
｢遊行」と歌垣

は
じ
め
に

「
遊
行
女
婦
」
の
「
児
島
」
は
大
宰
府
か
ら
帰
京
す
る
大
伴
旅
人
と
別
れ
の

歌
を
贈
答
し
、
「
土
師
」
や
「
蒲
生
」
は
大
伴
家
持
ら
越
中
国
府
官
人
達
の
宴
で

（１）

歌
を
伝
え
謂
承
、
祝
福
の
歌
を
よ
む
。
こ
れ
ら
『
万
葉
集
』
の
「
遊
行
女
婦
」

た
ち
は
一
処
不
住
の
漂
泊
の
生
涯
を
送
る
流
浪
の
民
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

（２）た。し
か
し
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
『
万
葉
集
』
に
見
る
限
り
、
「
遊

行
女
婦
」
が
漂
泊
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宴

に
参
加
し
、
地
方
赴
任
の
官
人
を
送
り
出
す
と
い
う
そ
の
歌
と
の
関
わ
り
方

は
、
集
中
の
采
女
、
各
氏
の
「
娘
子
」
や
国
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
「
娘
子
」

ら
の
あ
り
方
と
ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
う
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
采

女
が
遊
女
的
と
も
「
宮
廷
の
遊
女
」
と
も
言
わ
れ
、
「
対
馬
娘
子
」
等
国
名
を

冠
す
る
「
娘
子
」
が
地
方
の
遊
女
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ

（３）る。
確
か
に
、
官
人
ら
と
歌
の
贈
答
を
す
る
「
遊
行
女
婦
」
の
発
生
基
盤
の
ひ

と
つ
は
お
そ
ら
く
「
宮
廷
」
に
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
最
近
歴
史
学
に
お

い
て
も
平
安
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
遊
女
の
世
界
が
、
女
性
官
人
・
女
房
の
世

「
遊
行
」
と
歌
垣

ｌ
「
遊
行
女
婦
」
の
発
生
ま
で
Ｉ

（４）

界
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
網
野
善
彦
が
「
そ
の
集

団
の
形
成
期
に
お
い
て
、
遊
女
が
宮
廷
の
女
性
官
人
を
少
な
く
と
も
重
要
な
源

流
と
し
て
い
た
」
と
「
推
測
」
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
万

葉
集
』
の
「
遊
行
女
婦
」
の
あ
り
方
か
ら
し
て
も
十
分
納
得
さ
れ
る
の
で
あ

ブ（》◎だ
が
「
遊
行
女
婦
」
の
発
生
の
基
盤
は
た
だ
宮
廷
の
承
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

「
遊
行
女
婦
」
発
生
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
基
盤
に
、
男
女
が
歌
を
掛
け
合

う
歌
垣
の
場
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
遊
行
女
婦
」
が
采
女
や
国
名
・
氏
名
を
負
う
「
娘
子
」
と
重
な
る
と
こ
ろ

が
あ
る
と
し
て
も
、
「
遊
行
女
婦
」
と
い
う
呼
称
が
「
国
名
十
采
女
」
や
「
氏

名
十
娘
子
」
と
い
っ
た
呼
び
方
に
代
る
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
「
遊
行
女
婦
」
と
は
、
血
縁
や
地
縁
に
よ
る
関
係
と
は
別
の
関

係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
集
団
名
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
『
万
葉
集
』
で
の
「
遊

行
」
す
る
女
達
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
歌
を
よ
む
こ
と
に
も
っ
ぱ
ら
携
わ
る
者
た

ち
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
「
遊
行
女
婦
」
の
範
囲
を
そ
う
明
記
さ
れ
て
い
な

い
者
た
ち
に
ま
で
拡
げ
て
い
く
前
に
、
歌
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
と
「
遊
行
女

婦
」
と
い
う
呼
称
と
が
ど
こ
で
結
び
付
く
の
か
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る

猪

股

と

き

わ
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｢遊行」と歌垣

１
「
遊
行
」
・
「
遊
往
」
・
「
あ
そ
び
あ
る
く
」

「
遊
行
」
か
ら
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
の
は
中
世
の
遊
行
聖
や
遊
行
上
人
等
で

あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
ら
い
わ
ゆ
る
遊
行
の
者
た
ち
の
活
躍
が
資
料
と
し
て
明
ら

か
に
な
る
の
は
中
世
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
遊
行
」
の
語
そ
の
も
の
な
ら
、

古
代
の
文
献
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
土
橋
寛
が
指
摘
し
て
い

（５）る。
土
橋
は
た
と
え
ば
次
の
『
万
葉
集
』
の
例
を
も
っ
て
「
『
遊
行
』
は
必
ず

し
も
漂
泊
の
意
で
は
な
く
、
『
出
遊
』
と
同
じ
く
家
か
ら
出
歩
く
意
味
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
」
と
し
た
。

浜ソ。結
論
を
先
取
り
し
て
し
ま
え
ば
、
歌
垣
の
場
に
お
い
て
こ
そ
〉
歌
の
生
成
と

「
遊
行
」
と
が
結
び
付
く
。
人
は
「
遊
行
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
血
縁
・
地
縁
の

結
び
つ
き
の
中
に
あ
る
こ
と
と
は
別
の
存
在
、
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
と
い
う
性
の

別
に
よ
っ
て
対
時
し
あ
う
存
在
へ
変
成
し
た
。
こ
の
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
が
出
逢

う
と
こ
ろ
に
歌
に
よ
る
戦
い
が
行
わ
れ
、
歌
そ
の
も
の
が
垣
を
成
す
歌
垣
の
場

が
生
成
す
る
の
で
あ
っ
た
。
遊
女
が
宮
廷
の
女
性
官
人
を
重
要
な
源
流
と
し
て

い
た
の
は
、
歌
の
贈
答
に
と
っ
て
の
宮
廷
が
か
つ
て
の
歌
垣
と
類
似
し
た
場
で

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

仙
新
田
部
親
王
に
献
れ
る
歌
一
首
未
詳

は
ち
す

勝
問
田
の
池
は
我
知
る
蓮
無
し
然
言
ふ
君
が
鬚
無
き
如
し
Ｉ

み

や

こ

右
は
、
或
は
人
有
り
て
聞
け
り
。
日
は
く
「
新
田
部
親
王
、
出
コ
遊
宇
堵

の
う
ち
二

み

め

裏
一
勝
問
田
の
池
を
御
見
ま
し
て
、
心
の
中
に
感
緒
で
ま
せ
り
。
彼
の
池

か
な
し
ぴ

よ
り
還
り
て
怜
愛
に
忍
び
ず
。
時
に
婦
人
に
語
り
曰
く
「
今
日
遊
行
、

た
う
た
う

し
ゃ
く
し
ゃ
く
お
も
し
ろ
き
コ
ト

見
二
勝
問
田
池
《
水
影
濤
ぺ
蓮
花
灼
々
、
可
怜
断
し
腸
、
不
し
可
二
得

「
遊
行
女
婦
」
と
い
う
呼
称
を
古
代
の
文
脈
の
中
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
試

承
は
踏
襲
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
遊
行
」
し
て
池
を
「
見
」
、
池
の
水

や
蓮
花
に
え
も
言
わ
れ
ぬ
ほ
ど
心
動
か
さ
れ
た
、
と
い
う
「
遊
行
」
は
単
に
家

か
ら
出
歩
く
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
仮
に
「
家
か
ら
出
歩

く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
代
の
俳
祖
や
散
策
と
は
ま
た
ち
が

っ
た
意
味
を
負
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

川
の
「
遊
行
」
は
新
田
部
親
王
が
自
分
の
体
験
を
婦
人
に
「
語
」
っ
た
中
に

あ
る
。
親
王
は
「
遊
行
」
の
途
路
で
池
や
花
を
見
て
、
そ
れ
を
婦
人
に
「
語
」

ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
水
影
涛
べ
蓮
花
灼
々
、
可
怜
断
腸
、
不
可
得

言
」
と
四
字
に
揃
え
ら
れ
、
初
句
と
第
二
句
と
が
対
句
と
な
る
、
技
工
に
富
ん

だ
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
「
遊
行
」
の
様
は
、
親
王
の
絶
妙
な
語
り
口
を
表
し

（６）

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が
今
は
そ
の
様
が
次
に
引
く
歌
に
よ
ゑ
こ
ま
れ
た

「
遊
往
」
「
あ
そ
び
あ
る
く
」
様
と
い
く
つ
か
の
点
で
極
め
て
似
通
っ
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
な
お
つ
遊
往
」
の
「
性
」
は
集
中
歌
で
は
「
行
」
と
同
意

（
ヨ
ク
」
）
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
側
の
。
遊
往
」
は
側
を
も
っ
て
一
般

に
は
「
あ
そ
び
あ
る
く
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。ざ

か

２
．
：
…
な
に
為
と
か
一
日
一
夜
も
離
り
居
て
嘆
き
恋
ふ
ら
む
こ

こ
念
へ
ば
胸
こ
そ
痛
き
其
故
に
情
な
ぐ
や
と
高
円
の
山
に
も

野
に
も
打
ち
行
き
て
遊
往
ど
花
の
ゑ
し
に
ほ
ひ
て
あ
れ
ば
見

し
の

る
ご
と
に
益
し
て
思
は
ゆ
い
か
に
し
て
忘
れ
む
も
の
そ
恋
と
云

ふ

も

の

を

（

８

一

六

二

九

）

各
は
ら
う
た

言
ご
す
な
は
ち
婦
人
〉
此
の
戯
歌
を
作
り
て
守
専
諏
吟
詠
ひ
き
」
と
い

へ

り

。

（

妬

三

八

三

五

）
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｢遊行」と歌垣

側
は
家
持
が
坂
上
大
嬢
に
贈
っ
た
恋
の
長
歌
で
あ
る
。
妹
へ
の
「
恋
ひ
」
の

心
が
「
な
ぐ
」
だ
ろ
う
か
と
「
高
円
の
山
に
も
野
に
も
打
ち
行
」
き
「
遊
往
」

す
る
が
、
途
上
で
「
見
」
た
花
は
ま
す
ま
す
「
恋
ひ
」
の
思
い
を
触
発
し
て
し

か
ほ
ぱ
な

ま
う
。
反
歌
で
は
「
高
円
の
野
辺
の
容
花
面
影
に
見
え
つ
つ
妹
は
忘
れ
か
れ
つ

も
」
と
、
野
辺
で
見
た
「
花
」
が
「
妹
」
の
面
影
に
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
明
さ
れ
る
。
「
遊
往
」
す
る
途
上
に
「
花
」
を
「
見
」
る
と
は
、
ま
さ

に
「
蓮
花
」
に
い
た
く
心
動
か
さ
れ
た
仰
の
「
遊
行
」
と
重
な
っ
て
い
る
。
川

で
「
遊
行
」
し
て
「
蓮
花
」
を
「
見
」
た
こ
と
も
、
婦
人
の
戯
歌
に
こ
と
さ
ら

「
は
ち
す
な
し
」
と
詠
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
「
蓮
花
」
に
女
が
寓
意

（７）

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
「
遊
往
」
も
「
遊
行
」

も
、
何
処
か
目
的
地
が
あ
っ
て
そ
こ
へ
向
け
て
出
か
け
て
行
く
こ
と
で
は
な
い

よ
う
だ
。
行
く
先
を
定
め
ず
山
や
野
、
池
が
あ
る
よ
う
な
場
所
を
「
行
く
」
、

そ
し
て
そ
の
途
路
に
行
く
者
の
心
を
奪
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
思
い
を
か
き

た
て
る
物
を
見
い
だ
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
行
為
だ
っ
た
。

側
の
「
あ
そ
び
あ
る
く
」
も
何
処
か
特
定
の
目
的
地
へ
向
か
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
。
剣
太
刀
を
腰
に
と
り
履
き
、
猟
弓
を
手
握
り
持
ち
、
赤
駒
に
倭
文
鞍

を
う
ち
置
い
て
這
い
乗
る
と
い
う
い
で
た
ち
で
「
あ
そ
び
あ
る
く
」
こ
と
そ
の

も
の
が
、
「
ま
す
ら
を
」
の
「
を
と
こ
さ
び
す
」
行
為
だ
と
い
う
。

３
．
…
・
・
ま
す
ら
を
の
を
と
こ
さ
び
す
と
つ
る
ぎ
た
ち
こ
し
に
と
り

は
き
さ
つ
ゆ
承
を
た
に
ぎ
り
も
ち
て
あ
か
ご
ま
に
し
つ
く
ら
う

ち
お
き
は
ひ
の
り
て
阿
蘇
比
阿
留
伎
斯
よ
の
な
か
の
つ
ね
に
あ

り
け
る
を
と
め
ら
が
さ
な
す
い
た
ど
を
お
し
ひ
ら
き
い
た
ど
り

よ
り
て
ま
た
ま
で
の
た
ま
で
さ
し
か
へ
さ
ね
し
よ
の
い
く
だ
も

あ

ら

ね

ば

…

…

（

５

八

○

四

）

「
ま
す
ら
を
の
を
と
こ
さ
ぴ
す
と
：
…
．
あ
そ
び
あ
る
き
し
」
の
部
分
は
従

来
、
雄
々
し
い
い
で
た
ち
で
獲
物
を
追
い
歩
く
、
男
ら
し
い
行
為
と
解
さ
れ
てさ

い
る
。
だ
が
「
ま
す
ら
を
」
が
弓
や
剣
刀
等
を
身
に
帯
び
る
の
は
「
大
夫
が
得

つ
や
た
ぱ
さ

物
矢
手
挿
承
立
向
か
ひ
射
る
円
方
は
：
…
・
」
（
１
六
一
）
と
狩
猟
の
時
の
姿
で

あ
る
外
、
「
ま
す
ら
を
の
ゆ
き
と
り
お
ひ
て
い
で
て
ゆ
け
ば
…
…
」
（
別
四

三
三
二
「
追
痛
防
人
悲
別
之
心
作
歌
」
）
と
武
装
し
た
姿
で
も
あ
る
。
ま
た
、

側
歌
が
「
を
と
め
ら
が
さ
な
す
い
た
ど
を
お
し
ひ
ら
き
い
た
ど
り
よ
り

て
ま
た
ま
で
の
た
ま
で
さ
し
か
へ
さ
ね
し
よ
の
．
…
．
．
」
へ
と
続
い
て
い

ひ
と
く
に
よ
ぱ
ひ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ぱ
、
「
他
国
に
結
婚
に
行
き
て
太
刀
が
緒
も
未
だ
解
か
ね
ば

さ
夜
明
け
に
け
る
」
（
皿
二
九
○
六
）
の
よ
う
な
、
他
国
へ
妻
を
求
め
て
行
く

い
で
た
ち
に
も
繋
が
っ
て
い
よ
う
。
狩
猟
や
戦
闘
、
他
国
の
女
へ
の
求
婚
の
い

ず
れ
も
、
そ
れ
が
自
然
界
の
生
き
物
や
異
国
の
者
と
い
っ
た
、
通
常
は
触
れ
合

う
こ
と
の
で
き
な
い
異
質
な
存
在
と
直
接
激
し
く
接
触
す
る
場
面
で
あ
る
点
で

共
通
す
る
。
戦
闘
や
狩
猟
で
は
そ
の
接
触
に
よ
っ
て
こ
ち
ら
が
命
を
奪
わ
れ
る

危
険
を
伴
う
し
、
他
国
の
女
へ
の
求
婚
も
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
同
じ
身
づ
く
ろ

い
で
出
か
け
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
戦
闘
す
る
敵
も
狩
猟
の
獲
物

も
、
後
に
見
る
よ
う
に
他
国
の
妻
も
、
こ
ち
ら
側
の
意
図
せ
ざ
る
と
こ
ろ
で
不

意
に
出
く
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
「
あ
そ
び
あ
る
く
」
と
は
、
行
為
者
の
知
り

得
る
範
囲
を
越
え
た
他
者
と
不
意
に
出
く
わ
し
、
緊
張
と
危
険
に
満
ち
た
触
れ

合
い
の
場
面
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
可
能
性
を
持
っ
た
行
為
で
あ
り
、
「
あ
そ
び

あ
る
く
」
者
は
特
別
な
姿
を
装
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
側
や

側
で
心
を
奪
い
、
「
恋
」
の
思
い
を
増
し
、
「
語
」
っ
た
り
長
歌
を
よ
ん
だ
り
せ

ず
に
お
か
な
く
さ
せ
て
し
ま
っ
た
「
蓮
花
」
や
「
花
」
と
い
っ
た
植
物
と
の
接

触
も
、
「
遊
行
」
「
遊
往
」
の
状
態
に
あ
っ
て
こ
そ
起
こ
り
え
た
だ
ろ
う
。

以
上
の
「
遊
行
」
と
こ
れ
に
類
す
る
語
例
か
ら
「
遊
行
」
は
目
的
地
を
持
た

- ７ ２ -



｢遊行」と歌垣

ず
「
野
」
「
山
」
、
「
池
」
が
あ
る
よ
う
な
場
を
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
、
「
遊
行
」

す
る
者
は
特
別
な
姿
を
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

そ
の
途
路
で
自
ら
と
は
異
質
な
存
在
と
不
意
に
出
く
わ
し
、
接
触
し
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
っ
た
、
と
い
う
三
点
が
窺
え
た
。
こ
れ
ら
の
「
遊
行
」
の
特
質
は

（８）

古
橋
信
孝
の
言
う
「
神
の
巡
行
」
に
あ
る
面
で
は
重
な
り
合
う
。
古
橋
論
に
よ

れ
ば
、
「
巡
行
」
と
は
「
共
同
体
」
の
起
こ
り
、
「
始
源
」
に
か
か
わ
る
行
為
で

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
側
の
「
を
と
こ
さ
ぶ
」
と
は
「
始
源
」
の
男
、
す
な
わ
ち

（９）

「
神
」
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
「
遊
行
」
の
語
例
を
さ
ら

に
辿
る
こ
と
で
「
神
の
巡
行
」
と
言
う
限
り
見
え
て
こ
な
い
問
題
に
ぶ
つ
か
る

こ
と
に
な
る
。
「
遊
行
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
は
、
必
ず
し
も
「
共
同
体
」

に
行
き
着
か
な
い
し
、
「
共
同
体
」
の
「
始
源
」
に
関
わ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
「
遊
行
」
と
い
う
行
為
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
し
て

「
巡
行
」
と
い
う
概
念
と
「
遊
行
」
と
の
差
異
に
こ
そ
歌
垣
が
結
び
付
い
て
く

るはずだ。

『
万
葉
集
』
に
は
川
ｌ
側
と
「
遊
行
女
婦
」
の
外
、
『
日
本
書
紀
』
を
引
用
し

た
「
遊
行
」
が
一
例
見
出
せ
る
の
承
で
あ
る
が
、
よ
り
豊
富
な
『
日
本
書
紀
』

『
古
事
記
』
の
「
遊
行
」
を
経
巡
り
、
ふ
た
た
び
『
万
葉
集
』
へ
帰
っ
て
く
る

こ
と
に
し
た
い
。２

「
遊
行
」
の
場

「
遊
行
」
が
何
処
か
定
ま
っ
た
目
的
地
へ
向
か
っ
て
行
く
こ
と
で
は
な
か
っ

た
こ
と
は
、
『
紀
』
の
天
孫
降
臨
神
話
か
ら
明
瞭
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
天

孫
た
ち
は
天
上
か
ら
こ
ち
ら
側
の
世
界
に
「
遊
行
」
し
て
き
た
が
、
そ
の
時
こ

ち
ら
側
の
世
界
は
ま
だ
国
も
島
も
な
い
所
だ
っ
た
の
だ
。

側
で
「
遊
行
之
状
者
」
と
し
、
側
に
も
ほ
ぼ
同
じ
く
の
べ
ら
れ
る
「
遊
行
」

の
過
程
は
「
偲
日
の
二
上
」
か
ら
「
脊
宍
の
空
国
」
を
国
ま
ぎ
し
て
通
っ
て
、

「
吾
田
の
長
屋
の
笠
狭
碕
」
に
至
る
、
と
特
定
の
地
点
を
通
過
し
つ
つ
す
で
に

地
名
を
負
っ
た
碕
へ
着
い
て
い
る
。
し
か
し
神
が
こ
ち
ら
側
に
「
巡
行
」
し
て

く
る
神
話
と
し
て
は
当
然
、
そ
れ
ら
の
地
点
は
天
孫
た
ち
が
通
過
す
る
ご
と
に

新
た
に
見
い
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
今
重
要
な
の
は
「
遊
行
」
す
る
行
為

に
と
っ
て
、
行
く
先
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
場
所
で
は
な
い
と
い
う
一
点
で

あ
る
。
「
脊
宍
の
空
国
」
と
い
う
呼
び
方
か
ら
も
、
輪
郭
の
明
瞭
で
な
い
国
灸

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
「
穏
日
の
二
上
」
の
「
天
浮
橋
」
で
あ
る
こ
と
、

「
浮
渚
在
平
処
に
立
た
し
て
」
の
「
浮
渚
」
に
注
目
し
た
い
。

「
浮
渚
在
之
」
は
「
浮
島
が
あ
っ
て
」
（
『
大
系
』
注
）
と
も
未
詳
語
（
『
時
代

別
』
）
と
も
言
わ
れ
る
が
、
天
孫
ら
の
「
平
に
」
立
っ
た
所
な
が
ら
「
浮
く
」

状
態
の
所
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
天
浮
橋
」
は
イ
ザ

ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
八
島
国
を
生
む
以
前
、
未
だ
一
つ
の
島
も
成
ら
ざ
る
時
に ウ

々

４
…
…
既
に
し
て
皇
孫
遊
行
之
状
者
、
穂
日
の
二
上
の
天
浮
橋
よ
り
、
浮

ジ
マ
リ
タ
ヒ
ヲ
夕

そ
し
し

ヒ

ク

ヲ

ク

ニ

マ

卜

＊

渚
在
平
処
に
立
た
し
て
、
脊
宍
の
空
国
を
、
頓
丘
か
ら
国
見
ぎ
行
去
り

か
さ
さ
の
み
さ
き

て
、
吾
田
の
長
屋
の
笠
狭
碕
に
到
り
ま
す
。
（
神
代
第
九
段
本
文
）

⑤
時
に
、
大
伴
連
の
遠
祖
天
忍
日
命
、
来
目
部
の
遠
祖
天
穂
津
大
来
目
を

ひ
ｇ

そ
ぴ
ら
あ
ま
の
い
は
ゆ
ざ

た

だ

む

な

い

つ

た

か

と

も

は

帥
ゐ
て
、
背
に
は
天
磐
駁
を
負
ひ
、
臂
に
は
稜
威
の
高
鞆
を
著
き
、
手

は
じ

か
ぶ
ら
と
り
そ

か
ぶ
つ
ち
の
つ
る
げ

に
は
天
栃
弓
・
天
羽
羽
矢
を
捉
り
、
八
目
鳴
鏑
を
副
持
へ
、
又
頭
槌
剣

を
帯
き
て
、
天
孫
の
前
に
立
ち
て
、
遊
行
降
来
、
到
二
於
日
向
襲
之
高
千

穂
栂
日
二
上
峯
天
浮
橋
『
浮
渚
在
之
平
地
に
立
た
し
て
、
脊
宍
の
空
国

を
、
頓
丘
か
ら
国
寛
ぎ
行
去
り
て
、
吾
田
の
長
屋
の
笠
狭
碕
に
到
り
ま

す

。

（

同

一

書

第

四

）
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｢遊行」と歌垣

そ
の
上
に
立
ち
や
矛
で
も
っ
て
か
き
回
し
た
所
で
あ
っ
た
（
『
神
代
紀
』
四
段
、

一
書
第
一
）
。
そ
こ
は
も
は
や
天
上
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
い
ま
だ
地
上
で

も
な
い
。
単
に
「
ア
マ
ハ
シ
」
な
ら
ば
天
に
至
り
、
上
古
に
八
十
衆
人
が
「
上

下
往
来
」
し
て
い
た
と
い
う
『
播
磨
風
土
記
』
斗
形
山
の
「
八
十
橋
」
や
、
イ

ザ
ナ
キ
が
天
と
「
通
行
」
し
よ
う
と
し
て
作
り
立
て
た
と
い
う
『
丹
後
風
士
記

逸
文
』
の
「
橋
」
の
よ
う
に
、
天
地
を
往
来
す
る
橋
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

側
や
㈲
や
キ
・
ミ
神
話
で
「
ア
マ
ノ
・
ウ
キ
（
浮
き
）
・
ハ
シ
」
と
ウ
ク
を
も
っ

て
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
橋
渡
し
す
る
む
こ
う
側
の
場
所
が
未
だ
ゆ
ら
ゆ
ら

と
し
て
常
に
動
い
て
い
る
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
天
地
開
關
の
時
の
地
上
の

状
態
が
『
紀
』
に
お
い
て
「
洲
壌
の
浮
漂
へ
る
こ
と
、
臂
へ
ぱ
遊
魚
の
水
上
に

浮
け
る
が
猶
し
」
（
本
文
）
、
「
善
へ
ぱ
浮
管
の
猶
く
し
て
漂
蕩
へ
り
」
（
一
書
第

二
）
、
「
天
地
未
だ
生
ら
ざ
る
時
に
、
醤
へ
ぱ
海
上
に
浮
雲
の
根
係
る
所
無
き
が

猶
し
」
（
一
書
第
五
）
な
ど
ウ
ク
と
か
ウ
カ
ル
も
の
に
例
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、

こ
の
時
が
ま
だ
天
と
地
と
い
う
二
極
的
な
場
所
が
分
化
し
、
こ
ち
ら
と
あ
ち
ら

が
定
位
す
る
以
前
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
遊
行
」
の
場
は
、
天

孫
た
ち
が
天
を
出
て
、
つ
い
に
「
笠
狭
碕
」
と
い
う
地
点
を
見
い
出
す
以
前

の
、
天
と
も
地
と
も
定
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
、
場
所
成
立
以
前
の
場
で
あ

ったのだ。ほ
の
す
そ
り

⑥
兄
火
關
降
命
、
自
づ
か
ら
に
海
幸
有
し
ま
す
。
弟
彦
火
火
出
見
尊
、
自

づ
か
ら
に
山
幸
有
し
ま
す
。
．
：
…
中
略
・
…
：
（
鞭
士
老
翁
は
）
乃
ち
無
目

籠
を
作
り
て
、
彦
火
火
出
見
尊
を
籠
の
中
に
内
れ
て
、
海
に
沈
む
。
即
ち

お
の
づ
か
ら
う
倉
し
を
は
史

自
然
に
可
怜
小
汀
有
り
。
是
に
、
棄
レ
籠
遊
行
。
忽
至
二
海
神
之
宮
→

（神代第十段本文）

㈲
で
海
神
の
世
界
へ
導
か
れ
た
彦
火
火
出
見
尊
が
「
遊
行
」
し
た
「
小
汀
」

も
未
だ
海
神
の
領
域
に
至
る
以
前
で
あ
り
、
し
か
も
「
忽
に
。
：
…
至
る
」
と
あ

る
よ
う
に
、
そ
の
先
に
「
海
神
之
宮
」
が
あ
る
こ
と
さ
え
「
遊
行
」
す
る
当
人

に
と
っ
て
は
予
測
も
し
て
い
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
こ
で
も
「
遊
行
」
す
る

「
小
汀
」
は
地
上
と
も
言
え
ず
、
海
神
の
領
域
と
も
言
え
な
い
ウ
ク
や
ウ
カ

ル
で
言
い
表
さ
れ
る
べ
き
場
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
㈲
の
引
用
部
の
後
、
海
神
宮

の
門
前
の
井
戸
の
木
の
も
と
で
一
人
の
「
美
人
」
が
彦
火
火
出
見
尊
を
「
視
」

を
と
め

と
び
ら
お
し
ひ
ら

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
．
の
美
人
有
り
て
、
閾
を
排
き
て
出
づ
。

た
室
の
主
り

あ
ふ

遂
に
玉
鋺
を
以
て
、
来
た
り
て
当
に
水
を
汲
ま
む
と
す
。
因
り
て
挙
目
ぎ
て

み
そ
と
は

視
す
。
乃
ち
驚
き
て
。
：
…
」
と
水
を
汲
承
に
門
を
出
て
き
た
「
美
人
」
Ⅱ
ヲ

ト
メ
が
「
視
」
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
彦
火
火
出
見
尊
が
「
視
」
た
の

で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
次
に
あ
げ
た
「
遊
幸
」
も
、
側
の
「
小
汀
」
と
同
様
な
場

「
海
浜
」
を
行
っ
て
、
見
知
ら
ぬ
「
美
人
」
Ⅱ
ヲ
ト
メ
に
出
く
わ
す
。
例
に
見

例
亦
、
一
時
、
天
皇
遊
行
到
二
於
美
和
河
一
之
時
、
河
の
辺
に
衣
洗
ふ
童
女

有
り
。
【
其
の
容
姿
甚
麗
し
。
天
皇
其
の
童
女
を
問
ひ
た
ま
は
く
、
「
汝
は

誰
が
子
そ
」
と
と
ひ
た
ま
ふ
。
答
へ
て
白
さ
く
「
己
の
名
は
引
田
部
赤
猪

子
と
謂
ふ
」
と
ま
を
す
。
示
し
て
、
詔
ら
令
め
た
ま
は
く
、
「
汝
嫁
が
ず

あ
れ
。
今
喚
し
て
む
」
と
の
ら
し
め
た
ま
ひ
て
、
宮
に
還
り
坐
し
き
。

（雄略天皇記）

＊
時
に
皇
孫
、
因
り
て
宮
殿
を
立
て
て
、
是
に
遊
息
ゑ
ま
す
。
後
遊
二
幸
海

浜
一
見
一
二
美
人
→
皇
孫
問
ひ
て
曰
く
、
「
汝
は
是
誰
が
子
ぞ
」
と
の
た
ま

ふ
。
対
へ
て
日
さ
く
、
「
妾
は
是
大
山
祇
神
の
子
。
名
は
神
吾
田
鹿
葦
津

姫
、
亦
の
名
は
木
花
開
耶
姫
」
と
ま
う
す
。
（
神
代
第
九
一
書
第
二
）
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｢遊行」と歌垣

る
『
古
事
記
』
の
「
遊
行
」
の
場
合
も
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
『
思
想
体
系
』
版
の
『
記
』
注
に
よ
れ
ば
、
「
遊
行
」
の
「
行
」
は

『
記
』
に
お
い
て
は
「
看
行
（
ゑ
そ
こ
な
は
す
）
」
、
「
幸
行
（
い
で
ま
す
）
」
の
よ

う
に
「
厚
い
尊
敬
を
表
」
し
、
「
行
」
が
「
遊
」
に
付
い
て
「
そ
の
尊
敬
を
表
し

た
も
の
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
『
記
』
雄
略

天
皇
の
「
幸
行
」
を
「
遊
行
」
の
用
い
ら
れ
方
と
比
べ
る
と
両
者
が
厳
密
に
区

別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
幸
行
」
は
日
下
の
直
越
の
道
か
ら
河
内
へ
行
く
、
若
日
下
部
王
の
許
へ
行

く
と
い
う
よ
う
に
、
天
皇
が
何
処
か
ら
何
処
へ
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
目
的

地
へ
向
か
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
者
の
二
例
は
側
・
例
と
同
じ
く
そ
の

途
上
で
「
童
女
」
「
媛
女
」
に
出
逢
う
が
、
文
脈
上
「
幸
行
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
は
吉
野
の
宮
へ
行
く
、
春
日
の
衰
杼
比
売
に
求
婚
す
る
目
的
で
春
日
へ

向
け
て
行
く
と
い
う
箇
所
で
あ
り
、
天
皇
の
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
厚
い
尊

・
初
め
、
大
后
日
下
に
坐
し
し
時
、
日
下
の
直
越
の
道
自
り
、
幸
二
行
河
内
垂

．
即
ち
幸
二
行
其
若
日
下
部
王
之
許
一
其
犬
を
賜
ひ
入
れ
て
：
…
・
若
日
下
部

王
、
天
皇
に
奏
さ
し
め
た
ま
は
く
「
日
を
背
き
て
幸
行
之
、
甚
恐
し
。

故
、
己
れ
直
に
参
上
り
て
仕
へ
奉
ら
む
。
」

・
天
皇
、
幸
二
行
吉
野
宮
一
之
時
、
吉
野
川
の
浜
に
、
童
女
有
り
。
其
の
形
姿

美
麗
し
。
故
、
是
の
童
女
を
婚
き
て
、
宮
に
還
り
坐
し
き
。
後
更
に
幸
二
行

吉野一之時・・・…

．
又
、
天
皇
、
丸
迩
之
佐
都
紀
臣
之
女
、
童
杼
比
売
を
婚
き
に
、
幸
二
行
子

春
日
一
之
時
、
媛
女
道
に
逢
ひ
き
。
即
ち
、
見
二
幸
行
一
而
、
岡
辺
に
逃
げ

隠

り

き

。

（

以

上

雄

略

記

）

敬
」
を
表
し
て
「
幸
行
」
と
し
て
い
る
と
解
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
例
の
「
遊

行
」
は
始
め
か
ら
「
引
田
部
赤
猪
子
」
を
め
あ
て
に
出
か
け
た
の
で
は
な
い

し
、
ま
た
「
美
和
河
」
を
目
指
し
て
行
っ
た
の
で
も
な
い
。
何
処
と
い
う
あ
て

も
な
く
「
遊
行
」
し
そ
の
途
上
の
川
辺
で
た
ま
た
ま
衣
を
洗
い
に
そ
こ
へ
来
て

い
た
「
童
女
」
を
「
見
」
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

「
海
浜
」
や
「
小
汀
」
、
「
河
」
の
ほ
と
り
と
い
っ
た
水
際
は
「
遊
行
」
の
場

（皿）

で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
側
・
㈲
に
お
け
る
ウ
ク
・
ウ
カ
ル
場
と
同
様
、
「
遊
行
」

す
る
者
に
と
っ
て
は
自
分
の
も
と
居
た
世
界
で
は
な
く
、
ま
た
余
所
物
の
領
域

で
も
な
い
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
処
と
も
確
定
さ
れ
な
い
場
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
出
逢
っ
た
ヲ
ト
メ
に
「
汝
は
是
誰
が
子
ぞ
」
と
、
い
っ
た
い
誰
の
家

に
属
す
る
者
な
の
か
を
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
問
い

に
答
え
て
ヲ
ト
メ
が
名
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
「
遊
行
」
す
る
者
と
の
結
婚

へ
と
進
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
側
が
「
吾
汝
を
以
て
妻
と
せ
む
と
欲
ふ
」
と
続
き
な
が
ら
も
女
の
父

大
山
祇
神
の
承
諾
を
得
て
初
め
て
．
夜
有
身
」
へ
至
り
、
同
の
よ
う
に
、

「
今
喚
し
て
む
」
と
言
い
な
が
ら
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
場
合

が
あ
る
の
を
見
落
せ
な
い
。
「
遊
行
」
す
る
者
と
ヲ
ト
メ
と
が
出
逢
う
水
際
の

場
は
、
あ
く
ま
で
も
二
人
の
間
に
「
見
（
視
）
」
る
こ
と
や
問
答
の
こ
と
ば
が

、

、

交
わ
さ
れ
る
と
い
う
接
触
が
起
こ
る
場
で
あ
り
、
結
婚
の
約
束
が
取
り
交
わ
さ

れ
る
場
に
す
ぎ
ず
、
新
た
な
血
縁
を
作
り
出
す
手
前
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
後
に
見
る
よ
う
に
、
族
外
婚
を
媒
介
す
る
場
と
も
言
わ
れ
る
歌
垣
の
場
も

ま
た
「
遊
行
」
の
場
と
同
様
、
婚
姻
そ
の
も
の
と
は
別
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
。

３
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ

「
遊
行
」
す
る
状
態
に
な
る
こ
と
は
、
血
縁
の
兄
と
妹
と
の
結
び
つ
き
と
は
鋭
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｢遊行」と歌垣

「
妹
」
た
ち
に
は
「
兄
」
が
何
処
に
い
る
の
か
、
全
く
わ
か
ら
な
い
。
「
遊

あ
ひ
か
た
ら

行
」
す
る
こ
と
は
兄
と
妹
と
が
「
面
言
ふ
」
親
密
で
対
称
的
な
場
所
か
ら
離
脱

し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
鷲
住
王
は
「
為
人
力
強
く
し
て
軽
く
捷
し
」
と
い
う
異
常
な
力
を

持
っ
て
い
る
ゆ
え
に
「
独
り
八
尋
屋
を
駆
越
え
」
て
「
遊
行
」
し
た
と
さ
れ
て

い
る
。
側
の
大
伴
の
祖
た
ち
の
い
で
た
ち
が
「
背
に
は
天
磐
較
を
負
ひ
、
臂
に

は
稜
威
の
高
鞆
を
著
き
、
手
に
は
天
楯
弓
・
天
羽
羽
矢
を
捉
り
：
…
・
」
で
あ
っ

た
こ
と
や
、
側
の
「
つ
る
き
た
ち
こ
し
に
と
り
は
き
さ
つ
ゆ
承
を
た
に

ぎ
り
も
ち
て
…
…
」
に
そ
の
異
常
さ
に
お
い
て
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
た
だ

鷲
住
王
の
場
合
、
「
遊
行
」
の
た
め
に
こ
と
さ
ら
武
具
を
身
に
つ
け
た
の
で
は

な
く
、
武
具
に
見
合
う
だ
け
の
力
を
す
で
に
身
に
帯
び
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

妹
た
ち
と
と
も
に
あ
る
八
尋
屋
の
内
の
繋
が
り
を
打
ち
壊
し
て
し
ま
う
も
の
を

彼
の
強
い
力
と
敏
捷
性
と
は
も
と
も
と
は
ら
ゑ
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
遊

く
対
立
す
る
。
た
と
え
ば
。
遊
行
」
す
る
者
を
、
「
吾
が
兄
」
と
呼
ぶ
肉
親
の

妹
の
側
か
ら
見
る
と
、
次
の
例
の
よ
う
に
悲
嘆
に
暮
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

ふ
な
し
わ
け

う
の
だ
。
天
皇
の
後
宮
に
召
さ
れ
た
卿
魚
磯
別
王
の
二
人
の
娘
は
「
兄
王
」
鷲

住
王
が
何
処
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
つ
も
歎
い
て
い
た
。

み
め
つ
れ

い
ろ
せ
の

８
．
：
．
：
是
に
二
の
嬢
、
値
に
歎
き
て
曰
く
、
「
悲
し
き
か
な
、
吾
が
兄

お
ほ
な
み
い
づ
く

王
、
何
処
に
か
去
り
ま
し
け
む
」
と
い
ふ
。
天
皇
、
其
の
歎
く
こ
と
を
聞

な
げ

し
め
し
て
、
問
ひ
て
曰
く
、
「
汝
、
何
ぞ
歎
息
く
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ

ひ
と
と
な
り
こ
は

と

て
日
さ
く
、
「
妾
が
兄
鷲
住
王
、
為
人
力
強
く
し
て
軽
く
捷
し
。
是
に
由

あ
ひ
か
た
ら

り
て
、
独
り
駆
。
越
八
尋
屋
一
而
遊
行
。
既
に
多
く
の
日
を
経
て
、
面
言
ふ

こ
と
得
ず
。
故
、
歎
か
く
の
承
」
と
ま
う
す
。
（
履
中
天
皇
紀
六
年
）

側
は
稲
羽
の
八
上
比
売
が
大
穴
牟
遅
神
に
嫁
ご
う
、
と
答
え
た
こ
と
で
求
婚

者
の
八
十
神
が
怒
り
、
大
穴
牟
遅
神
を
殺
し
て
し
ま
い
、
母
の
威
力
に
よ
っ
て

再
生
す
る
場
面
。
母
の
も
と
か
ら
出
て
「
遊
行
」
す
る
と
き
、
「
麗
し
き
壮
夫

に
成
」
っ
た
と
い
う
「
壮
夫
」
に
は
わ
ざ
わ
ざ
「
壮
夫
を
訓
ゑ
て
ヲ
ト
コ
と
云

行
」
す
る
時
に
は
武
具
を
身
に
つ
け
、
馬
に
乗
る
等
の
特
別
な
い
で
た
ち
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
逆
に
特
別
な
力
の
表
わ
れ
を
身
に
帯
び
て
い
る

者
は
「
遊
行
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
も
あ
っ
た
。

の
承
な
ら
ず
側
歌
の
い
で
た
ち
が
ヲ
ト
コ
サ
ビ
ス
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

そ
の
特
別
な
姿
と
は
ヲ
ト
コ
、
ヲ
ト
メ
と
い
う
性
に
よ
る
区
別
に
よ
っ
て
呼
ば

れ
る
存
在
に
成
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

０
…
…
此
の
時
に
当
り
、
其
の
御
髪
額
に
結
は
し
き
。
示
し
て
、
小
碓

命
、
其
の
嬢
倭
比
売
命
の
御
衣
御
裳
給
り
、
釦
以
ち
て
御
懐
に
納
れ
て
幸

行
し
き
。
故
、
熊
曽
建
之
家
に
到
り
て
見
た
ま
へ
ぱ
、
其
の
家
の
辺
に
軍

と

よ

を

し

も

の

三
重
に
囲
ゑ
、
室
作
り
て
居
り
。
是
に
、
御
室
楽
せ
む
と
言
動
み
、
食
物

ま

ゑ
ら
ぎ

設
備
け
た
り
。
故
、
遊
二
行
其
傍
『
其
の
楽
の
日
を
待
ち
た
ま
ふ
。
示
し

む
か

て
、
其
の
楽
の
日
に
臨
ひ
、
童
女
の
髪
の
如
、
其
の
結
は
せ
る
御
髪
を
柿

り
垂
り
、
其
の
御
猿
の
御
衣
御
裳
を
服
し
て
、
既
に
童
女
の
姿
に
成
り
、

女
人
の
中
に
交
り
立
ち
、
其
の
室
の
内
に
入
り
坐
す
。
（
景
行
記
）

９
〃
：
：
：
示
し
て
、
其
の
御
祖
命
、
突
き
患
へ
て
、
天
に
参
上
り
神
産
巣
日

ぎ
さ
か
ひ

う
む
か
ひ

命
に
請
は
し
し
時
、
乃
ち
蟄
貝
比
売
と
蛤
貝
比
売
と
を
遣
は
し
、
作
り
活

か
し
め
き
。
ホ
し
て
、
蟄
貝
比
売
岐
佐
宜
集
め
て
、
蛤
貝
比
売
待
ち
承
け

ワ
ト
ヨ

て
、
母
の
乳
汁
を
塗
り
し
か
ば
、
麗
し
き
壮
夫
に
成
り
て
出
遊
行
。（神代記）
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ふ
」
と
訓
注
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
必
ず
「
ヲ
ト
ご
と
訓
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
再
生
す
る
以
前
醜
い
男
だ
っ
た
の
が
、
再
生
し
て
美
し
い

男
に
な
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
稲
羽
八
上
比
売
へ
の
求
婚
の
話

は
「
其
の
八
十
神
、
各
稲
羽
之
八
上
比
売
を
婚
か
む
と
欲
ふ
心
有
り
て
、
共
に

と
も
ひ
と

稲
羽
に
行
き
し
時
、
大
穴
牟
遅
神
に
椿
を
負
せ
、
従
者
と
為
て
率
て
往
き
き
」

と
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
初
大
穴
牟
遅
は
求
婚
者
た
ち
の
中
に

お
け
る
単
な
る
「
従
者
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
い
っ
た
ん
死
ん
で
再
生

す
る
こ
と
に
よ
り
「
ヲ
ト
己
と
呼
ば
れ
る
者
に
変
成
し
た
の
だ
。
「
麗
し
」

と
い
う
容
姿
は
側
の
鷲
住
王
が
強
い
力
と
敏
捷
性
を
負
っ
て
「
遊
行
」
し
た
よ

う
に
、
「
遊
行
」
す
る
者
が
身
に
帯
び
る
特
殊
性
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。

垣
側
に
よ
れ
ば
、
「
遊
行
」
し
て
男
が
ヲ
ト
メ
に
成
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
小

、

、

歌
碓
命
は
熊
襲
征
伐
へ
「
い
で
ま
す
（
幸
行
）
」
、
そ
の
幸
行
の
姿
の
ま
ま
で
は

とＪ
「
三
重
」
に
囲
ま
れ
た
「
軍
」
の
人
垣
を
突
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ

断るが小碓命としてではなく、「御室楽」の準備をする傍らを「遊行」

ｒ

し
「
童
女
（
ヲ
ト
メ
）
」
の
姿
と
成
る
こ
と
に
よ
り
、
難
な
く
敵
陣
へ
入
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
と
は
生
ま
れ
落
ち
た
時
か
ら
の
自
然
な
性

別
を
言
う
の
で
は
な
ぐ
、
「
遊
行
」
す
る
時
に
変
成
し
て
い
る
異
装
の
姿
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
だ
。
妹
と
兄
、
父
と
娘
と
い
う
関
係
を
離
脱
し
て
「
遊
行
」
す

る
者
が
武
具
や
衣
等
に
よ
っ
て
特
別
な
姿
と
成
る
、
そ
の
状
態
が
ヲ
ト
コ
・
ヲ

ト
メ
な
の
で
あ
り
、
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
と
成
っ
て
い
る
こ
と
を
目
に
見
え
る
よ

う
に
表
す
の
が
衣
や
武
器
な
ど
の
衣
装
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
「
遊
行
」
の
者
と
成
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
敵
の
熊
襲
兄
弟
と
小
碓

命
と
の
間
に
越
え
が
た
く
横
た
わ
っ
て
い
た
囲
い
が
事
実
上
取
り
除
か
れ
、
異

な
る
所
属
に
あ
る
者
ど
う
し
の
近
し
い
接
触
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
接
触
は

熊
襲
建
兄
弟
の
殺
識
と
い
う
血
生
臭
い
形
を
と
っ
て
表
わ
れ
た
の
だ
が
。
た
だ

し
「
遊
行
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
接
触
の
方
法
は
、
何
も
剣
を

も
っ
て
す
る
も
の
に
限
る
ま
い
。
殺
數
の
起
こ
っ
た
「
新
室
楽
」
は
ま
た
歌
舞

の
場
面
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
歌
や
舞
も
「
遊
行
」
の
者
の
為
す
ワ
ザ
で

は
な
か
っ
た
か
。

側
・
例
の
場
合
を
振
り
返
っ
て
承
よ
う
。
彦
火
火
出
見
や
雄
略
天
皇
が
「
遊

行
」
の
途
上
、
水
際
で
出
逢
っ
た
ヲ
ト
メ
の
側
は
、
そ
う
は
言
わ
れ
て
い
な
い

が
、
父
の
居
る
「
宮
」
や
「
家
」
か
ら
出
て
「
遊
行
」
の
状
態
に
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
。
「
遊
行
」
す
る
ヲ
ト
コ
と
ヲ
ト
メ
と
が
、
も
と
も
と
異
な
る
世
界

に
あ
っ
た
相
手
と
出
逢
う
時
交
わ
さ
れ
て
い
た
「
汝
は
是
誰
が
子
ぞ
」
「
妾
は

是
大
山
祇
神
の
子
。
名
は
：
：
・
・
」
と
い
う
問
答
の
言
葉
は
、
互
い
に
未
知
の
他

者
ど
う
し
の
ゆ
え
に
、
剣
を
用
い
る
接
触
と
同
様
緊
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
の
だ
。
さ
ら
に
名
を
問
い
、
答
え
る
一
問
一
答
の
言
葉
の
や
り
と
り

ば
か
り
か
、
「
遊
行
」
す
る
ヲ
ト
メ
と
ヲ
ト
コ
と
が
歌
を
も
っ
て
問
答
す
る
こ

とがあった。

仙
是
に
、
七
媛
女
、
遊
言
一
行
於
二
高
佐
士
野
一
伊
須
気
余
理
比
売
其
の
中
に

在
り
。
鉱
し
て
、
大
久
米
命
、
其
の
伊
須
気
余
理
比
売
を
見
て
、
歌
を
以

て
天
皇
に
白
し
て
曰
く
、

や
ま
と
の
た
か
さ
じ
の
を
な
な
ゆ
く
を
と
め
ど
も
た
れ
を
し

ま
か
む

姉
し
て
、
伊
須
気
余
理
比
売
は
、
其
の
媛
女
等
の
前
に
立
て
り
。
乃
ち
天

い
や
さ
き

皇
其
の
媛
女
等
を
見
た
ま
ひ
て
、
御
心
に
伊
須
気
余
理
比
売
の
最
前
に
立

て
る
を
知
ら
し
、
歌
を
以
ち
て
答
へ
て
日
ら
さ
く
、

か
つ
が
つ
も
い
や
さ
き
だ
て
る
え
を
し
ま
か
む
（
神
武
天
皇
記
）

「
遊
行
」
す
る
の
は
ヲ
ト
コ
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
が
伽
で
明
ら
か
に
な
る
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｢遊行」と歌垣

う
。
「
高
佐
士
野
」
を
「
遊
行
」
す
る
の
は
「
七
媛
女
」
、
複
数
の
ヲ
ト
メ
た
ち

で
あ
り
、
ヲ
ト
メ
た
ち
を
「
見
」
た
男
の
側
も
大
久
米
と
連
れ
立
っ
た
天
皇
で

あ
る
。
「
遊
行
」
は
や
は
り
「
巡
行
」
す
る
「
神
」
と
そ
れ
を
迎
え
る
土
地
の

「
神
女
」
と
い
っ
た
観
点
（
Ⅱ
「
神
の
巡
行
」
）
か
ら
で
は
促
え
き
れ
な
い
の
で

あ
る
。
野
を
「
遊
行
」
す
る
複
数
の
ヲ
ト
コ
た
ち
と
ヲ
ト
メ
た
ち
と
が
歌
に
よ

っ
て
問
答
す
る
、
こ
れ
は
ま
さ
に
か
の
歌
垣
を
努
露
と
さ
せ
る
場
で
は
な
か
っ

たか。古
代
の
歌
垣
に
つ
い
て
の
べ
た
資
料
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
次
の
諸
例
に
は

ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
と
い
う
言
葉
が
見
い
出
せ
る
。
歌
垣
と
言
え
ば
男
女
間
の
歌

の
掛
け
合
い
、
と
い
う
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
資
料
に
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
が

言
わ
れ
る
の
は
当
然
と
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
「
遊
行
」
を
辿
っ
て
き
た
と

こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
そ
の
場
の
者
達
が
ヲ
ト
コ
と
ヲ
ト
メ
で
あ
っ
た
こ
と
こ
そ
改

め
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

４
歌
垣
と
「
遊
行
」
と

⑫
筑
波
嶺
に
登
り
て
耀
歌
会
を
せ
し
日
に
作
れ
る
歌
一
首
丼
せ
て
短
歌

あ
ど
も

鷲
の
住
む
筑
波
の
山
に
裳
波
服
津
の
其
の
津
の
上
に
率
ひ
て

か
が
ひ

剛
未
通
女
壮
士
の
往
き
集
ひ
か
が
ふ
耀
歌
に
他
妻
に
吾
も
交
ら
む

む
か
し
よ
り

吾
が
妻
に
他
も
言
問
へ
此
の
山
を
う
し
は
く
神
の
従
来
禁
め

い
行
事
ぞ
今
日
の
承
は
目
串
も
な
見
そ
事
も
答
む
な（９一七五九）

さ

か

た

か

そ
れ
筑
波
岳
は
、
高
く
雲
に
秀
で
、
最
頂
は
西
の
峯
峰
し
く
蝶
く
、
雄

の
神
と
謂
ひ
て
登
ら
し
め
ず
。
唯
、
東
の
峯
は
四
方
磐
石
に
し
て
、
昇
り

け

は

そ

ぱ

だ

降
り
は
峡
し
く
屹
て
る
も
、
其
の
側
に
泉
流
れ
て
冬
も
夏
も
絶
え
ず
。
坂

よ
り
東
の
諸
国
の
男
女
、
春
の
花
の
開
く
る
時
、
秋
の
葉
の
黄
づ
る
節
、

ｌ

「
を
と
め
ら
に
を
と
こ
た
ち
そ
ひ
ふ
ゑ
な
ら
す
」
と
あ
る
。
側
に
同
じ
く
筑
波

た

づ

さ

つ

ら

な

を

し

も

の

も

ち

き

う

ま

相
携
ひ
餅
閲
り
、
飲
食
を
齋
寳
て
、
騎
に
も
歩
に
も
登
臨
り
、
遊
楽
し
ゑ

あ

そ
栖
遅
ぶ
。
其
の
唱
に
い
は
く
…
・
・
・
詠
歌
甚
多
く
し
て
載
車
る
に
勝
へ
ず
。

（常陸国風土記）

側
杵
島
の
県
。
県
の
南
二
里
に
一
孤
山
あ
り
。
神
の
か
た
よ
り
艮
の
か
た

を
指
し
て
、
三
つ
の
峰
相
連
な
る
。
是
を
名
づ
け
て
杵
島
と
日
ふ
。
坤
の

か
た
な
る
は
比
古
神
と
日
ひ
、
艮
の
か
た
な
る
は
御
子
神
〔
一
の
名
は
軍

神
。
動
け
ば
則
ち
兵
興
る
〕
と
日
ふ
。
郷
閻
の
士
女
、
酒
を
提
へ
琴
を
抱

き
て
、
歳
毎
の
春
と
秋
に
、
手
を
携
へ
て
登
り
望
け
、
楽
飲
承
舞
ひ
て
、

曲
尽
き
て
帰
る
。
歌
詞
に
云
は
く
、

あ
ら
れ
ふ
る
き
し
ま
が
た
け
を
さ
か
し
ゑ
と
く
さ
と
り
が
ね
て

い
も
が
て
を
と
る
〔
是
は
杵
島
曲
な
り
〕
（
肥
前
国
風
土
記
逸
文
）

⑬
天
皇
、
朱
雀
門
に
御
し
て
歌
垣
を
覧
る
。
男
女
二
百
余
人
、
五
品
已
上

の
風
流
あ
る
者
そ
の
中
に
交
り
雑
は
る
。
．
…
：
本
末
を
以
て
唱
和
す
。

（
続
日
本
紀
聖
武
天
皇
・
天
平
六
年
二
月
）

⑱
葛
井
・
船
・
津
・
文
・
武
生
・
蔵
六
氏
の
男
女
二
百
冊
人
、
歌
垣
に
供

奉
す
。
其
の
服
は
並
び
に
青
細
布
の
衣
を
著
し
、
紅
の
長
紐
を
垂
る
。
男

歌
垣
の
様
を
よ
ゑ
込
ん
だ
歌
側
に
「
未
通
女
壮
士
の
往
き
集
ひ
」
、
㈱
に

女
相
並
び
、
行
を
分
け
て
徐
に
進
む
。
歌
ひ
て
曰
く
、

を
と
め
ら
に
を
と
こ
た
ち
そ
ひ
ふ
ゑ
な
ら
す
に
し
の
み
や
こ
は
よ
る
ず

よ
の
承
や

…
…
歌
の
曲
折
ご
と
に
狭
を
挙
げ
節
を
な
す
。
．
…
：
時
に
五
位
已
上
、
内

舎
人
お
よ
び
女
嬬
に
詔
し
て
ま
た
其
の
歌
垣
の
中
に
列
す
。

（
続
日
本
紀
称
徳
天
皇
・
宝
亀
三
年
三
月
）

’
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｢遊行」と歌垣

の
「
遊
楽
」
の
記
事
側
の
「
男
女
」
、
⑯
の
本
文
中
に
あ
る
「
男
女
」
も
「
ヲ

ト
コ
・
ヲ
ト
メ
」
と
訓
ま
せ
た
と
考
え
ら
れ
、
伽
杵
島
の
歌
舞
の
「
郷
間
の
士

女
」
、
旧
朱
雀
門
の
「
男
女
」
も
「
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
」
と
訓
ま
せ
た
と
推
定
さ

れ
る
。
歌
垣
は
「
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
」
が
「
往
き
集
ひ
」
、
「
た
ち
そ
ひ
」
、
歌

を
と
り
か
わ
す
場
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

と
す
れ
ば
㈹
に
「
其
の
服
は
並
び
に
青
細
布
の
衣
を
著
し
、
紅
の
長
紐
を
垂

る
」
と
い
う
装
束
は
あ
な
が
ち
都
の
歌
垣
ゆ
え
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
と
さ
ら

ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
と
成
っ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
。
ま
た
旧
の
「
他
妻
に
吾
も
交
ら
む
吾
が
妻
に
他
も
言
問
へ
」
は
原

始
的
な
乱
婚
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
論
議
を
か
も
し
た
が
、
「
他
妻
」
で
あ

っ
て
も
「
交
り
」
、
「
言
問
ふ
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
と
え
誰
か
の
妻
で
あ

っ
て
も
そ
の
場
で
は
ヲ
ト
メ
・
ヲ
ト
コ
と
成
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヲ
ト
メ

を
「
未
通
女
」
と
書
く
ゆ
え
に
未
婚
の
女
が
ヲ
ト
メ
で
あ
る
、
と
辞
書
的
に
は

説
明
さ
れ
る
。
確
か
に
歌
垣
の
場
の
男
女
は
「
未
婚
」
な
の
だ
。
た
だ
し
、
た

と
え
歌
垣
の
場
以
外
で
は
ヒ
ト
ヅ
マ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
と
い
う
意
味
に
お

い
て
。
ヲ
ト
コ
も
ヲ
ト
メ
も
単
な
る
雌
雄
の
別
を
言
う
の
で
は
な
く
、
「
遊

行
」
す
る
状
態
に
あ
る
異
装
の
姿
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
男
女
が
互
い
に
「
吾

が
シ
マ
」
で
あ
る
こ
と
は
、
血
縁
を
形
成
し
て
ゆ
く
時
の
呼
称
に
ほ
か
な
ら
な

い。「
遊
行
」
の
姿
も
歌
垣
に
集
ま
る
者
た
ち
の
姿
も
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
で
あ
る

の
で
あ
れ
ば
、
「
遊
行
」
す
る
者
の
間
に
歌
の
問
答
が
展
開
す
る
伽
は
歌
垣
の

場
を
背
景
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
伽
歌
に
七
媛
女
の
野
の

「
遊
行
」
を
「
…
…
た
か
さ
じ
の
を
な
な
ゆ
く
を
と
め
ど
も
」
と
表
し
て
い

た
よ
う
に
、
⑫
歌
に
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
が
「
往
き
集
ふ
」
と
あ
る
の
も
、
「
遊

行
」
と
言
う
べ
き
行
為
で
は
な
か
っ
た
か
。
の
承
な
ら
ず
、
実
は
「
遊
行
」
に

「
あ
そ
び
く
る
し
び
」
は
歌
垣
に
参
加
し
て
い
る
志
毘
の
様
子
を
衰
祁
命

か
ら
見
て
言
う
。
志
毘
の
側
か
ら
す
れ
ば
「
あ
そ
び
ゆ
く
」
で
あ
る
。
『
武
烈

ひ
と
な
か

紀
』
で
は
こ
の
状
況
を
さ
ら
に
詳
し
く
の
べ
る
。
太
子
が
歌
垣
の
衆
で
女
の

た
ち
や
す
ら
ひ
し
た
が

袖
を
執
ら
え
「
螂
燭
従
容
ふ
」
と
こ
ろ
へ
「
俄
あ
り
て
」
鮪
臣
が
来
、
二
人
の
う
つ
り
む

間
を
排
っ
て
立
っ
た
。
そ
こ
で
太
子
は
「
影
媛
が
袖
を
放
し
た
ま
ひ
て
、
移
廻

む
か

き
た
ま
ひ
て
前
に
向
ゑ
て
、
立
ち
て
直
に
鮪
に
当
ひ
た
ま
ひ
」
う
た
っ
た
、

と
。
『
紀
』
で
は
「
あ
そ
び
く
る
」
は
す
で
に
歌
垣
の
場
に
あ
る
者
か
ら
見
て
、
新

た
に
歌
垣
に
や
っ
て
き
て
割
り
込
ん
で
立
っ
た
者
の
行
動
を
指
す
か
ら
、
歌
垣

に
参
加
す
る
者
に
と
っ
て
は
「
あ
そ
び
ゆ
く
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
・
男
が

歌
垣
の
場
に
立
ち
、
女
の
袖
や
手
を
取
っ
た
り
そ
の
間
に
割
り
込
ん
で
妨
害
し

た
り
す
る
行
為
を
「
あ
そ
び
く
る
（
あ
そ
び
ゆ
く
）
」
と
言
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
歌
垣
の
場
を
「
あ
そ
び
く
る
（
あ
そ
び
ゆ
く
）
」
者
ど
う
し
の
激
し
い
接

関
連
す
る
語
を
探
っ
て
い
く
な
か
で
出
逢
っ
た
の
が
次
の
歌
垣
で
の
歌
で
あ
っ

た
。
「
遊
往
」
・
「
あ
そ
び
あ
る
く
」
等
と
と
も
に
、
傍
線
「
あ
そ
び
く
る
」
も

「
遊
行
」
に
関
連
す
る
語
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

伽
…
．
：
平
群
臣
之
祖
、
名
は
志
毘
臣
、
歌
垣
に
立
ち
て
、
其
の
衰
祁
命
の

婚
か
む
と
し
た
ま
ふ
美
人
の
手
を
取
り
き
。
其
の
娘
子
は
、
菟
田
首
が

女
、
名
は
大
魚
な
り
。
示
し
て
、
衰
祁
命
亦
歌
垣
に
立
ち
た
ま
ふ
。
．
：
…

是
に
王
子
亦
歌
ひ
た
ま
ひ
て
曰
く
、

し
ほ
せ
の
な
を
り
を
ふ
れ
ば
あ
そ
び
く
る
し
び
が
は
た
で
に

つ
ま
た
て
り
ゑ
ゆいよ
い
よ
い
か

永
し
て
、
志
毘
臣
愈
怒
り
て
歌
ひ
て
曰
く
…
：
．
如
此
歌
ひ
て
、
闘
ひ
明

し

て

各

退

き

い

。

（

清

寧

記

）

- ７ ９ -



｢遊行」と歌垣
触
は
何
よ
り
も
ま
ず
歌
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

伽
に
「
歌
ひ
て
、
闘
ひ
明
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
歌
垣
が
武
器
な
ら
ぬ
歌

に
よ
る
闘
い
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
歌
の
表
現
が
た
と
え
ば
、
「
し
ほ
せ
の
…
．
：
」

の
歌
に
つ
い
て
、
土
橋
『
全
注
釈
』
に
「
志
毘
臣
の
か
た
わ
ら
に
妻
が
立
っ
て

い
る
の
意
。
魚
の
鮪
が
雌
の
魚
を
引
き
つ
れ
て
い
る
の
に
た
と
え
た
も
の
。
：
．

…
魚
（
鮪
）
の
く
せ
に
人
間
の
よ
う
に
妻
を
連
れ
て
い
る
よ
、
と
い
う
ほ
ど
の

悪
口
歌
」
と
す
る
よ
う
に
相
手
方
を
激
怒
さ
せ
る
よ
う
な
激
し
い
力
を
も
つ
内

（、）

容
で
あ
っ
た
こ
と
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
歌
垣
で
の
歌
の
掛
け
合
い
は
な
ぜ
「
闘
ひ
」
で
あ
っ
た
の
か
。
歌
垣

の
歌
が
「
遊
行
」
す
る
者
ど
う
し
の
接
触
す
る
と
こ
ろ
に
交
わ
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
に
集
う
ヲ
ト
コ
も
ヲ
ト
メ
も
敵
（
あ
ち
ら
側
の
存
在
）
な
の
か
味

方
（
こ
ち
ら
側
の
存
在
）
な
の
か
、
不
確
定
な
状
態
の
た
だ
中
に
い
る
か
ら
こ

そ
、
よ
り
直
接
的
な
接
触
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
。
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
定
ま
ら

な
い
、
過
程
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
二
者
間
の
接
触
は
危

険
に
満
ち
た
ま
さ
に
「
闘
ひ
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
伽
の
歌
で

言
え
ば
、
志
毘
が
「
愈
怒
」
っ
た
原
因
の
一
つ
は
確
か
に
自
分
の
名
を
魚
の
鮪

へ
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
た
だ
し
そ
れ
だ
け
で
は
志
毘

の
怒
り
の
激
し
さ
に
つ
り
合
わ
な
い
。
こ
の
場
で
は
誰
も
が
ヲ
ト
コ
と
ヲ
ト

メ
で
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
つ
ま
た
て
り
ゑ
ゆ
」
と
う
た
っ
て
い
る

点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
「
あ
そ
び
く
る
し
び
が
は
た
で
に
つ
ま
た
て
り
」

は
衰
祁
命
が
結
婚
し
よ
う
と
思
う
「
美
人
（
ヲ
ト
メ
）
」
の
手
を
志
毘
が
取
っ
て

歌
垣
の
場
に
立
っ
た
、
と
す
る
地
の
文
に
対
応
す
る
が
、
歌
で
は
「
ヲ
ト
メ
」

を
「
ヲ
ト
メ
」
と
は
う
た
わ
ず
、
「
シ
マ
」
と
し
て
い
る
。
二
人
の
「
ヲ
ト
コ
」

の
う
ち
い
ず
れ
が
「
ヲ
ト
メ
」
を
「
シ
ご
と
す
る
の
か
未
だ
決
定
し
て
は
い

な
い
の
に
、
衰
祁
命
が
「
ヲ
ト
メ
」
を
わ
が
「
シ
マ
」
と
し
て
う
た
っ
た
。

こ
れ
が
志
毘
の
激
怒
の
要
因
だ
っ
た
の
だ
。
「
ヲ
ト
メ
」
が
「
ヲ
ト
メ
」
で
は

な
く
、
衰
祁
命
の
「
シ
ご
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
「
遊
行
」

の
場
は
そ
こ
で
閉
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
激
怒
し
た
志
毘
は
今
度
は
こ
ち
ら
か
ら

悪
口
歌
を
投
げ
掛
け
る
、
さ
ら
に
衰
祁
が
う
た
い
か
え
す
。
こ
う
し
て
歌
の

「
闘
ひ
」
が
夜
明
け
ま
で
続
い
た
の
だ
。

さ
て
『
武
烈
紀
』
に
よ
れ
ば
歌
垣
が
行
わ
れ
た
の
は
「
海
柘
榴
市
の
巷
」
で

あ
っ
た
が
、
次
の
『
万
葉
集
』
の
「
問
答
歌
」
に
分
類
さ
れ
た
歌
も
歌
垣
で
の

歌
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

市
の
立
つ
「
巷
」
は
歌
垣
の
場
で
も
あ
っ
た
、
と
西
郷
信
綱
が
論
じ
た
の
は

（胆）

記
憶
に
新
し
い
。
西
郷
「
市
と
歌
垣
」
が
市
も
歌
垣
も
と
も
に
「
『
各
共
同
体

の
尽
き
る
処
』
、
『
各
共
同
体
が
他
の
共
同
体
ま
た
は
そ
こ
の
成
員
た
ち
と
接
触

す
る
』
地
点
に
発
生
し
た
」
と
し
、
歌
垣
を
一
村
落
共
同
体
内
の
農
耕
儀
礼
と

の
承
見
な
し
て
き
た
通
説
を
批
判
し
た
の
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
こ

の
問
答
歌
は
「
た
が
い
に
見
知
ら
ぬ
も
の
ど
う
し
な
れ
ば
こ
そ
」
成
り
立
つ
。

し
か
し
「
共
同
体
の
外
」
や
「
境
界
」
を
歌
垣
の
場
と
す
る
西
郷
論
は
「
共
同

体
」
を
す
で
に
前
提
と
し
た
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
歌
垣
が

「
男
女
の
集
会
」
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
「
他
の
共
同
体
」
と
の
接
点
で
あ
る
こ

と
の
方
が
重
要
な
の
だ
。
西
郷
論
が
市
や
歌
垣
が
「
社
会
的
交
換
」
、
「
族
外

⑱
問
答
歌

紫
は
灰
指
す
も
の
そ
海
石
榴
の
八
十
の
に
相
へ
る
児
や
誰（岨三一○一）

た
ら
ち
ね
の
母
が
召
ぶ
名
を
白
さ
め
ど
路
行
人
を
執
と
知
り
て
か

（皿三一○二）
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｢遊行」と歌垣

婚
」
を
「
潜
在
的
に
」
媒
介
す
る
有
力
な
場
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
、

と
す
る
の
は
歌
垣
を
「
共
同
体
」
や
「
社
会
的
な
交
換
」
と
い
っ
た
表
現
の
問

題
と
は
別
の
し
霞
ヘ
ル
か
ら
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

今
歌
の
問
題
と
し
て
は
歌
垣
が
「
遊
行
」
す
る
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
が
ぶ
つ
か

り
合
う
、
結
果
（
Ⅱ
族
外
婚
）
を
問
わ
な
い
過
程
の
た
だ
中
に
の
み
あ
る
こ
と

が
重
要
だ
。
真
に
「
た
が
い
に
見
知
ら
ぬ
も
の
ど
う
し
」
、
す
な
わ
ち
相
手
が

ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
「
他
者
」
で
あ
れ
ば
、
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
す
ら
不
可

能
で
あ
る
。
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
と
成
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
ヲ
ト
メ
を
争
う
ヲ

ト
コ
と
ヲ
ト
コ
と
の
間
に
、
あ
る
い
は
ヲ
ト
コ
と
ヲ
ト
メ
と
の
間
に
性
を
媒

介
と
し
た
対
立
が
成
り
立
つ
の
だ
。
し
か
も
、
互
い
に
シ
マ
と
呼
び
合
う
関

係
が
「
共
同
体
」
の
中
に
閉
じ
ら
れ
、
安
定
し
て
い
る
の
と
は
違
っ
て
、

ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
の
歌
に
よ
る
対
立
は
常
に
次
な
る
歌
を
必
要
と
し
て
い

た。側
の
問
答
歌
を
見
て
承
よ
う
。
三
一
○
一
歌
で
「
相
へ
る
児
や
誰
」
と
問
う

の
は
、
こ
れ
ま
で
「
遊
行
」
を
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
ヲ
ト
コ
の
側
が
ヲ
ト

メ
に
問
う
の
だ
と
解
せ
る
。
答
え
歌
「
路
行
人
を
執
と
知
り
て
か
」
は
「
な
な

ゆ
く
」
「
往
き
集
ふ
」
「
あ
そ
び
く
る
（
ゆ
く
）
」
な
ど
と
同
様
、
こ
の
ヲ
ト
コ
が

（過）

「
遊
行
」
の
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
歌
垣
の
歌
の
表
現
自
体
に
も
ヲ

ト
コ
な
い
し
ヲ
ト
メ
の
性
の
別
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
歌
に
ヲ
ト
コ

の
側
の
表
現
、
ヲ
ト
メ
の
側
の
表
現
の
別
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
う
た
い
手
が

「
遊
行
」
し
て
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
と
い
う
い
わ
ば
装
束
・
武
具
を
身
に
帯
び
て

い
る
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ト
メ
を
表
す
歌
を
う

た
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
う
た
い
手
は
「
遊
行
」
す
る
状
態
に
あ
り
続
け
た

のである。

答歌「．

白
さ
め
ど
：
：
：
執
と
知
り
て
か
」
は
呉
哲
男
の
指
摘
の
よ
う
に

問
い
の
側
の
「
積
極
的
な
主
張
（
求
婚
Ⅱ
共
同
体
の
根
拠
）
に
対
し
て
イ
ロ
ニ

（皿）

-
（
反
語
）
の
表
現
」
を
と
る
。
側
や
例
の
言
葉
の
問
答
が
名
を
問
い
、
名
を

答
え
る
一
問
一
答
式
の
対
称
的
な
問
答
で
閉
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
決
定
的
に

異
な
り
、
歌
の
問
答
は
「
非
対
称
」
で
あ
る
。
閉
じ
ら
れ
た
問
答
は
す
ぐ
さ
ま

結
婚
に
結
び
付
く
。
し
か
し
ヲ
ト
メ
の
側
の
歌
が
「
…
…
白
さ
め
ど
：
：
・
・
執
と

知
り
て
か
」
と
前
歌
に
対
し
て
ず
ら
し
の
位
置
を
と
る
こ
と
で
、
歌
の
問
答
は

こ
こ
で
完
結
す
る
こ
と
が
な
く
さ
ら
に
問
を
触
発
し
、
結
果
（
結
婚
Ⅱ
共
同

体
）
を
遅
ら
せ
る
。
そ
の
た
め
の
歌
の
ワ
ザ
に
よ
っ
て
ヲ
ト
メ
の
側
の
歌
、
ヲ

ト
コ
の
側
の
歌
の
「
非
対
称
」
を
生
じ
「
詠
歌
甚
多
く
し
て
載
車
に
勝
へ
ず
」

卿
と
言
わ
れ
た
多
く
の
歌
々
の
生
成
を
可
能
に
し
た
の
だ
。
こ
こ
に
「
歌
」
そ

（妬）

の
も
の
が
「
垣
」
を
成
す
歌
垣
の
場
が
立
ち
表
わ
れ
る
。
歌
垣
は
ヲ
ト
コ
・

ヲ
ト
メ
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
「
歌
」
そ
の
も
の
が
「
垣
」
を
成
す
そ
の
瞬
間
に

表
わ
れ
る
「
遊
行
」
の
場
な
の
だ
。

む
す
び
「
遊
行
女
婦
」
の
発
生
ま
で

最
後
に
ふ
た
た
び
『
万
葉
集
』
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。

側
で
は
家
持
が
「
妹
」
と
離
れ
て
あ
る
こ
と
に
よ
り
「
恋
」
の
た
だ
中
に
「
遊

往
」
し
、
側
の
新
田
部
親
王
の
「
遊
行
」
は
「
恋
」
の
雰
囲
気
に
満
ち
た
も
の

で
あ
っ
た
。
「
遊
行
」
が
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
、
『
万
葉
集
』
に
と
っ
て

は
「
恋
」
の
状
態
に
留
ま
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。
と
す
れ

ば
、
「
遊
行
女
婦
」
と
は
、
常
に
「
遊
行
」
す
る
ヲ
ト
メ
の
状
態
に
あ
る
こ
と

で
「
恋
」
歌
の
ワ
ザ
を
専
門
に
担
う
者
の
呼
称
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
「
遊
行
女
婦
」
は
家
持
の
歌
に
次
の
よ
う
に
よ
ま
れ
る
。

父
母
を
見
れ
ば
た
ふ
と
く
妻
子
見
れ
ば
か
な
し
く
め
ぐ
し
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｢遊行」と歌垣

末
尾
に
注
が
「
佐
夫
流
と
い
ふ
は
、
遊
行
女
婦
の
字
な
り
」
と
あ
り
、
「
射
水
河

流
る
水
沫
の
よ
る
べ
な
承
」
は
「
遊
行
女
婦
」
の
様
を
言
う
。
父
母
、
妻

子
、
家
に
あ
っ
て
夫
を
待
つ
妹
と
の
関
係
を
説
く
「
よ
の
こ
と
わ
り
」
と
、
二

人
並
ん
で
い
て
も
決
し
て
妻
と
は
呼
べ
な
い
「
遊
行
女
婦
」
と
の
関
係
は
相
容

れ
ず
鋭
く
対
立
し
、
「
す
べ
も
す
べ
な
さ
」
と
嘆
く
外
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど

「
遊
行
」
し
た
鷲
住
王
の
妹
た
ち
が
悲
嘆
に
く
れ
て
い
た
よ
う
に
。
注
目
さ
れ

る
の
は
こ
の
長
歌
で
「
遊
行
女
婦
」
が
「
流
る
水
沫
」
の
よ
う
に
「
よ
る
べ
な

し
」
と
よ
ま
れ
、
第
三
反
歌
で
は
さ
ら
に
「
く
れ
な
ゐ
は
う
つ
る
ふ
も
の
そ
」

と
「
う
つ
る
ふ
」
こ
と
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
よ
る
べ

な
し
」
「
う
つ
る
ふ
」
な
ど
固
定
せ
ず
、
常
に
変
化
す
る
様
態
は
「
遊
行
女
婦
」

の
「
遊
行
」
と
い
う
本
質
か
ら
導
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
和
名
抄
』
引
用
の
奈
良
時
代
の
書
に
「
遊
行
女
児
」
Ⅱ
「
宇
加
礼
女
」
と
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
遊
行
」
を
「
う
か
る
」
と
訓
ま
せ
る
こ
こ
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
も
そ
れ
は
窺
え
よ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
遊
行
」
の
状
態
に
あ
る
こ

と
は
ウ
カ
ル
・
ウ
ク
場
に
身
を
置
く
こ
と
だ
っ
た
が
、
ウ
カ
ル
・
ウ
ク
と
は
万

葉
の
歌
こ
と
ば
に
お
い
て
は
「
恋
」
の
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

う
つ
せ
ゑ
の
よ
の
こ
と
わ
り
と
か
く
さ
ま
に
い
ひ
け
る
も
の
を
…

…
は
な
れ
居
て
な
げ
か
す
い
も
が
何
時
し
か
も
つ
か
ひ
の
こ
む
と

ま
た
す
ら
む
心
さ
ぶ
し
く
南
吹
き
雲
消
益
り
て
射
水
河
流
る

水
沫
の
よ
る
べ
な
承
さ
ぶ
る
其
児
に
ひ
も
の
緒
の
い
つ
が
り
あ

ひ
て
に
ほ
ど
り
の
ふ
た
り
双
び
坐
那
呉
の
う
ゑ
の
お
き
を
ふ
か

め
て
さ
ど
は
せ
る
き
ゑ
が
こ
こ
ろ
の
す
べ
も
す
べ
な
さ（肥四一○六）

船
の
上
で
寝
た
り
、
烏
が
水
の
上
に
浮
い
た
ま
ま
寝
る
様
を
表
す
、
文
字
ど
お

り
の
「
浮
寝
」
か
ら
、
「
恋
」
の
状
態
に
あ
っ
て
涙
に
浮
か
び
「
浮
寝
」
を
す

る
と
い
う
歌
語
が
成
熟
し
て
い
く
の
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し

た
「
恋
」
の
歌
語
の
成
熟
を
バ
ッ
ク
に
し
て
、
「
遊
行
」
（
巻
十
六
）
・
「
遊
往
」

（
家
持
歌
）
・
「
あ
そ
び
あ
る
く
」
（
巻
五
）
と
い
っ
た
語
が
『
万
葉
集
』
の
中
に

浮
上
し
て
く
る
八
世
紀
、
「
遊
行
女
婦
」
と
い
う
呼
称
が
登
場
し
て
く
る
の
だ
。

「
遊
行
女
婦
」
は
恋
の
歌
に
熟
練
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
遊
行
」
を
も
っ
て
呼

（脳）

ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
こ
う
し
た
『
万
葉
集
』
の
「
遊
行
」
と
歌
垣
の
「
遊
行
」
と
の
間
に
は
、

大
き
な
飛
躍
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
だ
。
野
や
山
の
「
遊
行
」
の
場

に
立
ち
表
わ
れ
る
歌
垣
に
、
す
ぐ
さ
ま
「
遊
行
女
婦
」
の
発
生
を
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
見
通
し
の
承
を
述
べ
て
お
く
。

八
世
紀
は
、
歌
垣
が
朱
雀
門
で
行
わ
れ
、
天
皇
の
前
で
「
供
奉
」
さ
れ
（
㈱
、

⑯
）
、
ま
た
都
の
ま
な
ざ
し
や
漢
文
の
美
辞
麗
句
が
筑
波
嶺
や
杵
島
峰
の
歌
垣

を
捉
え
た
（
⑬
、
⑭
）
時
期
で
あ
る
。
歌
垣
で
う
た
わ
れ
た
歌
が
歌
曲
名
を
も

っ
て
宮
廷
に
保
有
さ
れ
る
こ
の
頃
は
ま
た
、
都
や
畿
内
の
歌
垣
が
禁
圧
さ
れ
て

（Ⅳ）

い
く
の
と
「
裏
お
も
て
」
の
関
係
に
あ
っ
た
。
万
葉
歌
の
よ
ま
れ
る
場
と
し
て

の
宮
廷
が
か
つ
て
の
歌
垣
の
場
を
抱
え
込
む
よ
う
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
を
予
想
さ
せ
る
。
歌
の
贈
答
の
場
と
し
て
の
宮
廷
の
問
題
は
、
氏
女
た
ち
が

・
住
吉
の
津
守
網
引
の
浮
笑
の
緒
の
矧
荊
か
去
か
む
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は

（ｕ二六四六）

・
吾
妹
子
に
恋
ふ
れ
に
か
あ
ら
む
奥
に
住
む
鴨
の
浮
寝
の
安
け
く
も
無
し

（ｕ二八○六）

・
敷
細
の
枕
ゆ
く
く
る
涙
に
そ
浮
寝
を
し
け
る
恋
の
繁
き
に
（
４
五
○
七
）
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｢遊行」と歌垣

『
万
葉
集
』
の
中
で
「
娘
子
」
（
Ⅱ
ヲ
ト
メ
）
と
呼
ば
れ
、
「
ま
す
ら
を
」
が
「
ま

す
ら
を
の
を
と
こ
さ
ぴ
す
と
…
…
」
と
よ
ま
れ
た
よ
う
に
、
ヲ
ト
コ
で
あ

（咽）

っ
た
こ
と
を
手
掛
か
り
に
し
て
考
え
て
い
け
る
だ
ろ
う
。
一
方
都
市
の
成
立

（四）

の
中
に
歌
垣
を
見
る
こ
と
で
、
『
令
集
解
』
「
遊
部
」
注
に
「
（
遊
部
は
）
野
中
・

古
市
の
人
、
歌
垣
の
類
是
な
り
」
と
あ
る
「
歌
垣
の
類
」
と
い
っ
た
把
握
の
し

か
た
や
、
九
世
紀
の
『
和
名
抄
』
に
「
遊
女
」
Ⅱ
「
遊
行
女
児
」
が
「
巫
頚
」

（別）

「
乞
児
」
「
愉
児
」
「
群
盗
」
と
い
っ
た
市
に
出
没
す
る
者
た
ち
と
同
類
に
見
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
、
歌
垣
と
歌
の
ワ
ザ
を
担
う
「
遊
行
女
婦
」
と
を
結
び

付
け
る
有
力
な
痕
跡
と
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
歌
垣
と
「
遊
行
女
婦
」

と
の
深
い
関
係
は
何
よ
り
も
、
「
遊
行
女
婦
」
の
歌
の
中
に
求
め
ら
れ
る
に
違

いない。

注
（
１
）
『
万
葉
集
』
の
「
遊
行
女
婦
」
の
語
例
は
以
下
の
と
お
り
。

①
大
宰
帥
大
伴
卿
の
大
納
言
に
兼
任
し
て
、
京
に
向
ひ
て
上
道
す
。
此
の
日
馬

を
水
城
に
駐
め
て
、
府
家
を
顧
み
望
む
。
時
に
卿
を
送
る
府
吏
の
中
に
、
遊
行

女
婦
あ
り
。
其
の
字
を
児
島
と
日
ふ
。
是
に
娘
子
、
此
の
別
る
る
こ
と
の
易
き

を
傷
み
、
彼
の
会
ふ
こ
と
の
難
き
を
嘆
き
、
涕
を
拭
ひ
て
、
自
ら
袖
を
振
る
歌

を
吟
へ
り
。
（
６
九
六
五
’
六
、
左
注
。
家
持
の
「
和
歌
」
あ
り
）

②
右
の
一
首
は
遊
行
女
婦
土
師
（
肥
四
○
四
七
、
左
注
。
家
持
ら
が
布
勢
水
海

に
至
っ
て
遊
覧
し
た
時
の
六
首
中
）

③
右
の
一
首
は
、
遊
行
女
婦
土
師
作
れ
り
（
妃
四
○
六
七
、
左
注
。
家
持
ら
の

橡
久
米
朝
臣
広
繩
館
で
の
宴
歌
四
首
中
）

④
遊
行
女
婦
蒲
生
娘
子
の
歌
一
首
（
四
四
二
三
二
、
題
。
家
持
ら
が
介
内
蔵
忌

寸
繩
麿
の
館
に
て
会
集
・
宴
楽
し
た
折
の
歌
中
）

⑤
右
の
二
首
、
伝
へ
調
め
る
は
遊
行
女
婦
蒲
生
是
な
り
。
（
四
四
二
三
六
’
七
、

左
注
。
④
と
同
時
。
作
者
未
詳
の
「
死
り
し
妻
を
悲
傷
び
た
る
歌
一
首
丼
せ
て

短歌」を伝調）

⑥
橘
の
歌
一
首
遊
行
女
婦
（
８
一
四
九
二
）

⑦
左
夫
流
と
言
ふ
は
、
遊
行
女
婦
の
字
な
り
（
肥
四
一
○
六
。
家
持
作
「
教
職

史
生
尾
張
少
咋
歌
」
の
歌
詞
注
）

（
２
）
柳
田
国
男
弓
イ
タ
ヵ
』
及
び
『
サ
ン
カ
』
」
（
一
九
二
、
！
二
）
・
『
定
本
』
四
、

「
笏
を
持
て
る
女
」
（
「
巫
女
考
」
）
（
一
九
一
四
）
・
『
定
本
』
九
、
扇
畑
忠
雄
「
遊

行
女
婦
と
娘
子
群
」
『
万
葉
集
大
成
』
作
家
研
究
篇
、
瀧
川
政
次
郎
『
遊
女
の
歴

史
』
『
遊
行
女
婦
・
遊
女
・
槐
偲
女
』
（
一
九
六
五
）
な
ど
。

（
３
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』
（
一
九
六
八
）
は
万
葉
の
「
遊
女
」
は
「
酒
宴
の
接

待
役
と
し
て
出
現
し
た
」
と
い
う
視
点
か
ら
「
采
女
は
宮
廷
の
遊
女
と
も
い
う
べ

き
性
格
が
強
い
」
と
し
「
豊
前
国
娘
子
大
宅
女
」
「
丹
波
大
女
娘
子
」
な
ど
を
大
和

へ
「
地
方
か
ら
入
っ
て
き
て
定
着
し
た
、
職
業
的
遊
女
」
と
み
る
。
ま
た
「
娘

子
」
に
つ
い
て
「
普
通
の
娘
も
あ
り
、
依
網
娘
子
の
よ
う
に
す
で
に
結
婚
し
て
い

る
女
も
あ
り
、
茅
上
娘
子
の
よ
う
に
宮
廷
に
仕
え
て
い
る
女
嬬
も
あ
り
、
遊
行
女

婦
も
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
論
を
ふ
ま
え
て
、
犬
飼
公
之
「
遊
行
女
婦
と

娘
子
群
」
『
万
葉
集
講
座
六
』
（
一
九
七
三
）
、
浅
野
則
子
「
女
歌
の
成
立
試
論
ｌ

遊
行
女
婦
の
立
場
を
中
心
に
」
『
国
文
目
白
五
』
（
一
九
八
二
）
が
あ
る
。
な
お
、

「
娘
子
」
や
采
女
と
「
遊
行
女
婦
」
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
４
）
網
野
善
彦
「
遊
女
と
非
人
・
河
原
者
」
『
体
系
仏
教
と
目
本
人
８
性
と
身
分
』

（一九八九）。

（
５
）
土
橋
、
注
（
３
）
に
同
じ
。
木
村
紀
子
「
古
代
日
本
語
の
『
あ
そ
ぶ
筐
『
奈
良
大

学
紀
要
昭
』
（
一
九
八
五
）
も
『
古
事
記
』
の
「
遊
行
」
に
つ
い
て
「
漢
語
『
遊

行
』
（
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
）
の
意
」
と
す
る
。

（
６
）
後
藤
利
雄
「
饗
と
鬚
と
檀
越
と
１
万
葉
巻
十
六
の
歌
三
首
に
つ
い
て
」
『
国
語

と国文学』（一九八○・八）。

（
７
）
伊
藤
博
は
「
蓮
」
に
「
憐
（
恋
）
」
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
「
婦
人
」
の
歌
は
「
可

憐
可
憐
と
お
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
、
お
池
に
憐
愛
の
情
な
ん
か
い
だ
い

た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
蓮
は
蓮
で
も
、
ち
が
う
お
方
で
し
ょ
う
」
の
意
が
あ
っ

た
と
す
る
。
「
は
ち
す
ｌ
戯
咲
歌
の
一
解
釈
」
『
万
葉
』
（
一
九
六
一
・
一
）
。
中
西

進
講
談
社
文
庫
『
万
葉
集
』
注
も
「
実
際
に
な
い
蓮
を
あ
る
と
い
う
の
は
蓮
に
恋

を
け
て
婦
人
に
戯
れ
た
」
と
す
る
。

（
８
）
古
橋
信
孝
『
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
』
（
一
九
八
五
）
、
『
古
代
和
歌
の
発
生
』

（
一
九
八
八
）
な
ど
。
た
と
え
ば
「
巡
行
叙
事
」
と
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
神

が
巡
行
し
見
出
し
た
も
の
を
う
た
う
一
人
称
語
り
の
〈
巡
行
叙
事
〉
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
始
源
的
に
は
村
立
て
の
起
源
を
語
る
神
謡
と
し
て
あ
っ
た
。
村
立
て
を
広

げ
て
、
社
会
の
起
源
と
す
れ
ば
、
結
婚
の
起
源
も
含
め
ら
れ
、
神
が
来
訪
し
土
地

の
女
と
神
婚
す
る
の
も
、
〈
巡
行
叙
事
〉
と
し
て
う
た
わ
れ
た
。
」
（
『
古
代
和
歌
の

発生』二六ページ）。

（
９
）
古
橋
「
さ
ぶ
」
『
古
代
語
を
読
む
』
（
一
九
八
八
）
に
よ
れ
ば
、
「
貴
人
さ
ぶ
」
「
翁

さ
ぶ
」
「
男
さ
ぶ
」
「
少
女
さ
ぶ
」
な
ど
の
ズ
ー
さ
ぶ
と
は
「
始
源
の
貴
人
、

- ８ ３ -



｢遊行」と歌垣

翁
、
少
女
、
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ま
の
様
子
を
い
う
」
と
す
る
。

（
、
）
「
是
時
、
其
の
子
事
代
主
神
、
遊
行
在
二
於
出
雲
国
三
穂
之
碕
こ
（
神
代
紀
第
九

段
本
文
）
、
「
皇
太
子
遊
一
行
於
片
岡
→
時
に
飢
者
、
道
の
垂
に
臥
せ
り
。
」
（
推
古

天
皇
紀
二
十
一
年
）
な
ど
「
碕
」
や
「
岡
」
も
「
遊
行
」
の
場
で
あ
っ
た
。

（
ｕ
）
最
近
で
は
森
朝
男
は
歌
垣
の
歌
の
本
質
を
「
ヴ
ァ
ィ
オ
レ
ン
ト
（
凶
暴
）
な
性

格
」
に
見
、
そ
れ
が
万
葉
歌
の
な
か
に
も
潜
ん
で
い
る
、
と
し
て
い
て
興
味
深

い。「古代和歌と祝祭』（一九八八）。

（
妃
）
西
郷
信
綱
「
市
と
歌
垣
」
『
文
学
』
（
一
九
八
○
・
四
）
。
赤
坂
憲
雄
も
西
郷
論
を

ふ
ま
え
て
「
市
と
歌
垣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
が
尽
き
は
て
、
異
質
な
る
他
者

や
共
同
体
と
接
す
る
地
点
に
め
ば
え
た
、
た
が
い
に
包
摂
し
あ
う
〈
交
通
〉
の
か

た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
赤
坂
『
境
界
の
発
生
』
「
古
代
の
交
通
」
（
一

九八九）。

（
週
）
斎
藤
英
喜
「
恋
と
人
言
ｌ
万
葉
相
聞
歌
の
一
側
面
と
し
て
」
『
日
本
大
学
語

文
だ
』
（
一
九
八
九
・
十
二
）
は
三
一
○
二
歌
の
「
路
行
人
」
が
、
「
恋
の
使
い
」

に
な
り
え
る
が
一
方
で
恋
の
噂
（
「
人
言
」
）
を
立
て
「
恋
を
露
見
さ
せ
る
『
人
」
」

で
も
あ
る
「
玉
桙
の
道
来
る
人
」
・
「
玉
桙
の
路
行
人
」
と
通
じ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
歌
垣
が
「
噂
の
発
生
す
る
場
で
も
あ
」
っ
た
こ
と
を
の
べ
る
。

（
狸
）
呉
哲
男
「
〈
う
た
い
手
〉
の
発
生
」
『
国
文
学
』
（
一
九
八
九
・
一
）
。
な
お
、
呉

論
は
歌
垣
の
歌
の
内
実
で
あ
る
「
イ
ロ
ニ
ー
表
現
の
も
つ
非
対
称
性
は
、
共
同
体

の
内
部
で
歌
い
つ
が
れ
る
心
然
性
が
な
い
の
で
、
外
部
を
浮
遊
す
る
」
こ
と
に
な

る
が
、
こ
う
し
た
「
外
部
性
（
非
生
産
性
）
を
『
遊
び
』
と
し
て
許
容
す
る
の
が
宮

廷
と
い
う
位
相
空
間
の
特
異
性
で
も
あ
っ
た
」
と
も
の
べ
て
い
て
、
示
唆
的
で
あ

る
。
「
恋
」
の
歌
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
こ
の
論
文
に
啓
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
巧
）
古
代
の
「
歌
垣
」
を
そ
の
語
の
示
す
ご
と
く
歌
の
「
垣
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
は
、
高
橋
六
二
「
垣
の
歌
争
ひ
ｌ
様
式
と
し
て
の
『
歌
語
り
』
の
想
定
の
た

め
に
」
『
シ
リ
ー
ズ
古
代
の
文
学
４
想
像
力
と
様
式
』
（
一
九
七
九
）
、
藤
井
貞

和
「
歌
垣
か
ら
女
歌
へ
」
『
国
文
学
』
（
一
九
八
九
・
一
二
。

（
妬
）
こ
の
あ
た
り
、
折
口
信
夫
の
「
女
歌
」
と
い
う
概
念
に
か
か
わ
っ
て
、
な
ぜ

「
遊
行
」
の
「
女
婦
」
で
あ
っ
た
か
さ
ら
に
厳
密
な
論
が
必
要
と
考
え
る
。
浅
野

則
子
（
注
（
３
）
論
）
は
「
遊
行
女
婦
」
を
置
い
て
そ
の
成
立
を
見
通
そ
う
と
し
て

い
る
。
鈴
木
日
出
男
「
女
歌
論
」
『
日
本
の
文
学
５
』
（
一
九
八
九
・
五
）
は
「
女

歌
」
を
歌
垣
歌
の
伝
統
の
上
に
「
相
手
へ
の
切
り
返
し
」
「
反
発
」
の
発
想
を
と

る
歌
と
し
、
男
の
作
る
「
女
歌
」
の
問
題
を
提
起
す
る
。
ま
た
藤
井
貞
和
（
注

（
妬
）
論
）
は
折
口
論
を
批
判
的
に
踏
ま
え
つ
つ
「
歌
垣
の
歌
か
ら
特
殊
に
女
歌
が

成
長
し
、
男
歌
を
切
り
返
す
内
容
を
中
心
に
し
て
贈
答
歌
の
手
法
が
洗
練
と
固
定

と
を
み
て
き
た
こ
と
に
こ
そ
注
意
す
べ
き
だ
」
と
の
べ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
西
郷
信
綱
、
注
（
⑫
）
論
。

（
喝
）
今
回
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
神
祭
祀
の
場
に
限
っ
て
、
神
を
ま
つ
り
、
神

に
奉
仕
す
る
者
が
「
ヲ
ト
コ
」
「
ヲ
ト
メ
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
現
実
生
活
に
お

け
る
未
婚
か
既
婚
か
を
問
わ
な
か
っ
た
。
義
江
明
子
「
〈
玉
依
ヒ
メ
〉
再
考
ｌ
『
妹

の
力
』
批
判
」
『
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
４
巫
と
女
神
』
（
一
九
八
九
）
。
『
紀
』

『
記
』
で
仁
徳
の
皇
后
が
紀
伊
国
を
「
遊
行
」
し
て
「
御
綱
柏
」
を
求
め
る
、
『
紀
』

の
聖
徳
太
子
が
片
岡
を
「
遊
行
」
す
る
の
は
こ
ち
ら
か
ら
考
え
た
方
が
よ
い
か
も

し
れ
な
い
。
神
の
祭
祀
は
「
共
同
体
」
を
自
覚
す
る
場
で
あ
る
。
「
共
同
体
」
の

問
題
と
し
て
は
、
「
共
同
体
」
は
何
処
か
に
恒
常
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

神
の
祭
祀
や
「
遊
行
」
の
者
の
接
触
の
場
に
お
い
て
一
瞬
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
ぬ
）
呉
哲
男
「
都
市
と
庭
園
ｌ
家
持
の
花
鳥
歌
を
中
心
に
」
『
日
本
文
学
』
（
一
九
八

七・五）。

（
釦
）
小
林
茂
文
「
古
代
の
市
の
景
観
ｌ
流
通
外
の
機
能
を
中
心
に
」
『
早
稲
田
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
８
』
（
一
九
八
一
・
三
）
は
『
続
紀
』
霊
亀
元
年
五
月

き
つ
か
い
ほ
か
ひ

に
「
東
西
市
頭
。
乞
巧
者
衆
」
と
あ
る
の
を
引
い
て
「
市
に
は
乞
巧
Ⅱ
乞
食
者
が

集
ま
っ
て
い
る
」
と
の
べ
る
。
ま
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
に
は
、
し
ば
し
ば

盗
人
が
市
で
盗
品
を
売
る
場
面
、
市
に
盗
品
が
出
廻
る
こ
と
が
出
て
く
る
。
勝
俣

鎮
夫
「
売
買
・
質
入
れ
と
所
有
観
念
」
『
日
本
の
社
会
史
４
』
（
一
九
八
六
）
。

＊
引
用
本
文
は
原
則
的
に
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
』
（
講
談
社
文
庫
）
、
思
想
大
系

『
古
事
記
』
（
岩
波
書
店
）
、
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
（
同
上
）
、
古
典
文
学
大

系
『
風
土
記
』
（
同
上
）
、
古
典
文
庫
「
続
日
本
紀
』
（
現
代
思
潮
社
）
に
よ
っ
た
が
、

私
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

＊
こ
の
論
は
一
九
八
九
年
八
月
の
古
代
文
学
会
・
物
語
研
究
会
・
古
代
文
学
研
究
会

に
よ
る
沖
繩
合
同
大
会
（
テ
ー
マ
『
共
同
体
・
交
通
・
表
現
』
）
に
お
い
て
口
頭
発

表
し
た
も
の
を
も
と
に
し
て
い
る
。
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