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代

匠

記

を

通

し

て

契

沖

を

思

ふ

万
葉
集
に
於
け
る
万
葉
集
古
義
を
、
古
事
記
に
於
け
る
古
事
記
伝
に
相
当
す

る
も
の
と
私
は
か
つ
て
述
べ
た
事
が
あ
り
、
さ
う
考
へ
る
事
が
ま
た

一
般
の
常

識
で
は
な
い
か
と
思
ふ
が
、
記
伝
に
相
当
す
る
も
の
を
万
葉
の
方
で
求
め
れ

ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
代
匠
記
で
な
い
か
と
今
は
考
へ
る
。
否
、
代
匠
記
は
記
伝

以
上
の
業
績
を
あ
げ
て
あ
る
と
思
ふ
。
代
匠
記
以
後
柏
つ
い
で
出
た
多
く
の
学

者
の
業
績
を
重
ね
て
古
義
に
至
つ
て
そ
れ
が
大
成
せ
ら
れ
た
や
う
に
考
へ
ら
れ

が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
古
義
に
は

「契
沖
一ム
」
と
し
て
代
匠
記
の
説
を
そ
の
ま

ヽ
あ
げ
た
の
み
で

一
語
を
も
加
へ
て
ゐ
な
い
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
れ
も

そ
の
解
以
上
に
出
な
い
も
の
な
ら
ば
、
当
然
の
事
で
あ
る
が
、
他́
に
異
説
も
あ

り
、
な
ほ
釈
然
と
し
な
い
も
の
に
対
し
て
も
無
批
判
に
そ
の
説
を
う
け
入
れ
て

ゐ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
へ
ば

為
疋
審
舜
ぎ
群
経
寵
髪
鏃
灘
慕
弔
魔
秘
（雀
十
、
一九
一全
し

を
解
い
て

「木
人
は
、
契
沖
、
む
か
し
相
し
れ
る
友
を
も
い
ひ
、
叉
昔
の
妻
を

も
云
こ
と
な
り
、
こ
、
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
．
も
と
よ
り
き
、
な
れ
た
れ
ば

む
か
し
の
友
と
お
も
ひ
て
、
か
く
云
る
な
り
云
々
」
と
契
沖
の
説
を
長
く
引
用

し
て
そ
の
説
に
従
つ
て

「昔
の
友
に
て
あ
る
、
や
よ
ほ
と
と
ぎ
す
ょ
、
汝
に
あ

ひ
た
し
と
恋
し
く
思
ひ
つ
、
居
れ
ば
、
待
し
か
ひ
あ
り
て
、
め
づ
ら
し
く
今
来

り
し
や
、
と
い
ふ
な
ら
む
か
。」

と
云
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
で
は
代
匠
記
の
説
を

一
歩
も
出
て
ゐ
な
い
事
に
な
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
別

（明
日
香
路
昭
和
十

澤

潟
　
　
・久

孝

五
年
七
月
号
）
に
私
按
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
と
も
か
く
代
匠
記
の
説
は
百
数

十
年
後
の
学
者
に
無
批
判
に
う
け
入
れ
ら
れ
る
だ
け
の
力
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で

あ
る
。が

存
懸
静
ど
だ
髭
艶
離
達
黎
ぎ
鮮
紺
警
解
観
艤
憲
”が
十
二
、
二
九
五
こ

こ
の
歌
を
代
匠
記
に

歌
の
心
は
、
ふ
た
り
し
て
結
び
し
紐
を
、
ひ
と
り
し
て
は
と
か
し
と
、
た

か
ひ
に
約
し
た
れ
ど
、
は
や
く
人
の
心
か
は
り
て
、
ひ
と
り
打
と
き
た
る
に

さ
の
み
や
は
わ
れ
ひ
と
り
結
ひ
は
つ
へ
き
な
れ
は
、
今
は
と
と
か
む
こ
と
の

お
し
き
な
り
。

と
云
つ
て
ゐ
る
が
真
淵
の
考
に
は

は
じ
め
君
な
ら
で
は
と
か
じ
、
と
結
て
し
紐
を
そ
の
男
今
絶
た
れ
ど
、
又

他
男
の
為
に
解
ん
は
心
ゆ
か
ぬ
よ
し
也
。

と
解
し
、
略
解
も
古
義
も
こ
れ
に
従
ひ
井
上
通
泰
氏
の
新
考
に
は

「男
二
挑

マ

レ
テ
解
カ
ム
ガ
惜
シ
」
と
さ
へ
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
紐

を
解
く
の
を
男
に
蓬
ふ
為
と
の
み
考
へ
る
の
は
ひ
と
む
き
で
あ
る
。
他
人
か
ら

挑
ま
れ
て
拒
絶
す
る
の
に

「海
石
稽
市
」
の
と
語
つ
て

「惜
し
も
」
は
間
が
ぬ

け
て
を
り
、
あ
だ
し
男
に
逢
は
う
と
し
て
た
め
ら
ひ
な
が
ら

「海
石
稽
市
の
」

と
説
き
だ
す
の
も
興
ざ
め
で
あ
る
。

二
人
し
て
結
び
し
紐
を

一
人
し
て
吾
は
解
き
み
じ
直
に
逢
ふ
ま
で
に



な
ど
２
詠
■
れ
て
ゐ
ち
や
う
に
、
二
人
で
結
ん
だ
紐
を
一
人
で
解
く
の
が
惜
し

い
の
で
あ
る
。
代
五
記
に

「人
の
心
か
は
り
て
」
と
云
つ
た
の
は
必
ず
し
も
従

ひ
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
（新
釈
下
養
五
六
、
七
頁
参
照
）考
以
下
の
説
は
、
既

に
代
匠
記
に
正
し
い
解
釈
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
に
か
ヽ
は
ら
ず
、
却
つ
て
誤
解
に

お
ち
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
例
が
諸
注
を
比
較
す
る
時
、
実
に
屋
見
出
す

事
が
出
来
る
。

磁
礎
扉
囃
滅
掛
甦
叫
薦
鷲
部
霧

氏

恭
嚇

（も
毬
十
一
、
二
四
五
五
）

を
代
匠
記
に

我
故
人
ニ
ト
カ
ク
云
ハ
レ
ン
妹
ハ
ソ
レ
ニ
ウ
ム
ン
テ
高
山
ノ
朝
霧
ノ
晴
過

ル
如
ク
我
ブ
思
フ
心
ヲ
過
シ
ヤ
リ
テ
モ
忘
ケ
ム
カ
ノ
意
ナ
リ
。

と
云
つ
て
ゐ
る
。
少
し
云
ひ
足
り
な
い
や
う
に
も
思
ふ
が
、
こ
の
歌
を
新
考
に

「過
を
担
の
誤
と
し
て
イ
ブ
セ
ケ
ム
カ
モ
と
よ
む
べ
し
」
と
妄
断
を
下
し
た
の

は
以
て
の
外
で
あ
り
、
全
釈
に

「過
は
死
ぬ
こ
と
」
と
云
ひ
、

「死
ン
デ
シ
ゼ

ツ
タ
ダ
ラ
ウ
カ
ナ
ア
」
と
い
ふ
解
釈
が
な
さ
れ
、
他
に
も
さ
う
し
た
訳
の
見
え

る
の
は
皆
誤
解
で
あ
る
。
こ
れ
は

「過
ぐ
」
と
い
ふ
言
葉
だ
け
を
考
へ
て
、
こ

の
場
合
に
は
適
し
な
い
他
の
用
語
例
だ
け
で
一
律
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
か
ら

で
、
さ
う
し
だ
例
は

現
欧
鮮
露
概
藁
峰
様
４
婚
ぱ
雌
摯
書
鮮
や
響
ポ
覗
む
（毬
十
、　
一九
〇
一し

を
解
い
て
、
代
匠
記
に
は

此

ハ
霞
ノ
ヤ
ウ
ノ
ヽ
立
初

ル
ョ
リ
花
ノ
盛
リ
ニ
ナ
ル
マ
テ
久
シ
ク
相
見
ヌ

ヨ
ン
ナ
リ
。

と
正
解
し
て
ゐ
る
の
を
略
解
や
古
義
に

「
な
る
」
の
語
に
拘
泥
し
て
、
花
が
実

に
成
る
事
と
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
も
見
る
事
が
出
来
、

雄
浄
渉
胸
懸
露
箋
酢
伊
型
濯
が
ど
鋭
″
〃
ズ
を
瀧
嚇
酢
饉
（毬
一、　
一五
）

を
代
匠
記
に
は
美
し
き
入
日
の
実
景
と
解
い
て
ゐ
る
も
の
を
．
富
士
谷
御
杖
の

澄
に
は

「
さ
し
」
と

「
さ
す
」
と
の
区
別
を
強
調
し
て
人
日
を

「未
埜

に
述

べ
た
も
の
と
し
、
古
義
も

「
入
日
の
空
に
心
な
く
雲
の
棚
引
よ
」
と
解
い
て
ゐ

る
な
ど
全
く
歌
の
い
の
ち
に
触
れ
得
な
い
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
例
は
い
づ
れ
も

契
沖
の
卓
抜
な
る
解
釈
力
を
認
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

灘
融
鮮
ゲ
羅
簾
ム
瀧
蔵
が
ぼ
髯
酵ぶ
封
鴎
縫
解
とべぎ
十
一、
一一一全
一七
）

の
作
に
対
す
る
代
匠
記
の

カヌ今サ′、マネニヵっっ”けＰ」（””
′ヽゥ肝嘱財霧「一げ〕静一つ一′ヽ由一

ン
テ
紐

ト
ク
カ
オ
カ
ン
キ
由

ナ
ル
ベ
シ
。

と
心
に
く
き
ま
で
に
要
を
尽
し
た
解
釈
と
童
蒙
抄
の

年
若
き
女
子
な
れ
ば
、
心
の
定
ま
れ
る
に
も
あ
ら
ず
。
或
時
は
悦
び
、
恨

む
ま
じ
き
事
を
も
恨
み
つ
く
し
て
逢
ひ
も
し
叉
隔
た
り
も
す
る
事
を
、
き
て

し
紐
と
く
と
よ
せ
た
る
な
る
べ
し
。

と
い
ふ
、
わ
か
つ
た
や
う
な
わ
か
ら
ぬ
や
う
な
こ
と
わ
り
ご
と
と
を
較
べ
る
時

こ
れ
が
阿
闇
梨
と
い
ふ
い
か
め
し
き
各
を
負
ひ
し
法
師
の
筆
の
す
さ
び
か
と
感

歎
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

国
語
学
者
は
時
に
国
語
の
い
の
ち
に
触
れ
得
ぬ
こ
と
今
に
は
じ
め
ぬ
事
な
が

ら
、
契
沖
に
よ
つ
て
そ
の
基
礎
を
定
め
ら
れ
た
歴
史
的
か
な
づ
か
ひ
は
、
今
敗

戦
の
ど
さ
く
さ
ま
ぎ
れ
に
、　
一
部
の
国
語
学
者
や
操
瓢
業
者
の
専
断
に
よ
つ
て

弊
履
の
や
う
に
一
度
は
棄
て
ら
れ
た
姿
で
あ
る
が
、
学
の
自
由
と
文
化
の
尊
重

と
民
族
の
独
立
と
が
空
題
目
で
な
い
な
ら
ば
、
再
び
わ
れ
わ
れ
の
国
語
が
、
我

が
古
典
の
伝
統
を
正
し
く
う
け
つ
い
だ
正
し
い
国
語
に
か
へ
る
日
が
あ
る
で
あ

ら
う
。
円
珠
庵
の
復
興
は
そ
の
事
の
前
提
と
し
て
の
み
意
義
を
も
つ
も
の
だ
と

私
は
考
へ
て
ゐ
る
。

（右
は
一
月
十
六
日
朝
日
新
聞
祗
講
堂
に
於
け
る
講
演
の

要
旨
筆
記
に
加
筆
し
て
按
排
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
四
月
十
八
日
記
。
）




