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序
・
問
題
の
所
在

万
葉
集
挽
歌
部
は
有
問
皇
子
の
自
傷
歌
二
首
と
い
う
著
名
な
歌
群
を

も
っ
て
そ
の
冒
壊
と
し
て
い
る
。
以
下
の
二
首
で
あ
る
。

有
間
皇
子
の
自
ら
傷
み
て
松
が
枝
を
結
べ
る
歌
二
首

盤
忽
刊
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
真
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
還
り
見
む

(
一
四
ニ

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る

(
一
四
二
)

こ
の
二
首
に
つ
い
て
は
、
契
沖
が
「
万
葉
代
匠
記
」
(
初
稿
本
)
に

お
い
て
、
「
歌
の
こ
こ
ろ
あ
き
ら
か
に
、
あ
は
れ
な
る
御
歌
な
り
」
と

し
、
「
万
葉
考
』
が
「
有
が
ま
ま
に
よ
み
給
へ
れ
ば
、
今
唱
ふ
る
に
す

ら
思
ひ
は
か
ら
れ
て
哀
也
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
日
本
書
紀
』
(
以

下
「
書
紀
』
と
略
す
)
の
斉
明
四
年
十
一
月
条
に
み
え
る
、
い
わ
ゆ
る

池

陽

斉

原

有
問
皇
子
謀
叛
事
件
と
か
か
わ
ら
せ
て
鑑
賞
す
る
詠
み
方
が
古
く
か
ら

採
ら
れ
て
き
た
が
、
現
代
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
首
を
再
開
旅
歌

の
転
用
と
み
る
説
や
、
有
問
皇
子
の
実
作
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
説
も

多
く
提
出
さ
れ
て
、
{
一
疋
説
を
み
な
い
。

し
か
し
、
た
と
え
こ
の
自
傷
歌
が
有
間
皇
子
の
歌
で
な
い
と
し
て
も
、

二
首
が
挽
歌
部
と
い
う
死
と
か
か
わ
る
部
立
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る

以
上
、
少
な
く
と
も
『
万
葉
集
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
有

問
皇
子
の
悲
劇
の
死
を
意
識
し
て
排
列
さ
れ
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
一
四
三
1
一
四
六
番
歌
ま
で
の
四
首
に
お
い

て
、
山
上
憶
良
ら
の
歌
人
た
ち
が
有
間
皇
子
を
追
悼
し
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
も
保
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
歌
は
、
明
ら
か
に
有
間
皇

子
の
死
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
見
方
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
自
傷
歌
二
首
の
背

景
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
『
書
紀
』
の
有
問
皇
子
に
か
か
わ
る
伝

記
の
検
討
と
い
う
も
の
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
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本
稿
で
は
、
「
書
紀
」
の
表
現
へ
の
検
討
を
通
し
て
、
「
書
紀
』
と
自

傷
歌
群
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
を
確
か
め
た
い
。

一
・
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
立
場

有
問
皇
子
は
周
知
の
と
お
り
、
斉
明
四
年
(
六
五
八
)
に
謀
叛
の
罪

に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、
刑
死
に
追
い
込
ま
れ
た
人
物
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
有
問
皇
子
は
国
家
に
対
し
て
謀
叛
を
企
ん
だ
、
叛
逆
者
に
他
な
ら

な
し
。も

ち
ろ
ん
、
そ
の
死
は
中
大
兄
皇
子
の
陰
謀
に
よ
る
も
の
と
す
る
説

が
有
力
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
実
際
に
謀
叛
を
企
ん
だ
が
ど
う
か
に

つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
『
書
紀
」
が
有
間
皇

子
を
謀
叛
の
首
謀
者
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
事
会
式
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
傷
歌
二
首
を
載
せ
る
『
万
葉
集
」
巻
二
に
つ
い
て
は
、

巻
一
と
合
わ
せ
て
宮
廷
の
世
界
と
深
く
か
か
わ
る
巻
、
公
的
な
巻
で
あ

る
と
み
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
巻
の
冒
頭
に
、
謀
叛
人
で
あ
る
有
問
皇
子
の

歌
が
採
録
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、
謀
叛
人
に
同
情
す
る

が
ご
と
き
内
容
の
歌
々
を
、
官
人
で
あ
る
憶
良
や
意
吉
麻
呂
が
ど
う
し

て
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
あ

ま
り
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り

で
は
、
こ
の
こ
と
を
詳
細
に
老
ゑ
小
し
て
い
る
の
は
菅
野
雅
雄
氏
だ
け
で

あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
菅
野
氏
が
、

現
実
の
問
題
と
し
て
長
忌
す
意
吉
麻
呂
以
下
の
宮
廷
歌
人
が
、

行
幸
に
供
奉
し
、
或
は
天
皇
の
前
で
謀
反
人
を
悼
み
悲
し
む
歌
を

作
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
謀
叛
に
同
情
し
、
謀
反
人

の
た
め
に
涙
す
る
の
は
、
謀
叛
に
同
調
、
荷
担
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
ろ
、
っ
。

と
指
摘
し
て
い
る
問
題
は
、
再
考
の
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る。
菅
野
氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
持
統
天
皇
の
個
人
的
な
資
質
、
つ

ま
り
は
祖
父
で
あ
る
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
巴
が
大
化
五
年
(
六
四
九
)

に
謀
叛
を
議
訴
さ
れ
て
一
族
と
と
も
に
自
殺
し
、
そ
の
悲
し
み
に
よ
っ

て
石
川
麻
自
の
娘
で
あ
る
母
の
造
媛
ま
で
も
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
持
続
天
皇
が
「
無
実
の
罪
に
対
す
る
批
判
と
反
省
も
人
一
倍
強
く

念
頭
に
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
そ
の
解
決
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
持

統
天
皇
の
思
い
こ
そ
が
「
父
天
智
天
皇
を
庇
め
る
こ
と
を
厭
わ
ず
に
、

有
間
皇
子
か
ら
謀
反
人
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
が
し
た
原
動
力
」
で
あ
り
、

そ
の
結
果
「
有
間
皇
子
の
罪
が
許
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
無
実
が
晴
ら

さ
れ
た
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
私
に
は
、
王
権
の
名
誉
に
か
か
わ
る
謀
叛
人
の
免
罪
と
い
う

行
為
が
、
い
か
に
天
皇
と
は
い
え
、
持
統
の
一
存
で
可
能
で
あ
っ
た
か

は
疑
問
に
思
え
る
し
、
ま
た
天
武
・
持
統
朝
に
お
い
て
天
智
天
皇
が
そ

れ
ほ
ど
庇
め
ら
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
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例
え
ば
天
武
八
年
(
六
七
九
)
の
い
わ
ゆ
る
「
吉
野
の
盟
約
」
に
川

島
・
施
基
と
い
う
天
智
天
皇
の
二
皇
子
が
参
茄
し
て
い
る
こ
と
、
持
統

朝
の
重
臣
に
石
上
麻
呂
や
藤
原
不
比
等
と
い
っ
た
近
江
朝
の
遺
臣
や
そ

の
一
族
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
元
明
天
皇
以
降
の
即
位

時
の
宣
命
に
度
々
現
わ
れ
る
「
不
改
常
典
」
に
天
智
天
皇
の
中
笠
則
が
仮

託
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
壬
申
の
乱
を
挟
ん
で
も
な

お
、
天
智
天
皇
は
尊
重
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
文
学
的
に
も
柿
本
人
麻
呂
に
よ
っ
て
近
江
荒
都
歌
が
詠
ま
れ
た

こ
と
は
、
近
江
朝
廷
、
ひ
い
て
は
天
智
天
皇
に
対
す
る
鎮
魂
行
為
と
考

え
ら
れ
、
天
智
天
皇
に
対
す
る
配
慮
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
上
に
、
謀
叛
の
罪
が
も
し
も
持
統
天
皇
の
時
代
(
六
八
六
1

六
九
六
)
に
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
養
老
四
年

(
七
二

O)
に
撰
修
さ
れ
た
『
書
紀
』
に
反
映
さ
れ
な
い
の
は
不
思
議

で
あ
る
。
『
書
紀
』
は
正
史
で
あ
り
、
国
家
の
言
い
分
を
も
っ
と
も
良

く
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
書
紀
」
に
、
有
問
皇
子
は

後
述
す
る
知
く
謀
叛
人
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
謀
叛
人

の
レ
ッ
テ
ル
」
は
剥
が
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。

「
万
葉
集
」
冒
頭
に
有
問
皇
子
の
自
傷
歌
が
採
録
さ
れ
た
理
由
に
つ
い

て
は
、
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
仮
に
『
万
葉
集
」
巻
二
が
宮
廷
に
か
か
わ
ら
な
い
巻
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
一
四
三
以
下
の
追
悼
歌
四
首
が
、
恐
ら
く
は
大
宝
元
年

(七

O
こ
の
紀
伊
の
国
行
幸
の
場
で
歌
わ
れ
た
こ
と
を
考
虐
す
る
と
、

や
は
り
こ
の
二
首
は
公
的
な
世
界
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
と
考

h

え
ら
れ
る
。

二
・
斉
明
紀
三
年
条
の
検
討
①

こ
こ
ま
で
自
傷
歌
二
首
が
「
万
葉
集
』
巻
二
挽
歌
部
の
冒
頭
に
採
録

さ
れ
た
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
二
首

は
公
的
な
世
界
と
か
か
わ
り
な
が
ら
も
、
『
書
紀
」
と
は
別
の
性
格
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
『
書

紀
』
の
有
間
皇
子
に
か
か
わ
る
伝
記
に
つ
い
て
、
検
討
し
、
そ
の
差
異

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
『
書
紀
」
の
本
文
を
掲
げ
る
。

九
月
に
、
有
間
皇
子
、
性
結
く
し
て
陽
狂
す
と
、
云
々
。
牟

婁
温
泉
に
往
き
て
、
病
を
療
む
る
偽
し
て
来
、
国
の
体
勢
を
讃
め

て
日
は
く
、
「
縫
彼
の
地
を
観
る
に
、
病
自
づ
か
ら
に
鍋
消
り
ぬ
」

と
、
云
々
。
天
皇
、
聞
し
め
し
悦
び
た
ま
ひ
て
、
往
し
ま
し
て
観

さ
む
と
思
欲
す
。

n
H
d
 

唱

E
A

(
中
略
)

十
一
月
の
庚
申
の
朔
壬
午
に
、
留
守
官
蘇
我
赤
兄
臣
、
有
問

皇
子
に
語
り
て
日
は
く
、
「
天
皇
の
治
ら
す
政
事
、
三
つ
の
失
有

り
。
大
き
に
倉
亭
乞
起
て
て
、
民
財
を
積
み
衆
む
る
こ
と
、
一
つ
。

長
く
渠
水
を
穿
り
て
、
公
糧
を
損
し
費
す
こ
と
、
一
一
つ
。
舟
に
石

を
載
み
て
、
運
び
積
み
て
正
に
す
る
こ
と
、
三
つ
」
と
い
ふ
。
有



間
皇
子
、
乃
ち
赤
兄
が
己
に
善
し
き
こ
と
を
知
り
て
、
欣
扶
ぺ
び
て

報
答
へ
て
日
は
く
、
「
吾
が
年
始
め
て
兵
を
用
ゐ
る
べ
き
時
な
り
」

と
い
ふ
。
甲
中
に
、
有
問
皇
子
、
赤
兄
が
家
に
向
き
、
楼
に
登
り

て
謀
る
。
爽
膝
自
づ
か
ら
に
断
れ
ぬ
。
是
に
、
相
の
不
祥
を
知
り

て
、
倶
に
盟
ひ
て
止
む
。
皇
子
帰
り
て
宿
る
。
是
の
夜
半
に
、
赤

兄
、
物
部
朴
井
連
鮪
を
遣
し
て
、
造
宮
る
丁
を
率
ゐ
て
、
有
問
皇

子
を
市
経
の
家
に
囲
む
。
便
ち
駅
使
を
遣
し
て
、
天
皇
の
所
に
奏

す
。
戊
子
に
、
有
問
皇
子
と
守
君
大
石
・
坂
合
部
連
薬
・
塩
屋

連
鮒
魚
と
を
捉
へ
、
紀
温
泉
に
送
り
た
て
ま
つ
り
き
。
全
日
人
新

田
部
米
麻
目
、
従
な
り
。
是
に
、
皇
太
子
、
親
ら
有
問
皇
子
に
問

ひ
て
日
は
く
、
「
何
の
故
か
謀
反
け
む
と
す
る
」
と
の
た
ま
ふ
。

答
へ
て
日
さ
く
、
「
天
と
赤
兄
と
知
ら
む
。
五
口
全
ら
解
ら
ず
」
と

の
た
ま
ふ
。
庚
寅
に
、
丹
比
小
沢
連
国
襲
を
遣
し
て
、
有
問
皇
子

を
藤
白
坂
に
絞
ら
し
む
。
是
の
日
に
、
塩
屋
連
鮒
魚
・
舎
人
新

田
部
連
米
麻
呂
を
藤
白
坂
に
斬
る
。
塩
屋
連
鮒
魚
、
諒
さ
れ
む

と
し
て
言
は
く
、
「
願
は
く
は
、
右
手
を
し
て
国
の
宝
器
を
作
ら

し
め
よ
」
と
い
ふ
c

(

寸
君
大
石
を
上
毛
野
固
に
、
坂
合
部
薬
を
尾

張
国
に
流
す
。
或
本
に
云
は
く
、
有
間
皇
子
と
蘇
我
臣
赤
兄
・
塩

屋
連
小
文
・
守
君
大
石
・
坂
合
部
連
薬
と
、
短
籍
を
取
り
て
、
謀

反
け
む
事
を
ト
ふ
。
或
本
に
云
は
く
、
有
間
皇
子
日
は
く
、
「
先

づ
宮
室
を
矯
き
、
五
百
人
を
以
て
、
一
日
両
夜
、
牟
婁
津
を
滋
へ

て
、
疾
く
船
師
を
以
て
淡
路
国
を
断
ら
む
、
牢
圏
の
如
く
な
ら
し

め
ば
、
其
の
事
成
し
易
け
む
」
と
い
ふ
。
或
人
諌
め
て
日
は
く
、

「
可
か
ら
じ
。
計
る
所
は
既
に
然
れ
ど
も
徳
元
し
。
方
に
今
皇
子
、

年
始
め
て
一
九
、
未
だ
成
人
に
及
ら
ず
。
成
人
に
至
り
て
其
の
徳

を
得
べ
し
」
と
い
ふ
。
他
日
に
、
有
問
皇
子
、
一
の
判
事
と
謀
反

る
時
に
、
皇
子
の
案
机
の
脚
、
故
元
く
し
て
自
づ
か
ら
に
断
れ
ぬ
。

其
の
諜
止
ま
ず
し
て
、
遂
に
諒
裁
さ
れ
ぬ
と
い
ふ
。

以
上
の
斉
明
紀
三
年
九
月
条
、
及
び
四
年
十
一
月
条
が
「
書
紀
」
に

お
け
る
有
問
皇
子
に
か
か
わ
る
伝
記
の
す
べ
て
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
伝
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
閏
遁
幸
雄
氏
が
検
討
を
加
え
て
い

る。
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す
な
わ
ち
、
斉
明
紀
三
年
九
月
条
に
「
有
問
皇
子
、
性
賠
く
し
て
陽

狂
す
、
云
々
」
「
「
縫
彼
の
地
を
観
る
の
み
に
、
病
自
づ
か
ら
に
舗
消
り

ぬ
」
と
云
々
」
と
あ
る
の
を
受
け
て
、
こ
の
傍
線
の
二
箇
所
の
「
云
々
」

に
有
間
皇
子
へ
の
同
情
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
考
察
で
あ
る
。

直
ち
に
そ
れ
|
|
「
性
黙
く
し
て
陽
狂
す
」
の
こ
と
|
筆
者

注
ー
ー
に
つ
ず
い
て
「
云
々
」
と
来
る
か
ら
、
狂
気
を
よ
そ
お
っ

て
そ
し
て
何
を
言
っ
た
の
か
ま
る
で
分
ら
な
い
。
牟
婁
の
温
泉
に

往
き
、
療
病
を
装
い
、
帰
っ
て
来
て
温
泉
の
地
形
を
讃
め
、
あ
そ

こ
の
風
光
を
見
て
い
る
と
、
病
気
は
ひ
と
り
で
に
治
っ
て
し
ま
っ

た
、
と
い
っ
て
、
そ
の
次
に
「
云
々
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
分
ら
な

い
。
(
中
略
)
事
実
を
ど
っ
ち
に
も
採
れ
る
よ
う
に
あ
い
ま
い
に



し
て
お
く
。
「
云
々
」
が
見
事
に
そ
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
性
黙
」
と
い
う
ひ
ど
い
紹
介
の
篤
方
、
「
陽
狂
」
と
い

う
好
策
遂
行
者
と
し
て
の
述
べ
方
、
こ
れ
は
天
智
系
の
資
料
の
冒

頭
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
皇
子
を
悪
人
に
で
っ
ち

上
げ
た
部
分
を
編
者
が
カ
ッ
ト
し
て
「
云
々
」
と
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
回
漣
氏
の
老
ど
え
に
従
う
な
ら
ば
、
「
万
葉
集
」
だ
け
で
は
な
く
、

『
書
紀
』
も
有
問
皇
子
に
対
し
て
、
同
情
や
配
慮
を
加
え
て
い
る
と
と

れ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
田
遁
氏
の
言
、
つ
よ
う
に
、
「
云
々
」
と
い
う

語
は
有
問
皇
子
に
対
す
る
配
慮
の
表
れ
と
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う

ヵ。
ま
ず
は
「
「
縫
彼
の
地
を
観
る
の
み
に
、
病
自
づ
か
ら
に
開
消
り
ぬ
」

と
云
々
」
と
い
う
個
所
か
ら
検
討
し
た
い
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
有
間
皇
子
が
斉
明
天
皇
を
前
に
し
て
、
牟
婁
の
地
が
風
光
明
蝿

た
る
場
所
で
あ
る
こ
と
、
自
分
の
病
が
そ
れ
に
よ
っ
て
治
ま
っ
た
こ
と

を
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
別
に
有
間
皇
子
の
こ
と
を
悪
く
い
う
件

で
は
な
い
。
「
云
々
」
に
よ
っ
て
省
略
さ
れ
た
の
は
、
牟
婁
の
地
を
賞

賛
す
る
言
葉
か
、
自
身
の
体
調
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
思
わ
れ
、

そ
の
答
設
な
文
言
を
省
略
し
た
に
週
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
云
々
」
に
よ
っ
て
セ
リ
フ
の
一
部
を
省
略
す
る
と
い
う
方
法
は

『
書
紀
」
に
は
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

①
臣
下
、
遂
に
用
て
相
議
り
て
、
為
に
百
人
の
度
せ
し
め
て
、

多
く
の
幡
蓋
を
造
り
、
種
種
の
功
徳
を
す
と
、
云
々
。

(
欽
明
紀
十
六
年
八
月
条
)

②
蘇
我
馬
子
宿
禰
を
以
て
大
臣
と
し
、
物
部
弓
削
守
屋
連
を
も

て
大
連
と
す
る
こ
と
、
並
に
故
の
知
し
。
壬
申
に
、
詔
し
て

日
へ
ら
く
、
云
々
。

(
用
明
即
位
前
紀
)

③
奉
る
に
赤
心
を
以
て
し
て
、
中
臣
鎌
子
連
、
佐
伯
連
子
麻

呂
・
葛
城
稚
犬
養
連
網
田
を
中
大
兄
皇
子
に
挙
め
て
日
く
、

一云々
。

(
皇
極
紀
三
年
正
月
条
)

④
天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇
、
位
を
中
大
兄
に
伝
へ
た
ま
は
む
と

思
欲
し
て
、
詔
し
て
日
は
く
、
云
々
。
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(
孝
徳
即
位
前
紀
)

⑤
天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇
、
璽
綬
を
授
け
た
ま
ひ
て
、
位
を
禅

り
た
ま
ふ
。
策
し
て
日
は
く
「
杏
、
爾
軽
皇
子
」
と
云
々
。

(
同
上
)

⑥
百
済
君
日
さ
く
、
「
後
漢
の
明
帝
の
永
平
十
一
年
に
、
白
雑
在

所
に
見
ゆ
」
と
云
々
。

(
孝
徳
紀
大
化
五
年
二
月
条
)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
文
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
省
略
し
た
と
考
え
ら
れ

る
件
で
あ
る
が
、
中
で
も
端
的
な
例
と
し
て
②
と
⑤
が
挙
げ
ら
れ
る
。



②
は
「
云
々
」
の
前
に
省
略
さ
れ
た
詔
の
内
容
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

⑤
も
本
文
と
し
た
日
本
古
典
文
学
大
系
本
(
以
下
、
古
典
大
系
と
略
す
)

頭
注
に
よ
れ
ば
、
「
璽
綬
を
授
け
た
ま
ひ
て
、
位
を
禅
り
た
ま
ふ
」
と

い
う
先
の
文
章
の
省
略
だ
ろ
う
と
い
う
。

「
書
紀
』
に
は
、
こ
の
コ
玄
々
」
の
語
は
有
問
皇
子
に
か
か
わ
る
用

例
を
除
い
て
、
全
体
三
四
例
ほ
ど
あ
る
が
、
そ
の
大
半
は
こ
の
よ
う
な
、

セ
リ
フ
の
省
略
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
典
大
系
で
は
、
こ
れ
ら

の
用
例
を
「
し
か
し
か
い
ふ
」
「
し
か
し
か
ま
う
す
」
「
し
か
し
か
の
た

ま
ふ
」
と
訓
読
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
そ
の
よ
う
に
言
っ
た
」
く
ら

い
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
用
例
は
い
ず
れ
も
本
文
中
に
示
さ
れ
た
内
容
を
省
略
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
田
漫
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
斉
明
紀
三
年
の

「
云
々
」
が
ひ
と
つ
用
例
か
ら
外
れ
て
、
有
問
皇
子
を
悪
く
い
う
件

|
|
文
中
に
明
示
さ
れ
な
い
件
ー
ー
を
削
除
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

と
は
老
ど
え
が
た
い
。

も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
「
云
々
」
の
用
例
が
「
し
か
し
か
い
ふ
」
な

ど
と
訓
読
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
直
接
セ
リ
フ
を
受
け
る
こ
と
の
な

い
例
外
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

素
斐
鳴
命
、
妬
み
て
姉
の
田
を
害
る
。
(
中
略
)
然
れ
ど
も
、

日
神
、
憧
め
た
ま
わ
ず
し
て
、
恒
に
平
如
タ
乞
以
て
相
容
し
た
ま
ふ

こ
と
、
云
々
。

(
神
代
紀
上
・
第
七
段
)

日
神
、
先
づ
十
握
剣
を
噛
み
た
ま
ふ
こ
と
、
云
々
。

(
神
代
紀
上
・
第
七
段
)

と
い
う
、
い
ず
れ
も
素
斐
鳴
命
の
高
天
原
で
の
行
状
に
か
ん
す
る
件
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
古
典
大
系
で
は
、
「
し
か
し
か
」
と
訓
読
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
セ
リ
フ
の
直
後
に
く
る
「
云
々
」
で
は
な
い
た

め
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
そ
の
丈
亨
乞

省
略
し
て
い
る
、
と
い
、
ユ
事
情
に
大
差
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
用
例
の
検
討
か
ら
み
て
も
、
「
云
々
」
に
よ
っ
て
省
略

さ
れ
た
の
は
有
間
皇
子
自
身
の
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
有
聞
を
庇
め

る
よ
う
な
内
容
の
丈
が
こ
の
先
に
続
く
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

是
に
、

三
・
斉
明
紀
三
年
条
の
検
討
②

問
題
は
も
う
一
例
の
「
性
結
く
し
て
陽
狂
す
と
、
云
々
」
で
あ
る
。

こ
の
「
性
結
く
し
て
陽
狂
す
」
と
い
う
言
葉
は
有
間
皇
子
に
対
す
る
誹

詩
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
件
を
省
略
し
て
い
る
の
は
、
有
問
皇
子
に
対
す

る
配
慮
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
よ
り
も
先
に
、
「
性
賠
」
「
陽
狂
」
と

い
う
特
殊
な
用
語
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

「
性
賠
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
「
書
紀
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
で
は
「
悪
賢
し
性
格
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
古
典
大
系

の
頭
注
で
は
、
「
集
韻
に
慧
也
と
あ
り
、
広
韻
に
は
堅
黒
也
と
あ
る
。

古
訓
に
は
ワ
ル
ガ
シ
コ
イ
意
は
見
当
ら
な
い
」
と
し
て
お
り
、
「
悪
賢

内
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い
性
格
」
と
い
う
訳
に
つ
い
て
、
疑
問
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

確
か
に
『
大
漢
和
辞
典
』
に
も
、
「
賠
」
の
意
味
と
し
て
、
の
質
が

堅
く
て
黒
色
の
も
の
、
②
さ
と
い
、
さ
か
し
い
、
③
わ
る
が
し
こ
し
、

わ
る
が
し
こ
い
者
、
の
意
味
が
挙
が
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
新
全
集
の

訳
を
絶
対
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
書
紀
』
の
用
例
を
検
討
し

て
み
た
い
。

「
性
」
と
い
う
字
は
『
書
紀
」
の
中
で
人
、
あ
る
い
は
神
の
性
質
、

性
格
を
示
す
用
字
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
。
「
質
性
明
麗
」
「
性
残
害
」

(
神
代
紀
上
・
第
五
段
)
、
「
性
慈
仁
」
(
継
体
即
位
前
紀
)
、
「
性
阻
」

(
安
閑
紀
元
年
十
二
月
条
)
な
ど
の
如
く
で
、
「
書
紀
』
に
一
一
一
例
ほ
ど

あ
る
。対

し
て
「
黙
」
と
い
う
文
字
は
斉
明
紀
の
他
に
も
う
一
例
、

諸
将
の
日
さ
く
、
「
兄
磯
城
は
賠
き
賊
な
り
。
先
づ
弟
磯
城
を

遣
し
て
暁
へ
喰
き
し
め
、
併
せ
て
兄
倉
下
・
弟
倉
下
を
説
さ
し
め

た
ま
へ
。

(
神
武
即
位
前
紀
)

と
い
う
件
の
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
「
黙
」
と
い
う
字
は
、
神
武
天
皇
の
賊
で
あ
る
兄
磯
城

の
性
格
を
現
す
た
め
に
使
わ
れ
て
お
り
、
当
然
、
「
悪
賢
い
」
の
意
味

で
あ
る
と
考
え
て
良
い
用
例
だ
と
思
わ
れ
る
。

用
例
数
が
二
例
し
か
な
い
た
め
確
か
な
こ
と
は
言
い
に
く
い
の
で
あ

る
が
、
確
実
に
意
味
の
取
れ
る
用
例
が
「
悪
賢
い
」
の
意
味
で
あ
る
以

上
、
も
う
一
例
も
そ
れ
に
従
っ
て
大
過
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

次
に
「
陽
狂
」
と
い
う
語
で
あ
る
が
、
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

「
に
せ
き
ち
が
ひ
。
精
神
の
錯
乱
し
た
様
子
を
す
る
」
と
あ
り
、
「
陽
狂
」

す
る
理
由
に
ま
で
は
言
及
が
な
い
。

私
は
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
陽
狂
」
が
ど
の
よ
う
な
理
由

で
な
さ
れ
た
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
語
は
、
『
書
紀
』
に
は
有
間
皇
子
へ
の
一
例
し
か
使
用
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
他
の
文
献
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
例
以
外
に
上
代
文
献
に
お
い
て
「
陽
狂
」
の
語
が
み
え

る
の
は
、
「
懐
風
藻
』
の
釈
智
蔵
伝
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、

智
蔵
師
は
、
俗
姓
禾
田
氏
。
(
中
略
)
六
七
年
の
中
に
、
学
業

頴
秀
な
り
。
同
伴
の
軍
司
頗
る
己
主
ロ
の
心
有
り
。
法
師
察
り
て
、

躯
を
全
く
せ
む
方
を
計
り
、
遂
に
被
髪
陽
狂
し
、
道
路
に
奔
蕩

す
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
釈
智
蔵
が
「
陽
狂
」
す
る
の
は
遣
唐
使
と
し
て
同
行

し
た
、
他
の
僧
侶
の
「
忌
害
の
心
」
か
ら
身
を
守
る
た
め
で
あ
る
。

「
陽
狂
」
の
語
は
悪
い
意
味
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
漢
籍
の
例
に
お
い
て
も
、

昔
者
玉
人
献
宝
、
楚
王
諒
之
。
李
斯
掲
忠
、
胡
亥
極
刑
。
是

以
箕
子
陽
狂
、
接
輿
避
世
。
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(
『
文
選
」
獄
中
上
書
自
明
)

通
復
説
日
、
(
中
略
)
夫
功
者
難
成
而
易
敗
、
時
者
難
値
而
易

失
。
『
時
乎
時
、
不
再
来
』
願
足
下
無
疑
臣
之
計
」
信
猶
輿
不
忍

背
漢
字
、
又
自
以
功
多
、
漢
不
奪
我
斉
、
遂
謝
通
。
通
説
不
聴
、

A

却
)

憧
恐
、
乃
陽
狂
為
亙
。

(
『
漢
書
』
・
劇
通
伝
)

「
王
立
為
天
子
、
日
盆
騎
溢
、
諌
之
不
復
聴
、
今
哀
痛
未
壷
、

日
奥
近
臣
飲
食
作
楽
、
(
中
略
)
古
制
寛
、
大
臣
有
隠
退
、
今
去

不
得
、
陽
狂
恐
知
、
身
死
為
世
裁
、
奈
何
?
君
、
陸
下
故
相
、

官
極
諌
争
」

(
『
漢
書
』
・
循
吏
伝
)

鴻
初
輿
九
江
人
飽
駿
同
事
桓
築
、
甚
相
友
善
、
及
鴻
亡
封
、

輿
駿
遇
於
東
海
、
陽
狂
不
識
駿
、
(
後
略
)

(
『
後
漢
書
」
丁
鴻
伝
)

な
ど
と
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
横
暴
な
主
君
か
ら
の
抹
殺
を
免
れ

る
た
め
や
、
謀
叛
を
勧
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
身
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
を

防
ぐ
た
め
な
ど
、
「
陽
狂
」
と
は
災
い
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、
や
む

を
得
ず
に
、
狂
っ
た
振
る
舞
い
を
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る。なた

モ昔ら
に よ
てコっ

て
も 用
、例

悪の

主題
釈か
すら
るす
必れ
要ぱ
は有
な聞
い皇
、子
との

う塁
と」

にし

こ
の
有
間
皇
子
の
「
陽
狂
」
と
い
う
語
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
中
西

進
氏
の
次
の
よ
う
な
請
も
あ
る
。

『
陽
狂
」
と
い
う
の
は
後
々
の
奈
良
朝
に
お
い
て
仏
門
に
帰

依
し
た
り
、
読
書
三
味
に
ふ
け
っ
た
り
、
ま
た
酒
を
飲
ん
で
翰
晦

し
た
り
し
た
人
々
、
藤
原
八
束
や
光
仁
天
皇
な
ど
を
思
い
浮
か
べ

る
と
け
っ
し
て
性
黙
き
偽
の
行
為
者
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、

そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
悲
劇
的
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
か
つ
優

{nv 

れ
た
人
々
が
彼
ら
で
あ
っ
た
。

中
西
氏
に
よ
れ
ば
、
有
問
皇
子
も
光
仁
天
皇
や
藤
原
八
束
と
同
様
に
、

権
力
者
の
迫
害
か
ら
逃
れ
、
身
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
に
「
陽
狂
」
し

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
悪
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

事
実
と
し
て
は
、
確
か
に
有
間
皇
子
と
い
う
人
は
皇
位
継
承
の
争
い

に
巻
き
込
ま
れ
て
、
悲
劇
の
死
を
遂
げ
た
人
物
で
あ
る
可
能
性
も
高
い

と
思
わ
れ
る
し
、
少
な
く
と
も
『
万
葉
集
』
の
表
現
は
そ
れ
を
支
持
す

{
担
)

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
『
書
紀
』
が
有
間
皇
子
を
ど

う
描
い
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
書
紀
』
に
よ
る
限
り
、
有
問
皇
子
「
性
賠
」
し
て
「
陽
狂
」
し
た

の
で
あ
る
。
事
会
奈
川
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、
『
書
紀
』
は
有

閑
皇
子
を
「
性
賠
」
い
人
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ

「
陽
狂
」
の
語
を
用
い
ら
れ
た
釈
智
蔵
の
例
と
も
異
な
る
も
の
と
み
な

a-
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仮
に
「
陽
在
」
と
い
う
語
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
光
仁
天
皇
や
藤
原
八
束

に
つ
い
て
検
討
し
た
と
し
て
も
、
結
論
に
大
差
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

彼
ら
が
「
陽
狂
」
し
て
い
た
の
は
、
称
徳
天
皇
や
宙
筆
大
押
勝
と
い
っ
た

時
の
権
力
者
の
圧
迫
か
ら
身
を
守
る
た
め
で
、
そ
の
点
で
は
有
問
皇
子

と
中
大
兄
皇
子
の
関
係
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
が
、
「
揚
狂
」
に
よ
っ

て
難
を
逃
れ
、
結
果
即
位
し
た
光
仁
や
、
栄
進
を
遂
げ
た
藤
原
八
束
と
、

謀
叛
を
起
、
」
し
刑
死
し
た
有
問
皇
子
を
同
様
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

少
な
く
と
も
、
テ
キ
ス
ト
上
の
問
題
と
し
て
は
、
有
問
皇
子
を
顕
彰

す
る
よ
う
な
意
図
を
『
書
紀
」
か
ら
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
思

わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
性
黙
く
し
て
陽
狂
す
」
と
い
う
文
は
、
有
問
皇

子
に
対
す
る
酷
評
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う

な
内
容
の
丈
に
続
け
て
「
云
々
」
と
し
、
省
略
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
こ

と
は
、
田
漫
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
「
書
紀
」
が
有
間
皇
子
に
対
し
て

配
慮
を
し
て
い
る
た
め
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
「
性
黙
く
し
て
陽
狂
す
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
も
、
充
分

に
有
間
皇
子
に
対
す
る
酷
評
と
受
け
取
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
「
云
々
」
に
よ
っ
て
以
降
の
部
分
|
|
お
そ
ら
く
は
有
間
皇
子
の

性
状
に
つ
い
て
述
べ
た
件
で
あ
ろ
う
ー
ー
を
省
略
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
が
好
意
的
な
評
価
を
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問

で
あ
る
。

む
し
ろ
、
「
性
黙
く
し
て
陽
狂
す
」
、
あ
る
い
は
斉
明
紀
四
年
十
一
月

条
に
み
え
る
「
吾
が
年
始
め
て
兵
を
用
ゐ
る
べ
き
時
な
り
」
と
い
う
有

問
皇
子
が
謀
叛
の
決
意
を
述
べ
る
文
が
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
老
撮

す
る
と
、
『
書
紀
」
は
決
し
て
有
閑
皇
子
に
対
し
て
配
慮
な
ど
し
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

『
書
紀
」
が
描
い
て
い
る
有
間
皇
子
像
と
い
う
も
の
は
、
あ
く
ま
で

謀
叛
人
で
あ
り
、
「
好
策
遂
行
者
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
万
葉
集
』
と
『
日
本
書
紀
」
に
お
け
る
有
間
皇
子
像
と
い
う
も
の

は
、
別
箇
の
も
の
と
考
え
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。

四
・
斉
明
紀
四
年
条
の
検
討

斉
明
紀
四
年
条
は
、
有
間
皇
子
の
謀
叛
に
つ
い
て
述
べ
た
件
で
あ
る
。

こ
の
件
が
ど
の
程
度
、
事
会
大
を
伝
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ

{
訂
}

い
て
は
諸
論
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
関
晃
氏
の
論
考
が
詳
細
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

関
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
年
十
一
月
条
の
文
章
と
い
う
の
は
、
「
細

部
に
は
い
ろ
い
ろ
と
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い

に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
、
事
件
の
と
き
中
大
兄
皇
子
の
許
に
送
ら
れ

た
赤
兄
の
報
告
書
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た

何
ら
か
の
形
の
伝
え
に
拠
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
」
も
の
で
あ
る
と
い

、
司
J

。

「
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そ
の
根
拠
と
し
て
、
内
容
が
「
あ
ま
り
に
詳
細
で
具
体
的
」
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
こ
と
が
〈
手
え
な
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
も
あ

っ
た
よ
う
に
書
く
と
い
う
こ
と
は
「
殆
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
と
い
っ

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
し
て
、
赤
兄
が
斉
明
天
皇
の
失
政
一
一
一
カ
条
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
そ
れ
で
は
時
の
生
雇
者
で
あ
る
中
大
兄
皇
子
を
詩
る
こ
と
と

な
り
、
創
作
に
つ
い
て
は
「
殆
ど
あ
り
え
な
い
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
内
容
の
詳
細
さ
と
い
う
も
の
が
、
必
ず
し
も
「
赤
兄
の
報
告

書
」
と
認
定
す
べ
き
根
拠
に
は
な
ら
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
こ

の
有
間
皇
子
の
謀
叛
事
件
と
い
う
の
は
、
他
の
謀
叛
事
件
、
た
と
え
ば

古
人
大
兄
皇
子
の
謀
叛
(
大
化
元
年
九
月
条
)
や
、
蘇
我
倉
山
田
石
川

麻
自
の
事
件
(
大
化
四
年
三
月
条
)
な
ど
と
比
較
し
て
も
非
常
に
詳
細

で
あ
る
が
、
事
細
か
な
内
容
を
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
は
、
乙
巳
の
変

(
皇
極
四
年
六
月
条
)
や
、
山
背
大
兄
皇
子
(
皇
極
二
年
十
一
月
条
)

の
事
件
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
う
ち
、
乙
巳
の
変
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
著
名
な
蹴

鞠
の
場
面
は
『
三
国
史
記
」
に
同
様
の
話
が
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

史
実
と
い
う
よ
り
は
説
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
「
そ
こ
か
ら
一
定
の

(
甜
}

史
実
を
引
き
出
せ
る
よ
う
な
性
質
の
史
料
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る

し
、
蘇
我
入
鹿
が
殺
害
さ
れ
た
場
所
が
大
極
殿
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
も
、
現
在
の
研
究
で
は
皇
極
朝
に
は
大
極
殿
に
相
当
す
る
よ
う

(
甜
}

な
施
設
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
山
背
大
兄
皇
子
の
事
件
も
非
常
に
詳
細
な
内
容
を
持
っ
て
い
る

(
却
}

が
、
仮
託
さ
れ
た
歌
謡
が
文
中
に
挿
入
さ
れ
る
な
ど
、
潤
色
の
形
跡
が

H
3
0
 

乱
相
h
h
vこ

の
よ
う
な
例
か
ら
み
て
も
、
詳
細
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
必
ず

し
も
原
史
料
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う
根
拠
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
赤
兄
の
三
失
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
斉
明
紀
全
体

が
抱
え
る
問
題
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
倉
塚
障
子
氏
が
指

摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
斉
明
紀
と
い
う
紀
は
全
体
に
こ
の
女
帝
に
対
し
て

厳
し
い
態
度
を
取
っ
て
お
り
、
土
木
工
事
、
外
交
、
開
業
記
事
な
ど
で

は
っ
き
り
と
誹
誇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
こ
の
時
の
実
権
者
が
中
大
兄
皇
子
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ

く
ま
で
天
皇
は
斉
明
女
帝
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
蘇
我
赤
兄
に
よ
っ
て

三
失
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
斉
明
天
皇
で
あ
る
わ
け

で
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
件
は
斉
明
紀
全
体
の
中
で
考
え
る
べ
き
だ

と
考
え
ら
れ
、
蘇
我
赤
兄
の
報
告
書
、
と
い
う
よ
う
な
史
料
を
想
定
す

べ
き
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

斉
明
紀
全
体
に
お
け
る
問
題
、
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
や
は
り
斉

明
紀
の
編
纂
と
か
か
わ
っ
て
有
問
皇
子
の
関
連
記
事
も
検
討
さ
れ
る
べ

き
で
、
『
書
紀
』
の
編
纂
が
始
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
天
武
・
持
統
朝
で

の
有
問
皇
子
に
対
す
る
態
度
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
斉
明
紀
四
年
条
を
歩
討
し
て
き
た
限
り
で
は
、
有
問
皇
子
は
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あ
く
ま
で
謀
叛
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
同
情
の
意
図
は
見
出
せ
な

い
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
或
本
の
ふ
た
つ
目
に
み
え
る
判
事
と
い
う
職
種
に
つ
い
て

は
、
持
統
朝
に
成
立
し
た
官
職
で
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

少
な
く
と
も
こ
の
或
本
に
つ
い
て
は
後
世
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
可
能

性
は
か
な
り
高
い
。
こ
の
或
本
も
有
間
皇
子
を
謀
叛
人
と
し
て
扱
っ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
「
書
紀
」
の
有
問
皇
子
に
対
す
る
冷
や

や
か
な
態
度
と
い
、
?
も
の
は
、
必
ず
し
も
有
間
皇
子
を
死
に
追
い
や
っ

た
斉
明
・
天
智
天
皇
の
時
代
の
史
料
に
の
み
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

壬
申
の
乱
を
へ
だ
て
た
天
武
朝
、
そ
し
て
持
統
朝
に
ま
で
そ
の
よ
う
な

態
度
は
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
天
武
朝
以
降
に
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と

も
史
書
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
有
問
皇
子
と
い
う
人
が
決
し
て
同
情
の

対
象
と
は
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
有
間
皇
子
に
対
す
る
同
情
の
念
が
少
し
も
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
楼
井
満
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、

『
日
本
書
紀
」
に
は
伝
え
な
い
も
の
を
、
万
葉
が
そ
の
挽
歌
の
冒

頭
に
据
え
た
の
は
、
悲
劇
の
皇
子
の
慰
霊
・
鎮
魂
の
意
を
こ
め
て

い
る
に
相
違
な
く
、
こ
こ
に
『
万
葉
集
」
の
も
つ
鎮
魂
歌
集
的
性

格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
中
略
)
白
村
江
で
日
本
軍
が

唐
・
新
羅
連
合
軍
に
大
敗
を
喫
し
て
、
中
大
兄
皇
子
の
失
政
に
対

す
る
批
判
が
高
ま
る
。
こ
う
し
た
時
期
に
悲
劇
が
語
り
合
わ
れ
た

(M-

に
違
い
な
い
。

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
老
ゑ
吊
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が

公
選
の
史
書
で
あ
る
『
書
紀
』
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

や
は
り
、
「
書
紀
」
に
表
れ
た
有
間
皇
子
の
姿
と
い
う
の
は
悲
劇
の

人
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
謀
叛
人
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

結
・
ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
、
『
書
紀
』
に
み
え
る
有
問
皇
子
の
人
物
造
形
と
い

う
も
の
は
、
あ
く
ま
で
謀
叛
人
と
し
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
「
書
紀
』
の
態
度
は
、
坂
本
太
郎
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に

「
叛
逆
者
と
定
め
ら
れ
た
人
へ
の
同
情
は
一
切
示
さ
な
い
と
い
う
、
書

紀
の
精
神
」
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
追
悼
歌
を
採
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
間
皇
子
を
追
慕

す
る
意
思
を
あ
ら
わ
に
し
た
「
万
葉
集
」
の
態
度
と
は
大
き
く
異
な
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
有
問
皇
子
に
対
す
る
同
情
の
意
図
が
読
み

取
れ
る
。
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つ
ま
り
、
「
万
葉
集
」
と
『
書
紀
」
と
で
は
、
有
間
皇
子
に
対
す
る

態
度
に
、
大
き
な
落
差
が
読
み
取
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
以
上
、
た
と
え
ば
山
本
健
士
口
氏
が
「
日
本
紀
の
記
述
は
、
そ
の



{
描
)

叙
事
詩
(
自
傷
歌
群
の
こ
シ
T

|
筆
者
注
)
の
影
響
を
受
け
て
い
る
」

と
し
、
自
傷
歌
群
を
「
叙
事
的
虚
構
が
凝
っ
て
結
晶
さ
せ
た
持
情
詩
の

精
髄
エ
キ
ス
」
と
さ
れ
た
よ
う
な
、
『
書
紀
』
と
『
万
葉
集
』
を
一
足

飛
び
に
結
び
つ
け
る
よ
う
な
論
は
、
成
立
し
難
い
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
『
書
紀
』
有
間
伝
を
背
景
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
と
は
距
離
を
置
い
た
形
で
、
自
傷
歌
群
を
老
桑
す
る
必
要
が
あ
る

の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
歌
々
が
公
的
な
行
事
で

あ
る
行
幸
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
も
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。

〔
補
注
〕

(
l
)
『
万
葉
集
』
本
文
に
つ
い
て
は
中
西
進
氏
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
』

①
(
一
九
七
八
・
講
談
社
)
に
よ
る
。

(2)
『
契
沖
全
集
』
一
(
一
九
七
三
・
岩
波
書
庖
)

(3)
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
一
(
一
九
七
七
・
続
群
書
類
従
完
成
会
)

(4)
た
と
え
ば
、
折
口
信
夫
氏
「
万
葉
集
短
歌
輪
講
」
(
『
折
口
信
夫
全
集
』

第
二
九
巻
・
一
九
五
六
・
中
央
公
論
社
)

(5)
た
と
え
ば
、
露
木
悟
義
氏
「
有
閑
皇
子
と
磐
代
」
(
『
万
葉
の
歌
人
と
風

土
』
一
九
九
一
・
雄
山
閤
)

(6)
た
と
え
ば
、
直
木
孝
次
郎
氏
『
日
本
の
歴
皐

2
(
一
九
七
三
・
中
央

公
論
社
)

(7)
『
書
記
』
本
文
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

(8)
伊
藤
博
氏
「
持
続
万
葉
か
ら
一
克
明
万
葉
へ
」
(
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
』

下
・
一
九
七
四
・
塙
重
一
塁
、
橋
本
達
雄
氏
「
万
葉
集
の
編
纂
と
気
運
」

(
『
万
薫
呂
廷
歌
人
の
研
究
』
一
九
七
五
・
笠
間
書
院
)
な
ど
。

(9)
「
有
間
皇
子
の
磐
代
歌
の
論
」
(
『
初
期
万
葉
の
史
的
背
景
』
一
九
九

四
・
和
泉
書
院
)

(
叩
)
以
上
の
引
用
、
す
べ
て
菅
野
氏
前
掲
論
文
。

(
U
)
「
不
改
常
典
」
に
つ
い
て
は
、
仮
託
と
は
み
な
い
説
も
あ
る
が
、
直
木

孝
次
郎
氏
「
天
智
天
皇
と
皇
位
継
承
法
」
(
『
古
代
史
の
人
び
と
』
一
九

七
六
・
吉
川
弘
文
館
)
や
篠
川
賢
氏
『
飛
鳥
の
朝
廷
と
王
統
譜
』
(
一
一

O
O
一
・
吉
川
弘
文
館
)
の
説
に
従
う
。
ま
た
仮
に
仮
託
で
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
元
明
天
皇
以
降
の
息
一
統
に
天
智
天
皇
の
定
め
た
法

が
尊
重
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
種
目
に
影
響
は
な

い
と
恩
わ
れ
る
。

(
ロ
)
渡
瀬
昌
忠
氏
「
近
江
荒
都
歌
と
崇
福
寺
」
守
(
『
国
文
学
』
四
月
号
・
一
九

七
八
)

(
日
)
一
四
六
番
歌
題
詞
に
「
大
宝
元
年
辛
丑
、
紀
伊
国
に
幸
し
し
時
に
結
び

松
を
見
た
る
歌
一
首
」
と
あ
り
、
こ
の
時
の
行
幸
に
一
四
三
・
一
四
四

番
歌
の
作
者
で
あ
る
長
意
士
口
麻
呂
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
、
巻
九
・

一
六
七
三
番
歌
の
左
注
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え

る
と
、
こ
れ
ら
の
歌
が
行
幸
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
動

か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
追
和
歌
の
中
で
、
一
四
五
番
歌
の
憶
良
歌
に
つ
い
て
は

題
詞
に
「
追
和
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
詠
作
時
期
に
問
題
を
含
ん
で
お
り
、

こ
こ
で
は
者
柔
か
ら
排
除
し
て
お
き
た
い
。
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(M)
『
日
本
書
紀
』
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
以
下
も
特
に

断
ら
な
い
限
り
こ
れ
に
従
う
。

(
日
)
「
有
閑
皇
子
」
(
『
初
期
万
葉
の
世
界
』
一
九
五
七
・
塙
董
房
)

(
凶
)
「
云
々
」
の
用
例
数
に
つ
い
て
は
、
中
村
啓
信
氏
編
『
日
本
書
紀
総
索

引
』
①
1
④
(
一
九
五
四
1
一
九
五
八
・
角
川
書
庖
)
に
よ
る
。

(
げ
)
『
万
葉
集
』
『
古
事
記
』
等
、
『
日
本
書
紀
』
以
外
の
上
代
文
献
に
は
こ

の
語
は
み
え
な
い
。

(
叩
叩
)
小
島
憲
之
氏
・
日
本
古
典
文
学
大
系
『
懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝

文
粋
』
(
一
九
六
四
・
岩
波
書
庖
)

(
印
)
竹
田
晃
氏
「
文
選
』
(
一
九
九
八
・
明
治
書
院
)

(
却
)
「
漢
書
」
鼎
文
書
局

(
幻
)
(
却
)
と
同
ι

(
辺
)
吉
川
忠
夫
氏
『
後
漢
書
』
(
二

O
O三
・
岩
波
書
庖
)

(
お
)
中
西
進
氏
「
万
葉
の
発
想
」
(
『
万
葉
の
発
想
』
一
九
七
七
・
桜
楓
社
)

(M)
森
浩
一
氏
「
磐
代
と
有
照
皇
子
」
(
『
万
葉
集
の
考
古
学
』
一
九
八
四
・

筑
摩
書
房
)
の
よ
う
に
、
一
四
一
番
歌
を
謀
叛
の
決
意
を
述
べ
た
歌
と

み
て
、
有
閑
皇
子
は
実
際
に
謀
叛
を
企
ん
で
い
た
と
み
る
説
も
あ
る
が
、

そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『
万
葉
集
』
で
の
有
聞
に
対
す
る
扱
い
が

悲
劇
の
人
を
傷
む
も
の
で
あ
る
こ
と
自
体
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
。

(
お
)
「
墜
玉
よ
り
以
来
、
皇
極
弐
元
く
、
人
彼
此
を
疑
ひ
て
、
罪
ひ
廃
せ
ら

る
る
者
多
し
。
天
皇
、
深
く
横
禍
の
時
を
顧
み
て
、
或
は
酒
を
縦
に
し

て
迩
を
悔
す
0

・
放
を
以
て
、
害
を
免
る
る
こ
と
は
数
な
り
」
(
新
日
本

古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
・
光
仁
即
位
前
紀
)

(
お
)
「
明
敏
に
し
て
時
誉
有
り
。
従
兄
仲
満
は
心
に
そ
の
能
を
害
は
む
と
す
。

真
楯
こ
れ
を
知
り
て
、
病
と
称
し
て
家
居
し
、
頗
る
書
籍
を
翫
へ
り
」

(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
・
天
平
神
護
二
年
三
月
条
)

(
幻
)
「
有
閑
皇
子
事
件
の
政
治
的
背
景
」
(
『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
一

九
九
七
・
吉
川
弘
す
蕗
)

(
お
)
遠
山
美
都
男
氏
『
大
化
改
新
』
(
一
九
九
三
・
中
央
公
論
社
)

(
却
)
小
津
毅
氏
「
伝
承
板
蓋
宮
跡
の
発
掘
と
型
鳥
の
諸
宮
」
(
『
橿
原
考
十
星

4

研
究
所
論
集
』
九
・
一
九
九
二
・
吉
川
弘
文
館
)

(
ぬ
)
土
橋
寛
氏
・
小
西
甚
一
氏
・
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』

(
一
九
五
七
・
岩
波
書
居
)
の
指
摘
に
よ
る
。

(
幻
)
「
斉
明
女
帝
論
|
日
本
書
紀
を
通
し
て
み
た
虚
像
」
(
『
古
代
の
女
』

1
9
8
6
・
平
凡
社
)

(
辺
)
近
年
の
考
古
学
的
成
果
に
よ
っ
て
、
斉
明
紀
に
書
か
れ
た
土
木
工
事
ぎ
な

ど
が
『
書
紀
』
の
潤
色
で
は
な
く
、
相
当
数
事
会
式
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
、
そ
の
こ
と
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
た
と
え
ば
、
和
田
孝
氏

『
飛
鳥
l
風
土
と
歴
史
を
歩
く
|
』
一
一

O
O二
・
岩
波
書
庖
)
0

し
か
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
へ
の
批
判
が
描
写
さ
れ
る
と
い
う
『
書
記
』

の
態
度
が
孝
徳
紀
i

あ
る
い
は
天
智
紀
と
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
倉

塚
氏
前
掲
論
文
は
指
摘
し
て
お
り
、
や
は
り
斉
明
天
皇
に
対
す
る
『
書

紀
』
の
コ
情
向
」
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
福
原
栄
太
郎
氏
「
孝
徳
朝
の
『
刑
部
尚
書
』
に
つ
い
て
」
(
「
日
本
歴
史

の
構
造
と
展
開
』
一
九
八
三
・
山
川
出
版
社
)
、
東
野
治
之
氏
「
大
化

以
前
の
宮
制
と
律
令
中
央
官
制
」
(
『
日
本
歴
史
』
第
コ
ヱ
ハ
二
号
・
一
九

七
八
・
七
月
号
)

(
担
)
『
万
葉
集
の
風
土
』
(
一
九
七
七
・
講
談
社
)
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(
お
)
「
万
葉
集
と
日
本
書
紀
」
(
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
』

弘
文
館
)

(
お
)
山
本
健
吉
氏
・
池
田
弥
三
郎
氏
『
万
葉
百
歌
』
(
一
九
六
三
・
中

論
社
)
。
引
用
部
分
は
山
本
氏
執
筆
個
所
。

一
九
九
九
・
吉
川

央
公

〔
付
記
〕本

稿
は
二

O
O四
年
度
、
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
に
お
い
て

「
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
主
題
」
と
題
し
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
内

容
に
追
加
・
訂
正
を
し
た
も
の
で
す
の
懇
切
な
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た

先
生
方
、
ご
厚
情
賜
っ
た
先
輩
・
同
輩
の
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て

感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

(
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
前
期
課
程
一
年
)
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