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万
葉
集
軍
王
の
歌
に
つ
い
て

一

軍
王
の
歌
と
は
万
葉
集
五
番
六
番
の
長
反
歌
で
あ

っ
て
、　
幸
二讃
岐
国
安
益

郡
一之
時
軍
王
見
レ
山
作
歌
と
い
う
題
詞
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
題
詞
に
つ

い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
れ
が
こ
の
長
反
歌
の
理
解
の
深

ま
り
を
妨
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
は
じ
め
に

「軍
王
」
と
は
何
者
で
あ

る
か
に
つ
い
て
一
つ
の
試
み
を
行
い
、
次
に
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
こ
の
長
反
歌

の
理
解
に
つ
い
て
私
見
を
の
べ
て
み
た
い
。

軍
王
と
は
そ
の
字
義
か
ら
し
て
皇
孫
の
誰
か
と
想
像
す
る
か
、
あ
る
い
は
釈

日
本
紀
な
ど
で

「将
軍
」
を

「
イ
ク
サ
ノ
キ
ミ
」
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
軍
王
を
西
征
の
将
軍
と
理
解
す
る
か
が
ぶ
つ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
理

解
す
る
と
き
そ
れ
以
上
に
あ
ま
り
事
実
が
明
ら
か
に
な

っ
て
こ
な
い
の
で
行
き

詰
ま
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
こ
の

「軍
王
」
に
つ
い
て
の
訓
み
に
関
し
て

ぐ

っ
と
視
点
を
か
え
て
、
こ
れ
を

「
コ
ニ
キ
シ
」
と
訓
ん
で
み
て
は
ど
う
か
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
軍
王
を
コ
ニ
キ
シ
と
訓
ん
で
み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
土
屋

文
明
氏
に
そ
の
試
み
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
私
注
に

「
百
済
の
コ
ニ
キ
シ
を
軍
君

と
書
き
あ
ら
は
し
た
例
が
雄
略
紀
に
み
え
る
が
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か

し
そ
れ
に
つ
づ
い
て
す
ぐ

「
こ
こ
と
は
関
係
あ
る
ま
い
」
と
書
い
て
打
ち
消
さ

今

井

れ
て
い
る
。
た
し
か
に
雄
略
紀
に
見
え
る
人
物
を
万
葉
集
の
こ
の
時
期
に
も

っ

て
く
る
こ
と
は
飛
躍
が
多
す
ぎ
て
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ
こ

の
雄
略
紀
の
記
事
か
ら
捨
て
が
た
い
一
つ
の
示
唆
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は

「軍
」
と
い
う
文
字
を

「
コ
ニ
」
と
借
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
雄
略
紀
で
は

「軍
君
」
の
下
に
割
注
を
ほ
ど
こ
し
て

「昆

支
也
」
と
し
て
朝
鮮
の
資
料
、
三
国
史
記
に
登
場
す
る
王
弟
昆
支
を
も

っ
て
軍

君
に
比
定
し
て
い
る
。

「昆
支
」
は

「
コ
ニ
キ
」
で
あ

っ
て

「
コ
ニ
キ
シ
」
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
応
神
朝
に
来
朝
し
た
学
者

「阿
直
伎
」
は
、
ま
た

「阿

知
吉
師
」
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

「
コ
ニ
キ
」

「
コ
ニ
シ
キ
」
も
そ
の

音
価
は
近
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
に
か
く

「軍
」
は

「
コ
ニ
」
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
広
韻
に
よ
れ
ば
軍

は

「挙
云
切
」
で
あ

っ
て
、
文
韻
だ
か
ら
明
ら
か
に
呉
音
は

「
コ
ン
」
の
は
ず

で
あ
る
。

北
史
と
い
う
書
物
の
百
済
伝
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
。
「
王
姓
夫
余
氏
、
号
二

於
羅
瑕
一民
呼
為
二鍵
吉
支
一夏
言
並
王
也
」
こ
れ
に
よ
れ
ば

百
済

で
は
国
王
は

於
羅
瑕
と
号
し
て
い
る
が
、
民
の
側
か
ら
は
鍵
吉
支

（
コ
ニ
キ
シ
）
と
呼
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
夏
言
す
な
わ
ち
華
言
で
は
王
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
の
べ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
鍵
吉
支
の

「鍵
」
も

こ
れ

ま
た
広
韻
で
は

「居
言
切
」
で

優



「
コ
ニ
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
百
済
王
を
意
味
す
る
場
合
は
、

「
王
」
を
義
訓
し
て

「
コ
ニ
キ
シ
」
と
訓
ん
だ
と
い
う
蓋
然
性
が

生
じ
て
く

る
。
じ
じ
つ
釈
日
本
紀
で
は
新
羅
、
百
済
の
国
王
の
場
合
、

「
王
」
を
訓
じ
て

「
コ
キ
シ
」
と
し
て
い
る
。
更
に
築
島
裕
氏
の

「平
安
時
代
の
漢
文
馴
読
語
に

つ
き
て
の
研
究
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
訓
み
方
は
奈
良
朝
の
訓
法
を
伝

え
る
も

の
で
は
な
い
か
と
受
け
と
れ
る
。
し
か
し
書
紀
の
よ
う
に
一
つ
の
文
脈
の
中
で

「
王
」
を

「
コ
ニ
キ
シ
」
と
訓
む
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
が
、

「
王
」
と
い
う

文
字
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
を
コ
ニ
キ
シ
と
訓
ま
せ
る
こ
と
を
強
い
る
の

は
無
理
な
話
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
の
よ
う
な
文
字
使
用
上
の
配
慮
が
働
い

て
、

「
王
」
が

「
オ
ホ
キ
ミ
」
で
は
な
く

「
コ
ニ
キ
シ
」
と
読
ま
せ
る
こ
と
を

容
易
に
す
る
方
法
と
し
て
語
頭
の
音
韻
を
仮
名
で
振
り
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
が

「軍
王
＝
コ
ニ
キ
シ
」
と
い
う
表
記
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
万
葉
集
の
総
索
引
を
引
い
て
そ
の
よ

う
な
表
記
法
が
な
い
も
の
か
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
十
分
な
例
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
御
朝
庭
　
手
弱
女
　
御
命
　
と
い
う
例
が
あ

っ
た
。
朝

庭
　
弱
女
　
命
は
、
「御
、
手
」
の
文
字
が
頭
に
な
く
と
も
そ
れ
は

「
ミ
カ
ド
、

タ
フ
ャ
メ
、
ミ
コ
ト
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「御
、
手
」
の
文
字

が
あ
れ
ば
た
し
か
に
訓
み
方
は
ゆ
る
ぎ
な
く
定
ま
り
や
す
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
こ
れ
は
訓
仮
名
の
例
で
あ
る
が
、
音
仮
名
の
例
と
し
て
は

「伊
座
」
な
ど

が
あ
げ
ら
れ
る
。

「
イ
マ
ス
」
は
一
方
で
は

「座
」

一
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い

る
場
合
も
あ
る
の
は
、
朝
庭
　
弱
女
　
命
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
釈
日
本
紀

に
引
用
さ
れ
る
上
宮
記
逸
文
に
は

「伊
波
礼
宮
治
天
下
乎
富
等
大
公
王
」
と
い

う
表
記
が
あ
る
。
こ
れ
は

「イ
ハ
レ
ノ
ミ
ャ
ニ
ア
メ
ノ
シ
タ
シ
ラ
シ
メ
シ
シ
フ

ホ
ド
ノ
オ
ホ
ギ
ミ
」
と
訓
む
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
が

「大
公
王
」
と
い
う
表

記
で
は

「大
公
」
が
訓
み
を
明
示
す
る
働
き
を
示
し
、
意
義
部
の
核

で
あ

る

「
王
」
は
訓
み
の
上
で
は
ほ
と
ん
ど
働
き
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い

る
。
「軍
王
」
の
場
合
で
は

「
王
」
は
そ
の
訓
み
の
頭
部
を
特
立
さ
せ
て

「軍
」

に
ゆ
だ
ね
、

「
王
」
も
ま
た
な
お

「
コ
ニ
キ
シ
」
と
い
う
訓
み
方
を
背
負

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
欽
明
紀
二
年
七
月
に
引
用
さ
れ
て
い
る
百
済
本
記
に
は

「加
不
至
費
直
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
カ
フ
チ
ノ
ア
タ
ヒ
」
と
訓

む
ら
し
い
が

「費
直
」
は

「直
」
だ
け
で
も

「
ア
タ
ヒ
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

姓
の
ア
タ
ヒ
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
外
の
訓
み
方
を
し
な
い
よ
う
に

「費
」
と
い

う
文
字
を
頭
に
振
り
仮
名
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

二

古
代
の
日
朝
通
交
に
お
い
て
百
済
の
王
族
の
来
国
滞
在
は
一
つ
に
と
ど
ま
ら

ず
、
さ
き
の
雄
略
紀
の
伝
承
も
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
長
反
歌
制
作
の
時
期
と

な

っ
て
い
る
舒
明
朝
で
は
百
済
王
義
慈
の
子
、
豊
章
が
入
国
し
て
い
る

（舒
明

紀
三
年
三
月
）。　
以
来
ず

っ
と
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
が
、
文
明
の
高
い
国
で

育

っ
た
教
養
あ
る
人
物
ら
し
く
、
三
輪
山
麓
に
密
蜂
を
放

っ
た
り
、
孝
徳
紀
で

は
長
門
国
司
が
自
雉
を
献
じ
た
と
き
、
そ
の
出
現
の
意
義
に
つ
い
て
答
を
な
し

て
い
る
。
自
雉
改
元
の
盛
大
な
儀
式
に
は
豊
章
は
一
族
の
塞
城
、
忠
勝
ら
と
こ

れ
に
参
加
し
て
い
る
。
大
陸
風
の
文
化
、
政
治
が
色
濃
く
宮
廷
を
彩

っ
て
い
る

よ
う
だ
。
豊
章
た
ち
は
そ
の
中
で
重
ん
じ
ら
れ
愛
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
時
期
は
推
移
し
て
い
っ
て
、
父
王
義
慈
は
新
羅
、
唐
連
合
軍
に
捕

え
ら
れ
て
唐
に
送
ら
れ
て
し
ま
う
。
百
済
の
敗
将
は
救
援
を
日
本
に
求
め
、
豊

章
が
帰
国
し
て
即
位
し
た
の
は
書
紀
で
は
天
智
称
制
二
年
五
月
で
あ
る
。
豊
章

が
舒
明
朝
に
来
国
し
て
い
て
も
そ
れ
は
即
位
以
前
で
あ
る
か
ら
コ
ニ
キ
シ
で
は

な
い
。
し
た
が

っ
て
舒
明
朝
の
豊
章
を
も

「軍
王
」
と
呼
ん
だ
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
天
智
朝
以
後
に
な
っ
て
即
位
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
但
し
こ
の
豊



章
は
自
村
江
で
敗
れ
て
高
麗
に
逃
亡
し
て
し
ま
う
。
豊
章
と
共
に
日
本
に
来
て

い
た
同
族
、
善
光
王

（禅
広
）
は
難
波
に
滞
在
し
て
い
た
。
持
統
朝
で
は
こ
の

在
国
の
義
慈
王
の
子
孫
に
は

「
百
済
王
＝
ク
グ
ラ
ノ
コ
キ
シ
」
と
い
う
称
号
を

贈

っ
て
い
る
。
五
年
正
月
に
は
禅
広
は
封
戸
三
百
戸
を
受
け
て
い
る
。

以
後

こ
の
一
族
は

「
百
済
王
」
を
姓
と
し
て
繁
栄
し
、
国
司
な
ど
に
な
る
者
多
く
、

大
仏
建
立
に
際
し
て
陸
奥
の
国
よ
り
黄
金
を
奉

っ
た
敬
福
は
と
り
わ
け
有
名
で

あ
る
。
豊
章
は
天
智
称
制
三
年
以
後
、
百
済
王
に
な

っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
そ

の
国
王
の
こ
と
で
は
な
い
コ
ニ
キ
シ
と
い
う
姓
を
も

っ
た

一
族
が
律
令
官
人
や

官
廷
の
中
で
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
白
村
江
の
敗
戦
や
壬
申
の

乱
な
ど
の
あ
わ
た
だ
し
い
時
期
で
は
な
く
、
こ
の
持
統
朝
あ
る
い
は
そ
れ
以
後

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
な

っ
て
、
現
在
、
官
人
た
ち
の
間
で
声
価
高

い
百
済
王

一
族
の
そ
の
始
祖
と
い
う
べ
き
豊
章
＝
軍
王
を
え
が
く
歌
が
生
れ

て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
軍
王
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
歌
、
そ
れ
が
軍
王
の

心
持
ち
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
が
て
軍
王
が
作

っ
た
歌

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
制
作
様
式
は
万
葉
巻
頭
の
雄
略
天
皇
の
歌

を
は
じ
め
、
万
葉
集
で
は
多
く
挙
げ
う
る
作
例
で
あ
る
。
い
わ
ば
こ
れ
は
ヨ
ニ

キ
シ
一
族
の
現
在
の
由
来
を
物
語
る
叙
事
詩
の
断
片
と
い
う
べ
き

で
あ

ろ
う

か
。
但
し
そ
れ
が
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
天
皇
の
行
幸

（
こ
の
天
皇
の
行
幸
の
実

有
無
は
左
注
が
言
う
よ
う
に
不
明
で
あ
る
が
）
に
供
奉
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ

ま
る
伝
承
で
あ
る
の
は
、
記
紀
の
諸
氏
族
の
伝
承
の
語
り
方
と
様
式
を
同
じ
く

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
て
独
立
し
名
誉
あ

っ
た
百
済
国
王
が
、
今
や
日
本
に

お
い
て
服
属
供
奉
の
様
式
で
由
来
が
語
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

三

さ
て
こ
こ
で
い
ち
お
う
題
詞
か
ら
は
な
れ
て
、
こ
の
長
歌
と
反
歌
の
内
容
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
は
次
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

玉
欅
懸
け
の
よ
ろ
し
く
　
遠
つ
神
わ
ご
大
君
の
行
幸
の
山
越
す
風
の

独
り
居
る
わ
が
衣
手
に
朝
夕
に
還
ら
ひ
ぬ
れ
ば

こ
の
右
の
一
節
に
お
い
て
句
意
の
連
接
関
係
は

「遠
つ
神
わ
ご
大
君
の
行
幸

の
山
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

「
い
で
ま
し
の
山
」
と
は

「現
在
行
幸
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
山
」
あ
る
い
は
、

「
か
っ
て
行
幸
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
山
」
と
意

味
を
理
解
す
る
。
し
か
し

「遠
つ
神
わ
ご
大
君
」
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
意
味

の
方
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「遠
つ
神
」
と
は
何
か
。

万
葉
集
で
は
次
の
よ
う
に

「遠
」
と
い
う
意
味
は
神
話
風
の
始
祖
伝
承
に
用
い

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

…
…
天
地
の
神
相
珍
な
ひ
皇
御
祖
の
御
霊
助
け
て
　
）還
き
代
に
か
か
り
し
事

を
　
朕
が
御
世
に
顕
し
て
あ
れ
ば
…
…
大
伴
の
遠
つ
神
祖
の
そ
の
名
を
ば
大
来

目
主
と
負
ひ
持
ち
て
任
へ
し
官
…
…

（巻
十
八
四
〇
九
四
）

し
た
が

っ
て
、

「遠
つ
神
わ
ご
大
君
」
と
い
う
意
味
も
神
話
風
の
始
祖
伝
承

を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
神
話
中
の
ど
れ
を
こ
の
大

君
に
当
て
て
み
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
考
え
る
前
に
、
こ

の
一
節
の
句
意
の
連
接
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

「遠
つ
神
わ
ご
大
君
の
行
幸
の
山
」
で
は
な
く
、

「遠
つ
神
わ
ご
大
君
の
行
幸

の
、
山
越
す
風
」
と
し
て
み
て
は
ど
う
か
。
端
的
に
言

っ
て
、

「
い
で
ま
し
の

風
」
と
し
て
み
れ
ば
ど
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
い
で
ま
し
の
風
」
と
は

唐
突
な
連
接
の
よ
う
で
あ
る
が
書
紀
の
歌
謡
に
は

「
い
で
ま
し
の
　
悔
は
あ
ら

じ
ぞ
」
と
あ

っ
た
り
し
て
、
連
体
格
助
詞

「
の
」
は
相
当
ル
ー
ズ
に
二
つ
の
表

象
を
結
び
つ
か
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
歌
で
も
そ
う
で
あ

っ

た
よ
う
だ
。

「
い
で
ま
し
の
風
」
と
は

「行
幸
な
さ
る
と
き
に
吹
い
た
風
」
と

理
解
す
れ
ば
唐
突
さ
は
解
消
す
る
と
思
う
。
で
は

「行
幸
な
さ
る
と
き
に
吹
い



た
風
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。　
こ
こ
で
時
代
は
下
る
が
源
氏
物
語
明
石
の

巻
の
一
節
、

源
氏
が
須
磨
か
ら
明
石
に
移
る
と
こ
ろ
を

ふ
り
か
え
っ
て
み
た

い
。舟

、
出
し
侍
り
つ
る
に
、
あ
や
し
き
風
は
そ
く
吹
き
て
、
こ
の
浦
に
つ
き
侍

り
つ
る
事
、
ま
こ
と
に
神
の
し
る
べ
た
が
は
ず
な
ん
。

例
の
風
出
で
来
て
、
飛
ぶ
や
う
に
明
石
に
着
き
給
ひ
ぬ
。
た
だ
は
ひ
渡
る
ほ

ど
に
て
片
時
の
間
と
い
へ
ど
猶
あ
や
し
き
ま
で
見
ゆ
る
風
の
心
な
り
。

こ
の
あ
や
し
き
風
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
住
吉
の
神
の
加
護
と
い
う
こ
と
に

な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
安
時
代
の
伝
承
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

が
、
万
葉
集
で
は

「懸
け
ま
く
の
ゆ
ゆ
し
か
し
こ
し
住
吉
の
吾
が
大
御
神
、
船

の
上
に
う
し
は
き
い
ま
し
、
船
ど
も
に
御
立
ち
い
ま
し
て
、
さ
し
寄
ら
む
磯
の

崎
々
、
漕
ぎ
は
て
む
泊
り
泊
り
に
、
荒
き
風
浪
に
あ
は
せ
ず
」
（巻
十
九
、四
二

四
五
）
と
い
う
表
現
に
な
り
、
こ
れ
は
巻
六
、　
一
〇
二
〇
の
歌
で
も
あ
ら
わ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
の
詞
は
呪
文
の
よ
う
に
舟
人
の
日
、
船
を
送
る
人
々
の
心
で

繰
り
返
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
舟
を
使
う
者
た
ち
の
信
仰

と
儀
礼
と
が
国
家
的
規
模
に
拡
大
さ
れ
、
神
話
が
歴
史
上
の
一
時
点
で
実
際
に

起

っ
た
こ
と
と
さ
れ
た
と
き
、
次
の
よ
う
な
文
献
が
作
ら
れ
る

こ
と
で
あ
ろ

う
。

「是
は
天
照
大
神
の
御
心
ぞ
。
亦
底
筒
男
、
中
筒
男
、
上
筒
男
の
三
柱
の

大
神
ぞ
。
今
完
に
其
の
国
を
求
め
む
と
思
ほ
さ
ば
、
天
神
地
祇
、
亦
山
の
神
及

河
海
の
諸
の
神
に
悉
に
幣
品
を
奉
り
、
我
が
御
魂
を
船
の
上
に
坐
せ
て
、
真
木

の
灰
を
割
に
納
れ
、
亦
箸
及
比
羅
伝
を
多
に
作
り
て
、
皆
皆
大
海
に
散
ら
し
浮

べ
て
度
り
ま
す
べ
し
。
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
備
さ
に
教
へ
覚
し
た
ま
ひ
し

如
く
に
し
て
、
軍
を
整
へ
船
雙
め
て
度
り
幸
で
ま
し
し
時
、
海
原
の
魚
、
大
き

小
さ
き
を
間
は
ず
、
悉
に
御
船
を
負
ひ
て
渡
り
き
。
雨
に
順
風
大
く
起
り
て
、

御
船
浪
の
従
に
ゆ
き
き
。
故
、
其
の
御
船
の
波
瀾
、
新
羅
の
国
に
押
し
騰
り

て
、」
（古
事
記
中
巻
）
こ
の
文
献
に
お
い
て
船
が
港
を
出
る
と
き
の
信
仰
と
儀

礼
と
が
く

っ
き
り
と
浮
び
上

っ
て
く
る
。
巫
女
、
神
功
皇
后
に
住
吉
の
神
が
憑

り
、
そ
の
教
え
る
通
り
の
祭
儀
を
行

っ
て
、
船
を
出
そ
う
と
す
る
時

（度
り
幸

で
ま
し
し
時
）
住
吉
の
神
が
順
風
を
送

っ
た
と
す
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、

「遠
つ
神
わ
ご
大
君
」
と
い
う
の

は
、
こ
の
神
功
皇
后
を
指
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
句
は
、
巻
三
、

二
九
五
に

「住
吉
の
の
ぎ
の
松
原
、
遠
つ
神
わ
ご
大
君
の
い
で
ま
し
処
」
と
し

て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
住
吉
の
浜
辺
と
皇
后
と
の
関
係
を
い
う
伝
承

で
あ
ろ
う
。
こ
の
短
歌
は
角
麻
呂
と
い
う
人
の
四
首

一
組
の
連
作
で
あ

っ
て
、

四
首
の
は
じ
め
の
歌
は

「久
方
の
天
の
探
女
の
石
船
の
泊
て
し
高
津
は
浅
せ
に

け
る
か
も
」
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
伝
説
を
通
し
て
住
吉
の
浜
辺
を
眺
望
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
四
首

一
連
の
内
に
あ
る

己
還
つ
神

わ
ご
大
君

の
」
と
い
う
短
歌
も
ま
た
神
話
を
媒
介
と
し
て
理
解
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
奇
妙

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

海
辺
の
自
玉
、
海
上
の
風
波
に
素
朴
な
霊
を
見
出
す
呪
術
が
、
日
本
百
済
の

通
交
が
盛
ん
と
な

っ
て
ゆ
く
中
で
政
治
的
な
人
格
と
結
び
つ
い
て
神
功
皇
后
像

を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
神
話
形
成
に
最
後
的

な
仕
上
げ
を
ほ
ど
こ
し
た
の
は
舒
明
か
ら
皇
極
＝
斉
明
の
女
帝
時
代
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
息
長
真
手
王
の
女
を
母
と
す
る
押
坂
彦
人
大
兄
を
父
と
す
る
の
が

舒
明
で
あ
り
、
祖
父
と
す
る
の
が
皇
極
斉
明
で
あ
る
。
舒
明
は
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ

シ
ヒ
ヒ
ロ
ヌ
カ
と
称
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

敏
達
の
正
妃
の
長
子
、
押
坂
彦
人
大
兄
は
若
く
て
死
ん
で
い
る
が
、
本
来
天
皇

に
な
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
を
出
自
と
す
る
舒
明
皇
極
斉
明
天
皇
の
背
後
に
は

息
長
の
地
の
勢
力
が
想
像
さ
れ
る
。
神
功
皇
后
は
息
長
宿
爾
王
の
女
で
、
オ
キ

ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
と
称
さ
れ
、
舒
明
と
詳
の
一
部
を
共
有
し
て
い
る
。
神
功
皇
后



は
書
紀
に
よ
れ
ば
稚
桜
宮
で
崩
じ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
所
在
地
は
飛
鳥
朝
廷

の
重
要
な
祭
祀
場
、
磐
余
の
池
の
ほ
と
り
で
あ

っ
て
、
海
辺
の
神
話
の
主
人
公

が
、
こ
ん
な
内
陸
の
山
間
地
で
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
も
、
飛
鳥
朝
廷
が
こ
の
神

話
の
主
人
公
を
大
切
に
捧
持
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
船
巫
女

オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
は
神
功
皇
后
と
し
て
天
皇
家
の
血
統
譜
に
組
み
込
ま
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

舒
明
か
ら
斉
明
朝
に
か
け
て
新
羅
と
の
敵
対
が
深
刻
化
し
て
ゆ
く
。
こ
の
緊

張
関
係
の
中
で
、
遠
い
音
に
あ

っ
た
こ
と
と
し
て
、
神
功
皇
后
の
新
羅
征
服
と

い
う
神
話
が
完
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
飛
鳥
朝
廷
の
外
交
上
に
お
け
る

新
羅
へ
の
あ
せ
り
が
、
こ
の
新
羅
圧
服
と
い
う
威
勢
の
よ
い
神
話
を
構
想
さ
せ

た
の
で
あ
ろ
う
。
神
功
皇
后
に
関
す
る
研
究
は
津
田
左
右
吉
氏
以
来
諸
説
が
あ

る
が
、
細
か
く
立
ち
入
れ
ば
別
と
し
て
右
の
程
度
に
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て

は
、
諸
説
の
い
ず
れ
と
も
そ
れ
程
大
き
く
低
触
し
て
い
な
い
と
思
う
。

さ
て
百
済
王
一
族
が
、
い
ま
日
本
に
滞
留
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、
新
羅
と

の
敵
対
関
係
か
ら
生
れ
て
き
た
状
況
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「
玉
欅
か
け
の
よ

ろ
し
く
遠
つ
神
わ
ご
大
君
の
い
で
ま
し
の
山
越
す
風
の
」
と
は
、

「
心
に
か
け

て
偲
ぶ
に
よ
ろ
し
く
、
遠
い
昔
神
功
皇
后
が
新
羅
西
征
の
た
め
出
発
な
さ
つ
た

時
吹
い
た
と
い
う
、
あ
の
幸
先
よ
い
風
が
今
も
自
分
の
袖
に
吹
く
と
」
と
い
う

程
の
意
味
だ
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
遠
い
昔
の
神
功
皇
后
の
時
の
よ

う
に
新
羅
が
降
伏
す
る
と
き
、
そ
の
日
が
豊
章
＝
軍
王
の

「独
り
居
る
」
淋
し

さ
か
ら
脱
し
て
帰
国
で
き
る
日
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
帰
国
は
成
り
難

い
。
遠
い
音
の
勝
利
を
偲
ば
せ
る
風
で
あ
る
反
面
、
現
在
の
自
分
を
焦
燥
さ
せ

る
風
で
も
あ
る
。

四

そ
れ
に
し
て
も

「山
越
す
風
」
と
は
何
か
。

「安
益
郡
」
と
は
現
在
の
綾
川
流
域

一
帯
で
あ
り
、
当
時
の
海
岸
線
が
陸
に

向

っ
て
湾
入
し
、
現
在
の
下
流
附
近
は
古
代
に
お
い
て
は
海
面
で
あ

っ
た
と
推

定
さ
れ
る
。
「綾
氏
系
図
」
（続
群
書
類
従
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
に
は
勇
敢
な

水
軍
の
伝
説
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
但
し
こ
の
文
献
の
年
代
は
下
る
で
あ

ろ
う
か
ら
確
か
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
全
く
無
根
の
こ
と
と
し
て
片
付
け

て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

も

っ
と
た
し
か
に
証
明
で
き
る
こ
と
は
、
古
代
の
朝
鮮
通
交
で
大
き
な
活
躍

を
し
た
紀
氏
の
航
路
が
こ
の
付
近
で
あ

っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ

る
。
朝
鮮
通
交
が
そ
の
後
、
統

一
的
に
政
府
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
か
ら
は
山
陽
道
沿
い
が
主
要
な
航
路
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

う
な
れ
ば
、
こ
の
四
国
北
岸
の
綾
郡
は
左
注
も
推
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
伊
予

熟
田
津
と
の
中
継
点
と
し
て
重
要
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
天

武
十
三
年
に
は
こ
の
地
の
豪
族
、
綾
君
と
い
う
の
が
、
三
輪
、
春
日
、
阿
倍
な

ど
と
い
う
大
和
の
雄
族
の
末
端
に
つ
ら
な

っ
て
朝
臣
姓
を
受
け
て
い
る
。
綾
君

は
記
紀
で
は
、
た
だ
そ
の
始
祖
が
登
録
さ
れ
て
い
る
以
外
、
何
ら
活
躍
の
記
さ

れ
て
い
な
い
地
方
豪
族
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
新
し
く
働
き
を
中
央
に
聞
え

さ
せ
る
機
会
を
得
た
新
興
の
氏
族
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば

「安
益
郡
」
は
こ
の
氏
族
と
と
も
に
朝
鮮
と
の
航
路
で
重
要

な
中
継
点
と
し
て
そ
の
名
が
中
央
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
し
、
百
済
か
ら
来
て
い
る
責
人
に
つ
い
て
物
語
る
叙
事
詩
の
舞
台
と
し
て
、

こ
の
地
名
が
え
ら
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
長
歌
は
巻
三
、
三
六
六
に
影
響
を
与
え
て
い



る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
三
三
六
番
の
長
歌
に
は

「角
鹿
津
乗
船
時
笠
朝
臣

金
村
作
歌
」
と
題
詞
が
あ

っ
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
港
か
ら
船
で
乗
り
出
し
た

と
き
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
軍
王
の
歌
も
、
以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
浜
辺

に
関
す
る
長
歌
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
わ
た
く
し
は
綾
川

口
の
現
地
に
立

っ
て
次
の
よ
う
に
考
え
、
次
の
よ
う
な
眺
望
を
し
て
み
た
。
古

代
に
お
い
て
は
、
こ
の
川
口
附
近
は
海
面
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
あ

た
り
か
ら
更
に
番
の
洲
工
業
地
帯
の
埋
立
地
を
通

っ
て
沖
に
向

っ
て
歩
い
た
。

人
磨
呂
の
歌
に
登
場
す
る
狭
琴
島
に
だ
ん
だ
ん
近
づ
く
場
所
で
あ
る
。
そ
の
と

こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
西
側
は
岩
礁
ほ
ど
の
小
島
が
頭
を
出
し
て
い
る
程
度
で
、

視
界
を
さ
え
ぎ
る
程
の
も
の
は
な
い
。
北
側
は
遠
く
に
岡
山
県
の
陸
地
が
か
す

ん
で
見
え
る
。
近
く
で
は
瀬
居
島
だ
け
が
や
や
大
き
い
。
南
側
は
讃
岐
平
野
で

円
錐
形
の
小
山
が
三
つ
ば
か
り
見
え
る
以
外
、
や
は
り
視
界
に
入
っ
て
く
る
大

き
な
も
の
は
な
い
。
た
だ
東
側
は
だ
い
ぶ
景
観
を
異
に
す
る
。
地
図
を
見
れ
ば

す
ぐ
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
五
色
台
山
と
い
う
標
高
三
百
か
ら
四
百
メ
ー
ト
ル
台

の
幾
つ
か
の
峯
が
な
ら
ん
で
い
る
台
状
の
山
塊
が
あ
る
。
小
さ
い
島
々
小
さ
い

山
山
が
散
ら
ば

っ
て
い
る
四
月
の
風
景
の
中
で
、
こ
の
山
塊
は
大
き
い
。
四
百

メ
ー
ト
ル
の
高
さ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
正
味
、
海
面
上
か
ら
眺
め
る
高
さ
で

あ
る
か
ら
、　
一
定
の
高
さ
を
も

っ
た
陸
上
か
ら
眺
め
る
山
の
場
合
よ
り
は
高

い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
う
あ
ん
ま
り
高
く
は
な
い
。
地
図
で
も
高
さ

よ
り
こ
の
山
塊
の
底
面
積
の
広
い
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を

西
側
か
ら
実
際
に
現
地
で
眺
め
て
み
る
と
、
こ
の
山
塊
の
南
北
の
従
断
面
が
山

脈
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
山
脈
は
南
北
に
長
く
つ
づ
き
、
尾
根
は
水

平
に
近
く
、
北
端
で
急
に
海
に
入

っ
て
切
れ
る
。
海
に
長
く
つ
き
出
て
い
る
の

で
、
東
側
へ
の
眺
望
は
多
く
こ
の
山
脈
に
独
占
さ
れ
て
し
ま
う
。
東
に
向

っ
て

ゆ
く
舟
は
こ
の
長
く
海
に
つ
き
出
た
岬
を
北
に
迂
回
し
て
ゆ
く
。
歌
の
題
詞
に

は

「軍
王
見
山
作
歌
」
と
あ

っ
て
、
こ
の
歌
の
理
解
で
は
山
を
見
る
と
い
う
こ

と
を
や
は
り
必
須
条
件
と
し
な
け
れ
ば
文
献
に
忠
実
な
態
度
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
山
と
い
う
の
は
こ
の
五
色
台
山
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
山
脈
の
中
央
部

に
は
自
峯
寺
が
あ
り
、
崇
徳
院
の
陵
も
あ
る
。
平
安
時
代
の
人
も
こ
の
あ
た
り

で
は
こ
の
山
に
も

っ
と
も
高
い
威
厳
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
峯
を
麓

に
ま
で
降
り
切

っ
た
と
こ
ろ
が
長
歌
に
出
て
く
る

「網
の
浦
」
だ
と
い
う
こ
と

に
な

っ
て
、
地
元
の
人
が
立
て
た
看
板
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
正
確
さ
の
程
は

わ
た
く
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
塩
田
が
こ
の
近
く
に
散
在
し
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

さ
て
坂
出
市
の
側
か
ら
こ
の
山
を
眺
め
て
、
そ
の
向
う
側
は
る
か
遠
く
、
正

確
に
い
う
な
ら
ば
東
北
東
の
方
角
に
難
波
、
住
吉
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

住
吉
の
神
の
い
ま
す
浜
辺
か
ら
吹
く
風
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
綾
川

口
あ

た
り
で
受
け
と
め
れ
ば
、　
こ
の
山
の
方
か
ら
吹
く
風
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

「遠
つ
神
　
わ
ご
大
君
の
い
で
ま
し
の
　
山
越
す
風
」
と
は
し
た
が

っ
て
、

「遠
い
昔
　
神
功
皇
后
が
新
羅
西
征
に
向
わ
れ
た
と
き
船
を
早
く
安
全
に
進
め

た
と
い
う
あ
の
幸
先
の
よ
い
風
、
今
も
こ
の
山
の
方
か
ら
吹
い
て
く
る
風
」
と

い
う
ほ
ど
の
意
味
に
理
解
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
風
は
東

風
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
東
風
と
は
春
風
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
歌
の
冒
頭
の
句

「霞
立
つ
長
き
春
日
の
」
と
い
う
句
と
か
み
合
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
瀬

戸
内
海
の
こ
の
地
方
は
霧
の
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
好
事
の
そ
し
り
を
免
れ
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
く
し
は
こ
の
東
風
が
ど
ん
な
季
節
に
ど
ん
な
様
に

吹
く
か
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
地
上
近
く
の
こ
の
よ
う
な
平
凡
な
風
の
方

向
を
全
国
に
わ
た

っ
て
精
細
に
調
べ
る
ほ
ど
気
象
台
は
暇
で
も
な
い
し
、
日
本

も
そ
れ
程
狭
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
幸
い
な
こ
と
に
、
こ
の
地
域
は

本
土

・
四
国
連
絡
架
橋
の
工
事
予
定
地
に
な

っ
て
お
り
、
か
よ
う
な
長
大
な
架



橋
の
た
め
に
は
、
一
年
を
通
じ
て
の
風
向
、
風
速
を
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
、

そ
の
調
査
が
あ
る
こ
と
を
高
松
地
方
気
象
台
で
教
え
て
頂
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ

に
ゲ
間
を
通
じ
西
風
が
多
く
、
冬
は
圧
倒
的
に
西
風
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

東
風
は
三
月
か
ら
急
激
に
多
く
な
り
、
五
月
に
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
つ
く

っ
て
い

る
。
も
う

一
つ
の
ピ
ー
ク
は
十
月
で
ぁ
る
。
こ
の
地
域
で
の
東
風
と
は
正
確
に

い
う
な
ら
そ
れ
は
東
風
で
な
く
、
東
北
東
、
ま
た
は
北
東
の
風
で
あ

っ
た
。
伊

予
の
熟
田
津
は
ち
ょ
う
ど
綾
川
日
か
ら
西
北
西
の
位
置
に
あ
た
る
の
で
、
こ
の

東
北
東
の
風
に
の
れ
ば
船
は
綾
川
口
よ
り
熟
田
津
に
向

っ
て
す
み
や
か
に
進
む

こ
と
が
で
き
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

五

前
節
ま
で
で
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
軍
王
の
長
反
歌
は
讃
岐
綾
郡
の
地
形
、

位
置
、
気
候
、
歴
史
の
固
有
性
に
相
当
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
の
で
、
国
内
の

い
ず
れ
の
場
所
に
置
い
て
も
差
支
え
が
な
い
と
い
っ
た
風
の
歌
で
は
な
い
。
し

か
し
反
面
、
こ
の
長
反
歌
は
郷
土
的
な
固
有
性
の
中
だ
け
で
完
成
し
た
も
の
で

な
い
。
こ
れ
は
大
歌
風
の
万
葉
巻

一
の
第
五
番
目
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
に
供
奉
す
る
こ
と
に
な

っ
た
百
済
王
一
族
の
始

祖
伝
承
の
意
図
を
多
分
に
も

っ
て
い
る
。
こ
の
事
は
こ
の
長
反
歌
を
反
面
に
お

い
て
き
わ
め
て
中
央
的
な

一
般
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

一
般
性
が
あ
る

と
は
、
こ
の
場
合
、
具
体
的
に
言

っ
て
こ
の
長
反
歌
に
は
多
く
の
、
他
の
歌
と

歌
詞
を
共
有
す
る
類
型
句
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
が
同
じ
く
大
歌
風
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
長
反
歌
の
前
後
に
置
か
れ
て
い
る

他
の
諸
歌
と
ま
た
性
格
を
異
に
す
る
点
で
あ
る
。
次
の
一
覧
表
は
こ
の
長
反
歌

に
あ
ら
わ
れ
た
類
旬
、
類
想
的
な
表
現
詞
句
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
関
係
す
る

歌
の
巻
と
番
号
と
を
あ
げ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

１
　
長
い
春
日
を
恋
い
暮
ら
す

巻
十
塑
賜
ｍ
椰　巻十
三
囲

２
　
む
ら
ぎ
も
の
心

巻
四

物

家
持
　
巻
十

犯
　
巻
十
六

皿

３
　
ぬ
え
鳥
　
ぬ
え
こ
鳥
―
―
な
げ
く
　
片
恋

巻
二

“

人
麻
呂
　
巻
五

膨

億
良
　
巻
十

Ｗ

４
　
王
欅
か
け
て
し
の
ぶ

巻
二

Ｄ

人
麻
呂
　
巻
三

鰯

金
村

巻
十

四
　
巻
十
二

獅

独
　
な
十
三

５
　
独
り
居
て
恋
う

巻
十
二

獅
　
巻
十
三

融

６
　
衣
手
が
風
に
吹
か
え
る

巻
十
膨
　
巻
十
三
％

７
　
思
い
や
る
た
づ
き

（
た
ど
き
）
知
ら
ず

巻
九

２
　
巻
十
二

犯

劉
　
巻
十
三

囲

８
　
心
、
思
い
焼
く

巻
四

な“
家
持
　
巻
七

椰
　
巻
十
三

冽

９
　
ぬ
る
夜
を
ち
ず

巻
十
三

囲
　
巻
十
七

一一
家
持

3286巻
3297  ノヽ

33241453

狙　巻
十七　
路
家持

金
村
　
巻
九

つ



１０
　
山
か
ら
風
が
吹
き
妹
が
し
の
ば
れ
る

巻

一　
Ｚ
　
巻
十

獅
　
巻
十

一　
２６７７

御
　
巻
十
三

珈

翔

右
は
詞
句
そ
の
も
の
の
類
同
だ
け
で
は
な
く
、
類
似
の
想
を
も
つ
場
合
も
含

め
て
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
、
わ
た
く
し
の
解
釈
が
幾
分
入
る
こ
と
は
ど
う
し

ょ
う
も
な
か
っ
た
。
歌
の
取
捨
に
迷
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
ま
ず
顕
著
な
傾
向
だ

け
で
論
ず
れ
ば
誤
り
は
お
か
さ
な
い
で
す
む
と
思
う
。
家
持
の
歌
が
か
な
り
現

れ
て
い
る
が
、
家
持
は
じ
め
奈
良
朝
の
歌
人
の
も
の
は
除
外
す
れ
ば
、
そ
う
す

る
と
こ
の
軍
王
の
長
反
歌
は
深
く
巻
十
三
、
巻
十
と
い
う
作
者
不
明
の
古
い
巻

と
交
渉
の
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
巻
十
三
と
の
か
か

わ
り
が
深
い
こ
と
は
こ
の
長
反
歌
の
性
質
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
長

反
歌
に
は
家
郷
を
恋
う
相
聞
の
性
質
が
濃
厚
で
あ
る
。
巻
十
三
の
相
聞
の
長
歌

の
部
類
の
中
に
こ
れ
を
沈
め
て
み
た
と
き
そ
れ
が
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
三
二
八

一
２
三
二
八
三
の
長
反
歌
と
並
べ
て
み
て
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
こ
に
出
自
を
置
き
な
が
ら
も
、
ま
た
決
し
て
そ
こ
に
と
ど
ま

っ
て
い
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
長
反
歌
に
は
記
紀
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
物
語
歌

と
似
通
う
性
質
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
巻
十
三
の
性
質
を
解
説
し
て

「
こ
れ
は

伝
説
と
結
び
合
さ
れ
て
記
紀
の
歌
物
語
に
採
り
得
た
も
の
を
除
い
た
、
い
は
ば

衣
裳
の
裁
ち
残
り
の
裂
地
を
見
る
巻
で
あ
る
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、　
こ

の
場
合
に
お
い
て
も
こ
の
解
説
は
び

っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
他
、
句
切
れ
、
句
の
か
か
り
方
な
ど
の
上
で
も
特
徴
の
多
い
長
歌
で
あ

っ
て
、
調
べ
て
み
た
い
こ
と
そ
の
他
多
く
こ
と
ば
を
尽
し
て
み
た
い
こ
と
を
残

し
て
い
る
が
、
研
究
の
大
要
は
記
し
得
た
と
思
う
の
で
、　
こ
こ
で
筆
を
と
め

る
。　
２

九
七

一
。
九

・
四
）

Ｄ
　
綾
郡
の
国
庁
附
近
の
地
形
は
、
こ
の
国
の
国
守
を
し
た
菅
原
道
真
の
詩
文

集
、
菅
家
文
草
や
、
藤
原
純
友
が
国
庁
を
襲

っ
た
様
子
を
記
し
た
純
友
追
討

記
な
ど
に
よ
っ
て
推
定
で
き
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
の
菅
家
文
草
、
後
集

の
解
説
に
国
庁
附
近
の
地
形
を
推
定
し
た
地
図
が
あ
る
。

の
　
ン」
れ
に
つ
い
て
は
岸
俊
男

『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
に
詳
細
な
証
明
が

あ
る
。

め
　
沢
潟
久
孝

『
万
葉
集
注
釈
』

の
　
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
に
吹
い
た
こ
の
順
風
と
い
う
の
は
、
記
紀
で
は
北
九

州
の
浜
辺
で
起

っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
地
理
的
に
重
要

な
場
所
に
お
け
る
船
出
の
儀
礼
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
神
話
と
が
記
紀
に
と

り
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ

っ
て
、
大
な
り
小
な
り
同
様
の
信
仰
と
儀
礼
と

は
、
朝
鮮
航
路
の
起
点
や
中
継
点
で
あ

っ
た
大
阪
の
住
吉
、
四
国
北
岸
の
綾

郡
に
も
あ

っ
た
こ
と
は
、
神
功
皇
后
の
伝
承
が
風
上
記
に
多
く
伝
え
ら
れ
、

瀬
戸
内
海
辺
に
散
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
十
分
想
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

Ｄ
　
気
象
庁
建
設
省
四
二
年
二
月
発
行

「本
州
四
国
連
絡
架
橋
調
査
、
中
間
報

告
そ
の
５
」
観
測
地
は
北
浦
と
三
ツ
子
島
の
も
の
を
用
い
た
。

の
　
沢
潟
久
孝

『
万
葉
集
序
説
』

（追
手
門
学
院
大
学
講
師
）


