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寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

万
葉
集
巻
十
三
と
記
紀
歌
謡

倉

住

薫

は
じ
め
に

万
葉
集
巻
十
三
・
三
二
三
九
番
歌
は
、
記
紀
歌
謡
の
表
現
形
式
を
用
い
、七
・
八
音
の
不
定
型
句
の
末
尾
を
持
つ

｢

近
江
の
海｣

の
情
景
を

詠
う
歌
で
あ
る

(

１)

。

近
江
の
海

泊と

ま
り
八や

十そ

あ
り

八や

十そ

島し
ま

の

島
の
崎
々

さ
き
ざ
き

あ
り
立
て
る

花は
な

橘
た
ち
ば
な

を

上ほ
つ

枝え

に

も
ち
引
き
掛
け

中な
か

つ
枝え

に

い
か

る
が
掛か

け

下し
づ

枝え

に

ひ
め
を
掛
け

汝な

が
母
を

取と

ら
く
を
知し

ら
に

汝な

が
父
を

取
ら
く
を
知
ら
に

い
そ
ば
ひ
居を

る
よ

い
か
る

が
と
ひ
め
と

(

巻
十
三
・
三
二
三
九)

右
の
一
首

｢

近
江
の
海｣

に
は
、
多
く
の
港
が
あ
り
岬
に
は

｢

花
橘｣

が
茂
る
。
そ
の

｢

花
橘｣
の
上
の
枝
に
と
り
も
ち
を
仕
掛
け
、
中
段
の
枝
に
は

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

一

大
妻
国
文

第
51
号

二
〇
二
〇
年
三
月



｢
い
か
る
が｣

を
、
下
段
に
は

｢

ひ
め｣

を
止
ま
ら
せ
る
。
囮
と
な
っ
た
そ
の
鳥
た
ち
は
、
母
と
父
が
捕
ら
れ
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
ふ
ざ
け
合
っ

て
い
る
と
い
う
内
容
の
歌
で
あ
る
。
多
く
の
港
や
岬
が
あ
る

｢

近
江
の
海｣

(

琵
琶
湖)

の
雄
大
な
情
景
と
、｢

花
橘｣

に
仕
掛
け
ら
れ
た
罠
、

そ
し
て
、
自
分
た
ち
が
母
父
を
捕
え
る
た
め
の
囮
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
遊
ぶ

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が
詠
ま
れ
、
寓
意
の
あ
る
歌

と
し
て
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

初
夏
に
花
を
咲
か
せ
る

｢

橘｣

と
冬
鳥
で
あ
る

｢

い
か
る
が｣

｢

ひ
め｣

と
い
う
異
な
る
季
節
の
景
物
に
よ
っ
て

｢

近
江
の
海｣

の
情
景
が

描
か
れ
、
鳥
た
ち
の
遊
ぶ
愛
ら
し
い
姿
が
悲
劇
を
導
く
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
も
い
る
。
季
節
の
ズ
レ
と
暗
示
的
な
歌
い
方
が
、

三
二
三
九
番
歌
を
解
釈
す
る
上
で
重
要
な
視
点
と
な
る
。

本
論
で
は
、
罠
が
仕
掛
け
ら
れ
た

｢

花
橘｣

と
囮
と
な
っ
た

｢

い
か
る
が｣

｢

ひ
め｣

の
検
討
を
行
い
、
三
二
三
九
番
歌
の
寓
意
の
内
実
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
巻
十
三
と
古
事
記
日
本
書
紀
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

｢

花
橘｣

三
二
三
九
番
歌
に
詠
ま
れ
た

｢

花
橘｣

は
、
橘
の
花
の
こ
と
で
あ
る
。｢

橘｣

と
は
、
コ
ミ
カ
ン
と
称
さ
れ
る
紀
州
み
か
ん
、
あ
る
い
は
ニ
ッ

ポ
ン
タ
チ
バ
ナ

(

ヤ
マ
ト
タ
チ
バ
ナ)

の
こ
と
と
さ
れ
る
。
有
力
と
さ
れ
る
ニ
ッ
ポ
ン
タ
チ
バ
ナ
は
、
日
本
固
有
の
カ
ン
キ
ツ
で
あ
り
、
二
〜

四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
る
常
緑
小
高
木
で
、
五
六
月
に
香
り
の
高
い
白
い
花
を
咲
か
せ
る
。
直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
滑
ら
か
な
実
は

酸
味
が
強
く
食
用
に
は
む
か
な
い

(

２)

。
万
葉
集
の
歌
に
お
い
て
も
、
実
で
は
な
く
花
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い

(

３)

。

１

我わ

が
や
ど
の
花
橘
は
散
り
に
け
り
悔く

や

し
き
時
に
逢あ

へ
る
君
か
も

(

巻
十
・
一
九
六
九

作
者
未
詳)

２

五
月

さ

つ

き

山や
ま

花は
な

橘
た
ち
ば
な

に
ほ
と
と
ぎ
す
隠こ

も

ら
ふ
時
に
逢あ

へ
る
君
か
も

(

巻
十
・
一
九
八
〇

作
者
未
詳)

二



１
は
、
巻
十

｢

夏
の
雑
歌｣

の

｢

花
を
詠
む｣

に
収
載
さ
れ
た
、｢

花
橘｣

が
散
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
久
々
に
訪
れ
た
男
性
へ
恨
み
言
を
言
う

女
性
の
歌
で
あ
り
、
２
は

｢

夏
の
相
聞｣

の

｢

鳥
に
寄
す
る｣

に
収
載
さ
れ
た
、
五
月
の
山
で
の
人
目
を
忍
ん
だ
逢
瀬
を

｢

花
橘｣

に
籠
る

｢

ほ
と
と
ぎ
す｣
と
重
ね
合
わ
せ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。｢

花
橘｣

は
開
花
時
期
で
あ
る
夏
の
部
に
多
く
収
載
さ
れ
、｢

ほ
と
と
ぎ
す｣

や

｢

五

月｣

の
語
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
初
夏
の
季
節
を
代
表
す
る
花
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

(

４)

。
曽
倉
岑
担
当

『

全
注』

は

｢

花
橘｣

を

｢

橘
そ
の
も
の
の
歌
語｣

と
し
て
理
解
す
る
が
、
万
葉
集
の
用
例
か
ら
、
花
の
咲
い
た

｢

橘｣

と
言
え
よ
う
。
万
葉
集
に
お
い
て

｢

橘｣

は

七
一
首
、
そ
の
う
ち

｢

花
橘｣
は
三
三
例
あ
り
、
花
の
様
相
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る

(

５)

。

３

我わ

が
や
ど
の
花は

な

橘
た
ち
ば
な

は
散
り
過
ぎ
て
玉た

ま

に
貫ぬ

く
べ
く
実み

に
な
り
に
け
り

(

巻
八
・
一
四
八
九

大
伴
家
持)

４

君
が
家い

へ

の
花
橘
は
成
り
に
け
り
花
な
る
時
に
逢あ

は
ま
し
も
の
を

(

巻
八
・
一
四
九
二

遊
行
女
婦)

３
の
歌
は
、
題
詞
に

｢

大
伴
家
持
が
橘

た
ち
ば
な

の
花
を
惜を

し
む
歌
一
首｣

と
あ
り
、｢

橘｣

の

｢

花｣

が
散
り

｢

玉
に
貫
く｣

こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の

｢

実｣

と
な
っ
た
こ
と
を
詠
み
、
４
は

｢

花
橘｣

が
実
に
な
る
前
の

｢

花｣

の
時
期
に
会
い
た
か
っ
た
と
い
う
思
い
を
詠
む
。
実
で
は
な
く

｢

花｣

が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

｢

花
橘｣

は

｢

花｣
が
重
要
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
た
だ

｢

花

橘｣

を

｢

玉
に
貫
く｣

こ
と
を
詠
む
例
が
他
に
も
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う

(

６)

。

５

五
月

さ

つ

き

の
花は

な

橘
た
ち
ば
な

を
君
が
た
め
玉た

ま

に
こ
そ
貫ぬ

け
散
ら
ま
く
惜を

し
み

(

巻
八
・
一
五
〇
二

坂
上
郎
女)

６

片か
た

搓よ

り
に
糸
を
そ
我あ

が
搓
る
我わ

が
背せ

子こ

が
花は

な

橘
た
ち
ば
な

を
貫ぬ

か
む
と
思お

も

ひ
て

(

巻
十
・
一
九
八
七

作
者
未
詳)

７

我わ

が
や
ど
の
花は

な

橘
た
ち
ば
な

を
花
ご
め
に
玉
に
そ
我あ

が
貫
く
待
た
ば
苦
し
み

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

三



(

巻
十
七
・
三
九
九
八

石
川
水
道

｢

伝
誦
す
る
は
、
主
人
大
伴
宿
禰
池
主
な
り
と
云
爾｣)

５
は

｢
花
橘｣

が
散
っ
て
し
ま
う
の
を
惜
し
ん
で
あ
な
た
の
た
め
に

｢

玉｣

に
通
し
た
こ
と
を
歌
う
。
６
は

｢

夏
の
相
聞｣

の

｢

花
に
寄
す
る｣

に
収
載
さ
れ
た
歌
で
、
相
手
へ
届
け
る

｢

花
橘｣

の
玉
を
貫
く
た
め
の
糸
を
縒
る
こ
と
と
女
性
の
一
筋
な
恋
心
を
詠
ん
で
い
る
。
７
は
、
待
ち

遠
し
い
あ
ま
り
に

｢
花
橘｣

の
花
ご
と

｢

玉｣

に
貫
く
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。｢

花
橘｣

を

｢

玉
に
貫
く｣

こ
と
は
、
五
月
の
薬
玉
と
も
さ
れ

る
が
、
実
体
は
不
明
で
あ
る

(

７)

。
７
で
は

｢

花｣

ご
と
玉
に
し
、
６
で
は
貫
く
糸
が
詠
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
花
弁
あ
る
い
は
花
房
を
糸
で
つ
な
い

で

｢

玉｣

と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
５
の
よ
う
に

｢

花
橘｣

が

｢

散
る｣

こ
と
を
詠
む
歌
も
多
く
み
ら
れ
る

(

８)

。

８

我わ

が
や
ど
の
花
橘
を
ほ
と
と
ぎ
す
来き

鳴な

き
と
よ
め
て
本も

と

に
散
ら
し
つ

(

巻
八
・
一
四
九
三

大
伴
村
上)

８
は

｢

花
橘｣

を

｢

ほ
と
と
ぎ
す｣

が
鳴
い
て
根
本
に
散
ら
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
２
で
確
認
し
た
よ
う
に

｢

花
橘｣

と

｢

ほ

と
と
ぎ
す｣

と
は
時
節
の
取
り
合
わ
せ
だ
が
、｢

ほ
と
と
ぎ
す｣

は

｢

花
橘｣

を
散
ら
す
も
の
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、｢

花
橘｣

の
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
五
六
月
頃
に
白
く
小
さ
な
花
を
咲
か
せ
る

｢

花
橘｣

は
、
そ
の
開
花
が
待
ち
望
ま
れ
、

花
が
咲
き
散
る
さ
ま
が
、
初
夏
の
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(

９)

。

同
じ
く
三
二
三
九
番
歌
に
お
い
て
も
、
常
緑
の
葉
に
小
さ
な
白
い
花
が
咲
き
誇
る

｢

花
橘｣

の
あ
る

｢

近
江
の
海｣

の
初
夏
の
景
色
が
詠
ま

れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

四



二
｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

次
に
、
母
と
父
を
捉
え
る
た
め
の
囮
と
し
て
仕
掛
け
ら
れ
た

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

｢

い
か
る
が｣
は
、
ス
ズ
メ
目
ア
ト
リ
科
の
全
長
二
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
黄
色
の
く
ち
ば
し
を
持
つ
鳥
類
で
、
木
の
実
を
好
ん
で

食
べ

｢

ま
め
ま
わ
し｣
と
も
呼
ば
れ
る
。
繁
殖
期
の
五
〜
七
月
に
は
つ
が
い
と
な
る
が
、
非
繁
殖
期
に
は
群
れ
を
形
成
し
山
林
で
生
活
す
る
。

｢

ひ
め｣

は
同
じ
く
ス
ズ
メ
目
ア
ト
リ
科
、
全
長
は
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。
北
海
道
で
繁
殖
し
、
秋
に
本
州
へ
渡
来
し
雑
木
林
な
ど
で

生
活
す
る
。｢

い
か
る
が｣

と

｢
ひ
め｣

と
は
冬
に
は
生
活
圏
が
重
な
る
た
め
、『

代
匠
記』

初
稿
本
が

｢

い
か
る
か
し
め
ふ
た
つ
の
鳥
、
其
か

た
ち
よ
く
似
て
、
つ
れ
た
ち
あ
り
く
な
り｣

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
同
じ
場
所
で
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
万
葉
集
に
お
い
て
も
、

以
下
の
作
品
の
左
注
で

｢

い
か
る
が｣

と

｢
ひ
め｣

と
が
登
場
す
る
。

讃
岐

さ

ぬ

き

国
の
く
に

の
安あ

益や

郡
の
こ
ほ
り

に
幸

い
で
ま

せ
る
時
に
、
軍

い
く
さ

王
の
お
ほ
き
み

、
山
を
見
て
作
る
歌

霞
か
す
み

立
つ

長
き
春
日

は
る

ひ

の

暮
れ
に
け
る

わ
づ
き
も
知
ら
ず

む
ら
肝き

も

の

心
を
痛
み

ぬ
え
こ
鳥と

り

う
ら
な
け
居を

れ
ば

玉
だ
す
き

か
け
の
宜よ

ろ

し
く

遠と
ほ

つ
神

我わ

が
大
君

お
ほ
き
み

の

行
幸

い
で
ま
し

の

山
越
す
風
の

ひ
と
り
居を

る

我あ

が
衣

こ
ろ
も

手で

に

朝
夕

あ
さ
よ
ひ

に

か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば

ま
す
ら
を
と

思
へ
る
我あ

れ

も

草く
さ

枕
ま
く
ら

旅
に
し
あ
れ
ば

思
ひ
遣や

る

た
づ
き
を
知
ら
に

網あ
み

の
浦
の

海
人

あ

ま

娘
子

を

と

め

ら
が

焼や

く
塩し

ほ

の

思
ひ
そ
燃
ゆ

我あ

が
下し

た

心
ご
こ
ろ

(

巻
一
・
五)

反
歌

山や
ま

越ご

し
の
風
を
時
じ
み
寝ぬ

る
夜よ

お
ち
ず
家い

へ

な
る
妹い

も

を
か
け
て
偲し

の

ひ
つ

(

六)

右
、
日に

本ほ
ん

書
紀

し
ょ

き

に
検た

だ

す
に
、
讃
岐

さ

ぬ

き

国
の
く
に

に
幸

い
で
ま

し
し
こ
と
な
し
。
ま
た
軍

い
く
さ

王
の
お
ほ
き
み

も
未
詳
な
り
。
た
だ
し
、
山

上

や
ま
の
う
へ

憶
良

の
お
く
ら

大
夫

だ
い

ぶ

の
類る

い

聚じ
う

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

五



歌か

林り
ん

に
曰い

は

く
、｢

記
に
曰
く
、『

天
皇

て
ん
わ
う

の
十
一
年
己き

亥が
い

の
冬
十
二
月
、
己
巳

き

し

の
朔

つ
き
た
ち

の
壬じ

ん

午ご

に
、
伊い

予よ

の
温
湯ゆ

の
宮
に
幸
す
云
々

し
か
し
か』

と
い
ふ
。
一
書
に
、『

こ
の
時
に
、
宮
の
前
に
二
つ
の
樹
木
あ
り
。
こ
の
二
つ
の
樹き

に
、
斑
鳩

い
か
る
が

と
比ひ

米め

と
の
二
つ
の
鳥
大い

た

く
集す

だ

け

り
。
時
に

勅
み
こ
と
の
り

し
て
、
多
く
稲
穂

い
な

ほ

を
掛
け
て
こ
れ
に
養か

は
し
め
た
ま
ふ
。
仍よ

り
て
作
る
歌
云
々

し
か
し
か』

と
い
ふ｣

と
い
ふ
。
け
だ
し
、

こ
こ
よ
り
便

す
な
は

ち
幸

い
で
ま

せ
る
か
。

題
詞
に
よ
る
と
、
舒
明
天
皇
が
讃
岐
国
の
安
益
郡
に
行
幸
し
た
際
に
軍
王
が
山
を
見
て
作
っ
た
歌
で
あ
る
。
舒
明
天
皇
の
讃
岐
国
行
幸
は
日

本
書
紀
に
記
載
が
な
く
、
類
聚
歌
林
に
よ
っ
て
、
舒
明
天
皇
十
一
年
十
二
月
己
巳

(

十
四
日)

の
伊
予
の
温
湯
へ
の
行
幸
時
に
讃
岐
に
も
立
ち

寄
っ
た
際
に
歌
わ
れ
た
も
の
と
、
左
注
は
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
類
聚
歌
林
引
用
の

｢

一
書｣

に

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が
登
場
す

る
。
舒
明
天
皇
の
伊
予
の
温
湯
行
幸
時
の
宮
に

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が
た
く
さ
ん
集
ま
る
二
つ
の
樹
が
あ
り
、
そ
の
樹
に
稲
穂
を
掛

け
て
鳥
た
ち
を
飼
う
よ
う
に
命
じ
、
歌
が
詠
ま
れ
た
と
類
聚
歌
林
は
伝
え
る
。｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
は
、
軍
王
の
歌
の
契
機
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
軍
王
の
歌
は
、
故
郷
か
ら

｢
山｣

を
越
え
て
吹
き
降
ろ
す
冬
の

｢

風｣

が

｢

我
が
衣
手｣

を

｢

朝
夕｣

に
吹
き
返
し

｢

帰

れ｣

と
ひ
っ
き
り
な
し
に
言
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
こ
こ

｢

網
の
浦｣

の

｢

海
人
娘
子｣

た
ち
が

｢

焼
く
塩｣

の
よ
う
に
私
の
心
の
う
ち

を
焦
が
す
の
だ
、
と
い
う
歌
で
あ
る
。
軍
王
は

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が
多
く
集
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
望
郷
の
歌
を
詠
ん
だ
。
つ
ま

り

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
は
、
旅
に
お
い
て
望
郷
の
念
を
生
じ
さ
せ
る
都
の
冬
の
景
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る

(�)

。

こ
の
よ
う
に

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が
対
の
モ
チ
ー
フ
と
な
り
、
都
の
冬
の
景
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

｢

近
江
の
海｣

の
情
景
を
歌
う
当
該
の
三
二
三
九
番
歌
に
お
い
て
も
、
旅
愁
の
契
機
と
な
っ
た
景
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
歌
は

｢

近
江
の
海｣

に
見
た

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

か
ら
、
都
を
想
起
し
た
旅
の
歌
の
発
想
を
も
つ
の
で
あ
る
。
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三

叙
景
と
寓
意

第
一
章
で
は

｢

花
橘｣

が
初
夏
の
美
し
い
情
景
を
象
徴
す
る
こ
と
、
第
二
章
で
は

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が
都
の
冬
鳥
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
当
該
の
三
二
三
九
番
歌
に
お
い
て
は
、
現
実
に
は
同
時
に
見
る
こ
と
の
な
い

｢

近
江
の
海｣

の
情

景
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
三
二
三
九
番
歌
が
、
眼
前
の
情
景
を
そ
の
ま
ま
歌
う
叙
景
歌
で
は
な
い
と
示
す
の
で
あ
る
。

叙
景
歌
か
否
か
は
、
三
二
三
九
番
歌
に
寓
意
を
認
め
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
関
わ
っ
て
く
る
。
早
く
は

『

代
匠
記』

初
稿
本
が

｢

此
哥
は
い

か
る
か
し
め
か
、
と
も
に
父
母
を
も
ち
に
て
取
も
し
ら
て
あ
そ
ふ
は
、
智
も
な
く
て
、
お
さ
な
き
と
た
と
ふ
る
こ
と
有
て
も
よ
め
る
に
や｣

、

さ
ら
に
精
撰
本
で
は

｢

ハ
カ
ナ
キ
事
ト
憐
レ
ヒ
テ
ヨ
メ
ル
ナ
ル
ヘ
シ｣

と
、
両
親
を
捕
え
る
た
め
の
囮
と
な
っ
た
こ
と
も
知
ら
ず
に
遊
ぶ
、
知

恵
も
な
く
幼
い
者
た
ち
を
憐
れ
む
寓
意
の
あ
る
歌
と
捉
え
て
い
る
。
続
い
て

『

万
葉
考』

は
、
武
埴
安
彦
の
反
乱
を
暗
示
し
た
日
本
書
紀
十
八

番
歌
謡
に
等
し
い

｢

た
と
へ
哥｣

と
し
、
そ
の
諷
刺
の
内
容
を

｢

近
江
の
海
を
し
も
い
へ
れ
ば
、
大
友
皇
子
皇
太
子
を
し
り
ぞ
け
奉
つ
ら
む
は

か
り
ご
と
の
有
と
き
の
た
と
へ
ご
と
か｣

と
、
壬
申
の
乱
と
の
関
連
で
説
き
、『

略
解』

も
同
様
に
理
解
し
た
。
さ
ら
に

『

古
義』

は
、

中
山
厳
水
云
、
こ
は
天
武
天
皇
の
、
吉
野
に
入
座
し
後
、
大
友
皇
子
の
、
天
武
天
皇
を
襲
ひ
賜
は
む
と
て
、
し
の
び�
に
軍
の
設
な
ど

せ
さ
せ
賜
ふ
ほ
ど
、
高
市
皇
子
、
大
津
皇
子
は
、
其
事
を
知
せ
賜
は
ず
て
、
何
心
も
無
て
お
は
す
を
見
て
、
天
武
天
皇
に
、
志
あ
る
臣
の

よ
み
て
、
二
人
の
皇
子
等
に
、
諷
し
奉
り
た
る
歌
な
る
べ
し
、
と
い
へ
り
、
信
に
さ
も
あ
り
な
む

と
、
大
海
人
皇
子
で
あ
っ
た
天
武
天
皇
の
吉
野
入
り
後
、
大
友
皇
子
が
襲
撃
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
高
市
皇
子
・
大
津

皇
子

(

天
武
天
皇
の
皇
子
た
ち)

に
臣
下
が
諷
喩
し
た
歌
と
理
解
し
て
い
る

(�)
。
ま
た
、
寓
意
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も

『

全
註
釈』

が

｢

ど
の
よ

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌
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う
に
も
事
實
に
當
て
ら
れ
る
の
で
、
實
際
に
イ
カ
ル
ガ
と
ヒ
メ
と
を
何
人
に
た
と
え
て
い
る
か
は
、
決
定
し
が
た
い
。
材
料
と
し
て
、
花
橘
に

媒
鳥
を
懸
け
て
い
る
風
景
を
捕
え
て
、
巧
み
に
寓
意
を
盛
り
あ
げ
て
い
る
。
上
品
な
諷
喩
の
作
で
あ
る｣

と
す
る
よ
う
に
、
寓
意
の
内
実
を
明

ら
か
に
は
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る

(�)
。

社
会
的
な
事
件
を
諷
刺
す
る

｢

童わ
ざ

謡う
た｣

と
し
て
の
寓
意
説
が
あ
る
一
方
、
宣
長
は

｢

聞
エ
タ
ル
ト
ホ
リ
也｣

(｢

万
葉
集
十
三
之
巻
疑
問｣)

と
し
、
そ
の
寓
意
を
認
め
な
い

(�)
。
さ
ら
に
松
岡

『

論
究』

は

『

古
義』

の
中
山
厳
水
説
を
挙
げ

｢

聊
か
穿
ち
過
ぎ
で
、
湖
辺
航
過
に
際
し
、
眼

に
映
じ
た
光
景
を
叙
し
た
も
の
と
見
て
も
、
間
然
す
る
所
の
な
い
芸
術
作
品
で
あ
る｣

と
し
、
窪
田

『

評
釈』

は

｢

奈
良
朝
の
知
識
人
の
、
近

江
の
海
の
遊
覧
者
と
な
っ
て
の
感
懐
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う｣

と
す
る
。『

私
注』

も

｢

そ
の
囮
の
心
な
げ
に
、
遊
び
た
は
む
れ
る
さ
ま
に
興

を
お
こ
し
て
の
民
謡
で
あ
ら
う
。
…
…
別
に
寓
意
を
考
へ
る
に
は
及
ば
ぬ
歌
で
、
た
の
し
み
謡
ふ
民
謡
と
だ
け
み
れ
ば
足
り
る
も
の
で
あ
ら
う｣

と
、『

全
集』

は

｢

琵
琶
湖
畔
の
わ
ら
べ
歌｣

説
を
唱
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
諸
注
釈
書
は
、
奈
良
朝
官
人
の
詠
、
あ
る
い
は
現
地
で
伝

誦
さ
れ
た
叙
景
歌
と
み
る
の
だ
が
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
三
二
三
九
番
歌
は
旅
に
お
け
る
歌
で
あ
り
、
現
地
の
民
謡
・
童
謡
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
非
寓
意
説
は
、
民
謡
と
取
る
か
都
人
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
歌
と
見
る
か
で
異
な
る
が

｢

近
江
の
海｣

遊
覧
の
叙
景
歌
と
す
る
こ
と

で
は
一
致
し
て
い
る
。
曽
倉
岑
担
当

『

全
注』

は
、

寓
意
説
を
直
接
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
当
事
者
・
関
係
者
で
な
い
以
上
、
寓
さ
れ
た
意
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

で
き
る
限
り
、
寓
意
説
を
排
し
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
寓
意
説
か
ら
歌
を
切
り
離
し
た
上
で
、
三
二
三
九
番
歌
が

｢

近
江
の
海｣
の
岬
に
あ
る
情
景
を
詠
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て

｢

湖
上
を
船
で
行

く
人｣

に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
と
す
る
。

だ
が
、
非
寓
意
説
に
も
問
題
点
が
あ
る
。
一
つ
は

｢

花
橘｣

と

｢

い
か
る
が｣

｢
ひ
め｣

と
の
季
節
の
ズ
レ
で
あ
る
。
窪
田

『

評
釈』

は
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｢
花
橘｣

を

｢

こ
こ
は
花
を
心
に
お
い
て
の
橘
で
あ
る｣

と
し
、｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が
渡
っ
て
く
る

｢

秋
の
季
節｣

に

｢

船
に
乗
つ

て
、
近
江
の
湖
の
岸
沿
ひ
を
周
航｣

し
た

｢

奈
良
朝
の
知
識
人｣

の
歌
と
す
る
。
ま
た

『

私
注』

も

｢

花
橘｣

を

｢

修
辭
た
る
に
す
ぎ
な
い｣

と
し

｢
早
春
、
又
は
秋
冬｣

の
琵
琶
湖
の
情
景
を
詠
っ
た

｢

近
江
の
民
謡｣

と
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り

｢

い
か
る
が｣

｢

ひ
め｣

が
と
も
に

生
活
す
る
季
節
の

｢

近
江
の
海｣

の
情
景
を
詠
ん
だ
の
で
あ
り
、｢

花
橘｣

は
実
景
で
は
な
い
と
す
る
の
だ
が
、
情
景
の
一
方
の
み
を
事
実
と

し
て
捉
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
花
咲
く

｢

橘｣

の
枝
に
囮
と
し
て
仕
掛
け
ら
れ
た

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が

遊
ぶ
姿
す
べ
て
が
、｢
近
江
の
海｣

の
情
景
を
描
き
だ
す
表
現
な
の
で
あ
る
。｢

花
橘｣

の
み
が
幻
想
の
景
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
景
が
選

ば
れ
た
意
義
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
三
二
三
九
番
歌
が
遊
覧
者
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
叙
景
歌
だ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
地
に
伝
わ
る
民
謡
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
歌
に
寓
意
が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
三
二
三
九
番
歌
が
寓
意
を
読
み
取
ら
せ
る
表
現
や
構
造
を
も
っ
て
い

る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

日
本
書
紀
歌
謡
と
の
つ
な
が
り

寓
意
説
の
論
拠
と
な
っ
て
き
た
の
が
、
日
本
書
紀
の
崇
神
天
皇
条
十
八
番
歌
謡
と

｢

童
謡｣

と
記
さ
れ
た
天
智
天
皇
条
一
二
六
〜
一
二
八
番

歌
謡
で
あ
る
。
巻
十
三
に
は
、
記
紀
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
歌
も
多
い
。
本
章
で
は
、
寓
意
説
の
論
拠
と
な
っ
て
き
た
日
本
書
紀
の
歌
謡
に

つ
い
て
検
討
し
、
巻
十
三
と
記
紀
の
世
界
と
の
関
連
か
ら
、
三
二
三
九
番
歌
が
ど
の
よ
う
な
発
想
を
も
つ
歌
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。

以
下
が
、
崇
神
天
皇
条
の
該
当
場
面
で
あ
る

(�)
。

壬じ
ん

子し

に
、
大お

ほ

彦
び
こ
の

命
み
こ
と

、
和わ

珥に
の

坂さ
か

の
上へ

に
到い

た

る
。
時
に
少
女

を

と

め

有あ

り
、
歌

う
た
よ
み

し
て
曰い

は

く
、
一あ

る

に
云い

は
く
、
大
彦
命
、
山や

ま

背し
ろ

の
平
坂

ひ
ら
さ
か

に
到
る
。
時
に
、

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

九



道み
ち

の
側

ほ
と
り

に
童

わ
ら
は

女め

有あ

り
、
歌

う
た
よ
み

し
て
曰
は
く
、
と
い
ふ
。

御み

間ま

城き

入い
り

彦び
こ

は
や

己お
の

が
命を

を

弑し

せ
む
と

窃ぬ
す

ま
く
知
ら
に

姫ひ
め

遊な
そ

び
す
も

一
に
云
は
く
、
大お

ほ

き
門と

よ
り

窺
う
か
か

ひ
て

殺こ
ろ

さ
む
と
す

ら
く
を

知
ら
に

姫ひ
め

遊な
そ

び
す
も

(

十
八)

と
い
ふ
。
是こ

こ

に
、
大
彦
命
異あ

や

し
び
て
、
童

わ
ら
は

女め

に
問
ひ
て
曰い

は

く
、｢

汝な

が
言
ひ
つ
る
は
何な

に

の
辞こ

と

ぞ｣

と
い
ふ
。
対こ

た

へ
て
曰
く
、｢

言
も
の
い

は
ず
。

唯た
だ

歌う
た

ひ
つ
る
の
み｣

と
い
ふ
。
乃

す
な
は

ち
重
ね
て
先さ

き

の
歌
を
詠う

た

ひ
、
忽

た
ち
ま
ち

に
見
え
ず
な
り
ぬ
。
大
彦
乃
ち
還か

へ

り
て
具

つ
ぶ
さ

に
状

あ
る
か
た
ちを

以も

ち
て
奏ま

を

す
。
是こ

こ

に
天

す
め
ら

皇
み
こ
と

の
姑

み
を
ば

倭
や
ま
と

迹と

迹と

日ひ

百も
も

襲そ

姫
び
め
の

命
み
こ
と

、
聡さ

明と

く
叡さ

智か

し
く
ま
し
ま
し
て
、
能よ

く

未
ゆ
く
さ
き
の

然こ
と

を
識し

り
た
ま
へ
り
。
乃
ち
其
の
歌
の
怪

し
る
ま
し

を

知
り
ま
し
て
、
天
皇
に
言ま

を

し
た
ま
は
く
、｢

是こ
れ

、
武
埴

た
け
は
に

安
彦

や
す
び
こ

が
謀

反

み
か
ど
か
た
ぶ

け
む
と
す
る
表

し
る
し

な
ら
む
。
吾わ

が
聞
か
く
、
武
埴
安
彦
が
妻め

吾あ

田た

媛ひ
め

、

密ひ
そ
かに

来き
た

り
て
、
倭

や
ま
と

の
香か

ぐ

山や
ま

の
土は

に

を
取
り
、
領
巾

ひ

れ

の
頭は

し

に
裹つ

つ

み
て
、
祈の

ろ

ひ
て
曰ま

を

さ
く
、『

是こ
れ

、

倭
や
ま
と
の

国く
に

の
物も

の

実し
ろ』

と
ま
を
し
、
則

す
な
は

ち
反か

へ

る
と
。

物
実
、
此こ

こ

に
は
望も

能の

志し

呂ろ

と
い
ふ
。
是こ

こ

を
以
ち
て
、
事こ

と

有あ

ら
む
と
知
り
ぬ
。
早

う
む
や
け

く
図は

か

る
に
非あ

ら

ず
は
、
必
ず
後お

く

れ
な
む｣

と
ま
を
し
た
ま
ふ
。

大
彦
命
が
和
珥
坂
で
少
女
に
出
会
い
、
そ
の
少
女
は
十
八
番
歌
謡
を
歌
う
。
不
思
議
に
思
っ
た
大
彦
命
は
童
女
に
尋
ね
る
が
、
童
女
は

｢

た

だ
歌
っ
た
だ
け
だ｣

と
答
え
た
。
仔
細
を
受
け
て
、
崇
神
天
皇
の
姑
で
あ
り
聡
明
な
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
は
、
吾
田
媛

(

武
埴
安
彦
の
妻)

が

密
か
に
香
具
山
の
土
を
取
り

｢

倭
国
の
物
実｣

で
あ
る
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
、
歌
の
意
味
を
、
武
埴
安
彦
の
謀
反
の
予
兆
と
し
て
説
い
た
場
面

で
あ
る

(�)

。
突
然
現
れ
た

｢

少
女｣

は
歌
を
歌
い
、
大
彦
命
の
不
審
に
も

｢

唯
歌
ひ
つ
る
の
み｣

と
言
い
、
歌
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
も
な
く

忽
然
と
姿
を
消
す
。｢

少
女｣

の
歌
は
、
大
彦
命
が

｢

異
し｣

ん
だ
よ
う
に
、｢

御
間
城
入
彦｣

(

崇
神
天
皇)

の
命
が
奪
わ
れ
そ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
反
乱
の
首
謀
者
や
方
法
な
ど
具
体
的
に
実
態
を
示
す
こ
と
は
な
い
。
謀
反
が
起
こ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
、

崇
神
天
皇
は

｢

姫
遊
び｣

を
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
る
で
揶
揄
す
る
か
の
よ
う
に
歌
う
。
こ
の

｢

姫
遊
び
す
も｣

と
い
う
詞
章
は
、
類
似
の
歌

謡
で
あ
る
古
事
記
二
二
番
歌
謡
に
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
示
す
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
早
く
に

『

古
事
記
伝』

が

｢

媛
遊
と
は
、
天

皇
の
美
女
を
集
へ
て
、
宴
な
ど
し
給
ふ
を
云
る
な
る
べ
し｣

と
し
、
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
。
つ
ま
り
、
女
性
と
戯
れ
て
い
る
間
に
、
謀
反

一
〇



が
起
き
る
こ
と
を
歌
に
よ
っ
て
示
唆
し
、
事
件
を
悟
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本
書
紀
の
十
八
番
歌
謡
は

｢

童
謡｣

と
は
記
載
さ
れ
な
い
が
、

今
後
の
展
開
と
現
状
と
を
対
比
す
る
こ
と
で
暗
示
す
る
、
と
い
う
歌
の
構
造
と
し
て

｢

童
謡｣

的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る

(�)

。｢

童
謡｣

と
は

『

春
秋
左
史
伝』

以
下
の
中
国
歴
史
書
に
倣
っ
た
も
の
で

｢

何
ら
か
の
社
会
的
事
件
の
前
兆
の
歌
か
、
批
評
の
歌｣

と
さ
れ
る

(�)

。

｢

童
謡｣
と
記
載
の
な
い
日
本
書
紀
の
十
八
番
歌
謡
と
万
葉
集
の
三
二
三
九
番
歌
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
同
じ
構
造
を
も
つ
歌
で
あ
る
。

〈

予
見

〉
｢

知
ら
に｣

〈

現
状

〉

日
本
書
紀

十
八
番
歌
謡�
己
が
命
を

弑
せ
む
と

窃
ま
く

知
ら
に

姫
遊
び
す
も

万
葉
集

三
二
三
九
番
歌�
汝
が
母
を

取
ら
く
を

知
ら
に

汝
が
父
を

取
ら
く
を

知
ら
に

い
そ
ば
ひ
居
る
よ

い
か
る
が
と
ひ
め
と

両
者
は
、｢

知
ら
に｣

と
い
う
言
葉
を
挟
む
形
式
で

〈
予
見〉

と

〈

現
状〉

と
を
対
置
し
、
今
後
の
成
り
行
き
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、｢

童
謡｣

と
記
載
が
な
く
と
も
、
悲
劇
の
予
兆
を
語
る
歌
謡
の
型
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
三
二
三
九
番
歌
は
、
自
分
の
母
父
が
捕
ら
え

ら
れ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
ま
ま

｢

い
か
る
が｣

｢

ひ
め｣

と
が

｢
い
そ
ば
ひ
居
る｣

こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。｢

い
そ
ば
ひ｣

は
、
ふ
ざ
け
る
の

意
の

｢

そ
ば
ふ｣

に
接
頭
語

｢

い｣

が
付
い
た
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(�)
。
日
本
書
紀
と
三
二
三
九
番
歌
の

〈

予
見〉

は
と
も
に
命
が
奪
わ
れ
る

こ
と
で
あ
り
、〈

現
状〉

は
、
天
皇
が
女
性
と
戯
れ
る
こ
と
を
示
す

｢

姫
遊
び｣

と
、｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
の
戯
れ
で
あ
り
、
こ
ち
ら

も
共
通
し
て
い
る
。
や
は
り
、
三
二
三
九
番
歌
も
、
今
後
の
悲
劇
を
暗
示
す
る
歌
・
寓
意
の
歌
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の

〈

寓
意〉

に
は
、
何
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
従
来
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
壬
申
の
乱
の
予
兆
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。
以
下
が
、
日
本
書
紀
の
天
智
天
皇
条
の
歌
謡
で
あ
る
。

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

一
一



十
二
月
の
癸き

亥が
い

の
朔

つ
き
た
ち

に
し
て
乙い

つ

丑ち
う

に
、
天

皇

す
め
ら
み
こ
と

、
近
江

あ

ふ

み

宮
の
み
や

に
崩

か
む
あ
が

り
ま
し
ぬ
。

癸き

酉い
う

に
、
新
宮

に
ひ
み
や

に
殯

も
が
り

す
。
時と

き

に
、
童
謡

わ
ざ
う
た

あ
り
て
曰い

は

く
、

み
吉え

し

野の

の

吉え
し

野の

の
鮎あ

ゆ

鮎あ
ゆ

こ
そ
は

島し
ま

傍へ

も
良え

き

え
苦く

る

し
ゑ

水な

葱ぎ

の
下も

と

芹せ
り

の
下も

と

吾あ
れ

は
苦く

る

し
ゑ

其そ

の
一

(

一
二
六)

臣お
み

の
子こ

の

八や

重へ

の
紐ひ

も

解と

く

一ひ
と

重へ

だ
に

い
ま
だ
解と

か
ね
ば

御み

子こ

の
紐ひ

も

解と

く

其
の
二

(

一
二
七)

赤あ
か

駒ご
ま

の

い
行ゆ

き
憚

は
ば
か

る

真ま�く
ず

原は
ら

何な
に

の
伝つ

て

言こ
と

直た
だ

に
し
良え

け
む

其
の
三

(

一
二
八)

と
い
ふ
。

天
智
天
皇
が
崩
御
し
、
殯
宮
儀
礼
が
行
わ
れ
た
際
に
詠
わ
れ
た
三
首
の

｢

童
謡｣

で
あ
る
。
一
二
六
番
歌
謡
で
は

｢

島
傍｣

で
も
快
適
に
過

ご
す
吉
野
川
の

｢

鮎｣

と

｢

水
葱｣

｢

芹｣
の
下
で
苦
し
む

｢

吾｣

と
が
歌
わ
れ
る
。
一
二
七
番
歌
謡
は

｢

臣
の
子｣

｢

御
子｣

の
紐
を
解
く
こ

と
を
歌
い
、
一
二
八
番
歌
謡
は

｢

真�
原｣

で

｢
伝
言｣

を
受
け
直
接
会
い
た
か
っ
た
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
首
の

｢

童
謡｣

は
、

十
八
番
歌
謡
と
は
異
な
り
、
歌
を
説
明
す
る
物
語
を
持
た
な
い
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
早
く
に

『

厚
顔
抄』

が

｢

此
ハ

大
友
皇
子
ノ
山
中
ニ
入
テ
自
縊
タ
マ
フ
ヘ
キ
意
ナ
ト
ニ
ヤ｣
と
し
て
以
来
、
壬
申
の
乱
と
関
連
さ
せ
た
解
釈
が
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
一
二
六

番
歌
謡
の

｢

吾｣

を
大
友
皇
子
と
し
、｢

吉
野
の
鮎｣

で
あ
れ
ば
川
の
島
に
も
住
め
る
が
、｢

吾｣

は

｢

水
葱｣

｢

芹｣

の
下
で
は
苦
し
い
の
だ
、

と
吉
野
に
籠
り
壬
申
の
乱
に
勝
利
す
る
大
海
人
皇
子
と
敗
北
す
る
大
友
皇
子
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
も
の
が
多
い

(�)

。
だ
が
、
歌
謡

を
導
く
地
の
文
と
の
関
り
を
重
要
視
す
る
な
ら
ば
、
後
に
起
こ
る
壬
申
の
乱
に
結
び
つ
け
る
の
は
早
計
で
あ
る
と
の
青
木
周
平
の
解
釈
も
あ
る

(�)

。

青
木
は
、
小
島
憲
之
の

｢

天
皇
の
新
喪
そ
の
も
の
の
諷
刺
と
す
れ
ば
挽
歌
に
近
い
も
の
と
も
み
ら
れ
る｣

と
い
う
指
摘
を
受
け

(�)

、
三
首
を

｢

女

性
、
お
そ
ら
く
天
皇
に
仕
え
る
女
官
の
歌｣

と
し
た

(�)
。
日
本
書
紀
に
お
け
る

｢

童
謡｣
で
後
の
物
語
に
お
い
て
歌
の
解
釈
が
な
さ
れ
な
い
の
は
、

斉
明
六
年
の
一
二
二
番
歌
謡
、
天
智
九
年
の
一
二
四
番
歌
謡
、
天
智
十
年
の
一
二
五
番
歌
謡
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
、
百
済
救
援
軍

一
二



の
敗
北
、
法
隆
寺
の
焼
失
、
渡
来
人
へ
の
叙
爵
と
い
う
出
来
事
の
直
後
に

｢

童
謡｣

が
記
さ
れ
て
い
る
。
青
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
の
一
二

六
〜
一
二
八
番
歌
謡
も
天
智
天
皇
の
崩
御
を
受
け
て
記
さ
れ
た
、
事
件
直
後
の
鎮
魂
を
意
図
し
た

｢

童
謡｣

と
み
る
べ
き
蓋
然
性
は
高
い
。
壬

申
の
乱
に
関
連
づ
け
た
と
し
て
も
天
皇
崩
御
に
導
か
れ
た

｢

童
謡｣

と
理
解
し
て
も
、
拠
点
と
な
っ
た
地
で
あ
る

｢

吉
野｣

が
大
海
人
皇
子
の

暗
示
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

日
本
書
紀
の

｢
童
謡｣

は
、
日
本
書
紀
の
問
題
と
し
て
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、｢

童
謡｣

と
記
さ
れ
た
天
智
天
皇
崩
御
に
関
す
る
一

二
六
番
歌
謡
に
詠
ま
れ
る

｢

吉
野
の
鮎｣

に
は
、
す
で
に
吉
野
入
り
が
描
か
れ
て
い
る
大
海
人
皇
子
の
存
在
の
寓
意
が
あ
る
こ
と
、｢

童
謡｣

の
記
載
が
な
い
十
八
番
歌
謡
は
、
未
来
を

｢

知
ら｣

ず
に
過
ご
す

〈

現
状〉

を
描
く
構
造
を
持
つ
悲
劇
を
暗
示
す
る
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

五

巻
十
三
と
記
紀
の
世
界

万
葉
集
の
三
二
三
九
番
歌
は
、｢

近
江
の
海｣

の
情
景
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。｢

近
江
の
海｣

と
い
う
都
か
ら
離
れ
た
地
に
お
い
て
、
都
の
冬

の
情
景
と
し
て
馴
染
み
深
い

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣
た
ち
が
遊
ぶ
姿
を
見
て
発
想
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
都
の
冬
を
象
徴
す
る

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
は
、
今
後
起
き
る
で
あ
ろ
う
事
件
を
知
ら
ず
に
遊
ぶ
。
雄
大
な

｢

近
江
の
海｣

の
岬
ご
と
に
初
夏
に
咲
く

｢

橘｣

の
花
に
彩
ら

れ
た
枝
に
、
囮
と
し
て
仕
掛
け
ら
れ
た
冬
鳥
の

｢

い
か
る
が｣

と

｢
ひ
め｣

と
が
無
邪
気
に
遊
ぶ
様
子
が
、
母
父
が
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
と

い
う
今
後
の
事
件
の
哀
れ
さ
を
強
く
印
象
づ
け
る
。
日
本
書
紀
歌
謡
と
同
じ
く
未
来
を

｢

知
ら｣

ず
に
過
ご
す

〈

現
状〉

が
対
比
的
に
描
か
れ

る
構
造
を
持
つ
以
上
、
三
二
三
九
番
歌
は
、
何
ら
か
の
寓
意
を
も
つ
歌
で
あ
る
。
だ
が
、
歌
が
詠
ま
れ
た
時
点
で
込
め
ら
れ
た
寓
意
は
、
判
然

と
は
し
な
い
。

『

釈
注』

は
、
元
来
は

｢

童
謡｣

(

何
を
寓
し
た
か
は
不
明)

で
あ
っ
た
が
、
巻
十
三
の

｢
雑
歌｣

と
し
て
は

｢

近
江
を
旅
し
た
人
が
そ
の
地

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

一
三



方
の
珍
し
い
風
俗
に
感
銘
し
て
詠
ん
だ
歌｣

と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
す
る
が
、
巻
十
三
の
理
解
と
し
て
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
記
紀
と
の
つ
な

が
り
を
意
識
さ
せ
る
歌
が
巻
十
三
に
多
く
収
載
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『

釈
注』

の
よ
う
に
、
巻
十
三
の
歌
と
し
て
記
紀
と
の
つ
な
が

り
を
想
起
で
き
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
巻
十
三
の
歌
と
記
紀
の
世
界
の
つ
な
が
り
を
整
理
し
て
お
く
。

〇
雑
歌

二
七
首

三
二
二
一
〜
三
二
四
七

三
二
二
七
〜
三
二
二
九

―

｢

葦
原
の
瑞
穂
の
国｣

天
孫
降
臨

三
二
四
二

―

｢
泳
の
宮｣

景
行
紀

三
二
四
七

―

｢
沼
名
川｣

天
の
真
名
井
神
話

〇
相
聞

五
七
首

三
二
四
八
〜
三
三
〇
四

三
二
六
三
左
注

｢

古
事
記
を
検
す
る
に
曰
く
、｢

件
の
歌
は
、
木
梨
之
軽
太
子
の
み
づ
か
ら
ま
か
り
し
時
に
つ
く
る｣

と
い
へ
り｣

反
歌
三
二
六
四
・
或
書
反
歌
三
二
六
五

―

古
事
記
九
十
番
歌
謡

〇
問
答

十
八
首

三
三
〇
五
〜
三
三
二
二

三
三
一
〇
〜
三
三
一
三

―

古
事
記
二
番
歌
謡
・
日
本
書
紀
九
六
番
歌
謡

〇
譬
喩
歌

一
首

三
三
二
三

〇
挽
歌

二
四
首

三
三
二
四
〜
三
三
四
七

三
三
三
一

―

日
本
書
紀
七
七
番
歌
謡

巻
十
三

｢

雑
歌｣

に
お
い
て
は
二
七
首
中
、
当
該
の
三
二
三
九
番
歌
を
含
め
四
作
品
が
記
紀
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
認
め
う
る
。
作
品
ご

と
の
個
別
の
検
討
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
巻
十
三
の
歌
が
記
紀
の
世
界
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う

(�)
。
記
紀
の
世
界
と
の

一
四



つ
な
が
り
を
も
つ
歌
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
収
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
偶
然
と
は
考
え
難
く
、
巻
十
三
の
特
質
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
見
る
の

が
自
然
で
あ
る
。
巻
十
三
の
編
者
は
記
紀
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
記
紀
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
は
、
巻
十

三
の
歌
に
歌
謡
の
形
式
を
も
つ
も
の
が
多
い
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
い
。

伊
藤
博
は
、
巻
十
三
を

｢

宮
廷
歌
謡
集
、
い
わ
ば
宮
廷
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
お
け
る
歌
の
台
本｣

｢

宮
廷
歌
人
に
影
響
を
与
え
る
と

同
時
に
、
宮
廷
歌
人
の
作
の
伝
誦
さ
れ
た
も
の
な
ど
宮
廷
の
新
し
い
歌
謡
を
も
吸
収
し
て
あ
っ
た
宮
廷
歌
謡
集｣

と
述
べ
る

(�)

。
早
く
に

『

万
葉

考』

が
巻
十
三
を
巻
一
二
に
続
く

｢

古
撰
の
巻｣

と
指
摘
し
、
伊
藤
論
も
古
く
か
ら
あ
る

｢

宮
廷
歌
謡
集｣

と
し
て
巻
十
三
を
位
置
づ
け
た
。

だ
が
、
巻
十
三
の
歌
を
古
層
と
の
み
捉
え
る
こ
と
の
限
界
は
、
長
反
歌
の
形
式
な
ど
か
ら
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
太
田
善
麿
が

｢

歌
と
い

う
文
芸
形
態
の
可
能
性
を
た
し
か
め
、
新
様
式
の
開
拓
を
さ
え
企
図
し
た
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
遺
品

(�)｣

、
遠
藤
宏
が

｢

万
葉
後
期
の
文
学
的

営
為｣

｢
(

人
麻
呂
以
降
の
―
筆
者
注)
新
し
い
方
向
性
へ
の
模
索

(�)｣

、
上
野
誠
が

｢

古
い
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
よ
う
に
装
わ
れ
た
作
品

(�)｣

と
し

て
批
判
す
る
よ
う
に
、
巻
十
三
は
、
記
紀
の
物
語
と
い
う
宮
廷
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
新
た
に
創
作
さ
れ
た
歌
を
収
載
し

た
巻
と
考
え
ら
れ
る
。
巻
十
三
の
特
質
と
は
、
五
味
義
保
が
指
摘
す
る
よ
う
に

｢

作
者
の
名
を
得
ず
説
話
の
中
心
た
る
一
人
物
に
結
び
付
き
得

な
か
っ
た
歌
謡｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

(�)
。
巻
十
三
は
、
古
歌
謡
の
形
式
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
新
た
に
創
作
さ
れ
た
、
記
紀
の
世
界
と
の
接
近

を
果
た
す
歌
が
集
め
ら
れ
た
巻
な
の
で
あ
ろ
う
。

当
該
の
三
二
三
九
番
歌
は

｢

近
江
の
海｣

を
訪
れ
た
都
人
に
よ
る
旅
の
歌
の
発
想
を
も
っ
た
歌
で
あ
る
。
岬
ご
と
に
咲
く

｢

花
橘｣

に
彩
ら

れ
た

｢

近
江
の
海｣

に
は
、
母
父
を
捕
え
る
た
め
の
囮
と
し
て
仕
掛
け
ら
れ
た

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が
戯
れ
て
い
る
。
旅
の
歌
の
発

想
に
よ
っ
て
雄
大
で
美
し
い

｢

近
江
の
海｣

の
情
景
を
詠
う
が
、
今
後
起
き
る
で
あ
ろ
う
不
吉
な
事
件
を
暗
示
す
る
歌
で
も
あ
る
。
眼
前
に
広

が
る
美
し
い

｢

近
江
の
海｣

の
初
夏
の
情
景
は

｢

花
橘｣

の

｢

上
枝｣

｢

中
つ
枝｣

｢

下
枝｣

の
細
部
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
。

上
中
下
の
枝
の
描
写
は
、
古
事
記
の
雄
略
天
皇
条
の
三
重
の
采
女
の
歌
謡

(

九
九)
に
も
み
ら
れ
る
。
三
重
の
采
女
は
、
杯
に
槻
の
葉
が
落

ち
た
こ
と
に
気
が
つ
か
ず
雄
略
天
皇
に
捧
げ
、
天
皇
は
激
怒
し
三
重
の
采
女
を
斬
ろ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
采
女
は
、
天
皇
の
治
世
を
讃
美
す
る

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

一
五



歌
を
歌
う
。｢

…
…
百も

も

足だ

る

槻つ
き

が
枝え

は

上ほ

つ
枝え

は

天あ
め

を
覆お

へ
り

中な
か

つ
枝え

は

東
あ
づ
ま

を
覆お

へ
り

下し
づ

枝え

は

鄙ひ
な

を
覆お

へ
り
…
…｣

と
、
杯

に
落
ち
た
槻
の
上
段
中
段
下
段
の
枝
が
、
そ
れ
ぞ
れ
天
・
東
・
鄙
を
覆
う
よ
う
に
、
天
皇
の
治
世
も
天
上
・
地
上
の
す
べ
て
に
届
い
て
い
る
こ

と
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
上
中
下
の
枝
の
広
が
り
が
、
広
大
な
空
間
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
讃
美
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

三
二
三
九
番
歌
に
お
い
て
も
、
記
紀
歌
謡
の
伝
統
的
な
讃
美
的
型
に
よ
っ
て
、
美
し
い

｢

近
江
の
海｣

の
情
景
を
詠
み
、
悲
劇
を
語
る
型
に

よ
っ
て
、
今
後
の
成
り
ゆ
き
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
三
二
三
九
番
歌
の
不
吉
な
事
件
の
内
実
は

｢

近
江
の
海｣

と
い
う
点
だ
け
で
は
、
断
言
で
き
な
い
。
た
だ
、
編
纂
さ
れ
た
巻
十
三
に

お
い
て
は
、
記
紀
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
意
識
さ
れ
、
そ
の
た
め

｢

近
江
の
海｣

で
起
き
る
事
件
と
し
て
、
壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
滅
ぼ

さ
れ
る
近
江
を
拠
点
と
し
た
大
友
皇
子
の
物
語
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

巻
十
三
に
収
載
さ
れ
た
三
二
三
九
番
歌
は
、｢

近
江
の
海｣

の
情
景
を
詠
い
な
が
ら
今
後
の
不
吉
な
事
件
を
暗
示
す
る
、
記
紀
歌
謡
の
様
式

を
も
つ
歌
で
あ
る
。
琵
琶
湖
畔
を
訪
れ
た
都
人
に
と
っ
て
馴
染
み
の
冬
鳥

｢

い
か
る
が｣

と

｢

ひ
め｣

と
が
遊
ぶ
様
子
は
、
事
件
の
悲
劇
的
な

結
末
を
予
想
さ
せ
る
。
そ
の
歌
が
記
紀
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
の
強
い
巻
十
三
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
し
く
雄
大
な

｢

近
江

の
海｣

に
遊
ぶ
鳥
た
ち
の
無
邪
気
な
様
は
、
史
実
と
は
逆
の
大
海
人
皇
子
の
子
ど
も
た
ち
の
危
機
を
暗
示
す
る
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
、
近
江
を

拠
点
と
し
滅
ぼ
さ
れ
て
い
っ
た
大
友
皇
子
と
大
海
人
皇
子
と
の
、
壬
申
の
乱
と
い
う
歴
史
的
な
悲
劇
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

注

(

１)

万
葉
集
の
引
用
は

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

に
よ
る
。

一
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(

２)

上
野
理
担
当

｢

た
ち
ば
な｣

(

稲
岡
耕
二
編

『

万
葉
集
事
典』

別
冊
国
文
学
四
六
、
学
燈
社
、
一
九
九
三
年
八
月)

(
３)

寺
川
真
知
夫

｢『

万
葉
集』

の
橘
―
そ
の
表
現
の
展
開｣

(｢

同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学｣

七
、
一
九
九
五
年
十
月)

(
４)

｢

ほ
と
と
ぎ
す｣

と
と
も
に
詠
ま
れ
た
例�
巻
十
・
一
九
五
〇
、
一
九
五
四
―
作
者
未
詳
、
巻
八
・
一
四
八
一
・
一
四
八
六
・
一
五
〇
九
、
巻
十
八
・

四
一
〇
一
、
巻
十
九
・
四
一
六
九
・
四
一
七
二
・
四
一
八
〇
―
大
伴
家
持

｢

五
月｣
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
例�
巻
八
・
一
五
〇
二
―
坂
上
郎
女
、
巻
八
・
一
五
〇
四
―
高
安
、
巻
十
八
・
四
一
〇
一
、
巻
十
九
・
四
一
六
九
―

大
伴
家
持

(

５)
｢

橘｣

の

｢
花｣
を
詠
む
歌
も
あ
る
が
、
コ
ミ
カ
ン
の

｢

橘｣

と
思
わ
れ
る
歌
も
含
ま
れ
る
。
本
論
で
は
考
察
の
対
象
を

｢

花
橘｣

に
限
る
。

(

６)
｢

花
橘｣

を

｢(

玉
に)

貫
く｣

例�
巻
三
・
四
二
三

山
前
王
、
巻
八
・
一
四
七
八
、
巻
十
・
一
九
六
七
―
作
者
未
詳
、
巻
八
・
一
五
〇
二
―
坂
上

郎
女
、
巻
十
七
・
三
九
八
四
、
巻
十
九
・
四
一
〇
一
・
四
一
〇
二
・
四
一
六
六
・
四
一
八
〇
―
大
伴
家
持

｢

鏡
か
が
み

な
す

我わ

が
見
し
君
を

阿あ

婆ば

の
野
の

花は
な

橘
た
ち
ば
な

の

玉た
ま

に
拾ひ

り

ひ
つ｣

(

巻
七
・
一
四
〇
四

作
者
未
詳
・
挽
歌)

も
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
人
の

骨
を

｢

花
橘｣

で
作
る

｢

玉｣

と
し
て
拾
う
こ
と
が
歌
わ
れ

｢

玉
に
貫
く｣

と
い
う
表
現
を
受
け
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

７)

小
野
寺
静
子

｢

薬
玉
考｣

(｢

札
幌
大
学
女
子
短
期
大
学
部
紀
要｣

二
九
、
一
九
九
七
年
三
月)

(

８)
｢

花
橘｣

が

｢

散
る｣

｢

落
ち
る｣

例�
巻
八
・
一
五
〇
二
―
坂
上
郎
女
、
巻
八
・
一
四
八
六
、
一
五
〇
九
―
大
伴
家
持
、
巻
九
・
一
七
五
五
―
高
橋

虫
麻
呂
、
巻
十
・
一
九
五
〇
、
一
九
五
四
、
一
九
六
六
、
一
九
七
一
―
作
者
未
詳
、
巻
十
四
・
三
七
七
九
―
東
歌

(

９)
｢

我あ
れ

こ
そ
ば
憎に

く

く
も
あ
ら
め
我わ

が
や
ど
の
花
橘
を
見
に
は
来こ

じ
と
や｣

(

巻
十
・
一
九
九
〇)

は
、｢

花
橘｣

を
見
に
来
な
い
つ
も
り
な
の
か
と
つ
れ

な
い
相
手
を
な
じ
る
よ
う
な
歌
で
あ
る
。｢

花
橘｣

を

｢
見
る｣

こ
と
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も

｢

花｣

が
咲
い
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

｢

小を

里さ
と

な
る
花は

な

橘
た
ち
ば
な

を
引
き
攀よ

ぢ
て
折を

ら
む
と
す
れ
ど
う
ら
若
み
こ
そ｣

(

巻
十
四
・
三
五
七
四

防
人
歌)

は
、
若
い

｢

花
橘｣

を
手
折
る
こ
と
を

躊
躇
す
る
譬
喩
歌
で
あ
る
。｢

花
橘｣

は
美
し
く
う
ら
若
き
女
性
の
譬
え
だ
が
、｢

花
橘｣

を
手
折
る
の
は

｢

…
…
あ
や
め
ぐ
さ

花は
な

橘
た
ち
ば
な

に

貫ぬ

き
交ま

じ
へ

縵
か
づ
ら

に
せ
よ
と
…
…｣

(

巻
十
八
・
四
一
〇
一)

と
あ
る
よ
う
に

｢
縵｣

に
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
四
一
〇
一
番
歌
で
歌
わ
れ
る
、
あ
や
め

草
や
花
橘
に
真
珠
を
混
ぜ
て
緒
に
通
し
た

｢

縵｣

に
は
、｢

花
橘｣

の
花
弁
あ
る
い
は
花
房
が
用
い
ら
れ
る
。
三
五
七
四
番
歌
も
ま
た

｢

縵｣

と
し
て

髪
に
飾
る
た
め
手
折
ら
れ
た
、
花
咲
く

｢

花
橘｣

と
言
え
る
。

｢

鶉
う
ず
ら

鳴
く
古ふ

る

し
と
人
は
思お

も

へ
れ
ど
花は

な

橘
た
ち
ば
な

の
に
ほ
ふ
こ
の
や
ど｣

(

巻
十
七
・
三
九
二
〇)

は
、
家
持
が
平
城
の
旧
宅
に
独
り
で
い
る
時
に
詠
ん
だ

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

一
七



六
首
の
五
首
目
に
あ
た
る
。
人
は
寂
れ
た
と
思
う
平
城
だ
が
こ
の
旧
宅
に
は

｢

花
橘｣

が

｢

に
ほ
ふ｣

ほ
ど
だ
と
歌
う
こ
の
歌
は
、
安
積
皇
子
が
急
逝

し
て
ほ
ど
な
く
詠
ま
れ
た
。
古
び
た
旧
宅
に
や
り
切
れ
な
い
思
い
を
独
り
抱
え
て
い
る
家
持
だ
が
、
眼
に
は
美
し
い

｢

花
橘｣

が
映
る
。
一
首
目

(

三

九
一
六)

で

｢

橘｣

の

｢

匂
へ
る
香｣

が

｢

雨｣

で
消
え
て
し
ま
わ
な
い
か
、
二
首
目
で

｢

花
は
過
ぐ｣

と

｢

橘｣

の
散
っ
た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
お
り
、

三
九
二
〇
番
歌
の

｢

に
ほ
ふ｣

は
、
か
ぐ
わ
し
い

｢

香｣

も

｢

花｣

の
美
し
い
さ
ま
の
両
方
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

10)

類
聚
歌
林
が
引
用
し
た

｢

一
書｣

と
は

｢

伊
予
国
風
土
記｣

と
考
え
ら
れ
、
以
下
の
類
似
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
引
用
は

『

新
編
日

本
古
典
文
学
全
集』

に
よ
る
。

岡
本

を
か
も
と

の
天

皇

す
め
ら
み
こ
と

と
皇
后

こ
う
ご
う

と
の
二ふ

た�は
し
ら

を
以も

ち
て
、
一
度

い
ち

ど

と
す
。
時
に
大お

ほ

殿と
の

戸ど

に
椹む

く

と
臣を

み

の
木き

と
あ
り
。
そ
の
木
に
鵤

い
か
る
が

と
此し

米め

と
の
鳥
と
集す

だ

き
止
ま

れ
り
。
天
皇
、
こ
の
鳥
が
為た

め

に
枝
に
稲い

な

穂ほ

ど
も
を�か

け
て
養

や
し
な

ひ
賜た

ま

ふ
。
後
の
岡
本

を
か
も
と

の
天

皇

す
め
ら
み
こ
と

と
近あ

ふ

江み

の
大お

ほ

津つ

の
宮み

や

に

御
あ
め
の
し
た

宇
を
さ
め
た
ま

ひ
し
天
皇
、
ま

た
淨き

よ

御み

原は
ら

の
宮み

や

に
御
宇
ひ
し
天
皇
の
三�
を
以
ち
て
一
度
と
す
。
こ
を
幸み

行ゆ
き

五い
つ

度た
び

と
謂い

ふ
。

(

11)

壬
申
の
乱
と
関
連
し
た
寓
意
説
を
採
る
も
の
と
し
て
、
野
雁

『

新
考』

(

大
友
皇
子
の
御
う
へ
を
神
の
諭
し
た
ま
へ
る
童
謡
等
に
て
水
垣
宮
御
世
な

る
に
同
し
き
に
や｣)

、｢『

総
釈』

(
中
山
厳
水
説
を
引
用)

、
佐
佐
木

『

評
釈』

(『

古
義』

の
中
山
厳
水
説
を
挙
げ

｢

二
鳥
を
直
ち
に
二
皇
子
に
よ
そ
へ

た
と
は
い
ひ
が
た
い
と
も
思
ふ
が
、
採
る
べ
き
説
で
あ
る｣)

、『

大
系』

(｢

斉
明
紀
や
天
智
紀
に
見
え
る
よ
う
な
諷
喩
の
童
謡
の
一
種
と
も
い
う
。
近

江
の
海
と
歌
い
出
し
て
い
る
の
を
、
近
江
朝
廷
に
関
す
る
諷
刺
の
意
と
も
と
れ
る｣)

、『

注
釈』

(

中
山
厳
水
説
引
用)

、『

新
編』

(

崇
神
紀
十
八
番
歌

謡
、
壬
申
の
乱
の
直
前
の
諷
喩
説
に
言
及)

(

12)

寓
意
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
な
い
も
の
と
し
て
、
井
上

『

新
考』

(｢

寓
意
あ
る
歌
と
お
ぼ
ゆ｣)

、『

全
歌
講
義』

、『

全
解』

が
あ
る
。
な
お

『

集
成』

は

｢

旅
先
の
珍
し
い
風
俗
を
詠
ん
だ
歌
か
。
諷
喩
を
含
ん
だ
童
謡
と
も
い
う｣

と
、
寓
意
か
否
か
の
判
断
を
保
留
し
て
い
る
。

(

13)

本
居
宣
長

｢

万
葉
集
十
三
之
巻
疑
問｣

は

｢

本
居
宣
長
の
万
葉
集
巻
十
三
歌
考
―
野
井
安
定
の

｢

万
葉
集
疑
問｣

に
答
え
る
―｣

(『

論
集
上
代
文
学』

二
四
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
六
月)

に
よ
る
。

(

14)

日
本
書
紀
の
引
用
は

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

に
よ
る
。

(

15)

古
事
記
の
崇
神
天
皇
条
に
も
以
下
の
よ
う
な
、
類
似
の
物
語
と
歌
謡
が
記
さ
れ
て
い
る
。
古
事
記
の
引
用
は

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

に
よ
る
。

故
、
大
毘
古
命
、
高こ

志し

国
の
く
に

に
罷ま

か

り
往ゆ

き
し
時
に
、
腰こ

し

裳も

を
服き

た
る
少
女

を

と

め

、
山や

ま

代し
ろ

の
幣へ

羅ら

坂さ
か

に
立
ち
て
、
歌
ひ
て
曰
は
く
、

御み

真ま

木き

入い
り

日び

子こ

は
や

御
真
木
入
日
子
は
や

己
が
緒を

を

盗ぬ
す

み
殺し

せ
む
と

後し
り

つ
戸と

よ

い
行ゆ

き
違た

が

ひ

前ま
へ

つ
戸
よ

い
行
き
違
ひ

窺
う
か
か

一
八



は
く

知
ら
に
と

御
真
木
入
日
子
は
や

(

二
二)

是こ
こ

に
、
大
毘
古
命
、
怪あ

や

し
と
思
ひ
て
、
馬
を
返
し
、
其
の
少
女

を

と

め

を
問
ひ
て
曰い

ひ
し
く
、｢

汝
な
む
ち

が
謂い

へ
る
言こ

と

は
、
何な

に

の
言こ

と

ぞ｣

と
い
ひ
き
。
爾し

か

く

し
て
、
少
女
が
答
へ
て
曰
は
く
、｢

吾あ
れ

は
言い

ふ
こ
と
勿な

し
。
唯た

だ

に
歌
を
詠う

た

は
む
と
為し

つ
ら
く
の
み｣

と
い
ひ
て
、
即

す
な
は

ち
其
の
所
如

ゆ

く

へ

も
見
え
ず
し
て
、

忽た
ち
まち

に
失う

せ
に
き
。

故か
れ

、
大
毘
古
命
、
更さ

ら

に
還か

へ

り
参ま

ゐ
上の

ぼ

り
て
、
天

皇

す
め
ら
み
こ
と

に
請ま

を

し
し
時
に
、
天
皇
の
答
へ
て
詔

の
り
た
ま

く
、｢

此こ
れ

は
、
山や

ま

代し
ろ

国
の
く
に

に
在あ

る
我あ

が
庶ま

ま

兄ね

建た
け

波は

迩に

安や
す

王
の
み
こ

の
、
邪あ

し
き
心
を
起お

こ

せ
る
表

し
る
し

と
為あ

ら
く
の
み
。
伯を

父ぢ

、
軍

い
く
さ

を
興お

こ

し
て
行ゆ

く
べ
し｣

と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即

す
な
は

ち
丸わ

邇に

臣
の
お
み

が
祖お

や

、
日ひ

子こ

国く
に

夫ぶ

玖く

命
の
み
こ
と

を
副そ

へ
て
遣

つ
か
は

し
し
時
に
、
即
ち
丸わ

邇に

坂さ
か

に
忌

い
は
ひ

瓮へ

を
居す

ゑ
て
、
罷ま

か

り
往ゆ

き
き
。

日
本
書
紀
と
の
相
違
は
、
崇
神
天
皇
が
歌
謡
の
意
味
を
判
断
し
て
い
る
、
歌
謡
の
歌
詞
が
長
い
、｢

御
真
木
入
日
子
は
や｣

が
繰
り
返
さ
れ
る
、
タ

ケ
ハ
ニ
ヤ
ス
の
謀
反
を
歌
謡
が
直
接
的
に
示
し
て
い
る
と
い
う
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
古
事
記
で
は

｢

御
真
木
入
日
子
は
や｣

が
繰
り
返
さ
れ
、
命

が
狙
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
垂
仁
天
皇
に
直
接
的
に
訴
え
る
歌
謡
で
あ
り
、
万
葉
集
の
三
二
三
九
番
歌
と
は
日
本
書
紀
の
十
八
番
歌
謡
の
方
が
よ
り
近
し

い
。
本
論
で
は
、
日
本
書
紀
の
歌
謡
に
よ
っ
て
三
二
三
九
番
歌
の
寓
意
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

(

16)
｢

童
謡｣

の
諸
説
に
関
し
て
は
、
関
口
一
十
三

｢｢

童
謡｣

研
究
史｣

(
『

古
代
歌
謡
と
は
な
に
か

読
む
た
め
の
方
法
論』

笠
間
書
院
、
二
〇
一
五

年
二
月)

に
詳
し
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。

(

17)

土
橋
寛

『

古
代
歌
謡
全
注
釈』

日
本
書
紀
編

(
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
八
月)

(

18)
『

童
蒙
抄』

が

｢

そ
ば
ひ
、
そ
ば
へ
る
抔
云
事
は
、
ざ
れ
わ
ざ
を
し
て
戯
れ
て
遊
ぶ
有
様
を
云
。
今
も
俗
間
に
人
そ
ば
へ
を
す
る
抔
云
事
あ
り｣

と

し
、『

略
解』

は
、
枕
草
子
三
九
段
の

｢

そ
ば
へ
た
る
小
舎
人
わ
ら
は｣

を
引
用
す
る
。
だ
が
、
四
段
活
用
と
な
り
、
下
二
段
活
用
の
三
二
三
九
番
歌

の
例
と
は
合
わ
な
い
。
松
岡
静
雄

『

論
究』

は

｢

ソ
バ
ヒ
は
ソ
ヒ

(
副)

の
進
行
格
で
、
並
び
居
る
と
い
ふ
ほ
ど
の
意｣

と
す
る
。
い
ず
れ
の
意
で
と
っ

て
も

｢

い
か
る
が｣

｢

ひ
め｣

と
が
心
を
通
じ
合
わ
せ
て
過
ご
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

(

19)
｢

吾｣

を
大
友
皇
子
と
す
る
の
は

『

厚
顔
抄』

『

槻
の
落
葉』

『

稜
威
言
別』

『

新
解』

『

全
講』

『

記
紀
歌
謡
評
釈』

、
大
海
人
皇
子
と
す
る
の
は
高
木

市
之
助

(『

吉
野
の
鮎』

岩
波
書
店
一
九
四
一
年
九
月)

、『

古
代
歌
謡
全
注
釈』
は

｢

水
田
の
中
を
這
い
廻
る
農
民｣

、｢

皇
子
で
あ
り
な
が
ら
農
民
と

異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
吉
野
で
の
皇
子
の
苦
し
み｣

と
す
る
。
大
友
皇
子
と
す
る
説
に
お
い
て
も

｢

吉
野
の
鮎｣

の
理
解
や
詠
み
手
の
立
場
に
つ
い
て

は
、
一
致
し
て
い
な
い
。

寓
意
歌
と
し
て
の
三
二
三
九
番
歌

一
九



(

20)

青
木
周
平

｢

天
智
紀
③

(

126
〜
128)｣

大
久
間
喜
一
郎
・
居
駒
永
幸
編

『

日
本
書
紀

〈

歌〉

全
注
釈』

(

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
四
月)

(
21)

小
島
憲
之

｢

上
代
歌
謡
を
め
ぐ
る
中
国
文
学
と
の
交
渉｣

(『

上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

上』

塙
書
房
、
一
九
六
二
年
九
月)

(
22)
青
木
は
三
首
を
、
注

(

20)

同
書
に
お
い
て

｢

126
歌
は
、
大
海
人
皇
子
の
吉
野
入
り
を
踏
ま
え
つ
つ
、
仕
え
て
い
た
女
官
が
天
智
の
死
に
対
す
る
苦

し
み
を
よ
ん
だ
歌
。
127
歌
は
、
五
大
臣
の
誓
盟
に
よ
る
結
束
を

｢

臣
の
子
の
八
重
の
紐｣

に
喩
え
、
近
江
方
よ
り
大
海
人
皇
子
側
に
つ
い
た
こ
と
を

｢

御
子
の
紐
解
く｣

と
よ
ん
だ
女
官
の
歌
。
128
歌
は
、
天
智
の
死
を
知
ら
せ
る

｢

伝
言｣

を
、
大
友
皇
子
が
直
接
会
い
に
来
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に
、

と
女
官
の
立
場
で
よ
ん
だ
歌｣

と
す
る
。

(

23)

景
行
紀

｢

泳
の
宮｣

と
の
関
連
を
も
つ
三
二
四
二
番
歌
に
つ
い
て
は
、｢｢

泳
の
宮｣

の
伝
承
歌
―
万
葉
集
巻
十
三
と
記
紀
の
世
界｣

(『

古
代
歌
謡
と

は
な
に
か

読
む
た
め
の
方
法
論』

笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
一
月)

で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

(

24)

伊
藤
博

｢

宮
廷
歌
謡
の
一
形
式｣

(『

国
語
国
文』

一
九
六
〇
年
三
月)

後
に

『

万
葉
集
の
構
造
と
成
立』

上

(

塙
書
房
、
一
九
七
四
年
一
月)

所
収
。

(

25)

太
田
善
麿

｢

万
葉
集
巻
十
三
の
含
む
機
制｣

(『

古
代
日
本
文
学
思
潮
論』

Ⅳ
、
桜
楓
社
、
一
九
六
六
年
五
月)

(

26)

遠
藤
宏

｢

万
葉
集
巻
十
三
長
歌
考
―
万
葉
後
期
の
成
立
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
―｣

(『

論
集
上
代
文
学』

六
、
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年
三
月)

後
に

｢

長
歌
考
―
万
葉
後
期
の
成
立
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
―｣

(『

古
代
和
歌
の
基
層』

笠
間
書
院
、
一
九
九
一
年
一
月)

所
収
。
ま
た
同
書

｢

万
葉
集
巻
十
三
論｣

に
氏
の
巻
十
三
全
体
に
及
ぶ
論
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、｢

作
者
未
詳
の
宮
廷
歌
―
巻
十
三
の
世
界
―｣

(

高
岡
市
歴
史

館
論
集
六

『

無
名
の
万
葉
集』

二
〇
〇
五
年
一
月)
も
あ
る
。

(

27)

上
野
誠

｢

万
葉
史
に
お
け
る
巻
第
十
三
―
擬
古
の
文
芸
と
し
て
位
置
づ
け
る｣

(『

万
葉
史
を
問
う』

美
夫
君
志
会
編
、
一
九
九
八
年
一
二
月)

(

28)

五
味
義
保

｢

万
葉
集
巻
十
三
考｣

(『

国
語
国
文
の
研
究』
二
二
、
一
九
二
八
年
六
月)

後
に

『

日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

万
葉
集
Ⅱ』

(

有
精
堂
、

一
九
七
〇
年
六
月)

所
収
。

二
〇


