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万
葉
集
「
蒲
生
野
贈
答
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

　

万
葉
集
は
九
割
以
上
を
短
歌
が
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
残
り
一
割
の
ほ
ぼ
八

割
が
長
歌
、
二
割
が
旋せ

ど
う
か

頭
歌
（
五
七
七　

五
七
七
）
か
ら
な
る
「
歌
」
の
集
で

あ
る
の
で
、
小
説
や
随
筆
、
物
語
な
ど
と
違
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
数
が
極

端
に
少
な
い
。
し
か
も
千
三
百
年
も
昔
の
集
で
あ
る
。
印
刷
の
な
い
時
代
か
ら

筆
と
墨
で
一
文
字
一
文
字
写
さ
れ
て
今
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
平
仮

名
は
ま
だ
発
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漢
字
ば
か
り
で
書
か
れ
て
お
り
、
平
安
時
代

に
は
す
で
に
ど
う
訓
む
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
歌
も
多
数
あ
り
、
勅
命
に

よ
り
訓
み
が
試
み
ら
れ
た
。
以
来
、
今
日
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
検
討
さ
れ
、
多
く

の
注
釈
書
が
生
ま
れ
続
け
て
い
る
。
し
か
し
未
だ
訓
み
が
定
ま
っ
て
い
な
い
歌

も
数
多
く
あ
る
。
そ
し
て
大
多
数
の
研
究
者
、
愛
好
者
が
認
め
て
い
る
訓
み
の

歌
で
あ
っ
て
も
、個
々
の
こ
と
ば
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、

作
者
の
意
図
な
ど
、
解
釈
は
大
き
く
、
ま
た
は
微
妙
に
こ
と
な
っ
て
い
る
。
歌

の
心
を
よ
り
正
確
に
受
け
止
め
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

あ
え
て
周
辺
の
予
備
知
識
な
し
に
一
首
の
み
と
向
き
合
っ
て
、
こ
と
ば
の
清

新
さ
、
お
も
し
ろ
さ
、
リ
ズ
ム
、
引
き
起
こ
す
情
調
な
ど
を
楽
し
む
、
こ
と
ば

が
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
と
自
分
と
の
関
係
だ
け
で
歌
を
楽
し
む
の
も

ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
気
ま
ま
に
開
い
た
そ
の
ペ
ー
ジ
の

そ
の
歌
と
題
詞
の
み
に
よ
っ
て
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

万
葉
集
に
は
作
者
未
詳
の
歌
お
よ
び
意
識
的
に
作
者
名
を
は
ぶ
い
て
「
詠
レ

月
」

「
七
夕
」「
寄
レ

露
」
な
ど
の
項
目
を
た
て
て
類
歌
を
集
め
た
作
例
集
の
よ
う
な
巻

も
あ
り
、
作
者
の
記
さ
れ
な
い
歌
が
半
数
ち
か
く
あ
る
。
こ
れ
ら
は
必
然
的
に

歌
そ
の
も
の
の
み
と
向
き
合
う
し
か
な
い
。

　

一
方
で
、万
葉
集
の
中
に
複
数
の
歌
が
載
る
作
者
や『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』

や
八
世
紀
半
ば
成
立
の
漢
詩
集
『
懐
風
集
』
に
そ
の
名
が
見
え
る
作
者
の
歌
は
、

そ
れ
ら
の
資
料
に
基
づ
き
、
作
者
の
生
い
立
ち
を
考
慮
し
、
ま
た
他
の
作
品
と

読
み
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
層
的
に
解
釈
し
て
よ
り
深
く
作
品
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
「
歌
」
は
文
字
数
が
極
端

に
少
な
い
た
め
、
一
つ
一
つ
の
こ
と
ば
の
果
た
す
役
割
は
重
く
、
解
釈
は
重
要

で
あ
る
。

　

こ
の
稿
で
は
特
に
女
性
に
人
気
の
あ
る
額

ぬ
か
た
の
お
お
き
み

田
王
と
大お
お
あ
ま
の
み
こ

海
人
皇
子
（
後
の
天
武

万
葉
集
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蒲
生
野
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答
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
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天
皇
）
が
交
わ
し
た
以
下
の
歌
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

天
皇
の
蒲が
ま
ふ
の

生
野
に
遊
猟
し
た
ま
ひ
し
時
に
、
額
田
王
の
作
り
し
歌

（
1
－
20
）

あ
か
ね
さ
す
紫む
ら
さ
き
の野
行
き
標し
め
の野
行
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る

皇
太
子
の
答
へ
し
御
歌
（
1
－
21
）

紫
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば
人
妻
ゆ
ゑ
に
我
恋
ひ
め
や
も

一　

ま
ず
は
題
詞
と
歌
の
み
で
鑑
賞
す
る

　

え
、
こ
ん
な
歌
を
公
表
し
て
大
丈
夫
か
、
と
思
う
よ
う
な
、
秘
密
の
恋
の
気
配
。

大
海
人
皇
子
（
後
の
天
武
天
皇
・
題
詞
で
は
皇
太
子
）
と
、
額
田
王
（
古
く
か

ら
天
智
天
皇
の
妻
と
い
う
説
が
あ
る
）
の
、
都
を
離
れ
た
郊
外
の
御
料
地
で
の
、

薬
狩
と
い
う
宮
廷
あ
げ
て
の
行
事
の
中
で
か
わ
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
天
智
七
年

（
668
）
旧
暦
の
五
月
五
日
、
茜
や
紫
草
な
ど
野
の
草
が
一
面
に
生
え
た
明
る
い
御

料
地
、
女
性
た
ち
が
薬
草
を
摘
ん
で
い
る
。
そ
こ
へ
弓
を
持
っ
て
颯
爽
と
馬
に

乗
っ
た
大
海
人
皇
子
が
通
り
か
か
り
、
額
田
を
見
つ
け
て
大
胆
に
も
袖
を
振
っ

て
特
別
の
情
を
示
す
。
標
野
（
一
般
人
の
立
ち
入
り
を
禁
止
し
た
御
料
地
）
に

た
い
し
て
野の

も
り守（
禁
を
お
か
し
て
入
っ
て
く
る
者
を
取
り
締
ま
る
番
人
）と
言
う
。

「
標し
め

」
は
相
聞
歌
に
お
い
て
は
占
有
を
示
す
こ
と
ば
で
、「
標
結
ひ
て
我
が
定
め

て
し
（
3
－
394
）」「
我
が
標
結
ひ
し
枝
な
ら
め
や
も
（
3
－
400
）」
な
ど
万
葉
集

の
中
で
よ
く
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
野
守
の
「
守
」
も
独
占
者
、
監
視
者
の
意
味

で
「
山
守
の
あ
り
け
る
知
ら
に
」「
山
守
は
け
だ
し
あ
り
と
も
」
の
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
場
合
の
野
守
は
天
智
天
皇
を
さ
す
と
す
る
説
も
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
歌
は
長
い
間
「
野
守
」（
天
智
ま
た
は
天
智
側
の
人
間
）
の
目
を
ぬ

す
ん
で
好
意
を
示
す
天
武
に
対
し
て
額
田
が
秘
か
に
歌
い
か
け
た
歌
と
し
て
理

解
さ
れ
、
鑑
賞
さ
れ
て
き
た
。「
そ
ん
な
危
な
い
こ
と
を
し
て
看
視
し
て
い
る
人

が
見
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
危
惧
す
る
こ
と
ば
の
中
に
、
相
手
へ
の
甘
え
、

相
手
の
気
を
引
く
媚
さ
え
感
じ
さ
せ
て
み
ご
と
な
女
心
の
歌
で
あ
る
。
加
え
て

「
紫
草
野
行
き　

標
野
行
き
」、「
ム
ラ
サ
キ
の　

シ
メ
の
、　

の
モ
リ
」
と
た
た

み
こ
む
リ
ズ
ム
の
こ
こ
ち
よ
さ
、
こ
と
ば
の
美
し
さ
、「
あ
か
ね
」「
紫
」「
君
が

袖
」
か
ら
喚
起
さ
れ
る
色
彩
、
印
象
の
あ
ざ
や
か
さ
。
美
し
い
歌
で
あ
る
。
こ

の
歌
が
万
葉
集
の
中
で
群
を
抜
い
て
女
性
に
愛
さ
れ
て
い
る
の
も
無
理
は
な
い
。

筆
者
が
初
め
て
こ
の
歌
に
接
し
た
時
、
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
も
こ
の
秘
密
め
い

た
贈
答
歌
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
か
わ
さ
れ
（
ど
の
よ
う
に
し
て
相
手
に
伝
え

ら
れ
）、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
『
万
葉
集
』
と
し
て
我
々
の
手
に
残
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
謎
と
し
て
心
に
残
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で

が
題
詞
と
歌
の
み
か
ら
鑑
賞
し
得
る
限
度
で
あ
ろ
う
か
。
勝
手
に
想
像
し
う
る

範
囲
で
楽
し
む
。
こ
れ
も
な
か
な
か
捨
て
が
た
い
。
し
か
し
、
万
葉
集
に
載
る

他
の
歌
や
『
日
本
書
紀
』
に
見
る
人
物
の
行
跡
や
詠
ま
れ
た
年
代
の
考
察
、
ま

た
過
去
の
解
釈
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
ま
た
異
な
っ
た
状
況
が
見
え
て
く
る
。
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二　

重
層
的
解
釈
と
鑑
賞

　

上
記
の
よ
う
な
、
額
田
を
は
さ
ん
で
の
天
智
と
天
武
の
三
角
関
係
説
は
こ
の

四
年
後
に
起
こ
る
天
智
天
皇
の
皇
子
（
大
友
皇
子
）
と
天
武
天
皇
の
争
い
で
あ

る
「
壬
申
の
乱
（
672
）」
の
争
い
の
一
因
で
あ
っ
た
と
す
る
説
さ
え
古
く
は
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
解
釈
を
助
長
す
る
も
の
と
し
て
、
同
じ

巻
一
の
以
下
の
歌
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
こ
れ
は
中
大
兄
（
天

智
天
皇
）
の
歌
だ
ろ
う
か
。

（
以
下
、
万
葉
集
の
歌
の
訓
み
及
び
訳
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
）

中
大
兄
の
三
山
の
歌
一
首
（
1
－
13
）

香
具
山
は　

畝う
ね
び傍
を
惜を

し
と　

耳み
み
な
し梨
と　

相あ
ひ
あ
ら
そ争
ひ
き　

神か
み
よ代
よ
り　

か
く

に
あ
る
ら
し　

古
い
に
し
へも　

然し
か

に
あ
れ
こ
そ　

う
つ
せ
み
も　

妻
を　

争あ
ら
そ

ふ
ら

し
き

（
香
具
山
は
畝
傍
山
を
取
ら
れ
る
の
が
惜
し
い
と
、
耳
梨
山
と
争
い
あ
っ

た
。
神
代
か
ら
、こ
の
よ
う
で
あ
る
ら
し
い
。
昔
も
そ
う
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

今
の
世
の
人
も
、
妻
を
奪
い
あ
っ
て
争
う
ら
し
い
。）

反
歌
（
1
－
14
）

香
具
山
と
耳
梨
山
と
あ
ひ
し
時
立
ち
て
見
に
来こ

し
印い
ん
な
み
く
に
は
ら

南
国
原

（
香
具
山
と
耳
梨
山
と
が
争
っ
た
時
、
阿あ

ぼ菩
の
大
神
が
立
ち
上
が
っ
て
見

に
来
た
印
南
の
国
原
よ
）

① 

従
来
の
説
と
山
容

　

飛
鳥
古
京
の
北
方
に
あ
っ
て
今
も
飛
鳥
の
代
表
的
な
風
景
を
つ
く
り
だ
し
て

い
る
香
具
山
、
畝
傍
山
、
耳
梨
山
の
三
山
を
舞
台
に
し
て
、
と
い
う
よ
り
主
人

公
に
し
て
、
香
具
山
と
耳
梨
山
が
畝
傍
山
を
と
り
あ
っ
て
争
っ
た
と
い
う
伝
説

が
あ
っ
た
ら
し
い
。「
あ
ひ
し
時
」
は
「
争
っ
た
時
」
で
あ
る
。
播
磨
国
風
土
記

に
は
大
和
三
山
の
闘
争
を
知
っ
た
出
雲
国
の
阿
菩
の
大
神
が
仲
裁
し
よ
う
と
播

磨
国
ま
で
来
た
と
こ
ろ
、
争
い
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
乗
っ
て
き
た
舟
を

ひ
っ
く
り
返
し
て
そ
の
場
に
鎮
座
し
た
、
そ
こ
を
神か

み
お
か阜
と
名
づ
け
た
と
あ
る
。

そ
の
場
所
は
兵
庫
県
揖
保
郡
上
岡
里
で
印
南
野
か
ら
三
〇
キ
ロ
離
れ
た
と
こ
ろ

だ
と
い
う
。
印
南
野
に
も
同
類
の
話
が
伝
わ
っ
て
反
歌
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
引
用
し
た
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
以
下
新
大
系
と
略
す
）、
小
学
館

古
典
全
集
な
ど
で
は
「
阿
菩
の
大
神
が
立
ち
上
が
っ
て
見
に
来
た
」
と
し
て
い

る
が
、
歌
を
素
直
に
読
め
ば
、
神
が
仲
裁
に
来
た
の
で
は
な
く
、
印
南
国
原
が
、

つ
ま
り
山
と
山
の
争
い
に
原
っ
ぱ
が
立
ち
上
が
っ
て
仲
裁
に
来
た
と
読
む
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
も
雄
大
な
楽
し
い
話
で
あ
る
。

　

古
代
の
人
々
は
住
ん
で
い
る
ま
わ
り
の
も
の
、
植
物
、
動
物
、
地
形
、
気
象

す
べ
て
を
よ
く
見
、
よ
く
観
察
し
、
よ
く
感
じ
て
い
る
。
カ
ッ
コ
ウ
が
鶯
な
ど

他
の
鳥
に
卵
を
育
て
さ
せ
る
（
託
卵
）
な
ど
と
い
う
こ
と
も
す
で
に
知
っ
て
い

て
歌
に
し
て
い
る
（
9
－
1756
）。
そ
し
て
観
察
し
た
世
界
に
想
像
を
働
か
せ
る
。

同
じ
よ
う
な
山
が
二
つ
並
ん
で
い
れ
ば
妹
山
、
背
山
、
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
。
大

和
三
山
は
ど
れ
も
標
高
200
メ
ー
ト
ル
た
ら
ず
の
、
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
者
に
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と
っ
て
は
毎
日
目
に
す
る
親
し
み
や
す
い
低
い
山
だ
。
古
代
の
人
に
と
っ
て
は

二
つ
の
山
な
ら
妹
山
、
背
山
と
し
て
落
ち
着
く
の
だ
が
、
三
つ
と
い
う
の
が
ど

う
も
落
ち
着
か
な
い
。
微
妙
な
距
離
感
を
た
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
な
風
貌
を

持
つ
三
つ
の
山
。
明
日
香
の
甘
樫
の
丘
を
は
じ
め
と
し
て
少
し
高
い
所
に
あ
が

れ
ば
一
目
に
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
三
山
の
た
た
ず
ま
い
は
今
で
も
勿
論
変
わ

り
な
い
。
静
か
に
穏
や
か
に
た
た
ず
ん
で
い
る
の
を
見
て
万
葉
を
は
る
か
に
遡

る
古
代
人
が
、
畝
傍
山
を
取
り
合
っ
て
二
山
が
争
っ
た
と
想
像
し
た
の
も
不
思

議
は
な
い
。
同
じ
よ
う
な
山
が
二
つ
並
ん
で
い
れ
ば
妹
山
背
山
と
見
る
の
で
あ

る
か
ら
三
つ
並
ん
で
い
る
山
か
ら
一
つ
の
山
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
山
が
争
っ
て

い
る
と
想
像
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
そ
し
て
自
分
た
ち
、

男
と
女
の
現
実
に
な
ぞ
ら
え
て
「
神
代
か
ら
そ
う
な
の
だ
か
ら
昔
の
人
も
今
の

我
々
も
ツ
マ
を
と
り
あ
っ
て
争
う
ら
し
い
」
と
考
え
る
。

　

現
在
見
ら
れ
る
通
釈
で
は
新
大
系
を
は
じ
め
と
し
て
畝
傍
山
を
女
性
、
耳
梨

山
と
香
具
山
を
男
性
と
読
み
解
く
の
が
優
勢
の
よ
う
だ
。
三
山
を
天
智
、
天
武
、

額
田
の
関
係
に
重
ね
よ
う
と
す
る
に
は
そ
う
読
む
し
か
な
い
わ
け
だ
が
、
三
山

の
山
容
を
見
る
と
ど
う
見
て
も
畝
傍
山
が
ど
っ
し
り
と
し
て
男
性
的
、
耳
梨
山
、

香
具
山
は
や
や
低
め
で
や
さ
し
い
姿
を
し
て
お
り
女
性
的
で
あ
る
。
し
か
し
ほ

と
ん
ど
の
注
釈
書
が
畝
傍
山
を
女
性
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
を
し
」
を
「
愛
し
」

と
解
釈
し
て
「
女
神
の
畝
傍
山
を
か
は
ゆ
い
と
思
っ
て
愛
し
」（
評
釈
）「
畝
傍

山
を
い
と
し
い
と
し
て
」（
全
集
）「
畝
傍
山
を
愛
し
て
」（
全
註
釈
）
の
よ
う
に

解
釈
し
て
い
る
。
引
用
し
た
新
体
系
で
は
「
を
し
」
を
「
惜
し
」
と
解
釈
し
、「
畝

傍
山
を
取
ら
れ
る
の
が
惜
し
い
」
と
し
て
い
る
。
す
べ
て
畝
傍
山
を
女
山
、
香

具
山
、
耳
梨
山
を
男
山
と
み
て
い
る
。
ま
れ
な
例
と
し
て
畝
傍
山
、
耳
梨
山
を

男
と
し
て
女
性
で
あ
る
香
具
山
が
今
ま
で
仲
良
か
っ
た
耳
梨
山
か
ら
心
変
わ
り

し
て
畝
傍
山
を
雄
雄
し
い
と
し
た
た
め
耳
梨
山
が
嫉
妬
し
て
香
具
山
と
争
っ
た

と
す
る
説
（
新
全
集
）
も
あ
る
。

　
「
畝
傍
を
を
し
と
」
は
原
文
で
は
「
雲
根
火
雄
男
志
等
」
で
あ
る
。
文
字
が
喚

起
す
る
印
象
か
ら
す
る
と
断
然
、
畝
傍
山
は
男
性
で
あ
る
。
万
葉
仮
名
と
し
て

使
わ
れ
る
漢
字
は
仮
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
意
味
や
印
象
を
も

含
め
て
表
記
し
て
い
る
例
も
多
い
。
加
え
て
山
容
か
ら
受
け
る
印
象
を
考
え
る

と
、
も
と
も
と
は
畝
傍
山
を
男
性
と
み
て
女
性
の
耳
梨
山
と
香
具
山
が
争
っ
た

伝
説
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
「
う
つ
せ
み
も
ツ
マ
を
あ
ら
そ
ふ
ら
し
き
」
の
ツ
マ
は
原
文
で
は
「
嬬
」

が
使
わ
れ
て
い
る
。
現
代
で
は
「
つ
ま
」
は
女
性
に
の
み
使
わ
れ
る
。
万
葉
集

で
も
女
性
に
使
う
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
し
明
ら
か
に
男
性
を
さ
す
場

合
に
も
使
わ
れ
て
お
り
、「
つ
れ
あ
い
」
の
意
味
で
あ
る
。
岩
波
古
語
辞
典
に
よ

る
と
「
結
婚
に
あ
た
っ
て
、
本
家
の
端
（
ツ
マ
）
に
妻
屋
を
立
て
て
住
む
も
の

の
意
」
と
し
「
結
婚
の
相
手
と
な
る
も
の
。
男
女
と
も
に
い
う
。」
と
し
て
い

る
。
万
葉
集
の
中
で
も
、
天
智
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
後
の
大
后
の
御
歌
「
・
・
・

若
草
の
ツ
マ
（
天
智
を
さ
す
）
の
念
ふ
鳥
立
つ
（
2
－
153
）」
や
、
神
亀
元
年

（
724
）紀
の
国
行
幸
に
従
駕
す
る
夫
に
、娘
子
に
か
わ
っ
て
作
っ
た
歌
と
し
て「
・・・

出
で
行
き
し
愛
し
ツ
マ
は
（
4
－
543
）」
な
ど
、
明
ら
か
に
ツ
マ
が
男
性
を
さ
し

て
い
る
例
が
あ
る
。
他
に
柿
本
人
麻
呂
に
も
四
例
、
ま
た
古
事
記
、
風
土
記
に

も
例
が
あ
る
。
な
お
文
字
で
「
夫
君
・
夫
」
を
ツ
マ
と
訓
ま
せ
て
い
る
例
が
三
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万
葉
集
「
蒲
生
野
贈
答
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

例
（
笠
金
村
・
高
橋
虫
麻
呂
・
未
詳
）
あ
る
。
夫
を
「
お
っ
と
」
と
訓
む
よ
う

に
な
る
の
は
室
町
時
代
以
降
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
ツ
マ
を
あ
ら
そ
ふ
ら
し
き
」

と
あ
っ
て
も
、
妻
を
取
り
合
っ
て
男
二
人
が
争
っ
た
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
今
見
得
る
注
釈
書
の
中
で
畝
傍
山
を
男
性
と
と
る
数
少
な
い
注
釈
書
に
岩

波
の
古
典
文
学
大
系
が
あ
り
「
香
具
山
は
畝
傍
山
を
男
ら
し
く
立
派
だ
と
感
じ

て
耳
梨
山
と
競
争
し
た
。
神
代
か
ら
こ
う
で
あ
る
ら
し
い
。
昔
も
こ
の
よ
う
で

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
世
で
も
一
人
の
愛
を
二
人
で
争
う
こ
と
が
あ
る
も
の
ら

し
い
。」
と
し
て
い
る
。

　

一
人
の
女
性
を
め
ぐ
っ
て
複
数
の
男
性
が
求
婚
す
る
と
い
う
設
定
、
求
婚
さ

れ
た
女
性
が
悩
ん
だ
末
、
自
ら
の
命
を
絶
つ
と
い
う
伝
説
は
万
葉
集
に
二
箇
所

伝
わ
る
。
そ
の
地
の
ひ
と
つ
は
下
総
国
（
今
の
千
葉
県
市
川
市
）
の
「
真
間
の

手
児
名
堂
」、
も
う
ひ
と
つ
は
播
磨
国
（
現
兵
庫
県
神
戸
市
東
部
の
沿
海
ま
た
は

芦
屋
市
）
の
「
葦
原
の
乙
女
塚
」
と
し
て
今
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
万
葉
の
時

代
に
す
で
に
伝
説
の
地
と
な
っ
て
い
て
田
辺
福
麻
呂
、
高
橋
虫
麻
呂
、
大
伴
家

持
な
ど
複
数
の
歌
人
が
訪
れ
、
伝
説
の
男
女
を
偲
ん
で
長
歌
を
残
し
て
い
る
。

古
代
の
ひ
と
の
琴
線
に
触
れ
る
テ
ー
マ
な
の
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
伝
説
の
う
ま

れ
た
古
代
、
万
葉
の
時
代
、
そ
し
て
現
代
ま
で
こ
れ
は
人
間
が
生
き
て
い
る
か

ぎ
り
永
遠
の
テ
ー
マ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
複
数
の
男
性
に
求
婚
さ
れ
悩
ん

だ
末
、
女
性
が
死
を
選
ぶ
と
い
う
と
こ
ろ
は
現
代
の
女
性
に
は
理
解
を
得
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
う
し
た
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
男

女
の
争
い
は
女
性
一
人
に
男
性
二
人
と
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
魅
力
あ
る

男
性
を
二
人
の
女
性
が
取
り
合
う
こ
と
だ
っ
て
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
三
山
歌
の
場
合
、
作
者
が
中
大
兄
と
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
山
容
、

文
字
使
い
を
無
視
し
て
、
女
一
人
に
男
ふ
た
り
の
設
定
と
さ
れ
、
額
田
を
は
さ

ん
で
の
天
智
天
武
の
三
角
関
係
の
事
実
の
傍
証
と
し
て
ま
こ
と
し
や
か
に
語
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

② 

題
詞
・
左
注
か
ら
の
考
察

　

巻
一
の
題
詞
に
お
い
て
は
、
天
皇
、
皇
子
、
皇
女
の
作
歌
は
例
外
な
く
「
御
歌
」

ま
た
は
「
御
製
歌
」
と
記
さ
れ
、
皇
子
や
皇
女
に
は
必
ず
名
前
に
皇
子
ま
た
は

皇
女
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
題
詞
に
歌
の
数
を
記
し
て
い
る
も
の
は
な

い
。
巻
二
以
降
で
も
皇
子
の
歌
に
は
必
ず
名
前
と
と
も
に
「
皇
子
」
が
書
か
れ

て
お
り
、「
御
歌
」
ま
た
は
「
御
作
歌
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
巻
二
以
降
で
は

作
者
未
詳
歌
の
巻
を
の
ぞ
い
て
「
大
津
皇
子
贈
石
川
郎
女
御
歌
一
首
」
の
よ
う

に
歌
の
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
三
山
歌
の
題
詞
は
原
文
で
は
「
中
大
兄
三
山
歌

一
首
」
と
な
っ
て
お
り
、作
者
名
を
「
中
大
兄
」
と
し
て
皇
子
を
つ
け
て
い
な
い
。

ま
た
皇
子
の
歌
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
御
歌
」
と
せ
ず
「
歌
」
と
な
っ
て

お
り
、
さ
ら
に
、「
歌
一
首
」
と
歌
の
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
巻
一
と
し
て
異
様

な
ば
か
り
で
な
く
、
御
歌
、
皇
子
が
な
い
の
は
巻
二
以
下
の
題
詞
と
し
て
も
例

外
で
あ
る
。
ま
わ
り
と
の
調
和
も
考
え
ず
、
い
か
に
も
唐
突
に
他
の
資
料
か
ら

も
っ
て
こ
ら
れ
た
感
が
あ
り
、
巻
一
が
一
旦
ま
と
め
ら
れ
た
後
に
挿
入
さ
れ
た

可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
う
が
っ
た
考
え
方
を
す
れ
ば
、
蒲
生
野
の
歌
に
お

か
れ
た
天
智
天
皇
の
立
場
に
引
か
れ
て
三
山
の
歌
を
何
ら
か
の
資
料
か
ら
天
智
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第
二
十
六
号
（
二
〇
一
八
）

の
歌
と
し
て
挿
入
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

と
い
う
の
も
、
今
我
々
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
万
葉
集
巻
一
は
す
べ
て
歌
と

題
詞
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
題
詞
と
歌
に
つ
い
て
不
審
を
い
だ
い
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
作
ら
れ
た
時
期
や
作
者
が
検
討
さ
れ
て
左
注
と
し
て
つ
け

ら
れ
て
い
る
。
題
詞
と
歌
は
左
注
よ
り
も
結
び
つ
き
は
強
い
よ
う
だ
が
、
必
ず

し
も
す
べ
て
の
歌
に
お
い
て
歌
と
題
詞
と
が
同
時
に
記
さ
れ
た
と
い
う
保
証
は

な
く
、
ど
の
時
点
で
歌
に
題
詞
が
つ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
左
注
が
付
け
ら
れ
た
か

は
明
ら
か
で
な
い
。
巻
一
（
1
〜
75
）
の
中
で
、
最
初
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
と

し
て
出
来
上
が
っ
た
と
さ
れ
る
（
原
万
葉
と
も
い
わ
れ
る
）
1
〜
53
ま
で
の
歌

は
藤
原
京（
694
〜
710
）ま
で
の
歌
で
あ
る
。
左
注
に
は『
日
本
書
紀
』（
720
）や『
類

聚
歌
林
』（
山
上
憶
良
著　

721
年
以
降
、
聖
武
天
皇
の
東
宮
侍
講
時
代
（
皇
太
子

の
教
育
係
）
に
編
ん
だ
も
の
か
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
藤

原
京
遷
都
以
後
、『
日
本
書
紀
』
成
立
以
前
に
一
旦
出
来
上
が
っ
た
歌
と
題
詞
の

集
に
、
721
年
以
降
、
左
注
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
巻
一
の
原
万

葉
以
降
の
54
か
ら
最
終
歌
75
ま
で
に
は
こ
の
類
の
左
注
が
な
い
。
つ
ま
り
今
見

る
万
葉
集
は
全
体
と
し
て
は
勿
論
、
巻
一
だ
け
に
限
っ
て
も
、
一
気
に
出
来
上

が
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
な
に
せ
巻
物
で
あ
る
か
ら
、
ハ
サ
ミ
と
糊
で
い
か
よ

う
に
も
編
集
で
き
る
の
で
あ
る
。
三
山
歌
は
巻
一
の
核
と
な
る
原
万
葉
と
い
わ

れ
る
中
の
歌
で
は
あ
る
が
、
挿
入
さ
れ
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
長
歌
に
は
も
う
一
首
、
次
の
歌
が
反
歌
の
二
首
目
と
し
て
並

ん
で
い
る
。

わ
た
つ
み
の
豊
旗
雲
に
入
日
さ
し
今
夜
の
月
夜
さ
や
け
か
り
こ
そ（

1
－
15
）

（
大
海
原
に
た
な
び
く
見
事
な
旗
雲
に
夕
日
が
強
く
差
し
て
、
今
夜
の
月

は
明
る
く
さ
や
か
で
あ
っ
て
ほ
し
い
）

　

左
注
に
は
「
右
の
一
首
の
歌
は
、
今
案
ふ
る
に
、
反
歌
に
似
ず
。
但
し
、
旧

本
こ
の
歌
を
以
っ
て
反
歌
に
載
す
。」
と
あ
る
。
た
し
か
に
長
歌
の
三
山
の
歌
の

内
容
と
全
く
無
関
係
の
歌
で
あ
る
。
一
説
に
前
の
印
南
野
の
歌
と
と
も
に
斉
明

天
皇
七
年
（
661
）
六
月
六
日
に
難
波
の
浦
を
出
発
し
百
済
救
援
の
た
め
九
州
に

向
か
う
途
次
、
播
磨
国
印
南
で
仮
庵
の
宴
席
で
披
露
さ
れ
た
国
誉
め
の
歌
で
あ

る
と
す
る
が
、
一
首
目
の
反
歌
は
「
立
ち
て
見
に
来
し
」
と
大
和
で
歌
わ
れ
た

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
先
の
反
歌
を
印
南
で
詠
ん
だ
と
す
る
説
に
は
納
得
が
い

か
な
い
。
蒲
生
野
の
歌
か
ら
天
智
天
皇
が
額
田
王
を
と
り
あ
っ
て
天
武
天
皇
と

争
っ
た
と
類
推
し
、
三
山
歌
の
長
歌
と
反
歌
一
首
を
天
智
天
皇
の
歌
と
し
て
無

理
や
り
挿
入
し
、
同
じ
印
南
野
あ
た
り
で
詠
ま
れ
た
豊
旗
雲
の
歌
が
印
南
野
近

辺
の
歌
と
し
て
付
随
し
て
き
た
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

③ 『
日
本
書
紀
』
に
見
る
天
智
像
か
ら

　

こ
れ
は
あ
く
ま
で
『
日
本
書
紀
』
か
ら
受
け
る
筆
者
の
印
象
で
あ
る
こ
と
は

こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
は
勝
ち
残
っ
た
天
武
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万
葉
集
「
蒲
生
野
贈
答
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

側
の
視
点
と
論
理
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
重
く
考
慮
に
い
れ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
に
見
る
天
智
の
行
跡
を
追
う
と
、
三

山
の
歌
の
の
ど
か
さ
は
、
そ
も
そ
も
天
智
天
皇
の
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も

疑
問
を
い
だ
き
た
く
な
る
。
主
な
行
跡
を
以
下
に
書
き
出
し
て
み
る
。

舒
明
一
三	（
641
）	
（
16
）	

父
の
舒
明
天
皇
没　

十
六
才
、
東
宮
と
し
て

誄
し
の
び
ご
と

を
よ
む	（
正
統
な
後
継
者
を
強
調
す
る
た

め
の
記
述
か
）

皇
極	

四	（
645
）	

（
20
）	

六
月　

鎌
足
と
と
も
に
蘇
我
入
鹿
、
蝦
夷
を
ほ

ろ
ぼ
す
（
乙
巳
の
変
）

	
	
	

	
	

九
月　

入
鹿
が
天
皇
に
た
て
よ
う
と
し
て
い
た

異
母
兄
で
あ
り
自
ら
の
妻
（
即
位
後
皇
后
と
な

る
）
の
父
親
で
も
あ
っ
た
古
人
大
兄
を
出
家
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
謀
反
の
か
ど
で
討

た
せ
た
。

孝
徳	

五	（
649
）	

(

24)	

三
月　

乙
巳
の
変
（
い
わ
ゆ
る
大
化
の
改
新
）

の
片
腕
で
あ
っ
た
大
臣
蘇
我
山
田
石
川
麻
呂

（
妻
遠
智
娘
・
造
媛
の
父
）
を
縊
死
に
追
い
込

み
妻
子
八
人
も
殉
死
し
た
。（
こ
の
前
年
あ
た

り
に
、ま
だ
記
録
に
登
場
し
な
い
天
武
天
皇
《
大

海
人
皇
子
》
と
額
田
王
と
の
間
に
十
市
皇
女
が

生
ま
れ
て
い
る
）

孝
徳	

九	（
653
）	

（
28
）	

皇
太
子
で
あ
っ
た
中
大
兄
は
、
ど
の
よ
う
な
事

情
か
わ
か
ら
な
い
が
孝
徳
天
皇
を
ひ
と
り
難
波

宮
に
残
し
飛
鳥
に
引
き
揚
げ
る
（
翌
年
孝
徳
天

皇
は
ひ
と
り
難
波
宮
で
没
す
）

斉
明	

四	（
658
）	

（
33
）	

孝
徳
天
皇
の
皇
子
で
中
大
兄
の
い
と
こ
に
あ
た

る
有
馬
皇
子
を
紀
州
藤
白
坂
で
絞
首
す
る
。

	

七	（
661
）	

（
36
）	

一
月　

不
穏
な
朝
鮮
半
島
の
動
き
に
応
じ
て
海

路
征
西
、
九
州
に
滞
在

	
	
	

	
	

七
月　

母
斉
明
天
皇
九
州
朝
倉
宮
で
没
す　

天

智
即
位
せ
ず
政
務
を
執
る

（
天
智
六
）	（
667
）	

（
42
）	

二
月　

母
（
斉
明
）
妹
（
間
人
皇
女
・
孝
徳
妃
）

長
女
（
大
田
皇
女
・
天
武
妃
・
大
伯
皇
女
大
津

皇
子
母
）
を
埋
葬
（
明
日
香　

牽
牛
子
塚
古
墳
）

	
	
	

	
	

三
月　

飛
鳥
か
ら
近
江
へ
遷
都

天
智	

一	（
668
）	

（
43
）	

一
月　

即
位

	
	
	

	
	

五
月　

蒲
生
野
遊
猟

	

二	（
669
）	

（
44
）	

十
月　

中
臣
鎌
足
没
す
（
藤
原
姓
を
賜
る
）

	

四	（
671
）	

（
46
）	

一
月　

大
友
皇
子
を
太
政
大
臣
に
任
ず

	
	
	

	
	

一
二
月　

没

　

統
一
を
果
た
し
、
隋
か
ら
唐
（
618
〜
907
）
へ
安
定
し
た
大
国
と
な
っ
た
中
国

は
朝
鮮
半
島
を
お
び
や
か
す
。
百
済
が
滅
亡
し
（
663
）
高
句
麗
が
滅
亡
す
る
こ

と
に
な
る
が
（
668
）
天
智
紀
に
は
半
島
三
国
と
の
交
渉
記
事
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

天
智
は
、
そ
の
脅
威
に
お
び
え
な
が
ら
も
、
大
国
、
中
国
に
な
ら
っ
て
戸
籍
を
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整
備
し
（
庚
午
年
籍
）、
君
臣
和
楽
の
詩
宴
さ
え
見
習
っ
て
、
天
皇
を
中
心
と
し

た
律
令
政
治
の
基
盤
を
着
々
と
築
い
て
い
く
。
そ
し
て
国
内
的
に
は
蘇
我
氏
を

滅
し
、
ま
た
後
継
者
と
し
て
の
地
位
を
確
保
す
る
た
め
競
争
者
を
次
々
に
消
し

て
い
く
。
終
生
必
死
の
、激
し
く
壮
絶
な
人
生
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
間
、

皇
后
の
他
に
、
記
録
に
残
る
だ
け
で
も
八
人
の
妻
を
も
ち
、
十
三
人
の
子
も
ち

で
あ
る
。
古
代
の
お
お
ら
か
さ
を
た
た
え
る
三
山
の
歌
は
「
中
大
兄
の
歌
」
と

あ
る
か
ら
即
位
前
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
天
智
の
現
実
の

人
生
を
考
え
る
と
ど
う
も
ぴ
っ
た
り
こ
な
い
。

　

①
か
ら
③
に
見
る
よ
う
に
、歌
の
内
容
の
ず
れ
、題
詞
の
書
き
方
の
不
自
然
さ
、

天
智
の
実
生
活
を
考
え
る
と
三
山
歌
は
中
大
兄
の
歌
と
し
て
無
理
や
り
は
め
込

ま
れ
た
印
象
が
強
い
。
ま
し
て
三
山
の
歌
を
天
智
、
天
武
、
額
田
の
三
角
関
係

の
裏
付
け
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
蒲
生
野
の
歌
を
天
智
の
目
を
ぬ
す
ん
で
詠

み
交
わ
し
た
天
武
と
額
田
の
秘
か
な
恋
の
歌
で
あ
る
と
す
る
傍
証
に
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
贈
答
歌
、
最
新
の
全
注
釈
本
で
あ
る
、
2013
年
初
版
の
岩
波

文
庫
版
の
『
万
葉
集
』
の
注
は
「
近
時
は
、
こ
の
歌
が
『
雑
歌
』
の
部
に
収
め

ら
れ
て
、『
相
聞
』
の
部
で
は
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
宴
の
歌
と
考
え
る
こ
と

が
多
い
」
と
し
な
が
ら
も
「
か
つ
て
は
自
分
の
妃
、
今
は
兄
天
智
天
皇
の
妃
の

額
田
王
に
、
野
守
（
天
智
）
の
目
を
ぬ
す
ん
で
秘
か
に
詠
い
か
け
た
歌
と
理
解

さ
れ
よ
う
」と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
な
か
な
か
捨
て
き
れ
な
い
よ
う
だ
。

三　

蒲
生
野
の
歌
が
宴
会
歌
で
あ
っ
た
可
能
性

　

こ
の
贈
答
歌
は
宴
会
で
披
露
さ
れ
た
歌
で
あ
る
と
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
山

本
健
吉
氏
、
池
田
弥
三
郎
氏
の
『
萬
葉
百
歌
』（
昭
和
38
年
）
で
あ
る
。
そ
の

後
、
伊
藤
博
氏
が
「
遊
宴
の
花
」（「
万
葉
」
82
号　

昭
和
48
年　

そ
の
後
『
萬

葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
に
収
録
）
で
、
さ
ら
に
詳
し
く
、
具
体
的
な
状
況
を
描

い
て
み
せ
て
い
る
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
根
拠
と
し
て
こ
の
歌
が
万
葉
集
に

お
け
る
恋
歌
、「
相
聞
」
の
く
く
り
の
中
に
な
く
、
お
お
や
け
の
場
で
の
歌
、「
雑

歌
」
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
さ
ら
に
二
人
の
年
齢
の
こ
と
を

あ
げ
て
い
る
。
筆
者
は
そ
の
他
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
頃
の
唯
一
の
史
料
で
あ

る
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、（『
日
本
書
紀
』
が
全
面
的
に
真
実
を
記
し
て
は

い
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
）
天
智
天
皇
の
后
妃
、
皇
子
の
紹
介
に
額
田
王
の

名
が
全
く
登
場
し
な
い
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
資
料
的
に
額
田
が
天
智
の
妃

で
あ
っ
た
と
す
る
記
録
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
天
智
天
皇
が
亡
く

な
っ
た
時
（
2
－
151
）
天
智
天
皇
を
葬
っ
た
時
（
2
－
155
）、
近
江
朝
の
詩
宴
で

（
1
－
16
）
額
田
は
歌
を
作
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
斉
明
朝
（
1
－
7
〜
9
）
に

引
き
続
い
て
天
智
朝
に
お
い
て
も
公
の
立
場
で
、
い
わ
ゆ
る
宮
廷
歌
人
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
天
智
宮
廷
内
で
の
歌
が
あ
る
と

い
う
だ
け
で
天
智
の
妻
で
あ
っ
た
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
な
お
巻
四
に

「
額
田
王
の
、
近
江
天
皇
を
思
ひ
て
作
り
し
歌
」
と
あ
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
巻
四
の
編
集
は
近
江
朝
か
ら
は
半
世
紀
以
上
後
の
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
巻
一
の
蒲
生
野
の
歌
や
三
山
歌
に
影
響
さ
れ
て
つ
け
ら
れ
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吉
野
和
子　

万
葉
集
「
蒲
生
野
贈
答
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

た
題
詞
か
と
も
思
わ
れ
、
妻
の
一
人
で
あ
っ
た
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
、
天
武
天
皇
の
記
事
に
は
后
妃
と
そ
の
皇
子
た
ち
の
紹
介
の
後
「
天
皇
は

初
め
鏡
王
の
女
、
額
田
姫
王
を
召
し
て
十
市
皇
女
を
生
ま
れ
た
」
と
明
記
さ
れ

て
い
る
。
天
智
と
の
間
で
額
田
を
と
り
あ
っ
た
と
す
る
記
事
も
な
い
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
狩
が
行
わ
れ
た
六
六
八
年
の
ふ
た
り
の
年
齢
を
考
え
て
み
る
。

と
い
っ
て
も
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
こ
の
時
代
に
は
天
皇
、

皇
子
、
皇
女
と
い
え
ど
も
没
年
は
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
生
ま
れ
た
年

の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
天
智
天
武
で
さ
え
生
年
の
記
載
は
な
い
。
天
智
は

父
の
舒
明
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
時
（
641
）
十
六
才
と
あ
る
の
を
も
と
に
一
応
、

生
年
を
六
二
六
年
と
推
定
し
て
い
る
。（
年
齢
は
す
べ
て
数
え
年
で
あ
る
。
十
二

才
年
長
に
す
る
説
も
あ
る
ら
し
い
）
年
齢
を
考
え
る
上
で
も
う
一
つ
の
頼
り
は

八
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
漢
詩
集『
懐
風
藻
』の
略
伝
で
あ
る
。
略
伝
に
よ
る
と
、

十
市
皇
女
（
天
武
と
額
田
の
子
）
と
大
友
皇
子
（
天
智
の
子
）、
の
子
で
あ
る
葛

野
王
（
天
智
・
天
武
・
額
田
の
孫
）
の
年
齢
を
大
宝
元
年
（
701
）
に
三
七
才
と

し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
皇
子
の
生
ま
れ
は
六
六
五
年
と
な
る
。
ま
た
、

母
と
子
の
生
ま
れ
た
年
が
わ
か
っ
て
い
る
例
か
ら
、
こ
の
当
時
の
、
長
子
を
産

む
年
齢
を
類
推
し
て
み
る
と
、
持
統
天
皇
は
十
八
才
で
草
壁
皇
子
を
、
元
明
天

皇
は
一
九
才
で
元
正
天
皇
を
、
光
明
皇
后
は
十
八
才
で
孝
謙
天
皇
を
産
ん
で
い

る
。
少
し
古
い
時
代
に
な
る
が
、
推
古
天
皇
は
十
八
才
の
と
き
、
敏
達
天
皇
の

皇
后
（
後
妻
）
に
な
ら
れ
た
と
『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
。

　

西
洋
で
も
例
え
ば
「
ね
む
り
姫
」
の
お
話
で
、
姫
が
十
六
才
に
な
っ
た
時
、

各
国
の
王
子
な
ど
た
く
さ
ん
の
客
を
招
い
て
の
盛
大
な
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
て

い
る
。
誕
生
パ
ー
テ
ィ
ー
の
中
で
も
十
六
才
の
パ
ー
テ
ィ
ー
は
特
別
な
の
で
あ

る
。
十
六
才
は
社
交
界
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
の
年
、
す
な
わ
ち
結
婚
を
受
け
入
れ
る

歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
知
っ
て
い
る
外
国
の
例
を
あ
げ
る
と
、
ペ
ル
ー
で
は

今
で
も
満
十
五
才
の
誕
生
日
は
人
を
招
い
て
盛
大
に
祝
う
）
万
葉
時
代
の
皇
女

た
ち
も
多
く
の
場
合
、
か
ぞ
え
の
十
六
・
七
才
で
結
婚
、
十
七
・
八
才
で
初
産

が
よ
く
あ
る
例
と
考
え
て
い
い
と
思
う
（
庶
民
は
こ
の
か
ぎ
り
に
な
い
）。
十
市

皇
女
と
額
田
王
に
こ
れ
を
当
て
は
め
て
、
十
八
才
で
出
産
し
た
と
考
え
る
と
葛

野
王
の
生
ま
れ
が
六
六
五
年
と
い
う
こ
と
は
、
十
市
は
六
四
八
年
、
額
田
は
六

三
一
年
の
生
ま
れ
と
な
る
。
出
産
年
齢
を
最
も
若
く
想
定
し
た
場
合
の
年
齢
で

あ
る
。
と
、
す
る
と
、
蒲
生
野
の
狩
が
行
わ
れ
た
六
六
八
年
に
は
額
田
王
は
三

八
才
、
天
武
天
皇
も
三
八
才
（
六
八
六
年
没　

五
六
才
説
を
と
る
）
天
智
天
皇

四
三
才
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
人
に
と
っ
て
の
孫
、
四
才
の
葛
野
王
が
お
り
、

天
智
に
は
天
武
の
皇
子
皇
女
に
あ
た
る
大
伯
、
草
壁
、
大
津
、
長
、
弓
削
、
舎

人
が
孫
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。（
天
武
は
天
智
の
皇
女
四
人
を
妻
と
し
て
い
る
）

こ
の
よ
う
に
、
年
齢
及
び
孫
子
の
状
況
か
ら
考
え
て
も
我
々
？
が
期
待
す
る
よ

う
な
秘
め
た
恋
を
想
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
狩
の
あ
と
の
宴
会
で
の
歌

と
す
る
蓋
然
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。

　

蒲
生
野
で
の
遊
猟
は
紆
余
曲
折
の
末
、
よ
う
や
く
遷
都
し
、
即
位
を
果
た
し

た
天
智
天
皇
の
、
そ
し
て
近
江
宮
廷
全
体
の
安
堵
感
と
祝
賀
の
気
分
が
あ
ふ
れ

た
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
宮
廷
あ
げ
て
の
行
事
で
あ
る
。「
大
皇
弟
（
大

海
人
皇
子
）・
諸
王
・
内
臣
お
よ
び
群
臣
み
な
こ
と
ご
と
く
お
供
を
し
た
」
と
『
日

本
書
紀
』
に
あ
る
。
推
古
一
九
年
（
611
）
五
月
五
日
の
、
菟う

だ

の
田
野
に
お
け
る
薬
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狩
り
の
記
事
は
詳
し
く
、「
こ
の
日
の
諸
臣
の
服
の
色
は
み
な
冠
位
の
色
と
同
じ

に
し
た
。
冠
に
は
そ
れ
ぞ
れ
飾
り
を
つ
け
た
。」
と
あ
る
。
蒲
生
野
で
も
官
位
で

決
め
ら
れ
た
色
と
り
ど
り
の
衣
裳
で
臨
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
長
く
都
で
あ
っ

た
明
日
香
を
離
れ
て
遷
都
し
た
先
、
近
江
の
都
は
現
在
の
大
津
市
、
琵
琶
湖
の

南
西
岸
に
あ
る
。
蒲
生
野
は
近
江
八
幡
市
東
方
か
ら
八
日
市
市
の
西
部
に
ま
た

が
る
あ
た
り
で
、
琵
琶
湖
の
南
東
部
に
位
置
し
、
都
か
ら
直
線
距
離
と
し
て
も

約
三
〇
キ
ロ
、
か
な
り
の
遠
出
で
あ
っ
た
ろ
う
。
五
月
五
日
は
節
句
で
あ
り
、

非
日
常
の
「
晴
」
の
日
で
あ
る
。
男
は
鹿
狩
り
を
し
、
鹿
の
角
を
薬
と
し
て
採

取
、
女
は
野
の
薬
草
を
摘
む
。
そ
し
て
そ
の
夜
は
狩
っ
た
鹿
や
猪
の
肉
を
さ
か

な
に
宴
会
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
宴
会
で
う
た
わ
れ
た
歌
が
数
多
く
収
め
ら
れ

て
い
る
。
行
事
の
後
は
宴
会
で
締
め
る
、
こ
れ
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。
宴

会
は
強
壮
剤
と
な
る
鹿
の
角
（
鹿
茸
）
や
猪
、
鹿
な
ど
の
毛
皮
、
肉
を
は
じ
め
、

貴
重
な
薬
や
染
料
の
材
料
と
な
る
茜
や
紫
草
な
ど
様
々
な
恵
み
を
与
え
て
く
だ

さ
っ
た
神
へ
の
感
謝
を
さ
さ
げ
る
儀
式
の
意
味
も
こ
め
ら
れ
た
不
可
欠
な
も
の

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
贈
答
歌
は
宇
治
（
1
－
7
）、
熟
田
津
（
1
－
9
）、

遷
都
の
と
き
（
1
－
17
・
18
）
な
ど
の
歌
で
す
で
に
公
の
歌
人
と
し
て
実
績
の

あ
る
額
田
王
が
宴
も
た
け
な
わ
、
誰
か
に
う
な
が
さ
れ
て
狩
の
景
物
、
茜
、
紫
草
、

標
野
、
野
守
、
袖
を
詠
み
込
ん
で
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
日
の
狩
を
祝
福

し
宴
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

同
じ
巻
一
に
は
「
天
皇
（
天
智
）
内
大
臣
藤
原
朝
臣
に
詔
み
こ
と
の
り

し
て
、
春
山
万

花
の
艶
う
る
は
し

き
と
、
秋
山
千
葉
の
彩い
ろ
ど

れ
る
と
を
競
ひ
憐あ
は
れ

ま
し
め
た
ま
ひ
し
時
に
、

額
田
王
の
、
歌
を
以
て
こ
れ
を
判さ

だ

め
し
歌
（
1
－
16
）」
が
あ
る
。
近
江
朝
の
宴

で
は
日
本
の
宮
廷
に
お
い
て
初
め
て
本
格
的
に
漢
詩
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
披

露
し
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
現
存
最
古
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』（
751
年
成
立
）

に
は
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
、
漢
詩
が
盛
ん
に
作
ら
れ
た
が
乱
離
を
経
て
（
壬
申

の
乱
に
よ
り
）
こ
と
ご
と
く
灰
燼
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
漢
詩
の
宴
に
お
い
て
で
さ
え
歌
に
よ
っ
て
春
秋
の
優
劣
を
判
じ
て

み
よ
と
命
じ
ら
れ
、
そ
の
歌
が
万
葉
集
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
狩
の

後
の
宴
で
、
昼
行
わ
れ
た
狩
の
景
物
を
よ
み
こ
ん
で
歌
を
披
露
せ
よ
、
と
言
わ

れ
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
宴
会
の
歌
で
あ
る

ば
か
り
か
大
海
人
皇
子
に
む
か
っ
て
う
た
っ
た
歌
で
さ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

狩
の
さ
な
か
、
女
性
た
ち
が
三
々
五
々
薬
草
を
摘
ん
で
い
る
そ
ば
を
馬
に
乗
っ

た
男
た
ち
が
通
り
か
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
中
の
誰
か
が
誰
か
に
向
か
っ

て
手
を
ふ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
額
田
自
身
で
あ
る
必
要
も
な
い
。
そ

れ
は
宮
廷
行
事
の
狩
の
華
や
か
な
情
景
の
一
場
面
と
も
思
え
て
く
る
。
そ
し
て
、

額
田
の
歌
を
き
い
て
、
突
然
そ
の
歌
に
啓
発
さ
れ
た
大
海
人
皇
子
が
立
ち
上
が
っ

て
二
首
目
の
歌
を
詠
じ
る
。
伊
藤
博
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
う
し
た

読
み
が
正
し
い
と
考
え
る
。

　

な
お
、
筆
者
は
始
め
か
ら
贈
答
歌
と
し
て
扱
っ
て
き
た
が
、
実
は
贈
答
歌
で

さ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
題
詞
を
注
意
深
く
み
て
み
る
と
、
巻
二
の
相
聞

に
お
け
る
贈
答
歌
の
題
詞
に
は
「
天
皇
の
鏡
王
女
に
賜
ひ
し
御
歌
一
首
」（
2
－

91
）「
鏡
王
女
の
和
し
奉
り
し
御
歌
一
首
」（
2
－
92
）、「
大
津
皇
子
の
、
石
川

郎
女
に
贈
り
し
御
歌
一
首
」（
2
－
107
）「
石
川
郎
女
の
和
し
奉
り
し
歌
一
首
」

（
2
－
108
）、「
吉
野
宮
に
幸み

ゆ
き

し
た
ま
ひ
し
時
に
、
弓
削
皇
子
の
、
額
田
王
に
贈
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万
葉
集
「
蒲
生
野
贈
答
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

り
与
へ
し
歌
一
首
」（
2
－
111
）「
額
田
王
の
和
し
奉
り
し
歌
一
首
」（
2
－
112
）

の
よ
う
に
、
必
ず
誰
が
誰
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
か
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
巻
四
の
相
聞
歌
に
お
い
て
も
例
外
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
問
題
の
歌
の
題
詞
は

「
天
皇
（
天
智
）
の
蒲
生
野
に
遊
猟
し
た
ま
ひ
し
時
に
、
額
田
王
の
作
り
し
歌
」

で
あ
る
。「
贈
っ
た
」
と
も
「
大
海
人
皇
子
に
」
と
も
書
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は

贈
っ
た
歌
で
は
な
く
作
っ
た
歌
な
の
で
あ
る
。
こ
の
題
詞
の
書
き
よ
う
は
、
今

ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
雑
歌
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え

て
客
観
的
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
、
初
め
て
「
宴
会

の
歌
」で
あ
る
と
想
定
さ
れ
た
池
田
氏
や
山
本
氏
の「
お
そ
ら
く
宴
会
の
乱
酔
に
、

天
武
が
武
骨
な
舞
を
舞
っ
た
、
そ
の
袖
の
ふ
り
か
た
を
恋
愛
の
意
思
表
示
と
み

た
て
て
、
才
女
の
額
田
王
が
か
ら
か
い
か
け
た
。」（
池
田
氏
）
や
「
池
田
氏
の

言
う
通
り
、
大
海
人
の
舞
い
ぶ
り
に
か
ら
ん
で
、『
君
が
袖
振
る
』
と
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。」（
山
本
氏
）
の
説
は
大
海
人
を
相
手
と
し
て
歌
い
か
け
て
い
る
と

す
る
点
、
宴
会
で
の
舞
を
想
定
し
て
い
る
点
で
納
得
で
き
な
い
。
伊
藤
氏
の
「
人

妻
（
天
智
妻
）
を
匂
わ
せ
て
、
額
田
が
『
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る
』
と
う

た
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
即
座
に
そ
の
こ
と
ば
じ
り
を
と
ら
え
て
、
大
海
人
が
『
人

妻
故
に
我
れ
恋
ひ
め
や
も
』
と
掛
合
式
に
打
っ
て
返
し
た
も
の
、
そ
れ
が
こ
の

唱
和
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
す
る
説
を
と
り
た
い
。
た
だ
し
、
伊
藤
氏
の
よ
う

に
天
智
妻
を
匂
わ
せ
た
と
す
る
点
に
は
同
意
し
が
た
い
。
ま
た
、
伊
藤
氏
は
「
天

智
の
主
宰
し
て
い
る
狩
で
あ
る
か
ら
女
性
は
こ
の
日
、
す
べ
か
ら
く
天
智
の
一

日
妻
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
点
に
も
合
点
が
い
か
な
い
。

四　

歌
に
見
る
天
武
天
皇
の
人
柄

　

さ
て
、「
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
ふ
る
」
と
宴
会
で
歌
い
か
け
ら
れ
て
、
指
名

も
さ
れ
て
い
な
い
の
に
突
然
、
大
海
人
皇
子
が
自
ら
立
ち
上
が
っ
て
歌
で
返
し

た
と
想
定
す
る
の
も
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

天
武
天
皇
は
な
か
な
か
こ
と
ば
の
感
覚
と
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
人
の
よ
う
で
、
以

下
の
よ
う
な
歌
も
残
し
て
い
る
。

天
皇
の
、
藤
原
夫
人
に
賜
ひ
し
御
歌
一
首
（
2
－
103
）

わ
が
里
に
大
雪
降
れ
り
大
原
の
古
り
に
し
里
に
降
ら
ま
く
は
の
ち

（
我
が
里
に
大
雪
が
降
っ
た
。
大
原
の
古
ぼ
け
た
里
に
降
る
の
は
ま
だ
ま

だ
後
の
こ
と
。）

藤
原
夫
人
の
和
し
奉
り
し
歌
一
首
（
2
－
104
）

わ
が
岡
の
龗お
か
み

に
言
ひ
て
降
ら
し
め
し
雪
の
摧く
だ

け
し
そ
こ
に
散
り
け
む

（
私
の
い
る
大
原
の
岡
の
、
水
の
神
に
命
じ
て
降
ら
せ
た
雪
の
砕
け
た
細

片
が
そ
ち
ら
に
散
っ
た
の
で
し
ょ
う
）

　

飛
鳥
の
宮
廷
と
藤
原
夫
人
の
い
る
大
原
の
里
は
ほ
ん
の
四
、
五
百
メ
ー
ト
ル

離
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
珍
し
く
雪
が
降
っ
て
は
ず
ん
だ
心
を
こ
ん
な
歌
に
し
て

贈
る
天
武
天
皇
。
藤
原
夫
人
の
返
歌
の
大
胆
な
ユ
ー
モ
ア
も
な
か
な
か
な
も
の

だ
。
な
お
、
藤
原
夫
人
と
は
藤
原
鎌
足
の
娘
で
、
天
武
と
の
間
に
新
田
部
皇
子
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第
二
十
六
号
（
二
〇
一
八
）

を
産
み
、
天
武
死
後
に
異
母
兄
弟
、
藤
原
不
比
等
と
結
婚
し
て
藤
原
四
兄
弟
の

ひ
と
り
、
藤
原
麻
呂
の
母
と
な
る
人
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
贈
答
歌
は
相
聞

歌
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
題
詞
に
は
贈
っ
た
こ
と
と
贈
る
相
手
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。

　

万
葉
集
に
は
天
武
天
皇
の
歌
と
し
て
他
に
あ
と
三
首
あ
る
。
う
ち
一
首
（
1

－
26
）
は
「
或
る
本
の
歌
」
と
し
て
載
る
類
歌
で
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

残
り
の
二
首
は
と
も
に
壬
申
の
乱
後
八
年
目
に
し
て
初
め
て
皇
后
（
持
統
天
皇
）

や
皇
子
た
ち
を
つ
れ
て
吉
野
を
訪
れ
た
時
の
歌
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
天
武
は

壬
申
の
乱
の
前
年
、
兄
で
あ
る
天
智
天
皇
が
、
天
智
自
身
の
息
子
で
あ
る
大
友

皇
子
に
天
皇
の
位
を
継
が
せ
る
意
思
が
あ
り
な
が
ら
皇
位
継
承
を
勧
め
て
き
た

時
、
身
の
危
険
を
感
じ
、「
天
皇
の
た
め
に
出
家
し
て
仏
道
修
行
を
し
ま
す
」
と

い
っ
て
逃
げ
る
よ
う
に
近
江
朝
か
ら
脱
出
し
て
吉
野
に
た
ど
り
つ
い
た
。
一
首

は
そ
の
時
の
こ
と
を
回
想
し
た
長
歌
で
、
降
り
続
く
雪
、
雨
、
に
心
中
を
重
ね

て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

天
皇
の
御
製
の
歌
（
1
－
25
）

み
吉
野
の　

耳
我
の
嶺
に　

時
な
く
そ　

雪
は
降
り
け
る　

間
な
く
そ　

雨
は
降
り
け
る　

そ
の
雪
の　

時
な
き
が
ご
と　

そ
の
雨
の　

間
な
き
が

ご
と
く　

隅
も
お
ち
ず　

思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し　

そ
の
山
道
を

（
み
吉
野
の
耳
我
の
嶺
に
、
絶
え
間
な
く
雪
は
降
っ
て
い
た
。
間
断
な
く

雨
は
降
っ
て
い
た
。
そ
の
雪
の
絶
え
間
も
な
い
よ
う
に
、
そ
の
雨
の
絶
え

間
の
な
い
よ
う
に
、
山
道
の
曲
が
り
角
ご
と
に
物
思
い
を
し
な
が
ら
来
た

の
だ
、
あ
の
山
道
を
。）

　

旧
暦
の
一
〇
月
一
九
日
、
雨
ま
じ
り
の
雪
、
雪
ま
じ
り
の
雨
が
絶
え
間
な
く

降
り
続
く
中
、
頭
髪
を
お
ろ
し
僧
の
姿
と
な
っ
た
天
武
が
重
病
の
天
智
を
擁
し

た
朝
廷
の
将
来
、
少
し
ず
つ
律
令
制
度
を
整
え
始
め
た
日
本
国
の
将
来
、
近
江

に
残
し
て
き
た
皇
子
皇
女
の
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
こ
と
な
ど
あ

と
か
ら
あ
と
か
ら
と
り
と
め
も
な
く
沸
い
て
く
る
思
い
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し

か
み
し
め
不
安
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
大
津
か
ら
の
長
い
道
の
り
を
こ
の
吉
野
ま

で
や
っ
て
き
た
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
振
り
返
っ
た
歌
で
あ
る
。
そ
の
感

無
量
の
思
い
が
繰
り
返
し
の
語
句
の
リ
ズ
ム
に
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
も
う

一
首
は
一
見
ざ
れ
歌
の
よ
う
で
あ
る
。

天
皇
の
吉
野
宮
に
幸み
ゆ
き

し
た
ま
ひ
し
時
の
御
製
の
歌
（
1
－
27
）

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

見（
昔
の
よ
き
人
が
、
よ
い
所
だ
と
よ
く
見
て
、
よ
い
と
言
っ
た
こ
の
吉
野

を
よ
く
見
よ
、
今
の
よ
き
人
よ
、
よ
く
見
よ
）

　

こ
の
と
き
、
即
位
後
八
年
（
679
）、
天
武
は
後
継
者
に
悩
ん
で
い
た
。
長
子
で

壬
申
の
乱
の
時
お
お
い
に
活
躍
し
た
高
市
皇
子
、
風
貌
た
く
ま
し
く
、
才
学
が

あ
り
、
文
筆
を
愛
し
言
語
明
朗
で
天
智
に
愛
さ
れ
た
と
『
日
本
書
紀
』
に
書
か

れ
て
い
る
大
津
皇
子
、
そ
し
て
皇
后
（
後
の
持
統
天
皇
）
が
産
ん
だ
一
人
っ
子
、
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万
葉
集
「
蒲
生
野
贈
答
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

多
分
病
弱
で
少
し
た
よ
り
な
い
草
壁
皇
子
（『
日
本
書
紀
』
に
人
物
評
は
な
い
。

ま
た
『
懐
風
藻
』
に
も
詩
は
残
さ
れ
て
い
な
い
）、
そ
し
て
連
れ
て
き
た
皇
子
の

中
で
は
最
年
少
の
忍
壁
皇
子
（
他
に
も
皇
子
は
い
た
が
、
十
五
才
以
上
が
集
め

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
）、
こ
れ
ら
、
自
身
の
四
人
の
皇
子
に
く
わ
え
て
天
智
の
皇

子
で
あ
る
河
島
皇
子
と
志
貴
皇
子
の
合
計
六
人
の
若
者
が
自
分
亡
き
後
、
次
期

天
皇
と
天
皇
を
さ
さ
え
る
者
と
し
て
う
ま
く
や
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
誰
を
後
継
者
と
し
て
選
ぶ
べ
き
か
。

　

天
武
は
十
五
才
の
時
、
兄
（
中
大
兄
）
に
よ
り
異
母
兄
古
大
兄
が
討
た
れ
、

乙
巳
の
変
に
よ
る
蘇
我
氏
の
滅
亡
も
経
験
し
た
。
ま
た
十
八
才
の
時
、
有
馬
皇

子
の
悲
運
も
目
の
当
た
り
に
見
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
自
ら
は
兄
の
子
、
大

友
皇
子
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
の
地
位
を
得
た
の
で
あ
る
。
後
継
の
天

皇
を
決
め
る
こ
と
が
い
か
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
か
を
実
感
し
て
き
て
い
る
。

天
智
か
ら
始
ま
っ
た
、
中
国
を
手
本
と
し
て
の
政
治
の
基
盤
づ
く
り
も
少
し
一

段
落
し
、
天
武
は
す
で
に
四
九
才
に
な
っ
て
い
た
。（
天
智
は
四
二
才
で
没
し
て

い
る
）
天
武
に
と
っ
て
、
後
継
の
問
題
は
頭
の
痛
い
問
題
で
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
実
際
、
天
武
は
吉
野
に
お
い
て
同
行
の
六
皇
子
と
皇
后
と
に
、
千
年
の

後
ま
で
継
承
の
争
い
を
起
こ
さ
ぬ
こ
と
を
ち
か
わ
せ
て
い
る
。
五
月
五
日
に
吉

野
に
行
き
（
明
日
香
か
ら
半
日
く
ら
い
で
到
着
で
き
る
）、
六
日
に
盟
約
を
行
い
、

五
月
七
日
に
は
も
う
明
日
香
に
も
ど
っ
て
い
る
。
後
の
、
柿
本
人
麻
呂
の
持
統

天
皇
の
行
幸
従
駕
歌
に
見
る
よ
う
に
、
吉
野
の
風
光
明
媚
を
楽
し
ん
だ
様
子
は

な
く
、
ひ
た
す
ら
こ
の
誓
い
を
得
る
た
め
の
行
幸
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
到

着
し
た
五
日
の
夜
の
宴
で
は
昔
を
語
り
（
1
－
25
）、
六
日
、
と
に
も
か
く
に
も

皇
后
、
皇
子
た
ち
と
誓
い
を
か
わ
す
こ
と
が
出
来
、
一
応
は
ほ
っ
と
し
た
で
あ

ろ
う
。

　

こ
の
、
一
見
戯
歌
か
こ
と
ば
遊
び
の
歌
と
も
思
わ
れ
る
御
製
歌
は
昔
の
よ
き

人
（
応
神
天
皇
・
雄
略
天
皇
が
訪
れ
た
記
録
が
あ
る
）
が
「
よ
い
」
と
言
っ
た

こ
の
吉
野
を
よ
く
見
な
さ
い
と
今
の
よ
き
人
（
皇
子
た
ち
）
に
呼
び
か
け
て
い

る
。
盟
約
を
果
た
し
た
そ
の
夜
の
宴
会
の
歌
で
あ
ろ
う
か
、縁
起
の
い
い
「
よ
し
」

と
い
う
音
を
重
ね
て
、
吉
野
を
た
た
え
て
お
り
、
天
武
の
ほ
っ
と
し
た
、
軽
妙

な
心
の
、
は
ず
み
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。

　

天
武
天
皇
の
三
首
の
歌
か
ら
そ
の
即
興
性
、
遊
戯
性
を
指
摘
し
た
つ
も
り
で

あ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る
」
と
問
い
か
け
た

額
田
の
歌
に
た
い
し
て
指
名
も
さ
れ
な
い
の
に
天
武
が
即
興
的
に
立
ち
上
が
っ

て
「
紫
の
に
ほ
へ
る
妹
を
に
く
く
あ
ら
ば
我
恋
ひ
め
や
も
」
と
、
歌
で
答
え
た

と
、考
え
る
傍
証
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
の
題
詞
は
「
皇
太
子
の
答
え
る
歌
」

と
あ
り
、
確
実
に
前
の
額
田
の
歌
に
た
い
し
て
答
え
た
歌
で
あ
る
。
ま
だ
鎌
足

も
存
命
中
で
、
天
智
も
即
位
し
た
ば
か
り
、
後
継
者
は
弟
、
大
海
人
か
息
子
大

友
か
と
い
う
問
題
も
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
深
刻
な
状
況
に
は
な
っ
て
い
な

か
っ
た
。
近
江
朝
の
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
明
る
い
気
分
の
中
で
、
し
か
も
遊
猟

の
後
の
宴
に
お
い
て
、
天
智
と
の
葛
藤
も
な
く
、
統
治
の
労
苦
も
知
ら
な
い
三

八
才
の
大
海
人
皇
子
が
、
長
女
誕
生
か
ら
二
一
年
後
、
今
は
遠
い
存
在
と
な
っ

た
額
田
王
の
歌
に
応
え
て

紫
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば
人
妻
ゆ
ゑ
に
我
恋
ひ
め
や
も
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と
、
答
え
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
充
分
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。

五　

ど
う
し
て
「
人
妻
ゆ
ゑ
に
」「
恋
ひ
」
す
る
の
か

　

額
田
の
歌
の
「
紫
草
野
ゆ
き
」
を
う
け
て
「
紫
の
に
ほ
へ
る
妹
」
と
い
っ
て

ま
ず
相
手
を
賛
美
す
る
。
こ
の
歌
の
難
解
は
「
人
妻
ゆ
ゑ
に
」
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
額
田
の
「
野
守
は
見
ず
や
」
に
引
き
出
さ
れ
て
出
て
き
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

標
野
と
歌
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
野
守
と
い
う
こ
と
ば
が
で
て
き
た
の
で
あ
っ
て
特

別
に
見
ら
れ
て
は
困
る
人
、
特
定
の
人
（
夫
）
で
は
な
い
と
思
う
。「
袖
な
ん
か

お
振
り
に
な
っ
て
他
人
が
見
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
人
妻
ゆ
ゑ
に
」
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、読
む
者
に
衝
撃
を
与
え
、

こ
れ
だ
け
物
議
を
か
も
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
伊
藤
氏
は
「
こ
の
『
人
妻
故

に
』
は
、
額
田
が
『
赤
根
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き
野
守
は
見
ず
や
』
と
う
た
っ

た
そ
の
『
標
野
』『
野
守
』
の
表
現
意
図
に
即
座
に
対
応
し
た
『
歌
』
の
上
で
の

こ
と
ば
に
す
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
る
。」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
独
身
の
女
性
な
ら

問
題
な
い
。
い
や
、
独
身
の
乙
女
で
も
「
そ
ん
な
に
お
お
っ
ぴ
ら
に
袖
を
振
ら

な
い
で
く
だ
さ
い
。」
と
い
う
は
ず
か
し
さ
は
あ
る
だ
ろ
う
が
。
最
も
袖
を
振
っ

て
い
る
の
を
見
ら
れ
る
と
ま
ず
い
状
況
の
女
性
と
い
え
ば
「
人
妻
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
天
武
の
当
意
即
妙
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
の
「
人
妻
ゆ
ゑ
に
我
恋
ひ
め
や
も
」
の
解
釈
で
あ
る
が
、「
美
し
い
あ

な
た
が
憎
か
っ
た
ら
」（
憎
い
と
思
っ
た
ら
）」
と
い
う
上
の
句
を
う
け
て
、「
我

恋
ひ
め
や
も
」
は
「
何
で
私
が
恋
な
ど
し
よ
う
か
」（
大
系
）「
恋
を
し
ま
し
ょ

う
か
」（
全
集
）「
恋
い
し
た
う
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
小
川
）「
な
ん
で
焦
が

れ
ず
に
お
ら
れ
よ
う
か
」（
池
田
）
と
い
う
こ
と
で
大
同
小
異
、
問
題
は
な
い
だ

ろ
う
。
憎
か
ら
ず
思
う
か
ら
恋
し
い
の
で
あ
る
。
や
っ
か
い
な
の
は
「
人
妻
ゆ

ゑ
に
」
で
あ
る
。「
人
妻
な
の
に
」
で
あ
れ
ば
「
あ
な
た
が
あ
ま
り
美
し
い
の
で

人
妻
な
の
に
恋
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
な
り
、
現
代
の
我
々
に
は
理
解
し
や

す
い
。
し
か
し
、「
人
妻
故
に
恋
を
す
る
」
と
「
人
妻
な
の
に
恋
を
す
る
」
で
は

明
ら
か
に
違
う
意
味
を
表
わ
す
。「
子
ど
も
な
の
に
早
く
寝
な
い
」「
子
ど
も
故

に
早
く
寝
な
い
」
と
で
は
子
ど
も
は
早
く
寝
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
常
識
を
ふ

ま
え
る
と
、後
者
の
文
は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
ゆ
ゑ
に
」
は
理
由
を
し
め
し
「
の

に
」
は
予
期
し
な
い
結
果
に
対
し
て
意
外
に
思
う
気
持
ち
を
表
わ
す
。

　

し
か
し
、
手
に
出
来
る
す
べ
て
の
注
釈
書
が
「
他
人
の
妻
で
あ
る
の
に
」「
人

妻
な
の
に
」「
人
妻
と
知
り
な
が
ら
」
の
よ
う
に
、
少
し
ず
つ
表
現
は
ち
が
う
が
、

「
な
の
に
」
と
訳
し
て
い
る
。
大
系
で
は
補
注
を
つ
け
「
ユ
ヱ
は
元
来
、
基
づ
く

と
こ
ろ
、
理
由
・
原
因
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。」
と
し
な
が
ら
「
ユ
ヱ
が
受
け
る

前
段
の
事
態
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
る
結
果
と
相
反
す
る
事
態
が
後
段
に
現
れ
る

場
合
に
も
ち
い
ら
れ
た
ユ
ヱ
は
、
現
代
語
で
は
訳
語
と
し
て
は
・
・
・
ダ
ノ
ニ

と
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。」
と
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
以
下
の
歌
を
あ
げ

て
い
る
。

花
細ぐ
は
し

し
葦
垣
越
し
に
た
だ
一
目
相
見
し
児
ユ
ヱ
千
度
に
嘆
き
つ
（
11
－
2565
）

い
く
ば
く
も
降
ら
ぬ
雨
ユ
ヱ
わ
が
背
子
が
み
名
の
こ
こ
だ
く
滝
も
と
ど
ろ

に
（
11
－
2840
）
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吉
野
和
子　

万
葉
集
「
蒲
生
野
贈
答
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

相
思
は
ず
あ
る
ら
む
児
ユ
ヱ
玉
の
緒
の
長
き
春
日
を
思
ひ
暮
ら
さ
く（

10
－
1936
）

こ
れ
ら
を

2526	

た
だ
一
目
相
見
た
児
に
す
ぎ
な
い
の
に
そ
れ
が
も
と
で
千
度
も
嘆
き
を

し
た

2840	

た
い
し
て
降
り
も
し
な
い
雨
が
も
と
で
（
何
度
も
逢
っ
た
こ
と
が
な
い

の
に
）
わ
が
背
子
に
つ
い
て
の
噂
の
ひ
ど
さ
は
、
ま
る
で
滝
が
ご
う
ご

う
と
落
ち
る
よ
う
に
は
な
は
だ
し
く
鳴
り
ひ
び
い
て
し
ま
っ
た

1936	

自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
て
は
い
な
い
ら
し
い
児
（
だ
か
ら
当
然
、

自
分
が
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
の
に
）
な
の
に
長
い
春
の

日
を
一
日
中
思
い
つ
め
て
日
の
暮
れ
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る

と
解
釈
し
、「
こ
の
場
合
の
接
続
は
、
現
代
語
で
は
・
・
・
ダ
ノ
ニ
ソ
レ
ガ
モ
ト

デ
と
も
訳
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
天
武
の
こ
の
歌
を

「
人
妻
と
い
う
単
語
だ
け
で
、
当
然
、
他
の
人
間
が
そ
れ
を
恋
う
て
は
な
ら
な
い

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
自
分
が
そ
の
人
妻
を
恋
す
る
は
ず
は
無
い
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
自
分
は
恋
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、『
紫
草
の
よ
う
に
美
し
い
面

立
ち
の
あ
な
た
が
憎
い
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
す
で
に
恋
し
て
は
な
ら
な
い
人
妻

ダ
ノ
ニ
私
が
恋
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
も
の
か
』
と
い
う
表
現
に
な
る
。」
と

解
釈
し
て
い
る
。
他
の
注
釈
書
で
も
「
人
妻
で
あ
る
の
に
（
な
の
に
）
ど
う
し

て
こ
ん
な
に
恋
し
が
る
で
し
ょ
う
か
」
と
す
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。「
人
妻

は
他
人
の
妻
、
恋
し
て
は
な
ら
な
い
の
に
美
し
い
あ
な
た
を
憎
か
ら
ず
想
う
の

で
恋
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
人
の
解
釈

で
あ
る
。

　

し
か
し
「
ゆ
ゑ
に
」
を
「
だ
の
に
」
と
ね
じ
ま
げ
ず
、す
な
お
に
そ
の
ま
ま
「
ゆ

ゑ
に
」
と
解
釈
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
ゆ
ゑ
に
」
は
「
先
行
の
事
柄
を

理
由
と
し
て
、
後
続
の
事
柄
が
起
こ
る
こ
と
を
示
す
」
接
続
詞
で
あ
る
。
す
な

お
に
2526
「
ほ
ん
の
一
目
見
た
だ
け
だ
か
ら
も
っ
と
見
て
い
た
い
、
ゆ
っ
く
り
逢

い
た
い
の
で
あ
る
。
恋
し
い
の
で
あ
る
。
恋
し
く
て
千
回
も
た
め
い
き
が
で
て

し
ま
う
の
で
あ
る
」(

2565)

、「
ほ
ん
の
少
し
つ
き
あ
っ
た
の
が
も
と
で
こ
ん
な
に

も
う
わ
さ
が
立
っ
て
し
ま
っ
た
」（
2840
）、「
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
て
い
な
い

ら
し
い
あ
の
子
の
せ
い
で
恋
し
さ
に
物
思
い
、
今
日
も
長
い
春
の
一
日
が
暮
れ

て
し
ま
う
」（
1936
）
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
万
葉
の
恋
は
近
代
のL

O
V
E

・

恋
愛
と
は
ち
が
う
こ
と
は
す
で
に
辞
書
な
ど
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
「
恋

ふ
」
は
能
動
的
に
「
異
性
を
求
め
る
」
こ
と
で
は
な
く
受
動
的
に
ひ
た
す
ら
「
異

性
に
ひ
か
れ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
相
手
の
不
在
、
相
手
の
気
持
ち
が
ま
だ
た

し
か
め
ら
れ
な
い
、
な
か
な
か
逢
え
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
「
恋
ひ
し
く
」

も
思
い
、「
恋
ひ
し
」
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
妻
に
対
し
て
は
他
人
の
も
の
で

あ
る
が
故
、魅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
永
遠
に
恋
い
し
て
い
る
ほ
か
は
な
い
。「
人

妻
ゆ
ゑ
に
恋
ふ
」
の
で
あ
る
。「
紫
の
に
お
い
た
つ
よ
う
に
美
し
い
あ
な
た
を
憎

か
ら
ず
思
っ
て
も
あ
な
た
は
人
妻
な
の
で
恋
い
こ
が
れ
て
い
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
」
と
で
も
訳
し
て
お
こ
う
。
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お　

わ　

り　

に

　

以
上
、
蒲
生
野
の
歌
が
、
と
き
め
く
恋
の
歌
か
ら
人
生
経
験
豊
富
な
熟
年
の

男
と
女
の
宴
会
で
の
歌
と
な
っ
た
が
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
ま
け
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
つ
け
く
わ
え
る
。
伊
藤
博
氏
は
そ
の
著
書
の
中
で
、
昭
和

四
二
年
専
修
大
学
夏
期
講
座
に
お
い
て
講
述
し
た
と
こ
ろ
、
講
演
終
了
後
、「
自

分
は
『
赤
根
さ
す
紫
野
行
き
』
の
一
首
に
よ
っ
て
万
葉
の
こ
よ
な
き
愛
読
者
と

な
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
自
分
の
持
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を

こ
の
よ
う
に
破
戒
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
自
分
に
と
っ
て
は
死
を
宣
告
さ
れ
た

も
同
様
で
、
今
後
万
葉
を
読
む
意
欲
が
お
こ
ら
な
い
、
だ
か
ら
ぜ
ひ
撤
回
し
て

ほ
し
い
」と
迫
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
で
は
あ
る
。

な
お
、
天
智
天
皇
、
天
武
天
皇
の
歌
お
よ
び
そ
こ
か
ら
感
じ
ら
れ
る
人
間
性
に

や
や
触
れ
た
が
、
こ
の
問
題
は
万
葉
集
、
特
に
、
核
と
な
る
原
万
葉
（
一
〜
五
三
）

の
編
集
者
の
意
図
と
き
り
は
な
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
編
者

に
よ
る
印
象
操
作
の
可
能
性
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
問
題
は
ま
た
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
し
か
な
い
。

お　

ま　

け

　

額
田
王
は
万
葉
初
期
を
代
表
す
る
歌
人
で
、
日
本
画
家
安
田
靫
彦
画
伯
の
肖

像
画
が
有
名
だ
が
、
画
家
を
は
じ
め
多
く
の
人
を
魅
了
し
て
き
た
。
十
代
か
ら

斉
明
天
皇
の
行
幸
に
同
行
し
、
天
皇
に
代
わ
っ
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
万
葉
集

に
は
一
三
首
を
残
し
て
い
る
。
斉
明
天
皇
の
も
と
で
短
歌
三
首
（
二
首
は
斉
明

天
皇
の
御
製
と
す
る
伝
が
あ
る
）、
天
智
天
皇
の
も
と
で
長
歌
二
首
反
歌
一
首
、

短
歌
一
首
さ
ら
に
天
智
の
没
後
、
葬
送
に
関
連
し
て
長
歌
一
首
、
短
歌
一
首
を

詠
み
、
他
に
私
的
な
歌
と
し
て
は
天
武
の
皇
子
で
あ
る
弓
削
皇
子
と
の
贈
答
で

二
首
、
姉
か
と
も
い
わ
れ
る
鏡
王
女
と
の
応
答
の
一
首
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
才

気
あ
ふ
れ
る
、
こ
と
ば
明
ら
か
な
、
心
の
伝
わ
る
魅
力
的
な
歌
で
あ
る
。
す
べ

て
を
紹
介
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
天
智
天
皇
の
も
と
、
明
日
香
か
ら

近
江
へ
の
遷
都
の
折
、
お
そ
ら
く
天
皇
に
代
わ
っ
て
明
日
香
を
離
れ
る
に
あ
た
っ

て
こ
の
地
で
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
地
の
神
、
大
三
輪
の
神
を
な
だ
め
、
鎮

め
る
た
め
に
歌
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
長
歌
反
歌
。
そ
し
て
中
国
の
六
朝
の
漢
詩

に
学
ん
だ
と
い
わ
れ
る
歌
を
付
し
て
、
額
田
王
の
魅
力
に
ひ
た
り
な
が
ら
、
こ

の
稿
を
と
じ
る
こ
と
と
す
る
。

額
田
王
の
近
江
国
に
下
り
し
時
に
作
り
し
歌
（
1
－
17
）

味う
ま
ざ
け酒　

三
輪
の
山　

あ
を
に
よ
し　

奈
良
の
山
の　

山
の
ま
に　

い
隠
る

ま
で　

道
の
隅く
ま　

い
積
も
る
ま
で
に　

つ
ば
ら
に
も　

見
つ
つ
行
か
む
を　

し
ば
し
ば
も　

見
放
け
む
山
を　

心
な
く　

雲
の
隠
さ
ふ
べ
し
や

〈〈
う
ま
さ
け
〉
三
輪
の
山
よ
、〈
あ
を
に
よ
し
〉
奈
良
の
山
の
、
山
の
向

こ
う
に
隠
れ
る
ま
で
、
道
の
曲
が
り
角
が
幾
重
に
も
重
な
る
ま
で
、
十
分

に
見
続
け
て
行
き
た
い
の
に
、
幾
た
び
も
遠
く
眺
め
た
い
山
な
の
に
、
つ

れ
な
く
も
、
雲
が
隠
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。〉
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吉
野
和
子　

万
葉
集
「
蒲
生
野
贈
答
歌
」
を
め
ぐ
っ
て

反
歌
（
1
－
17
）

三
輪
山
を
然し
か

も
隠
す
か
雲
だ
に
も
心
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
し
や

（
三
輪
山
を
あ
ん
な
に
も
隠
す
こ
と
か
。
せ
め
て
雲
だ
け
で
も
思
い
や
り

が
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。
あ
ん
な
に
隠
す
べ
き
だ
ろ
う
か
）

額
田
王
の
、
近
江
天
皇
を
思
ひ
て
作
り
し
歌
一
首
（
4
－
488
）

君
待
つ
と
我
が
恋
ひ
お
れ
ば
我
が
や
ど
の
簾
動
か
し
秋
の
風
吹
く

（
あ
な
た
の
お
い
で
を
御
待
ち
し
て
、
恋
し
い
思
い
を
し
て
い
る
と
、
私

の
家
の
簾
を
動
か
し
て
、
秋
の
風
が
吹
き
ま
す
）

　

読
み
下
し
文
お
よ
び
訳
文
は
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
に
よ
る

　

日
本
書
紀
の
引
用
は
『
全
現
代
語
訳　

日
本
書
紀
』
宇
治
谷
孟　

講
談
社
学

術
文
庫
に
よ
る
。（　

）
内
は
文
中
で
の
略
称
。
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