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ｌ特集・変成する言葉ｌ謀罐の書物
Ｉ

三
年
丙
寅
秋
九
月
十
五
日
幸
於
播
磨
國
印
南
野
時
笠
朝
臣
金
村

作
歌
一
首
井
短
歌

名
寸
隅
の
舟
瀬
ゆ
見
ゆ
る
淡
路
島
松
帆
の
浦
に
朝
な
ぎ
に
玉
藻

刈
り
つ
つ
夕
な
ぎ
に
藻
塩
焼
き
つ
つ
海
人
娘
子
あ
り
と
は
聞
け

ど
見
に
行
か
む
よ
し
の
な
け
れ
ば
ま
す
ら
を
の
心
は
な
し
に
た

わ
や
め
の
思
ひ
た
わ
み
て
た
も
と
ほ
り
我
は
そ
恋
ふ
る
船
梶
を

な

み

（

⑥

九

三

五

）

玉
藻
刈
る
海
人
娘
子
ど
も
見
に
行
か
む
船
梶
も
が
も
波
高
く
と
も

（⑥九三六）

行
き
廻
り
見
と
も
飽
か
め
や
名
寸
隅
の
船
瀬
の
浜
に
し
き
る
白
波

（⑥九三七）

一
は
じ
め
に

冒
頭
に
あ
げ
た
の
は
笠
金
村
の
「
印
南
野
行
幸
歌
」
と
呼
ば
れ
る
歌
で

あ
る
。
題
詞
に
あ
る
「
三
年
丙
寅
」
は
、
神
亀
三
（
七
二
六
）
年
に
あ
た

る
。
「
続
日
本
紀
」
に
照
ら
す
と
、

神
亀
三
年
秋
九
月
壬
寅
（
二
十
七
日
）
、
以
二
正
四
位
上
人
部
王
（
中

略
）
等
二
十
七
人
一
為
二
装
束
司
一
、
以
二
従
四
位
下
門
部
王
（
中
略
）

変
成
を
も
た
ら
す
も
の
、
変
成
が
も
た
ら
す
も
の
太
田
真
理

ｌ
「
を
と
め
」
を
め
ぐ
る
表
現
世
界
Ｉ

等
一
十
八
人
一
為
二
造
頓
宮
司
一
、
為
し
将
レ
幸
二
播
磨
國
印
南
野
一
」
「
冬

十
月
辛
亥
（
七
日
）
行
二
幸
播
磨
國
印
南
野
一
・
」
「
甲
寅
（
十
日
）

至
二
印
南
野
邑
美
頓
宮
一
・
」
「
癸
亥
（
十
九
日
）
還
二
難
波
宮
一
」

（
以
上
「
続
日
本
紀
巻
第
九
』
／
括
弧
内
日
付
注
・
太
田
）

と
あ
る
よ
う
に
行
幸
は
九
月
で
は
な
く
十
月
で
あ
り
、
題
詞
と
は
齪
嬬
が

あ
る
。
諸
説
あ
り
定
ま
っ
て
い
な
い
が
、
「
九
月
十
五
日
」
は
行
幸
の
詔

勅
が
出
さ
れ
た
日
な
ど
と
考
察
さ
れ
る
。

印
南
野
は
現
在
の
兵
庫
県
明
石
か
ら
加
古
川
に
か
け
て
の
平
野
で
、
当

時
の
瀬
戸
内
海
航
路
に
お
け
る
重
要
な
泊
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
名
寸
隅
は
、

う
お
ず
み

明
石
市
西
端
の
魚
住
町
付
近
と
い
わ
れ
、
『
類
聚
三
代
格
』
（
巻
十
六
）
に

な
す
み

「
魚
住
船
瀬
」
と
あ
る
の
は
こ
の
地
と
さ
れ
る
。

「
淡
路
島
松
帆
の
浦
」
は
、
「
名
寸
隅
」
か
ら
播
磨
灘
の
明
石
海
峡
を

隔
て
た
淡
路
島
の
北
端
付
近
の
海
岸
で
、
風
待
ち
・
潮
待
ち
の
港
で
あ
り
、

歌
枕
と
し
て
し
ば
し
ば
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
〈
ア
ハ
ヂ
↓

逢
ふ
、
マ
ッ
ホ
↓
待
つ
〉
の
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

そ
の
地
に
「
あ
り
と
は
聞
」
く
海
人
娘
子
を
「
見
に
行
か
む
よ
し
」
が
無

い
と
は
、
①
そ
こ
に
行
く
手
段
が
な
い
ｌ
行
き
た
い
が
行
く
方
法
（
舟
）

が
な
い
と
い
う
説
と
、
②
そ
こ
に
行
く
理
由
が
な
い
ｌ
官
人
ゆ
え
行
幸
の

夏
期
セ
ミ
ナ
ー

-６３-
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旅
の
間
は
勝
手
な
行
動
は
で
き
な
い
と
い
う
説
が
あ
る
。
こ
こ
は
長
歌
の

最
後
部
、
第
一
反
歌
に
「
舟
揖
を
な
み
」
「
舟
揖
も
が
も
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
①
と
と
る
の
が
自
然
と
考
え
る
。

第
一
反
歌
で
は
、
「
見
に
行
か
む
」
の
「
む
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
①
意
志
．

終
止
（
窪
田
評
鐸
）
と
、
②
意
志
・
連
体
（
全
註
鐸
以
下
諸
注
釈
）
の
二

説
が
あ
る
。
①
と
し
た
場
合
歌
は
三
句
切
れ
と
な
り
、
か
つ
第
四
・
第
五

句
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
す
る
形
で
「
海
人
娘
子
を
見
に
行
こ
う
」
と
い
う
海

人
娘
子
へ
の
興
味
関
心
を
強
調
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
解
釈
も
無
視
で

き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
長
歌
の
「
見
に
行
か
む
よ
し
の
な
け
れ
ば
」

（
意
志
・
連
体
）
と
の
対
応
か
ら
も
、
②
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
長
歌
の
歌
い
出
し
で
は
行
幸
従
駕
歌
に
ふ
さ

わ
し
く
「
名
寸
隅
の
舟
瀬
」
「
淡
路
島
松
帆
の
浦
」
と
行
幸
の
地
と
そ
の

対
岸
の
地
名
を
列
挙
す
る
こ
と
で
、
国
土
讃
美
の
基
本
形
を
押
さ
え
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
関
心
は
そ
の
地
に
「
あ
り
と
は
聞
」
く

「
海
人
娘
子
」
に
移
行
し
、
「
見
に
行
き
た
い
け
れ
ど
行
か
れ
な
い
」
と
、

強
い
願
望
と
屈
折
を
詠
む
。
続
く
第
一
反
歌
で
は
「
波
高
く
と
も
」
と
海

人
娘
子
へ
の
願
望
を
さ
ら
に
高
め
る
が
、
第
二
反
歌
で
は
視
線
を
眼
前
の

浜
に
反
転
さ
せ
、
「
見
と
も
飽
か
め
や
」
と
い
う
讃
美
表
現
で
詠
み
お
さ

め
て
い
る
。
視
点
・
関
心
の
移
動
を
ま
と
め
る
と
、
長
歌
で
名
寸
隅
の
舟

瀬
↓
淡
路
島
松
帆
の
浦
↓
（
海
人
娘
子
）
へ
と
遠
ざ
か
っ
た
視
点
が
、
反

歌
で
は
（
海
人
娘
子
）
↓
名
寸
隅
の
舟
瀬
の
浜
へ
と
回
帰
し
て
い
る
の
で

ある。こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
当
該
歌
は
、
国
土
讃
美
を
基
本
と
す
る
行
幸

歌
の
あ
り
方
と
、
「
海
人
娘
子
」
を
見
た
い
と
希
求
す
る
相
聞
表
現
と
し

て
の
歌
の
あ
り
方
の
間
で
評
価
が
揺
れ
て
い
る
。
そ
の
鍵
と
な
っ
て
い
る

は
じ
め
に
、
当
該
歌
の
研
究
史
を
確
認
す
る
。
清
水
克
彦
氏
は
、

こ
の
作
品
の
長
歌
（
九
三
五
）
と
反
歌
第
一
首
（
九
三
六
）
に
は
、

淡
路
島
の
松
帆
の
浦
で
玉
藻
を
刈
り
、
藻
塩
を
焼
く
海
人
娘
子
を
見

に
行
き
た
い
と
い
う
、
「
我
れ
」
の
私
的
な
願
望
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
作
品
は
、
長
歌
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
作
者

の
現
在
地
、
「
名
寸
隅
の
船
瀬
の
浜
」
に
「
し
き
る
白
波
」
を
賞
美

す
る
内
容
の
歌
「
九
三
七
」
で
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
為
に
全
篇
が

景
賞
美
の
性
格
を
持
ち
、
海
人
娘
子
も
、
松
帆
の
浦
の
美
景
を
構
成

す
る
為
の
、
い
わ
ば
中
心
的
景
物
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
の
よ

う
で
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
そ
う
解
釈
す
べ
き
で
、
こ
の
点
で
こ
の

（１）

歌
は
危
う
く
公
的
な
行
幸
従
駕
歌
に
止
ま
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
た
。
海
人
娘
子
へ
の
私
的
願
望
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
も
、
あ
く

ま
で
も
国
土
讃
美
と
い
う
行
幸
従
駕
歌
の
基
本
を
踏
ま
え
た
歌
と
解
釈
し

評
価
す
る
。
し
か
し
こ
の
後
、
「
私
的
な
願
望
」
の
相
聞
性
が
行
幸
従
駕

の
は
、
「
海
人
娘
子
」
に
対
す
る
思
い
を
ど
う
捉
え
る
か
で
あ
っ
た
。
し

か
し
注
目
す
べ
き
は
、
最
終
的
に
「
浜
に
寄
せ
る
波
」
を
讃
美
す
る
点
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
波
は
「
海
人
娘
子
」
へ
の
視
点
・
関
心
の
移

動
と
と
も
に
足
元
の
浜
に
寄
せ
て
い
る
。
「
海
人
娘
子
」
と
は
そ
も
そ
も

ど
ん
な
存
在
な
の
か
、
「
海
人
娘
子
」
の
い
る
と
さ
れ
る
対
岸
の
淡
路
島

か
ら
寄
せ
て
く
る
波
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
・
眼
前
の
景
が
「
海

人
娘
子
」
の
い
る
世
界
と
波
に
よ
っ
て
繋
が
れ
る
こ
と
で
、
あ
る
「
変
成
」

を
遂
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
当
該
歌
の
意
義
を
問
い

直したい。二
研
究
史
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歌
に
不
相
応
と
捉
え
ら
れ
、
歌
の
意
義
を
問
い
な
お
す
論
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

村
田
正
博
氏
は
、
当
該
歌
の
根
底
に
「
ナ
ビ
ヅ
マ
（
隠
妻
）
伝
説
」
が

あ
る
と
し
、

土
地
の
伝
説
を
と
り
あ
げ
て
作
歌
す
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
、
そ
の

土
地
の
由
緒
を
認
め
、
讃
美
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
（
伊
藤

「
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』
一
八
七
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
だ
か
ら
こ

そ
、
海
人
娘
子
へ
の
憧
慢
を
う
た
う
長
歌
や
第
一
反
歌
の
訶
句
を
承

け、
性
廻
り
見
と
も
飽
か
め
や
名
寸
隅
の
船
瀬
の
浜
に
し
き
る
白
波

（６．九三七）

と
い
う
、
土
地
の
好
景
を
た
た
え
る
結
び
の
歌
が
ス
ム
ー
ズ
に
詠
み

出
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
こ
の
金
村
の

長
・
反
歌
が
行
幸
従
駕
の
歌
と
し
て
十
分
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
つ

（２）

た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
た
し
か
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
、
行
幸
の
地
に
お
け
る
「
讃
歌
性
」
を
見
出
す
。
清
原
和
義
氏
は
、

実
体
験
と
し
て
の
特
定
の
女
性
で
は
な
く
想
念
の
人
と
し
て
「
海
人

娘
子
」
を
歌
う
と
こ
ろ
に
、
か
え
っ
て
そ
の
場
の
一
般
に
共
有
で
き

る
具
象
性
を
伴
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
個
人
の
感
慨
の
詠

（３）

歌
で
は
な
い
、
宮
廷
歌
人
の
あ
り
様
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
述
べ
、
海
人
娘
子
へ
の
憧
れ
は
行
幸
に
従
駕
す
る
官
人
に
共
通
す
る
感

情
で
あ
り
、
そ
の
共
通
性
こ
そ
が
行
幸
歌
と
し
て
の
讃
歌
性
に
繋
が
る
と

し
た
。
こ
れ
を
さ
ら
に
進
め
た
の
が
梶
川
信
行
氏
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
邑
美
頓
宮
で
の
宴
席
で
、
目
前
に
海
を
隔
て
て
見
え
る
、
あ

る
い
は
見
え
た
「
淡
路
島
松
帆
の
浦
」
と
い
う
地
名
を
契
機
と
し
っ

つ
、
旅
先
で
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
架
空
の
恋
物
語
で
あ
り
、
座
興
と

し
て
従
駕
官
人
た
ち
の
無
卿
を
慰
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
（
略
）
す
な
わ
ち
こ
の
歌
は
、
金
村
の
行
幸
従
駕

歌
の
中
で
も
国
土
賛
美
的
な
も
の
で
は
な
く
、
悲
恋
物
語
的
な
歌
の

（４）

作
品
系
列
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

と
、
当
該
歌
を
仮
構
の
娘
子
と
の
架
空
の
恋
物
語
で
あ
り
、
座
興
の
歌
と

捉
え
る
。
梶
川
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
作
歌
が
行
幸
従
駕
歌
と
し
て
意
味

を
な
す
か
と
い
う
議
論
と
と
も
に
、
論
が
第
一
反
歌
ま
で
の
範
囲
で
終
結

し
第
二
反
歌
の
解
釈
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
点
と
し
て
残
る
。

そ
の
後
、
官
人
の
海
人
娘
子
へ
の
憧
れ
心
を
天
皇
に
よ
る
妻
ま
ぎ
の
「
も

ど
き
」
と
捉
え
る
村
山
出
氏
、
「
見
え
な
い
娘
子
」
も
景
の
一
部
と
捉
え

る
倉
持
し
の
ぶ
氏
が
、
梶
川
論
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
で
も
行
幸
従
駕
歌

と
し
て
の
意
義
づ
け
を
試
み
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
官
人
た
ち
の
海
人
娘

子
へ
の
思
い
を
行
幸
歌
と
し
て
の
讃
歌
性
と
ど
う
関
連
づ
け
る
か
に
論
点

（５）

を
置
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

海
人
娘
子
は
眼
前
の
「
見
え
る
景
」
に
包
括
し
て
な
お
国
土
讃
美
の
対

象
と
す
べ
き
「
見
え
な
い
景
」
な
の
か
、
ま
た
は
す
で
に
国
土
讃
美
の
伝

統
を
離
れ
、
相
聞
的
要
素
に
よ
っ
て
行
幸
の
宴
の
座
興
に
お
さ
ま
る
べ
き

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
歌
の
表
現
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
と
「
海
人

娘
子
が
見
え
な
い
」
の
で
は
な
く
「
見
に
行
き
た
い
け
れ
ど
行
か
れ
な
い
」

の
で
あ
り
、
最
終
的
に
賞
美
さ
れ
て
い
る
の
は
、
足
元
の
浜
に
寄
せ
来
る

波
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
注
目
し
て
問
い
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
節
で

は
海
人
娘
子
の
原
義
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
当
該
歌
の
行
幸
歌
と
し
て
の

意
味
を
考
え
て
い
く
。
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そ
も
そ
も
「
海
人
」
と
「
娘
子
」
が
結
合
し
た
海
人
娘
子
と
は
何
も
の

だ
っ
た
の
か
。
「
海
人
」
は
、

網
引
す
る
海
人
と
か
見
ら
む
飽
の
浦
の
清
き
荒
磯
を
見
に
来
し
我
れ

を

（
⑦
二
八
七
・
人
麻
呂
歌
集
）

潮
早
み
磯
廻
に
居
れ
ば
潜
き
す
る
海
人
と
や
見
ら
む
旅
行
く
我
れ
を

（
⑦
一
二
三
四
・
古
集
）

な
ど
と
詠
ま
れ
、
都
人
に
と
っ
て
旅
の
途
上
で
目
に
す
る
異
境
の
人
で

あ
っ
た
。
「
私
を
海
人
と
見
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
背
景
に
は
、
そ
う
は

見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
感
情
が
見
て
取
れ
よ
う
。
海
人
を
異
質
な
も
の

と
見
倣
し
軽
侮
さ
え
含
む
語
感
が
感
じ
ら
れ
る
。

あ
さ
り
す
る
海
人
の
子
ど
も
と
人
は
言
へ
ど
見
る
に
知
ら
え
ぬ
貴
人

の
子
と

（⑤八五三）

と
旅
人
が
詠
む
の
も
、
「
海
人
」
が
貴
人
の
対
極
に
あ
る
存
在
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
を
と
め
」
（
「
娘
子
」
を
は
じ
め
何
種
か
の
漢
字
表
記
が
あ
る
）
に
つ

い
て
は
、
折
口
信
夫
氏
に
よ
る
と
、

ミ
ヨ
は
、
復
活
す
る
・
元
に
戻
る
の
義
で
、
常
に
交
替
し
て
神
事
に

（６）

奉仕する男子・女子が、葛ｇ-百・重Ｃｓ-日①なのであった。

と
さ
れ
、
「
を
と
め
」
が
そ
の
原
義
に
お
い
て
神
聖
性
を
内
包
す
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
「
を
と
め
」
と
は
、
そ
の
若
さ
や
容
姿
が
美
と
捉
え
ら

（７）

れ
、
姿
を
見
た
い
と
希
求
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
「
海
人
」
が
「
娘
子
」
と
い
う
語
と
結
び
つ
い

た
時
「
娘
子
」
が
本
来
的
に
持
つ
神
聖
性
が
付
与
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い

三
海
人
娘
子
と
は
ｌ
「
あ
り
と
は
間
」
く
海
人
娘
子

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
よ
り
「
海
人
娘
子
」
は
旅
の
景
の
一
部
と
し
て

異
郷
性
を
感
じ
さ
せ
望
郷
の
念
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
要
素
に
加

え
、
旅
先
で
見
る
べ
き
存
在
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
讃

歌
で
取
り
あ
げ
ら
れ
詠
ま
れ
る
べ
き
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
海
人
娘
子
」
は
万
葉
集
中
に
二
○
例
を
数
え
る
。
そ
の
う
ち
作
者
や

題
詞
か
ら
年
代
が
特
定
で
き
る
の
は
十
六
例
あ
る
が
、
第
一
期
に
属
す
る

も
の
が
一
例
の
み
で
あ
と
は
い
ず
れ
も
三
期
、
四
期
の
例
で
あ
る
。
霜
旅

歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
軍
王
（
①
五
）
金
村
（
当

該
歌
の
他
⑥
九
三
○
）
福
麻
呂
（
⑨
一
○
六
三
）
の
歌
は
行
幸
歌
で
あ
る
。

そ
の
十
六
例
中
の
四
例
、
行
幸
歌
五
例
中
の
三
例
が
金
村
の
作
品
で
あ
る
。

軍
王
の
例
が
序
詞
の
中
で
の
使
用
で
あ
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
金
村
の
こ

の
語
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
と
意
識
的
な
使
用
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。

金
村
の
当
該
歌
以
外
の
二
例
を
あ
げ
る
。

画
隅
内
限
田
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
ら
し
旅
の
宿
り
に
揖
の
音
聞
こ
ゆ

（
⑥
九
三
○
・
冬
十
月
幸
子
難
波
宮
時
反
歌
）

：
・
ま
す
ら
を
の
手
結
が
浦
に
胴
Ⅲ
胴
国
剴
捌
塊
削
魍
草
枕
旅
に

し
あ
れ
ば
ひ
と
り
し
て
見
る
験
な
み
：
．

（
③
三
六
六
・
角
鹿
津
乗
船
時
）

揖
の
音
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
海
人
娘
子
と
旅
の
景
の
一
部
と
し
て
の
海

人
娘
子
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
直
接
見
え
な
い
に
し
て
も
他

の
手
段
で
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
、

塩
焼
く
、
玉
藻
刈
る
、
舟
出
す
る
な
ど
姿
が
見
え
る
と
詠
ん
だ
り
、
揖
の

音
な
ど
で
存
在
を
認
識
す
る
万
葉
集
中
の
「
海
人
娘
子
」
の
詠
ま
れ
方
と

共通する。
国
岡
内
限
田
玉
求
む
ら
し
沖
っ
波
畏
き
海
に
舟
出
せ
り
見
ゆ

-６６-
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ず
言
ひ
け
る
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
名
が
…

（
⑨
一
八
○
七
・
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
・
詠
勝
鹿
真
間
娘
子
）

こ
れ
は
土
地
の
言
い
伝
え
に
よ
り
そ
の
存
在
が
確
信
さ
れ
る
所
謂
「
伝
承

の
娘
子
」
を
詠
む
歌
で
あ
る
。
そ
れ
は
伝
説
の
、
理
想
化
さ
れ
た
娘
子
で

あ
り
、
勿
論
目
前
に
し
て
い
な
い
（
も
は
や
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
け

（⑥一○○三・葛井大成）

あ
り
通
ふ
難
波
の
宮
は
海
近
生
陶
山
娘
用
言
が
乗
れ
る
舟
見
ゆ

（⑥一○六三・福麻呂歌集）

揖
の
音
ぞ
ほ
の
か
に
す
な
る
淘
凶
娘
田
沖
っ
藻
刈
り
に
舟
出
す
ら
し

も

（
⑦
二
五
二
）

あ
さ
り
す
ゑ
陶
山
娘
用
百
が
袖
通
り
濡
れ
に
し
衣
干
せ
ど
乾
か
ず

（
⑦
二
八
六
）

そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
一
首
で
あ
る
。

こ
れ
や
こ
の
名
に
負
ふ
鳴
門
の
う
づ
潮
に
玉
藻
刈
る
と
ふ
閥
Ｗ
胴
聞
國

ど
も

（
⑮
三
六
三
八
・
遣
新
羅
使
）

こ
の
歌
で
は
「
海
人
娘
子
」
の
姿
が
実
際
に
見
え
る
、
或
い
は
そ
の
存
在

が
他
の
手
段
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
「
鳴
門
の
う

、

、

づ
潮
に
玉
藻
刈
る
と
ふ
」
と
、
対
象
が
未
見
で
あ
っ
て
も
伝
聞
に
よ
っ
て

そ
の
存
在
が
既
知
で
あ
り
、
旅
先
に
あ
る
べ
き
、
見
る
べ
き
も
の
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
語
り
継
が
れ
る
「
娘
子
」
の

あ
り
方
を
想
起
さ
せ
る
。

い
に
し
へ
に
あ
り
け
む
人
の
倭
文
幡
の
帯
解
き
交
へ
て
伏
屋
立

て
妻
問
ひ
し
け
む
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
名
が
奥
っ
城
を
こ
こ
と

剛
副
劉
刷
司
訓
（
③
四
三
一
・
赤
人
・
過
勝
鹿
真
間
娘
子
墓
時
）

い
に
し
へ
に
あ
り
け

て
妻
問
ひ
し
け
む
唾

剛詞剛切到訓

鶏
が
鳴
く
東
の
国
に
古
へ
に
あ
り
け
る
こ
と
と
今
ま
で
に
絶
え

れ
ど
、
そ
の
地
に
ゆ
か
り
の
娘
子
を
歌
に
詠
む
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で

ある。金
村
は
、
淡
路
の
松
帆
の
浦
に
理
想
の
海
人
娘
子
が
い
る
と
、
あ
た
か

も
そ
う
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
海

人
娘
子
に
は
会
い
に
行
か
れ
な
い
。
し
か
し
、
決
し
て
手
の
届
か
な
い
位

置
に
置
く
こ
と
で
、
伝
承
の
娘
子
に
重
ね
て
海
人
娘
子
の
聖
性
を
高
め
て

い
る
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
「
あ
り
と
は
聞
け
ど
見

に
行
か
む
よ
し
の
な
」
い
「
海
人
娘
子
」
を
詠
む
こ
と
は
、
単
に
鄙
の

風
物
を
詠
む
こ
と
を
旅
（
行
幸
）
の
風
流
と
捉
え
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
、

金
村
の
新
し
い
讃
美
表
現
の
一
つ
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

四
「
海
人
娘
子
」
の
い
る
場
所

次
に
、
「
海
人
娘
子
」
が
い
る
と
さ
れ
る
淡
路
の
松
帆
の
浦
は
、
ど
の

よ
う
な
場
所
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
金
村
の
作

歌
以
外
で
海
人
娘
子
が
詠
ま
れ
た
歌
と
し
て
注
目
さ
れ
る
歌
に
次
の
歌
が

ある。娘
子
ら
が
麻
笥
に
垂
れ
た
る
続
麻
な
す
長
門
の
浦
に
朝
な
ぎ
に

満
ち
来
る
潮
の
夕
な
ぎ
に
寄
せ
来
る
波
の
そ
の
潮
の
い
や
ま
す

ま
す
に
そ
の
波
の
い
や
し
く
し
く
に
我
妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
来
れ

ば
阿
胡
の
海
の
荒
礒
の
上
に
浜
菜
摘
む
海
人
娘
子
ら
が
う
な
が

せ
る
領
布
も
照
る
が
に
手
に
巻
け
る
玉
も
ゆ
ら
ら
に
白
拷
の
袖

振
る
見
え
つ
相
思
ふ
ら
し
も

（⑬三二四三）

こ
の
歌
で
は
、
海
人
娘
子
の
描
写
（
服
装
）
が
、
神
仕
え
を
す
る
者
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
窪
田
「
評
輝
』
の
説

- ６７ -
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海
人
の
女
の
如
何
な
る
者
で
あ
る
か
は
、
金
村
は
知
ら
ぬ
は
ず
は

な
く
、
又
さ
う
し
た
者
は
松
帆
の
海
ま
で
渡
ら
ず
と
も
名
寸
隅
の
邊

り
に
も
ゐ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
松
帆
の
浦
の
海
女
に
限
っ
て

ふさ

憧
れ
、
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
は
適
は
し
く
な
い
長
歌
に
ま
で
し
て

ゐ
る
の
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
て
で
あ
ら
う
。
強
ひ
て

い
へ
ぱ
、
當
時
知
識
階
級
に
盛
行
し
て
ゐ
た
神
仙
思
想
か
ら
の
聯
想

で
、
海
を
越
し
て
の
彼
方
の
島
に
住
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
海
未
通
女
が
、

仙
女
で
あ
る
か
の
や
う
な
想
像
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

程
で
は
な
く
て
も
、
未
見
の
女
を
、
未
見
で
あ
る
が
故
に
空
想
化
し
、

仙
女
を
そ
の
空
想
の
資
料
と
し
て
、
強
い
憧
れ
を
起
し
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

と
、
海
人
娘
子
と
仙
境
の
繋
が
り
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
慧
眼
と
い
え
よ

（８）》《ノＯ虫
麻
呂
歌
集
の
「
詠
水
江
浦
嶋
子
」
に
は
、
「
海
人
娘
子
」
の
語
は
登

場
し
な
い
も
の
の
、
海
の
彼
方
に
「
海
神
の
神
の
娘
子
」
の
住
む
常
世
が

あ
る
と
す
る
。

：
．
水
江
の
浦
島
の
子
が
鰹
釣
り
鯛
釣
り
ほ
こ
り
七
日
ま
で
家
に

も
来
ず
て
海
境
を
過
ぎ
て
漕
ぎ
行
く
に
海
神
の
神
の
娘
子
に
た

ま
さ
か
に
い
漕
ぎ
向
ひ
相
と
ぶ
ら
ひ
言
成
り
し
か
ば
か
き
結
び

常
世
に
至
り
海
神
の
神
の
宮
の
内
の
へ
の
妙
な
る
殿
に
…

（⑨一七四○）

ま
た
、
旅
人
は
「
遊
於
浦
河
序
」
で
「
余
以
暫
性
松
浦
之
縣
遁
遥
珈
臨

玉
嶋
之
潭
遊
覧
忽
値
釣
魚
女
子
等
也
」
と
述
べ
、

君
を
待
つ
松
浦
の
浦
の
娘
子
ら
は
常
世
の
国
の
海
人
娘
子
か
も

で
あ
る
。

と
、
仙
境
で
あ
る
常
世
に
「
海
人
娘
子
」
が
い
る
と
詠
む
。
す
な
わ
ち
、
「
海

人
娘
子
」
が
い
る
場
所
と
は
、
海
の
彼
方
に
設
定
さ
れ
る
常
世
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
詩
の
世
界
で
も
「
高
唐
賦
」

や
「
神
女
賦
」
に
お
い
て
、
遠
い
川
の
ほ
と
り
に
神
女
が
住
む
と
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
も
通
底
す
る
。

当
該
歌
に
そ
く
し
て
さ
ら
に
確
認
す
る
な
ら
ば
、
大
浦
誠
士
氏
は
、
人

麻
呂
霜
旅
歌
八
首
（
③
二
四
九
～
二
五
六
）
に
つ
い
て
の
論
考
の
中
で
「
敏

馬
」
「
野
島
の
埼
」
と
い
う
地
名
を
と
り
あ
げ
、
両
者
が
明
石
海
峡
を
隔

て
た
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
石
海
峡
の
持
つ
境
界
と
し
て
の
意
味
の
重

（９）

要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
明
石
海
峡
は
畿
内
と
畿
外
の
境
界
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
ま
さ
に
畿
外
へ
出
た
ば
か
り
の
地
、
印
南
野
か
ら
明
石
海
峡

を
隔
て
た
淡
路
島
を
見
や
る
時
に
も
、
そ
の
境
界
性
は
意
識
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
。
当
該
歌
の
淡
路
島
は
、
一
種
の
異
境
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
考
え

られる。
ま
た
時
代
は
下
る
が
、
淡
路
島
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
歌
と
し
て
次
の
よ

う
な
例
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

わ
た
つ
う
み
の
挿
頭
に
さ
せ
る
白
妙
の
波
も
て
ゆ
へ
る
淡
路
島
山

（
古
今
⑰
雑
歌
上
九
二
）

「
挿
頭
」
と
い
う
語
か
ら
は
神
事
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
が
看
取
さ
れ
る
。

や
は
り
、
淡
路
島
が
あ
る
種
の
聖
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五
「
名
寸
隅
の
舟
瀬
の
浜
に
し
き
る
白
波
」

海
人
娘
子
が
い
る
と
さ
れ
た
場
所
が
常
世
と
設
定
さ
れ
、
淡
路
の
松
帆

（⑤八六五・旅人）

-６８-
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（⑮三五八三）

「
畏
し
」
は
魂
を
揺
さ
ぶ
る
霊
威
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
「
寄
す
」

は
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
寄
せ
る
こ
と
で
、
何
か
を
運
ぶ
も
の
と
し
て
、
「
立

つ
」
は
霊
威
を
奮
い
立
た
せ
る
も
の
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
保

坂
達
雄
氏
は
、

あ
み
の
浦
に
船
乗
り
す
ら
む
を
と
め
ら
が
玉
裳
の
裾
に
潮
満
つ
ら
む

か

（

①

四

○

・

人

麻

呂

）

に
つ
い
て
、
こ
の
時
の
伊
勢
國
行
幸
で
の
舟
遊
び
や
女
官
た
ち
の
浜
辺
の

遊
び
が
、
常
世
波
の
霊
威
を
身
に
着
け
る
呪
的
な
意
義
を
持
つ
と
解
し

の
浦
が
そ
の
よ
う
に
見
倣
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め

て
第
二
反
歌
（
九
七
三
）
の
意
味
を
考
え
た
い
。
「
名
寸
隅
の
舟
瀬
の
浜

に
寄
せ
る
白
波
」
を
「
見
と
も
飽
か
め
や
」
、
見
飽
き
る
こ
と
は
な
い
と

詠
む
。
そ
の
詠
み
ぶ
り
だ
け
で
も
景
の
賞
美
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

波
が
海
人
娘
子
の
い
る
と
さ
れ
る
淡
路
島
か
ら
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
重
要

な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。

万
葉
集
中
で
は
、
波
は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

荒
磯
越
す
澗
劃
圏
剃
淡
路
島
見
ず
か
過
ぎ
な
む
こ
こ
だ
近
き
を

（
⑦
二
八
○
）

大
海
の
澗
刷
圏
ｕ
し
か
れ
ど
も
神
を
斎
ひ
て
舟
出
せ
ば
い
か
に

（⑦一二三二・古集）

神
さ
ぶ
る
荒
津
の
崎
に
寄
す
る
波
間
な
く
や
妹
に
恋
ひ
わ
た
り
な
む

伊
勢
の
海
の
礒
も
と
ど
ろ
に
寄
す
る
波
畏
き
人
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も

（
④
六
○
○
・
笠
女
郎
贈
家
持
）

ま
幸
く
て
妹
が
斎
は
ば
沖
つ
波
千
重
に
立
つ
と
も

（⑮三六六○）

障
り
あ
ら
め
や
も

（旧）た
。
行
幸
に
お
い
て
波
を
詠
む
意
味
に
つ
い
て
、
当
該
歌
に
つ
な
が
る
重

要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
。

当
該
歌
の
波
が
、
「
行
き
廻
り
見
と
も
飽
か
め
や
」
と
詠
ま
れ
る
の
は
、

行
幸
歌
や
霜
旅
歌
に
お
け
る
国
土
讃
美
の
表
現
と
し
て
常
套
的
に
用
い
ら

れ
た
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
を
ふ
ま
え
た
讃
美
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
当
該
歌
で
は
「
船
瀬
の
浜
に
し
き
る
白
波
」
と
、
し
き
り
に

寄
せ
る
波
そ
の
も
の
が
賞
美
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
霊
力
を
帯
び
た
波

が
次
々
に
寄
せ
て
い
る
場
所
が
ま
さ
に
行
幸
の
地
と
し
て
の
「
名
寸
隅
の

船
瀬
の
浜
」
な
の
で
あ
る
が
、
波
が
絶
え
ず
重
な
り
合
っ
て
寄
せ
て
く
る

と
は
、
波
の
持
つ
力
が
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
に
増
幅
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
波
が
寄
せ
る
場
所
で
あ
る
行
幸
の
浜
の
神
聖
性
、

め
で
た
さ
も
増
幅
す
る
こ
と
に
な
る
。

霊
力
あ
ふ
れ
る
波
が
ど
こ
か
ら
寄
せ
て
い
る
の
か
と
視
線
を
写
し
て
み

れ
ば
、
対
岸
は
淡
路
島
の
松
帆
の
浦
で
あ
る
。
海
人
娘
子
の
い
る
と
さ
れ

た
淡
路
の
松
帆
の
浦
と
、
足
元
の
名
寸
隅
の
船
瀬
の
浜
は
、
寄
せ
来
る
波

に
よ
っ
て
一
つ
に
繋
が
れ
た
の
で
あ
る
。

「
海
人
娘
子
を
見
に
行
き
た
い
が
行
か
れ
な
い
」
と
歎
き
、
一
見
未
完

を
装
っ
た
名
寸
隅
の
浜
の
景
は
、
そ
の
「
た
ど
り
つ
け
な
さ
」
に
よ
っ
て

聖
性
を
獲
得
し
た
対
岸
の
景
と
白
波
で
繋
が
れ
る
こ
と
で
、
め
で
た
さ
を

増
し
、
い
わ
ば
景
と
し
て
完
成
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
た

歌
は
、
行
幸
従
駕
に
ふ
さ
わ
し
い
讃
歌
と
し
て
充
分
に
成
立
し
て
い
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

六
む
す
び
に
か
え
て

笠
金
村
の
「
印
南
野
行
幸
歌
」
は
、
従
来
述
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、

-６９-



特集・変成する言葉

眼
前
の
「
見
え
る
」
景
に
「
見
え
な
い
娘
子
」
も
包
括
し
て
一
つ
の
景
と

し
て
讃
美
す
る
歌
や
、
娘
子
に
対
す
る
思
慕
の
情
を
詠
む
行
幸
の
宴
の
座

興
の
歌
と
は
考
え
に
く
い
。

「
変
成
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
淡
路
島
松
帆
の
浦

は
、
海
人
娘
子
の
居
る
場
所
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
異
境
・
常
世

と
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
淡
路
島
は
、
も
と
も
と
都
ぴ
と
に
と
っ

て
畿
内
・
畿
外
の
境
界
性
を
も
っ
た
特
別
な
場
所
で
あ
っ
た
が
、
「
海
人
」

の
語
に
付
与
さ
れ
た
「
娘
子
」
の
神
聖
性
に
加
え
、
所
謂
伝
承
の
娘
子
の

イ
メ
ー
ジ
も
反
映
し
て
歌
に
詠
む
べ
き
特
別
な
場
所
へ
の
「
変
成
」
が
も

た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
に
加
え
て
、
寄
せ
来
る
波
に
よ
っ
て
海
人
娘
子
の
い
る
場
所
と
繋

が
れ
た
名
寸
隅
の
浜
も
行
幸
の
景
と
し
て
完
成
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ

れ
に
よ
っ
て
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
当
該
歌
は
、
行
幸
従
駕
の
歌
と
し
て
十
分

に
意
義
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
海
人
娘
子
の
存
在
は
、

彼
岸
の
み
な
ら
ず
此
岸
に
も
第
二
の
「
変
成
」
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
一
つ
の
言
葉
の
設
定
が
「
変
成
」
を
導
引
し
、
さ
ら
に

そ
れ
が
次
な
る
「
変
成
」
を
惹
起
す
る
と
い
う
仕
掛
け
を
内
包
し
た
金
村

の
行
幸
歌
は
、
新
し
い
讃
美
表
現
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
だ
と
結
論
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
清
水
克
彦
「
笠
金
村
論
」
『
万
葉
論
集
第
一
二
桜
楓
社
一
九
七
二

（
２
）
村
田
正
博
「
印
南
野
行
幸
時
の
歌
」
『
万
葉
集
を
学
ぶ
第
四
集
」

有
斐
閣
一
九
七
八
年

年
二
月

（
３
）
清
原
和
義
「
み
吉
野
の
瀧
・
玉
藻
刈
る
海
人
娘
子
宮
万
葉
・
そ
の
後
」

塙
書
房
一
九
八
○
年
五
月

（
４
）
梶
川
信
行
「
対
岸
の
娘
子
ｌ
印
南
野
従
駕
歌
」
『
万
葉
史
の
論

笠
金
村
』
桜
楓
社
一
九
八
七
年
十
月

（
５
）
村
山
出
「
笠
金
村
の
印
南
野
従
駕
歌
」
『
国
語
国
文
研
究
』
一
三

○
号
二
○
○
六
年
八
月

倉
持
し
の
ぶ
．
海
人
娘
子
あ
り
と
は
聞
け
ど
」
Ｉ
笠
金
村
「
神
亀

三
年
の
印
南
野
行
幸
歌
」
に
つ
い
て
の
考
察
ｌ
」
『
叙
説
』
二
○
一

○
年
三
月

（
６
）
折
口
信
夫
「
万
葉
集
研
究
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
巻
一
九

七
五
年
九
月
中
公
文
庫

（
７
）
「
を
と
め
」
と
は
ど
う
い
う
存
在
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
万
葉

集
の
「
を
と
め
」
・
「
を
と
こ
」
考
」
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
大
学

院
紀
要
』
第
ｕ
号
二
○
○
四
年
三
月
で
考
察
し
た
。

（
８
）
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
鐸
』

（
９
）
大
浦
誠
士
「
人
麻
呂
鍔
旅
歌
八
首
の
周
辺
」
『
万
葉
集
の
様
式

と
表
現
伝
達
可
能
な
造
形
と
し
て
の
〈
心
〉
』
笠
間
書
院

二
○
○
八
年
六
月

（
皿
）
保
坂
達
雄
「
海
の
行
事
と
留
守
官
の
歌
」
『
神
と
巫
女
の
古
代
伝

承
論
』
岩
田
書
院
二
○
○
三
年
三
月
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