天
皇
崩
り
ま
し
ぬ
。
時
に
年
七
十
五
。
即
ち
南
廃
に
痍
す
。

。
紆
明
十
三
年
十
月
九
日
、

天
皇
、
首
済
官
に
崩
り
ま
し
ぬ
。
丙
午
（
十
八
日
）
に
官
の
北
に
癒
す
。
是

を
首
済
の
大
夜
と
謂
ふ
。
是
の
時
に
、
東
宮
開
別
皇
子
、
年
十
六
に
し
て
課
し

た
ま
ふ
。

○
白
雉
五
年
二
月
十
日
、

天
皇
、
正
寝
に
崩
り
ま
し
ぬ
。
偽
り
て
夜
を
南
庭
に
起
つ
。
小
山
上
官
壬
鳥

土
師
連
土
徳
を
以
て
、
夜
宮
の
事
に
主
ら
し
む
。

十
二
月
の
重
責
の
朔
己
酉
に
、
大
坂
磯
長
陵
に
亮
り
ま
つ
る
。

。
斉
明
四
年
五
月
、

皇
孫
建
王
、
年
八
歳
に
し
て
舞
せ
ま
し
ぬ
。
今
坂
谷
の
上
に
、
夜
を
起
て
て

収む。

。
同
七
年
七
月
二
十
四
日
、

天
皇
、
朝
倉
官
に
崩
り
ま
し
ぬ
。

十
l
月
の
壬
辰
の
朔
戊
　
戌
（
七
日
）
に
、
天
皇
の
喪
を
以
て
、
飛
鳥
の

川
原
に
残
す
。
此
よ
り
発
京
る
こ
と
、
九
日
に
至
る
。

。
天
智
十
年
十
二
月
三
日
、

天
皇
、
近
江
宮
に
崩
り
ま
し
ぬ
。
英
　
酉
（
十
l
日
）
に
、
新
宮
に
夜
す
。

。
天
武
朱
鳥
元
年
九
月
九
日
、

天
皇
の
病
、
遂
に
差
え
ず
し
て
、
正
官
に
崩
り
ま
し
ぬ
。
戊
　
申
（
十
一

日
）
に
、
始
め
て
発
契
る
。
則
ち
夜
宮
を
甫
庭
転
起
つ
。
辛
　
　
酉
（
二
十
四

日
）
に
南
庭
に
疾
す
。
即
ち
発
京
る
。

（ほ）等
と
記
さ
れ
、
普
通
に
官
に
於
い
て
死
ん
だ
場
合
に
は
、
そ
の
場
所
に
何
日
か
屍
を

と
ど
め
お
き
、
そ
の
後
、
所
を
移
し
て
夜
宮
を
営
む
の
を
一
つ
の
習
と
見
て
い
た
ふ

し
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
A
死
に
場
所
V
と
、
A
夜
宮
V
と
の
間
に
復
活
儀
礼
が
行

わ
れ
た
と
み
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
「
夜
宮
」
の
期
間
に
何
が
行
わ

れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
「
持
統
紀
」
に
於
け
る
天
武
の
死
に
関
わ
っ
て
な
さ
れ
た

l
連
の
事
か
ら
想
定
で
き
る
も
の
と
思
う
。
「
持
統
紀
」
に
は
奉
り
。

。
元
年
の
春
正
月
丙
　
寅
の
朔
、

皇
太
子
、
公
卿
・
百
薬
人
等
を
率
て
、
夜
宮
に
適
で
て
働
　
契
る
。
納
言
布

勢
朝
臣
御
主
人
誅
る
。
礼
な
り
。
誅
華
へ
て
衆
庶
発
哀
る
。
（
中
略
）
楽
官
、
楽

奏る。

。
同
年
正
月
五
日
、

皇
太
子
、
公
卿
・
冒
寮
人
等
を
率
て
、
夜
宮
に
適
で
て
働
共
る
。
梵
衆
、
随

ひ
て
発
京
る
。

。
同
年
三
月
二
十
日
、

花
纏
を
以
て
、
確
に
進
る
り
此
を
御
庵
と
目
す
。
是
の
日
に
、
丹
比
真
人
麻
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呂
誅
る
。

。
同
年
五
月
二
十
二
日
、

皇
太
子
、
公
卿
・
官
素
人
等
を
率
て
、
痍
官
に
適
で
て
働
実
る
。
是
に
、
隼

人
の
大
隅
・
阿
多
の
魁
師
、
各
己
が
衆
を
領
ひ
て
、
互
に
進
み
て
謙
る
。

。
同
年
八
月
五
日
、

夜
宮
に
　
嘗
　
る
。
此
を
御
青
飯
と
日
ふ
。
丁
酉
（
六
日
）
に
、
京
城
の

巻
老
男
女
、
皆
臨
み
て
橋
の
西
に
働
契
る
。

。
同
年
九
月
十
日
、
（
九
日
に
は
「
国
忌
の
蘭
」
が
あ
っ
た
と
も
あ
る
。
）

媛
官
に
設
蘭
す
。

。
同
年
十
月
二
十
二
日
、

皇
太
子
、
公
卿
・
官
素
人
等
井
て
諸
の
国
司
・
国
造
及
び
百
姓
男
女
を
率

て
、
始
め
て
大
内
陵
を
築
く
。

。
二
年
正
月
の
庚
申
の
減
に
、
皇
太
子
、
公
卿
・
首
寮
人
等
を
率
て
、
夜
宮
に
適

で
て
働
巽
す
。
辛
酉
に
、
梵
衆
、
残
に
発
京
る
。

。
同
年
三
月
二
十
一
日
、

花
鰻
を
以
て
夜
宮
に
進
る
。
藤
原
朝
臣
大
嶋
誅
る
。

。
同
年
八
月
十
日
、

夜
宮
に
嘗
り
て
契
る
。
是
に
、
大
伴
宿
祢
安
麻
呂
誅
る
。
丁
　
酉
（
十
一
日
）

に
、
浄
大
痺
伊
勢
王
を
命
し
て
、
葬
儀
を
奉
宜
は
し
む
。

。
同
年
十
一
月
四
日
、

皇
太
子
、
公
卿
・
首
寮
人
等
と
諸
薯
の
餐
客
と
を
率
て
、
夜
宮
に
適
で
て
働

契
る
。
是
に
美
　
奉
り
て
、
楯
節
僻
奏
る
。
諸
臣
各
己
が
先
祖
等
の
仕
へ
ま
つ

れ
る
状
を
挙
げ
て
、
適
に
進
み
て
契
る
。
己
　
宋
（
五
日
）
に
、
蝦
夷
百
九
十

余
人
、
調
既
を
負
荷
ひ
て
誅
る
。
乙
丑
（
十
一
日
）
に
、
布
勢
朝
臣
御
主
人
・

大
伴
宿
祢
御
行
・
避
ひ
に
進
み
て
誅
る
。
直
広
牽
当
摩
真
人
智
徳
、
皇
祖
等
の

騰
極
の
次
第
を
誅
実
る
。
礼
な
り
。
古
に
は
日
嗣
と
云
す
。
畢
り
て
大
内
陵
に

葬
り
ま
つ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
に
復
活
儀
礼
を
見
る
の
は
困
難
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
A
死
に
場
所
V
か
ら
A
夜
宮
V
に
移
す
間
、
「
凍
」
の
為
の
屋
（
夜
宮
）
　
を
造

る
間
と
も
と
れ
る
が
、
こ
の
間
に
復
活
儀
礼
は
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
な

の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
菟
道
椎
郎
子
の
死
に
際
し
三
日
の
後
復
活
儀
礼
を
行

っ
て
い
る
の
を
も
っ
て
意
味
づ
け
、
夜
宮
は
そ
う
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
か
。
再
生

し
て
亡
く
な
っ
た
時
、
大
解
放
は
「
素
服
た
て
ま
つ
り
て
、
発
笈
び
た
ま
ひ
て
果
し

た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
は
、
我
々
の
考
え
る
瓜
夜
宮
V
の
意
に
当
る
の
で
は
な
い
か
。

と
す
れ
ば
復
活
儀
礼
と
は
み
な
し
難
い
。
あ
る
い
は
「
髪
を
解
き
屍
濫
跨
り
て
、
三

た
び
呼
び
て
」
と
云
う
行
為
は
、
旧
習
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

畢
寛
、
こ
の
例
は
天
皇
と
い
う
最
高
身
分
の
人
に
つ
い
て
の
夜
で
あ
る
が
、
そ
こ

で
取
り
行
わ
れ
た
事
は
、
「
働
契
る
」
事
、
「
誅
る
」
事
を
「
礼
」
と
し
、
あ
る
時
は

楽
が
奏
さ
れ
、
あ
る
時
は
花
綾
が
進
ら
れ
、
又
あ
る
時
は
「
嘗
る
」
事
が
な
さ
れ
、

埋
葬
の
時
を
待
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
こ
の
間
に
、
「
大
濱
」
、
「
濱
官
」
の
時
の
歌
と
し
て
万
葉
集
に
記
さ
れ

る
歌
が
あ
っ
た
と
云
う
訳
だ
が
そ
れ
は
l
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
A
死
に
場
所
V
か
ら
瓜
夜
宮
V
　
へ
の
間
に
復
活
儀
礼
が
取
り

（13）

行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
間
は
「
招
魂
」
行
為
が
な
さ
れ
た
時
と
考
え
ら
れ
、
そ

こ
で
死
が
確
認
さ
れ
、
夜
宮
か
ら
葬
り
ま
で
の
間
は
、
確
認
さ
れ
た
死
を
基
礎
に
し

た
鎮
魂
の
時
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
天
武
の
死
に
伴
っ
て

な
さ
れ
た
各
部
所
ご
と
の
誅
は
、
天
皇
の
生
前
の
事
鏡
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
死
者
の
過
去
を
し
の
ぶ
事
に
そ
の
眼
目
は
あ
っ
た

（14）

の
に
違
い
な
い
。
古
橋
信
孝
氏
の
行
路
死
人
歌
の
鎮
魂
の
論
理
に
従
っ
て
考
え
れ

ば
、
国
家
共
同
体
の
中
に
位
置
づ
け
る
事
で
鎮
魂
は
す
ま
さ
れ
る
と
考
え
た
と
も
云

え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
「
し
の
び
ご
と
」
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
歌
で
あ
っ
た
の
か
。
最
も
身
近
か
な
資
料
で
考
え
る
と
す
れ
ば
、
一
つ
に
は

斎
明
天
皇
が
死
ん
だ
時
、
「
天
皇
を
哀
慕
び
た
て
ま
つ
り
た
」
　
も
う
て
中
大
兄
皇
子

が
、
「
口
号
し
て
目
し
う
た
歌
、
二
つ
に
は
、
皇
孫
建
王
の
夜
宮
の
後
、
「
霊
詳
し
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た
ま
ひ
、
傷
み
働
ひ
た
ま
ふ
こ
と
極
め
て
甚
」
に
し
て
「
作
歌
し
て
日
」
う
た
と
云

う
歌
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
特
に
こ
の
斎
明
歌
は
、
広
義
の
「
夜
宮
挽
歌
」
の
先
縦
を

な
す
と
も
み
な
し
得
る
よ
う
に
私
は
考
え
る
が
、
こ
れ
は
『
毛
詩
』
序
の
発
生
論
に

関
わ
っ
て
、
夜
宮
に
於
け
る
「
不
忍
京
」
「
傷
働
」
の
心
的
在
り
様
か
ら
、
歌
が
歌

い
出
さ
れ
る
と
考
え
得
る
契
磯
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
う
。
か
つ
て
孫

の
死
を
な
げ
い
て
歌
っ
た
斎
明
を
、
今
度
は
そ
の
息
子
中
大
兄
が
「
哀
慕
」
し
て
歌

い
、
今
「
大
夜
」
に
於
い
て
、
そ
の
中
大
兄
即
天
智
が
歌
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
歌
が
短
歌
形
式
を
取
っ
て
い
る
所
も
注
目
さ
れ
る
。
根
本
に
於
い
て
、
A
夜
宮
V

の
歌
は
情
を
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

一
体
そ
れ
が
儀
礼
化
し
て
い
た
の
か
い
な
か
っ
た
の
か
。
法
的
な
も
の
の
裏
付
け

は
無
い
よ
う
だ
。
不
文
律
と
し
て
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
確
実
な
資
料
と
し
て
は

天
智
挽
歌
群
を
そ
の
最
も
早
い
も
の
と
し
て
見
得
る
の
み
。
高
々
斎
明
の
歌
に
先
鞭

の
l
つ
を
兄
い
出
せ
る
の
み
だ
。
お
そ
ら
く
資
料
上
匹
見
ら
れ
る
結
果
を
も
っ
て
判

断
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
言
う
の
が
最
も
確
実
な
所
と
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
儀
礼
化

は
こ
こ
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
う
事
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
が
長
歌
で
あ
る
必
要

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
長
歌
が
入
っ
て
来
る
為
に
は
別
の
論
理
が
必
要
で
あ
っ
た
の

だ
と
思
う
。

一
体
万
葉
集
の
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
古
代
の
全
て
を
決
定
す
る
の
は
危
険
き
あ
ま

り
な
い
事
な
の
だ
が
万
葉
に
限
っ
て
云
え
る
事
と
し
て
、
夜
宮
に
長
歌
が
用
い
ら
れ

た
の
は
、
日
並
皇
子
挽
歌
を
も
っ
て
囁
天
と
す
る
と
い
う
考
え
に
従
っ
て
良
か
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
挽
歌
は
夜
宮
に
於
い
て
の
み
作
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

そ
の
働
き
が
効
を
奏
し
た
の
で
も
な
い
。
本
当
は
ど
こ
で
作
ら
れ
た
の
か
、
作
者
以

外
に
は
わ
か
ら
な
い
事
だ
。
文
字
の
上
か
ら
我
々
の
知
り
得
る
事
は
高
々
、
そ
こ
に

於
い
て
歌
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
事
で
あ
り
、
そ
の
場
に
於
い
て
何
ら
か
の
働
き

を
求
め
ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
歌
の
作
ら
れ
る
契

廣
た
り
待
て
い
る
事
は
認
め
得
る
。
衆
庶
の
死
と
貴
人
の
死
と
本
来
変
わ
ら
ぬ
は
ず

の
死
に
身
分
が
深
く
関
わ
っ
て
、
儀
式
の
荘
重
化
が
な
さ
れ
て
久
し
い
車
、
「
薄
葬

令
」
に
於
い
て
は
そ
れ
が
固
定
的
に
条
文
化
さ
れ
る
。
庶
人
の
死
は
生
者
に
当
然
の

悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
即
日
埋
葬
し
、
蔵
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貴

人
は
幾
重
に
も
時
間
を
か
け
て
そ
の
死
が
体
験
さ
れ
る
。
そ
こ
に
集
う
連
中
も
文
化

的
に
庶
人
を
越
え
た
レ
ベ
ル
の
連
中
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
天
武
の
「
夜
宮
」
に

は
、
皇
太
子
が
公
卿
・
官
素
人
を
従
え
て
働
箕
し
て
い
る
。
そ
の
貴
人
が
こ
の
場
合

天
皇
で
あ
っ
た
訳
だ
か
ら
特
別
な
事
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
に
準
ず
る
皇
子
の

死
に
際
し
、
公
卿
・
首
素
人
が
集
ま
ら
な
い
訳
が
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
の
近
習
舎

人
達
は
集
ま
っ
て
い
る
。
日
並
皇
子
の
死
に
際
し
て
そ
の
舎
人
連
の
作
っ
た
と
さ
れ

る
二
十
三
首
の
働
傷
は
そ
れ
を
語
っ
て
余
り
あ
る
。
「
夜
宮
」
　
で
の
挽
歌
を
考
え
る

時
に
は
、
多
く
の
人
達
の
前
で
歌
わ
れ
た
事
を
条
件
に
入
れ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
の
時
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
真

実
」
、
つ
ま
り
事
実
で
は
な
か
っ
た
か
。
夜
宮
に
参
列
し
た
人
の
心
に
「
詐
り
」
と

し
て
映
ら
な
い
と
い
う
程
度
に
於
い
て
の
「
真
実
」
で
あ
る
。
特
に
短
歌
に
よ
る
抒

情
が
そ
の
発
端
で
あ
っ
た
と
し
、
後
々
挽
歌
に
長
歌
＋
反
歌
の
形
式
が
採
用
さ
れ
て

い
る
事
を
考
え
る
時
、
そ
の
長
歌
は
、
「
痍
」
に
か
わ
っ
て
、
死
者
の
生
前
の
事
鏡

を
し
の
び
、
追
悼
し
、
国
家
共
同
体
の
中
に
位
置
づ
け
鎮
魂
す
べ
く
歌
わ
れ
た
と
見

通
す
事
が
出
来
よ
う
。

こ
の
他
に
も
挽
歌
は
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
。
た
だ
し
「
夜
宮
」
に
於
け
る
も
の
と

は
限
定
さ
れ
な
い
。
天
智
挽
歌
群
に
は
、
l
五
〇
番
の
「
天
皇
の
崩
り
給
ひ
し
時
、

婦
人
の
作
れ
る
歌
一
首
」
と
一
五
三
番
の
「
大
后
の
御
歌
一
首
」
と
一
五
五
番
の

「
山
科
の
御
陵
よ
り
退
り
散
け
し
時
、
額
田
の
王
の
作
れ
る
歌
一
首
」
が
あ
り
、
天

武
の
死
に
際
し
て
は
、
一
五
九
番
歌
の
「
天
皇
の
崩
り
給
ひ
し
時
、
大
后
の
作
り
ま

せ
る
御
歌
一
首
」
と
一
六
二
番
の
「
天
皇
の
崩
り
給
ひ
し
後
、
八
年
九
月
九
日
、
奉

為
に
せ
し
御
密
会
の
夜
、
夢
の
裏
に
習
ひ
腸
へ
る
御
歌
一
首
」
な
ど
、
人
麻
呂
歌
に

も
あ
る
。
そ
の
歌
い
方
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
と
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
必

ず
し
も
公
卿
百
薬
人
達
を
前
提
に
し
て
歌
わ
れ
る
と
い
う
条
件
の
下
で
歌
わ
れ
た
の

で
は
な
い
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
見
て
良
い
と
思
う
。
あ
る
い
は
、
作
者
の
個
人
的
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な
価
値
観
、
考
え
方
、
あ
る
い
は
死
者
と
の
関
係
な
ど
諸
条
件
か
ら
出
た
違
い
と
み

て
良
か
ろ
う
。

歌
が
、
短
歌
長
歌
を
と
わ
ず
、
広
範
な
場
面
を
お
お
っ
て
存
在
し
た
状
況
の
も

と
、
夜
宮
で
歌
う
と
い
う
一
つ
の
条
件
を
得
て
、
そ
の
あ
り
方
を
固
定
さ
せ
て
行
っ

た
の
が
「
夜
宮
」
の
長
歌
体
挽
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。

斎
明
四
年
建
王
の
死
以
後
、
天
智
の
死
ま
で
十
三
年
、
そ
の
後
十
八
年
に
し
て
草
堂

の
死
を
む
か
え
、
続
い
て
七
年
後
の
高
市
皇
子
の
死
、
弓
削
は
そ
れ
に
連
れ
る
事
三

年
に
し
て
死
ん
で
い
る
。
草
壁
皇
子
の
死
、
高
市
皇
子
の
死
に
関
わ
っ
て
人
麻
呂
は

夜
宮
に
於
い
て
歌
っ
た
。
そ
の
双
方
に
於
い
て
、
長
歌
で
は
主
に
そ
の
死
者
連
の
夜

宮
に
至
る
事
実
が
述
べ
ら
れ
反
歌
で
は
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
生
者
側
の
な
げ

き
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
長
歌
反
歌
の
組
み
あ
わ
せ
に
於
け
る
追
悼
と
し
て
は
人
麻
呂

に
そ
の
早
い
例
を
帰
す
る
事
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
わ
ず
か
十
年
の
間
に
行
わ
れ
た

数
少
な
い
「
夜
宮
」
で
の
そ
れ
も
含
め
た
挽
歌
史
に
お
い
て
、
儀
礼
性
に
立
脚
さ
せ

て
、
素
人
の
歌
を
人
麻
呂
「
夜
宮
」
挽
歌
を
基
準
た
し
て
評
価
す
る
の
は
い
か
に
も

お
か
し
な
事
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
素
人
も
人
麻
呂
も
同
世
代
人
と
見
な
し
て
さ

し
っ
か
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
類
塑
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
同

時
代
性
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
空
穂
の
指
摘
、
長
歌
の
古
風
性
と
、
儀
礼

性
云
々
は
従
っ
て
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
一
つ
の
思
い
込
み
で
あ
っ
た
と
い
う
事

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

歌
の
検
討
に
入
ろ
う
。

や
す
み
し
し
　
わ
が
大
君
　
高
光
る
　
日
の
皇
子

こ
の
歌
い
出
し
は
『
代
匠
記
』
に
云
う
如
く
皇
子
を
さ
し
て
用
い
て
い
る
。
「
継
体

紀
」
歌
謡
（
9
8
）
「
や
す
み
L
L
　
吾
が
大
君
の
」
等
か
ら
伝
統
の
表
現
と
云
え
る
。

人
麻
呂
の
青
野
讃
歌
三
六
歌
、
三
八
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る
所
は
、
文
字
通
り
天
皇

を
指
す
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
日
並
皇
子
挽
歌
や
高
市
皇
子
挽
歌
の
在
り
様
に
比
す

れ
ば
、
人
麻
呂
は
天
皇
と
皇
子
と
に
使
い
分
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
天
智
挽
歌
群

に
於
け
る
用
い
方
を
見
て
み
る
と
、
一
五
二
歌
で
舎
人
青
年
が
「
大
夜
」
の
歌
で
用

い
、
一
五
五
で
額
田
王
も
用
い
る
。
公
的
な
場
で
歌
わ
れ
る
時
に
は
周
知
の
事
実
は

歌
わ
れ
て
も
、
未
来
憩
を
踏
ま
え
た
発
想
は
さ
し
ひ
か
え
た
と
、
l
五
二
歌
や
、
人

麻
呂
歌
か
ら
は
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
・
皇
子
に
つ
い
て
、
あ
り
も
し
な
い
事
を
歌
う

事
の
不
敬
に
つ
い
て
は
先
に
そ
れ
と
な
く
ふ
れ
た
。
つ
ま
り
「
八
隅
L
L
」
状
況
に

な
か
っ
た
者
に
対
し
て
そ
う
だ
と
歌
う
事
は
、
讃
美
の
為
と
は
云
え
き
し
ひ
か
え
た

と
見
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
天
武
の
死
に
於
け
る
持
統
の
歌
も
、
二
五
九
歌
「
や
す

み
L
L
　
吾
大
王
」
、
〓
ハ
二
歌
「
明
日
香
の
　
清
御
原
の
官
に
■
　
天
の
下
　
知
ら

し
め
L
L
　
や
す
み
し
し
　
わ
が
大
王
　
高
風
ら
す
　
日
の
御
子
」
の
如
く
で
あ
る
。

人
麻
呂
日
並
皇
子
挽
歌
で
は
「
天
照
ら
す
　
日
女
の
命
」
へ
「
高
照
ら
す
　
日
の
御

子
」
と
歌
い
、
天
と
地
と
を
、
■
日
女
の
命
と
、
日
の
皇
子
に
托
す
様
に
歌
ケ
て
い
る

が
、
「
高
腐
ら
す
」
は
既
に
持
銃
が
用
い
て
い
る
。
日
並
皇
子
の
死
を
歌
っ
た
舎
人

達
の
歌
一
七
一
二
七
三
番
歌
で
は
「
高
光
る
　
わ
が
日
の
御
子
」
と
歌
う
。

久
方
の
　
天
の
官
に

に
つ
い
て
は
「
久
万
」
が
「
天
」
に
か
か
っ
て
「
仁
徳
紀
」
四
十
年
二
月
条
に
「
ひ
さ

か
た
の
　
天
金
蔵
」
と
出
、
同
時
代
性
の
中
に
読
む
と
す
れ
ば
、
人
麻
呂
紅
於
け
る

「
天
浄
御
門
」
（
一
九
九
歌
）
の
存
在
を
指
摘
し
得
る
。
祝
詞
に
さ
え
「
天
津
官
事
」

と
出
る
。
古
事
記
な
ど
に
近
づ
け
て
見
る
と
、
皇
族
の
場
合
天
に
死
者
の
官
が
あ
る

と
の
考
え
方
に
基
づ
い
た
も
の
と
l
不
え
そ
う
で
同
時
代
性
の
考
え
方
の
下
に
置
く
事

が
出
来
よ
う
。
『
評
釈
』
は
「
高
天
原
」
を
「
具
体
化
し
た
も
の
」
と
云
う
が
、
天
武

の
死
に
際
し
て
の
持
銃
の
歌
で
は
高
天
の
原
は
伊
勢
ま
で
拡
大
解
釈
さ
れ
て
い
た
。

神
な
が
ら
　
神
と
座
せ
ば

に
つ
い
て
は
孝
徳
大
化
三
年
四
月
紀
を
見
る
と
、
者
徳
の
詔
が
あ
り
、
「
惟
神
」
　
の

語
の
割
注
転
「
惟
神
は
神
に
隋
ふ
道
を
謂
ふ
。
亦
た
自
ら
神
の
道
有
る
な
り
」
と
記

す
。
「
今
随
在
天
神
治
め
平
く
可
き
運
に
属
り
」
と
も
あ
り
、
古
く
か
ら
の
も
の
と

見
れ
る
。
「
神
な
が
ら
」
は
人
麻
呂
も
用
い
て
い
る
ひ
　
菅
野
讃
歌
三
八
　
「
や
す
み
し
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し
　
音
大
雷
　
神
な
が
ら
　
神
さ
び
せ
す
と
」
が
そ
れ
だ
。
「
孝
徳
紀
」
か
ら
「
持

統
紀
」
に
於
け
る
約
五
十
年
の
言
い
方
、
特
に
人
麻
呂
、
寛
人
に
は
同
時
代
的
表
現

と
見
て
良
か
ろ
う
。

そ
こ
を
し
も
　
あ
や
に
か
し
こ
み

の
「
そ
こ
を
し
も
」
は
人
麻
呂
l
九
六
歌
の
二
に
云
ふ
に
あ
る
。
l
五
九
歌
に
大
后

が
「
夕
さ
れ
ば
　
あ
や
に
悲
し
み
」
と
歌
い
、
拝
統
も
〓
ハ
二
歌
で
「
味
凝
　
あ
や

に
と
も
し
き
」
と
歌
い
、
人
麻
呂
も
又
「
あ
や
に
悲
し
み
」
（
l
九
六
歌
）
と
歌
う
。

昼
は
も
　
日
の
こ
と
ご
と
　
夜
は
も
　
夜
の
こ
と
ご
と

は
、
昼
、
夜
道
の
ケ
ー
ス
だ
が
一
五
五
歌
で
額
田
王
が
用
い
て
い
る
。
人
麻
呂
泣
血

京
働
歌
は
「
昼
は
　
う
ら
さ
び
暮
し
　
夜
は
　
息
づ
き
明
し
」
と
歌
わ
れ
る
。

臥
し
居
欺
け
ど
　
飽
き
た
ら
ぬ
か
も

は
巻
十
－
一
九
二
四
番
歌
に
「
大
夫
が
・
伏
し
居
款
き
て
　
造
り
た
る
　
し
だ
り
柳

の
　
緯
せ
膏
妹
」
と
あ
る
。
伏
す
事
に
つ
い
て
竺
九
九
歌
に
も
あ
る
。
以
上
、
長

歌
は
伝
統
語
句
の
中
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
つ
ま
ら
ぬ
か
。
そ
う
も
云
い
勿

れ
ま
い
。

や
す
み
し
し
　
わ
が
王
　
高
光
る
　
日
の
皇
子
　
ひ
さ
か
た
の
　
天
つ
官
に
　
神

な
が
ら
　
神
と
坐
せ
ば

は
、
死
の
形
象
そ
の
も
の
と
し
て
簡
潔
で
あ
る
。
周
知
の
事
境
の
多
い
人
に
つ
い
て

は
、
国
家
共
同
体
の
中
に
き
っ
ち
り
と
位
置
付
け
得
る
よ
う
に
歌
う
事
は
そ
れ
と
し

て
や
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
人
物
で
あ
っ
て
も
日
並
皇
子
の
歌
に
お
い
て

は
人
々
の
期
待
と
し
て
の
未
来
態
の
下
に
よ
う
や
く
す
く
い
得
て
い
る
と
云
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
し
か
も
事
実
と
し
て
皇
太
子
は
人
々
の
期
待
を
集
め
で
い
た
と
み

れ
る
。
し
か
し
、
弓
削
皇
子
に
そ
れ
を
期
待
す
る
事
は
可
能
か
。
む
し
ろ
、
死
を
前

面
に
出
し
、
そ
こ
ゆ
え
に
嘆
い
て
も
嘆
き
き
れ
な
い
と
発
歌
し
た
東
人
の
在
り
様
を

見
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

反
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

王
は
　
神
に
し
ま
せ
は
　
天
雲
の
　
五
首
重
が
下
に
　
障
り
腸
ひ
ぬ

「
王
は
　
神
に
し
ま
せ
は
」
は
、
「
壬
中
の
年
の
乱
の
平
定
せ
し
以
後
の
敬
二
首
」

と
し
て
巻
十
九
に
、

皇
ほ
　
神
に
し
坐
せ
ば
　
赤
蹄
の
　
葡
萄
ふ
田
ゐ
を
　
京
師
と
な
し
つ

（
四
二
六
〇
）

大
王
は
　
神
に
し
坐
せ
ば
　
水
鳥
の
　
巣
だ
く
水
沼
を
　
皇
都
と
な
し
っ

（
四
二
六
〇

と
歌
わ
れ
、
巻
三
1
1
三
五
歌
で
人
麻
呂
は

皇
は
　
神
に
し
ま
せ
ば
　
天
雲
の
　
雷
の
上
に
　
鑑
す
る
か
も

と
歌
っ
て
い
る
。
上
l
ニ
句
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
東
人
が
先
か
、
人
麻

呂
が
先
か
を
論
ず
る
事
は
出
来
ま
い
。
壬
申
の
乱
後
を
歌
っ
た
歌
を
先
行
作
品
と
み

て
、
同
時
代
性
の
中
鱒
置
く
し
か
な
く
、
人
麻
呂
が
す
ぐ
れ
て
い
る
根
拠
に
は
な
し

が
た
い
。

私
は
こ
の
中
の
「
天
雲
の
　
五
首
重
が
下
に
　
障
り
腸
ひ
鱒
」
に
注
冒
し
た
い
。

人
麻
呂
は
「
天
雲
の
　
雷
の
上
に
　
庭
す
る
か
も
」
と
歌
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
雷

岡
に
遊
ん
だ
天
皇
に
従
っ
た
人
麻
呂
と
、
一
方
で
は
天
皇
・
皇
子
は
「
神
上
る
」
も

の
と
さ
れ
て
い
た
現
実
世
界
の
中
で
、
ま
さ
に
現
実
に
は
土
に
埋
葬
さ
れ
る
事
態
転

直
面
し
た
寛
人
に
ょ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
考
え
ら
れ
る
。
生
者
は
宵
岡

に
立
っ
て
、
ま
さ
に
「
神
鳴
り
」
の
上
に
君
臨
し
、
死
者
は
雲
の
下
の
存
在
と
し
て

埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
五
官
雲
の
下
と
は
極
め
て
漠
然
と
し
た
と
ら
え
方
だ
が
そ

の
意
は
理
解
し
得
よ
う
。
観
念
世
界
の
真
実
と
し
て
、
天
つ
宮
に
神
な
が
ら
神
と
座

す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
を
ふ
ま
え
て
の
な
げ
き
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
世

界
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
と
決
定
的
事
実
を
ふ
ま
え
る
中
に
、
一
つ
の
心
の
在
り
様
を

た
ど
る
事
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

次
に
は
、

さ
さ
な
み
の
　
志
賀
さ
ざ
れ
波
　
し
く
し
く
に
　
常
に
と
君
が
　
息
は
せ
り
け
る

忙
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
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こ
の
歌
は
、
諸
学
指
摘
す
る
よ
う
に
巻
≡
－
二
四
二
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
と
見
て

良
か
ろ
う
。

弓
削
皇
子
遊
〓
青
野
一
時
御
歌
一
首

滝
の
上
の
　
三
船
の
山
に
　
居
る
雲
の
　
常
に
あ
ら
む
と
　
膏
が
恩
は
な
く
に

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
雲
は
寛
人
歌
の
「
天
雲
の
　
五
首
重
」
　
の
雲
に
ひ
び
く

か
も
し
れ
ぬ
。
こ
の
弓
削
皇
子
の
詠
嘆
を
お
さ
え
た
発
想
と
云
え
よ
う
。
死
者
を
追

懐
す
る
に
故
人
の
歌
を
踏
ま
え
る
と
は
、
一
つ
の
工
夫
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

恋
の
歌
、
特
に
応
答
歌
な
ど
ほ
存
在
す
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
は
そ
う
云
っ
た
類
の
も

の
で
は
な
い
。
云
お
ば
「
本
歌
取
り
」
を
行
っ
て
い
る
訳
だ
。

こ
う
し
て
見
て
来
る
と
、
先
学
と
は
い
え
大
分
思
い
込
み
を
犯
し
っ
つ
読
ん
で
い

る
と
い
う
事
に
な
り
は
し
な
い
か
。

お
わ
り
に

以
上
、
限
ら
れ
た
資
料
の
中
に
、
そ
の
実
態
を
探
ろ
う
と
し
た
。
一
つ
の
歌
が
読

ま
れ
る
為
に
は
読
む
に
当
っ
て
先
入
兄
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
歌
の
さ

し
示
す
所
を
み
き
わ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

長
歌
で
は
、
弓
削
の
死
を
、
死
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
で
歌
っ
て
、
そ
れ
へ
の

対
処
と
、
嘆
き
の
つ
き
な
い
の
を
述
べ
、
「
反
歌
」
で
は
、
も
は
や
動
か
し
難
い
決
定

的
な
出
来
事
が
お
こ
っ
て
、
埋
葬
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
を
云
い
、
「
短
歌
」
で
は
、

生
前
の
詠
嘆
を
ふ
ま
え
、
文
芸
に
文
芸
を
以
っ
て
す
る
と
い
う
一
つ
の
方
法
を
も
っ

て
し
て
い
る
歌
で
あ
る
と
考
え
得
る
と
思
う
。
良
い
歌
か
悪
い
歌
か
私
の
関
知
す
る

所
で
は
な
い
。
一
切
は
読
み
手
が
決
め
れ
ば
良
い
。
研
究
と
は
、
そ
の
さ
し
し
め
す

所
を
第
一
に
明
ら
め
る
事
と
債
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

（注）∽
　
『
小
林
秀
雄
全
集
』
三
巻
。
〓
　
l
貢
。

㈲
　
『
万
葉
集
』
巻
十
七
－
三
九
六
九
題
詞
。

周
　
『
万
葉
集
』
巻
二
十
の
防
人
歌
の
左
往
。

旭56789的餌は㈹㈹㈹

古
橋
信
孝
氏
『
万
葉
集
を
よ
み
な
お
す
』
三
五
貫
。

『
万
葉
集
金
注
』
本
の
訓
を
採
用
し
た
（
歌
訓
の
み
）
。

『
万
葉
集
私
注
』
一
巻
、
三
三
〇
貢
。

『
万
葉
集
注
釈
』
二
巻
、
四
三
貢
。

『
万
葉
集
評
釈
』
窪
田
空
穂
全
集
±
ニ
巻
、
二
二
二
貫
。

『
岩
波
文
庫
本
』
四
五
貫
。

『
律
令
』
喪
葬
令
第
二
十
六
の
8
。
岩
波
『
日
本
思
想
大
系
』
3
、
四
三
七
貢
。

「神代記」

実
は
例
外
的
に
鎌
足
の
死
に
も
務
が
い
と
な
ま
れ
て
い
る
。
天
智
七
年
紀
参
照
の
こ

と。

「
天
武
紀
」
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日
条
。

相
に
同
じ
。
九
四
1
九
入
貢
。

『
万
葉
集
』
巻
ニ
ー
一
七
一
1
一
九
二
。


