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｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
歌

万
葉
集
巻
十
六
・
三
八
三
七
番
歌
の
解
釈

倉

住

薫

は
じ
め
に

万
葉
集
に
は
、
右
兵
衛
が
詠
ん
だ
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
歌
の
訓
読
文
で
あ
る

(

１)

。
括
弧
内
に
は
本
文
を
掲
げ
た
。

ひ
さ
か
た
の

雨
も
降
ら
ぬ
か

蓮
は
ち
す

葉ば

に

(

蓮
荷
尓)

溜た

れ
る
水
の

玉た
ま

に
似
た
る
見
む

(

玉
似
有
将
見)

(

⑯
三
八
三
七
番
歌)

右
の
歌
一
首
、
伝
へ
て
云い

は
く
、
右う

兵
ひ
や
う

衛ゑ

な
る
も
の
あ
り

姓
名
未
詳
な
り
、
歌
作
の
芸わ
ざ

に
多
能
な
り
。(

有
右
兵
衛

姓
名
未
詳
、

多
能
歌
作
之
芸
也)

。
こ
こ
に
府ふ

家け

に
酒
食

し

ゆ

し

を
備
へ
設ま
う

け
て
、
府
の
官
人
等
に
饗
き
や
う

宴え
ん

す
。
こ
こ
に
饌ざ
ん

食し

は
盛も

る
に
、
皆
蓮
は
ち
す

葉ば

(

荷

葉)

を
用も

ち
て
す
。
諸も
ろ

人ひ
と

酒

酣
た
け
な
は

に
し
て
、
歌か�ぶ

駱ら
く

駅え
き

す
。
乃
す
な
は
ち
兵
衛
に
誘す
す

め
て
云
は
く
、｢

そ
の
蓮
葉

(

荷
葉)

に
関か

け
て
歌
を

作
れ｣

と
い
へ
れ
ば
、
登
時

す
な
は
ち

声
に
応こ
た

へ
て
こ
の
歌
を
作
る
、
と
い
ふ
。

こ
の
三
八
三
七
番
歌
の
歌
自
体
の
評
価
は
総
じ
て
低
く
、
鴻
巣

『

全
釈』

が
、

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
歌
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左
註
に
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
由
縁
が
委
し
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
さ
し
て
面
白
い
作
で
も
な
い
。
宴
席
の
食
膳
に
用
ゐ
ら
れ
た
荷
葉
を
、
池

の
中
に
生
じ
て
ゐ
る
様
に
詠
み
な
し
た
の
は
、
そ
の
場
合
に
囚
は
れ
な
い
機
智
と
も
言
へ
よ
う
が
、
ま
た
窮
餘
の
作
と
も
言
へ
ば
言
へ
る
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
平
凡
な
歌
と
さ
れ
て
い
る

(

２)

。

三
八
三
七
番
歌
が
収
載
さ
れ
た
巻
十
六
に
は
、｢

有
由
縁
并
雑
歌｣

と
い
う

｢

由
縁｣

が
あ
る
歌
を
集
め
た
意
の
部
立
が
あ
る

(

３)

。
三
八
三
七

番
歌
の

｢

由
縁｣

に
つ
い
て
は
、
そ
の
左
注
に
お
い
て
、｢

歌
作
の
芸｣

に
秀
で
た

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

が

｢

府
家｣

で
の
酒
宴
の
際
に
一

座
の
者
に
勧
め
ら
れ
皿
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

｢

蓮
葉｣

(

荷
葉)

に
因
み
、
歌
を
即
座
に
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
巻
十
六
に
収
め
ら

れ
て
い
る
以
上
、
三
八
三
七
番
歌
は

｢
由
縁｣

と
し
て
記
さ
れ
た
左
注
を
踏
ま
え
歌
を
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣
は
｢
多
能
歌
作
之
芸
也｣

と
歌
作
の
芸
に
秀
で
て
い
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
歌
と

｢

由
縁｣

と
は
乖

離
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。『

集
成』
『

釋
注』

は
、
歌
の

｢

蓮
葉｣

は

｢

美
女｣

の
連
想
を
も
ち
、｢

溜
ま
れ
る
水｣

と
は

｢

美
女
の
目

に
溜
ま
っ
た
涙｣

と
し
、
歌
の
比
喩
に

｢

歌
作
の
芸｣
を
み
る
が
、
左
注
と
し
て
記
さ
れ
た

｢

由
縁｣

は
そ
う
し
た
こ
と
を
語
っ
て
は
い
な
い
。

三
八
三
七
番
歌
の
左
注
は
、
作
者
の
技
量
と
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
を
記
す
の
み
で
あ
り
、｢

由
縁｣

と
し
て
は
、
作
歌
の
状
況
と

｢

歌
作
の
芸｣

に
秀
で
た

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

が
詠
ん
だ
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
論
文
で
は
、
作
者
で
あ
る

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

が
古
代
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
三
八
三

七
番
歌
が

｢

由
縁｣

を
持
つ
歌
と
し
て
巻
十
六
に
収
載
さ
れ
た
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
。

二
二



一

右
兵
衛
の
職
能

三
八
三
七
番
歌
の
作
者
で
あ
る

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

は
、
右
兵
衛
府
に
属
す
る
宮
中
の
警
護
を
行
う
武
官
の
こ
と
で
あ
る
。
律
令
制
下
に

は
、
中
央
の
軍
事
組
織
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
、
衛
門
府
・
左
右
衛
士
府
・
左
右
兵
衛
府
か
ら
な
る
五
衛
府
が
あ
り
、
古
代
史
研
究
の
立
場
か

ら
の
論
が
多
い

(

４)

。
本
論
で
は
、
古
代
史
の
研
究
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
、
姓
名
未
詳
の
右
兵
衛
が
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
を
記
し
た
当
該
歌
の
左
注

の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

｢

兵
衛｣

の
初
出
は
、
日
本
書
紀
に
見
え
る

(

５)

。

日
本
書
紀

用
明
元
年
五
月
条

夏
五
月
に

穴あ
な

穂ほ

部べ
の

皇み

子こ

、
炊
か
し
き

屋や

姫
ひ
め
の

皇
后
き

さ

き

を�を
か

さ
む
と
し
て
、
自
ら
み
ず
か
ら

強し

ひ
て
殯

宮

も
が
り
の
み
や

に
入い

る
。

寵

臣

め
ぐ
み
た
ま
ふ
ま
へ
つ
き
み

三み

輪わ
の

君き
み

逆
さ
か
ふ

、
乃
す
な
は

ち

兵

衛

つ
は
も
の
と
ね
り

を
喚め

し
て
、
宮
門

み

か

ど

を
重さ
し�か
た

め
、
拒ふ
せ

き
て
入い

れ
ず
。
穴
穂
部
皇
子
問と

ひ
て
曰い
は

く
、｢

何
人
な
に
ひ
と

か
此こ
こ

に
在は
べ

る｣

と
い
ふ
。
兵
衛
答こ
た

へ
て
曰

く
、｢

三
輪
君
逆
在
り｣

と
い
ふ
。
七
な
な
た
び｢

門
み
か
ど
を
開ひ
ら

け｣
と
呼よ
ば

ふ
も
、
遂つ
ひ

に
聴ゆ
る

し
入い

れ
ず
。

穴
穂
部
皇
子
が
、
炊
屋
姫
皇
后
を
犯
そ
う
と
敏
達
天
皇
の
殯
宮
に
押
し
入
ろ
う
と
し
た
際
に
、
三
輪
君
逆
が

｢

兵
衛｣

に
命
令
し
殯
宮
へ
の

侵
入
を
防
い
だ
場
面
で
あ
る
。
こ
の
用
明
元
年
の
記
事
で
は

｢

兵
衛｣
が
殯
宮
の
門
を
警
護
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同
様
の
場
面
は
、

敏
達
十
四
年
八
月
条
に
あ
る
が
、
三
輪
君
逆
が
命
令
し
た
の
は

｢

隼
人｣

と
あ
り
職
能
が
異
な
っ
て
い
る
。『

日
本
古
典
文
学
大
系』

が
頭
注

で

｢

兵
衛
は
令
制
用
語
の
借
用｣

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
書
紀
編
纂
時
に
用
い
ら
れ
た
呼
称
で
あ
り
、
用
明
朝
に

｢

兵
衛｣

が
存
在
し
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、｢

兵
衛｣

が
宮
中
の
護
衛
に
関
係
す
る
か
ら
こ
そ
用
明
朝
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
用
い
ら
れ

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
歌

二
三



た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
書
紀
が
編
纂
さ
れ
た
の
は
、｢

大
化
の
新
政
と
と
も
に
天
皇
を
中
心
と
す
る
兵
制
の
整
備
が
い
っ
そ
う
進｣

ん
だ
時

期
で
も
あ
り
、
律
令
制
以
前

｢

舎
人｣

｢

靫
負｣

｢

門
号
氏
族｣

｢

来
目
部｣

｢

大
伴
連｣
｢

隼
人｣

｢

物
部｣

だ
っ
た
も
の
が
、
大
化
の
改
新
後
の

律
令
制
下
に
お
い
て
五
衛
府

(

左
右
兵
衛
府
・
左
右
衛
門
府
・
衛
士
府)

と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り

(

６)

、
用
明
紀
の
記
述
も
当

時
の
兵
制
の
再
編
の
在
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

兵
衛
府
の
編
成
・
職
務
に
関
す
る
規
定
は
、｢

職
員
令｣

に
記
さ
れ
て
い
る

(

７)

。

職
員
令

左
兵
衛
府
条

左さ

兵
ひ
や
う

衛ゑ

府ふ

右
兵
衛
府
も
此
に
准
へ
よ
。

督
一
人
。
掌
ら
む
こ
と
、
兵
ひ
や
う

衛ゑ

を
検
校
け
む
げ
う

し
、
閤
門

か
ふ
も
ん

に
分ぶ
ん

配ば
い

せ
む
こ
と
、
時
を
以
て
巡
り
検
む
こ
と
、
車
駕
の
出
入
に
、
前
後
分ぶ
ん

衛ゑ

せ
む
こ
と
、
及
び
左
ひ
だ
り
の
兵
衛
の
名
み
や
う

帳
ち
や
う

、

門も
ん

籍
じ
や
く

の
事
。

佐
一
人
。
大
尉
一
人
。
少
尉
一
人
。
大
志
一
人
。
少
志
一
人
。
医
師
一
人
。
番ば
ん

長
ち
や
う

四
人
。
兵
ひ
や
う

衛ゑ

四
百
人
。
使
部
卅
人
。
直

丁
二
人
。

兵
衛
府
に
は
左
右
が
あ
り
、
四
等
官
の
他
、
医
師
・
番
長
・
兵
衛
・
使
部
・
直
丁
か
ら
な
る
組
織
で
あ
る
。｢

閤
門｣

(

内
裏
の
内
門)

に
配

置
さ
れ
、｢

車
駕
の
出
入｣

(

天
皇
の
行
幸)

に
際
し
、
天
皇
の
前
後
の
警
護
・
ま
た

｢

門
籍｣

(

内
裏
へ
の
出
入
許
可
証)

の
管
理
を
担
う
役

人
で
あ
る
。
兵
衛
府
に
は
左
右
に
各
四
百
人
の

｢

兵
衛｣

が
属
し
て
お
り
、
万
葉
集
三
八
三
七
番
歌
の
作
者

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

も
ま
た
、

こ
う
し
た
官
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
天
皇
の
行
幸
に
関
す
る

｢

兵
衛｣

の
職
務
は

｢

宮
衛
令｣

に
規
定
が
あ
る
。

二
四



宮
衛
令

車
駕
出
行
条

凡
そ
車き

よ

駕が

出
し
ゆ
つ

行
ぎ
や
う

せ
む
と
き
は
、
兵
衛
衛
士
先
づ
按あ
ん

行
ぎ
や
う

せ
よ
。
道み
ち

の
辺
ほ
と
り
の
隠
暎

お
む
あ
う

の
処
に
及
び
て
は
、
非ひ

常
じ
や
う

を
検け
む

察さ
ち

し
、
前ぜ
ん

後ご

呵か

叱し
つ

せ
よ
。

人
の
大お

ほ

き
に
言
も
の
い
ひ
、
高
き
に
登
れ
る
を
観み

ば
、
下お

り
し
め
よ
。
若
し
幸
い
で
ま
す
所
有
ら
ば
、
皆
先
づ
門も
ん

巷が
う

を
防ば
う

禁き
む

し
て
、
留
ま
る
べ
か
ら
ざ
る

所
の
者も

の

を
駈お

ひ
斥
し
り
ぞ
け
よ
。

天
皇
の
行
幸
時
、｢
兵
衛｣

は

｢

衛
士｣

と
と
も
に
、
行
列
に
先
ん
じ
て
道
を

｢

按
行｣

(

視
察
あ
る
い
は
行
列
の
整
理)

し
不
審
者
を
追
い

払
い
、
天
皇
が
留
ま
る
付
近
の
家
や
街
路
を

｢

検
察｣

し
、
付
近
に
い
る
人
を
近
づ
け
な
い
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『

令
義
解』

に
は
、｢
兵
衛
所
守
謂
之
閤
門
也｣
(

宮
閤
門
条)

、｢

宿
衛
者
兵
衛
及
内
舎
人
也｣

(

宿
衛
近
侍
条)

と
あ
り
、｢

兵
衛｣

が
内
裏
で
の
宿
直
業
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。｢

衛
士｣

は
、
諸
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
兵
士
の
う
ち
宮
城
・
京
師
の
警
護
に
上
番
す

る
兵
士
を
指
し
、｢

宮
門｣

(

中
門)

の
警
備
に
あ
た
る
。｢

兵
衛｣

と

｢

衛
士｣

と
は
、
同
じ
く
天
皇
の
身
辺
警
護
を
行
う
の
で
あ
る
が
、｢

兵

衛｣

は
天
皇
の
よ
り
近
く
で
警
護
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

身
辺
警
護
を
行
う

｢

兵
衛｣

と
天
皇
と
の
繋
が
り
を
示
す
記
事
が
日
本
書
紀
に
あ
る
。

日
本
書
紀

天
武
八
年
三
月
条

三
月
の
辛し

ん

巳し

の
朔
つ
き
た
ち
に
し
て
丙へ
い

戌
し
ゆ
つ

に
、
兵
衛

と

ね

り

大お
ほ

分
き
だ
の

君き
み

稚わ
か

見み

死み
う

せ
ぬ
。
壬
申
の
年
の
大
お
ほ
き

役
え
だ
ち

に
当あ
た

り
て
、
先さ

鋒き

と
し
て
、
瀬せ

田た

の
営
い
ほ
り
を
破や
ぶ

れ
り
。
是
の
功
い
さ
を
し
に
由よ

り
て
外と
の

小せ
う

錦き
む

上
じ
や
う

位ゐ

を
贈
ふ
。

日
本
書
紀

朱
鳥
元
年
九
月
条

次
に
淨

じ
や
う

廣
く
わ
う

肆し

河
内

か
ふ
ち
の

王
お
ほ
き
み

、
左
ひ
だ
り

右
み
ぎ
の

大お
ほ

舍
人

と

ね

り

の
事
を
誄
た
て
ま
つ
る
。
次
に
直
大
参
当た
ぎ

摩ま
の

真ま

人ひ
と

国く
に

見み

、
左
ひ
だ
り

右
み
ぎ
の

兵
衛
と

ね

り

の
事
を
誄
た
て
ま
つ

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
歌

二
五



る
。

古
代
の
兵
制
は
、
大
化
の
改
新
を
経
て
天
武
朝
に
確
立
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
記
事
は
天
武
八
年
と
天
武
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
朱

鳥
元
年
の
も
の
で
あ
る

(

８)

。
天
武
八
年
は
、｢

兵
衛｣

で
あ
る
大
分
君
稚
見
が
亡
く
な
っ
た
時
そ
の
功
績
を
も
っ
て
位
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
記

し
、
朱
鳥
元
年
は
、
天
武
天
皇
の
殯
宮
に
あ
た
っ
て

｢

兵
衛｣

が
誄
を
奉
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、｢

兵
衛｣

が
そ
の

功
績
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
殯
宮
に
も
参
加
し
、
朝
廷
に
よ
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、｢

兵
衛｣

の
任
用
に
関
し
て
は

｢

軍
防
令｣

に
二
種
類
の
規
定
が
あ
る
。

軍
防
令

兵
衛
条

凡
そ
兵
衛
は
、
国
司
、
郡
司
の
子し

弟だ
い

の
、
強こ
は

く
幹つ
よ

く
し
て
、
弓く

馬め

に
便べ
ん

な
ら
む
者ひ
と

を
簡え
ら

び
て
、
郡
別ご
と

に
一
人
貢ぐ

せ
よ
。
若
し
釆う
ね

女め

貢ぐ

せ
む

郡
は
、
兵
衛
貢
す
る
例
に
在
ら
ず
。
一
国
を
三
分
に
し
て
、
二
分
は
兵
衛
、
一
分
は
采
女
。

軍
防
令

内
六
位
条

凡
そ
内
六
位
以
下
、
八
位
以
上
の
嫡

ち
や
く

子し

、
年
廿
一
以
上
に
し
て
、
見げ
ん

に
役
任
無
く
は
、
年
毎
に
京
国
の
官
司
、
勘
検
し
て
実
を
知
れ
。

状じ
や
うを
責こ

ふ
て
簡
び
試
こ
こ
ろ
み
よ
。
分
ち
て
三
等
に
為つ
く

れ
。
儀ぎ

容よ
う

端た
ん

正
じ
や
う

に
し
て
、
書
算

し
よ
さ
ん

に
工
た
く
み
な
ら
ば
、
上
じ
や
う

等と
う

と
為せ

よ
。
身し
ん

材ざ
い

強が
う

幹か
ん

に
し
て
、
弓く

馬め

に
便
な
ら
ば
、
中
等
ち
う
と
う

と
為
よ
。
身
材
劣
つ
た
な

く
弱よ
わ

く
し
て
、
文
算
も
ん
ざ
ん

識し

ら
ず
は
、
下げ

等と
う

と
為
よ
。
十
二
月
卅
日
以い

前ぜ
ん

に
、
上
等
下
等
を
ば
式

部
に
送
り
て
、
簡
び
試
み
よ
。
上
等
を
ば
大だ

い

舎し
や

人に
ん

と
為
よ
。
下
等
を
ば
使し

部ぶ

と
為
よ
。
中
等
を
ば
兵
部
に
送
り
て
、
試し

練れ
ん

し
て
兵
ひ
や
う

衛ゑ

と

為
よ
。
如も

し
足
ら
ず
は
、
通か
よ

ひ
て
庶し
よ

子し

を
取
れ
。

二
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｢

兵
衛
条｣

の
規
定
に
よ
る
と

｢

兵
衛｣

は
、
国
司
郡
司
の
子
弟
の
う
ち
、
強
健
で
弓
馬
に
長
け
て
い
る
者
か
ら
採
用
さ
れ
る
。
一
国
辺
り

兵
衛
二
・
采
女
一
の
割
合
で
、
郡
ご
と
に
貢
進
が
行
わ
れ
て
い
た
。｢

内
六
位
条｣

の
規
定
で
は
、
内
六
位
以
上
八
位
以
下
の
嫡
子
、
い
な
い

場
合
は
庶
子
の
う
ち
、
強
健
で
弓
馬
に
長
け
て
い
る
者
か
ら
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

｢

兵
衛｣

は
、
地
方
豪
族

の
子
弟
と
中
央
下
級
官
人
の
子
か
ら
任
用
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

｢

兵
衛｣

の
禄
は
、｢

禄
令

兵
衛
条｣

に

｢

六ろ
く

月
ぐ
わ
ち

の
内
に
、
上つ
か

へ
た
る
日ひ

夜よ

各
お
の
お
の

八
十
以
上｣

と
、
八
月
〜
正
月
・
二
月
〜
七
月
の
各
六

ヵ
月
の
う
ち
各
八
十
日
以
上

(

大
宝
令
で
は
百
日
以
上)

勤
務
し
た
際
に
支
給
さ
れ
る
と
あ
る
。
有
位
に
は

｢�
壱
疋
・
錦
壱
屯
・
布
弐
端
・

鍬
拾
口｣

、
無
位
に
は

｢�
壱
疋
・
錦
壱
屯
・
布
弐
端
・
鍬
伍
口｣

が
与
え
ら
れ
る

(

９)

。

こ
の
よ
う
に
、
令
に
は

｢

兵
衛｣
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
捉
え
ら
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
問
う
の
は
、
当
時
の
社
会
で
の
彼
ら
の

｢

評
価｣

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
三
八
三
七
番
歌
の
理
解
に
は
欠
か
せ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、｢

兵
衛｣
の
評
価
に
関
す
る
規
定
を
考
察
し
て
み
た
い
。

考
課
令

兵
衛
条

凡
そ
兵

ひ
や
う

衛ゑ

は
、
三
等
の
考か
う

第だ
い

立
て
よ
。
恭
つ
つ
し
む
勤
つ
と
め

謹
つ
つ
し

み
慎
つ
つ
し
み
て
、
宿し
く

衛ゑ

法の
り

の
如
く
に
し
、
便
た
よ
り
に
弓ゆ
み

馬う
ま

習な
ら

へ
ら
ば
、
上
じ
や
う
と
為
よ
。
番つ
が

ひ
上つ
か

へ
む
こ
と
違た
が

は
ず
、
職し
き

掌
し
や
う

失し
ち

無
し
、
弓ゆ
み

馬う
ま

を
解し

れ
り
と
雖
い
ふ
と
も
、
是
れ
灼
じ
や
く

然ね
ん

に
非
ざ
る
は
、
中ち
う

と
為
よ
。
番ば
ん

に
違
ひ
て
上
つ
が
ひ
せ
ず
、

数
し
ば
し
ば

犯を
か

し
失
あ
や
ま
つ
こ
と
有
り
、
好
み
て
私
の
假
い
と
ま
を
請う

け
、
弓ゆ
み

馬う
ま

習
は
ず
は
、
下げ

と
為
よ
。

｢

考
課
令

兵
衛
条｣

に
は
、
毎
年
、
勤
務
状
況

(�)
と
弓
馬
の
能
力
に
よ
っ
て
、
上
中
下
の

｢

考
第｣

が
立
て
ら
れ
る
と
の
規
定
が
あ
る
。
の

み
な
ら
ず
、
以
下
の

｢

選
叙
令｣

の
ご
と
く
八
年
ご
と
の
評
価
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
歌

二
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選
叙
令

叙
舎
人
史
生
条

凡
そ
舎
人

と

ね

り

、
史し

生
し
や
う

、
兵
ひ
や
う

衛ゑ

、
伴ば
ん

部ぶ

、
使し

部ぶ

、
及
び
帳
ち
や
う

内な
い

、
資し

人に
ん

叙
せ
む
こ
と
は
、
並
に
八
考
を
以
て
限
か
ぎ
り
と
為せ

よ
。
八
考
中
な
ら
ば
、

一
階か

い

進
め
よ
。
四
考
中
、
四
考
上
な
ら
ば
二
階
進
め
よ
。
八
考
上
な
ら
ば
、
三
階
進
め
て
叙
せ
よ
。

｢

兵
衛｣

は

｢
八
考｣

つ
ま
り
八
年
ご
と
に
評
価
が
行
わ
れ
、
八
考
中
で
一
階
、
四
考
中
・
四
考
上
で
二
階
、
八
考
上
で
三
階
の
昇
叙
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
八
年
ご
と
の
考
課
に
つ
い
て
は
、｢

軍
防
令｣

に
も
規
定
が
あ
る
。

軍
防
令

兵
衛
考
満
条

凡
そ
兵
衛
は
、
考か

う

満ま
ん

に
至
ら
む
毎
に
、
兵
部
校
練
け
う
れ
ん

せ
よ
。
文も
ん

武む

所し
ょ

能の
う

に
随
ひ
て
、
具
つ
ぶ
さ
に
等と
う

級き
ふ

為つ
く

り
て
官
に
申
せ
。
時
の
務
ま
つ
り
ご
とを
理を
さ

む
る
に

堪た

へ
た
ら
ば
、
才ざ
い

を
量は
か

り
て
処
分
せ
よ
。
其
れ
年
六
十
以
上
な
ら
ば
、
皆
兵
衛
免ゆ
る

せ
。
即
ち
六
十
に
満
た
ず
と
雖
い
ふ
と
も
、
若
し�あ
つ

し
く
弱
く
、

長
き
病
し
て
、
宿
衛
に
堪
へ
ず
、
及
び
郡
司
に
任
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
本
府
状
を
録
し
て
、
并
せ
て
身み

さ
へ
に
兵
部
に
送
れ
。
検け
む

覆ぶ
く

す
る

に
実じ

ち

を
知
り
な
ば
、
奏
聞
し
て
放ゆ
る

し
出
せ
。

｢

考
満｣

と
は
、
叙
位
の
年
に
な
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
は

｢
兵
衛｣

の

｢

八
考｣

(

八
年)

の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
、｢

兵
衛｣

は
八
年
経

つ
と

｢

兵
部｣

(

兵
部
省)

に
よ
っ
て
人
事
考
課
が
行
わ
れ
、｢

文
武
所
能
に
随
ひ｣

(

文
才
・
武
才
に
応
じ
て)

等
級
を
付
け
て

｢

官｣
(

太
政

官)

に
報
告
す
る
。
太
政
官
は
、
政
務
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
才
能
に
応
じ
て

｢

兵
衛｣

を
文
武
の
官
に
任
命
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
六
十
歳
以
上
の
者
あ
る
い
は
六
十
歳
未
満
で
も
病
弱
で
宿
直
に
堪
え
ら
れ
な
い
者
、
ま
た
郡
司
に
任
命
さ
れ
た
者
は
、｢

兵
衛｣

を
免

じ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

｢

兵
衛｣

は
、
弓
馬
の
技
術
に
長
け
た
地
方
豪
族
の
子
弟
あ
る
い
は
下
級
官
人
の
子
が
採
用
さ
れ
、
人
事
考
課
の
軸
も
弓
馬
の
技
術
で
あ
っ

二
八



た
。
だ
が
、｢

考
満｣

に
あ
た
っ
て
は
、
武
芸
の
技
術
と
と
も
に
文
才
も
規
準
と
な
っ
て
い
た
。｢

兵
衛｣

の
こ
の

｢

文
武｣

の
在
り
よ
う
が
、

万
葉
集
の
三
八
三
七
番
歌
の
左
注
の
状
況
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

｢
蓮
葉｣

の
宴

本
章
で
は
、
三
八
三
七
番
歌
の

｢

由
縁｣

で
あ
る
左
注
を

｢

兵
衛｣

に
関
す
る
規
定
を
踏
ま
え
て
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
三
八
三
七
番

歌
は
、
左
注
の

｢

伝
へ
て
云
は
く｣

の
型
式
で

｢

由
縁｣

を
記
す
。｢

歌
作
の
芸
に
多
能｣

な
右
兵
衛
府
の
者
が
参
加
し
た

｢

府
家｣

(

右
兵
衛

府
の
役
所)

で
の
酒
宴
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。｢

酒
酣｣

と
な
り

｢

歌�｣
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
続
く

(｢

駱
駅｣)

中
で

(�)

、｢

右
兵
衛
な
る

も
の｣

に

｢

そ
の
蓮
葉
に
関
け
て
歌
を
作
れ｣

と
勧
め
、
即
座
に
こ
の
歌
を
作
っ
た
と
い
う
由
縁
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宴
で
は
、｢

饌
食

は
盛
る
に
、
皆
蓮
葉
を
用
ち
て
す｣

と
、
食
べ
物
を
盛
る
の
に
す
べ
て

｢

蓮
葉｣

が
使
わ
れ
て
お
り
、｢

兵
衛｣

に
も

｢

蓮
葉｣

に

｢

関
け
て｣ (�)

(

因
ん
で)

歌
を
詠
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
歌
に
は

｢

蓮
葉
に

溜
ま
れ
る
水｣

が
詠
ま
れ
た
。

三
八
三
七
番
歌
の
作
歌
の
題
材
と
さ
れ
た
こ
の

｢
蓮
葉｣

だ
が
、
同
じ
巻
十
六
に
は

｢

蓮
葉
を
詠
む
歌｣

が
あ
る
。

蓮
は
ち
す

葉ば

を
詠よ

む
歌

蓮
葉
は

か
く
こ
そ
あ
る
も
の

意お

吉き

麻ま

呂ろ

が

家い
へ

な
る
も
の
は

芋う
も

の
葉
に
あ
ら
し

(

三
八
二
六
番
歌)

こ
の
三
八
二
六
番
歌
は

｢

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
が
歌
八
首｣

の
中
の
一
首
で
あ
る
。｢

蓮
葉｣

と
は
こ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
意
吉
麻
呂
の
家
に

あ
る
の
は
芋
の
葉
で
あ
る
ら
し
い
、
と

｢

蓮
葉｣

と
芋
の
葉
と
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
発
想
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
三
八
三
七
番
歌
と
同
じ
く
、

皿
と
し
て
用
い
ら
れ
た

｢

蓮
葉｣

を
詠
ん
だ
と
も
、
あ
る
い
は
、｢

蓮
葉｣

の
宴
で
の
歌
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

｢

長
忌
寸
意
吉

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
歌

二
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麻
呂
が
歌
八
首｣

は
、
そ
れ
ぞ
れ
宴
で
詠
ん
だ
歌
と
考
え
ら
れ
、
三
八
二
六
番
歌
も
宴
と

｢

蓮
葉｣

と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
。

｢
蓮
葉｣

を
皿
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、｢

延
喜
式｣

大
炊
寮
・
宴
会
雑
給
条
に

｢

五
月
五
日
青
柏
、
七
月
廿
五
日
荷
葉
、
余
節
干
柏｣

と
あ

る

(�)
。
季
節
に
よ
っ
て
食
器
と
な
る
材
料
は
異
な
り
、｢

蓮
葉｣

(｢

荷
葉｣)

は
、
七
月
二
十
五
日
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
続
日
本
紀
に

｢

癸
酉
、
始は
じ

め
て
蓮
は
ち
す

葉は

の
宴
う
た
げ
を
設ま

く｣

と
あ
り
、
宝
亀
六
年

(

七
七
五)

の
八
月
十
二
日
に

｢

蓮
葉
の
宴｣

が
初
め

て
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

(�)
。『

新
日
本
古
典
文
学
大
系』

は
、
こ
の

｢

蓮
葉
の
宴｣

の
記
事
を
引
き

｢

こ
の
歌
の
府
家
の
宴
は
私
的

な
宴
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う｣

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
蓮
の
季
節
は
、
朝
廷
や
官
人
た
ち
の
間
で

｢

蓮
葉
の
宴｣

が
催
さ
れ
、
食
器
と
し
て

｢

蓮

葉｣

が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
八
三
七
番
歌
も
、
蓮
の
季
節
に

｢

府
家｣

で
催
さ
れ
た

｢

右
兵
衛
府｣

の
官
人
た
ち
が
参
加
す
る
酒
宴
の
様
子
で
あ
る
。
使
用
時
期
が
限

ら
れ
る

｢

蓮
葉｣

は
、
歌
の
題
材
と
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
官
人
た
ち
の
興
味
を
引
く

｢

蓮
葉｣

に
因
み
当
意
即
妙

に
歌
を
詠
ん
だ
の
が
、｢

歌
作
の
芸
に
多
能｣
な
姓
名
未
詳
の

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
宴
で
の
当
意
即
妙
な
歌
を
評
価
す
る
姿
勢
は
、
巻
十
六
の
第
二
部
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
例
え
ば
、
三
八

三
七
番
歌
と
作
歌
事
情
が
共
通
す
る
以
下
の
歌
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

長
な
が
の

忌い
み

寸き

意お

吉き

麻ま

呂ろ

が
歌
八
首

さ
す
鍋な

べ

に

湯
沸わ

か
せ
子
ど
も

櫟
い
ち
ひ

津つ

の

檜ひ

橋ば
し

よ
り
来こ

む

狐
き
つ
ね
に
浴あ

む
さ
む

(

三
八
二
四
番
歌)

右
の
一
首
、
伝
へ
て
云い

は
く
、
一
時

あ
る
と
き

に

衆
も
ろ
も
ろ

集つ
ど

ひ
て
宴
飲
す
。
こ
こ
に
夜や

漏ろ
う

三さ
ん

更か
う

に
し
て
、
狐
き
つ
ね
の
声こ
ゑ

聞
こ
ゆ
。
す
な
は
ち
衆も
ろ

諸ひ
と

、

奥お
き

麻ま

呂ろ

に
誘す
す

め
て
曰
く
、｢

こ
の
饌ざ
ん

具ぐ

、
雑ざ
ふ

器き

、
狐
の
声
、
河
の
橋
等
の
物
に
関か

け
て
た
だ
歌
を
作
れ｣

と
い
へ
れ
ば
、
即
す
な
は
ち
声

に
応こ

た

へ
て
こ
の
歌
を
作
る
。

三
〇



こ
の
歌
は

｢

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
が
歌
八
首｣

の
一
首
目
に
あ
た
る
。
大
勢
が
集
ま
っ
た
宴
会
で

｢

夜
漏
三
更｣

(

夜
中)

に
狐
の
声
が
聞
こ

え
た
時
に
、
一
座
の
者
た
ち
が

｢

饌
具
、
雑
器
、
狐
の
声
、
河
の
橋｣

に

｢

関
け
て｣
(

因
ん
で)

歌
を
詠
む
こ
と
を
勧
め
、
意
吉
麻
呂
が
当

意
即
妙
に
詠
ん
だ
こ
と
が
、｢

由
縁｣

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
意
吉
麻
呂
は
、｢

さ
す
鍋｣

(

饌
具)

｢

櫟
津｣

(

雑
器)

｢

檜
橋｣

(

河
の
橋)

｢

来
む｣

(

狐
の
声)

の
四
つ
の
物
を
す
べ
て
詠
み
込
み
、
さ
ら
に
は
、｢

さ
あ
狐
に
湯
を
浴
び
せ
よ
う｣

と

｢

衆
諸｣

(

一
座
の
者
た
ち)

で
あ

る

｢

子
ど
も｣
を
誘
っ
て
、
臨
場
感
の
あ
る
高
い
技
巧
の
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

三
八
二
四
番
歌
を
詠
ん
だ
意
吉
麻
呂
の
歌
は
、
巻
十
六
に
八
首

(

三
八
二
四
〜
三
八
三
一)

、
そ
の
他
の
巻
に
六
首

(

①
五
七
、
②
一
四
三
・

一
四
四
、
③
二
三
八
・
二
六
五
、
⑨
一
六
七
三)

が
収
載
さ
れ
て
お
り

(�)

、
意
吉
麻
呂
が
万
葉
時
代
に
歌
人
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
三
八
二
四
番
歌
で
は
、
万
葉
歌
人
で
あ
る
意
吉
麻
呂
の
歌
の

｢

由
縁｣

を
詳
細
に
記
し
て
お
り
、
宴
で
出
さ
れ
た
題

を
そ
の
場
に
即
し
場
を
活
か
し
て
詠
む
と
い
う
こ
と
が
、
歌
の
評
価
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
だ
ろ
う
。

三
八
三
七
番
歌
も
、
宴
で
の
一
座
の
者
た
ち
の
勧
め
に
応
じ
て
、
皿
と
し
て
用
い
ら
れ
た

｢

蓮
葉｣

を

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

が
当
意
即
妙

に
詠
ん
だ
と
左
注
に
記
さ
れ
て
お
り
、
意
吉
麻
呂
の
歌
の

｢

由
縁｣

と
共
通
す
る
要
素
が
多
い
。
つ
ま
り
、
姓
名
未
詳
の

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

は
、｢

府
家｣

で
の
宴
に
お
い
て

｢

歌
作
の
芸｣

が
評
価
に
値
す
る
人
物
と
し
て
、｢

由
縁｣

が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三

歌
の
解
釈

こ
れ
ま
で
、
三
八
三
七
番
歌
の
左
注
の
意
義
に
つ
い
て
、
古
代
に
お
け
る

｢

兵
衛｣

の
規
定
を
確
認
す
る
こ
と
で
考
え
て
き
た
。
本
章
で
は
、

皿
と
し
て
用
い
ら
れ
た

｢

蓮
葉｣

が
詠
ま
れ
た
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三
八
三
七
番
歌
は
、
結
句
に
本
文
と
訓
の
異
同
が
あ
る
。
そ
の
異
同
の
あ
り
よ
う
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
歌

三
一



玉
似
将
有
見

タ
マ
ニ
ニ
ム
ミ
ム

類
聚
古
集
・
西
本
願
寺
本
・
大
矢
本
・
京
都
大
学
本
・
広
瀬
本

タ
マ
ニ
シ
モ
ミ
ム

古
葉
略
類
聚
抄
・
広
瀬
本
右
訓

タ
マ
ニ
ニ
タ
ル
ミ
ム

紀
州
本
・
全
註
釈
・
私
注
・
大
系

タ
マ
ニ
ア
ラ
ム
ミ
ム

新
訓
・
全
書
・
総
釈
・
窪
田

『

評
釈』

玉
爾
似
将
有
見

タ
マ
ニ
ニ
ム
ミ
ム

尼
崎
本
・
神
宮
文
庫
本
・
細
井
本

タ
マ
ニ
ニ
ラ
ム
ミ
ム

『

代
匠
記』

初
稿
本

タ
マ
ニ
ニ
タ
ル
ミ
ム

略
解
・
井
上

『

新
考』

・
鴻
巣

『

全
釈』

玉
爾
似
有
将
見

タ
マ
ニ
ニ
タ
ル
ミ
ム

古
義
・
注
釈

玉
似
有
将
見

タ
マ
ニ
ニ
タ
ル
ミ
ム

全
集
・
講
談
社
文
庫
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
釈
注
・
全
歌
講
義

玉
似
将
看
見

タ
マ
ニ
ニ
ル
ミ
ム

新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
和
歌
文
学
大
系

多
く
の
諸
本
が
本
文
を

｢

玉
似
将
有
見｣

と
し
、
訓
読
は

｢

タ
マ
ニ
ニ
ム
ミ
ム｣

で
あ
る
。
紀
州
本
は

｢

タ
マ
ニ
ニ
タ
ル
ミ
ム｣

と
訓
む
が

｢

玉
似
将
有
見｣

の
語
順
の
ま
ま
で
は
適
当
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、『

代
匠
記』

精�
本
書
き
込
み
は

｢

将
有｣

を
入
れ
か
え

｢

似
有
将
見｣

を

本
文
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る

(�)
。
こ
の

『

代
匠
記』

精�
本
書
き
込
み
の
本
文
は
、
以
後
多
く
の
注
釈
書
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で

は
、『

新
日
本
古
典
文
学
大
系』

が

｢

看
見｣

で

｢

ミ
ル｣

と
訓
む
例
が
仏
典
や
日
葡
辞
書
に
あ
る
こ
と
か
ら

｢

有｣

を

｢

看｣

の
誤
字
と
し
、

本
文
を

｢

玉
似
将
看
見｣

に
改
め

｢

タ
マ
ニ
ニ
ル
ミ
ム｣

と
訓
む
こ
と
を
提
唱
し
、『

和
歌
文
学
大
系』

も
こ
れ
に
従
う
。
し
か
し
、
諸
本
は

｢

有｣

で
一
致
し
て
お
り
、｢

有｣

が

｢

看｣

の
誤
字
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
、
新
訓
な
ど
の

｢

タ
マ
ニ
ア
ラ
ム
ミ
ム｣

は

｢

似｣

の
文
字
を
音
仮
名
と
し
て
捉
え
た
訓
で
あ
る
。｢

似｣

を
音
仮
名
と
す
る
例
は
、

｢

妹
似
相
武
登｣

(

④
六
六
四)

｢

浪
越
似
所
見｣

(

⑦
一
一
七
五)

｢

世
染
似
裳｣

(

⑪
二
七
一
七)

｢

四
美
見
似
裳｣

(

⑪
二
七
四
八)

｢

中
之
似

三
二



児
草｣

(

⑪
二
七
六
二)

が
あ
る
。
巻
十
六
で
助
詞
の

｢

に｣

は
、｢

二｣

で
記
さ
れ
る
三
七
三
四
番
歌
以
外
は
、
す
べ
て

｢

尓｣

で
記
さ
れ
る

か
、
訓
み
添
え
で
あ
る
。
巻
十
六
の
用
字
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、｢

似｣

が
助
詞

｢

に｣

の
音
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、

｢

似
る｣
の
意
字
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
え
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
本
文
は
、『

代
匠
記』

が
指
摘
し
た
よ
う
に

｢

将
有｣

を
入
れ
か
え

｢

玉
似
有
将
見｣

と
し
、｢

タ
マ
ニ
ニ
タ
ル
ミ
ム｣

と

訓
む
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣
は
、
眼
前
に
あ
る
皿
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

｢

蓮
葉｣

か
ら

｢

蓮
葉｣

に
溜
ま
る
玉
の
よ
う
に
輝
く
水
滴
を
想
像

し
、
そ
の
水
滴
を
も
た
ら
す
雨
を
求
め
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
詠
ま
れ
る

｢

玉｣

と
は
真
珠
の
こ
と
で
あ
り
、｢

蓮
葉｣

に
溜
ま
っ
た

水
滴
が
真
珠
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。｢

蓮
葉｣

の
水
は
、
万
葉
集
で
以
下
の
歌
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

み
佩は

か
し
を

剣
つ
る
ぎ
の
池
の

蓮
は
ち
す

葉ば

に

溜た

ま
れ
る
水
の

行ゆ

く
へ
な
み

我あ

が
す
る
時
に

逢あ

ふ
べ
し
と

逢
ひ
た
る
君
を

な
寝い

ね

そ
と

母
聞
こ
せ
ど
も

我わ

が
心

清き
よ

隅す
み

の
池
の

池
の
底

我あ
れ

は
忘
れ
じ

直た
だ

に
逢
ふ
ま
で
に

(

⑬
三
二
八
九)

こ
の
歌
で
は

｢

み
佩
か
し
を

剣
の
池
の

蓮
葉
に

溜
ま
れ
る
水
の｣

ま
で
が

｢

行
く
へ
な
み｣

を
導
く
序
と
な
っ
て
い
る
。｢

蓮
葉｣

に
溜
ま
っ
た
水
滴
が
、
い
つ
ま
で
も
留
ま
っ
て
お
ら
ず
流
れ
落
ち
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

蓮
葉
に
溜
ま
れ
る
水｣

は
、
不

安
定
さ
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
、
三
八
三
七
番
歌
の
よ
う
に
輝
く

｢
玉｣

と
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。

当
該
歌
の

｢

蓮
葉｣

の
水
と
玉
と
の
連
想
に
漢
籍
の
影
響
を
説
く

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系』

は
、
以
下
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

初
唐
・
李�｢
露｣ (�)

滴
瀝
明
花
苑
。���
竹
叢
。
玉
垂
丹
棘
上
。
珠
湛�
荷
中
。
夜
警
千
年
。
朝
零
七
月
風
。
願
凝
仙
掌�
、
長
奉
未
央
宮
。

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
歌

三
三



晋
・
陸
雲

｢

芙
蓉
詩｣

・
文
選

｢

別
賦｣

李
善
注
所
引

(�)
盈
盈
荷
上
露
、
灼
灼
如
明
珠

李�
の

｢

露｣
は
、
秋
の
美
し
い
情
景
を
風
物
に
よ
っ
て
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
緑
色
の

｢

荷｣
(

蓮)

の
上
に
溜
ま
る
水
を

｢

珠｣

と
詠
ん
で
い
る
。
陸
雲

｢
芙
蓉
詩｣

は
、
文
選

｢

別
賦｣

｢

乃
す
な
は
ち
秋し
う

露ろ

は
珠た
ま

の
如ご
と

く
、
秋し
う

月げ
つ

は
珪た
ま

の
如ご
と

き
に
至い
た

り
て
は
、
明
月
め
い
げ
つ

白は
く

露ろ

あ
り
て
、

光
く
わ
う

陰い
ん

往わ
う

来ら
い

す｣ (�)
に
関
す
る
李
善
の
注
で
あ
る
。
秋
の
景
と
し
て
、
真
珠
の
よ
う
な
露
・
玉
の
よ
う
な
三
日
月
が
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

秋
露
は
珠

の
如
く｣

に
陸
雲

｢

芙
蓉
詩｣
が
引
か
れ
て
い
る
が
、｢

荷｣
(

蓮)

の
上
の
艶
や
か
な
露
が
透
き
通
っ
て
明
る
く
輝
く
玉
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

漢
籍
の
例
は
と
も
に
、｢

蓮
葉｣

に
溜
ま
る
水
滴
を

｢

珠｣

と
喩
え
、
三
八
三
七
番
歌
の
発
想
と
重
な
る
。｢

府
家｣

の

｢

蓮
葉｣

の
宴
に
集
ま
っ

た
人
々
は
、｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
当
意
即
妙
な
歌
を
こ
う
し
た
漢
籍
の
趣
向
に
も
と
づ
い
た
も
の
と
捉
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、

｢

兵
衛｣

の
人
事
考
課
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
る
と

｢
右
兵
衛
な
る
も
の｣

が
漢
籍
に
造
詣
が
深
く
三
八
三
七
番
歌
を
漢
籍
の
知
識
に
基
づ
い
て

詠
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

左
注
に
よ
っ
て
歌
の

｢

由
縁｣

を
語
る
三
八
三
七
番
歌
に
つ
い
て
、
兵
衛
制
度
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。｢

兵
衛｣

は
、
五
衛
府

か
ら
な
る
兵
団
組
織
の
中
で
も
、
天
皇
・
皇
族
た
ち
の
ご
く
側
で
身
辺
警
護
を
行
う
存
在
で
あ
っ
た
。｢

兵
衛｣

は
、
下
級
官
人
あ
る
い
は
地

方
豪
族
の
子
弟
か
ら
徴
用
さ
れ
、
八
年
毎
に
人
事
考
課
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
項
目
に
は

｢

文
武
の
所
能｣

と
あ
り
、｢

兵
衛｣

は
武
官
で
あ
り

な
が
ら
、｢

文
才｣

も
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
四



｢

府
家｣

で
行
わ
れ
た
兵
衛
府
の
宴
は
、｢

蓮
葉｣

を
皿
に
用
い
る
蓮
の
季
節
に
開
か
れ
た
。
ひ
っ
き
り
な
し
に
歌
や
舞
が
続
く
中
、｢

右
兵

衛
な
る
も
の｣

は
、
一
座
の
者
た
ち
の
勧
め
通
り

｢

蓮
葉
に
関
け
て｣

当
意
即
妙
に
歌
を
作
っ
た
。
眼
前
に
あ
る

｢

蓮
葉｣

の
皿
を
、
漢
詩
の

趣
向
を
用
い
て
輝
く
玉
の
よ
う
な
水
を
湛
え
た
艶
や
か
な

｢

蓮
葉｣

を
発
想
し
、
宴
に
涼
を
も
た
ら
す
雨
を
望
む
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
姓

名
未
詳
の

｢
右
兵
衛
な
る
も
の｣

は
、
以
前
か
ら

｢

歌
作
の
芸｣

に
秀
で
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
、
こ
の
宴
で
も
周
囲
の
期
待
に
応
え
る
歌
を

詠
ん
で
い
る
。
歌
自
体
は
平
凡
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
歌
材
を
漢
籍
の
知
識
を
も
と
に
即
座
に
詠
む
こ
と
は
、
多
能
な

｢

歌
作
の
芸｣

で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

｢

歌
作
の
芸｣

は
、｢

兵
衛｣

と
し
て
の
評
価
を
高
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
八
三
七
番
歌
の
左
注
が
語
る

｢

由
縁｣

は
、
歌
の
由
来
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
左
注
に
記
さ
れ
た

｢

歌
作
の
芸｣

と
は
、
当
時
の

｢

兵
衛｣

に
と
っ
て
の

｢

文
才｣
の
重
要
性
を
語
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

注

(

１)

万
葉
集
の
引
用
は

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

に
よ
る
。

(

２)

他
の
注
釈
書
で
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
増
訂

『
全
註
釈』

｢

歌
は
平
凡
で｣

、
窪
田

『

評
釈』

｢

歌
と
し
て
は
普
通
な
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
詠
ん

だ
際
の
機
智
を
愛
さ
れ
て
傳
へ
ら
れ
た
歌
で
あ
る｣
、『
私
注』

｢

蓮
葉
の
露
を
玉
と
見
よ
う
と
い
ふ
平
凡
な
内
容
で
別
に
取
柄
も
な
い
歌
で
あ
る
が
、

場
合
が
場
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
も
喝
采
を
博
し
、
語
り
傳
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う｣

な
ど
と
あ
る
。

(

３)

巻
十
六
は
、
伊
藤
博
説
に
よ
る
と
、
以
下
の
三
部
に
分
か
れ
る
。

第
一
部

｢

三
七
八
六
〜
三
八
一
五｣

、
第
二
部

｢

三
八
一
六
〜
三
八
五
九｣

、
第
三
部

｢

三
八
六
〇
〜
三
八
八
九｣

(
｢

由
縁
有
る
雑
歌｣

『

万
葉
集
研

究
二
、
一
九
七
三
年
四
月』)

。

ま
た
中
西
進
説
で
は
、
第
二
部

｢

三
八
一
六
〜
三
八
五
六｣

、
第
三
部

｢
三
八
五
七
〜
三
八
九
九｣

と
な
っ
て
い
る

(

中
西
進

｢

愚
の
世
界｣

『

万
葉

集
論』

六
、
一
九
九
五
年
九
月)

。

(

４)

直
木
孝
次
郎

『

日
本
古
代
国
家
の
構
造』

(

青
木
書
店
、
一
九
五
八
年
十
一
月)

『
日
本
古
代
兵
制
史
の
研
究』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
九
月)

、

｢

右
兵
衛
な
る
も
の｣

の
歌

三
五



笹
山
晴
生

『

日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究』

(

東
京
大
学
出
版
、
一
九
八
五
年
四
月)

。

(
５)

日
本
書
紀
の
引
用
は

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

に
よ
る
。

(
６)
直
木
孝
次
郎

『

日
本
古
代
兵
制
史
の
研
究』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
九
月)

。

(

７)
律
令
の
引
用
は

『

日
本
思
想
大
系』

に
よ
る
。

(

８)

直
木
注

(

６)

論
。

(

９)
｢

禄
令

兵
衛
条｣

に
、
有
位
は
大
初
位
に
無
位
は
少
初
位
に
准
じ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
禄
鍬
は
、
天
平
三
年
に
有
位
八
口
・
無
位

四
口
と
な
っ
た
。

(

10)
｢

衛
禁
律

宿
衛
上
番
条｣

に

｢

凡
そ
宿し
く

衛ゑ

の
人
、
上
番
す
べ
き
に
到い
た

ら
ず
、
及
び
假け

に
因よ

り
て
違た
が

へ
ら
ば
、
一
日
笞ち

廿
。
三
日
に
一
等
加
へ
よ
。

杖
ぢ
や
う

一
百
に
過す
ぐ

せ
ら
ば
、
五
日
に
一
等
加
へ
よ
。
罪ざ
い

止し

徒づ

二
年
。｣

と
い
う
規
定
が
あ
る
。

(

11)
｢

駱
驛｣

は
、
切
れ
目
な
く
続
く
さ
ま
。
李
善
注

『

文
選』

に

｢

不
絶
貌｣

と
あ
り
、
ま
た

｢

出
雲
国
風
土
記｣

意
宇
郡
に

｢

男
を
と
こ
も
女
を
み
な
も
老お

い
た
る

も
少わ
か

き
も
、
或あ
る

は
道み

路ち

に
駱つ
ら

駅な

り
、
或あ
る

は
海
中
う
み
な
か

を
洲す

に
沿そ

ひ
、
日ひ
び

に
集つ
ど

ひ
市い
ち

を
成な

し
、
繽ま

粉が

ひ
て
燕
楽

う

た

げ

す｣
(『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

よ
り
引
用)

と
あ
る
。
酒
宴
が
盛
り
上
が
り
、
歌
や
舞
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
続
い
て
い
る
。

(

12)
｢

関｣

は
、
諸
本

｢

開｣

だ
が
、
陽
明
堂
本
に

｢

關｣

と
あ
る
の
に
拠
る
。
酒
席
で
用
い
ら
れ
て
い
る

｢

蓮
葉｣

に
因
ん
で
歌
を
作
れ
と
い
う
こ
と
。

(

13)

延
喜
式
の
引
用
は

『

新
訂
増
補
国
史
大
系』
に
よ
る
。

(

14)

続
日
本
紀
の
引
用
は

『

新
日
本
古
典
文
学
大
系』
に
よ
る
。

(

15)

⑨
一
六
七
三
番
歌
は
、
左
注
に
類
聚
歌
林
の
伝
と
し
て
意
吉
麻
呂
の
作
で
あ
る
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。

(

16)
『

校
本
万
葉
集』
｢

諸
説｣

に
は
、｢

玉
爾
似
有
将
見｣

｢

タ
マ
ニ
ニ
ラ
ン
ミ
ン｣

を

『

代
匠
記』

初
稿
本
書
き
入
れ
の
説
と
あ
る
が
、
管
見
で
は
、

『

代
匠
記』

精�
本
の
書
き
込
み
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
武
田

『

全
註
釈』

沢
瀉

｢

注
釈｣

・
全
集
・
新
編
は

『

代
匠
記』

初
稿
本
書
き
入
れ
と

し
、『

釋
注』

は

『

代
匠
記』

精�
本
書
き
入
れ
と
す
る
。

(

17)
『

全
唐
詩』

(

中
華
所
局
、
一
九
六
〇
年
四
月)

に
よ
る
。

(

18)
『

文
選

附
考
異』

(

芸
文
印
書
館
、
一
九
九
八
年
十
月)

に
よ
る
。

(

19)
『

新
釈
漢
文
大
系』

に
よ
る
。

三
六


