
『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て

藤

原

享

和

一
︑
は
じ
め
に

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
は
遣
新
羅
使
︵
第
一
八
回
遣
新
羅
使①
︶
一
行
の
一
四
五

首
の
歌
群
を
記
載
す
る
︒

本
稿
で
は
︑
そ
の
中
の
三
六
八
八
番
歌
︵
以
下
﹁
本
歌
﹂
と
言
う
︶
に
詠
ま

れ
た
﹁
遠
の
朝
廷
︻
等
保
能
朝
庭
︼
﹂
と
い
う
語
の
意
味
と
そ
の
使
用
意
識
を
︑

﹃
万
葉
集
﹄
の
他
の
歌
や
遣
新
羅
使
人
の
立
場
︑
当
時
の
日
本
と
新
羅
の
関
係

等
︑
歴
史
的
背
景
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
︒
︵
︻

︼
内
は
原
表
記
︒
以
下

同
じ
︒
︶

ま
ず
︑
題
詞
を
含
め
て
当
該
歌
を
記
す
︒

壱
岐
島

ゆ
き
の
し
ま

に
至
り
て
︑
雪

連

宅

満

ゆ
き
の
む
ら
じ
や
か
ま
ろ

が

忽
た
ち
ま

ち
に
鬼き

病
び
や
う

に
遇あ

ひ
て
死
去
せ

し
時
に
作
る
歌
一
首
并あ
は

せ
て
短
歌

天す
め

皇ろ
き

の

遠と
ほ

の
朝
廷

み

か

ど

と
︻
等
保
能
朝
庭
等
】

韓か
ら

国く
に

に

渡
る
我わ

が
背せ

は

家い
へ

人び
と

の

斎い
は

ひ
待
た
ね
か

正
身

た

だ

み

か
も

過
あ
や
ま

ち
し
け
む

秋
さ
ら

ば

帰か
へ

り
ま
さ
む
と

た
ら
ち
ね
の

母
に
申ま
う

し
て

時
も
過
ぎ

月
も

経
ぬ
れ
ば

今け

日ふ

か
来こ

む

明あ

日す

か
も
来こ

む
と

家
人
は

待
ち
恋こ

ふ
ら

む
に

遠と
ほ

の
国く
に

い
ま
だ
も
着
か
ず

大
和

や

ま

と

を
も

遠
く
離さ
か

り
て

岩い
は

が

根ね

の

荒
き
島
根
に

宿や
ど

り
す
る
君

こ
の
遣
新
羅
使
人
に
つ
い
て
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
︑

二
月
︵
中
略
︶
戊
寅
︑
従
五
位
下
阿あ

倍へ

朝
臣
継つ
ぎ

麻ま

呂ろ

を
遣け
ん

新
羅

し

ら

き

大た
い

使し

と

す
︒

(
天
平
八
︵
七
三
六
︶
年
二
月
二
八
日
条
)

四
月
丙
寅
︑
遣け

ん

新
羅

し

ら

き

使し

阿あ

倍へ

朝
臣
継つ
ぎ

麻ま

呂ろ

ら

拝

朝

み
か
ど
を
が
み

す
︒

(
天
平
八
︵
七
三
六
︶
年
四
月
一
七
日
条
)

正
月
︵
中
略
︶
辛
丑
︑
遣け
ん

新
羅

し

ら

き

使し

大だ
い

判は
ん

官
ぐ
わ
ん

従
六
位
上
壬み

生ぶ

使
主
宇う

太だ

麻ま

呂ろ

︑
少せ
う

判は
ん

官
ぐ
わ
ん

正
七
位
上
大お
ほ

蔵く
ら

忌
寸
麻ま

呂ろ

ら

京
み
や
こ

に
入い

る
︒
大た
い

使し

従
五
位

下
阿あ

倍へ

朝
臣
継つ
ぎ

麻ま

呂ろ

︑
津つ

嶋し
ま

に
泊と
ま

り
て

卒
し
ゆ
つ

し
ぬ
︒
副ふ
く

使し

従
六
位
下
大お
ほ

伴と
も

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て

一



宿
Õ
三み

中な
か

︑

病
や
ま
ひ

に
染そ

み
て

京
み
や
こ

に
入い

る
こ
と
得え

ず
︒

(
天
平
九
︵
七
三
七
︶
年
正
月
二
六
日
条
)

と
見
え
︑
天
平
八
︵
七
三
六
︶
年
二
月
に
阿
倍
継
麻
呂
が
遣
新
羅
大
使
に
任
じ

ら
れ
︑
同
年
四
月
拝
朝
︑
翌
天
平
九
︵
七
三
七
︶
年
正
月
に
帰
朝
し
た
が
︑
大

使
の
阿
倍
継
麻
呂
は
津
嶋
で
死
亡
︑
副
使
大
伴
三
中
は
病
気
で
京
に
入
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

天
平
八
︵
七
三
六
︶
年
発
遣
︑
翌
年
正
月
帰
朝
の
遣
新
羅
使
一
行
中
の
雪
連

宅
満
が
往
路②
の
壱
岐
島
で
﹁
鬼
病
﹂
に
罹
り
死
亡
し
た
時
に
作
ら
れ
た
歌
と
い

う
こ
と
で
あ
る
の
で
︑
作
歌
年
代
は
天
平
八
年
︑
作
歌
場
所
は
新
羅
へ
の
往
路

の
壱
岐
島
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
作
者
は
同
行
中
の
一
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
以
外
に
情
報
は
な
く
︑
特
定
は
難
し
い③
︒

二
︑
先
行
研
究
︵
注
釈
史
︶

本
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
の
注
釈
史
は
以
下
の
と
お
り
︒

概
ね
一
八
世
紀
ま
で
は
︑
﹁
新
羅
は
我
か
国
に
し
た
か
ひ
奉
れ
る
か
ら
国
な

れ
は
︑
遠
の
み
か
と
ゝ
よ
め
る
也
︒
﹂
︵
下
河
辺
長
流
﹃
万
葉
集
管
見
﹄
︶
の
よ

う
に
八
世
紀
前
半
の
新
羅
を
日
本
に
従
属
す
る
も
の
と
捉
え
て
解
釈
す
る
①
説

︵
ほ
か
に
北
村
季
吟
﹃
万
葉
拾
穂
抄
﹄
︑
荷
田
春
満
﹃
万
葉
集
童
蒙
抄
﹄
︑
橘
千

蔭
﹃
万
葉
集
略
解
﹄
等
︶
︑
幕
末
か
ら
一
九
七
〇
年
頃
ま
で
は
︑
﹁
何
方
に
て
も
︑

朝
政
を
執リ

行
ふ
処
を
い
ふ
事
に
て
︑
此
は
新
羅ノ

国
に
て
︑
天
皇
の
大
政
執
行
ひ

し
処
を
い
ふ
︑
い
は
ゆ
る
日
本
府
と
云
る
も
の
こ
れ
な
り
﹂
︵
鹿
持
雅
澄
﹃
万

葉
集
古
義
﹄
︶
の
よ
う
に
任
那
日
本
府
の
こ
と
と
し
て
解
釈
す
る
②
説
︵
ほ
か

に
武
田
祐
吉
﹃
増
訂
万
葉
集
全
註
釈
﹄
等
︶
︑
﹁
遠
国
に
あ
る
政
庁
な
り
︒
古
義

に
﹃
い
は
ゆ
る
日
本
府
と
云
る
も
の
是
な
り
﹄
と
い
へ
れ
ど
任
那
に
あ
り
し
日

本
府
は
は
や
く
︵
欽
明
天
皇
の
御
代
か
︶
廃
せ
ら
れ
て
此
時
代
に
は
存
在
ぜ
（
マ
マ
）ず
︒

然
も
ト
ホ
ノ
ミ
カ
ド
と
い
へ
る
は
昔
よ
り
唱
へ
来
れ
る
に
従
へ
る
な
り
︒
﹂
︵
井

上
通
泰
﹃
万
葉
集
新
考
﹄
︶
の
よ
う
に
任
那
日
本
府
が
存
在
し
た
時
の
名
残
と

し
て
解
釈
す
る
③
説
︵
ほ
か
に
鴻
巣
盛
廣
﹃
万
葉
集
全
釈
﹄
︑
今
井
邦
子
﹃
万

葉
集
総
釈
﹄
︑
窪
田
空
穂
﹃
万
葉
集
評
釈
﹄
︑
佐
佐
木
信
綱
﹃
評
釈
万
葉
集
﹄
︑

土
屋
文
明
﹃
万
葉
集
私
注
﹄
︑
小
島
憲
之
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
︑
澤
瀉
久
孝

﹃
万
葉
集
注
釈
﹄
︑
青
木
生
子
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
等
︶
︑
一
九
七
〇
年
代

半
ば
以
降
は
﹁
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
天
皇
の
行
政
官
庁
︑
ま
た
は
そ
こ
に
派
遣

さ
れ
る
官
人
を
い
う
︒
こ
こ
は
後
者
︒
﹂
︵
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広

﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
︶
の
よ
う
に
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
天
皇
の
行
政
官
庁
に

派
遣
さ
れ
る
官
人
の
こ
と
と
し
て
解
釈
す
る
④
説
︵
ほ
か
に
吉
井
巖
﹃
万
葉
集

全
注
﹄
︑
佐
竹
昭
広
他
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
︑
伊
藤
博
﹃
万
葉
集
釈
注
﹄

等
︶
︑
﹁
一
方
的
に
韓
国
を
支
配
国
と
考
え
て
い
た
表
現
︒
こ
の
度
の
外
交
は
当

地
で
失
敗
し
た
と
い
わ
れ
︑
こ
こ
に
も
原
因
が
あ
る
か
︒
﹂
︵
中
西
進
﹃
万
葉
集

全
訳
注
原
文
付
﹄
︶
と
し
て
新
羅
が
日
本
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
意
識
で
の

外
交
姿
勢
の
現
れ
と
見
る
⑤
説
︵
ほ
か
に
多
田
一
臣
﹃
万
葉
集
全
解
﹄
等
︶
︑
と
い

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て

二



う
よ
う
に
明
ら
か
に
時
代
と
と
も
に
学
説
が
ほ
ぼ
一
斉
に
変
化
し
て
き
て
い
る
︒

三
︑
先
行
研
究
の
検
討

ま
ず
︑
①
説
で
あ
る
が
︑
﹃
令
集
解

巻
三
一
﹄
﹁
公
式
令
﹂
に
﹁
隣
国
者
大

唐
︒
蕃
国
者
新
羅
也
︒
﹂
と
見
え
る
よ
う
に
︑
日
本
に
新
羅
を
下
に
見
る
意
識

は
存
在
し
︑
そ
れ
は
あ
る
時
期
の
国
際
関
係
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ

よ
︑
本
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
は
既
に
所
謂
白
村
江
敗
戦
︵
六
六
三
年
︶
か
ら
七

〇
年
以
上
経
て
お
り
︑
新
羅
が
日
本
の
従
属
国
で
あ
る
と
い
う
実
情
は
あ
り
得

な
い
︒
白
村
江
敗
戦
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
も
︑

大
唐

も
ろ
こ
し

の

軍

将

い
く
さ
の
き
み

︑

戦
い
く
さ

船ぶ
ね

一
百
七
十
艘さ
う

を
率ゐ

て
︑
白は
く

村す
き

江の
え

に
陣
烈

つ

ら

な

れ
り
︒

戊ぼ

申し
ん

に
︑
日
本

や

ま

と

の
船

師

ふ
な
い
く
さ

の
初ま

づ
至い
た

れ
る
者も
の

と
大
唐
の
船
師
と
合あ
ひ

戦
た
た
か

ふ
︒

日
本
︑
不
利
ま

け
て

退
し
り
ぞ

く
︒
大
唐
︑
陣つ
ら

を
堅か
た

め
て
守ま
も

る
︒
︵
中
略
︶
進す
す

み
て

大
唐
の
堅
陣
之
軍

つ
ら
か
た
む
る
い
く
さ

を
打う

つ
︒
大
唐
︑

便
す
な
は

ち

左
ひ
だ
り

右み
ぎ

よ
り
船ふ
ね

を
夾は
さ

み
て
繞か
く

み
戦
ふ
︒
須
臾
之
際

と

き

の

ま

に
︑
官
軍
敗
績

み

い

く

さ

や

ぶ

れ
ぬ
︒

(
天
智
二
︵
六
六
三
︶
年
八
月
一
七
︑
二
七
︑
二
八
日
条
)

と
い
う
記
述
が
あ
り
︑
養
老
五
︵
七
二
一
︶
年
に
既
に
日
本
紀
講
筵
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
七
三
六
年
段
階
で
は
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒
従
っ
て
︵
前
近
代
の
説
と
し
て
研
究
史
的
価
値
は
あ
る
に
せ
よ
︶
①
説

は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
︒

次
に
②
説
に
つ
い
て
︒

任
那
日
本
府
の
存
在
や
性
格
を
め
ぐ
っ
て
は
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
大
き

な
学
説
の
展
開
が
あ
り
︑
近
年
で
は
朝
鮮
半
島
統
治
の
た
め
の
日
本
の
出
先
機

関
と
す
る
考
え
方
は
ほ
ぼ
否
定
さ
れ
て
い
る
︵
後
述
︶
が
︑
幕
末
の
鹿
持
雅
澄

や
一
九
五
〇
年
代
初
頭
の
武
田
祐
吉
が
本
歌
の
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
を
任
那
日
本
府

乃
至
日
本
の
使
庁
と
し
て
解
釈
し
た
の
は
歴
史
学
の
発
展
段
階
を
考
慮
す
る
と

や
む
を
得
ぬ
事
と
言
え
よ
う
︒
事
実
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
は
︑

@
︵
雄
略
天
皇
が
︶
田た

狭さ

を

拝
こ
と
よ
さ

し
て
︑
任
那

み
ま
な
の

国
く
に
の

司
み
こ
と
も
ち

に
し
た
ま
ふ
︒

(
雄
略
七
︵
四
六
三
︶
年
是
歳
条
)

B
︵
新
羅
王
が
︶
﹁
高
麗
王
︑
我わ

が
国
を
征
伐
う

つ
︒
︵
中
略
︶
伏ふ

し
て

救
す
く
ひ

を

日

本

府

や
ま
と
の
み
こ
と
も
ち

の
行
軍

い
く
さ
の

元き

帥み

等た
ち

に
請こ

ひ
ま
つ
る
﹂
と
い
ふ
︒

(
雄
略
八
︵
四
六
四
︶
年
二
月
条
)

C
安あ

羅ら

の
次し

旱か
ん

岐き

夷い

吞と
ん

奚け
い

︵
中
略
︶
︑
子こ

他た

の
旱
岐
等ら

と
︑
任
那

み

ま

な

の

日

本

府

や
ま
と
の
み
こ
と
も
ち

吉
備
臣

き
び
の
お
み

と
︵
中
略
︶
百
済

く

だ

ら

に
往
赴
ゆ

き
て
︑
俱と
も

に

詔

書

み
こ
と
の
り
の
ふ
み

を

聴
う
け
た
ま
は

る
︒

(
欽
明
二
︵
五
四
一
︶
年
四
月
条
)

等
の
記
事
︵
B
は
﹁
日
本
府
﹂
の
︑
C
は
﹁
任
那
日
本
府
﹂
の
初
見
記
事
︶
が

見
え
︑
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
を
そ
れ
に
当
て
る
の
は
当
時
の
歴
史
学
の
水
準
を
考
え

れ
ば
素
直
な
解
釈
か
と
思
う
︒

『
新
唐
書
﹄
巻
二
二
〇
列
伝
第
一
四
五
﹁
東
夷
﹂
に
﹁
︵
咸
亨
元
︵
六
七
〇
︶

年
の
日
本
か
ら
の
使
者
が
︶
︻
悪
倭
名
︑
更
号
日
本
︒
使
者
自
言
︑
国
近
日
所

出
︑
以
為
名④
︒
︼
﹂
と
見
え
︑
唐
に
赴
い
た
使
者
が
﹁
倭
﹂
に
代
え
て
﹁
日
本
﹂

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て

三



と
称
し
た
こ
と
や
︑
﹃
大
宝
令
﹄
︵
大
宝
元
︵
七
〇
一
︶
年
施
行
︶
の
注
釈
書
で

あ
る
﹁
古
記
﹂
︵
﹃
令
集
解
﹄
所
引
︶
に
﹁
︻
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
︒
対
隣
国
及

蕃
国
而
詔
之
辞⑤
︼
﹂
と
︑
対
外
的
に
用
い
る
国
号
と
し
て
﹁
日
本
﹂
が
明
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
︑
倭
が
国
名
を
﹁
日
本
﹂
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
七
世
紀
後
半
と
い
う
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
り
︑
﹁
日
本
府
﹂
と
い
う
呼
称

は
前
記
B
︑
C
の
時
期
に
は
あ
り
得
ず
︑
﹁
﹃
任
那
宮
家
﹄
と
あ
る
の
が
古
称
で

あ
ろ
う⑥
﹂

し
か
し
︑
当
時
の
名
称
は
別
と
し
て
﹁
日
本
府
﹂
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
記
さ

れ
た
我
が
国
の
使
庁
が
朝
鮮
半
島
に
存
在
し
た
時
期
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
︑

同
じ
﹃
日
本
書
紀
﹄
が
欽
明
二
三
︵
五
六
二
︶
年
正
月
条
︵
つ
ま
り
本
歌
が
詠
ま

れ
る
一
七
四
年
前
︶
に
︑
次
の
と
お
り
﹁
任
那
の
官
家
﹂
滅
亡
を
記
し
て
い
る
︒

二
十
三
年
の
春
正
月
に
︑
新
羅
︑
任
那

み

ま

な

の
官
家

み

や

け

を
打う

ち

滅
ほ
ろ
ぼ

し
つ⑦
︒

①
説
の
検
討
の
中
で
も
述
べ
た
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
受
容
環
境
の
下
で
こ
の
記

事
を
認
識
し
て
い
る
遣
新
羅
使
一
行
の
官
人
が
︑
本
歌
の
﹁
天
皇
の

遠
の
朝

廷
と

韓
国
に

渡
る
我
が
背
は
﹂
と
い
う
表
現
で
﹁
天
皇
陛
下
の
遠
方
の
政

庁
と
し
て
︑
新
羅
の
国
に
渡
る
わ
が
友
は
﹂
︵
武
田
祐
吉

前
掲
書
十
一

一

一
〇
頁
︶
と
︵
理
念
と
し
て
で
は
な
く
︶
実
質
を
伴
っ
て
歌
う
こ
と
は
考
え
に

く
い
︒

次
に
③
説
に
つ
い
て
︒

③
説
は
①
︑
②
説
と
違
い
︑
本
歌
が
詠
わ
れ
た
当
時
﹁
任
那
日
本
府
﹂
が
既

に
存
在
せ
ず
︑
朝
鮮
半
島
が
日
本
の
属
国
的
立
場
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
踏

ま
え
た
上
で
︑
﹁
昔
よ
り
唱
へ
来
れ
る
に
従
へ
る
な
り
﹂
︵
井
上
通
泰
︶
︑
﹁
古
い

習
慣
に
よ
つ
て
云
つ
て
ゐ
る
も
の
﹂
︵
窪
田
空
穂
︶
︑
﹁
任
那
に
日
本
府
が
あ
っ

た
こ
ろ
の
名
残
か
﹂
︵
小
島
憲
之
︶
等
と
解
釈
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
別
表
の

と
お
り
︑
﹃
万
葉
集
﹄
中
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
の
用
例
の
う
ち
︑
作
歌
年

代
の
明
ら
か
な
も
の
は
七
首
で
︑
上
限
が
神
亀
五
︵
七
二
八
︶
年
︑
下
限
が
天

平
勝
宝
七
︵
七
五
五
︶
年
で
あ
る
︒
作
歌
年
代
の
不
明
な
も
の
は
一
首
の
み

︵
巻
三
・
三
〇
四
番
歌
︶
で
あ
る
が
︑
作
者
は
柿
本
人
麻
呂
で
あ
る
こ
と
か
ら

持
統
・
文
武
朝
︑
す
な
わ
ち
七
世
紀
末
～
八
世
紀
初
頭
頃
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
︒

先
述
の
と
お
り
所
謂
﹁
任
那
日
本
府
﹂
は
︑
往
古
仮
に
存
在
し
た
と
し
て
も
六

世
紀
中
葉
に
滅
亡
し
て
お
り
︑
七
世
紀
中
葉
に
は
白
村
江
敗
戦
を
経
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
︑
﹃
万
葉
集
﹄
に
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
の
は
朝

鮮
半
島
へ
の
影
響
力
が
衰
退
し
た
後
と
言
う
こ
と
に
な
り
︑
﹁
昔
よ
り
唱
へ
来

れ
る
﹂
︑
﹁
古
い
習
慣
に
よ
つ
て
云
つ
て
ゐ
る
﹂
︑
﹁
任
那
に
日
本
府
が
あ
っ
た
こ

ろ
の
名
残
か
﹂
等
と
い
う
説
は
実
証
が
困
難
と
な
る
︒

④
説
の
﹁
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
天
皇
の
行
政
官
庁
に
派
遣
さ
れ
る
官
人
﹂
と

い
う
考
え
方
は
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
最
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
︒

一
九
六
三
年
︑
北
朝
鮮
の
歴
史
学
者
金
錫
亨
は
﹁
三
韓
︑
三
国
時
代
の
日
本

列
島
内
の
分
国
に
つ
い
て
﹂
と
い
う
論
文⑧
の
中
で
︑
﹁
﹃
倭
﹄
と
と
も
に
﹃
百

済
﹄
﹃
新
羅
﹄
﹃
加
羅
﹄
﹃
秦
韓
﹄
﹃
馬
韓
﹄
︵
慕
韓
︶
な
ど
の
地
方
が
︑
日
本
列

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て

四



別
表

『
万
葉
集
』
「
と
ほ
の
み
か
ど
」
用
例
一
覧

例番
号
巻
歌
番
号

歌
（
【

】
内
は
原
表
記
)

「
と
ほ
の
み
か
ど
」

直
前
の
表
現

「
と
ほ
の
み
か
ど
」

の
指
す
も
の

歌
人

詠
歌
場
所

作
歌
年
代

@
C

3
0
4

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
筑
紫
国
に
下
る
時
に
、
海
路
に
し
て
作
る
歌
二
首

（
3
0
3
番
歌
略
）

大
君
の

遠
の
朝
廷
と
【
遠
乃
朝
庭
跡
】
あ
り
通
ふ

島
門
を
見
れ

ば
神
代
し
思
ほ
ゆ

大
王
之

大
宰
府

柿
本
人
麻
呂

筑
前
国
に
下

る
海
路

6
8
7
〜
7
0
7
年

（
持
統
・
文
武
朝
)

B
F

7
9
4

日
本
挽
歌
一
首

大
君
の

遠
の
朝
廷
と
【
等
保
乃
朝
庭
等
】
し
ら
ぬ
ひ

筑
紫
の
国

に
泣
く
子
な
す

慕
ひ
来
ま
し
て
息
だ
に
も

い
ま
だ
休
め
ず

年
月
も

い
ま
だ
あ
ら
ね
ば

心
ゆ
も

思
は
ぬ
間
に

(
後
略
)

大
王
能

大
宰
府

山
上
憶
良

（
筑
前
守
）

筑
前

7
2
8（
神
亀
F
）
年

C
G

9
7
3

天
皇
、
酒
を
節
度
使
の
h
等
に
賜
ふ
御
歌
一
首

食
す
国
の

遠
の
朝
廷
に
【
遠
乃
御
朝
庭
尓
】
汝
等
が

か
く
罷
り

な
ば

平
け
く

我
は
遊
ば
む

手
抱
き
て

我
は
い
ま
さ
む

天
皇

朕
珍
の
御
手
も
ち

か
き
撫
で
そ

ね
ぎ
た
ま
ふ

(
後
略
）

食
国

東
海
道

東
山
道

山
陰
道

西
海
道
聖
武
天
皇

平
城
宮

7
3
2（
天
平
H
）
年

H
1
5
3
6
6
8

筑
前
国
志
麻
郡
の
韓
亭
に
至
り
、
船
泊
ま
り
し
て
三
日
を
経
ぬ
。
(
中

略
)
各
心
緒
を
陳
べ
、
聊
か
に
裁
る
歌
六
首

大
君
の

遠
の
朝
廷
と
【
等
保
能
美
可
度
登
】
思
へ
れ
ど

日
長
く

し
あ
れ
ば

恋
ひ
に
け
る
か
も

於
保
伎
美
能

(
本
稿
で
検
討
)

阿
倍
継
麻
呂

（
遣
新
羅
大
使
）
筑
前
国
志
麻

郡
韓
亭

7
3
6（
天
平
I
）
年

F
1
5
3
6
8
8

壱
岐
島
に
至
り
て
、
雪
連
宅
満
が
忽
ち
に
鬼
病
に
遇
ひ
て
死
去
せ
し
時

に
作
る
歌
一
首

天
皇
の

遠
の
朝
廷
と
【
等
保
能
朝
庭
等
】
韓
国
に

渡
る
我
が
背

は
家
人
の

斎
ひ
待
た
ね
か

正
身
か
も

過
ち
し
け
む

(
後
略
)

須
売
呂
伎
能

(
本
稿
で
検
討
)

不
明
（
遣
新
羅

副
使
大
伴
三
中

説
あ
り
）

壱
岐
嶋

7
3
6（
天
平
I
）
年

G
1
7
4
0
1
1

放
逸
せ
る
鷹
を
思
ひ
、
夢
に
見
て
感
悦
し
て
作
る
歌
一
首

大
君
の

遠
の
朝
廷
そ
【
等
保
能
美
可
度
曾
】
み
雪
降
る

越
と
名

に
負
へ
る

天
離
る

鄙
に
し
あ
れ
ば
山
高
み

川
と
ほ
し
ろ
し

野
を
広
み

草
こ
そ
繁
き

(
後
略
)

大
王
乃

越
中
の
政
庁

大
伴
家
持

（
越
中
守
）

越
中

7
4
7（
天
平
1
9
）
年

J
1
8
4
1
1
3

庭
中
の
花
の
作
歌
一
首

大
君
の

遠
の
朝
廷
と
【
等
保
能
美
可
等
ゝ
】
任
き
た
ま
ふ

官
の

ま
に
ま

み
雪
降
る

越
に
下
り
来

あ
ら
た
ま
の

年
の
五
年

し
き
た
へ
の

手
枕
ま
か
ず

紐
解
か
ず

丸
寝
を
す
れ
ば

(
後
略
）

於
保
支
見
能

越
中
の
政
庁

大
伴
家
持

（
越
中
守
）

越
中

7
4
9
（
天
平
感
宝

元
）
年

I
2
0
4
3
3
1

防
人
が
悲
別
の
心
を
追
ひ
て
痛
み
作
る
歌
一
首

大
君
の

遠
の
朝
廷
と
【
等
保
能
朝
廷
等
】
し
ら
ぬ
ひ

筑
紫
の
国

は
敵
守
る

お
さ
へ
の
城
そ
と

聞
こ
し
食
す

四
方
の
国
に
は

人
さ
は
に

満
ち
て
は
あ
れ
ど

鶏
が
鳴
く

東
男
は

(
後
略
）

天
皇
乃

大
宰
府

藤
原
宿
奈
麻
呂

（
相
模
守
）

相
模

7
5
5
（
天
平
勝
宝

J
）
年

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て

五



島
内
に
存
在
し
て
い
た
と
み
る⑨
﹂
︑
﹁
三
韓
以
来
わ
が
三
国
の
︑
日
本
列
島
内
に

お
か
れ
た
分
国
の
存
在⑩
﹂
︑
﹁
﹃
日
本
府
﹄
は
朝
鮮
半
島
に
お
い
た
も
の
で
は
な

く
︑
日
本
列
島
内
の
諸
分
国
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る⑪
﹂
等
と
述
べ
︑
従
来
の

日
本
の
﹁
任
那
日
本
府
﹂
に
つ
い
て
考
え
方
を
根
本
か
ら
覆
す
学
説
を
発
表
し

た
︒
こ
の
学
説
が
日
本
で
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
が
︑
こ
れ

を
き
っ
か
け
に
﹁
任
那
日
本
府
﹂
を
め
ぐ
っ
て
日
本
で
も
活
発
な
論
議
が
交
わ

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
特
に
一
九
七
二
年
の
金
錫
亨
来
日
︵
高
松
塚
古
墳
の
総

合
学
術
調
査
の
た
め
︶
以
降
︑
わ
が
国
に
お
け
る
﹁
任
那
日
本
府
﹂
の
研
究
が

急
展
開
を
見
せ
︑
倭
政
権
の
出
先
機
関
で
あ
る
と
す
る
伝
統
的
な
学
説
は
ほ
ぼ

否
定
さ
れ
︑
﹁
任
那
日
本
府
﹂
は
機
関
や
建
物
で
は
な
く
派
遣
さ
れ
た
官
人

︵
外
交
使
節
団
︶
を
言
う
と
す
る
説
も
有
力
に
な
っ
た
︒
国
文
学
研
究
に
お
い

て
も
こ
の
学
説
の
流
れ
は
反
映
さ
れ
︑
一
九
七
五
年
発
行
の
﹃
日
本
古
典
文
学

全
集
﹄
︵
小
学
館
︶
以
降
の
多
く
の
注
釈
書
が
﹁
派
遣
さ
れ
る
官
人
﹂
説
を
採

る
に
至
っ
た
︒

私
は
﹁
任
那
日
本
府
﹂
を
め
ぐ
る
歴
史
学
の
進
展
と
成
果
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
が
︑
歴
史
学
の
成
果
を
﹃
万
葉
集
﹄
の
表﹅

現﹅

の﹅

解﹅

釈﹅

に
に
わ
か
に
結

び
つ
け
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
り
た
い
︒
以
下
の
ア
～
ウ
の
理
由
に
よ
る
︒

ア
︑
歴
史
学
の
新
し
い
見
解
は
﹁
日
本
府
﹂
を
﹁
派
遣
さ
れ
た
官
人
﹂
と
捉

え
る
の
で
あ
っ
て
︑
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
と
い
う
﹃
万
葉
集
﹄
中
の
歌
の
表
現
に
つ

い
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒

イ
︑
仮
に
﹁
遠
の
朝
廷

み

か

ど

﹂
が
﹁
派
遣
さ
れ
た
官
人
﹂
を
指
す
と
す
る
な
ら
ば
︑

﹁
み
か
ど
﹂
に
﹁
官
人
﹂
の
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

『
万
葉
集
﹄
中
に
﹁
み
か
ど
﹂
と
訓
読
し
う
る
用
例
は
二
八
例
︵
﹁
と
ほ
の
み

か
ど
﹂
は
除
く
︶
見
え
る
が
︑

や
す
み
し
し

我わ

が
大お
ほ

君き
み

高た
か

照て

ら
す

日ひ

の
皇み

子こ

荒あ
ら

た
へ
の

藤ふ
ぢ

原は
ら

が
上う
へ

に

食を

す
国
を

見め

し
た
ま
は
む
と

(
中
略
)

我わ

が
造
る

日

の
御み

門か
ど

に
︻
日
之
御
門
尓
】

知
ら
ぬ
国

よ
し
巨こ

勢せ

道ぢ

よ
り

我わ

が
国

は

常と
こ

世よ

に
な
ら
む
︵
後
略
)

(
巻
一
・
五
〇
番
歌
)

の
よ
う
に
天
皇
の
宮
殿
を
指
す
も
の⑫
︑

(
前
略
︶
大
和

や

ま

と

の

青あ
を

香か

具ぐ

山や
ま

は

日
の
経た
て

の

大お
ほ

き
御み

門か
ど

に
︻
大
御

門
尓
】

春
山
と

し
み
さ
び
立
て
り

畝
傍

う

ね

び

の

こ
の
瑞み
づ

山や
ま

は

日
の

緯よ
こ

の

大
き
御
門
に
︻
大
御
門
尓
】

瑞
山
と

山
さ
び
い
ま
す

耳み
み

梨な
し

の

青あ
を

菅す
が

山や
ま

は

背
面

そ

と

も

の

大
き
御
門
に
︻
大
御
門
尓
】

宜よ
ろ

し
な
へ

神か
む

さ
び
立
て
り

名
ぐ
は
し
き

吉よ
し

野の

の
山
は

影か
げ

面と
も

の

大
き
御
門
ゆ

︻
大
御
門
従
】

雲く
も

居ゐ

に
そ

遠
く
あ
り
け
る
︵
後
略
︶(

巻
一
・
五
二
番
歌
)

の
よ
う
に
宮
殿
の
門
を
指
す
も
の⑬
︑

ひ
さ
か
た
の

天あ
め

見
る
ご
と
く

仰あ
ふ

ぎ
見
し

皇
子
の
御み

門か
ど

の
︻
皇
子

乃
御
門
之
】

荒
れ
ま
く
惜を

し
も

(
巻
二
・
一
六
八
番
歌
)

の
よ
う
に
薨
去
し
た
皇
子
の
宮
を
指
す
も
の⑭
︑

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て
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万
代

よ
ろ
づ
よ

に

い
ま
し
た
ま
ひ
て

天あ
め

の
下し
た

奏ま
う

し
た
ま
は
ね

朝
廷

み

か

ど

去
ら

ず
て
︻
美
加
度
佐
良
受
弖
】

(
巻
五
・
八
七
九
番
歌
)

の
よ
う
に
朝
廷
そ
の
も
の
を
指
す
も
の⑮
が
全
て
で
あ
り
︑
﹁
官
人
﹂
を
意
味
す

る
例
は
な
い⑯
︒

ウ
︑
史
料
の
時
代
は
下
る
が
︑
﹃
延
喜
式

巻
八
﹄
﹁
神
祇
八

祝
詞
﹂
所
載

の
﹁
六
月
晦
大
祓
﹂
祝
詞
の
詞
章
に
︑

(
前
略
︶

官

官

つ
か
さ
づ
か
さ

︻
官
官
︼
に
仕つ
か

へ
奉ま
つ

る
人ひ
と

等ど
も

︻
人
等
︼
の
︑

過
あ
や
ま

ち
犯を
か

し
け
む
雑く
さ

々ぐ
さ

の
罪つ
み

を
︵
後
略
︶

と
見
え
る
︒
こ
こ
で
は
﹁

官

官

つ
か
さ
づ
か
さ

︻
官
官
︼
﹂
の
﹁
人
等ど
も

︻
人
等
︼
﹂
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
︑
﹁
官
︵
役
所
︶
﹂
と
﹁
人
等
︵
人
の
集
団
︶
﹂
が
別
の
概
念
で
あ

る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
︒

従
っ
て
︑
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
が
﹁
行
政
官
庁
に
派
遣
さ
れ
る
官
人
﹂
を
指
す
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
︒

な
お
︑
本
遣
新
羅
使
人
歌
群
以
外
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
を
も
﹁
官
人
﹂

と
解
釈
す
る
注
釈
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
巻
一
八
・
四
一
一
三
番
歌
の
そ
れ
を

﹁
越
中
国
守
の
任
を
︑
天
皇
権
力
の
代
行
者
と
し
て
い
っ
た
﹂
と
解
釈
す
る

﹃
日
本
古
典
文
学
全
集

万
葉
集
四
﹄
︵
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広
校

注
︶
が
そ
の
嚆
矢
で
あ
る
が
︑
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
官
人
説
を
と
る
の
は
﹃
万
葉
集
﹄

巻
一
五
～
二
〇
を
扱
う
同
全
集
の
中
の
﹃
万
葉
集
四
﹄
の
み
で
あ
り
︑
同
全
集

﹃
万
葉
集
一
︑
二
﹄
で
は
注
釈
対
象
の
全
て
の
歌
︵
﹃
万
葉
集
﹄
巻
三
・
三
〇
四

番
歌
︑
巻
五
・
七
九
四
番
歌
︑
巻
六
・
九
七
三
番
歌
︶
の
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ

い
て
行
政
官
庁
説
を
と
っ
て
い
る
︵
同
全
集
﹃
万
葉
集
三
﹄
に
は
﹁
遠
の
朝

廷
﹂
の
語
句
を
含
む
歌
は
な
い
︶
︒
同
全
集
﹃
万
葉
集
一
︑
二
﹄
が
一
九
七
二

年
以
前
の
発
行
で
あ
る
の
に
対
し
て
同
全
集
﹃
万
葉
集
四
﹄
の
発
行
が
一
九
七

五
年
で
あ
る
こ
と
は
︑
先
に
述
べ
た
歴
史
学
上
の
新
論
の
敏
感
な
反
映
を
物
語

る
︒
因
み
に
近
年
︵
一
九
九
四
～
一
九
九
六
年
︶
新
し
く
出
版
さ
れ
た
﹃
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
︵
校
注
者
三
名
中
二
名
は
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
と

同
じ
︒
佐
竹
昭
広
氏
の
み
東
野
治
之
氏
に
交
代
︒
︶
で
は
巻
二
〇
・
四
三
三
一

番
歌
以
外
の
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
を
す
べ
て
官
人
説
︵
巻
五
・
七
九
四
番
歌
に
つ
い

て
は
行
政
官
庁
説
と
並
記
︶
で
説
明
す
る
に
至
っ
て
い
る
︒
こ
の
ほ
か
に
も
巻

一
八
・
四
一
一
三
番
歌
の
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
を
中
西
進
は
﹁
遠
方
の
行
政
機
関
︒

役
所
も
組
織
も
含
め
て
い
う
﹂
︵
﹃
万
葉
集
全
訳
注
﹄
︶
︑
巻
二
〇
・
四
三
三
一
番

歌
の
そ
れ
を
木
下
正
俊
は
﹁
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
天
皇
の
行
政
官
庁
と
し
て
の

大
宰
府
や
各
国
庁
を
い
い
︑
ま
た
そ
こ
に
派
遣
さ
れ
在
勤
す
る
官
人
を
さ
す
こ

と
も
あ
る
︒
﹂
︵
﹃
万
葉
集
全
注
﹄
︶
と
説
明
す
る
な
ど
官
人
説
は
行
わ
れ
て
い
る

が
︑
残
念
な
が
ら
従
来
の
解
釈
を
変
更
し
て
官
人
説
を
採
用
す
る
根
拠
が
何
れ

も
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
従
っ
て
従
来
の
解
釈
の
変
更
が
純
粋
に
﹃
万
葉
集
﹄
の

表
現
の
分
析
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
か
歴
史
学
の
成
果
を
と
り
い
れ
た
も
の
か
︑

ま
た
そ
れ
ら
が
相
俟
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
か
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
た

だ
︑
先
述
の
と
お
り
﹃
万
葉
集
﹄
の
用
例
を
検
討
す
る
限
り
﹁
み
か
ど
﹂
に
﹁
官

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て
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人
﹂
の
意
味
を
認
め
る
こ
と
に
は
結
論
と
し
て
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒

最
後
に
⑤
説
で
あ
る
が
︑
﹁
四
︑
私
見
﹂
で
も
述
べ
る
と
お
り
︑
七
三
八
年

と
い
う
時
代
︵
統
一
新
羅
の
時
代
︶
に
新
羅
が
日
本
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う

意
識
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
ま
さ
に
中
西
進
説
の
と
お
り
﹁
一
方
的
に
韓
国
を
支

配
国
と
考
え
て
い
た
表
現
﹂
︵
前
掲
書
︶
で
あ
り
︑
そ
れ
に
基
づ
く
外
交
は
極

東
ア
ジ
ア
の
情
勢
を
直
視
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で

あ
っ
て
︑
こ
の
説
は
現
在
ま
で
の
学
説
の
中
で
は
最
も
当
を
得
た
も
の
で
あ
る

よ
う
に
思
う
︒
た
だ
︑
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
︑
白
村
江
敗
戦
の
事
実
が
遣
新

羅
使
人
達
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
名
実
共
に
﹁
韓
国
を

支
配
国
と
考
え
て
い
た
﹂
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
︒

支
配
国
と
考﹅

え﹅

て﹅

い﹅

た﹅

が﹅

故﹅

の﹅

表
現
な
の
か
︑
支
配
国
と
考﹅

え﹅

よ﹅

う﹅

と﹅

す﹅

る﹅

が﹅

故﹅

の﹅

表
現
な
の
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
う
︒
同
説
を
と
る

多
田
一
臣
は
前
掲
書
G
︵
七
三
頁
︶
で
︑
﹁
一
方
的
な
認
識
だ
が
︑
こ
の
姿
勢

で
外
交
交
渉
に
あ
た
ろ
う
と
し
た
︒
﹂
と
い
う
分
析
を
示
す
が
︑
﹁
こ
の
姿
勢
﹂

が
国
際
関
係
の
認
識
不
足
か
ら
来
る
も
の
な
の
か
︑
現
状
を
認
識
し
た
上
で

﹁
こ
の
姿
勢
﹂
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
が
﹃
万
葉
集
﹄
の
表
現
を
考
え
る

上
で
は
問
題
で
あ
ろ
う
︒

四
︑
私
見

｢
三
︑
先
行
研
究
の
検
討
﹂
で
見
て
き
た
と
お
り
︑
少
な
く
と
も
本
歌
が
詠

ま
れ
た
時
点
で
は
新
羅
は
実
質
的
に
日
本
の
従
属
国
で
は
な
い
し
︑
そ
の
︵
実

態
は
措
く
と
し
て
も
︶
﹁
任
那
日
本
府
﹂
乃
至
﹁
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
天
皇
の

行
政
官
庁
﹂
も
朝
鮮
半
島
に
は
存
在
し
な
い
︒
仮
に
﹁
任
那
日
本
府
﹂
が
以
前

に
存
在
し
た
と
し
て
も
︑
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
と
い
う
表
現
は
柿
本
人
麻
呂
以
前
に

用
例
を
見
出
せ
ず⑰
︑
昔
の
名
残
と
し
て
詠
ん
だ
と
い
う
の
は
実
証
が
困
難
で
あ

ろ
う
︒
ま
た
︑
﹁
み
か
ど
﹂
と
い
う
語
で
﹁
官
人
﹂
の
こ
と
を
表
現
し
た
と
考

え
る
に
は
無
理
が
あ
り
︑
実
際
そ
の
よ
う
な
例
は
﹃
万
葉
集
﹄
中
に
な
い
︒

で
は
︑
本
歌
に
お
け
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
は
ど
の
よ
う
な
意
識
で
何
を
表
現
し

て
い
る
の
か
︒
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
本
歌
が
遣
新
羅
使
人

に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
こ
と
に
立
ち
返
り
︑
天
平
八
︵
七
三
六
︶
年
発
遣
の
第
一

八
回
遣
新
羅
使
の
置
か
れ
た
情
勢
や
︑
彼
ら
の
新
羅
で
の
体
験
を
分
析
し
て
み

る
必
要
が
あ
る
︒
日
本
と
新
羅
の
歴
史
的
関
係
が
語
句
の
意
味
や
解
釈
に
そ
の

ま
ま
繫
が
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
こ
と
ば
は
常
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
辞
書
的
意

味
の
み
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
︑
使
用
さ
れ
る
状
況
や
背
景
に
よ
っ
て
様
々
な

機
能
を
帯
び
る
も
の
と
の
認
識
か
ら
で
あ
る
︒

『
続
日
本
紀
﹄
に
記
さ
れ
た
第
一
八
回
よ
り
前
の
遣
新
羅
使
人
の
帰
朝
記
事

は
︑

遣け
ん

新
羅

し

ら

き

使し

従
五
位
上
波は

多た

朝
臣
広ひ
ろ

足た
り

ら
︑
新
羅
よ
り
至い
た

る
︒

(
慶
雲
元
︵
七
〇
四
︶
年
八
月
三
日
条
)

幡

文

は
た
の
あ
や

造

通
と
ほ
る

ら
新
羅

し

ら

き

よ
り
至
る
︒

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て
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(
慶
雲
二
︵
七
〇
五
︶
年
五
月
二
五
日
条
)

の
よ
う
に
ほ
ぼ
帰
朝
の
事
実
の
み
を
記
載
す
る
の
に
対
し
て
︑
第
一
八
回
遣
新

羅
使
の
帰
朝
記
事
は
特
異
で
あ
る
︒

@
遣け
ん

新
羅

し

ら

き

使し

大だ
い

判は
ん

官
ぐ
わ
ん

従
六
位
上
壬み

生ぶ

使
主
宇う

太だ

麻ま

呂ろ

︑
少せ
う

判は
ん

官
ぐ
わ
ん

正
七

位
上
大お
ほ

蔵く
ら

忌
寸
麻ま

呂ろ

ら

京
み
や
こ

に
入い

る
︒
大た
い

使し

従
五
位
下
阿あ

倍へ

朝
臣
継つ
ぎ

麻ま

呂ろ

︑

津つ

嶋し
ま

に
泊と
ま

り
て

卒
し
ゆ
つ

し
ぬ
︒
副ふ
く

使し

従
六
位
下
大お
ほ

伴と
も

宿
Õ
三み

中な
か

︑

病
や
ま
ひ

に
染そ

み

て

京
み
や
こ

に
入い

る
こ
と
得え

ず
︒

(
天
平
九
︵
七
三
七
︶
年
正
月
二
六
日
条
)

B
遣け
ん

新
羅

し

ら

き

使し

副ふ
く

使し

正
六
位
上
大お
ほ

伴と
も

宿
Õ
三み

中な
か

ら
卅
人

拝

朝

み
か
ど
を
が
み

す
︒

︵
同
年
三
月
二
八
日
条
)

@
に
見
え
る
よ
う
に
︑
大
使
阿
倍
継
麻
呂
は
帰
路
に
対
馬
で
没
し
︑
副
使
大

伴
三
中
も
病
気
に
罹
っ
て
帰
朝
後
即
座
に
天
皇
に
復
命
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
B
に
見
え
る
よ
う
に
︑
副
使
三
中
ら
の
拝
朝
は
そ
れ
よ
り
二
ヶ
月
後
の
こ

と
に
な
る
が
︑
大
使
は
亡
く
な
り
︑
副
使
は
病
で
入
京
で
き
な
い
中
︑
極
め
て

重
要
な
報
告
が
お
そ
ら
く
副
使
に
次
ぐ
地
位
で
あ
っ
た
大
判
官
壬
生
宇
太
麻
呂

ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
︒
副
使
の
恢
復
を
待
っ
て
い
ら
れ
な
い
緊
急
事
態

と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
﹃
続
日
本
紀
﹄
か
ら
そ
の
記
事
を

次
に
示
す
︒

遣け
ん

新
羅

し

ら

き

使し

奏そ
う

す
ら
く
︑
﹁
新
羅

し

ら

き

国
︑
常つ
ね

の
礼ゐ
や

を

失
う
し
な

ひ
て

使
つ
か
ひ

の
旨む
ね

を
受う

け
ず
﹂
と
ま
う
す
︒
是こ
こ

に
︑
五
位
已
上
并あ
は

せ
て
六
位
已
下
の
官

人

く
わ
ん
に
ん

︑
惣す
べ

て
呼
五
人
を
内う

裏ち

に
召め

し
て
︑
意い

見け
ん

を
陳の

べ
し
む
︒

︵
天
平
九
︵
七
三
七
︶
年
二
月
一
五
日
条
)

こ
の
時
の
遣
新
羅
使
に
対
し
て
新
羅
は
﹁
常
の
礼
を
失
ひ
て
使
の
旨
を
受
け

ず
﹂
︑
つ
ま
り
遣
新
羅
使
と
し
て
以
前
の
よ
う
に
扱
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒

七
日
後
︑
こ
れ
に
対
し
て
諸
官
司
か
ら
意
見
が
出
さ
れ
る
︒

諸し
よ

司し

︑
意い

見け
ん

の
表へ
う

を
奏ま
う

す
︒
或あ
る

は
言ま
う

さ
く
﹁

使
つ
か
ひ

を

遣
つ
か
は

し
て
そ
の
由よ
し

を

問と

は
し
む
﹂
と
ま
う
し
︑
或あ
る

は
﹁

兵
い
く
さ

を
発お
こ

し
て
征せ
い

伐ば
つ

を
加
へ
む
﹂
と
ま

う
す
︒

(
同
年
同
月
二
二
日
条
)

｢
新
羅
に
詰
問
せ
よ
﹂
︑
﹁
軍
事
行
動
に
出
よ
﹂
と
い
う
激
し
い
意
見
︑
厳
し

い
反
応
で
あ
っ
た
︒

同
年
四
月
一
日
条
に
は
︑

使
つ
か
ひ

を
伊い

勢せ

神じ
ん

宮ぐ
う

︑
大

神

社

お
ほ
み
わ
の
や
し
ろ

︑
筑つ
く

紫し

の
住す
み

吉の
え

・
八や

幡は
た

の
二
社
と

香
椎
宮

か
し
ひ
の
み
や

と
に

遣
つ
か
は

し
て
︑

幣
み
て
ぐ
ら

を

奉
た
て
ま
つ

り
て
新
羅

し

ら

き

の
礼
无

ゐ

や

な

き

状
じ
や
う

を
告ま
う

さ
し

む
︒

と
見
え
る
︒

｢
新
羅
と
渤
海⑱
の
関
係
は
︑
時
に
対
立
を
み
る
こ
と
が
あ
り
︑
ま
た
渤
海
が

唐
と
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
唐
は
新
羅
と
の
関
係
を
改
善
し
た
︒
そ
の
結

果
︑
良
好
で
あ
っ
た
日
本
と
渤
海
の
関
係⑲
を
牽
制
し
て
︑
新
羅
が
日
本
へ
の
臣

従
を
嫌
う
様
相
を
見
せ
る
こ
と
が
頻
繁
に
な
っ
て
き
た⑳
︒
﹂
と
い
う
歴
史
学
か

ら
の
分
析
も
あ
る
と
お
り
︑
こ
の
時
期
の
日
本
と
新
羅
の
関
係
は
か
な
り
緊
迫
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し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

従
来
ど
お
り
新
羅
か
ら
の
朝
貢
形
式
に
よ
る
外
交
を
求
め
る
日
本
と
︑
唐
と

の
関
係
か
ら
対
日
本
朝
貢
外
交
に
否
定
的
な
新
羅
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
い
た

の
で
あ
る
︒
実
際
︑
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
は
神
亀
三
︵
七
二
六
︶
年
六
月
五
日
の

﹁
新
羅
使

し
ら
き
の
つ
か
ひ

調

物

み
つ
き
も
の

を

貢
た
て
ま
つ

る
︒
﹂
と
い
う
記
事
か
ら
天
平
四
︵
七
三
二
︶
年
正
月

二
二
日
の
﹁
新
羅
使

し
ら
き
の
つ
か
ひ

来ま

朝う

く
﹂
と
い
う
記
事
ま
で
の
五
年
半
新
羅
朝
貢
の
記

録
は
見
え
な
い
︒
天
平
四
年
正
月
に
来
朝
し
た
新
羅
使
は
同
年
五
月
に
朝
堂
で

饗
を
受
け
る
が
︑
そ
の
時
聖
武
天
皇
は
﹁
来ま

朝う

く
る

期
か
ぎ
り

は
︑
許ゆ
る

す
に
三
年
に

一
度
を
以も
ち

て
し
た
ま
ふ
︒
﹂
︵
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
四
年
五
月
二
一
日
条
︶
と
三

年
毎
の
朝
貢
を
命
じ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
後
天
平
六
︵
七
三
四
︶
年
に
来

朝
し
た
新
羅
使
は
次
に
示
す
と
お
り
同
七
年
二
月
に
多
治
比
県
守
に
対
し
て
国

号
を
﹁
王
城
国
﹂
と
称
し
た
た
め
帰
国
さ
せ
ら
れ
た
︒

二
月
癸
卯
︑
新
羅
使

し
ら
き
の
つ
か
ひ

金こ
む

相さ
う

貞
ち
や
う

︑

京
み
や
こ

に
入い

る
︒
癸
丑
︑
中ち
う

納な
ふ

言ご
ん

正
三

位
多た

治ぢ

比ひ

真
人

県
あ
が
た

守も
り

を

兵
ひ
や
う

部ぶ

の
曹ざ
う

司し

に

遣
つ
か
は

し
て
︑
新
羅
使

し
ら
き
の
つ
か
ひ

の

入

朝

み
か
ど
ま
ゐ
り

せ
る
旨む
ね

を
問と

は
し
む
︒
而し
か

る
に
新
羅

し

ら

き

国
︑

輙
た
や
す

く
本も
と

の
号な

を

改
あ
ら
た

め
て
王わ
う

城
じ
や
う

国こ
く

と
曰い

ふ
︒
茲こ
れ

に
因よ

り
て
そ
の

使
つ
か
ひ

を
返か
へ

し

却
し
り
ぞ

く
︒

(﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
七
︵
七
三
五
︶
年
二
月
一
七
︑
二
七
日
条
)

｢
王
城
﹂
は
﹁
天
子
の
都
城㉑
﹂
の
意
で
あ
り
︑
日
本
に
対
し
て
朝
貢
す
べ
き

属
国
の
名
称
と
し
て
不
適
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
新
羅
の
日
本
に
対
す
る
姿

勢
の
変
化
と
日
本
の
憤
慨
が
見
て
取
れ
る
︒

そ
し
て
そ
の
翌
天
平
八
︵
七
三
六
︶
年
に
発
遣
さ
れ
た
の
が
本
歌
を
詠
ん
だ

第
一
八
回
遣
新
羅
使
人
な
の
で
あ
る
︒
新
羅
を
あ
く
ま
で
﹁
朝
貢
国
﹂
と
し
て

位
置
づ
け
た
い
日
本
︑
し
か
し
そ
の
体
制
か
ら
す
で
に
事
実
上
離
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
新
羅
︑
前
年
に
や
っ
て
き
た
新
羅
使
は
﹁
王
城
国
﹂
と
名
乗
る
始
末
で

あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
任
命
さ
れ
た
遣
新
羅
使
一
行
は
︑
新
羅
も
日

本
国
内
の
天
皇
の
支
配
の
及
ぶ
遠
方
の
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
と
同
じ
と
の
立
場
を
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒

｢
遠
の
朝
廷
﹂
と
い
う
言
葉
は
別
表
の
と
お
り
﹃
万
葉
集
﹄
中
に
八
例
見
え

る
が
︑
本
歌
の
属
し
て
い
る
巻
一
五
の
﹁
遣
新
羅
使
人
歌
群
﹂
の
二
例
︵
H
︑

F
︶
を
除
け
ば
︑
大
宰
府
︵
@
︑
B
︑
I
︶
︑
東
海
道
︑
東
山
道
︑
山
陰
道
︑

西
海
道
︵
C
︶
︑
越
中
の
政
庁
︵
G
︑
J
︶
を
指
し
て
い
る
︒
ま
さ
に
﹁
都
か

ら
遠
方
の
天
皇
の
行
政
官
庁
・
支
配
地
﹂
で
あ
る
︒
ま
た
同
表
﹁
﹃
と
ほ
の
み

か
ど
﹄
直
前
の
表
現
﹂
欄
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
臣
下
の
者
が
詠
ん
だ
歌
に
見

え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
は
必
ず
﹁
お
ほ
き
み
の
﹂
ま
た
は
﹁
す
め
ろ
き
の
﹂
が

︵
@
︑
B
︑
H
～
I
︶
︑
天
皇
が
詠
ん
だ
歌
に
は
﹁
を
す
く
に
の
﹂
が
︵
C
︶
冠

せ
ら
れ
る
︒
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
と
い
う
語
句
は
﹁
都
か
ら
遠
方
の
天
皇
の
支
配
地
﹂

と
い
う
意
識
の
明
確
な
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
︒

新
羅
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
以
前
に
用
例
が
見
え
な
い
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
と
い

う
語
を
︑
白
村
江
敗
戦
後
︑
そ
れ
も
新
羅
が
朝
貢
を
忌
避
す
る
傾
向
が
明
ら
か

に
な
っ
た
段
階
で
用
い
る
こ
と
︑
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
︒
実
態
が
伴
わ
な
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い
が
ゆ
え
に
︑
よ
り
強
烈
に
新
羅
を
﹁
天
皇
の
遠
方
の
支
配
地
﹂
と
見
な
し
た

い
意
識
以
外
の
何
物
で
も
な
か
ろ
う
︒
先
述
の
と
お
り
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
は
﹃
万

葉
集
﹄
中
の
遣
新
羅
使
人
歌
群
︵
H
︑
F
︶
以
外
で
は
﹁
都
か
ら
遠
方
の
天
皇

の
行
政
官
庁
・
支
配
地
﹂
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
当
時
新
羅
に
は

日
本
の
政
庁
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
既
に
明
白
で
あ
っ
た
の
で
︑
こ
こ
で
﹁
遠

の
朝
廷
﹂
が
意
味
す
る
の
は
﹁
政
庁
﹂
で
は
な
く
︑
﹁
天
皇
の
遠
方
の
支
配
地
﹂

と
考
え
ら
れ
る
︒
新
羅
を
天
皇
の
支
配
の
範
囲
と
見
な
す
意
識
の
尖
鋭
化
︑
そ

れ
が
本
歌
に
お
け
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
の
使
用
意
識
で
あ
ろ
う
︒
大
宰
府
や
東
海
︑

東
山
︑
山
陰
︑
西
海
各
道
︑
越
中
と
同
じ
く
﹁
都
か
ら
遠
方
の
天
皇
の
支
配

地
﹂
と
見
な
し
て
詠
む
こ
と
が
新
羅
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
︒
時
代
は
や
や

下
る
が
︑
新
羅
を
属
国
視
す
る
根
拠
を
朝
廷
が
何
に
求
め
て
い
る
か
を
示
す
記

述
が
﹃
続
日
本
紀
﹄
の
孝
謙
天
皇
の
詔
に
見
え
る
︒

新
羅
使

し
ら
き
の
つ
か
ひ

を
朝で
う

堂だ
う

に

饗
み
あ
へ

す
︒

詔
み
こ
と
の
り

し
て

曰
の
た
ま

は
く
︑
﹁
新
羅

し

ら

き

国
︑
来き
た

り

て
朝
庭

み

か

ど

に

奉
つ
か
へ
ま
つ

る
こ
と
は
︑
気
長
足
媛
皇
太
后

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
お
ほ
き
さ
き

の
彼か

の
国く
に

を
平

定

む
け
た
ひ
ら

げ

た
ま
ひ
し
よ
り

始
は
じ
ま

り
て
︑
今い
ま

に
至い
た

る
ま
で
︑
我わ

が
蕃は
ん

屏へ
い

と
為な

る
︒
⁝
⁝
﹂

(
天
平
勝
宝
四
︵
七
五
二
︶

年
六
月
一
七
日
条
)

こ
の
よ
う
に
︑
神
功
皇
后
の
新
羅
征
討
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑

新
羅
と
の
関
係
に
お
い
て
実
態
が
伴
わ
な
く
な
っ
て
も
容
易
に
修
正
さ
れ
な
い

ば
か
り
か
︑
逆
に
支
配
意
識
が
よ
り
強
烈
に
表
現
さ
れ
る
方
向
へ
と
進
む
の
で

あ
る
︒

先
に
私
は
﹁
三
︑
先
行
研
究
の
検
討
﹂
の
中
で
﹁
支
配
国
と
考﹅

え﹅

て﹅

い﹅

た﹅

が﹅

故﹅

の﹅

表
現
な
の
か
︑
支
配
国
と
考﹅

え﹅

よ﹅

う﹅

と﹅

す﹅

る﹅

が﹅

故﹅

の﹅

表
現
な
の
か
﹂
と
⑤

説
に
疑
問
を
呈
し
た
が
︑
分
析
し
た
と
お
り
の
国
際
情
勢
の
中
で
は
明
ら
か
に

﹁
支
配
国
と
考﹅

え﹅

よ﹅

う﹅

と﹅

す﹅

る﹅

が﹅

故﹅

の﹅

表
現
﹂
で
あ
り
︑
現
状
を
認
識
し
た
上

で
﹁
こ
の
姿
勢
﹂
︵
多
田
一
臣

前
掲
︶
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

⑤
説
と
私
見
の
違
い
は
こ
こ
に
あ
る
︒

こ
の
後
︑
天
平
勝
宝
五
︵
七
五
三
︶
年
に
唐
の
玄
宗
皇
帝
に
対
す
る
朝
賀
の

場
で
︑
日
本
の
遣
唐
使
の
席
次
が
新
羅
の
下
に
置
か
れ
︑
副
使
大
伴
古
麻
呂
が

こ
れ
に
抗
議
し
席
次
を
逆
転
さ
せ
た
と
い
う
事
件
が
お
こ
る㉒
︒
新
羅
に
対
す
る

日
本
の
感
情
は
益
々
威
丈
高
に
な
り
︑
遂
に
は
大
宰
府
に
行
軍
式
を
つ
く
ら
せ㉓
︑

船
親
王

ふ
ね
の
み
こ

を
香
椎
廟
に
遣
し
て
新
羅
征
討
の
旨
を
奏そ
う

せ
し
め㉔
︑
新
羅
を
征
つ
た
め

船
五
百
艘
を
造
ら
し
め㉕
︑
香
椎
廟
に
奉
幣
を
し
て
い
る㉖
︒

『
経
国
集
﹄
に
は
︑

三さ
ん

韓か
ん

の
朝て
う

宗そ
う

す
る
︑
日ひ

を
為な

す
こ
と
久
矣

ひ

さ

し

︒
風か
ぜ

を
占う
ら

へ

貢
み
つ
き

を
輸い
た

し
︑

歳さ
い

時じ

絶た

ゆ
る
こ
と
靡な

し
︒

頃
こ
の
こ
ろ

蕞さ
い

爾じ

た
る
新
羅

し

ら

き

︑

漸
や
う
や

く
に
蕃ば
ん

礼れ
い

を
闕か

き
︑

先せ
ん

祖ぞ

の
要え
う

請せ
い

を
蔑な
み

し
︑
後こ
う

主し
ゆ

の
迷め
い

図と

に

従
し
た
が

ふ
︒
多
く
楼ろ
う

船せ
ん

を
発た
た

せ
︑
遠

く
威ゐ

武ぶ

を
揚あ

げ
︑
奔ほ
ん

鯨げ
い

を
鯷て
い

壑が
く

に
斮き

り
︑
封ほ
う

豕し

を
鶏け
い

林り
ん

に
戮こ
ろ

さ
む
と
思ね

欲が

ふ㉗
︒(

三
韓
の
我
が
国
へ
の
参
朝
は
︑
日ひ

数か
ず

を
経
て
久
し
い
こ
と
に
な
る
︒

風
の
吹
く
方
向
を
う
ら
な
ひ
朝
貢
し
︑
い
つ
も
絶
え
る
こ
と
が
な
い
︒
と
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こ
ろ
が
こ
の
頃
は
︑
小
さ
く
卑
し
い
新
羅
の
国
は
︑
次
第
に
え
び
す
と
し

て
の
礼
儀
を
缺
く
や
う
に
な
り
︑
そ
の
祖
先
の
わ
が
国
へ
の
約
束
を
軽
視

し
︑
以
後
の
主
君
の
迷
っ
た

謀
は
か
り
ご
と

に
従
ふ
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
︒
そ
こ

で
︑
あ
ま
た
の
大
き
な
楼
船
を
船ふ
な

立だ
ち

さ
せ
︑
海
の
彼
方
の
遠
く
ま
で
も
国

威
を
輝
か
せ
︑
あ
ば
れ
る
鯨
の
如
き
奴
ら
を
鯷
の
国
の
渓
谷
と
も
い
ふ
べ

き
新
羅
の
国
に
於
い
て
斬
り
︑
大
き
な
猪
の
如
き
奴
ら
を
鷄
林
と
い
ふ
新

羅
の
国
に
於
い
て
殺
さ
う
と
願
ふ
わ
け
で
あ
る
︒
︶

と
見
え
︑
新
羅
に
対
す
る
姿
勢
の
硬
化
が
見
て
取
れ
る
︒

本
歌
に
お
け
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
は
謂
わ
ば
対
新
羅
感
情
悪
化
過
程
の
只
中
に

お
け
る
遣
新
羅
使
人
の
理
念
・
使
命
を
体
現
し
た
語
句
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

五
︑
ま
と
め

本
歌
に
お
け
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
は
︑
﹁
任
那
日
本
府
﹂
を
統
治
機
関
と
見
る

伝
統
的
な
考
え
方
が
歴
史
学
の
進
展
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
中
葉

以
降
︑
﹁
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
天
皇
の
行
政
官
庁
に
派
遣
さ
れ
る
官
人
﹂
と
見

る
説
が
有
力
で
あ
る
が
︑
﹃
万
葉
集
﹄
の
他
の
用
例
か
ら
も
﹁
み
か
ど
﹂
に

﹁
官
人
﹂
の
意
は
認
め
ら
れ
な
い
︒

｢
遠
の
朝
廷
﹂
と
い
う
語
句
は
柿
本
人
麻
呂
以
前
︵
従
っ
て
当
然
白
村
江
敗

戦
以
前
︶
に
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
︑
﹃
日
本
府
﹄
︵
如
何
な
る
意
味
で
あ
れ
︶

が
存
在
し
︑
新
羅
に
対
す
る
支
配
が
有
効
に
な
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
か

ら
の
伝
統
的
表
現
と
は
言
え
ず
︑
む
し
ろ
新
羅
と
の
関
係
が
日
本
の
劣
勢
に
傾

い
て
き
た
時
期
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
情
勢
の
中

で
逆
に
高
ま
っ
た
わ
が
国
の
新
羅
に
対
す
る
強
烈
な
支
配
意
識
の
下
に
﹁
都
か

ら
遠
方
の
天
皇
の
支
配
地
﹂
の
意
で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
遣
新
羅
使
人
歌
群
の
中
で
﹁
吉

備

国

水

調

郡

き
び
の
み
ち
の
し
り
み
つ
き
の
こ
ほ
り

の
長な
が

井ゐ

の
浦
﹂
︵
三
六

一
二
～
三
六
一
四
番
歌
︶
︑
﹁
風か
ざ

速は
や

の
浦
﹂
︵
三
六
一
五
～
三
六
一
六
番
歌
︶
︑

﹁
安
芸
国

あ
き
の
く
に

の
長な
が

門と

の
島
﹂
︵
三
六
一
七
～
三
六
二
一
番
歌
︶
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝

﹁
肥
前
国
松
浦
郡

ひ
の
み
ち
の
く
ち
ま
つ
ら
の
こ
ほ
り

の
狛こ
ま

島し
ま

の

亭
と
ま
り

﹂
︵
三
六
八
一
～
三
六
八
七
番
歌
︶
と
航
海

し
た
一
行
は
遂
に
肥
前
国
を
離
れ
︑
壱
岐
に
着
く
︒
い
よ
い
よ
本
土
を
後
に
し

て
目
指
す
は
一
路
対
馬
︑
そ
し
て
新
羅
で
あ
る
︒
こ
の
時
点
で
宅
満
は
没
し
た
︒

既
述
の
と
お
り
の
対
新
羅
情
勢
の
中
で
任
じ
ら
れ
た
こ
の
遣
新
羅
使
一
行
の
使

命
か
ら
し
て
︑
宅
満
が
目
指
し
た
の
は
﹁
天
皇
の

遠
の
朝
廷
﹂
つ
ま
り
﹁
都

か
ら
遠
方
の
天
皇
の
支
配
地
︵
で
あ
る
べ
き
新
羅
︶
﹂
な
の
で
あ
る
︒
題
詞
に

よ
れ
ば
本
歌
は
︑
﹁
雪
連
宅
満
が
忽
ち
に
鬼
病
に
遇
ひ
て
死
去
せ
し
時
に
作
る

歌
﹂
︑
つ
ま
り
宅
満
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
詠
ま
れ
た
追
悼
の
歌
で
あ
り
︑
任

務
半
ば
に
し
て
亡
く
な
っ
た
宅
満
は
最
大
限
に
そ
の
任
務
遂
行
へ
の
意
識
を
称

揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
彼
は
﹁
都
か
ら
遠
方
の
天
皇
の
支
配
地
で
あ
る
べ
き

韓
国
に
渡
る
我
が
背
で
あ
っ
た
﹂
と
︒

も
っ
と
も
︑
本
歌
を
含
む
遣
新
羅
使
人
歌
群
は
︑
遣
新
羅
使
一
行
の
実
録
を

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て

一
二



元
に
し
て
大
伴
家
持
が
﹁
歌
物
語
﹂
と
し
て
構
成
し
た
虚
構
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
も
有
力㉘
で
あ
る
︒
今
仮
に
そ
の
説
に
従
う
と
し
て
も
︑
そ
の
歌

物
語
の
中
で
は
︑
従
前
の
遣
新
羅
使
一
行
に
は
な
い
今
次
に
特
有
な
渡
航
目
的

が
当
然
明
示
さ
れ
詠
い
こ
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
は
新
羅
が
本
歌
の
﹁
遠

の
朝
廷
﹂
す
な
わ
ち
﹁
都
か
ら
遠
方
の
天
皇
の
支
配
地
﹂
で
あ
る
べ
き
こ
と
の

強
烈
な
主
張
で
あ
る
︒

な
お
︑
同
遣
新
羅
使
人
歌
群
中
の

筑ち
く

前ぜ
ん

国
の
く
に

志
麻
郡

し
ま
の
こ
ほ
り

の
韓か
ら

亭
と
ま
り

に
至
り
︑
船ふ
な

泊ど

ま
り
し
て
三
日
を
経
ぬ
︒

︵
後
略
︶

大お
ほ

君き
み

の

遠と
ほ

の
朝
廷

み

か

ど

と
︻
等
保
能
美
可
度
登
】

思
へ
れ
ど

日け

長な
が

く

し
あ
れ
ば

恋こ

ひ
に
け
る
か
も

(
巻
一
五
・
三
六
六
八
番
歌
)

に
も
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
が
見
え
︑
そ
れ
は
大
宰
府
や
韓
亭
︑
ま
た
そ
の
公
館
を
指

す
と
い
う
説
が
行
わ
れ
て
き
た
が
︑
や
は
り
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
は
先
に

挙
げ
た
④
説
と
同
じ
く
︑
役
所
で
は
な
く
官
人
を
指
す
と
い
う
解
釈
が
多
く
な

っ
て
い
る
︵
﹃
万
葉
集
全
注
﹄
︑
﹃
万
葉
集
釈
注
﹄
︑
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
︑

﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
等
︶
︒

し
か
し
︑
既
述
の
と
お
り
﹃
万
葉
集
﹄
の
用
例
か
ら
﹁
み
か
ど
﹂
に
官
人
の

意
味
は
認
め
ら
れ
ず
︑
こ
こ
で
は
三
六
八
八
番
歌
と
同
様
﹁
都
か
ら
遠
方
の
天

皇
の
支
配
地
︵
で
あ
る
べ
き
新
羅
︶
﹂
へ
行
く
の
だ
と
い
う
気
概
を
持
っ
て
い

る
が
︑
や
は
り
停
泊
が
続
く
と
︵
家
が
︶
恋
し
く
な
る
︑
と
解
す
る
の
が
穏
当

で
あ
り
︑
三
六
八
八
番
歌
と
の
整
合
も
保
持
さ
れ
る
︒

注①

吉
川
弘
文
館
編
集
部
﹃
日
本
史
必
携
﹄
二
〇
〇
六
年

吉
川
弘
文
館

三
九
三
頁

に
よ
る
︒

②

歌
詞
に
﹁
遠と
ほ

の
国く
に

い
ま
だ
も
着
か
ず
﹂
と
あ
る
︒

③

山
田
孝
雄
は
﹁
万
葉
集
と
大
伴
氏
﹂
︵
同
﹃
万
葉
集
考
叢
﹄
一
九
五
五
年

宝
文

館

所
収
︑
初
出
は
美
夫
君
志
会
編
﹃
万
葉
集
新
説
﹄
一
九
五
一
年

中
部
日
本
新

聞
社

所
収
︶
で
﹁
三
中
の
作
で
あ
ら
う
と
思
ふ
﹂
と
す
る
︒

④

『
新
唐
書

第
二
〇
冊

伝
﹄
一
九
七
五
年

中
華
書
局

六
二
〇
八
頁
︒

⑤

『
令
集
解
﹄
巻
卅
一
﹁
公
式
令

詔
書
式
﹂
︒

⑥

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
﹃
国
史
大
辞
典
第
一
三
巻
﹄
一
九
九
二
年

吉
川
弘
文

館

四
七
一
頁
︵
項
目
﹁
任
那
﹂
執
筆
担
当
平
野
邦
雄
︶
︒

⑦

こ
こ
に
言
う
﹁
官
家
﹂
の
実
態
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
︑
今
日
で
は
必
ず
し
も
日

本
の
使
庁
と
し
て
の
所
謂
﹁
任
那
日
本
府
﹂
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
︒

⑧

科
学
院
歴
史
研
究
所
︵
北
朝
鮮
︶
機
関
誌
﹃
歴
史
科
学
﹄
一
九
六
三
年
第
一
号
所
収
︒

⑨

同
右
︒
引
用
は
鄭
晋
和
訳
﹁
三
韓
︑
三
国
の
日
本
列
島
内
の
分
国
に
つ
い
て

︵
一
︶
﹂
︵
﹃
歴
史
評
論
﹄
一
九
六
四
年
五
月
号
所
収

に
よ
っ
た
︒
︶
︒

⑩

同
右
︒

⑪

同
右
︒
引
用
は
鄭
晋
和
訳
﹁
三
韓
︑
三
国
の
日
本
列
島
内
の
分
国
に
つ
い
て

︵
二
︶
﹂
︵
﹃
歴
史
評
論
﹄
一
九
六
四
年
八
月
号
所
収

に
よ
っ
た
︒
︶
︒

⑫

こ
の
ほ
か
に
巻
一
・
五
二
︵
の
一
回
目
の
﹁
み
か
ど
︻
御
門
︼
﹂
︒

同
歌
に
は

﹁
み
か
ど
︻
御
門
︼
﹂
が
複
数
回
詠
み
込
ま
れ
て
い
る

︶
︑
巻
二
・
一
九
九
番
歌

︵
の
一
回
目
の
﹁
み
か
ど
︻
御
門
︼
﹂
︒

同
歌
に
は
﹁
み
か
ど
︻
御
門
︼
﹂
が
複
数
回

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て

一
三



詠
み
込
ま
れ
て
い
る

︶
︑
巻
三
・
四
四
三
番
歌
︑
巻
五
・
八
九
四
番
歌
︑
巻
一

一
・
二
五
〇
八
番
歌
︑
巻
一
八
・
四
〇
九
四
番
歌
︑
二
〇
・
四
四
八
〇
番
歌
︒

⑬

こ
の
ほ
か
に
巻
一
一
・
二
五
六
八
番
歌
︑
巻
一
六
・
三
八
八
六
番
歌
︒

⑭

こ
の
ほ
か
に
巻
二
・
一
七
三
︑
一
七
四
︑
一
八
三
︑
一
八
四
︑
一
八
六
︑
一
八
九

番
歌
︑
巻
二
・
一
九
九
番
歌
︵
の
二
～
五
回
目
の
﹁
み
か
ど
︻
御
門
︼
﹂
︒

同
歌
に

は
﹁
み
か
ど
︻
御
門
︼
﹂
が
複
数
回
詠
み
込
ま
れ
て
い
る

︶
︑
巻
三
・
四
七
八
番
歌
︒

⑮

こ
の
ほ
か
に
巻
一
九
・
四
二
四
五
番
歌
︒

⑯

巻
一
六
・
三
八
八
六
番
歌
︻
中
門
︼
や
巻
一
九
・
四
二
四
五
番
歌
︻
国
家
︼
を

﹁
み
か
ど
﹂
と
訓
読
す
る
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
が
︑
仮
に
﹁
み
か
ど
﹂
と
詠

ん
だ
と
し
て
も
﹁
官
人
﹂
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
歌
の
文
脈
上
明
白
で
あ
る
︒

⑰

中
西
進
は
﹁
﹃
万
葉
集
﹄
と
大
宰
府
﹂
︵
﹃
九
州
歴
史
資
料
館
開
館
十
周
年
記
念
大

宰
府
古
文
化
論
叢

下
巻
﹄
一
九
八
三
年

吉
川
弘
文
館

所
収
︶
の
中
で
﹁
遠
の

朝
廷
﹂
に
つ
い
て
﹁
人
麻
呂
に
よ
っ
て
造
語
さ
れ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

⑱

渤
海
は
六
九
八
年
に
﹁
震
国
﹂
と
称
し
て
興
り
︑
七
一
三
年
に
唐
か
ら
冊
封
を
受

け
︵
渤
海
郡
王
︶
た
︒

⑲

神
亀
四
︵
七
二
七
︶
年
九
月
に
﹁
渤ぼ
つ

海か
い

郡ぐ
ん

王わ
う

の

使
つ
か
ひ

﹂
が
来
朝
し
︑
翌
神
亀
五

︵
七
二
八
︶
年
六
月
に
最
初
の
遣
渤
海
使
が
出
発
し
て
い
る
︒

⑳

鐘
江
宏
之
﹃
全
集
日
本
の
歴
史

第
三
巻

律
令
国
家
と
万
葉
び
と
﹄
二
〇
〇
八

年

小
学
館

九
八
頁
︒

㉑

諸
橋
轍
次
﹃
大
漢
和
辞
典

巻
七
﹄
一
九
五
八
年

大
修
館
︵
修
訂
版
を
参
照
)

八
三
八
頁
︒

㉒

『
続
日
本
紀
﹄
天
平
勝
宝
六
︵
七
五
四
︶
年
正
月
三
〇
日
条

㉓

同

天
平
宝
字
三
︵
七
五
九
︶
年
六
月
一
八
日
条

㉔

同

同
年
八
月
六
日
条

㉕

同

同
年
九
月
十
九
日
条

㉖

同
天
平
宝
字
六
︵
七
六
二
︶
年
一
一
月
一
六
日
条

㉗

『
経
国
集
巻
二
〇
﹄
よ
り
天
平
宝
字
元
︵
七
五
七
︶
年
文
章
生
紀き
の

真ま

象か
た

に
対
す
る

質
問
の
文
章
︒

『
経
国
集
﹄
の
読
み
下
し
及
び
大
意
は
小
島
憲
之
﹁
経
国
集
詩
注

巻
二
十
対
策

文
﹂
︵
同
﹃
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学

補
篇
﹄
二
〇
〇
二
年

塙
書
房

所
収
︶
に

よ
っ
た
︒

㉘

伊
藤
博
﹁
万
葉
の
歌
物
語

巻
十
五
の
論

﹂
︵
同
﹃
万
葉
集
の
構
造
と
成
立

下

古
代
和
歌
史
研
究
B
﹄
一
九
七
四
年

塙
書
房

所
収
︒
初
出
は
﹃
言
語
と
文

芸
﹄
六
〇
号

一
九
六
八
年
九
月
︶
︑
同
﹁
万
葉
集
の
生
い
た
ち
︵
四
)

巻
十
三
～

巻
十
六
の
生
い
た
ち
﹂
︵
青
木
生
子
・
井
手
至
・
伊
藤
博
・
清
水
克
彦
・
橋
本
四
郎

﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

万
葉
集
四
﹄
一
九
八
二
年

新
潮
社

所
収
︶
︒
な
お
︑
こ

こ
で
い
う
﹁
歌
物
語
﹂
は
︑
平
安
朝
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
や
﹃
大
和
物
語
﹄
の
よ
う
な

文
芸
形
式
を
上
代
の
﹁
歌
謡
物
語
﹂
と
区
別
す
る
概
念
で
は
な
く
︑
﹁
歌
群
で
構
成

さ
れ
た
物
語
﹂
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
︒

(
使
用
テ
キ
ス
ト
︶
注
に
明
示
し
た
も
の
は
除
く
︒

『
日
本
書
紀
﹄
︑
﹃
万
葉
集
』

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
︑
﹃
続
日
本
紀
』

『
新
日

本
古
典
文
学
大
系
﹄
︑
﹃
令
集
解
』

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
﹄
︑
﹃
延
喜
式
』

『
祝
詞
全

評
釈

延
喜
式
祝
詞
中
臣
寿
詞
﹄

漢
字
は
引
用
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
原
則
と
し
て
所
謂
新
字
体
を
用
い
た
︒

客
観
的
な
記
述
を
担
保
す
る
た
め
人
名
の
敬
称
は
省
い
た
︒
失
礼
の
段
︑
ご
寛
恕

賜
り
た
い
︒

本
稿
は
古
代
文
学
研
究
会
︑
古
代
研
究
会
︑
祭
祀
史
料
研
究
会
︑
南
都
文
化
研
究

組
織
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
研
究
発
表
︵
発
表
題
目
﹁
﹃
遠
の
朝
廷
﹄
に
つ
い
て
﹂
︶
を

経
て
作
成
し
た
︒
各
席
上
で
ご
指
導
︑
ご
助
言
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
る
︒

『
万
葉
集
﹄
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
に
見
え
る
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
に
つ
い
て

一
四


