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万
葉
集
巻
一
－
㍑
・
1
4
番
歌
の
語
る
も
の

「
　
「
三
山
歌
」
の
問
題
点

ま
ず
歌
を
あ
げ
よ
う
。
万
葉
集
巻
一
に
は
次
の
よ
う
に
載
っ
て
い
る
。

申
大
兄
　
近
江
官
御
宇
天
皇
　
三
山
歌
一
首

1
3
高
山
波
　
雲
根
火
雄
男
志
等
　
耳
梨
与
　
相
辞
競
佼
　
神
代
従
　
如
此
爾
有
良
之
　
古
昔

母
　
然
爾
有
許
曽
　
虚
蝉
毛
　
嬬
乎
　
相
格
良
思
青

反
歌

1
4
高
山
与
　
耳
梨
山
与
　
相
之
時
　
立
見
爾
来
之
　
伊
奈
英
国
波
長

1
5
渡
津
漁
乃
　
豊
旗
雲
爾
　
伊
理
此
沙
之
　
今
夜
乃
月
夜
　
清
明
己
曽

未
二
首
歌
、
今
案
不
レ
似
＝
反
歌
包
。
但
旧
本
以
l
庇
歌
－
撃
於
反
歌
一
。
故
今
猶
戯
レ
此

教
。
亦
紀
日
。
天
皇
財
重
日
足
姫
天
皇
先
四
年
乙
巳
、
立
〓
為
天
皇
真
二
皇
太
子
l
d

右
の
記
載
を
め
け
り
、
U
作
者
は
中
大
兄
そ
の
人
か
、
鳳
「
三
山
歌
」
と
あ
る
が
歌
わ
れ
て

い
る
の
ほ
何
な
の
が
、
㈱
「
雄
男
志
」
と
は
「
男
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
「
を
愛

し
」
　
「
を
惜
し
」
な
の
か
、
囲
つ
は
り
、
≡
山
そ
れ
ぞ
れ
の
性
別
は
ど
う
な
の
か
、
は
「
高
山

与
　
革
製
山
与
　
相
之
時
」
の
「
楓
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
㈲
「
立
見
布
来
之
」
の
主
語

は
何
如
、
㈲
1
5
番
歌
は
本
当
に
「
反
歌
」
と
言
え
る
か
、
㈱
言
え
な
い
と
す
れ
ば
何
な
の
か
、
佃

左
往
は
何
を
語
る
か
、
m
J
三
山
歌
に
託
さ
れ
た
車
争
い
」
と
は
、
「
額
田
王
を
め
ぐ
る
中
大

兄
、
大
海
人
の
話
」
な
の
か
、
等
々
多
く
の
問
題
が
問
わ
れ
、
ま
さ
に
研
究
者
の
数
だ
け
の
結

論
が
出
さ
れ
て
来
た
。

と
こ
ろ
で
歌
を
考
え
る
場
合
、
当
魚
そ
の
形
式
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
不
安
な
リ

ズ
ム
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
上
で
の
言
語
操
作
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
古
代
人
に

と
っ
て
（
そ
の
原
初
形
態
は
不
明
と
い
う
他
な
い
が
）
、
歌
形
は
既
に
存
在
し
、
共
有
の
価
値

き
，
　
　
　
吋

横

　

　

倉

　

　

長

　

　

恒

感
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
我
々
は
こ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
し
か
な
い
。
だ
か
ら
そ
こ
を
出
発

点
と
し
て
言
語
の
躍
動
を
見
る
。
か
く
て
先
学
の
常
成
果
に
待
時
す
る
。
と
前
掲
の
問
い
の
結

論
こ
と
ご
と
く
に
疑
問
を
感
じ
な
い
訳
に
は
い
か
な
く
な
る
。
即
座
に
納
得
し
得
な
い
理
由
を

考
え
て
み
る
と
、
基
本
的
堅
一
つ
の
こ
と
が
見
え
て
来
る
。
そ
の
l
つ
は
、
《
題
詞
を
そ
の
ま

ま
信
じ
て
、
そ
こ
を
ス
タ
ー
ト
に
し
て
い
る
こ
と
》
、
他
の
一
つ
は
、
《
『
播
磨
風
土
記
』
揖
保

郡
神
阜
里
の
「
地
名
起
源
評
」
を
無
前
提
に
応
用
し
て
い
る
こ
と
》
で
あ
る
。
我
々
は
ま
ず
歌

が
本
当
に
読
め
る
の
か
ど
う
か
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
以
下

一
首
一
首
問
題
に
な
る
所
を
捉
え
近
づ
い
て
行
き
た
い
と
思
う
。

二
、
1
3
番
長
歌
の
語
る
も
の

香
具
山
は
　
畝
傍
を
な
し
と
　
耳
成
と
　
相
争
ひ
き
　
神
代
よ
り
　
か
く
に
あ
る
ら
し

古
へ
も
　
然
に
あ
れ
こ
そ
　
う
つ
せ
み
も
　
嚢
を
　
争
ふ
ら
し
き

ま
ず
「
を
を
し
」
か
ら
入
ろ
う
。
問
題
と
し
て
伝
統
的
な
の
は
「
雄
々
し
」
　
の
解
釈
。
『
音

義
』
の
こ
ろ
か
ら
「
を
愛
し
」
が
言
わ
れ
、
新
し
く
ほ
「
を
惜
し
」
が
出
て
い
る
。
こ
の
二
つ

を
め
ぐ
り
、
三
山
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
別
が
論
じ
ら
れ
て
来
た
。
新
説
が
出
る
皮
に
従
来
の
考
え

方
が
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
特
に
ま
と
め
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
歌
自
体
を
考
え
る
上

に
そ
れ
ら
は
直
接
関
原
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
歌
は
、
「
≡
山
の
奏
争
い
」

を
歌
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
「
三
山
」
が
争
ふ
と
い
う
可

能
性
を
考
え
れ
ば
、
‖
全
て
が
男
（
又
は
女
）
田
二
つ
が
男
l
つ
が
女
伽
一
つ
が
男
二
つ
が
女

の
い
ず
れ
か
に
な
る
と
見
ら
れ
、
そ
の
ど
れ
も
が
成
立
し
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。
川
の
場
合
。

『
播
磨
風
土
記
』
の
「
神
阜
里
」
起
源
譜
、

出
雲
国
阿
菩
大
神
、
聞
二
大
倭
畝
火
香
山
耳
梨
三
山
相
即
一
、
此
欲
二
諌
止
－
、
上
釆
之
時
、
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到
二
於
此
処
一
乃
聞
二
閉
止
一
、
孝
二
具
所
レ
乗
之
船
一
両
坐
之
、
改
号
神
草
々
形
似
レ
覆
。

に
ょ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
大
倭
畝
火
香
山
耳
梨
三
山
相
聞
」
と
あ
る
だ
け
な
の
だ

か
ら
、
土
産
文
明
氏
『
私
注
』
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

『
私
注
』
が
コ
ニ
山
が
、
別
に
あ
る
一
人
の
妻
（
恐
ら
く
人
間
の
処
女
）
を
相
争
っ
た
」
と
し

て
も
不
思
議
は
無
い
訳
で
あ
る
。
闇
に
つ
い
て
は
、
茂
吉
が
「
原
始
社
会
に
あ
っ
て
、
母
権
支

配
の
時
に
は
、
一
女
を
数
男
が
争
ふ
な
ど
と
小
ふ
が
、
さ
う
公
式
的
に
行
か
ぬ
。
こ
れ
は
も
っ

と
人
間
両
性
の
本
質
に
立
替
っ
て
説
明
す
べ
き
」
と
言
い
、
「
上
代
人
の
あ
い
だ
の
神
話
・
伝

仰

視
は
、
人
位
に
最
も
普
遍
的
な
も
の
が
多
く
、
特
殊
的
な
も
の
は
少
な
い
」
と
見
、
定
説
化
し

つ
つ
あ
る
。
『
後
漢
書
』
倭
伝
に
云
う
「
国
に
は
女
子
多
く
、
大
人
は
皆
四
、
五
奏
者
」
る
状

況
で
は
㈲
の
折
口
説
（
ュ
1
）
の
意
味
も
捨
て
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
仏
心
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を

認
め
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
結
果
と
し
て
l
面
の
真
理
し
か
持
ち
得
な
い
と
私
は
考
え
る
。

要
は
コ
ニ
角
関
係
」
が
お
さ
え
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
良
い
は
ず
な
の
だ
。
だ
か
ら
男
か
女
か
を

問
う
事
1
は
〝
文
学
″
に
は
関
わ
ら
な
い
問
題
と
い
う
事
に
な
る
。

次
に
「
香
具
山
」
か
ら
「
相
争
い
き
」
の
示
す
所
を
見
よ
う
。
ま
ず
「
大
和
」
に
《
山
が
妻

争
を
す
る
》
と
い
う
伝
説
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
早
く
仙
覚
抄
が
「
ム
カ
シ
ハ
、
山

川
モ
兵
衛
ノ
契
ヲ
ム
ス
ヒ
ケ
リ
」
と
指
摘
し
、
『
代
匠
記
』
が
漢
籍
中
に
「
川
」
の
争
い
を
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
山
や
川
に
托
し
て
三
角
関
係
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
代
人
に
普
遍

的
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
生
命
観
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
的
に
考
え
れ
ば

「
草
木
言
語
す
る
」
と
考
え
た
時
代
の
思
考
法
と
し
て
相
対
祝
し
得
る
b
あ
る
い
は
柳
田
国
男

の
言
う
よ
う
に
、
大
和
平
野
に
於
い
て
、
三
山
の
高
さ
争
い
な
ど
を
ベ
ー
ス
に
成
立
し
、
「
あ

の
伝
説
云
「
大
和
三
山
妻
争
い
の
伝
説
」
†
稿
者
注
）
は
既
に
あ
れ
だ
け
の
略
筆
を
許
す
ま
で

個

に
、
当
時
の
人
々
紅
は
知
れ
渡
っ
て
居
た
」
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
恐
ら
く
当
歌
の
作
者
は

大
和
三
山
の
妻
争
い
を
十
分
知
っ
て
歌
い
出
し
た
と
見
て
良
い
。
そ
れ
は
、
助
動
詞
「
き
」
の

使
用
に
基
づ
き
考
え
得
る
こ
と
だ
。
『
岩
波
古
語
辞
典
』
は
「
き
」
に
つ
い
て
、

意
味
は
「
き
」
の
承
け
る
事
柄
が
確
実
に
記
憶
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
記
憶
に
確

実
な
こ
と
は
、
自
己
の
体
験
で
あ
る
か
ら
「
き
」
は
「
・
…
‥
だ
っ
た
」
と
自
己
の
体
験
の
記

憶
を
表
明
す
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
自
己
の
体
験
し
得
な
い
、
ま
た
は
目
撃
し
な
い
事

柄
に
つ
い
て
も
用
い
る
。
例
え
ば
、
み
ず
か
ら
目
撃
し
て
い
な
い
伝
聞
で
も
、
自
己
の
記
憶

に
し
っ
か
り
と
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
「
き
」
を
用
い
て
「
‥
・
…
だ
っ
た

そ
う
だ
」
の
意
を
表
わ
し
た
。

と
云
う
。
確
か
に
、
人
磨
歌
1
6
7
番
歌
な
ど
「
天
地
の
　
初
め
の
時
　
久
方
の
　
天
の
河
原
に

入
官
万
　
千
万
神
の
　
神
葬
ひ
　
集
ひ
い
ま
し
て
　
神
分
り
　
分
り
し
時
に
・
…
・
」
の
「
分
り

し
時
」
な
ど
は
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
解
釈
し
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
そ
の
よ
う

に
見
る
限
り
、
作
者
の
意
識
の
中
に
は
三
山
妻
争
い
伝
説
が
客
観
的
に
対
象
化
さ
れ
て
存
在
し

た
と
見
る
事
が
で
き
る
。

次
に
「
神
代
よ
り
」
か
ら
「
妻
を
争
ふ
ら
し
き
」
ま
で
を
見
て
み
る
。
伊
博
藤
氏
は
、
「
意

味
的
に
は
」
と
断
っ
た
上
で
「
『
神
代
よ
り
か
く
に
あ
る
ら
し
』
と
　
『
古
も
然
に
あ
れ
こ
そ
う

⑳

っ
せ
屯
も
妻
を
争
ふ
ら
し
き
』
と
の
ど
ち
ら
か
を
欠
い
て
も
変
化
が
な
い
」
と
云
う
が
本
当
だ
■

ろ
う
か
。
伊
藤
氏
が
当
歌
を
も
っ
て
「
三
山
歌
」
な
の
だ
と
し
、
見
方
を
誤
っ
た
根
本
は
ど
う

や
ら
こ
こ
に
あ
る
。
詩
の
言
某
を
無
視
し
た
。

「
神
代
」
と
は
こ
の
場
合
「
≡
山
妻
争
い
し
時
」
を
指
し
て
い
る
の
に
違
い
な
い
。
「
古
」

と
は
「
人
間
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
古
層
」
を
指
す
の
だ
と
患
う
。
「
舌
の
三
角
関
係
」
は

例
え
ば
「
影
姫
物
語
」
に
於
け
る
、
影
姫
を
め
ぐ
る
平
群
の
鯖
と
武
烈
天
皇
の
争
い
な
ど
に
典

㈹

型
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
「
う
つ
せ
み
」
と
は
　
「
作
者
の
立
っ
て
い
る
現
在
」
　
な
の
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
て
み
て
来
る
と
、
1
3
長
歌
は
、

香
具
山
は
　
畝
傍
を
を
し
と
　
耳
成
と
　
相
争
ひ
き

神
代
よ
り
　
か
く
に
あ
る
ら
し

古
も
　
魚
に
あ
れ
こ
そ

う
つ
せ
衣
も
　
妻
を
　
争
ふ
ら
し
き

と
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
作
者
は
「
現
在
」
の
奏
争
い
に
立
脚
し
、
「
神
代
」
と

「
古
」
に
典
拠
を
求
め
、
そ
こ
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
で
心
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
よ
う
と
し
て
い

る
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
患
わ
れ
る
。
『
万
葉
私
記
』
が
云
う
よ
う
に
当
歌
は
「
三
山

伝
説
を
よ
ん
で
い
る
」
と
は
言
い
難
い
。

三
、
反
歌
1
4
番
歌
の
語
る
も
の

香
具
山
と
　
耳
成
山
と
　
相
し
時
　
立
ち
て
　
見
に
来
し
　
印
南
国
原

「
香
具
山
と
　
耳
成
山
と
　
相
し
時
」
と
は
、
長
歌
の
「
香
具
山
は
　
畝
傍
を
を
し
と
　
耳

戊
と
　
相
争
ひ
き
」
を
捉
え
込
ん
だ
も
の
と
見
れ
る
。
「
相
し
時
」
と
「
相
争
ひ
き
」
と
は
同

じ
意
味
を
示
す
と
考
え
る
べ
き
。
沢
潟
『
注
釈
』
の
よ
う
堅
一
通
り
別
の
意
味
に
考
え
る
の
は

や
は
り
難
か
し
い
。
さ
て
問
題
は
次
の
「
立
ち
て
見
に
来
し
　
印
南
国
原
」
で
あ
る
。
仙
覚
抄

が
『
播
磨
風
土
記
』
を
引
用
し
て
以
来
「
立
ち
て
見
に
来
し
」
の
主
体
は
「
阿
菩
大
神
」
と
考

え
ら
れ
て
来
た
と
云
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
近
ご
ろ
、
そ
れ
に
疑
問
が
投
じ
ら
れ
、
「
印
南
国

原
」
が
主
体
だ
と
云
あ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
者
は
轟
磨
国
揖
保
郡
「
上
岡
」
と
印
南
国
原
は

一

二

　

　

　

　

　

か
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？、

モ

℡

　

　

　

　

キ

三
〇
キ
ロ
も
離
れ
て
い
る
別
の
土
地
で
あ
る
こ
と
、
文
法
上
「
立
ち
て
見
に
来
し
」
は
「
印
南

国
原
」
に
し
か
か
か
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
「
阿
菩
大
神
」
を
語
る
何
も
の
も
当
歌
が
持
ち
あ

わ
せ
て
い
な
い
事
等
を
理
由
に
考
え
直
さ
れ
、
後
者
の
説
が
出
さ
れ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
両
説
と
も
現
地
印
南
国
原
が
き
っ
か
け
で
作
歌
さ
れ
た
と
見
る
所
が
共
通
し
、

二
山
妻
争
い
を
見
に
行
っ
た
主
体
が
異
る
と
い
う
事
は
両
者
と
も
現
地
経
験
と
　
「
二
山
妻
争

い
」
の
時
腰
を
あ
げ
て
見
た
来
た
と
い
う
話
の
実
在
を
前
鍵
に
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
を
暗
黙

個

の
う
ち
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
か
か
る
諸
説
に
対
し
て
、
青
井
巌
氏
は
、
荒
木

ゆ

良
雄
氏
の
論
を
援
用
し
な
が
ら
、
「
印
南
国
原
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
ふ
れ
て
、
「
い

た
ぶ
」
は
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
の
云
う
如
き
「
東
知
し
な
い
。
こ
と
わ
る
。
辞
退
す

る
」
意
味
だ
と
見
て
、

…
接
近
し
、
か
つ
類
似
す
る
地
名
か
ら
、
容
易
に
妻
を
連
想
さ
せ
る
地
名
で
あ
っ
た
。
と

す
れ
ば
、
印
南
国
原
は
そ
の
ま
ま
歌
の
本
意
と
し
て
は
国
原
な
る
地
名
で
あ
り
な
が
ら
、
特

に
こ
の
地
を
呼
び
こ
ん
だ
動
横
と
し
て
、
容
易
に
心
を
靡
か
せ
な
か
っ
た
妻
と
い
う
感
慨

が
、
作
者
の
心
情
の
な
か
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
判
断
し
「
南
批
都
麻
伝
承
」
を
引
き
あ
い
に
出
す
。
こ
こ
ま
で
が
現
在
ま
で
の
当
歌
を
め
ぐ

る
研
究
経
過
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

私
は
こ
こ
で
当
歌
の
指
し
示
す
二
つ
の
事
柄
即
ち
　
「
香
具
山
と
　
耳
成
山
と
相
し
時
　
立

ち
て
見
に
来
し
」
と
「
印
南
国
原
」
か
ら
考
え
ら
れ
る
事
と
し
て
、
先
学
と
は
多
少
異
っ
た
考

察
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
1
3
番
長
歌
が
既
述
の
如
く
大
倭
地
方
に
知
ら
れ
て
い
た

「
≡
山
の
間
に
行
わ
れ
た
寮
争
い
」
の
伝
説
を
「
三
角
関
係
」
の
人
間
界
に
於
け
る
普
遍
的
現

実
と
見
な
す
か
の
如
き
根
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
当
歌
作
者

が
か
か
る
事
実
と
し
て
《
舌
代
社
会
に
実
在
し
た
妻
争
い
伝
説
を
新
た
な
表
現
に
応
用
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
古
代
の
共
同
幻
想
を
前
操
に
し
た
表
現
と
見
な
す
事
が
で
き
る
》
と
い
う

こ
と
な
訳
だ
か
ら
、
当
歌
も
そ
の
角
度
か
ら
見
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
と
患
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
香
具
山
と
　
耳
成
山
と
　
相
ひ
し
時
　
立
ち
て
見
転
来
し
」
と
は
当
歌
群
の
発

想
基
盤
に
実
在
し
た
「
三
山
の
間
に
行
わ
れ
た
妻
争
い
」
伝
説
の
l
部
で
あ
っ
た
と
考
え
て
さ

し
っ
か
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
前
掲
の
「
神
阜
起
源
譜
」
を
逆
に
た
ど
れ
ば
コ
ニ
山
相
聞
」

に
神
の
諌
止
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
「
阿
菩
大
神
」
が
　
「
上
乗
之
時
」
、
途
中

で
「
聞
二
困
止
t
」
と
言
う
記
述
か
ら
推
考
可
能
な
、
こ
の
「
阿
菩
大
神
」
以
外
に
「
諌
止
」
せ

む
と
し
て
「
上
乗
之
」
神
の
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

㈹

『
日
本
伝
説
集
』
に
あ
げ
、
柳
腿
∵
茂
青
・
西
郷
信
綱
等
が
引
用
し
て
い
る
岩
手
県
「
甲

池
峯
山
・
岩
手
山
・
姫
神
山
」
の
「
妻
争
い
」
は
、
仲
裁
を
す
る
も
の
が
無
い
た
め
「
こ
の
≡

つ
の
山
」
は
「
同
時
に
晴
れ
る
こ
と
は
決
し
て
無
」
く
、
争
い
続
け
て
い
る
と
云
う
し
、
人
間

世
界
の
「
古
」
例
と
見
な
し
う
る
「
影
姫
物
語
」
に
於
い
て
も
武
烈
と
鮪
を
取
り
持
つ
者
が
無

か
っ
た
が
為
に
l
方
が
滅
ぼ
さ
れ
る
結
末
と
な
っ
て
い
る
。
近
く
に
あ
っ
て
は
「
皇
瞳
三
年
正

月
紀
」
に
は
中
大
兄
が
蘇
我
倉
山
田
麻
呂
の
長
女
を
要
ろ
う
と
し
て
身
狭
臣
に
倫
ま
れ
た
時
、

形
は
か
わ
る
か
も
し
れ
な
い
が
「
少
女
（
妹
の
こ
と
）
」
、
が
自
分
を
替
わ
り
に
出
せ
と
そ
の
父

に
話
し
、
中
臣
鎌
足
等
が
そ
の
取
り
な
し
に
入
っ
た
と
い
う
伝
え
が
あ
る
。
こ
れ
等
の
こ
と
か

ら
考
え
れ
ば
、
「
神
に
は
神
が
」
、
「
人
に
は
人
が
」
と
い
う
関
係
で
仲
裁
者
が
立
て
ば
「
闘
」

は
「
止
」
む
と
見
る
舌
代
的
な
考
え
方
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
と
思
う
。
だ
か
ら
「
香
具
山

は
　
畝
傍
を
を
し
と
　
耳
成
と
　
相
争
そ
ひ
」
し
時
に
「
諌
止
」
せ
む
と
し
て
「
立
ち
て
見
に

釆
」
た
神
は
「
阿
菩
大
神
」
以
外
に
も
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
る
。

な
ぜ
な
ら
「
聞
二
聞
止
こ
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
放
っ
て
置
け
ば
嗟
み
合
い
が
続
い
て
い
た
と

考
え
て
も
良
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
《
長
歌
、
反
歌
の
形
式
の
中
に
、
古
伝
承
を
分
置
し
て
表
現
し

ょ
う
と
す
る
作
者
の
在
り
様
》
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
う
し
て
「
印
南
国
展
」
で
あ
る
。
前
掲
の
青
井
岳
の
考
え
方
の
う
ち
、
私
は
「
南
批
都
麻

伝
来
」
を
指
摘
す
る
所
に
感
を
同
じ
く
す
る
。

「
景
行
記
」
に
は
云
う
。

大
帝
日
子
秒
期
呂
和
気
の
天
皇
、
趨
向
の
日
代
の
官
に
ま
し
ま
し
て
、
天
の
下
治
ら
し
め

し
き
。
こ
の
天
皇
、
膏
僻
の
臣
の
祖
、
若
建
青
備
日
子
が
女
、
名
は
針
間
の
伊
那
舵
の
大
部

女
に
竪
ひ
て
、
生
み
ま
せ
る
御
子
、
櫛
津
角
別
の
王
、
次
に
大
椎
の
命
、
次
に
小
樵
命
ま
た

の
名
は
優
男
具
郡
の
命
、
次
に
倭
板
子
の
命
、
次
に
神
櫛
の
三
五
柱
。
…
…
＜
中
略
＞
…
…
ま

た
伊
那
比
の
大
郎
女
の
弟
、
伊
那
舵
の
芳
郎
女
些
要
ひ
て
、
生
み
ま
せ
る
御
子
、
其
著
の

王
、
次
に
日
子
人
の
大
兄
の
王
。

「
景
行
紀
」
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
「
播
磨
の
稲
日
大
郎
姫
」
と
出
て
、

「
一
に
云
ふ
」
と
し
て
「
稲
日
経
郎
姫
」
と
も
記
す
。

l
方
『
播
磨
国
風
土
記
』
印
南
郡
に
は
次
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
る
。

郡
の
南
の
海
中
に
小
島
あ
り
。
名
を
南
批
都
麻
と
い
ふ
。
志
我
の
高
穴
穂
の
官
に
御
宇
し

め
L
L
天
皇
の
御
世
、
丸
部
臣
等
が
始
祖
比
台
数
茅
を
遣
り
て
、
国
の
堺
を
定
め
し
め
た
ま

ひ
き
。

そ
の
時
、
膏
備
比
舌
、
書
備
比
売
二
人
参
迎
へ
き
。
こ
こ
に
、
比
音
数
茅
、
書
備
此
売
に
竪

ひ
て
生
め
る
児
、
印
南
の
別
嬢
、
此
の
女
の
端
正
し
き
こ
と
、
当
時
に
秀
れ
た
り
き
。
そ
の

時
、
大
帝
日
子
の
天
皇
、
此
の
女
に
輩
は
む
と
欲
し
て
、
下
り
専
行
し
き
。
別
嬢
聞
き
て
、
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」

即
ち
、
件
の
嶋
に
遁
げ
度
り
て
隠
び
居
り
き
。
故
南
批
都
麻
と
い
ふ
。

周
知
の
「
南
批
都
麻
伝
説
」
で
あ
る
。
同
内
容
の
多
少
入
り
組
ん
だ
話
が
、
賀
古
郡
に
も
伝
わ

る
。
も
ち
ろ
ん
結
末
は
「
遂
に
虔
り
て
相
通
ひ
た
ま
ひ
、
赦
し
て
『
此
の
嶋
の
隈
愛
妻
』
と

の
り
た
ま
ひ
き
。
偽
り
て
南
耽
都
麻
と
号
く
」
と
あ
り
、
「
御
舟
と
別
嬢
の
舟
と
同
に
滞
合
ひ

て
度
り
」
、
「
還
り
て
印
南
の
六
継
の
村
に
到
り
、
始
め
て
密
事
を
成
し
た
ま
ひ
き
」
と
な
っ

摘

て
い
る
。
つ
ま
り
求
婿
に
際
し
て
一
端
は
拒
否
さ
れ
る
が
結
果
は
円
満
に
と
い
う
塾
が
こ
こ
に

は
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
云
い
か
え
れ
ば
、
易
々
と
旛
い
て
は
く
れ
な
い
相
手
故
に
そ
の
求

め
方
も
激
し
く
な
り
、
そ
の
結
果
も
重
視
さ
れ
る
と
云
う
事
な
の
に
違
い
な
い
。

以
上
の
資
料
は
、
七
二
一
年
に
成
っ
た
『
記
』
、
七
二
二
年
「
撰
進
の
命
」
　
の
下
っ
た
　
『
風

土
記
』
、
七
二
〇
年
に
成
っ
た
『
紀
』
　
に
よ
る
訳
だ
が
、
い
ず
れ
も
七
二
〇
年
前
後
転
は
成
立

し
て
い
た
も
の
と
み
て
良
い
。
し
か
し
そ
の
一
つ
一
つ
の
間
に
全
く
関
わ
り
が
な
か
っ
た
か
ど

う
か
。人

麻
呂
は
「
稲
日
野
も
行
き
過
ぎ
が
て
に
恩
へ
れ
ば
心
恋
し
き
可
古
の
島
見
ゆ
」
（
2
5
3
春
歌
）

と
歌
う
。
な
ぜ
「
行
き
過
ぎ
が
て
に
患
」
　
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

紀
伊
の
国
に
往
き
、
勢
の
山
を
越
え
た
時
、
丹
比
其
人
生
麻
呂
は
「
秤
領
巾
の
懸
け
ま
く
欲

し
き
妹
が
名
を
こ
の
勢
の
山
に
懸
け
は
い
か
に
あ
ら
む
」
　
（
招
番
歌
）
と
歌
い
、
春
日
蔵
首
老

は
和
え
て
「
宜
し
な
へ
わ
が
夫
の
君
が
負
ひ
釆
に
し
こ
の
勢
の
山
を
妹
と
は
喚
ば
じ
」
　
（
捌
番

歌
）
と
歌
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
丹
比
英
人
笠
麻
呂
は
筑
紫
に
下
る
時
、
「
…
…
天

離
る
　
夷
の
国
辺
に
　
直
向
ふ
　
淡
路
を
過
ぎ
、
粟
島
を
　
背
向
に
見
つ
つ
　
朝
な
ぎ
に
　
水

手
の
声
呼
び
　
夕
た
ぎ
に
　
鴇
の
音
し
っ
つ
　
娘
の
上
を
　
い
行
き
さ
ぐ
く
み
　
磐
の
間
を
い

行
き
廻
は
り
　
稲
日
都
麻
　
浦
廻
を
過
ぎ
て
　
…
…
」
と
歌
っ
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
冬
十
月
に
は
、
聖
武
天
皇
の
印
南
野
行
幸
が
記
さ
れ
、
そ
の
時
供

奉
し
た
と
み
ら
れ
る
笠
金
村
に
は
「
三
年
丙
寅
の
秋
九
月
十
五
日
、
播
磨
の
国
印
南
の
郡
に
宰

相

L
L
」
時
の
歌
が
あ
る
。
赤
人
も
こ
の
時
従
っ
た
為
に
記
さ
れ
た
の
か
、
金
村
歌
の
次
に
は
赤

A
u
「

人
歌
が
「
印
南
野
」
　
「
印
南
都
麻
」
等
を
歌
い
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
天
平
八
年
の
遣
新
羅
使

脚

の
歌
に
「
書
妹
子
が
形
見
に
見
む
を
印
南
都
麻
白
浪
高
み
ょ
そ
に
か
も
見
む
」
と
歌
っ
て
い

る。

こ
の
よ
う
に
「
印
南
野
」
　
「
印
南
都
麻
」
が
歌
い
つ
が
れ
る
と
い
う
事
か
ら
少
な
く
と
も
人

麻
呂
、
笠
麻
呂
の
こ
ろ
に
は
「
印
南
野
」
を
め
ぐ
る
舌
伝
承
が
何
ら
か
の
形
で
存
在
し
た
と
み

て
良
い
。
そ
う
し
て
そ
の
地
は
「
行
き
過
ぎ
」
難
き
思
い
を
喚
起
さ
せ
、
「
筑
紫
へ
の
途
中
、

歌
中
に
歌
い
込
ま
せ
る
」
だ
け
の
価
値
を
残
し
、
新
羅
へ
向
う
旅
に
於
い
て
は
妻
を
し
の
ぶ
縁

と
し
て
定
着
さ
せ
ら
れ
、
焼
挺
と
諸
人
の
頭
中
に
生
き
続
け
て
い
た
と
見
な
し
得
る
。
西
郷
氏

の
云
う
「
古
代
生
活
」
の
な
か
の
「
共
有
の
紛
束
」
は
世
代
の
交
代
毎
の
変
容
は
経
て
い
た
だ

ろ
う
け
れ
ど
も
ど
こ
か
で
し
っ
か
り
と
磯
能
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
人
麻
呂
が
「
行
き
過
ぎ
難
て
に
」
思
っ
た
事
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
古
伝
承
と
し

て
の
南
批
都
麻
伝
説
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
す
で
に
存
在
し
た
「
中
大
兄
三
山
歌
」
の
内
容

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
も
っ
と
も
っ
と
近
代
的
に
見
る
こ
と
、
即
ち
個
的
な
妻
へ
の
思

飼

い
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
又
印
南
野
の
景
色
へ
の
関
心
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
そ
れ
ら
が
重
層
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
人
麻
呂
が
「
加
古
の
島
見
ゆ
」
と
「
稲
日
野
」
と
共
に
「
賀
古
」
を
歌
い
あ
げ
て

い
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
人
麻
呂
の
時
代
、
播
磨
国
の
南
批
都
麻
伝
説
は
周
く
都
人
の
知

る
所
と
な
っ
て
歌
に
歌
い
込
ま
れ
る
だ
け
の
価
値
を
も
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
か
。

こ
こ
で
周
知
の
記
事
で
あ
る
が
、
皇
極
紀
四
年
六
月
の
記
録
を
患
い
お
こ
そ
う
。
大
極
殿
に

於
け
る
入
鹿
暗
殺
の
後
の
「
蘇
我
臣
蝦
夷
等
、
誅
さ
れ
む
と
し
て
悉
に
天
皇
記
・
国
記
・
珍
宝

を
焼
く
。
船
史
意
尺
即
ち
疾
く
、
焼
か
る
る
国
記
を
取
り
て
、
中
大
兄
に
奉
献
る
」
と
い
う
条

で
あ
る
。
推
古
二
十
八
年
に
編
某
開
始
以
来
こ
の
時
ま
で
伝
え
ら
れ
て
来
た
も
の
が
こ
れ
を
契

機
に
し
て
見
直
さ
れ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
古
典
大
系
本
推
古
紀
二
十
八
年
是
歳
頭

注
転
よ
れ
ば
「
国
記
」
と
は
「
風
土
記
」
の
頻
で
は
な
く
神
代
か
ら
推
古
朝
に
至
る
歴
史
だ
ろ
う

と
の
こ
と
だ
が
、
焼
け
て
し
ま
っ
た
「
天
皇
記
」
が
確
実
に
「
天
皇
の
世
系
・
客
演
等
」
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
『
古
事
記
』
序
文
に
云
う
「
皇
帝
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
の
如
き
も
の
を

編
纂
す
る
に
足
り
る
だ
け
の
も
の
は
伝
わ
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
先
に
あ
げ
た
景
行
天

皇
の
皇
后
が
播
磨
伊
那
紙
の
大
部
女
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
来
は
天
皇
家
周
辺
に
は
既
成
の
事
実

と
し
て
存
在
し
た
と
見
る
事
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
「
正
英
に
違
い
、
多
く
虚
偽
を
加
ふ
と
い

へ
り
」
と
し
て
「
採
録
」
し
「
偽
り
を
削
り
実
を
定
め
」
た
「
帝
紀
」
や
「
本
辞
」
の
類
を
、

播
磨
の
有
力
者
が
伝
え
て
い
た
と
考
え
て
も
お
も
し
ろ
い
。
『
播
磨
風
土
記
』
の
肯
伝
承
に
直

結
さ
せ
て
も
考
え
得
る
か
ら
だ
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
皇
室
の
近
辺
に
印
南
を
め
ぐ
る

個

何
ら
か
の
意
味
で
の
共
通
認
識
が
存
在
し
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
伊
那
舵
と
は
、
天
皇
家
の
系
譜
に
入
る
以
前
か
ら
の
名
称
で
あ
る
か
ら
、
「
イ

ナ
ビ
」
と
い
う
言
葉
は
天
皇
家
に
と
っ
て
は
他
の
氏
族
か
ら
入
っ
て
来
た
言
葉
と
し
て
、
受
容

者
の
理
解
・
解
釈
に
そ
の
意
味
は
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
又
播
磨
の
国
に
於
い
て
も
風
土

記
撰
進
に
際
し
て
賀
古
郡
で
は
景
行
天
皇
が
「
此
の
島
は
隈
愛
妻
」
と
云
っ
た
の
で
南
批
都
麻

と
名
づ
け
た
と
言
い
、
印
南
郡
で
は
「
別
嬢
圃
き
て
、
即
ち
、
件
の
島
に
逃
げ
渡
り
て
隠
び
居

り
き
。
故
、
南
批
都
麻
と
い
ふ
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
受
容
の
し
方
に
違
い
を
釆
た
す
状
況

を
呈
し
て
い
る
。

t
一

ゴ

l

　

　

　

　

恥
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今、

書
†
　
　
　
　
仔

で
は
な
ぜ
天
皇
の
求
婚
に
対
し
、
相
手
は
隠
れ
た
り
す
る
の
か
。
こ
こ
で
我
々
は
雄
略
天
皇

に
ま
つ
わ
る
「
春
日
の
蓑
抒
比
売
物
語
」
を
想
起
し
た
い
。

「
雄
略
記
」
に
は
云
う
。

天
皇
、
丸
適
の
佐
郡
紀
の
臣
が
女
、
裳
抒
比
充
を
姫
ひ
に
、
春
日
に
幸
行
ま
L
L
時
、
媛

女
、
道
に
逢
ひ
て
、
す
な
は
ち
専
行
を
見
て
、
岡
辺
に
逃
げ
限
り
き
。
か
れ
御
歌
よ
み
し
た

ま
へ
る
、
そ
の
御
歌
、

嬢
女
の
　
い
隠
る
岡
を
　
金
銀
も
　
五
百
箇
も
が
も
　
銀
き
撥
ぬ
る
も
の

か
れ
そ
の
岡
に
号
づ
け
て
、
金
銀
の
岡
と
謂
ふ
。

こ
の
話
の
形
は
南
批
都
麻
伝
説
に
全
く
同
じ
と
見
ら
れ
る
。
地
名
起
源
説
話
の
典
型
の
一
つ

と
も
見
な
し
得
よ
う
。
こ
の
中
の
「
圃
辺
に
逃
げ
隠
り
き
」
と
、
印
南
郡
の
伝
説
中
に
あ
る

「
件
の
嶋
に
逃
げ
渡
り
て
隠
び
居
り
き
」
と
は
、
天
皇
に
求
婚
さ
れ
て
そ
の
よ
う
に
し
た
と
い

ぅ
点
で
全
く
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ど
う
や
ら
古
代
の
幻
想
の
中
に
、
求
婚
に

際
し
拒
否
さ
れ
る
天
皇
の
定
型
が
あ
っ
た
と
見
て
良
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
る
い
は
天
皇

と
限
定
せ
ず
に
「
求
婚
者
」
と
し
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
て
、
一
方
で
は
話
に
幅

を
持
た
せ
な
が
ら
「
容
易
に
心
を
降
か
せ
な
か
っ
た
妻
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
行
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
要
す
れ
ば
、
古
伝
承
を
ふ
ま
え
て
歌
を
つ
く
る
礎
の
作
者
で
あ
れ
ば
、
当
魚

の
こ
と
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
程
度
の
も
の
は
特
に
め
ず
ら
し
い
事
と
し
て
で
は
な
く
周
知
の

事
と
し
て
お
さ
え
て
い
た
だ
ろ
う
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
「
印
南
国
原
」
と
は
だ
か
ら
、
必
ず

し
も
現
地
の
実
体
験
を
跨
ま
え
ず
に
は
発
し
得
な
い
表
現
と
は
言
え
な
い
と
い
う
事
だ
。
表
現

の
水
準
と
し
て
は
地
名
起
源
欝
の
水
準
に
あ
る
と
い
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
西
郷
氏
は

糾

阿
菩
大
神
の
神
話
を
「
共
有
の
約
束
」
と
し
て
導
入
し
た
訳
だ
が
、
神
阜
地
名
起
源
説
話
と
「
三

山
歌
」
群
は
共
に
「
大
和
三
山
間
の
妻
争
い
」
を
根
底
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
て

も
、
ど
っ
ち
が
先
か
に
つ
い
て
は
断
言
で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

四
、
作
者
と
は
誰
か

膏
永
氏
は
諸
説
無
条
件
に
申
大
兄
が
印
南
の
地
を
訪
れ
て
作
歌
し
た
と
考
え
る
の
に
対
し
、

彼
が
印
南
の
地
を
訪
れ
た
事
は
無
い
と
断
ず
る
。
伊
藤
氏
は
そ
こ
で
「
船
中
」
で
歌
っ
て
も
か

ま
わ
な
い
と
云
う
。
膏
永
氏
の
云
う
所
は
記
銀
上
の
確
証
が
な
い
と
い
う
事
と
、
新
羅
遠
征
の

日
程
か
ら
逆
算
し
て
結
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
景
行
天
皇
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
存
在
し
、
仲

京
天
皇
酉
征
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
と
し
て
印
南
の
地
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
立
ち
寄
っ

て
何
が
し
か
の
事
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
の
も
あ
な
が
ち
無
意
味
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
そ

れ
な
ら
記
録
に
付
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
全
く
見
当
ら
な
い
。
仲
京
天
皇
の
こ

と
が
皇
室
の
伝
来
の
中
に
入
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
む
し
ろ
印
南
の
地
を
避
け
た
と
見
る
理

由
付
け
も
な
し
得
る
。
な
ぜ
な
ら
仲
夏
は
朝
鮮
出
兵
に
失
敗
し
た
天
皇
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
も

あ
れ
、
中
大
兄
は
印
南
に
立
ち
寄
ら
な
か
っ
た
と
見
る
膏
永
氏
の
考
え
は
お
も
し
ろ
い
。
歌
が

櫓

実
体
晩
を
基
に
し
な
い
と
出
来
な
い
と
い
う
考
え
を
相
対
化
す
る
の
に
役
立
つ
か
ら
だ
。
そ
れ

で
は
当
歌
群
は
中
大
兄
の
作
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
は
そ
う

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
中
西
進
氏
の
考
え
方
も
あ
る

が
実
情
は
不
明
と
い
う
し
か
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
彼
に
托
さ
れ
て
い
る
理
由
は
わ
か
る
よ
う

な
気
が
す
る
。

既
に
見
て
来
た
よ
う
に
長
反
歌
と
も
に
舌
代
の
伝
承
を
ふ
ま
え
た
歌
で
あ
る
事
を
確
認
し
て

来
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
三
山
間
の
三
角
関
係
」
の
伝
承
と
、
三
角
関
係
に
関
わ
っ
て
、

自
己
の
欲
求
に
素
直
に
応
じ
て
く
れ
な
い
相
手
の
意
味
を
相
対
化
し
て
い
る
人
物
で
あ
れ
ば
言

語
操
作
の
上
に
登
場
さ
せ
ら
る
可
能
性
は
あ
る
と
私
は
判
断
す
る
。
限
ら
れ
た
紙
幅
で
述
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
大
雑
把
に
云
う
し
か
な
い
が
、
要
は
「
帯
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き
野

守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る
」
と
「
柴
草
の
に
は
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
は
人
事
故
に
吾
恋
ひ
め
や

も
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
万
葉
鰐
茶
時
の
「
天
智
、
天
武
・
額
田
」
を
め
ぐ
る
観
念
が
根
本

に
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
事
だ
。
そ
れ
に
、
『
懐
風
藻
』
序
文
に
見
ら
れ
る
「
淡
海
先
帝
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
加
わ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
漢
詩
文
に
関
わ
る
も
の
だ
が
、
外
国
の
も
の
に
関
心
を

示
す
天
智
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
「
草
創
期
」
の
作
者
の
一
人
と
し
て
後
代
の
万
葉
鰐
普
等
に
よ

っ
て
「
三
山
歌
」
作
者
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

五
、
結
び

問
題
の
全
て
に
ふ
れ
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
が
、
決
ま
っ
た
よ
う
に
言
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
事

も
言
外
で
相
対
化
し
得
た
と
思
う
。
額
田
王
を
め
ぐ
る
中
大
兄
の
心
の
表
現
と
一
概
に
言
い
得

な
い
こ
と
な
ど
。

さ
て
結
論
を
述
べ
る
な
ら
、
当
1
3
・
1
4
番
歌
は
、
「
倭
三
山
の
間
の
妻
争
い
」
伝
説
を
基
盤

に
し
な
が
ら
、
皇
室
周
辺
に
存
在
し
た
「
帝
紀
」
　
「
本
辞
」
の
如
き
伝
承
物
の
中
の
地
名
起
源

譜
を
付
加
し
っ
つ
、
発
行
す
る
そ
れ
ら
の
「
伝
説
」
を
歌
の
蓑
現
方
法
と
し
て
応
用
し
、
云
あ

れ
る
如
く
「
棄
争
い
」
の
嘆
き
を
歌
い
出
し
た
も
の
と
云
え
よ
う
か
と
思
う
。
当
歌
が
万
葉
の

餌

中
に
占
め
る
位
置
と
は
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
又
、
か
か
る
幻
想
性
に
負
う
て
い
る

限
り
に
於
い
て
、
言
語
表
現
と
し
て
は
自
立
し
得
な
い
と
い
う
古
代
性
も
一
面
に
於
い
て
宿
す

結
果
と
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。

な
お
は
番
歌
に
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
法
例
に
述
べ
た
如
く
、
左
往
の
見
解
を
歪
祝
し
、
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額
田
王
歌
と
ペ
ア
ー
の
歌
と
し
て
見
る
の
が
妥
当
だ
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
、
額
田
王
歌
「
潮
も
か
な
ひ
ぬ
」
の
中
に
は
、
そ
れ
以
前
の
「
月
・
潮
」
の
好
調

を
祈
願
す
る
神
祭
り
が
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
時
の
歌
と
し
て
「
今
夜
の
月
夜

ま
さ
や
か
に
こ
そ
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
み
て
両
歌
は
は
じ
め
て
動
き
出
す
。

な
お
稿
を
改
め
て
述
べ
て
見
た
い
と
思
う
。

細川
『
校
本
万
葉
集
』
に
よ
る
。

閻
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
1
1
4
貫
～
Ⅲ
貢
。

『
万
葉
史
の
研
究
』
1
－
0
貢
～
1
－
1
貫
。
そ
の
他
。

囲
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』
1
瑚
貢
～
「
三
山
の
歌
」
。
『
万
葉
私
記
』
7
3
貢
～
「
天
智
天
皇
」
。
そ
の

他。
は
『
万
葉
集
注
釈
』
（
仙
覚
）
、
『
管
見
』
、
『
代
匠
記
』
、
『
考
』
、
『
略
解
』
、
『
致
証
』
、
『
万
葉
集
注
釈
』
（
滞

浦
久
敬
）
。
『
古
癖
』
『
轟
々
草
紙
』
、
『
墨
縄
』
、
『
檜
嬬
手
』
、
『
美
夫
君
志
』
、
『
万
来
集
新
考
』
、
『
万
葉

集
評
釈
』
（
佐
佐
木
信
綱
）
、
『
語
義
』
、
「
中
大
兄
≡
山
歌
評
釈
」
（
茂
書
）
、
『
会
釈
』
、
『
万
葉
集
評
釈
』
（
窪

田
空
穂
）
、
『
万
葉
私
記
』
、
『
古
代
和
歌
』
、
『
万
葉
1
文
学
と
歴
史
の
あ
い
だ
』
、
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作

品
上
』
、
そ
の
他
。

㈲
『
万
葉
集
注
釈
』
（
渾
泊
久
敬
）
に
詳
し
い
。

㈲
『
万
葉
集
注
釈
』
（
仙
覚
）
以
来
、
森
重
敏
氏
「
三
山
歌
と
人
麻
呂
」
　
に
至
る
ま
で
、
大
方
の
人
が
阿

昔
大
神
と
見
、
森
重
敏
・
伊
藤
博
・
書
永
萱
・
青
井
巌
氏
（
「
申
大
兄
三
山
歌
b
が
印
南
国
風
と
み
て

いる。

Ⅲ
左
往
と
の
か
か
わ
り
で
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
中
西
進
氏
は
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
の
中
で

「
額
田
王
の
作
」
の
可
能
性
を
考
え
、
伊
藤
博
氏
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』
　
は
支
持
し
て
い
る
。

寺
水
萱
氏
『
万
葉
1
通
説
を
疑
う
』
で
は
「
熱
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
ま
て
は
・
⊥
の
先
に
作
歌
さ

れ
た
可
能
性
を
示
し
、
「
そ
こ
ま
で
想
像
す
る
こ
と
は
行
過
ぎ
で
あ
る
」
と
云
う
が
、
私
は
こ
の
考
え

は
正
し
い
と
考
え
る
。

囲
『
万
葉
集
の
綜
合
研
究
』
第
一
締
。
（
長
谷
川
如
是
閑
の
批
判
が
あ
る
。
）

囲
「
申
大
兄
三
山
歌
評
釈
」
（
『
斎
藤
茂
青
全
集
弟
十
三
巻
』
）

㈹
「
童
鹿
渡
誇
」
（
『
斉
藤
茂
吉
全
集
第
三
十
七
巻
』
）

餌
「
ロ
訳
万
葉
集
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
第
四
巻
』
）

は
『
柳
田
国
昇
著
作
集
第
二
十
三
巻
』
5
3
－
J
h
4
貫
。

個
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』
脱
文
。

掴
「
武
烈
紀
」
「
武
烈
再
」
参
照
の
こ
と
。

㈹
「
中
大
兄
三
山
歌
」
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
一
集
）

㈹
「
稲
田
都
麻
・
印
南
野
考
」
（
『
国
語
国
文
』
二
巻
四
号
）

仰
い
ず
れ
も
前
歯
等
。

個
「
立
ち
て
見
に
来
し
」
の
主
語
を
問
う
時
、
阿
菩
大
神
説
、
印
南
国
原
説
と
も
に
「
神
阜
地
名
起
源
評
」

の
在
り
よ
う
に
一
つ
の
仮
説
を
も
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
「
揖
保
部
と
印
南

部
は
飾
磨
郡
を
は
さ
ん
で
東
西
に
わ
か
れ
る
地
形
を
な
し
て
い
る
が
、
「
両
地
に
似
た
よ
う
な
話
が
伝

へ
ら
れ
て
を
っ
た
も
の
と
息
は
れ
る
」
（
渾
濁
『
注
療
』
）
の
よ
う
に
、
後
者
は
「
『
印
南
国
原
』
　
に
さ

よ
う
な
伝
説
が
別
途
に
あ
っ
て
も
不
恩
領
は
な
い
」
（
伊
藤
博
前
掲
沓
）
　
と
い
う
よ
う
に
。
南
批
都
麻

伝
説
が
賀
古
郡
と
印
南
郡
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
あ
な
が
ち
強
引
す
ぎ
る
と
も
育
え

な
い
が
、
南
蛸
都
麻
島
は
賀
古
郡
、
印
南
部
の
堺
の
海
上
に
あ
る
こ
と
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
前

者
・
後
者
と
も
安
易
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

個
「
万
葉
集
巻
六
」
糊
歌
。

朗
「
ク
」
9
3
名
歌
・
摘
歌
。

糾
「
万
集
集
巻
十
五
」
酬
歌
。

鋤
『
播
磨
風
土
記
』
に
よ
れ
は
、
印
南
郡
の
印
南
の
由
来
は
、
伸
某
天
皇
の
ク
マ
ソ
征
伐
時
、
印
南
の
浦

に
宿
っ
た
際
の
海
原
の
状
態
、
「
波
風
和
ぎ
静
け
か
り
き
」
に
よ
り
　
「
入
浪
の
郡
」
　
と
呼
ん
だ
こ
と
に

あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
伝
説
を
板
木
と
し
て
考
え
れ
ば
、
景
色
の
意
味
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
く
な

ろ
う
。
鼓
も
古
代
的
な
自
然
観
は
、
草
木
音
語
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
考
慮
す
る
と
共
に
、

舌
代
の
船
旅
の
在
り
様
も
考
え
に
入
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

鍋
か
か
る
仮
説
は
観
1
8
と
五
十
歩
官
歩
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
「
安
易
」
と
し
て
批
判
す
る
晩
拠
を
示
し

た
に
過
ぎ
な
い
。
又
そ
れ
が
、
二
つ
の
考
え
方
を
相
対
祝
し
得
る
と
も
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

餌
『
万
葉
私
記
』

囲
青
永
氏
は
『
万
葉
－
通
説
を
疑
う
』
5
2
貫
で
「
わ
た
し
は
、
か
つ
て
三
山
の
歌
は
、
芳
明
七
年
（
六
六
l
）

西
征
の
途
上
、
播
磨
の
海
上
に
あ
っ
て
、
国
状
を
説
明
す
る
播
磨
の
国
司
た
ち
に
よ
っ
て
印
南
国
原
に

ま
つ
わ
る
伝
説
が
語
ら
れ
た
際
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
考
え

は
今
も
改
め
る
必
要
を
認
め
て
い
な
い
」
と
云
う
。
実
体
験
を
基
礎
に
置
く
考
え
の
一
つ
と
み
な
す
。

靭
万
葉
集
の
中
に
放
け
る
意
味
と
一
首
の
歌
が
い
か
に
成
立
す
る
か
は
論
点
を
異
に
す
る
。
だ
か
ら
、
当

歌
の
万
葉
集
の
中
に
放
け
る
意
味
は
別
途
問
わ
れ
る
必
要
の
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

（
脱
稿
　
S
5
7
・
1
0
・
5
）
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