
特 集 ・ 都 市

古
代
日
本
に
中
国
の
律
令
制
が
導
入
さ
れ
、
お
び
た
だ
し
い
量
の
文
書

が
生
み
出
さ
れ
た
。
国
家
に
管
理
さ
れ
る
物
や
人
を
文
字
に
よ
っ
て
書

記
・
把
握
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
、
文
書
主
義
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
平
城
京
の
総
国
分
寺
で
あ
っ
た
東
大
寺
の
正
倉
院
に
伝
え
ら
れ
て
き

た
膨
大
な
点
数
の
正
倉
院
文
書
や
藤
原
京
跡
・
平
城
京
跡
や
各
国
の
国

府
・
郡
家
の
遺
跡
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
数
多
く
の
木
簡
、
平
城
京

跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
高
札
な
ど
は
そ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
木
簡
は
古
い
も
の
で
は
七
世
紀
前
半
の
も
の
が
存
在
し
て

（１）
お
り
、
書
き
記
す
と
い
う
行
為
が
、
藤
原
京
以
前
か
ら
、
金
石
文
の
よ
う

な
特
別
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

（２）

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
七
・
八
世
紀
は
、
あ
る
意
味
で
す
で
に
「
文
字

の
文
化
」
の
社
会
で
あ
っ
た
。
藤
原
京
・
平
城
京
と
い
う
古
代
都
市
が
文

字
に
書
く
こ
と
を
直
接
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
が
、
物
資

や
人
が
移
動
し
て
集
中
化
す
る
宮
都
に
お
い
て
文
書
主
義
に
よ
っ
て
膨
大

な
文
書
が
生
み
出
さ
れ
、
官
人
た
ち
の
教
養
と
し
て
の
文
字
文
化
が
蓄
積

さ
れ
、
文
字
表
現
も
醸
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

万
葉
歌
に
お
け
る
声
の
世
界

特
集
・
都

一
万
葉
歌
に
お
け
る
声
と
文
字

そ
の
よ
う
な
「
文
字
の
文
化
」
の
な
か
で
、
和
歌
は
ど
う
で
あ
っ
た
の

か。う
た
は
本
来
「
声
の
文
化
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
和
歌
が
文
字

（３）

に
よ
っ
て
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
久
米
常
民
氏
が
説
い
た
よ
う
に
、

宴
席
な
ど
で
朗
調
さ
れ
、
音
声
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
の
が
基
本
で
あ
っ

た。早
川
庄
八
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
古
代
の
お
び
た
だ
し
い
文
字
資
料
が
遺

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
律
令
国
家
制
度
に
お
け
る
声
の
重
要
性

を
強
調
し
て
い
る
。
書
き
記
さ
れ
た
宣
命
が
宮
廷
儀
礼
の
場
で
音
声
化
し

て
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
官
人
の
日
常
の
政

務
の
な
か
で
は
音
声
に
よ
る
伝
達
が
主
で
、
そ
れ
が
逆
に
文
書
化
さ
れ
て

（４）

伝
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
宣
命
の
音
声
化
は
騨
宴
な
ど
に
お
け
る
和
歌
の
朗
調
の
場
合
と
通

じるよ、７に思われる。

た
と
え
ば
、
大
伴
旅
人
は
、
聖
武
天
皇
の
吉
野
離
宮
行
幸
で
の
お
そ
ら

く
は
津
宴
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
長
歌
を
作
っ
て
い
る
。

み
よ
し
の
の
よ
し
の
の
み
や
は
や
ま
か
ら
し
た
ふ
と
く
あ
ら
し
か
は
か
ら
し

見
吉
野
之
吉
野
乃
宮
者
山
可
良
志
貴
有
師
水
可
良
思

さ
や
け
く
あ
ら
し
あ
め
つ
ち
と
な
が
く
ひ
さ
し
く
よ
ろ
づ
よ
に
か
は
ら
ず
あ
ら
む
い
で
ま
し
の
み
や

清
有
師
天
地
与
長
久
萬
代
氷
不
改
将
有
行
幸
之
宮

真

下

厚
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（三・三一五）

旅
人
は
こ
の
よ
う
に
書
き
記
し
た
文
書
を
前
に
し
て
朗
調
す
る
予
定
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
歌
の
題
詞
の
下
に
は
「
未
し
暹
二
奏
上
一
歌
」

と
い
う
注
が
付
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
事
情
で
奏
上
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
れ
が
奏
上
す
る
こ
と
を
前
提
に
書
き
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

意
味
し
よ
う
。
お
そ
ら
く
は
書
き
記
さ
れ
た
も
の
を
よ
み
上
げ
た
（
朗
謂
）

（５）

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
書
き
記
さ
れ
た
も

の
を
頼
り
に
朗
調
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
旅
人
は
、
こ
の
程
度
の

長
さ
の
和
歌
を
そ
ら
ん
じ
る
こ
と
は
十
分
に
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
声
の

世
界
と
文
字
の
世
界
は
別
々
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
日
の
中

国
地
方
に
お
け
る
田
植
唄
の
音
頭
取
り
が
歌
詞
を
そ
ら
ん
じ
る
一
方
で
、

そ
れ
ら
を
書
き
記
し
た
田
植
唄
本
を
所
持
す
る
の
は
文
字
の
呪
的
な
力
の

な
す
権
威
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
旅
人
は
そ
ら
ん
じ
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
よ
み
上
げ
よ
、
フ
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
は
別
の
次
元

で
あ
る
文
字
の
呪
力
が
は
た
ら
く
世
界
に
お
い
て
奉
祝
の
意
を
こ
め
よ
う

（６）

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
和
歌
は
声
の
世
界
と
文
字
の
世
界

と
に
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
わ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
別
々
の
世
界
に
わ
た
り
つ
つ
双
方
を
繋
ぐ
よ
う

な
か
た
ち
で
創
作
さ
れ
る
和
歌
は
限
ら
れ
て
お
り
、
実
際
の
宴
席
な
ど
で

は
声
に
よ
っ
て
創
作
・
朗
調
さ
れ
る
歌
が
数
多
く
存
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

宮
廷
の
声
の
世
界
で
は
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
に
お
け
る
詞
章
の
音
声
化

や
詩
宴
に
お
け
る
漢
詩
の
朗
謂
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
が
響
い

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
和
歌
は
特
別
な
こ
と
ば
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

中
国
文
化
を
置
換
す
る
翻
読
語
が
す
す
ん
で
取
り
込
ま
れ
た
り
、
詩
宴
の

場
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
文
の
発
想
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
り
も
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
和
歌
を
音
声
に
よ
っ
て
享

（７）

受
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

和
歌
が
文
字
で
書
き
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
宴
席
な
ど
で
創

作
・
朗
諏
さ
れ
る
場
合
は
、
多
く
は
、
文
字
に
書
き
つ
つ
創
作
さ
れ
て
ゆ

く
の
で
は
な
く
、
長
意
吉
麻
呂
の
戯
笑
歌
の
ご
と
く
、
音
声
に
よ
っ
て
朗

謂
し
よ
う
と
す
る
際
に
和
歌
が
生
成
し
て
く
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
和
歌
に
お
い
て
文
字
が
関
わ
る
の
は
、
和
歌
を
書
き
記
す

場
合
、
そ
の
よ
う
な
資
料
に
基
づ
い
て
歌
集
を
編
纂
す
る
場
合
、
書
簡
に

記
さ
れ
た
和
歌
を
読
ん
で
返
歌
が
作
ら
れ
る
場
合
が
そ
の
主
な
場
合
で
あ

ろう。と
こ
ろ
で
、
和
歌
を
書
き
記
す
の
は
、
文
字
の
力
に
よ
っ
て
歴
史
的
事

象
を
伝
承
し
よ
、
フ
と
す
る
歴
史
意
識
か
ら
の
も
の
が
ま
ず
は
重
視
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
記
録
化
の
意
識
は
宮
廷
文
化
の
中
枢

に
お
い
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
併
せ
て
中
国
詩
文
学

の
影
響
の
も
と
に
呪
性
と
関
わ
る
文
芸
意
識
か
ら
和
歌
が
書
き
記
さ
れ
、

歌
集
が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
双
方
の
要
素
が

混
在
す
る
よ
、
フ
な
場
合
も
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
自
ら
の
歌
を
も
含

め
て
、
声
に
よ
る
和
歌
が
書
き
記
さ
れ
る
と
き
、
文
字
の
世
界
で
の
創
作

と
い
う
、
別
の
新
た
な
創
作
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
歌
集
と
し
て
記
載
・
編
纂
さ
れ
た
も
の
か
ら
和
歌
の
声

の
世
界
に
お
け
る
多
様
な
実
態
を
捉
え
る
の
は
困
難
で
は
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
グ
デ
ィ
や
オ
ン
グ
、
川
田
順
造
氏
な
ど
の
「
声
の
文
化
」
「
文
字
の
文

（８）

化
」
に
関
す
る
理
論
的
な
整
理
、
そ
し
て
ほ
ぼ
「
声
の
文
化
」
に
相
当
す

る
も
の
と
し
て
歌
の
生
成
・
伝
承
さ
れ
る
生
態
が
観
察
で
き
る
奄
美
の
島
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（９）

歌
の
世
界
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
あ
る
程
度
窺
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

オ
ン
グ
は
一
次
的
な
「
声
の
文
化
」
の
累
加
累
積
的
性
格
・
冗
長
性
・

闘
技
性
・
一
体
化
・
恒
常
性
維
持
的
性
格
・
状
況
依
存
的
性
格
な
ど
に
つ

（旧）

い
て
論
じ
て
い
る
。

ま
た
ロ
ー
ド
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
短
い
杼
情
的
な
口
承
詩
に
つ
い
て
も
、

長
大
な
英
雄
叙
事
詩
な
ど
と
同
様
に
、
歌
詞
が
一
句
一
句
正
確
に
記
憶
さ

れ
て
い
て
そ
れ
が
取
り
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
決
ま
り
文
句
が
あ
る
こ

と
や
二
行
か
ら
四
行
程
度
の
長
さ
の
韻
律
を
も
つ
歌
詞
の
連
結
か
ら
な
る

こ
と
か
ら
、
記
憶
さ
れ
呼
び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
の
だ
と
述

（Ⅲ）

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ロ
ー
ド
は
声
の
歌
を
そ
の
生
成
・
流
動
す
る
と
こ

ろ
に
力
点
を
置
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
日
本
古
代
の
短
歌
あ
る
い

は
短
歌
謡
は
、
ロ
ー
ド
が
と
り
上
げ
た
杼
情
的
な
口
承
詩
の
一
ま
と
ま
り

を
な
す
二
行
な
い
し
四
行
の
歌
詞
に
お
よ
そ
相
当
す
る
も
の
と
み
て
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
で
の
決
ま
り
文
句
は
短
歌
や
短
歌
謡
の
類

型
表
現
あ
り
方
に
似
通
う
。

と
こ
ろ
で
、
彼
は
そ
こ
に
意
味
的
に
は
必
ず
し
も
う
ま
く
整
合
し
な
い

（吃）

歌
詞
が
み
え
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
奄
美
の

島
歌
に
お
け
る
歌
掛
け
で
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
三
線
の

旋
律
に
の
せ
な
が
ら
、
相
手
の
歌
へ
の
答
え
ま
た
は
継
ぎ
続
け
る
こ
と
と

し
て
即
興
的
に
謡
わ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
歌
詞
の
形
式
や
意
味
に
お
い

て
見
事
に
対
応
す
る
歌
を
瞬
時
に
生
み
出
す
こ
と
は
実
際
に
は
か
な
り
む

ず
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
完
全
に
は
対
応
し
な
い
も
の
が
続
け

ら
れ
る
場
合
も
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
声
の
歌
は
謡
わ
れ
た
瞬
間

か
ら
消
え
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
歌
が
続
け
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
だ

け
で
か
な
り
の
程
度
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
声
の
歌
は
歌
詞
だ

け
の
も
の
で
は
な
く
、
歌
い
手
の
声
の
質
や
旋
律
、
さ
ら
に
は
歌
以
外
の

（喝）

要
素
、
た
と
え
ば
歌
い
手
の
容
姿
な
ど
も
評
価
の
対
象
と
な
る
。
日
本
古

代
の
和
歌
は
基
本
的
に
は
朗
謂
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
旋
律
の
問
題

や
う
た
い
継
ぐ
時
間
的
な
問
題
な
ど
は
奄
美
の
島
歌
の
歌
掛
け
の
場
合
と

は
異
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ョ
ミ
の
歌
で
あ
る
か
ら
歌
詞
の
意
味
も
よ
り
強

（脚）

く
意
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
歌
の

場
で
は
歌
詞
の
意
味
や
形
式
が
必
ず
し
も
十
分
に
対
応
し
て
い
な
い
歌

が
、
奄
美
の
島
歌
の
場
合
と
同
様
、
し
ば
し
ば
朗
調
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

ろ、７と想像される。

そ
の
様
相
を
、
万
葉
集
巻
二
相
聞
に
お
い
て
み
て
み
よ
う
。
巻
二
相
聞

（旧）

の
原
形
は
元
明
朝
の
成
立
と
さ
れ
る
が
、
各
歌
の
文
字
化
の
時
期
は
十
分

に
は
明
確
に
し
難
い
。
稲
岡
耕
二
氏
は
万
葉
歌
の
記
載
を
天
武
朝
に
お
け

（旧）

る
柿
本
人
麻
呂
以
降
と
す
る
。
一
方
、
東
野
治
之
氏
は
天
智
朝
に
も
多
様

な
文
字
化
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
和
歌
が
書
き
記
さ
れ
た
こ
と
を
推

（Ⅳ）
定
し
、
渡
瀬
昌
忠
氏
は
天
智
朝
の
額
田
王
に
お
け
る
和
歌
の
文
字
化
に
つ

（旧）

い
て
論
じ
て
い
る
。

さ
て
、
天
智
天
皇
と
鏡
王
女
と
の
次
の
一
組
の
相
聞
歌
を
例
と
し
よ
う
。

天
皇
賜
二
鏡
王
女
一
御
歌
一
首

い
も
が
い
へ
も
つ
ぎ
て
み
ま
し
を
や
ま
と
な
る
お
ほ
し
ま
の
ね
に
い
へ
も
あ
ら
ま
し
を

妹
之
家
毛
継
而
見
麻
思
乎
山
跡
有
大
嶋
嶺
永
家
母
有
媛
尾

い
も
が
あ
た
り
つ
ぎ
て
も
み
む
に
い
へ
を
ら
ま
し
を

〔
一
云
妹
之
當
継
而
毛
見
武
永
一
云
家
居
麻
之
乎
〕

（二・九一）

鏡
王
女
奉
レ
和
御
歌
一
首

あ
き
や
ま
の
こ
の
し
た
が
く
り
ゆ
く
み
づ
の
わ
れ
こ
そ
ま
さ
め
お
も
ほ
す
よ
り
は

秋
山
之
樹
下
隠
逝
水
乃
吾
許
曽
益
目
御
念
従
者（二・九二）

こ
れ
は
、
そ
の
作
で
あ
る
こ
と
が
信
じ
ら
れ
る
も
っ
と
も
古
い
一
組
の
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相
聞
歌
で
あ
る
。
天
智
天
皇
の
時
代
に
か
り
に
直
ち
に
文
字
化
さ
れ
な

か
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
年
か
の
声
に
よ
る
伝
承
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
間
に
歌
の
詞
章
そ
の
も
の
が
す
り
変
わ
っ
て
し
ま
う
可
能

性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
天
智
天
皇
と
鏡
王
女
と
の
歴
史
を
伝
え
よ

う
と
す
る
も
の
な
ら
ば
、
繰
り
返
し
朗
調
さ
れ
る
度
に
細
部
の
表
現
が
一

部
新
し
く
な
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歌
全
体
が
そ
っ
く
り
新
し
い

も
の
に
な
っ
て
し
ま
、
フ
と
は
考
え
に
く
い
。
川
田
氏
は
内
容
の
真
実
性
に

関
与
す
る
声
の
伝
承
に
お
い
て
は
、
オ
ー
ラ
ル
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
テ
キ
ス
ト
不
在
の
か
た
ち
で
語
ら
れ
る
も
の
に
比
べ
て
、
語
り
は
不
変

（旧）

で
あ
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
性
は
大
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

歌
謡
・
和
歌
の
伝
承
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
我
々

が
目
に
す
る
、
大
凡
こ
の
か
た
ち
の
も
の
が
二
人
に
よ
っ
て
交
わ
さ
れ
た

歌
々
と
み
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
一
組
の
相
聞
歌
に
つ
い
て
、
解
釈
の
ゆ
れ
が
あ
る
も
の
の
、

そ
の
詞
章
の
形
式
や
意
味
に
お
い
て
十
分
に
対
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
（加）

な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
非
対
応
性
は
、
実
は
贈
歌
の
天
智
天
皇
歌
の
表
現
そ
の
も
の

に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
は
、
せ
め
て
「
妹
が
家
」
で
も
ず
っ

と
見
た
い
と
い
う
初
・
第
二
句
の
内
容
を
第
三
句
以
下
で
繰
り
返
し
て
い

る
と
、
お
よ
そ
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
妹
が
家
」
に
対
応
す
る
「
君
が

家
」
（
天
皇
の
宮
所
を
実
際
に
「
君
が
家
」
と
い
う
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）

ま
た
は
「
我
が
家
」
を
初
句
に
詠
み
込
ん
だ
答
歌
は
成
り
立
ち
難
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
贈
歌
に
お
け
る
表
現
主
体
の
位
置
は
、
大
和
国
の
「
大

島
の
嶺
」
が
見
え
、
し
か
も
「
妹
が
家
」
と
は
反
対
に
あ
る
と
こ
ろ
、
ま

た
は
「
妹
が
家
」
と
同
じ
方
向
に
あ
っ
て
は
る
か
に
遠
い
地
点
に
あ
る
と
、

お
よ
そ
は
想
定
で
き
よ
う
。
そ
の
と
き
、
こ
の
歌
は
「
妹
が
家
」
が
ど
こ

に
あ
る
か
と
い
、
フ
現
実
を
前
提
と
し
な
が
ら
仮
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
に
対
し
て
「
我
が
家
」
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
詠
ん
で
み
て

も
（
た
と
え
ひ
ど
く
誇
張
し
て
み
て
も
「
大
島
の
嶺
に
家
も
あ
ら
ま
し
を
」

と
い
う
贈
歌
の
誇
張
表
現
と
拮
抗
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
の
は
む
ず
か
し
い

で
あ
ろ
う
）
、
典
型
的
な
切
り
返
し
ま
た
は
は
ぐ
ら
か
し
に
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
の
贈
歌
の
「
妹
が
家
」
を
見
た
い
と
い
う
の
は
あ
な
た
に
ず
っ

と
直
に
逢
い
た
い
と
い
う
求
愛
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対

し
て
「
君
が
家
」
を
詠
み
込
む
こ
と
に
な
る
と
、
大
き
く
組
鰐
す
る
こ
と

と
な
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
贈
歌
の
「
見
」
に
対
応
す
る
表

現
を
詠
み
込
ん
だ
場
合
で
も
、
同
様
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
非
対
応
性
が
、
声
の
世
界
で
詠
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
贈

答
歌
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

グ
デ
ィ
は
ロ
ー
ド
の
い
、
フ
決
ま
り
文
句
命
日
日
日
巴
が
声
の
世
界
よ
り

も
む
し
ろ
文
字
の
世
界
に
お
い
て
整
っ
た
か
た
ち
で
み
ら
れ
る
こ
と
を
説

（副）

い
て
い
る
．
和
歌
の
記
載
や
歌
集
の
編
纂
に
お
け
る
文
字
の
関
わ
り
は
こ

の
よ
う
な
贈
答
歌
の
形
式
を
様
式
化
し
、
和
歌
の
形
式
や
意
味
に
お
い
て

典
型
化
を
促
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
柿
本
人
麻
呂

歌
集
の
古
体
歌
と
さ
れ
る
問
答
歌
は
、

な
る
か
み
の
し
ま
し
と
よ
も
し
さ
し
く
も
り
あ
め
も
ふ
ら
ぬ
か
き
み
を
と
ど
め
む

雷
神
小
動
刺
雲
雨
零
耶
君
将
留

（十一・二五一三）

な
る
か
み
の
し
ま
し
と
よ
も
し
ふ
ら
ず
と
も
わ
は
と
ど
ま
ら
む
い
も
し
と
ど
め
ば

雷
神
小
動
錐
不
零
吾
将
留
妹
留
者（十一・二五一四）

右
二
首

し
き
た
へ
の
ま
く
ら
う
ご
き
て
よ
る
も
ね
ず
お
も
ふ
ひ
と
に
は
の
ち
も
あ
ふ
も
の
を

布
細
布
枕
動
夜
不
採
思
人
後
相
物
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（十一・二五一五）

し
き
た
へ
の
ま
く
ら
も
ひ
と
に
こ
と
と
へ
や
そ
の
ま
く
ら
に
は
こ
け
む
し
に
た
り

敷
細
布
枕
人
事
問
哉
其
枕
苔
生
負
為

（十一・二五一六）

右
二
首

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
と
り
わ
け
初
め
の
一
組
の
問
答
歌
の
よ
う
に
、

意
味
的
に
も
形
式
的
（
と
り
わ
け
表
記
の
上
で
）
に
も
典
型
的
に
対
応
す

る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
問
答
歌
を
書
き
記
す
際
に
典
型
化
し
て

創
作
さ
れ
た
り
、
歌
集
と
し
て
編
纂
す
る
際
に
選
別
さ
れ
た
り
し
て
典
型

的
な
か
た
ち
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
表

記
上
の
対
応
は
一
組
の
贈
答
歌
の
わ
ざ
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
、
フ
。

し
か
し
、
こ
の
天
智
天
皇
と
鏡
王
女
の
贈
答
歌
の
場
合
、
文
字
化
・
編

纂
の
段
階
で
排
除
さ
れ
ず
、
声
の
世
界
の
あ
り
よ
う
の
一
端
を
と
ど
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
天
皇
と
王
女
と
の

人
間
関
係
の
一
断
面
と
い
う
真
実
を
伝
え
よ
う
と
す
る
歴
史
意
識
が
関

わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
鉄
野
昌
弘
氏
は
、
こ
の
贈
答
歌
の
意
味

的
・
形
式
的
非
対
応
性
を
認
め
た
う
え
で
、
和
歌
の
音
声
的
側
面
が
変
換

の
コ
ー
ド
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
た
可
能
性
を
求
め
、
「
マ
シ
ー
マ
ス
」
と

（配）

い
う
音
声
的
変
換
を
想
定
し
て
い
る
。
声
の
世
界
で
の
和
歌
贈
答
に
お
い

て
は
音
声
的
な
対
応
も
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
鉄
野
氏
の
論
の
蓋
然
性

は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
文
字
化
・
編
纂
の
段
階
で
こ
う
し
た

要
素
も
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
文
字
に
よ
る
記
録
や
伝
達
が
普
及
し
て
ゆ
く
平
城
京
の
時

代
と
な
っ
て
も
、
贈
答
歌
が
す
べ
て
意
味
的
・
形
式
的
対
応
性
を
有
す
る

も
の
の
み
に
な
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
み
が
文
字
化

さ
れ
て
歌
集
に
採
録
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
巻
十
一
・
十
二
の
問

答
歌
の
う
ち
に
は
、
例
は
わ
ず
か
な
が
ら
、
次
の
よ
』
フ
な
も
の
が
み
え
る
。

か
く
し
つ
つ
あ
り
な
ぐ
さ
め
て
た
ま
の
を
の
た
へ
て
わ
か
れ
ば
す
べ
な
か
る
ぺ
し

如
是
為
乍
有
名
草
目
手
玉
緒
之
絶
而
別
者
為
便
可
無

（十一・二八二六）

く
れ
な
ゐ
の
は
な
に
し
あ
ら
ぱ
こ
ろ
も
で
に
そ
め
つ
け
も
ち
て
ゆ
く
ぺ
く
お
も
ほ
ゆ

紅
花
西
有
者
衣
袖
永
染
着
持
而
可
行
所
念

（十一・二八二七）

右
二
首

こ
の
問
答
歌
、
「
別
れ
」
と
「
行
く
」
と
が
意
味
的
に
対
応
し
て
い
る
と

み
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
他
の
歌
々
の
、
た
と
え
ば
、
「
夢
に
見
え
き
や
」

（
十
一
・
二
八
三
一
）
と
「
夢
な
ら
し
」
（
十
一
・
二
八
一
三
）
、
「
八
重
む

ぐ
ら
覆
へ
る
庭
」
（
十
一
・
二
八
二
四
）
と
「
八
重
む
ぐ
ら
覆
へ
る
小
屋
」

（
十
一
・
二
八
二
五
）
な
ど
の
よ
う
な
対
応
の
事
例
と
比
較
す
れ
ば
、
非
対

（鋼）

応
的
と
い
え
よ
う
。

う
ら
ぶ
れ
て
も
の
な
お
も
ひ
そ
あ
ま
く
も
の
た
ゆ
た
ふ
こ
こ
ろ
わ
が
葛
も
は
な
く
に

浦
鯛
而
物
莫
念
天
雲
之
絶
多
不
心
吾
念
莫
國

（十一・二八一六）

う
ら
ぶ
れ
て
も
の
は
お
も
は
じ
み
な
せ
が
は
あ
り
て
も
み
づ
は
ゆ
く
と
い
ふ
も
の
を

浦
鯛
而
物
者
不
念
水
無
瀬
川
有
而
毛
水
者
逝
云
物
乎

（十一・二八一七）

右
二
首

の
よ
う
に
、
形
式
的
・
意
味
的
に
き
わ
め
て
よ
く
対
応
し
て
い
る
問
答
歌

が
多
数
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
字
に
よ
る
記
録
や
伝
達

が
普
及
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
和
歌
の
文
字
化
が
広
が
っ
て
く
る
よ
う
に

な
っ
て
も
、
歌
集
へ
の
採
録
と
い
う
選
別
、
し
か
も
う
た
い
手
た
ち
へ
の

興
味
と
い
う
要
素
を
も
た
な
い
、
歌
そ
の
も
の
の
選
別
が
行
わ
れ
た
後
で

も
、
こ
の
よ
う
な
非
対
応
的
な
問
答
歌
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う

な
時
期
に
至
っ
て
も
、
音
声
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
実
際
の
歌
の
場
で
は

対
応
性
を
有
す
る
歌
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
対
応
性
を
有
す
る

- ６ -
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官
人
同
士
で
の
私
的
な
手
紙
が
や
り
と
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
中
央
の
国
家
機
関
や
地
方
の
行
政
機
関

相
互
の
文
書
に
よ
る
伝
達
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
次
第
に
官
人
同
士
の
私
的

（鋤）

な
伝
達
と
し
て
の
書
簡
に
も
及
ん
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漢
詩
文
や
和
歌
が

贈
答
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
懐
風
藻
」
に
は
、
藤
原
宇
合
が
常
陸
国
在
任
中
に
京
の
倭
氏
某
人
に

贈
っ
た
手
紙
文
と
漢
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
宇
合
が
常
陸
守
で
あ
っ
た

の
は
養
老
三
年
か
ら
神
亀
元
年
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
そ
の

間
の
こ
と
で
あ
る
。
官
人
同
士
の
贈
答
と
は
異
な
る
が
、
唐
留
学
中
の
僧

道
慈
が
時
の
皇
太
子
に
漢
詩
を
奉
じ
て
い
る
の
が
、
書
状
に
よ
っ
て
送
ら

れ
た
漢
詩
と
し
て
は
早
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
宝
元
年
か
ら
養
老

二
年
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

万
葉
集
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
書
状
に
よ
る
和
歌
の
贈
答
の
最
も
古
い

も
の
は
、
神
亀
五
年
あ
る
い
は
天
平
元
年
の
大
伴
旅
人
と
京
の
某
人
に

よ
っ
て
贈
答
さ
れ
た
書
状
に
お
け
る
和
歌
で
あ
る
。
巻
五
・
八
○
六
番
歌

の
前
文
に
は
「
伏
辱
来
書
具
承
芳
旨
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
簡

の
作
者
に
ま
ず
手
紙
が
送
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
返
し
た
書
状
で
あ
る
こ

歌
が
詠
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ

ば
、
「
文
字
の
文
化
」
の
世
界
に
あ
っ
て
も
、
な
お
、
和
歌
が
声
の
世
界
の

言
語
表
現
で
あ
り
続
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
、
和
歌
が
「
文
字
の
文
化
」
に
お
け
る
み
ご
と
に
対
応
し
た
歌
の

贈
答
と
い
う
よ
う
な
静
態
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
声
の
文
化
」
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を
色
濃
く
と
ど
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

二
手
紙
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
二
首
ず
つ
の
贈
答
歌

は
そ
れ
ら
の
書
簡
に
書
き
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
に
よ
っ
て
読
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。歌

詞
両
首
大
宰
帥
大
伴
卿

た

っ

の

ま

も

い

ま

も

え

て

し

か

あ

を

に

よ

し

な

ら

の

み

や

こ

多
都
能
馬
母
伊
麻
勿
愛
豆
之
可
阿
遠
永
与
志
奈
良
乃
美
夜
古

に

ゆ

き

て

こ

む

た

め

氷
由
吉
帝
己
牟
丹
米
（
五
・
八
○
六
）

う

つ

つ

に

は

あ

ふ

よ

し

も

な

し

ぬ

ぱ

た

ま

の

よ

る

の

い

め

に

宇
豆
都
仁
波
安
布
余
志
勿
奈
子
奴
婆
多
麻
能
用
流
能
伊
昧
仁

を

つ

ぎ

て

み

え

こ

そ

越
都
伎
提
美
延
許
曽

（五・八○七）

答
歌
二
首

た

つ

の

ま

を

あ

れ

は

も

と

め

む

あ

を

に

よ

し

な

ら

の

み

や

こ

多
都
乃
麻
乎
阿
礼
波
毛
等
米
牟
阿
遠
永
与
志
奈
良
乃
美
夜
古

に

こ

む

ひ

と

の

た

に

通
許
牟
比
等
乃
多
仁
（
五
・
八
○
八
）

た

だ

に

あ

は

ず

あ

ら

く

も

お

ほ

く

し

き

た

へ

の

ま

く

ら

さ

ら

多
陥
永
阿
波
須
阿
良
久
毛
於
保
久
志
岐
多
閑
乃
麻
久
良
佐
良

ず

て

い

め

に

し

み

え

む

受
提
伊
米
永
之
美
延
牟
（
五
・
八
○
九
）

こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
首
目
同
士
、
二
首
目
同
士
が
対
応
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
答
歌
の
方
は
贈
ら
れ
た
歌
を
読
ん
だ
上
で
作
ら
れ
て
い
る
こ

とはい、フまでもない。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
書
簡
に
書
か
れ
た
歌
を
読
む
場
合
、
「
尋
ぎ
て
謂
二

針
袋
詠
一
、
詞
泉
酌
め
ど
も
喝
き
ず
。
膝
を
抱
き
独
り
咲
み
、
能
く
旅
の
愁

へ
を
調
く
・
」
（
十
八
・
四
一
三
二
序
）
と
あ
る
よ
竜
フ
に
、
単
に
目
で
読
ま

れ
る
の
で
は
な
く
、
声
に
出
し
て
朗
謂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

れ
が
繰
り
返
し
読
ま
れ
、
朗
謂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
「
耽
読
吟
調
、

（あ）

戚
謝
歓
怡
す
。
」
（
五
・
八
六
四
序
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
な
ど
か
ら
推
察
さ

れ
よ
う
。
こ
こ
に
、
グ
デ
ィ
や
オ
ン
グ
が
い
う
よ
う
な
書
く
こ
と
に
よ
る

（記）

こ
と
ば
の
整
合
性
、
正
確
さ
が
、
も
っ
と
も
顕
著
に
は
た
ら
い
た
と
考
え

られる。
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こ
の
贈
答
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
一
首
目
は
、
形
式
的
に
は
「
龍
の
馬
も
…
あ

を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
」
と
「
龍
の
馬
を
…
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
」

と
が
対
応
し
、
意
味
的
に
は
「
今
も
得
て
し
か
…
行
き
て
来
む
た
め
」
と

「
我
は
求
め
む
…
来
む
人
の
た
に
」
と
が
対
応
す
る
。
一
句
目
、
三
・
四
句

目
が
形
式
的
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
よ
う
な
贈
答
歌
は
他
に
み
ら
れ
な
い

（訂）

わ
け
で
は
な
い
が
、
贈
ら
れ
て
き
た
歌
が
繰
り
返
し
読
ま
れ
、
そ
し
て
直

ち
に
答
歌
が
返
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
享
受
の
な
か
で
歌
の

表
現
も
練
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
二
首
目
の
歌
は
、
「
う
つ
つ
に
も
逢
ふ
よ
し
も
な
し
」
に
対
し
て
「
直

に
逢
は
ず
あ
ら
く
も
多
く
」
と
受
け
、
「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
夢
に
を
継
ぎ
て

見
え
こ
そ
」
に
対
し
て
「
し
き
た
へ
の
枕
去
ら
ず
て
夢
に
し
見
え
む
」
と

受
け
る
。
こ
の
程
度
の
対
応
は
声
の
世
界
で
の
創
作
で
も
可
能
だ
と
も
思

わ
れ
る
が
、
答
歌
が
、
意
識
的
に
か
、
贈
歌
と
同
様
に
三
句
目
に
枕
詞
を

配
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
文
字
を
通
し
て
繰
り
返
し
享
受
が
な
さ
れ

た
上
で
の
創
作
で
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
書
簡
と
和
歌
が
恋
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
旅
人
の
相

手
の
人
物
が
男
性
か
女
性
な
の
か
に
つ
い
て
は
説
が
分
か
れ
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
漢
詩
文
に
深
く
親
し
ん
だ
、
互
い
に
共
通
し
た
教
養
を
有
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
明
ら
か
に
男
性
官
人
同
士
が
贈
答
し
た
も
の
と
し
て
は
、
天
平

元
年
に
大
伴
旅
人
か
ら
藤
原
房
前
へ
贈
っ
た
日
本
琴
に
添
え
ら
れ
た
書
簡

と
そ
れ
に
対
す
る
房
前
か
ら
旅
人
へ
の
返
書
（
五
・
八
一
○
～
三
が
あ

つく》Ｏ中
西
進
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
贈
答
が
文
人
と
し
て
の
意
識
に
基
づ
く
も

（羽）

の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
識
は
、
そ
れ
ま
で
居
住
し
て

三
万
葉
歌
に
お
け
る
声
の
諸
相

（釦）

和
歌
は
、
藤
井
貞
和
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
う
た
う
も
の
で
は
な
く
、

よ
む
（
朗
調
す
る
）
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宴
席
に
お
い
て
和
歌

を
「
吟
詠
」
（
十
六
・
三
八
三
五
左
注
）
し
た
り
、
古
歌
を
「
謂
詠
」
（
十

い
た
地
を
離
れ
て
平
城
京
と
い
う
都
市
社
会
に
集
住
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
出
身
氏
族
と
つ
な
が
り
な
が
ら
も
、
一
人
の
官
人
と
し
て
、
官
人
社

会
の
な
か
で
、
宴
な
ど
で
の
交
流
を
通
し
て
緊
密
な
人
間
関
係
を
作
り
上

げ
、
共
通
の
知
識
・
教
養
を
確
認
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
は
じ
め
て
生
ま
れ

て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
よ
竜
フ
な
も
の
と
は
性
格
は
全
く
異
な
る
が
、
手
紙
に
よ
る

男
女
の
和
歌
の
贈
答
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
の
実
態
は
詳
か
で
な
い
。
柿
本
人
麻
呂
の
泣
血
哀
働
歌
に
み
え

る
ご
と
く
、
藤
原
京
の
頃
は
使
者
が
朗
調
す
る
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
が
、
巻
二
部
立
と
し
て
「
相
聞
」
と
い
う
語
が
選
ば
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
巻
二
成
立
時
に
は
手
紙
に
よ
る
和
歌
の
贈
答
が
な
さ

れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
平
城
京
の
時
代
に
な
る
と
、
身

分
の
高
い
階
層
で
は
手
紙
に
よ
っ
て
和
歌
の
贈
答
が
確
実
に
な
さ
れ
て
も

い
る
。
た
と
え
ば
、
越
中
の
大
伴
家
持
の
も
と
に
、
便
り
の
使
者
に
手
紙

を
託
し
て
、
何
度
か
和
歌
を
送
っ
て
き
た
平
群
女
郎
の
よ
う
な
場
合
で
あ

る
。
こ
、
フ
し
た
場
合
も
、
繰
り
返
し
享
受
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
返
歌

（四）

が
変
化
す
る
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
声
の

世
界
に
も
、
使
者
の
声
か
ら
受
け
手
自
身
の
声
へ
の
変
化
と
い
う
、
大
き

な
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
期
万
葉
の
歌
は
こ
う
し
た
影
響
を

受
け
て
い
よ
う
。
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五
・
三
六
○
二
題
詞
）
し
た
り
、
ま
た
手
紙
に
書
き
記
さ
れ
た
和
歌
を
「
以

吟
以
詠
」
（
十
七
・
三
九
六
七
序
）
し
た
り
、
「
調
」
（
十
八
・
四
一
三
二
序
）

し
た
り
す
る
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
和
歌
を
朗
詞
す
る
こ
と
を
い
っ
た

（訓）

ものである急フ。

し
か
し
、
実
は
こ
れ
ら
の
資
料
は
前
期
万
葉
の
歌
に
ま
で
遡
る
も
の
で

は
な
い
。
後
期
万
葉
の
歌
々
で
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
「
唱
」
「
読
」
「
口
吟
」

「
口
号
」
な
ど
の
よ
書
フ
に
、
音
声
化
の
か
た
ち
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
表
現

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
、
フ
な
表
現
は
天
平
初
年
の
歌
か
ら

み
え
始
め
る
。
天
平
二
年
の
葛
井
広
成
の
歌
（
六
・
九
六
二
）
の
左
注
に

は
、
「
登
時
廣
成
應
レ
聲
即
吟
二
此
歌
一
」
と
あ
り
、
ま
た
同
年
の
遊
行
女
婦

児
島
の
歌
（
六
・
九
六
六
）
の
左
注
に
は
「
拭
レ
涕
自
吟
二
振
袖
之
歌
一
」
（
な

お
、
題
詞
に
は
「
娘
子
作
歌
二
首
」
）
の
よ
言
う
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
左
注
で

作
歌
事
情
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
単
に
「
作
」
と
表
現
す

る
の
で
は
な
く
、
和
歌
の
音
声
化
に
つ
い
て
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
も
思

え
る
。
し
か
し
、
題
詞
に
も
、
「
大
伴
坂
上
郎
女
宴
親
族
之
日
吟
歌
」
（
三
・

四
○
一
題
詞
）
、
「
大
網
公
人
主
宴
吟
歌
」
（
三
・
四
一
三
題
詞
）
の
よ
う
に
、

音
声
化
に
つ
い
て
の
表
現
が
な
さ
れ
る
よ
、
フ
な
例
が
現
れ
始
め
る
。
こ
れ

は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
和
歌
の
音
声
化
の
か
た
ち
に
つ
い
て
の
関
心
が
高

ま
っ
て
き
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
ろ
、
「
風
流
侍
従
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
宮
廷
の
文
雅
の
指
導
的

役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
村
山
出
氏
は
、
彼
ら
が
侍
従
の
地
位
に
あ
っ
た

の
は
、
養
老
末
年
か
ら
神
亀
年
間
を
中
心
に
天
平
初
年
に
及
ぶ
時
期
で

（犯）

あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
『
続
日
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
天
平
六
年
二
月
一
日

に
朱
雀
門
に
お
い
て
宮
廷
化
さ
れ
た
歌
垣
が
催
さ
れ
た
が
、
「
風
流
侍
従
」

で
あ
っ
た
長
田
王
や
門
部
王
は
そ
の
頭
を
務
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
難

波
曲
・
倭
部
曲
・
浅
茅
原
曲
・
広
瀬
曲
・
八
裳
刺
曲
」
が
奏
さ
れ
た
。
彼

ら
は
こ
の
よ
う
な
歌
舞
に
よ
く
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
天
平
八
年
十
二
月
十
二
日
に
、
歌
憐
所
の
官
人
た
ち
は
葛
井
広

成
の
邸
宅
に
集
う
て
宴
を
催
し
た
が
、
そ
の
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

比
来
古
憐
盛
り
に
興
り
、
古
歳
漸
に
晩
れ
ぬ
。
理
に
、
共
に
古
情
を

尽
し
、
同
唱
二
古
謡
一
。
故
、
此
の
趣
に
擬
へ
て
、
諏
ち
古
曲
二
節
を

献
る
。
風
流
意
気
の
士
、
僕
に
此
の
集
へ
る
が
中
に
在
ら
ば
、
争
ひ

て
念
を
発
し
、
心
々
に
古
体
に
和
せ
よ
。
（
六
・
一
○
二
序
）

こ
の
序
で
は
、
こ
の
近
年
の
古
舞
の
流
行
を
説
き
、
古
歌
を
「
唱
」
す
べ

し
と
し
、
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
て
「
古
曲
」
二
曲
を
宴
に
集
う
た
人
々
に
献

じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
唱
」
と
あ
る
和
歌
の
音
声
化
の
方
法

は
「
曲
」
と
い
う
も
の
と
密
接
に
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、

こ
の
宴
が
「
歌
憐
所
之
諸
王
臣
子
等
」
と
い
う
歌
舞
の
専
門
者
た
ち
が
集

う
も
の
で
あ
り
、
「
唱
」
が
「
ウ
タ
フ
」
と
訓
ま
れ
た
含
類
聚
名
義
抄
」
）

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
れ
は
、
朗
調
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
複

雑
な
旋
律
に
よ
っ
て
華
や
か
に
う
た
い
上
げ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の

古
歌
の
「
唱
」
が
楽
器
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い

が
、
こ
の
よ
う
な
歌
舞
の
専
門
者
た
ち
の
宴
で
あ
れ
ば
、
琴
な
ど
の
楽
器

を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

な
お
、
巻
十
六
に
は
、
「
右
歌
二
首
河
村
王
宴
居
之
時
弾
し
琴
而
即
先
謂
二

此
歌
一
以
為
二
常
行
一
也
」
（
十
六
・
三
八
一
八
左
注
）
、
「
右
歌
二
首
小
鯛
王

宴
居
之
日
取
レ
琴
登
時
必
先
吟
二
詠
此
歌
一
也
」
（
十
六
・
三
八
二
○
左
注
）

な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
「
謂
此
歌
」
の
「
調
」
・
「
吟
詠
此
歌
」

の
「
吟
詠
」
の
よ
、
フ
に
、
和
歌
を
朗
詞
す
る
こ
と
を
示
す
表
現
が
と
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
琴
を
伴
っ
て
い
て
も
和
歌
が
朗
謂
さ
れ
る
よ
う
な
こ
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と
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
先
の
広
成
邸
宅
で
の
宴
は
歌
舞
の
専
門
者
た
ち
の
集
う
た
も

の
で
あ
っ
た
。
古
歌
の
詞
章
が
古
曲
の
旋
律
に
合
わ
せ
て
華
や
か
に
う
た

い
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

平
城
京
の
時
代
に
な
っ
て
、
官
人
た
ち
の
都
市
へ
の
集
住
が
進
む
な
か

で
、
官
人
同
士
の
宴
が
有
力
者
の
邸
宅
に
お
い
て
盛
ん
に
催
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
宴
席
で
、
「
風
流
侍
従
」
と
呼
ば
れ
る
人
々

や
歌
舞
所
の
官
人
の
よ
う
な
歌
舞
の
専
門
者
た
ち
が
和
歌
の
詞
章
を
、
楽

器
の
伴
奏
な
ど
に
よ
り
な
が
ら
、
う
た
い
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
和
歌

の
音
声
化
の
か
た
ち
に
つ
い
て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
調
」
や
「
吟

詠
」
の
よ
う
な
和
歌
の
朗
調
に
つ
い
て
も
逆
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
て
も
、
朗
謂
さ

れ
る
も
の
と
し
て
の
和
歌
が
、
孝
徳
紀
の
野
中
川
原
史
満
の
歌
の
ご
と
く
、

時
に
う
た
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時

期
盛
ん
に
行
わ
れ
た
歌
舞
に
通
じ
た
者
に
よ
る
歌
唱
や
そ
の
専
門
者
た
ち

に
よ
る
歌
唱
に
よ
っ
て
、
和
歌
の
音
声
化
の
か
た
ち
が
新
た
に
意
識
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
、
フ
か
。

ま
た
、
天
平
十
一
年
に
、
光
明
皇
后
の
宮
で
行
わ
れ
た
維
摩
講
の
最
終

（羽）日
に
唐
・
高
麗
な
ど
の
外
来
の
楽
を
奏
し
て
、
市
原
王
・
忍
坂
王
の
二
人

が
琴
を
弾
じ
、
十
数
人
の
う
た
い
手
が
「
仏
前
唱
歌
」
を
「
唱
」
し
て
い

る
（
八
・
一
五
九
四
左
注
）
・

井
村
哲
夫
氏
は
聖
武
朝
に
お
け
る
歌
舞
管
弦
振
興
政
策
や
聖
武
内
廷
の

（弧）

音
楽
愛
好
の
傾
向
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
中
西
進
氏
は
、
聖
武

天
皇
の
天
平
時
代
か
ら
孝
謙
天
皇
の
天
平
勝
宝
時
代
が
音
楽
、
特
に
外
来

楽
の
と
り
わ
け
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
盛
行
の
理
由
と
し

て
礼
楽
思
想
と
異
俗
の
楽
へ
の
関
心
、
そ
れ
に
仏
教
の
関
わ
り
を
あ
げ
、

（弱）

こ
の
「
仏
前
唱
歌
」
や
そ
の
他
の
万
葉
歌
と
の
関
係
を
論
じ
る
。

こ
の
時
期
、
こ
う
し
た
様
式
化
さ
れ
た
音
楽
の
盛
行
に
よ
っ
て
、
宮
都

の
声
の
世
界
は
さ
ら
に
豊
か
な
も
の
と
な
っ
た
ろ
う
。
和
歌
の
音
声
化
の

実
態
に
つ
い
て
詳
か
に
は
し
が
た
い
が
、
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
「
吟
詠
」

や
「
調
」
「
調
詠
」
の
よ
、
フ
な
朗
調
と
「
唱
」
の
よ
う
な
歌
唱
と
に
大
き
く

分
か
れ
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

注
（
１
）
鬼
頭
清
明
「
木
簡
と
古
代
史
」
（
「
木
簡
が
語
る
古
代
史
上
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
。

（
２
）
佐
藤
信
「
古
代
文
字
資
料
の
現
在
」
亀
国
語
と
国
文
学
』
一
九
九

三
年
十
月
号
）
は
、
各
地
の
官
衙
遺
跡
や
そ
れ
と
は
関
わ
ら
な
い
遺

跡
か
ら
出
土
す
る
木
簡
に
注
目
し
、
各
地
の
諸
階
層
へ
の
文
字
の
広

が
り
を
説
い
て
い
る
。

（
３
）
『
万
葉
集
の
詞
詠
歌
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
一
年
）
。

（
４
）
『
続
日
本
紀
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
。

（
５
）
清
水
克
彦
「
旅
人
の
宮
廷
儀
礼
歌
」
含
万
葉
』
第
三
十
七
号
、
一

九
六
○
年
十
月
『
万
葉
論
集
』
桜
楓
社
、
一
九
七
○
年
、
所
収
）
は

「
宮
廷
儀
礼
歌
に
は
、
例
え
ば
朗
唱
し
た
上
で
、
天
皇
に
、
歌
を
記
し

た
紙
片
を
謹
上
す
る
と
い
う
よ
う
な
し
き
た
り
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
」
と
推
測
し
て
い
る
。

（
６
）
清
水
注
５
論
文
は
、
旅
人
の
歌
の
「
天
地
与
長
久
」
「
萬
代
氷
不

改
」
が
漢
詩
文
や
元
明
・
聖
武
天
皇
即
位
の
宣
命
か
ら
と
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
「
山
」
・
「
水
」
も
漢
詩
文
に
出
典
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
れ
が
目
で
読
ま
れ
な
け
れ
ば
意
を
尽
く
さ
な
い
も
の
に
な
る
こ
と

か
ら
、
注
５
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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万葉歌における声の世界

（
７
）
藤
井
貞
和
「
口
承
文
字
と
文
学
史
」
含
口
承
文
藝
研
究
』
第
十
九

号
、
一
九
九
六
年
三
月
）
は
文
字
の
こ
と
ば
が
声
の
世
界
で
生
き
る

こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。

（
８
）
Ｊ
・
グ
デ
ィ
『
未
開
と
文
明
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
原
著

は
一
九
七
七
年
刊
）
。
Ｗ
・
Ｊ
・
オ
ン
グ
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』

（
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、
原
著
は
一
九
八
二
年
刊
）
。
川
田
順
造

『
口
頭
伝
承
論
』
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
）
。

（
９
）
小
川
学
夫
『
奄
美
民
謡
誌
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
○
年
）
、

酒
井
正
子
「
奄
美
歌
掛
け
の
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
』
（
第
一
書
房
、
一
九
九

六
年
）
な
ど
参
照
。

（
川
）
オ
ン
グ
注
８
書
。

（Ⅱ）シ・国・Ｆｏａ．《《弓言の言い囚詞①２日朋目言弓巴の》○．目呈

ロヨぐの耐一ども吊朋．ご誤

（
皿
）
ロ
ー
ド
注
、
書
。

（
過
）
川
田
順
造
「
は
な
し
の
演
戯
性
」
亀
口
承
文
藝
研
究
』
第
十
一
号
、

一
九
八
八
年
三
月
、
川
田
注
８
書
所
収
）
・
川
田
氏
は
は
な
し
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
う
た
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

（
Ｍ
）
拙
稿
「
和
歌
の
成
立
-
『
万
葉
集
』
か
ら
ｌ
」
（
講
座
日
本
の
伝
承

文
学
２
『
韻
文
文
学
〈
歌
〉
の
世
界
」
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
五
年
）
。

危
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
下
」
（
塙
書
房
、
一
九
七
四
年
）
。

な
お
、
橋
本
達
雄
「
原
万
葉
の
復
元
」
含
万
葉
の
風
土
・
文
学
』
一

九
九
五
年
）
は
、
伊
藤
氏
が
巻
一
原
形
の
成
立
と
考
え
る
文
武
朝
初

期
に
合
わ
せ
て
一
巻
の
書
と
し
て
成
立
し
た
と
し
て
い
る
。

（
哩
「
初
期
万
葉
歌
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
」
亀
上
代
文
学
』
（
第
六
十

五
号
、
一
九
九
○
年
十
一
月
）
・

（
Ⅳ
）
『
書
の
古
代
史
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
。

（
岨
）
「
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
と
額
田
王
歌
原
形
の
助
辞
表
記
」
亀
上
代
文

字
』
第
六
十
五
号
、
一
九
九
○
年
十
一
月
）
・

（
岨
）
「
叙
事
詩
と
年
代
記
」
含
口
承
文
藝
研
究
』
第
十
三
号
、
一
九
九
○

年
三
月
、
川
田
注
８
書
所
収
）
。

（
別
）
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
鉄
野
昌
弘
「
天
智
天
皇
と
鏡
王
女
の
贈

答
歌
に
つ
い
て
」
（
東
京
女
子
大
学
『
日
本
文
学
』
第
八
十
四
号
、
一

九
九
五
年
九
月
）
、
新
井
正
雄
「
天
智
天
皇
と
鏡
王
女
の
贈
答
歌
に
つ

い
て
」
含
美
夫
君
志
」
第
五
十
一
号
、
一
九
九
五
年
十
月
）
な
ど
が

ある。

（
別
）
グ
デ
ィ
注
８
書
。

（
〃
）
鉄
野
性
別
論
文
。

（
邪
）
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
は
「
こ
れ
も
上
の
歌
と
は
関
係
の
な

い
も
の
で
あ
る
。
「
玉
の
緒
の
絶
え
て
別
れ
ば
」
を
遠
い
旅
立
ち
と
し
、

強
ひ
て
番
は
せ
た
も
の
」
と
い
う
が
、
声
の
世
界
の
問
答
で
あ
れ
ば
、
一

成

り

立

ち

得

た

ろ

う

。

１１

兎
）
稲
岡
耕
二
「
柿
本
人
麻
呂
に
お
け
る
文
字
と
時
間
」
（
『
文
学
』
第
一

五
十
六
巻
第
六
号
、
一
九
八
八
年
六
月
）
は
滋
賀
県
野
洲
郡
中
主
町

西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
か
ら
出
士
し
た
、
天
武
朝
中
期
頃
と
推
定
さ
れ

る
官
人
の
和
文
書
簡
形
式
の
木
簡
を
紹
介
す
る
。

（
妬
）
な
お
、
こ
の
場
合
の
「
耽
読
」
と
い
う
表
現
は
相
手
か
ら
の
手
紙

に
対
す
る
謝
意
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
鮒
）
グ
デ
ィ
注
８
書
・
オ
ン
グ
注
８
書
。

（
〃
）
た
と
え
ば
、
巻
二
・
九
八
番
歌
と
九
九
番
歌
。
も
ち
ろ
ん
、
声
の

世
界
で
不
可
能
と
は
い
え
な
い
が
、
高
度
な
わ
ざ
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
・
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註

釈
』
は
八
○
八
番
歌
に
つ
い
て
「
鴎
鵡
返
し
の
歌
」
と
評
し
て
評
価

し
て
い
な
い
。
贈
歌
が
繰
り
返
し
読
ま
れ
た
た
め
に
、
あ
ま
り
に
よ

く
対
応
す
る
答
歌
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。



特集・都市

（
弱
）
「
古
代
日
中
交
流
に
お
け
る
文
学
と
音
楽
」
（
『
日
本
の
音
楽
・
ア
ジ

ア
の
音
楽
』
第
六
巻
、
一
九
八
八
年
、
『
万
葉
と
海
彼
』
角
川
書
店
、

一九九○年、所収）。

（別）
へ へ へ へ

33323130
ー ー ー

（
邪
）
「
文
人
歌
の
試
み
」
（
『
文
学
』
一
九
八
四
年
十
二
月
、
『
万
葉
と
海

彼
』
角
川
書
店
、
一
九
九
○
年
、
所
収
）
．

（
羽
）
伊
藤
博
「
「
歌
を
贈
る
」
と
い
う
こ
と
」
（
『
上
代
文
学
』
第
五
十
一

号
、
一
九
八
三
年
十
一
月
）
は
家
持
・
女
郎
贈
答
歌
群
に
つ
い
て
、

自
作
歌
の
手
控
え
を
作
っ
て
か
ら
相
手
に
歌
を
贈
り
、
ま
た
次
回
の

贈
歌
は
こ
れ
を
考
慮
し
て
歌
作
し
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

（
釦
）
『
物
語
文
学
成
立
史
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
。

収
-

． 『
奈
良
前
期
万
葉
歌
人
の
研
究
』
（
翰
林
書
房
、
一
九
九
三
年
）
。

井
村
哲
夫
「
天
平
十
一
年
「
皇
后
宮
之
維
摩
講
仏
前
唱
歌
」
を
め

ぐ
る
若
干
の
考
察
」
含
記
紀
萬
葉
論
叢
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
。

「
遊
藝
の
人
憶
良
」
含
国
語
と
国
文
学
」
第
五
十
九
巻
第
十
一
号
、

一
九
八
二
年
十
一
月
、
『
赤
ら
小
船
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
六
年
、
所

拙
稿
注
皿
に
同
じ
。
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