
一

大
伴
旅
人
の
周
囲
に
あ
っ
て
そ
の
子
息
家
持
と
も
何
ら
か
の
関
わ

り
を
持
っ
た
人
物
の
一
人
に
大
伴
三
依
が
い
る
。
そ
の
三
依
が
「
悲

別
歌
」
と
題
し
て
残
し
た
の
が
次
の
一
首
で
あ
る
。

大
伴
宿
祢
三
依
の
別
れ
を
悲
し
ぶ
る
歌
一
首

天
地
と

共
に
久
し
く

住
ま
は
む
と

思
ひ
て
あ
り
し

家

の
庭
は
も

（
巻
四
、
五
七
八
）

右
の
一
首
は
、『
萬
葉
集
』
巻
四
相
聞
部
に
収
録
さ
れ
る
。
伊
藤

博
氏
の
巻
四
編
纂
過
程
に
関
す
る
考
察
に
よ
れ
ば
、
先
立
つ
五
七
七

番
歌
と
当
該
歌
の
間
に
は
「
断
層
」
が
あ
り
、
天
平
四
年
以
降
の
作

品
と
し
て
増
補
さ
れ
た
歌
群
の
先
頭
に
置
か
れ
た
の
が
、
こ
の
一
首

（
�
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
題
詞
に
記
さ
れ
る
「
悲
別
」
の
内

容
を
、
大
伴
旅
人
亡
き
後
、
続
く
余
明
軍
の
二
首
と
同
様
に
そ
の
子

家
持
に
宛
て
た
惜
別
の
情
を
歌
う
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
に
由
来
す

る
。一

方
で
、
契
沖
『
代
匠
記
』
や
そ
れ
を
承
け
た
澤
瀉
『
注
釈
』
の

よ
う
に
、
直
前
ま
で
配
列
さ
れ
て
い
る
大
宰
府
関
連
歌
群
に
連
な
る

一
首
と
見
て
、
三
依
が
上
京
す
る
旅
人
と
の
別
れ
を
惜
し
む
も
の
と

す
る
説
も
あ
る
。「
悲
別
」
の
対
象
を
旅
人
と
と
ら
え
、
彼
の
帰
京

後
も
現
地
に
残
る
こ
と
と
な
っ
た
大
宰
府
官
人
達
の
惜
別
の
思
い
を

歌
う
も
の
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
依
自
身
が
大
宰
府
か

ら
の
帰
京
に
際
し
て
現
地
で
の
居
宅
に
別
れ
を
告
げ
る
と
す
る
説

（『
略
解
』）、
五
五
六
番
歌
賀
茂
女
王
贈
歌
に
見
え
る
難
波
出
立
時
の

も
の
と
考
え
る
説
（『
窪
田
評
釈
』）、
ま
た
、
旅
人
薨
去
時
の
弔
問

天
地
と

共
に
久
し
く

│
│
巻
四
、
五
七
八

大
伴
三
依
「
悲
別
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
│
│鈴

木

利

一
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後
に
三
依
が
何
ら
か
の
任
を
得
て
（
も
し
く
は
元
の
任
地
へ
帰
還
す

る
た
め
に
）
出
立
す
る
際
の
歌
と
す
る
説
（『
新
大
系
』）
も
あ
り
諸

注
一
致
を
見
な
い
。
こ
の
錯
綜
ぶ
り
は
、
当
面
の
一
首
が
旅
人
帰
京

前
後
の
微
妙
な
位
置
に
配
置
さ
れ
、
作
歌
時
期
を
い
ず
れ
と
も
決
し

が
た
い
様
相
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
主
因
と
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
一
首
の
立
ち
位
置
を
左
右
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
を
、
大
伴
三
依

の
人
と
作
品
を
た
ど
る
こ
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

二

題
詞
に
記
さ
れ
る
「
悲
別
」
の
語
は
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ

う
に
漢
籍
に
そ
の
確
か
な
用
例
を
見
な
い
。
集
中
に
お
け
る
「
悲

別
」
と
題
さ
れ
る
一
連
の
作
品
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
平
舘
氏
の

（
�
）

言
う
よ
う
に
和
習
の
漢
語
と
み
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
描
か
れ
る
別
れ
の
諸
相
も
多
様
で
あ
る
。

阿
倍
朝
臣
老
人
唐
に
遣
は
さ
れ
し
時
に
、
母
に
奉
り
て
別

れ
を
悲
し
ぶ
る
歌
一
首

天
雲
の

そ
き
へ
の
極
み

我
が
思
へ
る

君
に
別
れ
む

日

近
く
な
り
ぬ

（
巻
十
九
、
四
二
四
七
）

堀
江
越
え

遠
き
里
ま
で

送
り
来
る

君
が
心
は

忘
ら
ゆ

ま
し
じ右

の
一
首
、
播
磨
介
藤
原
朝
臣
執
弓
、
任
に
赴
き
て
別
れ

を
悲
し
ぶ
る
な
り
。
主
人
大
原
今
城
伝
へ
読
み
て
尓
云

ふ
。

（
巻
二
十
、
四
四
八
二
）

右
の
二
例
な
ど
か
ら
、「
悲
別
」
の
語
が
、
主
と
し
て
旅
立
つ
側

か
ら
の
別
れ
の
悲
し
み
を
歌
う
も
の
と
し
、
当
面
の
一
首
も
そ
の
状

況
で
の
作
と
す
る
説
も
見
ら
れ
る
。『
全
注
』
が
「
悲
別
」
の
語
を

伴
う
作
を
「
旅
に
出
る
者
が
自
ら
の
感
慨
を
歌
う
場
合
に
限
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
「
旅
人
の
薨
じ
た
こ
と
が
筑
紫
に
報
ぜ

ら
れ
て
大
宰
府
か
ら
弔
問
使
が
派
遣
さ
れ
、
そ
の
中
に
大
伴
三
依
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
の
が
、
そ
の
代
表
的
一
例
で

あ
る
。『
新
大
系
』
も
同
様
の
理
解
か
ら
「
筑
紫
へ
と
帰
っ
て
行
く

時
の
作
か
」
と
す
る
。
こ
れ
も
「
悲
別
」
の
語
を
題
す
る
の
は
、
旅

立
つ
立
場
か
ら
の
も
の
と
と
ら
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
直
近
す
る
次
の
例
は
、
そ
の
左
注
に
言
う
と
お
り
、
む
し
ろ
、

こ
れ
か
ら
旅
へ
と
向
か
う
人
々
を
見
送
る
側
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

大
宰
大
監
大
伴
宿
祢
百
代
ら
、
駅
使
に
贈
る
歌
二
首

草
枕

旅
行
く
君
を

う
る
は
し
み

た
ぐ
ひ
て
そ
来
し

志

賀
の
浜
辺
を
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右
の
一
首
、
大
監
大
伴
宿
祢
百
代

周
防
な
る

磐
国
山
を

越
え
む
日
は

手
向
よ
く
せ
よ

荒

し
そ
の
道

右
の
一
首
、
少
典
山
口
忌
寸
若
麻
呂

以
前
に
天
平
二
年
庚
午
夏
六
月
、
帥
大
伴
卿
、
忽
ち
に
瘡

を
脚
に
生
し
、
枕
席
に
疾
苦
ぶ
。
こ
れ
に
よ
り
て
駅
を
馳

せ
て
上
奏
し
、
庶
弟
稲
公
・
姪
胡
麻
呂
に
遺
言
を
語
ら
ま

く
欲
し
と
望
ひ
請
ふ
。
右
兵
庫
助
大
伴
宿
祢
稲
公
・
治
部

少
丞
大
伴
宿
祢
胡
麻
呂
の
両
人
に
勅
し
て
、
駅
を
給
ひ
て

発
遣
は
し
、
卿
の
病
を
省
し
め
た
ま
ふ
。
し
か
る
に
、
数

旬
を
経
て
、
幸
に
平
復
す
る
こ
と
得
た
り
。
時
に
、
稲
公

ら
、
病
す
で
に
療
え
た
る
を
以
て
、
府
を
発
ち
京
に
上

る
。
こ
こ
に
、
大
監
大
伴
宿
祢
百
代
・
少
典
山
口
忌
寸
若

麻
呂
ま
た
卿
の
男
家
持
ら
、
駅
使
を
相
送
り
、
共
に
夷
守

の
駅
家
に
至
る
。
聊
か
に
飲
み
て
別
れ
を
悲
し
び
、
す
な

は
ち
こ
の
歌
を
作
る
。

（
巻
四
、
五
六
六
、
五
六
七
）

「
悲
別
」
を
歌
う
場
に
も
た
ら
さ
れ
た
作
品
が
、
ど
う
し
た
立
場
か

ら
の
作
で
あ
っ
た
か
は
、
や
は
り
、
個
別
の
歌
の
場
の
状
況
を
踏
ま

え
た
上
で
な
い
と
見
通
せ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
、
作
品
自
体
の
内
容
に
求
め
る
し
か
な
い
。
錯
綜
す
る
諸
説

に
は
、
こ
う
し
た
点
に
未
だ
理
解
が
届
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
本
稿
は
考
え
る
。

実
際
に
、
大
伴
三
依
自
身
に
も
、
さ
ら
に
一
首
、「
悲
別
」
の
語

を
題
詞
に
有
す
る
別
の
作
が
あ
る
。

大
伴
宿
祢
三
依
、
別
れ
を
悲
し
ぶ
る
歌
一
首

照
ら
す
日
を

闇
に
見
な
し
て

泣
く
涙

衣
濡
ら
し
つ

干

す
人
な
し
に

（
巻
四
、
六
九
〇
）

五
七
八
番
歌
と
同
様
に
、
巻
四
相
聞
部
に
収
載
さ
れ
て
は
い
る
が
、

詳
細
な
状
況
を
記
さ
な
い
た
め
、
そ
の
作
歌
事
情
は
知
る
す
べ
が
な

い
。「
干
す
人
な
し
に
」
と
、
そ
の
場
に
あ
る
べ
き
人
の
不
在
を
嘆

（
�
）

く
右
の
一
首
は
、
旅
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
表
現
に
依
っ
て
お
り
、
終

末
句
「
家
の
庭
は
も
」
で
表
明
さ
れ
る
欠
落
感
を
表
明
す
る
当
面
の

一
首
と
は
、
哀
惜
の
内
実
を
明
確
に
異
に
す
る
。
こ
の
「
悲
別
」
の

質
的
差
異
を
本
稿
で
は
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い

が
、
少
な
く
と
も
、
作
歌
の
契
機
を
「
旅
立
つ
者
の
感
慨
」
に
限
定

す
る
ほ
ど
の
力
を
「
悲
別
」
の
語
が
有
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

歌
の
場
の
問
題
は
、
他
の
要
素
も
併
せ
た
考
察
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
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三

一
首
は
、「
天
地
と
共
に
久
し
く
」
と
歌
い
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の

「
天
地
と
共
に
久
し
く
」
の
表
現
は
、「
天
地
と
共
に
」
の
共
通
歌
句

を
持
つ
次
の
一
首
を
参
照
し
て
「
生
別
死
別
こ
と
な
れ
と
、
お
し
む

は
お
な
し
心
な
り
」
と
契
沖
が
『
代
匠
記
』（
初
稿
本
）
で
指
摘
し

て
以
降
、
挽
歌
的
表
現
を
下
地
に
お
い
て
読
み
解
く
こ
と
が
行
わ
れ

て
き
た
。

天
地
と

共
に
終
へ
む
と

思
ひ
つ
つ

仕
へ
奉
り
し

心
違

ひ
ぬ

（
巻
二
、
一
七
六
）

諸
注
の
多
く
が
、「
天
地
と
共
に
」
の
共
通
歌
句
に
着
目
し
、
三

依
歌
の
類
想
表
現
と
し
て
あ
げ
る
右
の
一
首
は
、
日
並
皇
子
殯
宮
に

お
け
る
舎
人
等
の
悲
傷
挽
歌
群
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
挽
歌
的
表
現

を
相
聞
歌
に
用
い
る
の
は
、
巻
二
冒
頭
磐
姫
歌
な
ど
、
確
か
に
、
集

中
に
多
く
見
ら
れ
る
手
法
で
あ
る
。
永
遠
の
継
続
を
希
求
し
な
が
ら

も
、
そ
れ
を
阻
む
現
実
の
受
け
入
れ
が
た
さ
や
喪
失
感
は
、
挽
歌
と

相
聞
歌
と
に
通
じ
合
う
心
性
に
支
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
三
依
が

「
悲
別
」
と
題
し
て
歌
う
眼
差
し
の
先
に
は
、
永
遠
を
願
っ
た
人
と

人
と
の
関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
当
面
の
一
首
を
理
解
す
る
に

は
、
ま
ず
、
そ
の
人
へ
の
焦
点
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
伴
旅
人
の
大
宰
府
赴
任
期
間
に
重
な
る
よ
う
に
、
三
依
も
現
地

に
滞
在
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
、
題
詞
に
三
依
の
名
が
記
さ

れ
、
直
接
の
交
渉
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
賀
茂
女
王
の
次
の
一
首

で
確
か
め
ら
れ
る
。

賀
茂
女
王
、
大
伴
宿
祢
三
依
に
贈
る
歌
一
首
﹇
故
左
大
臣

長
屋
王
の
女
な
り
﹈

筑
紫
舟

い
ま
だ
も
来
ね
ば

あ
ら
か
じ
め

荒
ぶ
る
君
を

見
る
が
悲
し
さ

（
巻
四
、
五
五
六
）

ま
た
、
右
の
一
首
に
先
立
つ
三
依
自
身
の
次
の
一
首
も
前
後
に
大

宰
府
関
連
歌
群
が
配
置
さ
れ
る
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
推
定
を

裏
付
け
る
一
助
と
な
る
。

大
伴
宿
祢
三
依
が
歌
一
首

我
が
君
は

わ
け
を
ば
死
ね
と

思
へ
か
も

逢
ふ
夜
逢
は
ぬ

夜

二
走
る
ら
む

（
巻
四
、
五
五
二
）

試
み
に
二
首
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
出
立
前
の
慌
た
だ
し
さ
の
中
で

す
れ
違
い
を
重
ね
る
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
焦
燥
を
歌
っ
た
も
の
と
見

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
二
首
の
位
置
か
ら
、
三
依
の
筑
紫
下
向
は
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旅
人
の
後
を
追
っ
て
と
い
う
か
た
ち
に
見
え
る
が
、
滞
在
時
期
の
重

な
り
は
確
か
な
も
の
と
認
め
て
よ
い
。

こ
の
推
定
を
も
と
に
、
五
七
八
番
歌
は
現
地
で
の
別
れ
を
歌
っ
た

も
の
と
し
て
、『
代
匠
記
』（
初
稿
本
）
は
「
此
哥
は
、
大
伴
卿
大
納

言
に
な
り
て
、
の
ほ
ら
る
ゝ
時
の
哥
な
り
」
と
言
う
。
ま
た
、
三
依

の
身
を
大
宰
府
に
あ
る
と
す
る
の
は
同
じ
な
が
ら
、『
略
解
』
は

「
太
宰
の
任
中
の
屋
の
庭
を
上
京
の
時
よ
め
る
か
」
と
す
る
。
前
者

は
、
帰
京
す
る
大
伴
旅
人
を
見
送
る
側
と
し
て
、
現
地
で
の
居
宅
が

空
し
く
な
る
こ
と
を
惜
し
む
。
一
方
、
後
者
は
、
三
依
自
身
が
大
宰

府
を
立
ち
去
る
に
際
し
て
自
ら
の
居
宅
へ
の
惜
別
の
念
を
歌
に
託
し

た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
惜
別
の
対
象
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
両
者

に
共
通
す
る
の
は
、
三
依
の
惜
別
の
念
が
、
大
宰
府
で
の
日
々
の
継

続
を
強
く
希
求
す
る
心
性
に
も
と
づ
く
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
点
で

あ
る
。

こ
の
考
え
に
従
い
難
い
の
は
、「
家
の
庭
は
も
」
と
結
ぶ
終
末
句

の
も
つ
表
現
性
が
、
そ
う
し
た
理
解
を
阻
む
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。「
は
も
」
の
機
能
に
つ
い
て
、『
時
代
別
国
語
大
辞

典
上
代
編
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ハ
モ
に
上
接
す
る
体
言
は
、
ハ
に
よ
っ
て
個
性
的
な
存
在
と

し
て
取
り
立
て
ら
れ
、
モ
の
結
合
に
よ
っ
て
喚
体
表
現
の
対
象

と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
特
別
な
、
極
限
的
状
況
に
あ
る
対
象

へ
の
詠
歎
に
な
り
や
す
く
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
話
し

手
と
過
去
に
特
定
の
交
渉
が
あ
っ
て
現
在
は
存
在
し
な
い
も
の

や
遠
く
は
な
れ
て
い
る
も
の
の
表
現
に
適
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

大
宰
府
に
赴
任
し
た
中
央
官
人
達
の
心
は
、
都
や
そ
こ
に
残
し
て

き
た
人
々
に
向
い
て
お
り
、
や
が
て
果
た
さ
れ
る
帰
還
と
再
会
の
日

を
待
ち
焦
が
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
大
宰
府
で
の
生
活
に
馴
染
み

を
覚
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
永
遠
な
る
継
続
性
を
望
む
こ
と
は
な
い

と
考
え
て
よ
い
。

我
が
盛
り

ま
た
を
ち
め
や
も

ほ
と
ほ
と
に

奈
良
の
都
を

見
ず
か
な
り
な
む

（
巻
三
、
三
三
一
）

と
歌
っ
た
の
は
、
旅
人
自
身
で
あ
り
、
そ
の
後
も
現
地
に
残
り
、
置

き
去
り
に
さ
れ
た
悲
し
み
を
山
上
憶
良
は
次
の
よ
う
に
歌
う
。

天
ざ
か
る

鄙
に
五
年

住
ま
ひ
つ
つ

都
の
て
ぶ
り

忘
ら

え
に
け
り

（
巻
五
、
八
八
〇
）

我
が
主
の

み
霊
賜
ひ
て

春
さ
ら
ば

奈
良
の
都
に

召
上

げ
た
ま
は
ね

― ７ ―



（
巻
五
、
八
八
二
）

も
ち
ろ
ん
、
次
の
一
首
の
よ
う
に
、
筑
紫
の
地
名
を
あ
げ
て
都
へ
帰

っ
た
人
の
不
在
を
悲
し
む
作
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

大
宰
師
大
伴
卿
の
京
に
上
り
し
後
に
、
筑
後
守
葛
井
連
大

成
の
悲
嘆
し
て
作
る
歌
一
首

今
よ
り
は

城
山
の
道
は

さ
ぶ
し
け
む

我
が
通
は
む
と

思
ひ
し
も
の
を

（
巻
四
、
五
七
六
）

し
か
し
、
そ
れ
は
、「
さ
ぶ
し
」
と
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
共
に
あ

っ
た
人
の
存
在
そ
の
も
の
へ
の
希
求
で
あ
る
。
共
に
過
ご
し
た

「
家
」
や
そ
の
「
庭
」
へ
は
哀
惜
の
念
を
覚
え
た
と
し
て
も
、
歌
と

し
て
口
に
す
る
の
は
作
法
に
か
な
わ
な
い
と
す
る
の
が
上
代
人
の
心

性
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
我
が
行
き
は
久
に
は
あ
ら
じ
」（
巻

三
、
三
三
五
）
と
旅
人
そ
の
人
が
歌
う
よ
う
に
、
地
方
在
任
期
間
そ

の
も
の
を
、
旅
の
最
中
と
と
ら
え
て
い
た
の
が
、
彼
等
の
認
識
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
旅
中
に
あ
っ
て
、
上
代
人
が
「
家
」

を
口
に
す
る
時
、
そ
れ
は
離
れ
て
き
た
都
で
あ
っ
た
り
故
郷
を
さ
す

の
が
、
彼
等
の
歌
の
な
ら
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
時

代
別
大
辞
典
』
の
説
く
終
末
句
「
は
も
」
の
表
現
性
は
、
こ
う
し
た

作
法
に
似
つ
か
わ
し
い
と
は
言
え
な
い
。

他
方
、
三
依
の
身
を
都
に
置
い
て
考
え
る
説
は
、
い
ず
れ
も
旅
人

薨
去
を
機
縁
と
し
た
帰
京
と
い
う
局
面
を
歌
の
場
に
す
え
る
。
こ
う

し
た
理
解
の
方
法
は
、「
永
遠
に
、
と
い
う
気
持
ち
だ
が
、
い
ず
れ

も
念
願
的
内
容
に
限
ら
れ
、
し
か
も
偶
然
か
挽
歌
ば
か
り
で
あ
る
」

と
す
る
『
全
注
』
等
に
代
表
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
作
歌
の
契
機
を
哀

傷
的
場
面
に
よ
る
も
の
と
し
、
大
伴
旅
人
薨
去
後
に
訪
れ
た
別
れ
の

局
面
に
そ
れ
を
想
定
す
る
多
く
の
考
察
の
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
四
十
年
を
越
え

る
歳
月
を
経
た
日
並
皇
子
挽
歌
の
一
節
と
す
る
だ
け
で
は
、
理
解
が

届
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
旅
人
自
身
の
手
に
な
る

次
の
一
首
に
「
天
地
と
長
く
久
し
く
」
と
あ
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て

は
な
ら
な
い
、
と
本
稿
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

暮
春
の
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
す
時
に
、
中
納
言
大
伴

卿
、
勅
を
奉
は
り
て
作
る
歌
一
首
〈
并
せ
て
短
歌

未
だ

奉
上
を
経
ぬ
歌
〉

み
吉
野
の

吉
野
の
宮
は

山
か
ら
し

貴
く
あ
ら
し

川
か

ら
し

さ
や
け
く
あ
ら
し

天
地
と

長
く

久
し
く

万

代
に

変
は
ら
ず
あ
ら
む

行
幸
の
宮

（
巻
三
、
三
一
五
）

各
種
の
典
拠
を
踏
ま
え
な
が
ら
旅
人
に
よ
っ
て
右
の
一
首
が
制
作

― ８ ―



さ
れ
た
の
は
、
三
依
の
一
首
を
遡
る
こ
と
十
年
足
ら
ず
前
の
神
亀
元

年
（
七
二
四
）
に
行
わ
れ
た
、
聖
武
天
皇
即
位
直
後
の
吉
野
行
幸
を

契
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
挽
歌
の
文
脈
で
の
「
天
地
」
の
語
は

「
天
地
の
別
れ
し
時
」
と
神
話
的
叙
述
に
も
と
づ
く
過
去
か
ら
の
悠

久
性
を
歌
う
も
の
で
あ
り
、
旅
人
が
そ
れ
と
は
違
う
文
脈
で
「
天
地

と
長
く
久
し
く
」
と
歌
っ
た
こ
と
は
既
に
多
く
の
指
摘
を
見
る
。
旅

人
が
こ
の
吉
野
行
幸
讃
歌
で
見
せ
た
表
現
の
斬
新
さ
は
、
村
田
正
博

（
�
）

氏
の
考
察
が
詳
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
表
現
は
子
息
家
持
を
中
心
と

し
た
大
伴
氏
歌
人
に
よ
っ
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

人
と
人
と
の
別
れ
を
歌
う
に
際
し
て
、
そ
の
表
現
効
果
に
よ
っ
て

誰
を
想
起
さ
せ
る
の
か
は
、
歌
句
の
選
択
に
当
た
っ
て
の
重
要
な
視

点
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
三
依
に
よ
る
当
面
の
一
首
も
、
永
遠
に
変

ら
ぬ
時
の
持
続
を
寿
ぐ
旅
人
の
一
首
を
、
白
鳳
挽
歌
の
伝
統
的
詞
章

と
共
に
重
層
的
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
あ
る
べ
き
時
の
流
れ
が
途

絶
え
て
し
ま
っ
た
悲
し
み
を
「
天
地
と
共
に
久
し
く
」
と
歌
っ
た
と

理
解
し
て
は
ど
う
か
。
伊
藤
博
氏
は
、
前
後
の
配
列
作
品
と
の
関
係

か
ら
、
三
依
の
一
首
が
、
元
は
大
伴
氏
関
連
資
料
に
含
ま
れ
て
い
た

（
�
）

こ
と
を
示
唆
す
る
と
言
う
。
一
族
の
表
現
の
歴
史
を
継
承
す
る
中
で

三
依
の
一
首
が
記
録
さ
れ
て
き
た
の
な
ら
、
な
お
の
こ
と
、
旅
人
の

行
幸
讃
歌
の
記
憶
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
う
し
た
歌

の
表
現
か
ら
、
人
々
の
心
の
中
で
失
わ
れ
行
く
存
在
と
し
て
の
旅
人

の
像
が
結
ば
れ
て
い
く
の
な
ら
、
三
依
の
歌
が
彼
の
薨
去
を
契
機
と

し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
な
る
。
で
は
、

三
依
は
旅
人
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

四

大
伴
三
依
の
こ
の
時
期
の
経
歴
は
未
詳
で
あ
る
。
ど
う
し
た
立
場

で
大
伴
旅
人
や
そ
の
子
息
家
持
と
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
記
録
の
面

か
ら
窺
い
知
れ
る
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。
大
伴
三
依
の
事
績
を
た

ど
る
に
は
、『
萬
葉
集
』
に
残
さ
れ
た
歌
と
、『
続
日
本
紀
』
に
見
ら

れ
る
い
く
つ
か
の
叙
位
・
任
官
記
事
を
資
料
と
す
る
ほ
か
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
三
依
は
、
神
亀
か
ら
天

平
へ
と
移
り
変
わ
る
時
期
に
、
賀
茂
女
王
と
交
渉
を
持
つ
一
方
で
、

筑
紫
に
赴
任
の
場
を
得
る
こ
と
が
可
能
な
年
齢
に
は
達
し
て
い
た
は

（
�
）

ず
で
あ
る
。
僅
か
に
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
三
依
が
壬
申
の

功
臣
大
伴
御
行
の
子
息
で
あ
る
と
す
る
「
伴
氏
系
図
」（『
続
群
書
類

従
』
巻
七
輯
下
、
系
図
部
所
収
）
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
が
事
実
で

あ
る
な
ら
ば
、
父
が
没
し
た
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
以
前
の
生
ま
れ

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
晩
年
の
子
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
文
武

朝
初
期
の
生
ま
れ
と
な
り
、
当
面
の
一
首
を
成
し
た
際
に
は
三
十
歳

― ９ ―



前
後
に
は
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
御
行
の
享
年
は

『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
「
年
五
十
六
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
遡
ら
せ

る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
後
の

三
依
自
身
の
叙
位
、
任
官
記
事
か
ら
の
判
断
で
は
、
や
は
り
、
そ
う

（
�
）

推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ
る
。
養
老
初
年
の
生
ま
れ
と
推
定
さ

れ
る
大
伴
家
持
が
旅
人
の
五
十
代
に
入
っ
て
か
ら
の
子
で
あ
り
、
当

初
は
庶
子
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
三
依
の
身
の
上
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の

（
�
）

が
自
然
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
の
記
述
に
見
え
る
大
伴
三
依
の
経
歴
を
抄
出
す
れ

ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

天
平
二
十
年

（
七
四
八
）
二
月

從
五
位
下

天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
七
月

從
五
位
下
主
税
頭

天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
六
月

從
五
位
下
參
河
守

天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
五
月

從
五
位
下
仁
部
少
輔

天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
六
月

從
五
位
上

天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）十
一
月

從
五
位
上
遠
江
守

天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
四
月

從
五
位
上
義
部
大
輔

天
平
神
護
元
年
（
七
六
四
）
正
月

正
五
位
上

天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
十
月

正
五
位
上
出
雲
守

宝
亀
元
年

（
七
七
〇
）
十
月

從
四
位
下

宝
亀
五
年

（
七
七
四
）
五
月

散
位
從
四
位
下
大
伴
宿
祢

御
依
卒

先
の
推
定
に
従
え
ば
、
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た

の
が
、
よ
う
や
く
五
十
歳
前
後
と
な
り
、
従
三
位
大
納
言
で
没
し
た

御
行
の
子
と
し
て
蔭
位
の
制
に
与
っ
た
は
ず
で
は
あ
る
が
、
や
や
遅

い
昇
進
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
後
、
中
央
官
と
地
方
国
守
の

任
を
交
互
に
積
み
重
ね
、
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
は
し
た
も
の
の
、

老
齢
を
理
由
と
し
た
散
位
の
ま
ま
七
〇
歳
を
目
前
に
世
を
去
っ
た
、

と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
顕
官
の
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
、

地
道
な
実
務
官
僚
と
し
て
の
道
を
歩
ん
だ
の
が
、
そ
の
実
像
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

こ
の
記
事
の
中
で
、
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
七
月
の
主
税
頭

任
命
は
、
三
依
の
実
務
官
僚
と
し
て
の
本
領
を
発
揮
し
た
一
面
を
伝

え
る
も
の
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
。『
続
日
本
紀
』
巻
十
九
に
は
、

三
依
の
任
官
間
も
な
い
九
月
十
五
日
条
に
、
次
の
記
事
を
見
る
。

勅
、「
如
聞
、『
諸
国
司
等
。
貪
二

求
利
潤
一

、
輸
レ

租
不
レ

実
、

挙
レ

税
多
レ

欺
。
由
レ

是
、
百
姓
漸
労
、
正
倉
頗
空
』
宜
レ

令
下

京

及
諸
国
田
租
、
不
レ

論
二

得
不
一

、
悉
皆
全
輸
、
正
税
之
利
、
挙
レ

十
取
上レ

三
。
但
田
不
レ

熟
、
至
下

免
二

調
庸
一

限
上

者
、
准
レ

令
処

― １０ ―



分
。
又
覧
二

去
天
平
七
年
格
一

、
国
司
等
所
部
交
関
、
運
レ

物
无
レ

限
者
、
禁
断
既
訖
。
然
猶
不
二

肯
承
行
一

、
貪
濁
成
レ

俗
。
朕
之

股
肱
、
豈
合
レ

如
レ

此
。
自
レ

今
以
後
、
更
有
二

違
犯
一

、
依
レ

法

科
レ

罪
、
不
レ

須
二

矜
宥
一

」

地
方
在
任
の
国
司
等
に
、
田
租
、
正
税
の
利
益
確
保
を
命
じ
、
私

的
利
益
追
求
を
戒
め
る
こ
と
、
加
え
て
正
税
出
挙
の
利
率
変
更
等
の

命
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
勅
命
を
直
接
所
管
す
る
こ
と
と
な

る
主
税
寮
は
、
繁
忙
を
常
と
す
る
上
に
、
こ
の
年
以
降
そ
の
度
合
い

は
さ
ら
な
る
厳
し
さ
を
増
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
事
は
、
政
権
末

期
に
近
づ
い
て
い
た
と
は
い
え
、
大
伴
氏
の
後
ろ
盾
で
あ
る
橘
諸
兄

が
、
ま
だ
左
大
臣
と
し
て
首
班
の
座
に
あ
る
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

平
穏
な
政
治
情
勢
の
中
と
は
言
え
、
大
仏
建
立
か
ら
東
大
寺
各
伽
藍

造
営
、
各
国
国
分
二
寺
建
立
と
続
く
、
国
家
的
大
事
業
の
連
続
に
よ

る
財
政
圧
迫
を
背
景
に
断
行
さ
れ
た
の
が
、
こ
れ
ら
の
諸
策
で
あ
っ

た
。
着
実
な
遂
行
を
担
う
人
材
と
し
て
、
一
定
の
信
頼
感
を
背
景
に

三
依
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
穿
ち
過
ぎ
と
も
言
い

切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
評
価
を
受
け
る
三
依
の
実
務
能
力
は
、
官

僚
と
し
て
の
生
活
の
中
で
の
み
磨
か
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
を
解
き
ほ
ぐ
す
に
は
、
当
面
の
一
首
を
歌
う
に
際
し
て
、
大
伴

三
依
が
「
家
の
庭
」
を
詠
み
込
ん
だ
点
に
着
目
し
た
い
。

大
陸
か
ら
庭
園
文
化
が
伝
来
し
、
王
宮
や
貴
族
邸
宅
に
普
及
す
る

過
程
で
「
庭
」、「
園
（
苑
）」、「
嶋
（
山
斎
）」
と
認
識
の
分
化
が
進

ん
だ
こ
と
は
、
萬
葉
歌
中
に
も
「
ニ
ハ
」、「
ソ
ノ
」、「
シ
マ
」
と
そ

（
�
）

れ
ぞ
れ
の
用
例
を
求
め
う
る
こ
と
で
確
認
で
き
る
。
植
樹
や
苑
池
の

造
営
を
な
ど
人
手
に
よ
る
加
工
の
結
果
を
意
味
す
る
「
ソ
ノ
」、「
シ

マ
」
に
対
し
て
「
ニ
ハ
」
の
用
例
に
は
、
形
状
に
と
ど
ま
ら
な
い
意

味
を
読
み
取
る
べ
き
事
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。

…
…
あ
し
ひ
き
の

こ
の
片
山
の

も
む
に
れ
を

五
百
枝
は

ぎ
垂
れ

天
照
る
や

日
の
異
に
干
し

さ

ひ
づ
る
や

韓
臼
に
搗
き

庭
に
立
つ

手
臼
に
搗
き
…
…

（
巻
十
六
、
三
八
八
六
）

庭
中
の

足
羽
の
神
に

小
柴
刺
し

我
は
斎
は
む

帰
り
来

ま
で
に

（
巻
二
十
、
四
三
五
〇
）

娘
子
ら
が

玉
裳
裾
引
く

こ
の
庭
に

秋
風
吹
き
て

花
は

散
り
つ
つ

（
巻
二
十
、
四
四
五
二
）

右
の
三
首
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
作
業
の
場
、
神
事
の
場
、
宴
席
の
場

を
「
ニ
ハ
」
と
歌
う
。「
ニ
ハ
」
と
称
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
広
い
空
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間
を
必
要
と
す
る
ば
か
り
か
、
人
が
集
い
、
行
い
を
共
有
す
る
場
と

し
て
機
能
し
、
晴
れ
の
空
間
と
し
て
の
意
味
を
も
担
う
語
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
三
依
は
、「
家
の
庭
」
と
歌
う
こ
と
で
、
氏
族
の

集
い
の
場
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
哀
惜
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
の
中

心
に
立
っ
て
い
た
の
は
、「
天
地
と
共
に
久
し
く
」
の
歌
句
か
ら
想

起
さ
れ
る
旅
人
の
姿
で
あ
っ
た
の
は
先
の
考
察
の
通
り
で
あ
る
。

三
依
が
「
ニ
ハ
」
と
い
う
場
の
共
有
に
こ
だ
わ
り
、
さ
ら
に
は
、

や
や
く
ど
い
口
調
で
「
家
の
庭
」
と
言
っ
た
の
に
は
、
さ
ら
に
何
か

理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
一
首
の
制
作
時
期
と
無

縁
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
や
は
り
、
歌
の
内
容
か
ら
見
て
、
直
後

に
配
列
さ
れ
る
、
余
明
軍
の
二
首
と
の
関
連
を
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
る
。

五
七
九
番
歌
題
詞
に
注
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
大
伴
旅
人
の
資

人
で
あ
っ
た
。
令
の
規
程
に
よ
り
、
彼
等
資
人
は
主
人
に
近
侍
し
諸

雑
務
を
任
務
と
し
た
だ
け
に
、
強
い
精
神
的
紐
帯
を
結
ん
だ
は
ず
で

あ
る
。
巻
三
挽
歌
に
同
じ
余
明
軍
の
手
に
な
る
旅
人
哀
悼
歌
が
残

る
。
そ
こ
に
は
「
犬
馬
之
慕
」（
巻
三
、
四
五
八
左
注
）
と
の
注
記

が
記
さ
れ
る
の
が
そ
の
証
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
く
令
の
規
程

に
よ
り
、
本
主
の
没
後
一
年
で
、
彼
等
資
人
は
そ
の
邸
宅
か
ら
式
部

省
に
返
還
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
こ
そ
が
、
大
伴

旅
人
を
中
核
と
し
て
き
た
家
政
運
営
機
関
の
再
編
の
時
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

長
屋
王
家
木
簡
の
発
見
以
降
、
貴
族
の
日
常
生
活
や
家
政
運
営
シ

ス
テ
ム
の
解
明
が
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
る
。
大
伴
氏
に
も
、
家
政
を

支
え
る
父
祖
伝
来
の
田
庄
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
伴
坂
上
郎
女
歌
の

題
詞
に
見
え
る
「
跡
見
庄
」（
巻
四
、
七
二
三
題
詞
等
）、「
竹
田
庄
」

（
巻
四
、
七
六
〇
題
詞
等
）
な
ど
の
地
名
表
記
に
よ
り
確
認
さ
れ
て

（

）

い
る
。
加
え
て
、
従
二
位
大
納
言
で
没
し
た
旅
人
に
は
、
資
人
に
加

え
て
位
分
、
職
分
の
俸
禄
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
死
は
、
こ
う

し
た
各
種
収
入
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
出
仕
も
果
た
し
て
い
な
い
家

持
の
も
と
で
再
出
発
を
は
か
る
大
伴
氏
に
は
、
伝
来
の
田
庄
を
残
し

（

）

て
、
そ
の
家
政
運
営
機
構
の
縮
小
再
編
が
必
然
と
な
っ
て
い
た
。

本
稿
は
、
三
依
の
実
務
能
力
が
培
わ
れ
た
の
は
、
若
き
日
を
、
こ

う
し
た
大
伴
氏
家
政
機
構
の
一
員
と
し
て
過
ご
し
た
成
果
で
は
な
い

か
、
と
見
る
。
大
伴
氏
の
家
政
運
営
に
は
、
氏
族
関
係
者
の
直
接
関

与
を
う
か
が
わ
せ
る
特
徴
が
あ
る
、
と
の
指
摘
も
あ
る
。
壬
申
の
乱

を
契
機
に
再
興
を
果
た
し
た
後
、
い
く
つ
か
の
支
流
に
分
か
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
歩
み
を
始
め
て
い
た
大
伴
氏
で
は
あ
る
が
、
大
伴
御
行
系

統
と
安
麻
呂
系
統
に
は
、
駿
河
麻
呂
と
坂
上
二
嬢
の
婚
姻
な
ど
両
系

統
の
近
さ
を
顕
在
化
さ
せ
る
事
象
も
確
認
で
き
る
。
巻
十
九
家
持
歌
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日
誌
中
に
「
壬
申
年
之
乱
平
定
以
後
歌
」（
巻
十
九
、
四
二
六
〇
題

詞
）
と
し
て
御
行
の
伝
誦
歌
が
記
録
さ
れ
る
の
も
、
両
系
統
の
近
さ

を
裏
付
け
る
事
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
御
行
系
統
と
推
定
さ
れ
る
三
依
が
、
何
ら
か
の
共
通
的
基
盤
を

有
す
る
家
政
機
関
の
一
員
と
し
て
旅
人
周
辺
で
の
務
め
に
参
与
し
た

と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

思
い
を
残
し
て
立
ち
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
人
々
が
い
る
。
そ
う
し

た
人
々
と
と
も
に
、
様
々
な
共
通
体
験
の
記
憶
を
残
す
場
が
失
わ
れ

て
い
く
。
旅
人
と
共
に
帰
京
し
た
家
持
が
、
父
の
没
後
間
も
な
い
天

平
五
年
（
七
三
三
）
頃
に
佐
保
本
邸
で
は
な
く
西
宅
に
居
住
す
る
痕

跡
を
残
す
の
も
（
巻
六
、
九
七
九
題
詞
）、
そ
う
し
た
再
編
の
結
果

だ
と
す
れ
ば
、
三
依
も
旅
人
薨
去
の
後
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
歩
み

を
始
め
る
必
要
性
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
家
の
庭
」
喪
失
を

嘆
く
一
首
に
は
、
三
依
の
も
う
戻
れ
な
い
日
々
へ
の
哀
惜
の
情
を
読

み
取
る
べ
き
で
あ
る
。

注（
�
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
』（
一
九
七
四
年
十
二
月
、
塙

書
房
）

（
�
）
平
舘
英
子
「
悲
別
歌
の
表
現
」（『
上
代
文
学
』
一
一
一
号
、
二
〇

一
一
年
一
一
月
、
上
代
文
学
会
）

（
�
）
伊
藤
博
「
家
と
旅
」（『
萬
葉
の
い
の
ち
』
一
九
八
三
年
六
月
、
塙

書
房
）

（
�
）
村
田
正
博
『
萬
葉
の
歌
人
と
そ
の
表
現
』（
二
〇
〇
三
年
六
月
、

清
文
堂
）

（
�
）
伊
藤
博
（
１
）
前
掲
書

（
�
）
『
代
匠
記
』
以
降
、「
梅
花
の
宴
」
歌
中
、
巻
五
、
八
一
九
番
歌
の

「
豊
後
守
大
伴
大
夫
」
を
、
三
依
と
推
定
す
る
説
も
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
従
五
位
下
以
上
の
官
位
を
要
件
と
す
る
豊
後
国
守
に
、
こ

の
時
期
の
三
依
が
着
任
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

（
�
）
上
村
正
裕
「
大
伴
氏
系
図
復
元
に
関
す
る
一
試
論
」（『
東
洋
大
学

大
学
院
紀
要
』
五
二
巻
、
二
〇
一
五
年
）
は
、
御
行
の
子
と
し
て
は

三
依
の
活
躍
年
代
に
疑
問
が
残
る
点
を
考
慮
し
、
も
う
一
世
代
下
ら

せ
て
駿
河
麻
呂
と
同
世
代
と
し
「
御
行
系
で
父
不
明
と
い
う
こ
と
で

結
論
を
留
保
す
る
」
と
し
て
い
る
。

（
�
）
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
表
記
は
宝
亀
元
年
十
月
条
を
除
い
て
、

「
御
依
」
で
あ
る
。

（
�
）
稲
岡
耕
二
、
橋
本
達
雄
編
『
万
葉
の
歌
こ
と
ば
辞
典
』（
一
九
八

二
年
一
一
月
、
有
斐
閣
）

（

）
薗
田
香
融
「
万
葉
貴
族
の
生
活
圏
」（『
萬
葉
』
第
八
号
、
一
九
五

三
年
七
月
、
萬
葉
学
会
）

（

）
森
公
章
「
長
屋
王
家
木
簡
と
田
庄
の
経
営
」（『
古
代
中
世
史
料
学

研
究
』
上
巻
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
、
吉
川
弘
文
館
）

（
本
学
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授
）
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