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紫
野
の
贈
答
歌

―
新
し
い
宮
廷
文
化
と
し
て
の
恋
歌

―

木 

村 

康 

平

　
　
　
天
皇
、
蒲
生
野
に
遊
猟
す
る
時
に
、
額
田
王
の
作
る
歌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

　
あ
か
ね
さ
す
　
紫
野
行
き
　
標
野
行
き
　
野
守
は
見
ず
や
　
君
が
袖
振
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
１
・
二
〇
）

　
　
　
皇
太
子
の
答
ふ
る
御
歌
　
明
日
香
宮
に
天
の
下
し
ら
し
め
す
天
皇
　
諡
を
天
武
天
皇
と
曰
ふ

　
紫
の
　
に
ほ
へ
る
妹
を
　
憎
く
あ
ら
ば
　
人
妻
ゆ
ゑ
に
　
我
れ
恋
ひ
め
や
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
１
・
二
一
）

　
　
紀
曰
、
天
皇
七
年
丁
卯
夏
五
月
五
日
、
縦

於
蒲
生
野
。
于
時
、
大
皇
弟
諸
王
内
臣
及
群
臣
、
皆
悉
従
焉
。

一
　
薬
　
猟

　
題
詞
と
左
注
に
よ
る
と
、
天
智
七
年
五
月
五
日
、
天
皇
が
近
江
蒲
生
野
で
「
遊
猟
」
し
た
時
の
額
田
王
の
歌
と
い
う
。
時

に
、
大
海
人
皇
子
以
下
諸
王
、
群
臣
悉
く
従
っ
た
と
も
伝
え
る
。
天
智
天
皇
は
前
年
近
江
遷
都
を
断
行
し
、
こ
の
年
正
式
に

即
位
し
た
。
こ
の
遊
猟
は
即
位
を
祝
う
と
と
も
に
、
一
方
で
は
天
皇
の
勢
威
を
世
に
知
ら
し
め
る
盛
儀
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
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　「
五
月
五
日
」
と
、
干
支
で
は
な
く
数
字
で
日
を
記
す
が
、
推
古
紀
に
「
十
九
年
夏
五
月
五
日
、
薬
猟
於

田
野
」、
ま
た

「
二
十
二
年
夏
五
月
五
日
、
薬
猟
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
は
節
日
で
、
推
古
紀
の
例
か
ら
当
歌
の
遊
猟
も
薬
猟
と
見
ら

れ
る
。
薬
猟
は
大
陸
伝
来
の
行
事
で
、
男
子
は
鹿
茸
（
若
角
）
を
と
り
、
女
子
は
薬
草
を
摘
ん
で
長
寿
や
健
康
を
願
う
儀
礼
と

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
。

　『
荊
楚
歳
時
記
』
に
は
五
月
を
「
悪
月
」
と
し
、
様
々
な
邪
を
避
け
る
呪
術
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、「
（
五
日
）
是
の

日
、
競
渡
し
、
雑
薬
を
採
る
」（
注
１
）
と
あ
る
が
、
鹿
茸
を
取
る
こ
と
は
記
さ
れ
な
い
。
一
方
、『
三
国
史
記
』
に
「
高
句
麗

常
に
三
月
三
日
を
以
て
楽
浪
の
丘
に
会
猟
し
、
猪
鹿
を
獲
て
、
天
及
び
山
川
を
祭
る
」
と
あ
り
、
日
本
の
薬
猟
で
鹿
を
狩
る

こ
と
は
高
句
麗
の
影
響
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
（
注
２
）
。
ま
た
、
和
田
萃
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
、「
日
本
古
代
の
薬
猟
は
、

古
代
中
国
で
行
わ
れ
て
い
た
五
月
五
日
の
採
薬
習
俗
に
起
源
を
有
す
る
が
、
薬
物
と
し
て
の
効
能
を
も
つ
鹿
な
ど
を
狩
る
行

事
は
高
句
麗
で
成
立
し
、
そ
れ
が
推
古
朝
に
受
容
さ
れ
た
」（
注
３
）
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
が
、『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
「
天
皇
重
閣
の
中
門
に
御
し
ま
し
て
、
猟
騎
を
観
そ
な
は
す
」（
神
亀
元
年
五
月
五
日

条
。
端
午
の
節
会
の
記
事
、
他
に
大
宝
元
年
、
神
亀
四
年
、
天
平
元
年
、
天
平
七
年
）
と
あ
り
、
ま
た
太
政
官
式
に
「
凡
五
月
五
日
、

天
皇
観
騎
射
并
走
馬
」
と
あ
る
よ
う
に
騎
射
と
走
馬
の
記
述
を
見
る
が
、
鹿
茸
を
取
る
こ
と
や
薬
草
摘
み
に
言
及
す
る
も
の

は
見
ら
れ
な
い
。
本
来
、
鹿
狩
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
騎
射
や
走
馬
に
形
骸
化
し
た
の
だ
と
い
う
（
和
田
注
３
に
同
じ
）
。

　
皇
極
紀
元
年
五
月
五
日
条
に
は
「
河
内
国
の
依
網
屯
倉
の
前
に
し
て
、
翹
岐
等
を
召
び
て
、
射
猟
を
観
し
む
」
と
あ
る
。「
射

猟
」
の
語
は
雄
略
紀
四
年
二
月
条
に
も
見
え
、
雄
略
天
皇
は
葛
城
山
で
一
言
主
神
と
と
も
に
鹿
を
追
っ
て
猟
を
楽
し
ん
だ
と

い
う
。
皇
極
紀
の
「
射
猟
」
は
「
屯
倉
の
前
」
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
山
中
で
行
わ
れ
た
「
射
猟
」
と
内
容
は
異
な
る
だ
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ろ
う
が
、
単
な
る
騎
射
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
巻
十
六
の
乞
食
人
の
詠
に
「
平
群
の
山
に
　
四
月
と
　
五
月
と
の
間
に

薬
猟
　
仕
ふ
る
時
に
…
…
鹿
待
つ
と
」（
三
八
八
五
）
に
も
鹿
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
薬
猟
と
さ
れ
て
い
る
。
蒲
生
野
の
遊
猟
も

鹿
狩
り
を
行
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
鹿
茸
だ
け
で
な
く
、
肉
そ
の
も
の
も
薬
と
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
注
４
）
。

　
先
の
推
古
紀
の
記
事
に
は
官
人
た
ち
が
着
飾
っ
て
猟
に
参
加
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
大
伴
家
持
の
「
か
き
つ
は
た
　
衣
に

摺
り
付
け
　
ま
す
ら
を
の
　
着
襲
ひ
狩
す
る
　
月
は
来
に
け
り
」（
巻
17
・
三
九
二
一
）
に
も
同
様
の
趣
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
単
に
鹿
を
狩
る
だ
け
が
目
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
儀
容
の
整
い
に
よ
っ
て
宮
廷
の
秩
序
の
さ
ま
と
勢
威

を
示
し
、
獲
物
の
多
き
を
も
っ
て
天
皇
の
徳
が
野
の
は
て
に
ま
で
も
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
、
天
智
天
皇
即

位
の
年
に
行
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
行
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
薬
猟
に
鹿
狩
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
が
、
薬
草
摘
み
は
ど
う
か
。
万
葉
集
に
は
「
…
…
ほ

と
と
ぎ
す
　
鳴
く
五
月
に
は
　
あ
や
め
ぐ
さ
（
菖
蒲
）
　
花
橘
を
　
玉
に
貫
き
　
か
づ
ら
に
せ
む
と
…
…
」（
巻
３
・
四
二
三
）
と

菖
蒲
を
鬘
に
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
菖
蒲
を
用
い
る
こ
と
は
『

楚
歳
時
記
』
に
も
「
菖
蒲
を
以
て
、
或
い
は
鏤
み
或
い
は

屑
と
し
以
て
酒
に
泛
ぶ
」
と
あ
る
。
日
本
で
は
、
端
午
の
節
会
に
菖
蒲
や
蓬
を
用
い
る
習
俗
は
そ
の
後
も
長
く
続
く
が
、
他

の
薬
草
を
摘
む
こ
と
は
知
ら
れ
な
い
。
薬
草
摘
み
を
し
た
と
い
う
の
は
、
二
〇
歌
に
「
あ
か
ね
さ
す
紫
野
」
と
あ
り
、
茜
草

や
紫
草
が
薬
草
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
の
推
測
で
あ
る
。
し
か
し
、
佐
佐
木
幸
綱
は
、
薬
猟
に
薬
草
摘
み
は
行
わ
れ
ず
、
こ

の
と
き
も
女
性
は
猟
に
参
加
し
な
か
っ
た
と
す
る
（
注
５
）
。
薬
草
摘
み
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
確
言
で
き
な
い
が
、
歌
の

表
現
に
即
し
て
い
え
ば
、
女
性
た
ち
も
蒲
生
野
に
同
行
し
、
紫
野
を
行
き
来
し
て
い
た
（
紫
草
な
ど
を
摘
ん
で
い
た
か
）
し
、
そ

れ
ゆ
え
「
紫
に
ほ
ふ
」
女
性
と
見
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
薬
猟
は
男
女
が
集
い
、
交
歓
す
る
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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な
お
、「
蒲
生
野
」
に
関
し
て
は
、
天
智
八
年
是
歳
条
及
び
翌
九
年
二
月
に
記
事
が
あ
り
、
百
済
の
遺
臣
な
ど
を
集
住
せ
し

め
る
と
と
も
に
、「
宮
地
」
と
し
て
開
発
も
さ
れ
て
い
た
、
当
時
新
し
い
文
化
の
息
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
　
韓
人
の
　
衣
染
む
と
い
ふ
　
紫
の
　
心
に
染
み
て
　
思
ほ
ゆ
る
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
４
・
五
六
九
）

紫
草
か
ら
鮮
や
か
な
紫
色
を
取
り
出
す
染
色
法
は
外
来
の
技
術
に
よ
っ
た
も
の
で
、
蒲
生
野
の
紫
野
も
彼
ら
渡
来
人
と
か
か

わ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
環
境
の
も
と
、
猟
は
大
陸
風
に
華
や
か
に
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
　
「
あ
か
ね
さ
す
」
歌

　
二
〇
歌
は
冒
頭
「
あ
か
ね
さ
す
」
の
語
の
も
つ
明
る
い
伸
び
や
か
さ
と
、「
紫
野
」
に
連
接
す
る
と
き
の
色
彩
感
が
印
象
に

鮮
や
か
だ
。「
あ
か
ね
さ
す
」
の
用
例
は
万
葉
集
中
に
十
一
例
を
数
え
る
（
他
に
「
あ
か
ね
さ
し
」
の
か
た
ち
で
「
照
れ
る
月
夜
」

に
連
接
す
る
も
の
二
例
）
。
そ
の
う
ち
四
例
が
「
日
」
に
、
五
例
が
「
昼
」
に
連
接
し
、「
紫
」
と
「
君
」
が
各
一
例
あ
る
。
茜

色
に
輝
く
（
光
）
、
と
い
う
の
が
「
あ
か
ね
さ
す
」
の
原
義
と
考
え
ら
れ
る
（
注
６
）
。
二
〇
歌
で
は
「
紫
」
の
枕
詞
と
す
る
の

が
通
説
で
、
か
か
り
か
た
は
、
古
代
の
紫
色
が
赤
み
を
帯
び
て
い
る
か
ら
と
も
、
紫
草
の
根
が
赤
い
か
ら
と
も
い
う
（
注
７
）

が
、
櫻
井
満
は
、「
朝
日
に
映
え
る
『
紫
野
』
を
あ
ち
ら
へ
行
き
こ
ち
ら
へ
行
き
し
て
、
と
い
う
よ
う
に
、
実
景
と
し
て
受
け

取
っ
て
み
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
」（
注
８
）
と
い
う
。
五
月
五
日
（
太
陽
暦
六
月
二
十
二
日
）
夏
至
の
日
ざ
し
の
も
と
で

行
わ
れ
た
薬
猟
を
描
写
す
る
こ
と
ば
と
見
え
る
が
、
実
景
と
い
う
よ
り
も
日
の
輝
き
を
受
け
て
照
る
紫
野
を
讃
美
す
る
の
が

主
で
は
な
い
か
。
次
歌
の
「
紫
の
に
ほ
へ
る
」
が
「
妹
」
の
讃
美
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
そ
う
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
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　「
紫
野
」
は
紫
草
を
栽
培
す
る
野
と
い
う
。
紫
草
の
根
は
紫
色
の
原
料
と
な
り
、
ま
た
薬
用
に
も
さ
れ
た
。
紫
草
に
は
山
野

に
自
生
す
る
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
正
倉
院
文
書
（
豊
後
国
天
平
九
年
正
税
帳
）
に
「
紫
草
園
」
の
記
述
が
見
え
る
な

ど
、
奈
良
時
代
に
は
各
地
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
紫
野
」
も
紫
草
を
栽
培
す
る
野
で
、
そ
れ
ゆ
え

こ
れ
が
「
し
め
野
」
と
さ
れ
た
と
い
う
（
注
９
）
。
衣
服
令
に
よ
る
と
、
一
位
が
深
紫
、
三
位
以
上
が
浅
紫
と
あ
り
、
一
位
か

ら
三
位
の
礼
服
の
色
で
あ
り
、
皇
太
子
・
親
王
・
諸
王
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
。

　「
標
野
」
は
先
の
説
の
よ
う
に
紫
草
を
栽
培
す
る
た
め
、
一
般
の
立
ち
入
り
を
禁
じ
た
野
だ
と
す
る
と
、「
紫
野
行
き
」
と

「
標
野
行
き
」
は
同
じ
事
柄
を
別
の
言
い
方
で
表
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
紫
野
行
き
　
標
野
行
き
」
に
よ
っ
て
、
野

を
移
動
す
る
人
の
動
き
を
大
き
く
視
野
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
紫
野
・
標
野
・
野
守
・
君
、
と
い
う
展
開
が
近
景

か
ら
遠
景
へ
と
転
じ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
標
野
は
紫
野
を
包
含
し
つ
つ
、
や
や
広
い
範
囲
を
表
す
も

の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
標
野
は
皇
室
の
料
地
、
あ
る
い
は
今
日
の
狩
の
た
め
に
印
し
づ
け
ら
れ
た
野
と
見
る
べ
き
も
の

だ
ろ
う
。

　「
行
く
」
の
反
復
に
よ
っ
て
、
人
の
動
き
が
動
的
に
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
「
行
く
」
の
主
格
が
誰
か
諸
説
が
あ
る
。「
行

き
」
が
結
句
の
「
袖
振
る
」
に
か
か
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
主
格
は
「
君
」
で
あ
る
と
す
る
説
（
注
10
）
に
対
し
、
そ
れ
で
は

四
句
と
五
句
を
倒
置
し
た
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、こ
う
し
た
倒
置
は
文
法
的
に
あ
り
え
な
い
と
す
る
批
判
（
注
11
）

が
あ
る
。
し
か
し
、
上
三
句
が
「
野
守
」
に
か
か
る
と
す
る
と
「
野
守
」
が
重
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
注
12
）
。
一
方
、「
行

き
」
の
主
格
を
「
君
」
と
し
つ
つ
、
倒
置
法
と
見
る
の
で
は
な
く
、
第
四
句
を
挿
入
句
と
す
る
説
が
あ
る
（
注
13
）
。
し
か
し
、

挿
入
句
と
見
て
よ
い
の
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。
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稲
岡
耕
二
は
、「『
野
守
』
も
『
君
』
も
『
吾
』
も
含
め
た
集
団
の
行
為
と
し
て
の
『
行
き
』
を
考
え
る
方
が
い
っ
そ
う
ふ

さ
わ
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
狩
猟
後
の
宴
席
で
額
田
王
が
こ
の
歌
を
口
誦
披
露
し
た
と
す
れ
ば
、
聴
く
人
々
す
べ
て
が

野
を
行
き
来
し
た
一
日
の
遊
び
を
想
起
し
つ
つ
こ
の
句
を
享
受
す
る
わ
け
で
、
第
四
、
五
句
か
ら
倒
逆
的
に
『
行
き
』
の
主

語
を
考
え
る
よ
う
な
、
記
載
文
学
的
な
理
解
は
こ
の
歌
に
は
即
さ
な
い
も
の
と
思
う
」（
注
14
）
と
述
べ
、
ま
た
、
身
崎
壽
は
、

薬
猟
参
加
者
全
体
↓
「
野
守
」
↓
「
君
」
と
い
う
よ
う
に
視
線
を
推
移
さ
せ
、「
君
」
へ
と
焦
点
を
絞
る
表
現
法
が
取
ら
れ
て

い
る
と
す
る
（
注
15
）
。

　「
行
き
」
の
反
復
は
指
摘
の
通
り
、
野
を
行
く
人
々
の
動
き
を
想
像
さ
せ
る
。
し
か
し
、「
行
き
」
の
主
格
は
〈
我
〉
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。〈
我
〉
が
紫
野
を
行
く
か
ら
こ
そ
「
紫
の
に
ほ
へ
る
妹
」
と
呼
ば
れ
る
の
だ
と
思
う
。

　「
野
守
は
見
ず
や
」
は
野
守
が
見
て
い
る
で
は
な
い
か
、
の
意
で
、「
ズ
ヤ
は
事
実
を
示
し
て
相
手
に
も
確
認
さ
せ
よ
う
と

す
る
語
法
」（
注
16
）
と
い
う
。
野
守
は
標
野
の
番
人
を
指
す
が
、
こ
の
野
守
を
夫
の
譬
喩
と
し
（
注
17
）
、
対
し
て
標
野
を
人

妻
の
譬
喩
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

　
　
標
結
ひ
て
　
我
が
定
め
て
し
　
住
吉
の
　
浜
の
小
松
は
　
後
も
我
が
松
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
３
・
三
九
四
）

「
標
」
は
、
所
有
者
が
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
を
侵
す
こ
と
を
拒
む
意
味
が
あ
る
（
注
18
）
。
そ
こ
で
野
守
は
、
標

野
＝
妻
を
監
視
す
る
夫
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

　
結
句
の
「
袖
振
る
」
は
求
愛
の
し
ぐ
さ
を
表
す
。

　
　
娘
子
ら
が
　
袖
布
留
山
の
　
瑞
垣
の
　
久
し
き
時
ゆ
　
思
ひ
き
我
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
４
・
五
〇
一
）

右
の
人
麻
呂
の
歌
で
は
、「
娘
子
た
ち
が
袖
を
振
る
」
が
石
上
の
布
留
の
序
詞
と
な
っ
て
い
る
。
石
上
神
宮
に
仕
え
る
巫
女
が
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神
霊
を
招
き
寄
せ
る
舞
の
姿
を
ふ
ま
え
た
序
詞
で
あ
ろ
う
。「
袖
振
り
」
は
袖
を
ひ
ら
め
か
せ
振
る
こ
と
で
霊
力
を
振
起
さ
せ

た
り
、
相
手
の
魂
を
招
い
た
り
す
る
呪
術
で
あ
り
、
最
も
親
密
な
相
手
に
対
し
て
行
わ
れ
る
と
き
、「
袖
振
り
」
は
求
愛
の
し

ぐ
さ
と
も
な
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
「
袖
振
り
」
は
人
目
を
避
け
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
高
山
の
　
峰
行
く
宍
の
　
友
を
多
み
　
袖
振
ら
ず
来
ぬ
　
忘
る
と
思
ふ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
11
・
二
四
九
三
）

「
袖
振
り
」
は
、
そ
の
行
為
自
体
が
人
目
を
憚
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
君
」
は
、
標
野
＝
人
妻
に
対
し
て
袖
を
振
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
二
重
に
禁
忌
を
冒
そ
う
と
す
る
。

　
ま
た
、「
袖
振
り
」
は
多
く
境
界
の
地
で
行
わ
れ
た
。

　
　
足
柄
の
　
み
坂
に
立
し
て
　
袖
振
ら
ば
　
家
な
る
妹
は
　
さ
や
に
見
も
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
20
・
四
四
二
三
）

　
人
麻
呂
の
「
石
見
相
聞
歌
」
の
「
石
見
の
や
　
高
角
山
の
　
木
の
間
よ
り
　
我
が
振
る
袖
を
　
妹
見
つ
ら
む
か
」（
巻
２
・
一

三
二
）
も
境
界
の
「
高
角
山
」
で
袖
を
振
る
。「
袖
振
り
」
は
離
れ
行
く
者
や
、
離
れ
て
在
る
者
、
の
間
で
行
わ
れ
、
境
界
性

が
顕
著
で
あ
る
。
標
野
も
標
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
空
間
で
あ
り
、
相
手
の
「
君
」
は
そ
の
外
部
、
あ
る
い
は
境
界
の
地
点

か
ら
標
野
の
内
に
い
る
〈
我
〉
に
対
し
て
袖
を
振
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
人
妻
に
対
し
て
、
し
か
も
野
守
の
監
視
の
中
、
袖
を
振
る
と
い
う
、
禁
忌
を
超
越
す
る
そ
の
行
為
に
対
し
て
、〈
我
〉
は
「
野

守
は
見
ず
や
」
と
、
求
愛
を
一
応
拒
絶
す
る
が
、
齋
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
』
が
、「
濃
や
か
な
情
緒
に
伴
う
、
甘
美
な
媚
態
を

も
感
じ
得
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
武
田
祐
吉
『
増
訂
萬
葉
集
全
註
釈
』
が
「
越
境
を
咎
め
る
よ
う
な
語
気
を
用
い
な
が
ら
、

好
意
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
求
愛
を
喜
び
、
媚
態
を
見
せ
る
の
で
あ
る
（
注
19
）
。
青
木
生

子
は
「
王
の
歌
は
、
す
ぐ
れ
て
み
や
び
な
女
歌
の
発
表
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
た
め
ら
い
、
は
じ
ら
い
、
不
安
、
ゆ
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れ
動
く
心
を
も
っ
て
、
女
の
媚
態
が
最
大
限
に
盛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
作
は
、
半
ば
自
己
陶
酔
的

な
歌
い
ぶ
り
で
あ
っ
て
、
実
際
の
特
定
個
人
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
誰
か

男
の
答
歌
を
誘
い
出
さ
ず
に
は
お
か
な
い
、
呼
び
か
け
の
か
た
ち
で
歌
っ
て
み
せ
た
の
も
巧
み
で
あ
る
」（
注
20
）
と
述
べ
る
。

拒
絶
と
媚
態
は
相
反
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
拒
絶
は
相
手
に
一
層
の
情
愛
を
促
す
方
法
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
当
歌
は
冒
頭
、
光
溢
れ
る
野
の
さ
ま
を
い
う
こ
と
で
紫
野
を
讃
美
し
、
つ
い
で
「
紫
野
行
き
」
で
、
紫
草
を
栽
培

す
る
野
を
行
き
来
す
る
〈
我
〉
の
姿
を
描
き
出
す
。
そ
れ
を
「
標
野
行
き
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
の
動
き
を
大

き
く
と
ら
え
、
そ
の
姿
を
第
三
者
的
に
提
示
す
る
。「
標
野
」
行
く
〈
我
〉
は
自
ら
が
標
野
＝
人
妻
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
野

守
＝
夫
が
見
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
「
君
」
に
注
意
を
促
す
。
野
守
は
上
か
ら
の
続
き
で
は
〈
我
〉
の
姿
を
と
ら

え
、
下
へ
は
「
君
が
袖
振
る
」
と
「
君
」
の
姿
を
と
ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
野
守
は
三
句
と
五
句
に
挟
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
両
者
の
姿
を
視
界
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
結
句
で
よ
う
や
く
〈
我
〉
に
袖
を
振
る
「
君
」
の
姿
が
描
き
出
さ

れ
る
。
視
線
は
〈
我
〉
か
ら
野
守
そ
し
て
「
君
」
と
推
移
し
、「
袖
振
る
君
」
の
姿
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
て
一
首
を
閉
じ

る
。「
袖
振
り
」
が
離
れ
た
二
人
の
間
で
、
し
か
も
多
く
は
境
界
の
地
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、「
君
」
は
ま
だ
標
野
に

ふ
み
い
っ
て
い
な
い
か
、
い
ま
ま
さ
に
踏
み
入
ろ
う
と
す
る
時
点
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
明
る
く
伸
び
や
か
な

前
半
か
ら
、
人
目
を
忍
ぶ
恋
を
描
く
ス
リ
リ
ン
グ
な
後
半
へ
の
、
劇
的
な
展
開
が
鮮
や
か
に
映
像
と
し
て
立
ち
上
が
る
。

三
　
「
紫
の
」
歌
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二
一
歌
の
題
詞
に
は
「
皇
太
子
答
御
歌
」
と
あ
る
。
大
海
人
皇
子
の
こ
と
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
大
友
皇
子
を
さ

す
可
能
性
が
あ
る
と
も
い
う
（
注
21
）
。
し
か
し
、
そ
れ
を
証
す
る
に
は
、
二
一
歌
の
「
皇
太
子
」
が
当
初
、
大
友
皇
子
を
指

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
壬
申
の
乱
以
降
の
、
天
武
天
皇
を
正
統
と
す
る
史
観
に
よ
っ
て
、
大
海
人
皇
子
の
こ
と
と
さ
れ
る

に
至
っ
た
と
い
う
、
そ
の
過
程
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ま
は
通
説
に
よ
る
。

　「
答
御
歌
」
と
あ
る
が
、
二
〇
歌
に
は
「
贈
歌
」
と
な
く
、
大
海
人
皇
子
が
答
歌
を
な
す
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
か
ど
う

か
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
前
期
万
葉
に
お
け
る
贈
答
歌
の
方
法
と
い
う
点
で
は
、
男
女
間
で
、
男
か
ら
先
に
歌
を
贈
る

場
合
は
、
男
が
誘
い
か
け
、
か
ら
か
い
か
け
、
そ
れ
に
対
し
女
が
反
発
し
、
し
っ
ぺ
返
し
を
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
、
大

伴
安
麻
呂
と
巨
勢
郎
女
、
天
武
天
皇
と
藤
原
夫
人
な
ど
の
例
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
女
が
先
に
男
に
贈
る
場
合
は
、
女
の
拒

絶
、
そ
し
て
男
が
さ
ら
に
恋
心
を
吐
露
す
る
と
い
う
形
を
と
る
。
鏡
王
女
と
藤
原
鎌
足
の
例
が
そ
れ
で
あ
る
。「
野
守
は
見
ず

や
」
に
よ
っ
て
、
男
の
「
袖
振
り
」（
求
愛
）
を
拒
絶
し
た
の
に
対
し
、
男
は
一
層
の
情
愛
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
。

　
二
一
歌
冒
頭
の
「
紫
」
は
前
歌
の
「
紫
」
を
受
け
る
。「
に
ほ
ふ
」
と
は
色
や
香
が
発
散
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
他
の
も

の
に
移
り
染
み
つ
く
こ
と
を
い
う
。
語
源
と
し
て
、
ニ
は
丹
で
、
赤
い
色
が
浮
き
上
が
る
、
発
散
す
る
、
照
り
映
え
る
状
態

を
表
す
と
も
い
い
、
こ
こ
で
は
「
紅
顔
の
美
貌
を
言
う
」（
注
22
）
と
す
る
が
、
ニ
は
霊
威
、
ホ
フ
は
発
現
す
る
こ
と
を
い
う

（
注
23
）
と
す
る
説
が
よ
り
古
い
こ
と
ば
の
層
に
触
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
万
葉
集
の
用
例
で
は
ニ
ホ
フ
は
主
に

視
覚
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
嗅
覚
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
例
は
少
な
く
、
し
か
も
後
期
万
葉
に
偏
る
。
こ
こ
は
視
覚
に
つ
い

て
い
う
。「
紫
の
に
ほ
ふ
」
女
性
と
は
、
た
ん
に
美
し
い
の
で
は
な
い
。
紫
野
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
紫
草
の
霊
的
な
力
を
帯
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び
、
そ
れ
を
発
散
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
（
注
24
）
。

　「
憎
く
あ
ら
ば
」
に
つ
い
て
『
萬
葉
代
匠
記
』
精
撰
本
は
「
嫌
ハ
シ
ク
思
ハ
ル
ル
也
。
悪
人
ナ
ト
ヲ
憎
ム
ト
云
心
ノ
ニ
ク
ム

ニ
ハ
ア
ラ
ス
」
と
い
う
。
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
』
は
巻
十
一
の
二
五
四
二
歌
に
注
し
て
、「『
憎
し
』
は
い
と
し
さ
の
あ
ま

り
に
い
っ
そ
う
関
心
が
つ
の
る
心
情
を
い
う
。
何
ら
か
の
障
碍
が
あ
っ
て
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
用
い
る
こ
と

が
多
い
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
何
を
「
憎
し
」
と
い
う
の
か
。「
自
分
か
ら
離
れ
て
天
智
天
皇
に
従
っ
た
こ
と
を
憎
ら
し
く

思
う
心
も
あ
る
な
ら
ば
、
の
意
も
あ
る
」（
注
25
）
と
い
う
。
し
か
し
、
前
歌
と
の
関
係
で
考
え
る
な
ら
ば
、
前
歌
の
「
袖
振

る
」
し
ぐ
さ
の
求
愛
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
対
し
て
、「
憎
し
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　「
人
妻
故
に
」
の
人
妻
は
、
前
歌
の
標
野
を
、
よ
り
直
接
的
に
言
い
換
え
た
も
の
。「
ゆ
ゑ
に
」
の
解
に
つ
い
て
は
二
説
あ

る
。「
ゆ
ゑ
に
」
は
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
る
か
ら
、
デ
ア
ル
ノ
デ
の
意
に
な
り
、
人
妻
で
あ
る
か
ら
こ
そ
恋
い
こ

が
れ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
だ
、
の
意
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
人
妻
デ
ア
ル
ノ
ニ
恋
す
る
（
恋
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
）
と
解
す
る
説
も
あ
る
（
注
26
）
。

　「
人
妻
ゆ
ゑ
に
」
は
集
中
他
に
三
例
あ
る
（
巻
10
・
一
九
九
九
、
巻
11
・
二
三
六
五
、
巻
12
・
三
〇
九
三
）
が
、
い
ず
れ
も
人
妻

デ
ア
ル
ノ
デ
恋
い
こ
が
れ
る
、
と
解
し
う
る
。
川
上
蓁
は
、
逆
接
に
解
す
る
古
典
大
系
『
萬
葉
集
』
の
補
注
を
検
討
し
て
、「『
人

妻
ゆ
ゑ
に
吾
恋
ひ
め
や
も
』
等
の
「
ゆ
ゑ
に
」
は
単
に
原
因
（
～
が
も
と
で
、
～
の
お
か
げ
で
等
）
を
表
す
と
見
ら
れ
る
。
逆

接
を
表
す
と
見
る
必
要
は
な
い
」（
注
27
）
と
述
べ
る
。「
人
妻
ゆ
ゑ
に
」
は
「
人
妻
で
あ
る
が
ゆ
え
に
一
層
恋
心
が
募
る
」
心

情
を
表
す
の
だ
ろ
う
。

　「
我
れ
恋
ひ
め
や
も
」
は
集
中
に
一
四
例
。
作
者
判
明
歌
で
は
当
歌
を
除
く
と
、
大
伴
家
持
に
二
例
見
ら
れ
る
な
ど
、
後
期
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万
葉
に
偏
る
（
作
者
未
詳
歌
は
九
例
）
。
強
い
恋
情
を
表
す
。

　
以
上
、
二
一
歌
の
「
紫
の
に
ほ
へ
る
妹
」
は
、
前
歌
の
「
あ
か
ね
さ
す
紫
野
」
と
い
う
、
紫
野
を
讃
美
し
た
こ
と
ば
を
受

け
、
そ
こ
を
行
く
女
性
の
讃
美
へ
と
転
じ
る
。
紫
野
を
行
く
「
妹
」
に
は
紫
草
の
精
と
も
い
う
べ
き
霊
的
な
力
が
漂
い
、
男

の
心
を
惹
き
付
け
る
。
相
手
が
〈
我
〉
は
人
妻
と
い
い
、
袖
振
り
を
た
し
な
め
る
が
ゆ
え
に
恋
心
は
一
層
募
る
。
二
一
歌
は

二
〇
歌
を
受
け
つ
つ
も
、
内
向
し
、
強
い
恋
情
表
現
に
い
た
っ
て
い
る
。
二
〇
歌
が
宴
の
場
に
集
う
人
々
の
共
感
の
世
界
に

開
か
れ
た
歌
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
二
一
歌
は
求
心
的
に
「
妹
」
と
「
我
」
の
世
界
に
深
く
立
ち
入
っ
た
表
現
を
と
る
も

の
と
い
え
よ
う
。

四
　
「
人
妻
」
　
―
事
実
と
虚
構
―

　
額
田
王
に
関
す
る
「
史
実
」
は
天
武
紀
二
年
条
「
天
皇
初
娶
鏡
王
女
額
田
姫
王
、
生
十
市
皇
女
」
の
記
事
の
み
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
額
田
王
は
大
海
人
皇
子
の
初
め
て
の
妻
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
二
一
歌
で
大
海
人
皇
子
は
額
田
王
に

対
し
て
人
妻
へ
の
恋
慕
を
う
た
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
夫
は
天
智
天
皇
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
そ
の
根
拠
は
、
巻
四
の

額
田
王
の
歌
の
題
詞
に
「
額
田
王
、
近
江
天
皇
を
思
ひ
て
作
る
歌
一
首
」
と
あ
り
、

　
　
君
待
つ
と
　
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
　
我
が
屋
戸
の
　
簾
動
か
し
　
秋
の
風
吹
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
４
・
四
八
八
）

の
歌
を
載
せ
、
額
田
王
が
秋
の
一
夜
、
訪
れ
を
待
っ
て
い
た
人
は
天
智
天
皇
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、「
天
智
天
皇
挽
歌

群
」
に
額
田
王
の
歌
（
巻
２
・
一
五
一
、
一
五
五
）
を
見
る
こ
と
、
中
大
兄
皇
子
の
「
三
山
歌
」（
巻
１
・
一
三
～
一
五
）
に
三
角
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関
係
を
う
た
う
こ
と
か
ら
、
額
田
王
は
初
め
大
海
人
皇
子
と
結
婚
し
た
が
、
心
な
ら
ず
も
仲
を
裂
か
れ
て
天
智
天
皇
に
召
さ

れ
、
薬
猟
の
日
に
た
ま
た
ま
こ
の
よ
う
な
歌
を
密
か
に
交
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（
注
28
）
。

　
だ
が
、
四
八
八
歌
の
み
が
巻
一
、
二
か
ら
離
れ
て
お
か
れ
て
い
る
こ
と
（
重
出
歌
は
巻
八
に
）
、
集
中
で
「
秋
風
」
の
用
例
が

後
期
万
葉
に
偏
る
こ
と
（
た
だ
し
、
集
中
五
五
例
の
う
ち
、
人
麻
呂
歌
集
に
三
例
を
見
る
）
を
考
え
る
と
、
こ
の
歌
が
額
田
王
の

実
作
か
疑
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
し
、
た
と
え
額
田
王
の
実
作
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
来
、
中
国
文
学
を
典
拠
に
し
て
題
詠
的

に
詠
ま
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
天
智
天
皇
挽
歌
群
」
に
お
い
て
額
田
王
は
舎
人
吉
年
と
と
も
に
、
む
し
ろ
天

皇
を
夫
と
す
る
立
場
と
は
異
な
る
、
よ
り
客
観
的
な
（「
宮
廷
歌
人
」
的
な
）
立
場
で
う
た
っ
た
こ
と
が
、
歌
の
表
現
か
ら
推
測

し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
額
田
王
が
近
江
朝
に
お
い
て
天
智
天
皇
の
妻
で
あ
っ
た
と
す
る
に
は
充
分
な
根
拠
が
な
い
。
そ
れ

に
天
皇
を
私
的
な
歌
と
し
て
も
野
守
に
喩
え
た
も
の
か
ど
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
が
密
か
に
交
わ
さ
れ
た
歌
な
ら
ば
、
ど
の
よ

う
に
伝
来
し
た
の
か
想
像
す
る
こ
と
が
難
し
い
（
注
29
）
。
以
上
の
よ
う
に
三
角
関
係
説
は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
な
ら
ば

な
ぜ
大
海
人
皇
子
に
「
人
妻
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
。

　
場
の
考
察
か
ら
歌
を
よ
り
深
い
理
解
に
導
い
た
の
は
折
口
信
夫
な
ど
、民
俗
学
を
応
用
し
た
研
究
の
成
果
と
い
え
よ
う
。折

口
は
当
面
の
二
首
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
鏡
姫
王
と
額
田
王
は
近
江
鏡
山
周
辺
に
居
住
し
て
い
た
鏡
王
の
娘
で
あ

り
、
宮
廷
の
神
及
び
天
皇
に
奉
仕
す
る
べ
く
出
仕
し
た
巫
女
で
あ
っ
た
、
彼
女
た
ち
は
宮
廷
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が

ゆ
え
に
「
他
づ
ま
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
り
、
二
〇
・
二
一
の
唱
和
歌
は
、「
宴
会
の
座
興
を
催
し
た
歌
」
で
あ
る
と
い
う
（
注

30
）
。
池
田
弥
三
郎
も
「
こ
れ
は
深
刻
な
や
り
と
り
で
は
な
い
。
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
。
ど
う
少
な
く
見
積
も
っ
て
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も
、
こ
の
時
す
で
に
四
〇
歳
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
額
田
王
に
対
し
て
、
天
武
も
さ
る
も
の
、『
に
ほ
へ
る
妹
』
な
ど
と
、
し
っ

ぺ
い
返
し
を
し
た
の
で
あ
る
」（
注
31
）
と
述
べ
、
以
後
、
二
首
は
宴
席
の
座
興
と
し
て
う
た
わ
れ
た
と
す
る
説
が
有
力
と
な

る
。
そ
れ
を
丁
寧
な
作
品
の
読
み
と
り
か
ら
押
し
進
め
た
の
が
伊
藤
博
の
論
で
あ
る
。
伊
藤
は
、
二
〇
歌
が
「
あ
か
ね
さ
す
」

以
下
「
本
日
の
狩
の
目
ぼ
し
い
景
物
を
各
句
毎
に
道
具
立
て
に
し
て
う
た
い
占
め
た
」
も
の
で
、「
天
智
天
皇
以
下
宮
廷
男
女

の
集
う
宴
席
で
、
本
日
の
狩
を
祝
福
し
、
人
々
の
興
を
満
た
す
た
め
に
う
た
っ
た
雅
の
『
恋
歌
』
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
額
田
王
が
人
妻
（
天
智
妻
）
で
あ
る
の
は
宴
の
座
の
上
で
の
擬
制
で
し
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む

ろ
ん
、
こ
の
ば
あ
い
、
額
田
の
『
君
が
袖
振
る
』
の
『
君
』
は
、
誰
か
の
和
歌
が
返
っ
て
く
る
ま
で
は
具
体
的
な
い
か
な
る

人
物
を
も
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
歌
に
反
応
を
示
し
て
当
意
即
妙
に
和
し
た
そ
の
人
が
こ
の
『
君
』
に
代
入
さ
れ

る
の
で
あ
る
」
と
し
、「
本
当
の
夫
で
あ
る
大
海
人
が
、『
人
妻
故
に
我
れ
恋
ひ
め
や
も
』
と
す
ま
し
て
応
じ
た
と
こ
ろ
に
、
逆

に
満
座
の
笑
い
を
そ
そ
る
し
っ
ぺ
返
し
が
あ
っ
た
わ
け
で
」、「
本
日
の
従
者
中
の
第
一
人
者
で
あ
る
『
皇
太
子
』
が
我
が
妻

を
天
智
妻
と
見
立
て
て
う
た
っ
た
こ
と
も
、
暗
々
裡
に
服
従
と
賛
美
を
代
表
し
て
表
出
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ

う
」
と
い
い
、「
そ
の
唱
和
の
妙
を
思
う
と
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
皇
太
子
歌
も
額
田
王
の
も
の
で
、
皇
太
子
に
前
も
っ
て
告

げ
て
あ
っ
た
歌
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」（
注
32
）
と
も
推
測
す
る
。

　
歌
の
場
が
宴
席
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
が
、「
人
妻
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
折
口
説
で
は
、
宮
廷
に
所
属

す
る
女
性
で
あ
っ
た
か
ら
「
他
づ
ま
」
と
呼
ば
れ
た
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
谷
馨
『
額
田
王
』
に
継
承
さ
れ
、
ま
た
、
中
西

進
も
「
こ
の
時
王
が
天
智
後
宮
の
人
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。（
中
略
）
王
は
天
智
の
朝
廷
に
、
そ
れ
こ
そ
『
詞
の
媼
』

と
し
て
召
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う
『
人
妻
』
と
は
、
そ
う
し
た
事
実
を
さ
し
た
こ
と
ば
で
あ
ろ
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う
」（
注
33
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
、「
人
妻
」
は
「
標
野
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
人
妻
」
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に

拡
散
し
て
し
ま
っ
て
は
、
不
都
合
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
伊
藤
説
で
は
、
現
実
の
天
皇
の
妻
で
は
な
く
、
狩
と
宴
を

主
催
し
た
天
皇
の
い
わ
ば
一
夜
妻
と
い
う
資
格
で
あ
り
、「
天
智
を
擬
制
の
夫
」
と
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
同
様
で
、
二
一

歌
の
よ
う
な
「
人
妻
」
へ
の
禁
忌
と
憧
れ
は
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　「
人
妻
」
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
川
口
常
孝
は
、
集
中
の
「
人
妻
」
の
語
が
大
伴
安
麻
呂
の
一
首

を
除
い
て
、
他
は
民
謡
な
い
し
民
謡
的
世
界
の
歌
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
歌
に
厳
し
い
反
省
や
悲
嘆
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
額

田
王
の
歌
は
一
見
す
る
と
相
手
に
制
止
を
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
果
敢
な
誘
い
か
け
で
あ
る
と
指
摘

す
る
（
注
34
）
。「
人
妻
」
が
相
手
に
は
た
ら
き
か
け
る
語
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
人
妻
」
が
歌
垣
と
密
接
に

か
か
わ
る
語
で
は
な
い
か
と
も
い
う
（
注
35
）
。
森
朝
男
も
二
〇
・
二
一
歌
の
構
造
が
「
人
妻
と
そ
れ
に
恋
す
る
男
と
の
掛
け

あ
い
で
あ
る
。
だ
い
た
い
そ
う
し
た
構
成
の
歌
は
歌
垣
を
起
源
と
し
て
い
る
。
人
妻
と
の
恋
は
古
代
社
会
に
あ
っ
て
も
基
本

的
に
は
禁
忌
で
あ
っ
て
、
歌
垣
と
い
う
祝
祭
的
時
空
に
お
い
て
、
そ
の
祝
祭
の
非
日
常
的
・
非
理
性
的
転
換
を
誘
引
す
る
も

の
と
し
て
あ
る
」
と
し
、「
私
は
人
妻
で
あ
る
」
と
う
た
い
、
男
の
求
愛
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
男
の
闘
争
的
本
能

や
禁
忌
侵
犯
へ
の
欲
情
を
か
り
た
て
る
「
煽
情
的
効
果
」
が
あ
っ
た
と
い
う
（
注
36
）
。

　
集
中
に
「
人
妻
」
の
語
は
一
四
首
に
見
ら
れ
る
。

か
が
ひ

ひ
と
づ
ま

　
　
…
…
　
か
が
ふ

歌
に
　
他
妻
に
　
我
も
交
は
ら
む
　
我
が
妻
に
　
人
も
言
問
へ
　
こ
の
山
を
　
う
し
は
く
神
の
　
昔

　
　
よ
り
　
禁
め
ぬ
行
事
ぞ
　
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
９
・
一
七
五
九
）

右
の
歌
で
は
、
歌
垣
の
場
で
は
人
妻
に
交
わ
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
逆
に
、
歌
垣
以
外
で
は
人
妻
に
「
言
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問
ふ
」
こ
と
は
神
の
い
さ
め
る
「
わ
ざ
」
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
、
一
四
例
中
、
一
例
を
除
い
て
す
べ
て
「
人
妻
」

に
対
す
る
男
の
歌
で
あ
る
。

　
　
人
妻
に
　
言
ふ
は
誰
が
言
　
さ
衣
の
　
こ
の
紐
解
け
と
　
言
ふ
は
誰
が
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
12
・
二
八
六
六
）

右
の
歌
の
み
が
女
の
立
場
の
歌
で
あ
る
が
、『
釋
注
』に
説
く
よ
う
に
宴
な
ど
の
場
で
男
が
た
わ
む
れ
に
作
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

「
人
妻
」
は
他
人
の
妻
を
指
し
、
自
ら
が
妻
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
、
女
性
が
自
ら
を
「
人
妻
」
と

言
う
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、「
人
妻
」
は
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
語
で
は
な
く
、
歌
垣
や
宴

な
ど
の
歌
の
用
語
だ
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
（
注
37
）
。
そ
し
て
、「
人
妻
」
が
、
禁
忌
の
対
象
で
あ
る
が
ゆ
え
に
一
層

恋
心
を
募
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。「
人
妻
」
が
日
常
に
お
い
て
用
い
る
語
で

は
な
く
、
祝
祭
の
場
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
歌
も
現
実
の
関
係
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
で
読
み
と
ら
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
身
崎
壽
は
、
大
海
人
皇
子
が
「
人
妻
故
に
我
恋
ひ
め
や
も
」
と
う
た
う
こ
と
で
、「『
し
の
ぶ
恋
』
の
情
景
が
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
＝
座
興
で
あ
る
こ
と
を
た
ね
あ
か
し
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
意
外
性
に
よ
っ
て
一
座
に
哄
笑
の
う
ず
を
ま
き
お
こ
す
、
そ
う

し
た
効
果
を
ね
ら
っ
た
夫
婦
（
？
）
共
作
に
よ
る
周
到
な
演
出
を
み
た
い
」（
注
15
に
同
じ
）
と
述
べ
、
神
野
富
一
も
当
日
の

宴
に
つ
い
て
詳
細
な
推
測
を
し
て
、
こ
の
贈
答
歌
こ
そ
宴
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
、
歌
に
描
き
出
さ
れ
た

人
物
は
現
実
の
額
田
王
や
大
海
人
皇
子
を
さ
す
の
で
は
な
く
演
技
の
う
え
で
造
形
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
（
注
38
）
。

　
右
の
「
演
出
」
や
「
演
技
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
二
首
を
虚
構
の
世
界
を
作
る
、
歌
の
方
法
に
お
い
て
と
ら
え
た
も
の
で
、

「
人
妻
」
の
語
は
そ
の
装
置
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
「
哄
笑
を
ま
き
お
こ
す
座
興
」
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と
い
う
理
解
は
、
大
海
人
皇
子
が
自
分
の
妻
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
額
田
王
を
「
人
妻
」
と
呼
ん
だ
と
解
す
る
こ
と
に
よ

る
が
、
こ
れ
は
な
お
現
実
に
と
ら
わ
れ
た
理
解
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
人
妻
」
は
祝
祭
の
場
に
由
来
し
、
後
に
は
宴
席
の
仮

想
の
恋
の
世
界
に
お
い
て
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
ば
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
・
二
一
歌
は
、
宴
と
い
う
、
仮

想
を
可
能
に
す
る
空
間
に
お
い
て
ま
さ
し
く
恋
を
う
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
雑
歌
と
相
聞
の
間

　
二
首
は
現
実
の
三
角
関
係
を
背
景
に
う
た
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
猟
の
後
の
宴
席
の
歌
と
見
る
の
が
今
日
の
通
説
と
い

え
よ
う
。
そ
の
主
た
る
根
拠
は
、
二
首
が
雑
歌
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
雑
歌
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
首
が
公

的
な
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
秘
め
ら
れ
た
恋
の
歌
で
あ
れ
ば
相
聞
に
配
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前

提
と
し
て
、
雑
歌
と
相
聞
と
い
う
部
立
が
、
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
ま

た
、
二
首
が
雑
歌
に
分
類
さ
れ
る
根
拠
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
、
の
二
点
の
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
。

　
雑
歌
は
、
く
さ
ぐ
さ
の
歌
を
類
従
し
た
も
の
で
、『
文
選
』
の
「
雑
詩
」
に
由
来
し
、
公
的
な
意
味
を
本
来
そ
な
え
て
い
た

と
も
い
う
（
注
39
）
。
一
方
、
相
聞
は
、
漢
語
の
「
相
聞
」
に
由
来
し
、
消
息
を
交
わ
す
意
と
さ
れ
る
（
注
40
）
。
伊
藤
博
は
、
相

聞
に
は
「
男
女
を
主
と
す
る
個
人
間
の
気
持
を
伝
え
あ
う
と
い
う
基
本
線
」
が
あ
っ
た
と
し
、
公
的
な
歌
群
で
あ
る
雑
歌
の

後
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
、
巻
一
・
二
に
部
立
名
が
付
さ
れ
た
の
は
和
銅
後
期
か
ら
養
老
に
か
け

て
の
頃
と
述
べ
る
（
注
41
）
。
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相
聞
は
雑
歌
に
比
し
て
私
的
な
要
素
が
濃
い
と
さ
れ
る
が
、
公
私
の
別
は
な
か
な
か
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

鎌
足
が
「
釆
女
安
見
児
」
を
娶
る
時
に
作
っ
た
と
い
う
、

　
　
我
は
も
や
　
安
見
児
得
た
り
　
皆
人
の
　
得
か
て
に
す
と
い
ふ
　
安
見
児
得
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
２
・
九
五
）

は
独
詠
の
形
を
と
る
が
、
一
人
喜
び
を
か
み
し
め
る
歌
と
は
思
え
な
い
。
天
皇
へ
の
謝
意
を
込
め
、
宮
廷
の
宴
席
で
詠
ま
れ

た
も
の
と
す
る
説
（
注
42
）
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
巻
二
の
相
聞
は
、
宮
廷
の
宴
席
や
内
廷
の
サ
ロ
ン
的
な
場
に
お
い
て
詠
ま
れ

つ
い

た
も
の
が
少
な
く
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
歌
の
内
容
か
ら
い
え
ば
対
の
関
係
を
基
本
と
す
る
の
が
相
聞
と
い
え
よ
う
。

な
ら
ば
、
二
〇
・
二
一
歌
は
相
聞
に
配
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
だ
が
、
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、「
天
皇
遊
猟
」
の
際
の
歌
と

い
う
成
立
事
情
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
。

　
題
詞
の
「
天
皇
遊
猟
（
地
名
）
時
」
と
い
う
表
記
は
、
万
葉
集
中
に
他
に
二
例
見
ら
れ
る
。「
天
皇
遊
猟
内
野
之
時
」（
巻
１
・

三
、
四
）
と
、「
十
一
年
己
卯
　
天
皇
遊
猟
高
円
野
之
時
」（
巻
６
・
一
〇
二
八
）
で
、
前
者
は
舒
明
天
皇
の
豊
猟
を
予
祝
す
る

中
皇
命
の
歌
で
あ
り
、
後
者
は
聖
武
天
皇
の
遊
猟
の
後
、
坂
上
郎
女
が
献
上
を
予
定
し
て
い
た
歌
で
あ
る
。
前
者
は
長
歌
で
、

猟
に
出
立
つ
前
、
宮
中
に
お
い
て
天
皇
が
愛
用
の
弓
の
弦
を
弾
く
音
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
を
う
た
い
、「
反
歌
」
で
狩
の
開

始
直
前
の
猟
場
の
緊
張
を
描
く
。
作
者
は
宮
中
に
留
ま
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
二
首
が
異
な
る
時
間
を
う
た
う
こ
と
か
ら
見

て
、
二
首
が
併
せ
て
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
狩
を
終
え
た
後
の
宴
に
お
い
て
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
天
皇
遊
猟
の
際

の
祝
宴
に
お
い
て
、
女
性
が
狩
を
主
催
し
た
天
皇
に
歌
を
献
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
額
田
王
の
歌
も

同
様
に
、
猟
の
後
の
祝
宴
に
お
い
て
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
れ
が
恋
歌
の
体
裁

を
と
る
の
か
。
今
一
度
、
二
〇
・
二
一
歌
の
表
現
を
た
ど
り
な
お
し
た
い
。
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六
　
薬
猟
・
宮
廷
寿
歌
と
恋
歌

　
二
〇
歌
は
冒
頭
「
あ
か
ね
」「
紫
野
」
な
ど
当
日
の
嘱
目
の
景
物
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、「
あ
か
ね
さ
す
紫
野
」
に
よ
っ
て

薬
猟
の
行
わ
れ
た
野
を
讃
美
す
る
。
伊
藤
博
は
、「
本
日
の
狩
の
景
物
を
道
具
立
て
に
す
る
こ
と
自
体
が
名
立
て
の
讃
美
だ
っ

た
は
ず
だ
」（
注
43
）
と
し
、
神
野
富
一
も
「
生
彩
あ
る
狩
場
の
描
写
は
、
遊
猟
の
主
催
者
た
る
天
皇
へ
の
賛
美
の
意
味
も
も
っ

た
だ
ろ
う
」（
注
38
に
同
じ
）
と
述
べ
る
。

　
野
を
讃
美
す
る
表
現
に
つ
づ
け
て
、
そ
の
紫
野
を
行
く
〈
我
〉
に
「
君
」
は
大
ら
か
に
袖
を
振
る
と
言
う
。
標
野
と
い
う

譬
喩
は
自
ら
が
人
妻
で
あ
る
こ
と
を
表
し
、
野
守
に
注
意
を
促
す
の
は
袖
振
り
へ
の
拒
絶
で
あ
る
が
、
内
心
に
は
求
愛
さ
れ

た
こ
と
へ
の
喜
び
が
あ
る
。
拒
絶
は
媚
び
と
、
さ
ら
な
る
求
愛
を
も
と
め
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
白
昼
、
標
野
を
侵
そ

う
と
す
る
「
君
」
は
、
野
の
は
て
ま
で
も
支
配
し
、
境
界
を
超
越
す
る
天
皇
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
佐
佐
木
幸

綱
は
こ
の
歌
が
本
来
天
皇
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
、「
君
」
は
天
皇
を
さ
す
と
い
う
（
注
５
に
同
じ
）
。

　
こ
の
歌
は
天
皇
を
讃
美
し
、
天
皇
に
憧
れ
る
心
情
を
う
た
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
額
田
王
の
名
で
作
ら
れ
て
い
る
が
、
歌
の

〈
我
〉
は
額
田
王
と
い
う
個
人
で
は
な
い
。
宮
廷
の
女
性
を
代
表
す
る
仮
想
の
〈
我
〉
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。「
君
」

の
袖
は
特
定
の
女
性
＝
額
田
王
に
振
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
女
性
た
ち
に
振
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
あ
た
か
も
〈
我
〉

一
人
に
振
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
言
い
な
し
、〈
我
〉
は
人
妻
な
の
に
と
、
さ
ら
な
る
誘
い
か
け
を
す
る
。

　「
君
」
＝
天
皇
へ
の
媚
び
と
挑
発
を
う
た
う
前
歌
に
答
え
て
、「
皇
太
子
」
の
歌
は
自
分
の
心
を
と
ら
え
て
や
ま
ぬ
女
性
へ

の
憧
れ
を
う
た
う
こ
と
で
、
間
接
的
に
天
皇
へ
の
讃
美
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
人
妻
は
額
田
王
を
指
す
の
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で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、「
皇
太
子
」
も
個
人
的
な
立
場
で
う
た
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
二
〇
・
二
一
歌
は
天
皇
遊
猟
の
際
の
歌
と
し
て
雑
歌
に
配
さ
れ
、
歌
も
天
皇
讃
美
の
主
題
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な

ぜ
恋
歌
の
体
裁
で
な
さ
れ
る
の
か
。
薬
猟
と
恋
歌
に
は
何
か
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
薬
猟
で
は
鹿
茸
を
採
る
。
万
葉
集
の
鹿
は
圧
倒
的
に
後
期
万
葉
の
素
材
だ
が
、
前
期
に
も
例
を
見
る
。
巻
九
の
巻
頭
歌
雄

略
天
皇
の
御
製
、

　
　
夕
さ
れ
ば
　
小
倉
の
山
に
　
臥
す
鹿
は
　
今
夜
は
鳴
か
ず
　
寝
ね
に
け
ら
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
一
六
六
四
）

右
の
歌
に
は
、
舒
明
天
皇
の
御
製
と
し
て
類
歌
が
あ
る
（
巻
８
・
一
五
一
一
）
が
、
い
ず
れ
も
天
皇
に
託
し
て
伝
承
さ
れ
る
の

は
、
鹿
鳴
を
聴
く
大
王
儀
礼
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
い
う
（
注
44
）
。
鹿
は
妻
恋
い
に
鳴
く
（
巻
１
・
八
四
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

鹿
に
は
恋
の
気
分
が
つ
き
ま
と
う
。
ま
た
、
薬
草
摘
み
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
菜
摘
み
が
歌
垣
の
場
で
も
あ
る
こ
と
は
巻

一
巻
頭
歌
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
も
恋
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
。
薬
猟
の
場
は
恋
の
気
分
を
醸
し
出
す
も

の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
薬
猟
の
後
、
こ
の
よ
う
な
恋
歌
（
的
天
皇
讃
美
）
が
う
た
わ
れ
た
こ
と
を
充
分

に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
内
廷
の
女
性
に
よ
る
天
皇
讃
美
が
恋
歌
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

　
雄
略
記
に
豊
楽
の
日
、
春
日
の
袁
杼
比
売
が
天
皇
に
奉
っ
た
歌
に
、

　
　
や
す
み
し
し
　
我
が
大
王
の
　
朝
と
に
は
　
い
寄
り
立
た
し
　
夕
と
に
は
　
い
寄
り
立
た
す
　
脇
机
が
下
の
　
板
に
も

　
　
が
　
あ
せ
を
　
　
　 

 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
記
一
〇
四
）

と
あ
り
、「
此
は
志
都
歌
な
り
」
と
注
す
る
。
上
野
理
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
、「
宴
に
お
い
て
座
の
取
り
も
ち
を
す
る
女
が
、
主
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人
や
客
に
対
し
て
恋
心
を
表
明
す
る
か
た
ち
で
主
人
や
客
を
讃
美
す
る
歌
」（
注
45
）
と
し
、
中
皇
命
の
「
宇
智
野
遊
猟
歌
」
や

「
紀
温
泉
往
路
三
首
」（
巻
１
・
一
〇
～
一
二
）
も
そ
う
し
た
宴
の
女
歌
の
伝
統
を
う
け
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
、
額
田
王
の
歌

も
同
様
に
、「
遊
猟
後
の
宴
に
お
い
て
、
王
は
、
主
客
の
男
に
向
っ
て
恋
情
や
憧
憬
を
表
明
し
て
主
客
を
讃
美
す
る
宴
の
女
歌

を
う
た
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
宴
が
戸
外
に
お
け
る
多
数
の
人
々
の
参
加
し
た
開
か
れ
た
宴
で
あ
っ
た
た
め
に
、
王
は

遊
宴
の
歌
人
と
し
て
、
遊
宴
に
参
加
し
た
全
女
性
を
代
表
し
て
天
智
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
全
男
性
に
う
た
い
か
け
る
の
で

あ
ろ
う
」
と
し
、「
歌
垣
に
類
似
し
た
薬
狩
後
の
宴
で
あ
っ
た
た
め
に
、
道
な
ら
ぬ
恋
も
行
わ
れ
た
と
し
て
、
道
な
ら
ぬ
恋
を

し
よ
う
、
道
な
ら
ぬ
恋
を
仕
掛
け
て
く
れ
、
と
う
た
う
の
で
あ
る
」（
注
46
）
と
述
べ
る
。

　
宴
の
女
歌
や
額
田
王
の
歌
の
立
場
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
説
だ
が
、袁
杼
比
売
の
歌
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
。

枕
詞
「
や
す
み
し
し
」
の
成
立
は
推
古
朝
と
さ
れ
る
（
注
47
）
し
、
歌
は
表
現
か
ら
「
釆
女
な
ど
の
歌
で
は
な
く
、
雅
楽
寮
の

歌
人
の
歌
」（
注
48
）
と
も
い
う
。
宴
に
お
い
て
天
皇
（
大
王
）
に
恋
情
を
表
明
し
て
讃
美
す
る
歌
と
し
て
も
、
こ
の
歌
は
伝
承

通
り
の
古
い
由
来
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
恋
情
を
も
っ
て
天
皇
を
讃
美
す
る
歌
の
前
史
に
は
、
神
の
姿
を
讃
美
す
る
歌
、
つ
い
で
大
王
の
姿
を
讃
美
す
る
歌
な
ど
が

あ
り
、
や
が
て
大
王
へ
の
憧
れ
を
う
た
い
、
そ
れ
が
恋
情
を
訴
え
て
讃
美
す
る
歌
を
導
い
た
と
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
例
え
ば
、
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
神
の
名
を
顕
そ
う
と
し
て
同
母
妹
高
比
売
命
が
う
た
っ
た
歌
（
記
六
）
は
、
蛇
神

で
雷
神
で
も
あ
る
こ
の
神
を
顕
し
称
え
る
歌
だ
ろ
う
。
ま
た
、
大
王
を
讃
美
す
る
歌
と
し
て
は
、
石
之
比
売
大
后
の
歌
（
記
五

七
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
雄
略
記
に
皇
后
若
日
下
部
王
の
歌
と
し
て
、
や
や
詞
句
を
変
え
て
う
た
わ
れ
る
。
そ
の
記
一
〇
一
歌
は

「
天
語
歌
」
三
首
の
う
ち
の
一
首
で
、
宮
廷
寿
歌
と
し
て
酒
宴
の
さ
い
に
う
た
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
記
五
七
と
比
較
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し
た
と
き
、
歌
の
前
後
部
は
相
違
す
る
も
の
の
、
中
間
部
の
神
聖
な
椿
（
宇
宙
樹
の
ご
と
き
）
に
よ
っ
て
大
王
を
称
え
る
点
は

異
な
ら
な
い
。
大
王
讃
美
の
詞
章
と
し
て
宮
廷
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
大
王
讃
美
と
し
て
画
期
を
な
す
の
が
蘇
我
馬
子
が
推
古
天
皇
に
献
じ
た
上
寿
酒
歌
（
紀
一
〇
二
）
で
あ
る
。
宮
殿
の
広
大
な

さ
ま
を
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
を
称
え
、
あ
わ
せ
て
臣
下
の
奉
仕
を
誓
約
す
る
。
讃
美
表
現
が
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

や
、
内
廷
の
女
性
で
は
な
く
馬
子
が
臣
下
を
代
表
し
て
う
た
う
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
土
橋
寛
は
、
こ
の
歌
に
至
る
宮
廷
寿

歌
の
流
れ
を
展
望
し
て
「
地
上
的
な
も
の
か
ら
天
上
的
な
も
の
へ
、
呪
術
的
な
も
の
か
ら
宗
教
的
な
も
の
へ
、
氏
族
的
心
情

か
ら
官
僚
的
心
情
へ
」
と
、
そ
の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
（
注
49
）
。
こ
れ
以
降
、
男
性
の
「
宮
廷
歌
人
」

に
よ
る
宮
廷
讃
歌
は
こ
の
歌
の
表
現
を
継
承
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
し
か
し
一
方
、
内
廷
の
女
性
に
よ
る
天
皇
讃
美
は
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
先
の
袁
杼
比
売
の
歌
や
中
皇

命
の
「
宇
智
野
遊
猟
歌
」
で
は
、「
脇
机
」
や
「
弓
」
の
よ
う
に
天
皇
の
愛
用
の
品
を
ほ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
天
皇

を
讃
美
す
る
。
そ
の
讃
美
に
は
恋
情
表
現
に
見
ま
が
う
ば
か
り
の
媚
態
が
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
直
接
的
に
は

恋
情
表
現
と
は
言
い
難
い
け
れ
ど
、こ
う
し
た
表
現
の
中
か
ら
ま
さ
し
く
恋
情
表
現
は
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

恋
歌
と
い
う
の
は
讃
美
の
寿
歌
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
雑
歌
と
異
な
ら
な
い
性
質

の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

七
　
宮
廷
文
化
と
し
て
の
恋
歌
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二
〇
・
二
一
歌
は
額
田
王
と
大
海
人
皇
子
と
い
う
現
実
の
夫
婦
関
係
を
前
提
と
し
た
「
人
妻
」
問
答
と
し
て
の
戯
歌
で
は

な
く
（
注
50
）
、
女
性
、
男
性
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
し
て
天
皇
へ
の
憧
れ
を
う
た
う
こ
と
で
天
皇
を
讃
美
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
天
皇
讃
美
が
恋
歌
の
体
裁
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
薬
猟
と
の
関
係
、
ま
た
、
簡
略
で
は
あ
る
が
、
内
廷
の
大
王
讃

美
の
寿
歌
の
展
開
に
即
し
て
説
明
を
こ
こ
ろ
み
た
。
恋
歌
が
宮
廷
寿
歌
の
流
れ
の
な
か
か
ら
現
れ
た
と
す
れ
ば
、
雑
歌
・
相

聞
と
い
う
後
の
分
類
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
首
を
理
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
通
説
で
は
恋
歌
は
歌
垣
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
歌
垣
に
お
け
る
神
と
巫
女
の
間
に
発
生
を
考
え
る
の
は
説

得
力
の
あ
る
発
想
で
あ
る
（
注
51
）
し
、
万
葉
の
恋
歌
に
、
そ
の
様
式
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
、
男
女
の
歌
の
贈
答
の
仕
方

な
ど
に
照
ら
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
歌
垣
の
歌
と
初
期
万
葉
に
見
る
宮
廷
の
恋
歌
と
は
同
列
に
扱
え
な
い
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
万
葉
集
の
恋
歌
の
な
か
で
も
っ
と
も
歌
垣
的
要
素
を
残
す
東
歌
で
は
、
た
と
え
ば
、

　
　
上
つ
毛
野
　
安
蘇
の
ま
麻
群
　
か
き
抱
き
　
寝
れ
ど
飽
か
ぬ
を
　
あ
ど
か
我
が
せ
む
　
　
　
　
　
　
（
巻
14
・
三
四
〇
四
）

こ
の
歌
は
麻
の
採
取
労
働
を
背
景
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
独
詠
で
は
な
く
、
集
団
の
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
麻

を
引
き
抜
く
作
業
を
、
愛
し
い
女
性
を
抱
く
行
為
の
上
に
重
ね
て
表
現
す
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
の
特
色
は
肉
体
性
や
表
現
の

直
接
性
で
あ
る
。
こ
れ
と
二
〇
・
二
一
歌
を
比
較
し
た
と
き
無
視
で
き
な
い
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　
二
一
歌
の
「
我
恋
ひ
め
や
も
」
と
い
う
表
現
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
初
期
万
葉
に
他
に
見
ら
れ
な
い
。「
恋
ひ
め
や
も
」

と
い
う
表
現
も
作
者
判
明
歌
で
は
家
持
三
例
の
ほ
か
、
山
部
赤
人
、
田
辺
福
麻
呂
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
万
葉
後
期
に
な
っ
て

発
達
し
た
、
あ
る
い
は
一
般
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
う
し
た
強
い
恋
情
を
表
す
歌
は
初
期
万
葉
に
は
少
な
い
。
た
と
え

ば
、
磐
姫
皇
后
の
歌
、



7777　紫野の贈答歌　紫野の贈答歌

　
　
か
く
ば
か
り
　
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
　
高
山
の
　
岩
根
し
ま
き
て
　
死
な
ま
し
も
の
を
　
　
　
　
　
　
（
巻
２
・
八
六
）

藤
原
鎌
足
の
歌
、

　
　
玉
く
し
げ
　
み
も
ろ
の
山
の
　
さ
な
葛
　
さ
寝
ず
は
つ
ひ
に
　
あ
り
か
つ
ま
し
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
２
・
九
四
）

ま
た
、
難
波
天
皇
の
妹
の
歌
、

　
　
一
日
こ
そ
　
人
も
待
ち
よ
き
　
長
き
日
を
　
か
く
の
み
待
た
ば
　
あ
り
か
つ
ま
し
じ
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
２
・
四
八
四
）

強
い
恋
情
を
う
た
う
歌
は
こ
の
あ
た
り
に
限
定
さ
れ
よ
う
（
注
52
）
。

　
右
の
中
で
磐
姫
皇
后
歌
は
後
の
仮
託
の
作
で
、
そ
の
成
立
は
人
麻
呂
以
降
に
な
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
り
、
仁
徳
天
皇

の
「
妹
」
の
作
と
さ
れ
る
四
八
四
歌
も
伝
承
歌
な
い
し
は
仮
託
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
二
首
は
初
期
万
葉
の
作

と
は
見
が
た
い
。
す
る
と
残
る
の
は
鎌
足
歌
と
な
る
が
、「
あ
り
か
つ
ま
し
じ
」
を
含
む
歌
は
他
に
四
首
。
笠
女
郎
や
大
伴
坂

上
郎
女
に
も
用
例
が
あ
り
、
第
四
期
ま
で
用
例
を
見
る
。
そ
の
中
で
も
「
共
寝
を
し
な
け
れ
ば
生
き
て
は
い
ら
れ
な
い
で
し
ょ

う
」（
注
53
）
と
う
た
う
鎌
足
歌
は
も
っ
と
も
直
接
的
な
表
現
を
と
る
。
そ
れ
ゆ
え
素
朴
だ
と
も
思
え
る
が
、
知
謀
の
人
鎌
足

が
恋
の
情
熱
に
任
せ
て
う
た
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
鎌
足
歌
が
「
三
輪
山
伝
説
」
を
ふ
ま
え
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
注
54
）
が
、
こ
れ
は
「
釆
女
安
見
児
」
の
歌
と
同
様
、
宴
席
等
の
場
、
即
ち
人
々
の
注
視
の
中
で
詠
ま

れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
強
い
恋
情
を
表
す
歌
は
初
期
万
葉
に
お
い
て
、
実
際
の
恋
愛
の
場
で
詠

ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
近
年
、
恋
愛
そ
の
も
の
が
古
代
に
お
い
て
は
日
常
の
生
活
世
界
に
お
い
て
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
辰
巳
正
明
は
中
国
西
南
の
少
数
民
族
の
民
俗
を
ふ
ま
え
て
「
個
人
の
秘
密
に
深
く
関
わ
る
恋
歌
が
大
量
に
詠
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ま
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
を
考
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
恋
歌
は
恋
愛
の
秘
密
性
と
は
反
対
に
公
開
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
こ

と
を
予
測
さ
せ
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
さ
ら
に
、
恋
愛
そ
の
も
の
が
恋
歌
の
中
に
お
い
て
の
み
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
注
55
）
と
述
べ
る
。
ま
た
、
土
佐
秀
里
は
「
王
朝
の
物
語
や
和
歌
に
見
ら
れ

る
恋
愛
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
関
心
の
高
さ
は
、
む
し
ろ
恋
愛
が
非
日
常
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
指

摘
す
る
（
注
56
）
。
菊
池
威
雄
も
、
恋
は
社
会
的
規
範
や
信
仰
に
お
い
て
禁
忌
と
さ
れ
て
い
た
と
し
、
歌
垣
や
宴
に
お
い
て
の

み
恋
は
う
た
わ
れ
た
、
し
た
が
っ
て
恋
は
虚
構
性
を
前
提
と
し
、
そ
れ
は
禁
忌
を
犯
す
遊
び
で
あ
っ
た
と
い
う
（
注
57
）
。

　
恋
愛
そ
の
も
の
と
、
表
現
さ
れ
た
恋
愛
と
は
同
一
で
は
な
い
か
ら
、
古
代
に
お
い
て
恋
愛
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
ま
で
言

い
切
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
ま
た
、
古
代
の
恋
愛
と
現
代
の
恋
愛
感
情
を
同
列
に
あ
つ
か
う
こ
と
も
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
仮
に
特
定
の
場
に
お
い
て
の
み
恋
愛
が
許
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
歌
垣
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歌
垣
は
男
女

が
集
い
、
交
歓
す
る
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
う
た
わ
れ
る
歌
は
相
手
へ
の
誘
い
か
け
や
、
そ
れ
に
対
す
る
拒
絶
な
ど
、
男
女
相

互
の
関
係
性
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
り
方
は
万
葉
集
の
恋
歌
に
お
い
て
も
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る

が
、
万
葉
で
は
さ
ら
に
、
相
手
と
の
隔
た
り
を
嘆
き
、
恋
情
を
内
面
化
す
る
と
い
う
展
開
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
う
し
た
恋
歌

は
宮
廷
の
宴
に
お
い
て
虚
構
の
恋
を
う
た
う
べ
く
成
立
し
、
そ
の
虚
構
性
ゆ
え
恋
情
表
現
は
先
鋭
化
し
て
い
っ
た
と
も
い
え

よ
う
。

　
万
葉
集
の
配
列
を
見
れ
ば
、
相
聞
や
挽
歌
が
天
智
天
皇
（
中
大
兄
皇
子
）
の
周
辺
に
始
ま
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
注
58
）
。
い

ま
相
聞
に
つ
い
て
い
え
ば
、
巻
二
は
磐
姫
皇
后
の
歌
を
仮
託
歌
と
し
て
除
く
と
、
天
智
天
皇
と
鏡
王
女
の
贈
答
歌
（
九
一
・
九

二
）
が
実
質
的
な
最
初
の
作
と
な
る
。
こ
れ
は
難
波
宮
時
代
の
作
と
も
い
う
が
、
斉
明
・
天
智
朝
の
雑
歌
に
お
い
て
も
、
恋
歌
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的
な
発
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
・
二
一
歌
の
み
で
は
な
い
。
中
皇
命
の
「
紀
温
泉
往
路
三
首
」
に
は
、
魂
ふ
り
の

呪
的
な
発
想
の
な
か
に
「
わ
が
背
子
」
へ
の
深
い
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
中
大
兄
皇
子
の
「
三
山
歌
」（
一
三
～
一
五
）
は
、

播
磨
風
土
記
に
は
三
山
相
闘
と
の
み
記
す
伝
承
を
、
恋
の
嬬
争
い
と
し
て
う
た
う
。
ま
た
、
額
田
王
の
「
春
秋
競
憐
歌
」（
一

六
）
や
「
三
輪
山
惜
別
歌
」（
一
七
～
一
九
）
は
恋
を
主
題
と
す
る
歌
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
現
に
は
恋
情
が
纏
綿
と

し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
歌
を
雑
歌
・
相
聞
の
分
類
の
上
か
ら
考
え
る
こ
と
に
そ
も
そ
も
無
理
が
あ
る
こ
と
は
既
に
ふ
れ
た

が
、
雑
歌
・
相
聞
を
と
わ
ず
、
表
現
に
恋
情
を
重
ね
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
恋
愛
や
恋
歌
に
対
す
る
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関

心
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
推
測
す
れ
ば
、
宮
廷
の
恋
歌
は
こ
の
時
期
に
、
仮
想
の
恋
愛
を
楽
し
む

と
い
う
、
み
や
び
＝
宮
廷
文
化
の
一
つ
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
や
が
て
恋
歌
は
、
隔
た
る
相

手
へ
の
思
慕
や
自
己
の
内
面
の
苦
し
み
を
凝
視
す
る
方
向
へ
と
向
か
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
見
と
お
す
こ

と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
二
〇
・
二
一
歌
は
天
智
朝
の
宮
廷
社
会
の
恋
愛
へ
の
関
心
の
も
と
に
う
た
わ
れ
、
そ
の
後
の
恋
歌
に
、

恋
情
の
激
し
さ
（
森
朝
男
論
文
の
用
語
を
借
り
れ
ば
「
激
情
性
」
、
あ
る
い
は
別
に
言
え
ば
、
恋
を
理
念
化
し
、
恋
に
至
上
の
価
値
を

お
く
と
い
う
こ
と
）
、
内
面
化
と
い
う
点
で
影
響
を
与
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
　 

（
二
〇
〇
一
年
九
月
二
九
日
）
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注

１
　
東
洋
文
庫
『

楚
歳
時
記
』
（
宋
懍
著
・
守
屋
美
都
雄
訳
注
・
布
目
潮

他
補
訂
、
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

２
　
杉
山
二
郎
「
薬
猟
考
」
（
『
朝
鮮
学
報
』
第
六
〇
輯
、
一
九
七
一
年
）
。

３
　
和
田
萃
「
薬
猟
と
本
草
集
注
」
（
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
　
中
』
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
七
八
年
）
。

４
　
エ
リ
シ
ェ
フ
・
ア
ナ
ト
リ
ィ
「
日
本
古
代
の
薬
猟
儀
礼
と
皐
月
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
一
九
九
九
年
九
月
）
。

５
　
佐
佐
木
幸
綱
「
蒲
生
野
遊
猟
の
歌
」
（
山
路
・
窪
田
編
『
初
期
万
葉
』
早
大
出
版
部
、
一
九
七
九
年
）
。

６
　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
上
代
編
』
な
ど
。

７
　
こ
の
ほ
か
、
木
村
紀
子
「
あ
か
ね
さ
す
紫
・
う
ち
ひ
さ
す
宮
」
（
奈
良
女
子
大
学
『
叙
説
』
22
号
、
一
九
九
五
年
一
二
月
）
は
、
「
あ

る
い
は
『
茜
さ
す
』
こ
と
で
赤
味
を
加
え
る
方
法
が
一
時
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
」
と
紫
染
め
の
手
法
に
よ
る
と

い
う
。

８
　
櫻
井
満
「
む
ら
さ
き
の
恋
」
（
東
洋
大
学
短
大
『
日
本
文
学
研
究
会
会
報
』
九
、
一
九
九
四
年
三
月
）
。

９
　
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋
　
巻
第
一
』
二
〇
二
頁
、
な
ど
。

10
　
山
田
孝
雄
『
萬
葉
集
講
義
　
巻
第
一
』
な
ど
。

11
　
澤
瀉
『
注
釋
』
に
「
従
来
の
諸
注
殆
ど
皆
倒
置
句
と
し
て
『
君
が
袖
振
る
を
』
の
意
味
に
解
し
て
ゐ
る
が
、
萬
葉
の
結
句
を
動
詞
で

止
め
、『
を
』
を
補
つ
て
上
へ
か
へ
す
や
う
な
例
は
無
い
」
と
い
う
。
武
田
祐
吉
『
増
訂
萬
葉
集
全
註
釈
』
な
ど
も
こ
れ
に
従
う
。
な

お
、
古
典
全
集
『
萬
葉
集
（
１
）
』
は
上
三
句
を
野
守
の
動
作
と
す
る
が
、
新
編
全
集
『
萬
葉
集
①
』
で
は
、
そ
の
旨
の
記
載
が
省

か
れ
て
い
る
。
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12
　
久
松
潜
一
『
万
葉
秀
歌
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
六
年
）
。

13
　
佐
伯
梅
友
「
は
さ
み
こ
み
」
（
『
上
代
国
語
法
研
究
』
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
一
九
六
六
年
）
。

14
　
稲
岡
耕
二
『
鑑
賞
日
本
の
古
典
　
万
葉
集
』
（
尚
学
図
書
、
一
九
八
〇
年
）
八
二
頁
。

15
　
身
崎
壽
『
額
田
王
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
一
四
八
頁
。

16
　
新
編
全
集
『
萬
葉
集
①
』
三
七
頁
頭
注
。

17
　
金
子
元
臣
『
萬
葉
集
評
釋
』
は
野
守
を
譬
喩
と
す
る
説
を
、
①
天
智
天
皇
（
橘
守
部
）
、
②
警
衛
扈
従
の
士
（
『
萬
葉
集
古
義
』
）
、
③

作
者
自
身
（
木
村
正
辞
）
、
④
大
海
人
皇
子
（
契
沖
）
、
の
四
説
に
ま
と
め
る
。

18
　
西
宮
一
民
『
萬
葉
集
全
注
　
巻
第
三
』
は
三
九
四
歌
に
注
し
て
「
…
…
シ
メ
の
内
へ
は
他
人
の
侵
入
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ

と
か
ら
シ
メ
ユ
フ
は
、
特
に
女
性
を
独
占
し
、
他
人
が
侵
さ
な
い
よ
う
に
監
視
す
る
意
に
用
い
ら
れ
た
」
（
三
一
三
頁
）
と
述
べ
る
。

19
　
田
辺
幸
雄
「
額
田
王
」
（
『
初
期
萬
葉
の
世
界
』
塙
書
房
、
一
九
五
七
年
、
初
出
一
九
五
四
年
）
、
及
び
谷
馨
『
額
田
王
』
（
早
大
出
版

部
、
一
九
六
〇
年
）
二
一
二
頁
な
ど
も
同
じ
。

20
　
青
木
生
子
「
額
田
王
」
（
『
萬
葉
集
講
座
　
第
五
巻
』
所
収
、
有
精
堂
、
一
九
七
三
年
）
。

21
　
梶
川
信
行
『
創
ら
れ
た
万
葉
の
歌
人
―
額
田
王
―
』
（
塙
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
八
八
頁
。

22
　
新
古
典
大
系
『
萬
葉
集
一
』
、
古
典
集
成
『
萬
葉
集
一
』
な
ど
。

23
　
土
橋
寛
『
日
本
古
代
の
呪
祷
と
説
話
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
一
九
六
二
年
）
一
七
〇
頁
。

24
　
多
田
一
臣
『
額
田
王
論
』（
若
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
に
「
霊
威
を
発
散
す
る
紫
の
呪
力
が
う
た
い
あ
げ
ら
れ
て
い
る
」（
八
七
頁
）

と
い
う
が
、
土
橋
説
（
注
23
）
へ
の
言
及
は
な
い
。
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25
　
久
松
潜
一
『
万
葉
秀
歌
』
九
八
頁
。

26
　
西
島
美
恵
子
「
人
妻
ゆ
ゑ
に
わ
れ
恋
ひ
め
や
も
」
（
『
成
城
国
文
学
』
３
号
、
一
九
八
七
年
）
は
、
「
相
手
が
自
分
の
思
い
通
り
に
な

ら
な
い
存
在
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
恋
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
場
合
に
、
『
ゆ
ゑ
に
―
恋
ふ
』
と
い
う
類
型
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
『
ゆ
ゑ
に
』
は
、
原
因
・
理
由
で
は
な
く
、
多
分
に
逆
接
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
。
『
人
妻
ゆ
ゑ
に
』
は
、
恋
し

て
は
な
ら
な
い
、
恋
し
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
女
性
で
あ
る
の
に
恋
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
。

27
　
川
上
蓁
「
人
づ
ま
故
に
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
一
九
九
一
年
八
月
）
。

28
　
伴
信
友
『
長
等
の
山
風
』
は
こ
の
三
角
関
係
が
壬
申
の
乱
の
原
因
と
い
う
。
一
方
、
三
浦
佑
之
「
額
田
王
と
蒲
生
野
」
（
『
万
葉
の
風

土
と
歌
人
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）
は
、
額
田
王
と
大
海
人
皇
子
の
歌
は
〈
歴
史
的
事
実
〉
と
し
て
で
は
な
く
、
〈
二
男
一

女
〉
型
の
恋
物
語
の
〈
説
話
的
事
実
〉
と
し
て
見
る
べ
き
だ
と
い
う
。
二
首
が
後
世
、
皇
位
を
め
ぐ
る
争
い
を
、
悲
恋
伝
承
と
し
て

語
る
話
型
に
即
し
て
理
解
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。

29
　
遠
藤
庄
治
「
蒲
生
野
贈
答
歌
再
考
」
（
『
沖
縄
国
際
大
学
文
学
部
紀
要
　
国
文
学
篇
』
１
号
、
一
九
七
三
年
）
は
、
「
私
的
な
公
表
さ

れ
な
い
即
興
歌
を
伝
承
す
る
余
地
な
ど
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
。

30
　
折
口
信
夫
「
額
田
姫
王
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
　
第
九
巻
』
中
公
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
初
出
一
九
三
五
年
）
四
四
八
～
四
五
一
頁
。

31
　
山
本
健
吉
・
池
田
弥
三
郎
『
萬
葉
百
歌
』
（
中
公
新
書
、
一
九
六
三
年
）
三
四
頁
。
な
お
、
額
田
王
の
年
齢
に
つ
い
て
は
直
木
孝
次

郎
「
額
田
王
の
年
齢
と
蒲
生
野
遊
猟
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
第
331
号
、
二
〇
〇
一
年
四
月
）
も
、
当
時
満
年
齢
で
三
八
、
九
歳
ぐ
ら

い
と
推
定
す
る
。
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32
　
伊
藤
博
「
遊
宴
の
花
」
（
『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
　
上
』
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
、
初
出
一
九
七
三
年
）
一
八
〇
～
一
八
三
頁
。
　

33
　
中
西
進
編
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
　
万
葉
集
』
（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）
。

34
　
川
口
常
孝
「
三
山
歌
の
モ
デ
ル
た
ち
」
（
『
萬
葉
作
家
の
世
界
』
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
）
。
ま
た
、
辰
巳
正
明
「
額
田
王
」
（
『
万
葉

集
と
中
国
文
学
　
第
二
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
三
年
）
も
「
王
の
歌
は
女
の
側
か
ら
遊
宴
の
場
の
主
人
公
（
天
智
天
皇
）
に
向
け
ら

れ
た
『
恋
の
挑
発
』
で
あ
る
」
と
い
う
。

35
　
大
岡
信
『
古
典
を
読
む
〈
21
〉
万
葉
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
。

36
　
森
朝
男
「
歌
垣
を
揺
れ
曳
く
姿
」
（
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
』
有
精
堂
、
一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
二
六
～
二
七
頁
。

37
　
多
田
一
臣
「
我
や
人
妻
」
（
『
古
代
文
学
表
現
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
は
、
「
人
妻
」
は
「
神
の
妻
」
に
対
す
る

こ
と
ば
で
、
神
に
許
さ
れ
て
人
の
妻
に
な
り
え
た
も
の
だ
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
人
妻
」
に
は
禁
忌
の
冒
し
と
い
う
意
識
が
と
も
な
っ

て
い
た
と
い
う
。
が
、
は
た
し
て
「
人
妻
」
が
人
間
の
妻
の
意
か
、
疑
問
が
残
る
。
た
だ
、
「
人
妻
」
と
い
う
語
が
日
常
の
生
活
で

は
用
い
ら
れ
な
い
特
殊
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
こ
と
は
疑
い
な
い
。
な
お
、
「
人
妻
」
は
歌
垣
な
ど
祝
祭
の
場
の
用
語
だ
が
、
歌
垣

の
場
は
境
界
性
を
帯
び
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。
歌
垣
で
祭
る
神
は
一
共
同
体
の
神
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
人
妻
」
も

ま
た
境
界
性
を
も
つ
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
危
険
な
魅
力
を
発
す
る
。

38
　
神
野
富
一
「
蒲
生
野
贈
答
歌
」
（
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
　
第
一
巻
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）
。

39
　
渡
瀬
昌
忠
「
雑
歌
と
そ
の
性
格
」
（
『
万
葉
集
Ⅰ
〈
和
歌
文
学
講
座
〉
』
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）
。

40
　
小
島
憲
之
「
相
聞
考
」
（
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　
中
』
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
）
は
、
相
聞
は
「
様
子
を
問
ふ
」
の
意
で
、

相
聞
の
語
は
「
諸
書
に
例
が
多
い
が
、
万
葉
人
に
と
っ
て
は
法
帖
尺
牘
類
に
よ
っ
て
熟
知
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
同
時
に
『
相
聞
（
相
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聞
書
）
』
は
書
簡
に
用
ゐ
る
文
体
を
も
さ
す
。
平
凡
な
名
目
を
捨
て
て
贈
答
・
音
信
・
存
問
な
ど
の
意
を
含
む
」
相
聞
を
部
立
の
名

と
し
た
と
い
う
（
七
八
五
頁
）
。

41
　
伊
藤
博
「
相
聞
の
意
義
」
（
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
　
上
』
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
、
初
出
一
九
五
二
年
）
。

42
　
阿
蘇
瑞
枝
「
相
聞
歌
の
論
」
（
『
万
葉
和
歌
史
論
考
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）
二
二
四
頁
。

43
　
伊
藤
博
「
遊
宴
の
花
」
（
前
掲
書
）
一
八
二
頁
。

44
　
岡
田
精
司
「
古
代
伝
承
の
鹿
」
（
『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）
。

45
　
上
野
理
「
中
皇
命
と
遊
宴
の
歌
」
（
『
人
麻
呂
の
作
歌
活
動
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
。

46
　
上
野
理
「
額
田
王
と
遊
宴
の
歌
」
（
前
掲
書
、
初
出
一
九
八
七
年
）
。

47
　
橋
本
達
雄
「
や
す
み
し
し
我
が
大
王
考
」
（
吉
井
巌
編
『
記
紀
萬
葉
論
集
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
。

48
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
　
古
事
記
編
』
三
六
八
頁
。

49
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
　
日
本
書
紀
編
』
三
一
七
頁
。

50
　
当
論
は
、
二
首
を
仮
想
の
恋
を
楽
し
む
宮
廷
文
化
の
う
え
に
成
り
立
つ
も
の
と
す
る
立
場
か
ら
、
戯
歌
説
は
と
ら
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
二
一
歌
の
よ
う
な
き
わ
め
て
激
し
い
恋
情
表
現
は
、
そ
れ
ゆ
え
現
実
と
の
ず
れ
に
、
人
々
の
笑
い
を
促
さ
ず
に
は
い
な
い
と
い

う
一
面
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

51
　
森
朝
男
「
理
論
と
し
て
の
〈
祝
祭
〉
」
（
前
掲
書
）
。

52
　
「
死
な
ま
し
も
の
を
」
と
い
う
表
現
は
集
中
他
に
人
麻
呂
歌
集
（
略
体
歌
）
に
一
例
見
ら
れ
る
の
み
。

　
　
　
　
何
せ
む
に
　
命
継
ぎ
け
む
　
我
妹
子
に
　
恋
ひ
ぬ
先
に
も
　
死
な
ま
し
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
11
・
二
三
七
七
）
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三
月
）
は
、
恋
に
ま
つ
わ
る
タ
ブ
ー
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
場
は
祭
式
の
場
で
あ
る
と
し
、
宮
廷
は
天
皇
を
神
な
い
し
は
神
と
人
の

　
　
媒
介
者
と
し
て
形
成
さ
れ
た
祭
式
の
場
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
恋
歌
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。

58
　
高
松
寿
夫
「
〈
相
聞
〉
と
〈
雑
歌
〉
」
（
『
国
文
学
研
究
』
124
集
、
一
九
九
八
年
三
月
）
は
、
相
聞
・
挽
歌
に
つ
な
が
る
抒
情
の
実
践
が

雑
歌
の
範
疇
で
試
み
ら
れ
、
そ
こ
で
の
蓄
積
を
経
て
成
立
す
る
と
し
、
そ
の
時
期
を
天
智
朝
頃
に
見
る
。

　
　
森
朝
男
「
柿
本
人
麿
と
そ
の
〈
語
り
歌
〉
史
」（『
古
代
和
歌
の
成
立
』
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）
は
、「
恋
の
懊

悩
の
極
点
を
〈
死
〉
で
表
す
も
の
が
、（
人
麻
呂
）
歌
集
歌
あ
た
り
か
ら
多
く
な
っ
て
く
る
」
と
し
、「
万
葉
の
相
聞
短
歌
群
の
激
情
の

表
現
」
は
人
麻
呂
歌
集
に
始
ま
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
れ
に
は
人
麻
呂
が
悲
恋
の
語
り
歌
の
伝
統
を
変
質
さ
せ
た
こ
と
が
深
く
か
か

わ
っ
て
い
た
と
述
べ
る
。

53
　
橋
本
四
郎
「
巻
二
の
贈
答
歌
」
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
　
第
二
集
』
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
）
は
、
こ
の
主
格
を
鎌
足
と
せ
ず
、
相
手
の

鏡
王
女
と
見
る
。

54
　
青
木
周
平
「
相
聞
の
系
譜
」
（
『
万
葉
集
Ⅰ
〈
和
歌
文
学
講
座
〉
』
）
。

55
　
辰
巳
正
明
「
万
葉
集
恋
歌
の
生
態
学
」
（
『
詩
の
起
源
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

56
　
土
佐
秀
里
「
〈
恋
愛
〉
の
発
見
」
（
『
古
代
研
究
』
34
号
、
二
〇
〇
一
年
一
月
）
。

57
　
菊
池
威
雄
『
恋
歌
の
風
景
』
（
新
典
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
九
頁
。
な
お
、
森
朝
男
「
恋
と
宮
廷
」
（
『
ま
ひ
る
野
』
一
九
九
六
年


