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旅
人
が
妻
大
伴
郎
女
を
伴
っ
て
大
宰
府
赴
任
の
途
に
つ
い
た
の
は
、
神
亀
四

・
五
年
毛
宅
毛
一
六
）
の
交
、
齢
六
十
二
・
三
才
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
る
い

は
四
年
十
二
月
と
い
ふ
、
あ
る
い
は
五
年
四
月
と
い
っ
て
枝
葉
の
点
は
明
瞭
で

（註１）

祭
な
い
が
、
六
十
を
越
え
た
老
体
に
鞭
う
っ
て
、
こ
の
頃
瀬
戸
内
海
を
西
下
し
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。

か
れ
に
は
一
つ
の
よ
ろ
こ
び
と
一
つ
の
か
な
し
み
と
が
あ
っ
た
。
よ
ろ
こ
び

は
、
父
安
麿
が
大
納
言
に
し
て
兼
ね
た
大
宰
帥
の
地
位
を
、
ほ
ヌ
同
年
齢
に
し

萩
て
子
わ
れ
も
襲
い
う
る
と
い
う
、
先
考
へ
の
敬
慕
に
か
上
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
旅
人
自
身
、
養
老
四
年
（
菫
一
ｓ
三
月
征
隼
人
持
節
大
将
軍
と

な
っ
て
九
州
に
赴
き
、
凶
徒
を
し
て
敦
風
に
廃
か
し
め
た
か
ヌ
や
か
し
い
思
い

出
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
度
の
赴
任
は
、
父
祖
の
業
の
確

認
で
あ
る
半
面
、
旅
人
お
の
れ
の
、
心
の
と
き
め
き
に
も
似
た
自
足
感
に
つ
な

がっていた。

か
な
し
み
は
一
層
重
要
な
相
貌
を
呈
し
て
い
た
。
旅
人
遷
任
の
事
情
は
、
今

日
明
確
な
資
料
を
欠
く
が
、
あ
る
程
度
た
し
か
な
想
像
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
は
不

可
能
で
な
い
。
表
向
き
の
そ
れ
と
し
て
は
、
神
亀
四
年
十
月
六
日
、
参
議
と
し

て
六
年
の
労
を
積
ん
だ
阿
部
広
庭
が
中
納
言
に
な
っ
て
居
り
、
旅
人
の
中
納
言

も
と
の
ま
ゞ
で
の
帥
任
命
は
、
こ
の
広
庭
の
昇
任
と
何
ら
か
の
か
上
わ
り
が
あ

3８

萩

ｌ
旅
人
追
想
Ｉ

祭

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
広
庭
が
因
で
旅
人
が
果
か
、
旅
人
が
因
で
広
庭
が
果

か
、
そ
れ
は
い
ず
れ
と
も
決
定
し
が
た
い
が
、
次
下
に
述
べ
る
よ
う
な
政
界
の

事
情
が
、
名
族
出
の
二
人
の
運
命
を
左
右
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
た
や
す
く

想
像
で
き
る
。

時
の
政
情
を
眺
め
る
前
に
、
大
宰
府
の
職
掌
に
つ
い
て
の
瞥
見
を
行
っ
て
お

こ
う
。
大
宰
府
は
令
の
制
で
筑
前
国
御
笠
郡
に
置
か
れ
、
筑
前
、
筑
後
、
豊

前
、
豊
後
、
肥
前
、
肥
後
、
日
向
、
大
隅
、
薩
摩
、
壱
岐
、
対
馬
の
九
国
二
島

を
管
領
し
、
兼
ね
て
隼
人
や
外
国
に
対
す
る
武
備
、
蕃
客
と
の
応
接
饗
諫
、
帰

化
人
の
処
理
な
ど
を
掌
っ
た
。
帥
は
も
と
よ
り
そ
の
長
官
で
あ
る
。
父
安
麿
が

帥
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
金
村
以
来
、
一
族
が
半
島
遠
征
や
外

客
応
接
に
し
ば
し
ば
携
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
た
と
え
旅
人
に
漢
文

（註２）

の
力
不
足
と
い
う
よ
う
な
弱
点
が
あ
る
に
し
て
も
、
か
れ
が
こ
の
職
掌
に
た
ず

さ
わ
る
こ
と
は
、
さ
し
て
は
な
は
だ
し
い
逸
脱
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

従
っ
て
ま
た
流
調
左
遷
の
そ
れ
で
な
い
こ
と
も
、
諸
家
の
一
致
し
て
説
く
と
お

（註３）

りである。

さ
て
旅
人
を
大
宰
府
に
押
し
出
し
た
力
は
一
体
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
大
伴
家
は
、
天
忍
日
命
、
道
臣
命
、
武
日
連
以
下
代
々
武
将
の
家
柄
で
あ

り
、
談
、
大
連
以
後
は
新
羅
任
那
派
遣
将
軍
と
し
て
名
を
は
せ
、
壬
申
の
乱
に

川

口

常

孝

Ｉ到



は
大
和
方
と
し
て
馬
来
田
、
吹
負
等
の
活
躍
が
史
上
に
著
し
く
、
以
下
次
々
陸

奥
守
鎮
守
府
将
軍
を
兼
ね
た
。
武
将
に
し
て
か
つ
蕃
客
と
の
応
接
処
理
、
こ
れ

が
大
伴
家
を
つ
ら
ぬ
く
基
本
の
性
格
で
あ
る
。

そ
の
名
流
大
伴
家
が
、
新
興
の
藤
原
氏
の
圧
迫
を
感
じ
出
し
た
の
は
、
旅
人

の
父
安
麿
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
安
暦
の
時
代
に
は
、
ま
だ
壬
申
の

乱
の
余
慶
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
慶
雲
・
和
銅
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
乱
の
功
労
者

が
ほ
と
ん
ど
死
去
し
て
、
壬
申
の
乱
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
人
々
の
記
憶
の
中

で
種
々
の
変
容
を
と
げ
は
じ
め
る
。
安
麻
呂
が
莞
じ
た
の
も
和
銅
七
年
毛
一
巴
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
〃
戦
後
〃
が
結
終
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
で
あ
っ

た
。
こ
の
年
旅
人
四
十
九
才
、
従
四
位
下
左
将
軍
で
あ
っ
た
。
四
年
前
（
和
銅

祭
三
年
、
七
一
○
・
四
十
五
才
。
旅
人
の
名
が
史
上
に
見
え
る
最
初
の
年
）
の
正

月
、
天
皇
が
大
極
殿
に
御
し
、
朝
を
受
け
た
と
き
、
正
五
位
上
左
将
軍
旅
人
が

皇
域
門
外
朱
雀
路
を
東
西
に
分
れ
、
騎
馬
を
列
ね
、
隼
人
蝦
夷
等
を
率
い
て
行

進
し
、
正
三
位
大
納
言
安
麻
呂
が
、
旅
人
の
左
将
軍
ぶ
り
を
閲
し
た
（
で
あ
る

萩
う
）
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
が
大
伴
家
に
一
応
の
安
定
が
お
と
ず
れ
、

安
麻
呂
・
旅
人
父
子
に
栄
光
の
静
證
が
満
ち
満
ち
て
い
た
日
々
で
あ
っ
た
。

養
老
四
年
毛
一
弓
八
月
三
日
、
一
代
の
権
臣
藤
原
不
比
等
が
莞
じ
た
。
不

比
等
の
四
子
武
智
麻
呂
、
宇
合
、
房
前
、
麻
呂
は
、
そ
れ
ぞ
れ
南
家
、
武
家
、

北
家
、
京
家
を
称
し
、
み
ず
か
ら
の
権
威
を
扶
植
す
る
と
と
も
に
、
藤
原
氏
の

隆
盛
を
用
意
し
は
じ
め
て
い
た
。
か
れ
ら
兄
弟
の
あ
と
に
や
が
て
首
皇
子
（
聖

武
天
皇
）
を
生
む
宮
子
媛
が
居
り
、
ま
た
や
が
て
聖
武
天
皇
の
皇
后
と
な
る
安

宿
媛
（
光
明
子
）
が
い
た
。

明
け
て
養
老
五
年
宅
三
）
正
月
、
旅
人
は
武
智
麻
呂
・
房
前
と
と
も
に
従

９
一
一
莅
に
叙
せ
ら
れ
た
。
か
れ
ら
は
旅
人
よ
り
も
十
数
才
（
武
智
麻
呂
は
十
五

３
才
）
若
か
っ
た
が
、
武
智
麻
呂
は
同
時
に
中
納
言
に
な
り
、
房
前
は
従
四
位
上

か
ら
の
昇
叙
で
あ
っ
た
。

大
伴
氏
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
藤
原
氏
が
対
抗
勢
力
と
し
て
も
っ
と
も
意
識

し
た
も
の
は
、
不
比
等
莞
後
の
空
隙
を
う
ず
め
る
た
め
に
、
習
四
日
を
も
っ
て

舎
人
親
王
を
知
太
政
官
事
に
任
じ
、
新
田
部
親
王
を
し
て
知
五
衛
及
授
刀
人
事

と
な
し
た
、
こ
れ
ら
皇
親
政
治
ｌ
臣
下
を
政
府
の
要
職
に
任
ず
る
こ
と
な

く
、
政
府
首
脳
部
を
主
と
し
て
皇
族
に
よ
っ
て
固
め
よ
う
と
す
る
ｌ
の
担
当

者
で
あ
っ
た
。
征
者
隼
人
持
節
大
将
軍
と
し
て
九
州
に
あ
っ
た
旅
人
は
、
不
比

等
の
病
重
き
を
加
え
た
時
召
還
さ
れ
て
京
に
い
た
し
、
、
白
鳳
体
制
ｌ
白
鳳

は
皇
親
政
治
の
も
っ
と
も
見
事
な
開
花
期
で
あ
っ
た
１
１
復
活
の
兆
に
よ
っ
て

か
も
し
出
さ
れ
っ
塁
あ
っ
た
新
し
い
情
勢
を
、
か
れ
も
ま
た
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら

察
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
皇
親
政
治
の
帰
趨
は
、
長
屋
王
に
次
第
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
行
く
。
舎

人
、
新
田
部
、
ま
た
舎
人
の
あ
と
を
受
け
て
知
太
政
官
事
に
任
じ
た
刑
部
、
穂

積
と
、
四
親
王
い
ず
れ
も
が
天
武
皇
子
で
あ
り
、
養
老
五
年
、
大
納
言
正
三
位

か
ら
右
大
臣
従
二
位
に
進
み
、
い
わ
ゆ
る
長
屋
王
時
代
を
開
幕
す
る
長
屋
王

が
、
天
武
皇
孫
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
白
鳳
体
制
へ
の
復
帰
の
意
味
・
内
容

が
、
期
せ
ず
し
て
分
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
養
老
五
年
と
い
う
こ
の
年
は
、
先

に
も
記
し
た
よ
う
に
、
旅
人
、
武
智
麻
呂
、
房
前
が
肩
を
並
べ
た
年
で
も
あ

り
、
旅
人
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
運
命
的
な
転
機
の
年
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
こ
の
年
三
月
、
長
屋
王
に
帯
刀
資
人
十
人
を
賜
い
、
旅
人
も
ま
た
武

智
麻
呂
や
同
じ
く
中
納
言
で
あ
っ
た
巨
勢
邑
治
と
と
も
に
四
人
を
賜
わ
っ
た
。

も
っ
と
も
令
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
三
位
に
は
資
人
六
十
人
を
賜
わ
る
定
め
で
あ

る
か
ら
、
続
紀
の
こ
の
記
事
は
、
そ
の
中
の
四
人
が
帯
刀
の
資
人
で
あ
っ
た
と

（註４）

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

旅
人
が
再
度
大
宰
府
へ
赴
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
皇
親
政
治
復
活
の
気
運

Ｉ



０
が
、
内
部
の
不
安
を
は
ら
み
つ
坐
も
、
一
応
軌
道
に
乗
っ
た
か
に
見
え
た
と
き

４
で
あ
っ
た
。
旅
人
と
長
屋
王
の
関
係
に
つ
い
て
の
諸
説
は
、
い
ず
れ
も
臆
測

の
範
囲
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
興
隆
せ
ん
と
す
る
藤
原
氏
に
対
す
る
共
通

の
疎
外
感
が
、
壬
申
の
功
臣
大
伴
家
の
氏
の
上
と
、
そ
の
戦
乱
の
勝
利
の
指
導

者
の
窟
孫
と
を
近
接
せ
し
め
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
可
能
な
る
推
論
を
許

す
。
長
屋
王
の
知
遇
を
得
た
人
々
に
、
学
問
文
雅
の
士
の
多
か
っ
た
事
実
も
、

長
屋
王
と
旅
人
の
接
近
を
推
測
せ
し
め
る
一
つ
の
根
拠
に
な
る
か
も
知
れ
な

い
。
王
は
し
ば
し
ば
そ
の
邸
（
佐
保
の
地
名
を
と
っ
て
作
宝
楼
と
名
づ
け
ら
れ

た
）
に
文
人
を
集
め
て
詩
筵
や
歌
会
を
催
し
、
特
に
新
羅
の
使
節
を
迎
え
た
と

き
の
詩
篇
は
懐
風
藻
に
多
数
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
厚
遇
を
受
け
た
人
々
の

祭
名
前
を
あ
げ
る
と
、
佐
為
王
、
伊
部
王
、
紀
男
人
、
日
下
部
老
、
山
田
三
方
、

山
上
憤
良
、
朝
来
賀
須
夜
、
紀
清
人
、
越
智
広
江
、
船
大
魚
、
山
口
田
主
、
楽

浪
河
内
、
大
宅
兼
麻
呂
、
土
師
百
村
、
塩
家
吉
麻
呂
、
刀
利
宣
命
な
ど
で
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
い
ず
れ
も
東
宮
（
後
の
聖
武
天
皇
）
に
侍
せ
し
め
ら
れ

萩
て
い
る
。
中
で
も
憤
良
と
百
村
と
は
、
や
が
て
梅
花
の
宴
に
も
名
を
列
ね
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
辺
の
人
間
関
係
を
共
通
項
に
し
て
、
あ
る
い
は
王
と
旅
人
と

（註５）

の
密
接
な
関
係
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
た
と
え
両

者
の
接
近
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
政
治
的
・
同
志
的
な
も
の
で
な
く
、

一
種
心
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
否
め
ま
い
。
少
く
と
も

旅
人
の
が
わ
か
ら
は
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と
に
か
く
躍
進
を
は
か
る
藤
原
氏
に
と
っ
て
、
長
屋
王
の
存
在
は
目
の
上
の

瘤
で
あ
っ
た
。
長
屋
王
事
件
が
徐
々
に
構
築
さ
れ
っ
坐
あ
っ
た
。
王
は
消
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
付
伴
す
る
か
な
り
に
大
き
な
ざ
こ
で
大
伴
氏
も

あ
っ
た
。
旅
人
の
帥
任
命
は
、
政
治
の
中
心
か
ら
か
れ
と
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る

（註６）

策
謀
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
見
方
を
成
立
せ
し
め
る
根
拠
が
、
た
し
か
に
こ

坐
ら
の
事
情
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
実
は
、
前
記
し
た
阿
部
広
庭
と

旅
人
と
の
押
し
出
し
ご
っ
こ
が
問
題
で
あ
る
の
で
な
く
て
、
二
つ
の
名
族
を
た

や
す
く
支
配
す
る
こ
と
の
で
き
た
藤
原
氏
の
勢
力
に
、
命
運
の
分
岐
が
か
け
ら

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

一
応
筋
の
通
っ
た
任
命
の
ま
上
に
、
旅
人
は
黙
々
と
九
州
に
去
っ
た
。
大
納

言
昇
任
の
希
望
は
、
程
遠
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
ゆ
え
わ
か

ぬ
か
な
し
み
が
か
れ
の
胸
に
あ
っ
た
。

妹
と
来
し
敏
馬
の
埼
を
還
る
さ
に
独
し
て
見
れ
ば
涕
ぐ
ま
し
も
（
巻
三
、

四四元）
往
く
さ
に
は
二
人
わ
が
見
し
こ
の
埼
を
独
過
ぐ
れ
ぱ
情
悲
し
も
（
同
、

四三一）
三
年
の
後
、
帰
京
の
途
上
（
天
平
二
年
十
二
月
、
七
四
○
）
、
亡
妻
を
し
の

ん
で
旅
人
は
こ
の
よ
う
に
歌
っ
た
が
、
こ
上
か
ら
逆
推
さ
れ
る
赴
任
の
旅
も
、

決
し
て
心
楽
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
老
い
た
夫
婦
が
相
寄
り
あ

た
歩
め
あ
っ
て
、
辺
陳
の
地
に
赴
い
て
行
く
姿
が
ま
ざ
ま
ざ
と
浮
ん
で
来
る
。

往
く
さ
に
は
二
人
で
あ
っ
た
が
今
は
一
人
で
あ
る
と
い
う
、
妻
の
死
に
し
ぼ
ら

れ
た
か
な
し
み
だ
け
で
な
く
、
二
人
い
る
と
き
に
も
な
お
存
在
し
た
か
な
し
み

の
影
が
、
純
無
垢
に
し
て
と
宜
こ
お
る
こ
と
の
な
い
声
調
か
ら
、
し
み
じ
み
と

伝
わ
っ
て
来
る
。
か
り
そ
め
に
も
正
三
位
中
納
言
兼
大
宰
帥
の
行
旅
で
あ
る
。

眉
従
も
巻
属
も
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
ど
れ
ほ
ど
か
の
き
ら
び
や
か
さ
は
随
伴
し

た
で
あ
ろ
う
に
、
か
れ
の
作
品
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
も
の
は
、
一
私
人
旅
人

の
悲
傷
の
声
で
あ
り
、
氏
族
の
長
と
し
て
の
自
負
も
、
政
府
高
官
の
一
人
と
し

て
の
権
威
も
、
一
切
が
か
れ
の
詠
作
の
根
基
に
は
な
い
。
こ
れ
は
旅
人
の
全
作

品
を
お
お
う
著
し
い
特
徴
で
あ
る
が
、
稟
質
か
ら
流
れ
て
く
る
も
の
だ
け
が
、

そ
し
て
、
稟
質
に
融
化
さ
れ
て
行
く
も
の
だ
け
が
価
値
の
名
に
値
す
る
の
で
あ

Ｉ



っ
て
、
今
、
公
の
旅
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
も
そ
の
原
則
が
息
づ
く
の
で
あ
る
。

妻
の
死
の
事
実
を
現
実
の
諸
条
件
か
ら
ぬ
き
と
っ
た
、
何
も
の
か
へ
の
満
た
さ

れ
ぬ
思
慕
を
追
っ
て
行
く
無
形
の
作
品
を
こ
上
に
想
像
す
る
な
ら
ば
、
敏
馬
を

過
ぎ
る
往
路
の
旅
人
の
心
情
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
海
路
三

（註７）
十
日
、
静
か
に
凪
い
だ
、
幾
分
曇
り
気
味
の
日
々
で
、
そ
れ
は
あ
っ
た
。

大
宰
府
着
任
後
の
旅
人
を
襲
っ
た
最
初
の
い
た
ま
し
い
体
験
は
、
右
の
歌
に

よ
ま
れ
た
よ
う
に
、
妻
大
伴
郎
女
の
死
で
あ
っ
た
。
「
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
」
（
巻
五
、
克
巴
と
憶
良
が
歌
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
旅
の

疲
れ
を
休
め
る
間
も
な
い
、
到
着
後
さ
し
て
日
数
を
経
過
し
な
い
こ
ろ
の
こ
と

祭
で
あ
っ
た
。
「
妹
が
見
し
棟
の
花
は
散
り
ぬ
く
し
わ
が
泣
く
涙
い
ま
だ
干
な
く

に
」
（
巻
五
、
七
五
九
。
右
反
歌
）
１
１
上
鮭
で
は
淡
紫
色
の
棟
の
花
が
散
り
始
め

て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
旅
人
の
作
歌
は
に
わ
か
に
数
を
増
し
て
行
く
。

旅
人
の
創
作
を
う
な
が
し
た
直
接
の
動
機
が
、
憶
良
と
の
接
触
に
あ
っ
た
ろ

萩
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な
い
。
あ
る
い
は
憶
良
に
饗

（

註

８

）

（

註

９

）

導
さ
れ
て
と
い
い
、
あ
る
い
は
反
溌
関
係
を
持
し
な
が
ら
と
い
う
。
恐
ら
く
は

そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
旅
人
は
元
来
意
識
的
に
ｌ
み
ず
か
ら
進

ん
で
、
ま
た
半
職
業
的
に
ｌ
歌
を
作
る
人
で
は
な
い
。
万
葉
集
に
お
け
る
年

次分明歌の初見は、ようやく神亀牽三三月（竃募従駕

の
折
の
作
（
巻
三
、
三
一
五
・
三
一
六
）
で
、
齢
す
で
に
五
十
九
才
に
及
ん
で

い
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
以
前
に
も
製
作
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
家
持
の
父
に
し
て

集
中
に
所
見
の
乏
し
い
の
は
、
質
量
と
も
に
そ
れ
が
本
格
的
な
も
の
で
な
か
っ

た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
の
で
．
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
辺
境
に
あ
っ
て
悶
々
や
る
方

１
な
き
旅
人
に
、
筑
前
守
憶
良
の
存
在
は
、
大
き
な
刺
戟
と
な
っ
た
ろ
う
と
思
わ

４
れ
る
。
か
れ
は
憶
良
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
歌
を
よ
み
は
じ
め
た
。
謂
わ
ば
そ

の
外
発
性
を
支
え
た
内
発
の
力
こ
そ
、
妻
郎
女
の
死
で
あ
っ
た
の
だ
。
旅
人
の

孤
愁
は
従
来
を
破
っ
た
。
生
得
の
詩
質
を
、
か
れ
は
万
葉
集
に
残
し
は
じ
め
る

のである。
し
か
し
ぐ
詳
巴
な
日
々
は
も
う
遠
く
去
っ
て
い
た
。
父
祖
の
功
業
も
、
禁
衛

に
騎
馬
を
ひ
き
い
た
往
年
の
気
晩
も
、
こ
上
西
辺
に
三
軍
を
叱
陀
し
た
思
い
出

す
ら
も
、
何
か
遠
い
過
去
の
出
来
事
に
属
し
て
い
た
。
か
れ
は
息
家
持
が
や
が

て
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
武
人
と
し
て
の
家
柄
を
誇
る
こ
と
を
し
な
か
っ

た
。
国
家
の
隆
昌
を
こ
と
ほ
ぐ
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
小
弐
石
川
足
人
が
「
さ

す
竹
の
大
宮
人
の
家
と
住
む
佐
保
の
山
を
ぱ
思
ふ
や
も
君
」
（
巻
六
、
奎
吾
と

問
い
か
け
た
と
き
、
「
や
す
み
し
し
わ
が
大
王
の
食
す
国
は
大
和
も
此
処
も
同

じ
と
ぞ
念
ふ
」
（
同
、
奎
さ
と
答
え
つ
ふ
も
、
防
人
司
の
佐
大
伴
四
綱
の
問
い

か
け
ｌ
「
藤
浪
の
花
は
盛
に
な
り
に
け
り
平
城
の
京
を
思
ほ
す
や
君
」
（
巻

三
、
一
三
）
ｌ
に
は
、
「
わ
が
盛
ま
た
変
若
ち
め
や
も
ほ
と
ほ
と
に
寧
楽
の
京

を
見
ず
か
な
り
な
む
」
（
同
、
二
一
）
以
下
五
首
の
望
郷
の
歌
を
も
っ
て
答
え
、

前
者
免
妻
）
の
公
的
生
活
に
力
点
を
置
い
た
冗
奮
の
な
さ
に
対
し
、
後
者
（
一
三
）

は
二
段
構
え
（
二
句
切
れ
）
の
反
語
法
を
も
っ
て
珍
ら
し
く
も
家
郷
恋
し
さ
の

切
情
を
示
し
、
平
素
の
本
音
の
あ
り
場
所
を
端
的
に
示
す
に
至
っ
て
い
る
。
当

時
「
あ
を
に
よ
し
寧
楽
の
京
師
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
」
（
巻
三
、
三

二
八
Ｉ
小
弐
小
野
老
）
前
古
に
例
を
見
な
い
文
化
の
燗
熟
の
相
を
呈
し
て
居

，
り
、
身
世
を
大
観
し
た
い
ぶ
し
銀
の
旅
人
の
世
界
に
、
な
お
か
つ
あ
こ
が
れ
の

湧
い
て
や
ま
ぬ
所
以
と
意
味
を
照
ら
し
出
し
て
い
た
。

今
や
妻
も
都
も
、
と
も
に
、
は
る
か
に
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
思
慕
と
思

郷
と
。
総
じ
て
何
も
の
か
へ
の
強
い
郷
愁
１
１
、
そ
れ
は
大
宰
府
赴
任
当
時
に

お
け
る
ゆ
え
わ
か
ぬ
か
な
し
み
の
、
今
日
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。

大
和
に
い
た
こ
ろ
交
渉
の
あ
っ
た
、
随
分
と
年
若
い
丹
生
女
王
を
思
い
出
し

ー

Ｉ



２
て
贈
り
物
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
「
古
り
に
し
人
の
食
さ
す
る
吉
備
の
酒
病

４

め
ぱ
す
べ
な
し
貫
箕
賜
ら
む
」
（
巻
四
、
壹
巴
と
い
っ
た
返
し
が
あ
っ
て
、
は

な
は
だ
し
く
戯
咲
め
い
た
関
係
に
解
体
し
て
行
く
ほ
か
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
。

妻
の
な
き
あ
と
下
向
し
て
き
た
妹
大
伴
坂
上
郎
女
に
、
旅
人
は
お
と
な
し
く
身

辺
の
世
話
を
ゆ
だ
ね
て
い
よ
う
と
思
っ
た
。
か
れ
は
変
な
「
賢
し
ら
」
を
人
に

も
自
分
に
も
す
ま
い
と
思
っ
た
。
憶
良
の
説
教
ざ
た
も
か
れ
に
は
少
し
煩
わ
し

か
っ
た
。
一
切
は
無
為
自
然
、
そ
し
て
虚
無
に
通
じ
て
行
く
よ
う
で
あ
っ
た
。

世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り

（巻五、究弓

長
屋
王
の
変
が
報
じ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
年
（
神
亀
五
年
）
あ
け
て
ほ
ど
な

祭
い
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

事
件
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
神
亀
五
年
九
月
、
安
宿
媛
腹
の
皇
太
子
天
折
の
こ

と
が
あ
っ
た
。
ひ
ど
い
打
撃
を
受
け
た
藤
原
氏
は
、
若
い
聖
武
天
皇
の
悲
嘆
を

巧
み
に
利
用
し
て
、
長
屋
王
抹
殺
に
着
手
し
た
。
か
れ
ら
は
漆
部
君
足
、
中
臣

萩
東
人
ら
の
、
左
大
臣
正
二
位
長
屋
王
が
ひ
そ
か
に
左
道
を
学
び
国
家
を
傾
け
よ

う
と
し
て
い
る
と
の
密
告
を
と
り
あ
げ
、
六
年
毛
一
元
）
二
月
十
日
夜
、
三
関

を
固
く
守
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
式
部
卿
従
三
位
宇
合
ら
が
六
衛
府
の
兵
を
ひ

．
き
い
て
王
の
宅
を
包
囲
、
翌
十
一
日
中
納
言
正
三
位
武
智
麻
呂
は
一
品
舎
人
親

王
、
新
田
部
親
王
、
大
納
言
多
治
比
真
人
池
主
、
右
中
弁
小
野
朝
臣
牛
養
、
少

納
言
巨
勢
朝
臣
宿
奈
麻
呂
ら
と
と
も
に
王
の
宅
に
赴
い
て
そ
の
罪
を
窮
問
し

た
。
そ
の
翌
十
二
日
に
は
王
は
一
言
の
申
し
ひ
ら
き
も
許
さ
れ
ず
に
自
尽
し
、

妃
吉
備
内
親
王
、
子
膳
部
王
ら
は
み
ず
か
ら
縊
れ
た
。
た
宜
不
比
等
の
娘
と
の

間
に
生
れ
た
安
宿
王
、
黄
文
王
、
山
背
王
、
女
教
勝
ら
だ
け
が
罪
を
許
さ
れ
た
。

た
し
か
に
新
し
い
転
換
期
が
お
と
ず
れ
て
い
た
。
壬
申
の
乱
前
後
を
も
っ
て

万
葉
集
時
代
に
お
け
る
第
一
の
転
換
期
と
す
る
な
ら
ば
、
長
屋
王
の
変
は
ま
ご

う
こ
と
な
く
第
二
の
転
換
期
で
あ
っ
た
。
王
の
死
は
白
鳳
の
伝
統
の
杜
絶
を
意

味
し
た
。
天
平
は
光
明
子
立
后
に
象
徴
さ
れ
な
が
ら
、
律
令
政
治
の
解
体
期
に

入
っ
て
行
・
矛
盾
に
引
き
さ
か
れ
る
人
々
の
苦
悶
は
、
空
虚
の
生
き
ざ
ま
を

文
学
の
上
に
刻
む
。

倉
橋
部
女
王
の
長
屋
王
を
弔
え
る
歌
、
「
大
皇
の
命
恐
み
大
蹟
の
時
に
は
あ

ら
ね
ど
雲
隠
り
ま
す
」
（
巻
三
、
圏
一
）
。
作
者
い
ま
だ
詳
な
ら
ざ
る
者
の
膳
部

王
を
悲
傷
め
る
歌
、
「
世
間
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
ぞ
こ
の
照
る
月
は
満

關
し
け
る
」
（
巻
三
、
壱
一
）
。
や
が
て
白
鳳
宮
廷
詩
人
の
流
れ
を
く
む
赤
人
は
、

回
顧
の
詠
嘆
に
現
実
の
変
移
を
記
録
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
し
ｌ
「
昔
者
の

旧
き
堤
は
年
深
み
池
の
渚
に
水
草
生
ひ
に
け
り
」
（
巻
三
、
一
毛
◇
ｌ
、
早
く

し
て
金
村
は
、
人
生
の
無
常
を
従
駕
の
作
で
か
こ
っ
て
い
た
、
ｌ
「
皆
人
の

寿
も
吾
も
み
芳
野
の
滝
の
床
磐
の
常
な
ら
ぬ
か
も
」
（
巻
六
、
空
三
）
。

長
屋
王
の
変
の
後
、
一
月
も
た
シ
な
い
三
月
四
日
に
、
武
智
麻
呂
は
旅
人
を

さ
し
お
い
て
大
納
言
に
進
み
、
長
屋
王
の
あ
と
を
受
け
て
政
権
を
掌
握
し
た
。

そ
し
て
六
月
二
十
日
、
左
京
職
麻
呂
が
朝
延
に
亀
を
献
上
、
そ
の
背
に
「
天
王

（註ｕ）

貴
平
知
一
百
年
こ
の
文
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
八
月
五
日
を
も
っ
て
神
亀
六

年
を
改
め
て
天
平
元
年
と
し
た
。
さ
ら
に
五
日
後
に
は
「
立
二
正
三
位
藤
原
夫

（註廻）

人
一
為
二
皇
后
こ
と
、
予
定
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
見
事
に
実
現
さ
れ
る
。
こ
の

光
明
子
立
后
の
こ
と
は
、
皇
族
外
の
立
后
と
し
て
異
例
の
こ
と
に
属
す
る
が
、

長
屋
王
打
倒
の
意
図
が
こ
鼻
に
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
疑
う
要
の
な

い
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

太
宰
府
で
こ
の
度
の
変
を
知
っ
た
旅
人
は
、
た
や
す
く
事
柄
の
全
体
を
諒
察

す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
藤
原
四
兄
弟
の
中
の
中
衛
大
将
房
前
に
、

旅
人
は
同
年
十
月
七
日
、
梧
桐
の
日
本
琴
一
面
を
贈
っ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き

の
文
面
に
「
恒
に
君
子
の
左
琴
と
あ
ら
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
身
の
帰
京
転



任
を
望
む
意
を
こ
め
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
も
と
よ
り
と
し
て
、
房
前
が
長
屋
王

事
件
に
立
役
者
を
演
じ
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
も
、
旅
人
・
房
前
の
関
係
を
保

た
し
め
た
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
ろ
う
。
不
比
等
の
死
ん
だ
翌
年
元
明
太

上
天
皇
不
予
の
際
に
、
右
大
臣
長
屋
王
と
房
前
の
二
人
が
枕
頭
に
召
さ
れ
て

遣
詔
を
賜
わ
り
、
つ
頁
い
て
房
前
に
「
内
臣
」
た
る
こ
と
の
詔
が
下
っ
て
い
る

が
、
こ
う
し
て
不
比
等
の
死
後
、
長
屋
王
と
房
前
と
が
宮
延
の
重
鎮
で
あ
っ
た

と
い
う
事
情
も
、
こ
の
度
の
変
に
房
前
が
積
極
的
役
割
を
に
な
っ
て
登
場
し
な

い
理
由
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
政
変
後
に
お
け
る
房
前
の
地

位
の
弱
体
化
が
予
想
さ
れ
、
弱
者
の
コ
ー
ス
に
か
上
わ
っ
て
歩
ま
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
旅
人
の
生
が
、
こ
上
で
も
期
せ
ず
し
て
同
様
の
理
を
み
ず
か
ら
の
も

祭
の
と
す
る
運
命
の
皮
肉
を
見
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
衝
撃
と
転
移
の
中
で
、
旅
人
は
何
を
考
え
、
何
を

う
た
っ
た
の
か
。
悔
し
み
は
い
き
ど
お
り
以
上
に
嘆
き
と
無
為
を
呼
ぶ
。
「
懐

個
の
意
、
歌
に
あ
ら
ず
は
溌
ひ
が
た
き
の
み
」
（
巻
十
九
、
四
二
九
二
左
註
、

萩
家
持
）
と
い
う
大
伴
家
美
学
の
源
流
を
、
椰
楡
と
微
苦
笑
の
入
り
ま
じ
っ
た
遺

悶
の
作
讃
酒
歌
十
三
首
（
次
掲
）
に
認
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な

い
・
家
持
の
感
傷
と
繊
細
は
ま
だ
生
れ
て
い
な
い
が
、
表
現
以
外
に
自
己
肯
定

の
道
が
も
は
や
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
心
的
態
度
の
無
惨
さ
と
、
そ
の
客
観

的
表
象
と
し
て
文
芸
を
考
え
る
、
文
芸
の
機
能
の
さ
せ
方
と
に
お
い
て
、
両
者
は

ま
っ
た
く
同
一
の
範
曉
に
属
す
る
。
こ
の
コ
ー
ス
を
つ
き
つ
め
て
行
く
と
き
、

や
が
て
「
万
葉
の
終
焉
」
が
お
と
ず
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
行

き
つ
く
ま
で
に
は
、
旅
人
に
は
ま
だ
幾
分
笑
い
が
残
っ
て
い
る
。
息
家
持
ほ
ど

に
ム
キ
で
な
く
、
体
を
か
わ
し
て
傷
痕
を
虚
構
・
幻
想
の
世
界
の
も
の
に
遊
離

３
．
変
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
権
門
に
「
進
御
」
し
た
梧
桐
の
日
本
琴
も
、
夢

４
中
の
娘
子
と
化
さ
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
関
係
の
い
や
ら
し
さ
か
ら
の

よ
り
少
な
い
被
害
者
に
、
自
己
を
局
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
松
浦
河
に
遊
ぶ

作
（
巻
五
、
全
一
Ｉ
全
己
も
、
領
巾
座
の
嶺
の
詠
（
巻
五
、
全
１
毛
壱

も
、
憂
悶
が
求
め
た
現
実
逃
避
の
美
的
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
権
門

に
呈
上
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い
が
、
そ
の
軌
に
お
い
て
ま
っ
た
く
同
断
で
あ

る
。
か
な
し
く
も
憶
良
は
松
浦
河
の
作
に
追
和
す
る
（
巻
五
会
〈
１
毛
ｓ

が
、
憶
良
の
所
行
に
、
自
己
の
恥
部
を
見
る
ご
と
き
差
恥
の
情
を
、
旅
人
と
い

う
生
得
の
貴
族
精
神
は
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
讃
酒
歌
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

験
な
き
物
を
思
は
ず
は
一
坏
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し
（
巻

一二、一二一一〈）

酒
の
名
を
聖
と
負
せ
し
古
の
大
き
聖
の
言
の
よ
ろ
し
さ
（
同
、
三
む

古
の
七
の
賢
し
き
人
ど
も
も
欲
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し（同、一茜ｅ

賢
し
み
と
物
い
ふ
よ
り
は
酒
飲
み
て
酔
泣
す
る
し
ま
さ
り
た
る
ら
し

（同、壼一）

言
は
む
為
便
せ
む
為
便
知
ら
ず
極
り
て
貴
き
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し

（同、言一一）

な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壺
に
成
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む

（同、壼弓

あ
な
醜
賢
し
ら
を
す
と
酒
飲
ま
ぬ
人
を
よ
く
見
れ
ば
猿
に
か
も
似
る

（同、一茜巴

価
無
き
宝
と
い
ふ
と
も
一
坏
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
益
さ
め
や
も（同、一茜吾

夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲
み
て
情
を
や
る
に
あ
に
若
か
め
や
も（同、一茜さ



世
の
な
か
の
遊
び
の
道
に
す
ず
し
く
は
酔
泣
す
る
に
あ
る
ぺ
か
る
ら
し

４４

、
（
同
、
蓋
ち

今
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ぱ
来
む
生
に
は
虫
に
も
烏
に
も
わ
れ
は
な
り

な

む

（

同

、

一

茜

◇

生
者
つ
ひ
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
今
の
世
な
る
間
は
楽
し
く
を
あ

ら

な

（

同

二

一

更

）

黙
然
を
り
て
賢
し
ら
す
る
は
酒
飲
み
て
酔
泣
す
る
に
な
ほ
若
か
ず
け
り

（同、臺巳

時
の
移
り
も
氏
族
の
興
亡
も
、
い
ま
な
お
強
い
働
き
か
け
を
も
っ
て
か
れ
に

せ
ま
る
妻
の
死
も
１
１
憤
癒
と
失
意
の
一
切
が
、
そ
の
原
体
験
と
し
て
の
影
を

祭
ひ
そ
め
、
讃
酒
歌
士
一
音
は
、
ま
さ
し
く
旅
人
世
界
の
か
な
し
み
の
戯
画
を
描

い
て
い
る
。
白
鳳
的
生
が
再
び
帰
っ
て
来
る
こ
と
は
絶
対
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

う
つ
し
身
の
哀
歓
は
、
酒
に
よ
っ
て
そ
れ
を
克
服
す
る
以
外
に
ま
っ
た
く
道
が

な
い
・
酒
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
文
芸
も
ま
た
情
を
遣
る
た
め
の
具
で
し

萩
か
な
い
。
苦
愚
を
負
っ
た
未
来
は
、
こ
う
し
て
苦
患
を
負
っ
た
過
去
に
つ
な
が

り
、
現
実
の
諸
条
件
は
個
的
杼
情
に
還
元
さ
れ
て
、
旅
人
の
人
と
芸
術
の
限
界

を作る。
太
宰
府
芸
苑
の
最
大
の
盛
儀
と
い
坐
得
る
梅
花
の
宴
が
催
さ
れ
た
の
は
、
天

平
二
年
（
菫
ｅ
正
月
十
三
日
、
帥
の
宅
に
お
い
て
夏
あ
っ
た
。
つ
ら
な
る
も

の
旅
人
以
下
三
十
二
人
。
筑
前
守
山
上
大
夫
の
顔
も
見
え
る
。
主
人
の
作
、

わ
が
苑
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も

（巻五、全一）

旅
人
は
あ
け
て
六
十
五
才
に
な
っ
て
い
た
。
「
わ
が
苑
に
梅
の
花
散
る
」
ｌ
、

旅
人
は
し
み
じ
み
じ
み
と
老
齢
を
感
じ
た
。
「
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ

来
る
か
も
」
、
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
に
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
Ｉ
。

か
れ
は
憶
良
の
方
を
ち
ら
っ
と
見
た
。
そ
し
て
自
分
は
気
ば
る
ま
い
と
思
っ

た
。
ま
た
き
ば
る
気
力
も
な
か
っ
た
。

憶
良
は
本
来
守
旧
派
の
思
想
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
相
撲
使
の
従
者
と

な
っ
て
上
京
す
る
途
中
に
た
お
れ
た
若
者
大
伴
君
熊
凝
に
代
っ
て
そ
の
志
を
述

べ
（
巻
五
、
〈
尖
Ｉ
究
一
）
、
ま
た
官
物
輸
送
の
海
上
に
風
浪
と
運
命
を
共
に
し
た

志
賀
の
荒
雄
の
妻
の
身
に
な
っ
て
泣
く
こ
と
の
で
き
た
（
巻
十
六
、
昊
杏
１
１

昊
究
）
憶
良
の
中
に
は
、
や
が
て
貧
窮
問
答
の
歌
（
巻
五
、
全
一
入
室
）
を
生

み
出
し
て
く
る
熱
っ
ぽ
い
前
へ
の
力
が
宿
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
庶
民
の
生
活

に
た
ち
い
る
感
覚
が
旅
人
に
は
欠
け
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
「
（
天
平
二
年
三

月
）
辛
卯
、
太
宰
府
言
、
大
隅
、
薩
摩
両
国
百
姓
、
建
国
以
来
、
未
二
曹
班
程

田、其所し有田、悉是墾田、相承為し佃、不し願二改動→若従二班授《

．（註廻）

恐多一喧訴『於レ是随レ旧不レ動、各令二自佃一焉」といった、旅人の九

州
の
百
姓
に
対
す
る
実
状
の
把
握
を
示
す
記
録
が
ま
っ
た
く
な
く
は
な
い
が
、

そ
れ
が
行
政
以
上
に
血
肉
化
し
た
と
こ
ろ
か
ら
発
し
て
い
る
と
は
、
ど
う
し
て

、

も
考
え
ら
れ
な
い
。
旅
人
の
詩
の
皮
層
が
そ
れ
を
語
ら
な
い
・
旅
人
の
疲
れ

は
、
見
え
な
い
ど
こ
か
で
火
花
を
散
ら
し
て
い
る
、
憶
良
と
の
そ
の
よ
う
な
民

衆
を
め
ぐ
っ
て
の
対
抗
意
識
か
ら
も
来
て
い
た
。
旅
人
は
ふ
と
家
持
の
こ
と
を

思
っ
た
。
家
持
は
や
っ
と
十
四
才
に
な
っ
て
い
た
。

旅
人
に
第
三
の
痛
手
が
来
た
。
妻
の
死
、
長
屋
王
事
件
、
そ
し
て
今
度
の
そ

れ
は
、
旅
人
自
身
の
肉
体
に
か
上
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
夏
六
月
、
か
れ
は
脚

に
瘡
を
生
じ
て
重
態
に
陥
っ
た
。
辺
土
と
老
齢
の
二
つ
の
条
件
は
、
旅
人
に

死
を
覚
悟
さ
せ
た
。
庶
弟
稲
公
と
姪
胡
麻
呂
に
遺
言
せ
ん
こ
と
を
請
う
て
許
さ

れ
た
の
で
、
二
人
は
九
州
に
下
っ
た
が
、
幸
に
痛
い
は
平
癒
す
る
を
得
た
。
し

か
し
わ
ざ
わ
ざ
急
使
を
馳
せ
て
上
奏
し
、
一
族
の
下
向
を
願
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
事
態
の
重
大
を
感
得
し
て
い
た
旅
人
の
苦
衷
を
察
す
べ
き
で
あ
る
。

ノ

一



Ｉ

一
旦
死
を
覚
悟
し
た
旅
人
に
も
、
そ
の
冬
遂
に
兼
任
大
納
言
の
報
が
も
た
ら

さ
れ
た
。
翌
三
年
正
月
二
十
七
日
に
は
従
二
位
に
昇
叙
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
藤
原
氏
の
地
盤
は
も
は
や
強
固
に
し
て
動
か
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
四
兄
弟
は
そ
れ
ぞ
れ
、
武
智
麻
呂
正
三
位
大
納
言
、
房
前
正
三
位
参
議

兼
民
部
卿
中
衛
中
将
、
宇
合
従
三
位
非
参
議
の
式
部
卿
、
麻
呂
従
三
位
兵
部
卿

で
、
旅
人
の
従
二
位
昇
叙
は
武
智
麻
呂
を
追
い
抜
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
か
れ

ら
は
五
十
六
才
か
ら
三
十
六
才
の
働
き
ざ
か
り
で
あ
っ
て
、
頽
齢
お
お
う
ぺ
く

も
な
い
旅
に
と
っ
て
、
藤
原
一
族
の
膨
張
力
は
、
和
し
て
同
ず
る
以
外
に
道
が

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
房
前
と
書
簡
や
歌
の
贈
答
を
交
わ
し
た
こ
と
は

前
に
も
見
た
が
、
房
前
は
正
四
位
下
権
参
議
大
伴
道
足
の
娘
の
舅
で
も
あ
っ

祭
た
。
麻
呂
は
坂
上
郎
女
と
恋
愛
関
係
が
あ
り
、
そ
の
贈
答
歌
（
巻
四
、
三
ｌ

菫
天
）
だ
け
で
万
葉
歌
人
の
列
に
伍
し
た
人
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
か
Ｌ

わ
り
は
い
わ
ば
事
の
微
少
で
あ
っ
て
、
旅
人
が
こ
れ
か
ら
帰
京
し
よ
う
と
す
る

大
和
は
、
一
切
の
人
間
関
係
を
捨
象
し
た
場
に
お
い
て
の
み
、
か
れ
の
懐
旧
の

萩
情
に
こ
た
え
て
く
れ
る
大
和
で
し
か
な
か
っ
た
。
も
し
復
権
し
う
る
’
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
Ｉ
人
間
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
亡
妻
以
外
の
何
ぴ
と
で
も
な

いはずであった。

還
る
べ
く
時
は
成
り
け
り
京
師
に
て
誰
が
手
本
を
か
わ
が
枕
か
む

（巻三、豐さ

京
師
な
る
荒
れ
た
る
家
に
ひ
と
り
宿
ぱ
旅
に
益
り
て
苦
し
か
る
べ
し

（同、患ｅ

十
二
月
六
日
に
、
書
殿
で
送
別
の
宴
が
催
さ
れ
た
。
「
あ
が
主
の
御
霊
賜
ひ

て
春
さ
ら
ば
奈
良
の
京
に
召
上
げ
給
は
ね
」
（
巻
五
、
灸
己
と
、
億
良
が
こ
の

５
席
で
敢
え
て
私
の
懐
を
布
べ
た
。
梧
桐
の
日
本
琴
を
房
前
に
贈
っ
た
お
の
れ
の

４
所
業
に
徴
し
て
も
、
憶
良
の
気
持
は
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
行

、

、

、

、

、

為
の
あ
か
ら
さ
ま
が
、
旅
人
の
精
神
と
深
い
違
和
を
持
っ
て
い
た
。
碧
潭
を
お

よ
ぐ
魚
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
美
と
虚
構
の
銀
光
を
放
っ
て
い
ね
ば
な
ら
ぬ
。
恐

ら
く
自
分
は
憶
良
の
た
め
に
一
菅
の
力
を
か
す
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、

憶
良
と
は
、
い
つ
に
て
も
い
つ
に
て
も
、
何
と
は
な
は
だ
し
い
野
暮
な
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
憶
良
に
対
す
る
旅
人
の
評
価
の
結
論
で
あ
っ
た
。
憶
良
と
は
別

の
意
味
で
、
造
観
世
音
寺
別
当
沙
弥
満
誓
も
心
に
残
る
友
で
あ
っ
た
。
「
ま
そ

鏡
見
飽
か
ぬ
君
に
後
れ
て
や
旦
夕
に
さ
び
つ
つ
居
ら
む
」
（
巻
四
、
至
一
）
外
一

首
を
満
誓
が
贈
っ
た
の
に
、
旅
人
は
次
の
二
首
を
も
っ
て
和
え
た
。

此
間
に
あ
り
て
筑
紫
や
何
処
白
雲
の
棚
引
く
山
の
方
に
し
あ
る
ら
し

（巻四、毫巴

草
香
江
の
入
江
に
求
食
る
蘆
鶴
の
あ
な
た
づ
た
づ
し
友
無
し
に
し
て

（同、毫夢

そ
し
て
い
よ
い
よ
京
に
上
る
と
き
、
府
吏
の
中
に
い
た
遊
行
女
婦
児
島
と
の

贈
答
歌
が
か
わ
さ
れ
る
。
娘
子
、
「
凡
な
ら
ば
か
も
か
も
為
む
を
恐
み
と
振
り

痛
き
袖
を
忍
び
て
あ
る
か
も
」
（
巻
六
、
突
も
、
「
大
和
道
は
雲
隠
り
た
り
然
れ

ど
も
わ
が
振
る
袖
を
無
礼
し
と
思
ふ
な
」
（
同
。
突
さ
。
旅
人
、

大
和
道
の
吉
備
の
児
島
を
過
ぎ
て
行
か
ば
筑
紫
の
児
島
念
ほ
え
む
か
も

（巻六、突も

丈
夫
と
念
へ
る
吾
や
水
茎
の
水
城
の
上
に
涕
拭
は
む
（
同
、
突
◇

贈
満
誓
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
対
象
が
あ
る
特
定
の
人
間
に
固
着
さ

れ
る
と
き
、
旅
人
の
歌
は
意
外
に
生
彩
を
放
っ
て
く
る
。
一
般
的
感
情
に
と
じ

こ
め
て
、
と
や
か
く
の
か
上
わ
り
を
持
つ
ま
い
と
す
る
精
神
の
高
踏
性
が
、
心

の
ひ
よ
わ
さ
を
思
わ
ず
も
さ
ら
け
出
し
て
く
る
瞬
間
が
そ
れ
Ｉ
固
着
の
そ
の

と
き
ｌ
で
あ
る
。
そ
の
ひ
よ
わ
さ
に
く
さ
び
を
う
ち
こ
む
人
間
の
必
ず
し
も

多
く
な
か
っ
た
こ
と
が
、
旅
人
に
と
っ
て
幸
福
か
不
幸
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ

Ｉ



６
た
の
だ
。
憶
良
の
う
ち
こ
み
は
し
ば
し
ば
的
を
は
ず
れ
た
が
諺
満
誓
や
児
島

４
-
は
、
そ
の
外
延
に
か
な
し
み
の
矢
を
巧
み
に
放
っ
た
。
こ
と
に
堤
島
の
そ
れ
に

答
え
て
な
し
た
作
の
第
二
首
は
、
大
宰
府
在
任
期
間
中
の
感
懐
の
お
の
ず
か
ら

な
る
綜
合
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
旅
人
そ
の
人
の
全
幅
が
、
い
さ
坐
か
の
遅

疑
遅
滞
も
な
く
、
こ
こ
ろ
に
く
い
ま
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
豊
潤
に
し
て
清
ら

か
で
あ
り
、
朗
々
、
吟
謂
に
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
旅
人
は
喪
失
に
立
ち
む
か

う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
た
一
つ
の
貴

族
精
神
で
あ
っ
た
。
憶
良
が
獲
得
に
向
っ
て
は
げ
し
く
燃
え
た
の
と
好
個
の
一

対
を
な
し
て
い
た
。
児
島
に
贈
っ
た
歌
の
第
一
首
に
も
、
先
述
し
た
よ
う
な
、

未
来
が
過
去
に
つ
な
が
っ
て
行
く
旅
人
の
心
性
が
く
っ
き
り
と
浮
き
ぽ
り
に
さ

祭
れ
て
居
り
、
喪
失
・
向
背
の
浪
漫
詩
人
旅
人
の
、
い
た
ま
し
い
心
の
輪
廓
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
白
鳳
的
な
も
の
上
崩
壊
期
に
お
け

る
、
の
が
れ
た
い
一
つ
の
様
相
で
も
あ
っ
た
。

（註哩）

鞆
の
浦
を
過
ぎ
、
敏
馬
を
過
ぎ
、
往
路
と
は
違
っ
た
こ
こ
ろ
の
帰
路
を
た
ど

萩
り
な
が
ら
、
旅
人
は
や
っ
と
故
郷
の
家
に
還
り
着
く
。

人
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り（巻三、豐一）

妹
と
し
て
二
人
作
り
し
わ
が
山
斎
は
木
高
く
繁
く
な
り
に
け
る
か
も

（同、豐一）

吾
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
樹
見
る
毎
に
こ
こ
ろ
咽
せ
つ
つ
涕
し
流
る（同、窒己

生
得
の
素
質
は
、
鍛
練
苦
行
や
思
想
の
修
得
が
も
た
ら
す
も
の
を
は
る
か
に

越
え
て
、
本
来
の
静
け
さ
に
く
ぐ
も
り
の
か
な
し
み
を
放
っ
て
い
る
。
こ
ふ
に

は
虚
構
の
敗
北
が
あ
る
が
、
敗
北
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
旅
人
は
亡
妻
の

、

、

生
に
じ
か
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
く
も
あ
し
く
も
、

旅
人
は
お
の
れ
と
お
の
れ
に
か
上
わ
り
の
あ
る
も
の
だ
け
を
守
っ
て
生
き
る
諺

そ
の
よ
う
な
次
元
に
棲
息
す
る
作
家
で
あ
っ
た
。

翌
天
平
三
年
正
月
、
旅
人
は
従
二
位
に
叙
せ
ら
れ
た
（
既
述
）
。
寧
楽
の
家

に
あ
る
旅
人
は
、
飛
鳥
の
故
宅
を
恋
う
て
や
ま
な
か
っ
た
。

須
里
も
行
き
て
見
て
し
か
神
奈
火
の
淵
は
浅
み
て
瀬
に
か
な
る
ら
む

（巻六、突も

指
す
墨
の
栗
栖
の
小
野
の
芽
子
が
花
散
ら
む
時
に
し
行
き
て
手
向
け
む

（同、老ｅ

そ
れ
は
、
太
宰
府
に
あ
っ
て
、
寧
楽
や
吉
野
や
香
具
山
の
故
り
に
し
里
を
恋

う
た
（
巻
三
、
一
三
’
三
壱
の
と
同
じ
心
の
構
造
で
あ
っ
た
。
現
在
は
必
ず
過

去
の
支
え
を
必
要
と
す
る
・
未
来
さ
え
過
去
に
つ
な
が
っ
て
行
く
の
に
、
現
在

が
過
去
に
ま
つ
わ
っ
て
行
く
の
は
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
過
去
に
は
喪
失
の
す
べ
て
が
し
ろ
が
れ
の
ひ
か
り
を
放
っ
て
い
た
。

六
十
六
年
の
生
涯
は
、
旅
人
に
徐
々
に
死
を
用
意
し
つ
上
あ
っ
た
。
栗
栖
野

の
萩
の
花
の
散
り
す
ぎ
な
い
う
ち
に
行
っ
て
そ
れ
を
見
た
い
と
い
う
気
持
と
、

長
い
地
方
官
を
終
え
て
無
事
に
帰
っ
た
報
賓
を
し
た
い
と
い
う
心
持
と
、
二
つ

が
病
床
の
か
れ
に
あ
っ
た
。
ま
た
旅
人
は
口
ず
さ
ん
だ
。

わ
が
岳
に
さ
を
鹿
来
鳴
く
先
芽
子
の
花
蠕
間
ひ
に
来
鳴
く
さ
を
鹿

（巻八、一證一）

わ
が
岡
の
秋
芽
子
の
花
風
を
い
た
み
散
る
べ
く
な
り
ぬ
見
む
人
も
が
も

（同、一壼一）

神
ま
つ
り
は
、
家
持
が
、
一
族
の
誰
か
ヌ
、
受
け
つ
い
で
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
栗
栖
野
の
萩
の
花
は
Ｉ
。
旅
人
は
庭
前
の
花
を
人
に
見
せ
た
い
と
思
う

と
と
も
に
、
飛
鳥
の
ふ
る
さ
と
の
萩
を
い
ま
ひ
と
た
び
見
た
い
と
思
っ
た
。

「
か
く
の
み
に
あ
り
け
る
も
の
を
芽
子
が
花
咲
き
て
あ
り
や
と
間
ひ
し
君
は
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も
」
（
巻
三
、
里
ご
ｌ
資
人
金
明
軍
。
旅
人
は
遂
に
栗
栖
野
の
萩
を
見
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。
思
郷
の
焦
点
に
、
過
去
に
向
っ
た
一
つ
の
未
来
が
、
ぽ
っ
か

り
と
残
さ
れ
て
い
た
。
秋
七
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
註
１
）
四
年
十
二
月
説
を
と
る
も
の
に
五
味
智
英
氏
「
大
伴
旅
人
序

説
」
（
万
葉
集
大
成
加
所
収
）
、
五
年
説
を
と
る
も
の
に
武
田
祐
吉

博
士
「
万
葉
集
全
註
釈
」
七
、
高
崎
正
秀
博
士
「
大
伴
旅
人
」
（
日

本
歌
人
講
座
１
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。

（
註
２
）
土
屋
文
明
氏
「
万
葉
集
私
注
」
第
五
巻
。

（
註
３
）
尾
山
篤
二
郎
氏
「
大
伴
家
持
の
研
究
」
、
五
味
氏
前
掲
論
文
、

高
崎
博
士
前
掲
論
文
等
。

（
註
４
）
窪
田
空
穂
氏
「
万
葉
集
評
釈
」
巻
第
三
。

（
註
５
）
川
崎
庸
之
氏
「
記
紀
万
葉
の
世
界
」
。

（
註
６
）
川
崎
氏
同
前
。
尾
山
氏
前
掲
書
。

（註７）延喜主計式に「太宰府桁偲阯叶咄日。海路汁日」とあ

る。

（
註
８
）
土
屋
文
明
氏
「
旅
人
と
憶
良
」
。

（
註
９
）
高
木
市
之
助
博
士
「
吉
野
の
鮎
」
、
「
古
文
芸
の
論
」
等
。

（
註
加
）
岸
本
由
豆
流
が
「
万
葉
集
孜
証
」
で
こ
の
よ
う
に
推
定
し
て
か

ら
、
諸
注
多
く
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

（
註
ｕ
）
続
日
本
紀
巻
第
十
。

（註皿）同前。

（註蝸）同前。

（
註
ｕ
）
帰
途
旅
人
が
海
路
の
み
に
よ
っ
た
か
、
陸
路
を
も
併
せ
用
い
た

か
は
、
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
士
屋
氏
「
旅
人
と
憶
良
」
、

高
崎
博
士
前
掲
書
な
ど
に
所
見
が
あ
る
。

伝
謂
の
作
家
た
ち

「
山
吹
の
花
」
雑
感

人
麻
呂
歌
集
に
お
け
る
用
字
の
一
特
性

古
代
文
学
研
究
に
お
け
る
今
日
の
焦
点
と
欠
点

（郵送による討論）

前
野
貞
男
・
青
木
生
子
・
太
田
善
麿
・
伊
原
昭
・
尾
崎
暢
狭

谷
馨
・
鴻
巣
隼
雄

古

代

歌

謡

の

一

考

察

戸

谷

高

明

ｌ
「
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
は
い
で
な
む
」
Ｉ

人

麿

歌

集

の

筆

録

者

森

淳

司

ｌ
助
詞
「
丹
」
の
表
記
を
中
心
と
し
て
１
１

古
代
文
学
Ｉ

日
本
書
紀
成
立
に
お
け
る
氏
族
的
傾
斜
の
一
影
賀
古
明

中

西

進

町
方
和
夫

阿
蘇
瑞
枝

、，‘,
一 由 一 ‘ 一


