
は
じ
め
に

　
『
万
葉
集
』
巻
第
９
に
は
、
高
橋
虫
麻
呂
作
歌
と
考
え
ら
れ
て
い
る
桜
を
詠
ん
だ
長
短
歌

の
一
群
が
あ
る
（
１
７
４
７
～
１
７
５
２
番
歌
）。
こ
の
歌
群
は
、
高
橋
虫
麻
呂
が
後
期
難

波
宮
造
営
に
関
連
す
る
平
城
京
か
ら
難
波
へ
の
往
還
に
お
い
て
、
国
境
付
近
の
大
和
川
沿
い

に
み
ら
れ
る
桜
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
あ
る
瞬
間
の
満
開
の
桜
を
詠
ん

だ
も
の
で
は
な
く
、
移
ろ
う
桜
花
の
様
子
を
時
間
の
経
過
と
と
も
に
表
現
し
て
い
る
点
に
特

徴
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
代
の
記
さ
れ
て
い
な
い
長

短
歌
三
組
の
一
群
の
詠
ま
れ
た
順
序
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
て
も
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
歌
群
が
い
つ
詠
ま
れ
た
か
で
あ
る
。
題
詞
に
は
「
春
三
月
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
で
も
後
期
難
波
宮
造
営
に
関
わ
る
歌
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
お
お
よ
そ
の
年
代

は
絞
り
込
め
て
い
る
が
、天
平
四
年
説
と
天
平
六
年
説
に
分
か
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
年
代
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
議
論
の
分
か
れ
目
は
、
歌

の
解
釈
と
高
橋
虫
麻
呂
の
動
向
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
あ
る
。
歌
の
解
釈
の
と
こ
ろ

で
は
、
平
城
・
難
波
の
往
還
で
詠
ま
れ
た
歌
の
な
か
の
「
君
」
を
聖
武
天
皇
か
藤
原
宇
合
と

す
る
か
で
大
き
く
意
見
が
分
か
れ
、
そ
れ
と
関
連
し
て
高
橋
虫
麻
呂
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で

平
城
・
難
波
間
を
往
復
し
た
の
か
と
い
う
具
体
的
な
事
象
に
問
題
が
派
生
す
る
。
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
二
つ
の
論
点
を
明
確
に
し
、
年
代
を
絞
り
込
む
と
と
も
に
、
三
組
六
首
の
桜
花
の

高
橋
虫
麻
呂
の
桜
花
の
歌
の
創
作

竹
　
本
　
　
　
晃

歌
群
全
体
の
理
解
の
見
直
し
を
は
か
る
。

第
一
章

　天
平
四
年
説
・
天
平
六
年
説
と
そ
の
問
題
点

　
ま
ず
は
『
万
葉
集
』
巻
第
９
の
１
７
４
７
～
１
７
５
２
番
歌
の
題
詞
を
掲
げ
る（
１
）。

　
　
春
三
月
に
、
諸
も
ろ
も
ろの
卿き
や
う
だ
い
ぶ
ら

大
夫
等
の
、
難な
に
は波
に
下く
だ

る
時
の
歌
二
首
　
并あ

は

せ
て
短
歌

（『
万
葉
集
』
巻
第
９
の
１
７
４
７
～
１
７
５
０
番
歌
の
題
詞
）

　
　
難な
に
は波
に
経や

宿ど

り
て
明あ
く
る
ひ日
に
還か
へ

り
来く

る
時
の
歌
一
首
　
并あ

は

せ
て
短
歌

（『
万
葉
集
』
巻
第
９
の
１
７
５
１
・
１
７
５
２
番
歌
の
題
詞
）

　
あ
る
年
の
春
三
月
に
、
卿
大
夫
た
ち
が
平
城
京
か
ら
難
波
に
向
か
う
途
次
の
こ
と
を
高
橋

虫
麻
呂
が
詠
ん
だ
二
組
の
長
短
歌
が
前
者
に
あ
た
る
。
後
者
は
、
難
波
で
宿
泊
し
て
、
翌
日

平
城
京
に
戻
る
さ
い
の
こ
と
を
詠
ん
だ
長
短
歌
で
あ
る
。
歌
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
竜
田
地

域
の
桜
に
関
す
る
も
の
で
、
往
還
路
の
中
間
に
位
置
す
る
大
和
川
の
沿
岸
の
桜
を
見
な
が
ら

歌
を
想
起
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
後
期
難
波
宮
造
営
に
関
わ
る
往
還
で
あ
る
と
い
う
点
も
共
通
見
解
で
あ
る
。
神
亀

三
年
（
七
二
六
）
十
月
に
藤
原
宇
合
が
知
造
難
波
宮
事
に
任
命
さ
れ（
２
）、天

平
四
年
（
七
三
二
）

三
月
に
知
造
難
波
宮
事
従
三
位
藤
原
朝
臣
宇
合
ら
が
褒
賞
を
受
け（
３
）、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
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三
月
に
聖
武
天
皇
が
難
波
宮
に
行
幸（
４
）す

る
と
い
う
流
れ
が
あ
り
、
当
該
歌
群
を
そ
の
な
か
の

ど
こ
に
位
置
づ
け
る
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
春
三
月
」
を
天
平
四
年
と
み
る
説（
５
）は
、
後
期
難
波
宮
の
完
成
に
伴
う
天
平
四
年
三
月
の

褒
賞
記
事
を
重
視
し
、後
期
難
波
宮
の
完
成
に
よ
っ
て
平
城
京
に
帰
還
し
た
造
営
関
係
者
が
、

「
其
の
完
成
行
賞
を
自
慶
し
て
、
長
官
宇
合
を
擁
し
て
」
再
び
難
波
宮
へ
赴
き
、
そ
の
途
次

に
詠
ま
れ
た
歌
だ
と
考
え
る（
６
）。

　
天
平
六
年
説
と
の
論
争
の
な
か
で
、
天
平
四
年
説
が
批
判
さ
れ
て
い
る
点
は
、
１
７
４
９

番
歌
の
末
尾
に
「
君
が
み
行
き
は
　
今
に
し
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
と
こ
ろ
の
「
君
」
が
、	

「
み
行
き
」
だ
け
に
天
皇
（
聖
武
天
皇
）
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
こ
の
「
君
」
を
藤
原
宇
合
と
み
な
す
天
平
四
年
説
に
と
っ
て
は
不
利
な
材
料
と
な
る
。

　
こ
の
「
君
」
に
つ
い
て
、
藤
原
宇
合
で
は
成
り
立
た
な
い
理
由
と
し
て
、
天
平
六
年
説
論

者
は
以
下
の
事
例
を
あ
げ
て
い
る（
７
）。

梓あ
づ
さ
ゆ
み弓

　
爪つ
ま

引び

く
夜よ

音お
と

の
　
遠と
ほ
お
と音
に
も
　
君
の
御み

幸ゆ
き

を
　
聞
か
く
し
良よ

し
も

（『
万
葉
集
』
巻
第
４
の
５
３
１
番
歌
）

大お
ほ
き
み君
の
　
行み

幸ゆ
き

の
ま
に
ま
　
も
の
の
ふ
の
　
八や

十そ

伴と
も

の
男を

と
　

出い

で
て
行い

き
し
　
愛う
る
は

し
夫づ
ま

は
（
後
略
）	

（『
万
葉
集
』
巻
第
４
の
５
４
３
番
歌
）

大お
ほ
き
み君

の
　
行み

幸ゆ
き

の
ま
に
ま
　
我わ
ぎ
も
こ

妹
子
が
　
手た
ま
く
ら枕

ま
か
ず
　
月
そ
経へ

に
け
る

（『
万
葉
集
』
巻
第
６
の
１
０
３
２
番
歌
）

　
右
の
三
例
は
、『
万
葉
集
』
に
み
ら
れ
る
「
み
ゆ
き
」（
三
例
と
も
訓
読
は
原
文
と
同
じ
）

と
訓
ま
れ
る
事
例
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
い
ず
れ
も
天
皇
の
行
幸
を
表
し
て
い
る
。
井
村
哲

夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
来
な
ら
天
平
四
年
説
論
者
は
、
天
皇
の
行
幸
で
は
な
い
「
み

ゆ
き
」
の
事
例
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る（
８
）。

そ
れ
が
現
状
で
は
皆
無
で
あ
る
か
ら
、
天
平
四
年

説
論
者
に
と
っ
て
分
が
悪
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
金
井
清
一
氏
は
、
土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注
』
の
説
を
継
承
し
、
歌
群

と
し
て
の
内
容
の
関
連
性
を
重
視
し
、
関
連
す
る
歌
の
な
か
に
出
て
く
る
「
君
」
の
対
象
を

そ
こ
だ
け
変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
し
、
一
歩
も
譲
ら
な
い（
９
）。

あ
く
ま
で
も
「
君
」
の
対
象

を
藤
原
宇
合
で
あ
る
と
す
る
。

　
一
方
で
、
天
平
六
年
説
）
（1
（

の
積
極
的
な
根
拠
は
、
後
期
難
波
宮
造
営
が
完
了
し
た
最
初
の
行

幸
が
天
平
六
年
（
七
三
四
）
三
月
に
あ
た
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
同
じ
三
月
に
、

行
幸
の
下
検
分
な
い
し
は
そ
の
準
備
の
た
め
、
先
発
隊
と
し
て
難
波
宮
に
向
か
っ
た
一
行
に

高
橋
虫
麻
呂
が
い
て
、
そ
の
さ
い
桜
の
長
短
歌
を
詠
ん
だ
と
解
釈
す
る
。

　
天
平
四
年
説
も
天
平
六
年
説
も
、
ほ
か
に
大
き
な
根
拠
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

「
君
が
み
行
き
は
　
今
に
し
あ
る
べ
し
」
の
「
君
」
と
「
み
ゆ
き
」
の
解
釈
次
第
で
分
か
れ

て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
比
較
的
近
年
の
評
価
で
は
、
天
平
六
年
説
の
方
が
支
持
さ
れ

て
い
る
）
（（
（

。

　
で
は
、
ど
ち
ら
か
の
説
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
難
点
が
い
く
つ
か

あ
る
。
ま
ず
天
平
四
年
説
で
は
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
難
波
宮
ま
で
出
向
い
て
褒
賞
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
天
皇
は
平
城
宮
に
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時

の
造
営
関
係
者
た
ち
も
平
城
京
に
戻
っ
て
き
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
褒
賞
を
受
け
る
と
す
れ

ば
、
平
城
宮
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
ま
た
、
褒
賞
を
受
け
る
た
め
に
難
波
宮
へ
向
か
う
に
し
て
も
、
高
橋
虫
麻
呂
の
み
何
度
も

往
復
し
て
い
る
点
は
説
明
で
き
な
い
。
１
７
４
７
・
１
７
４
８
番
歌
で
は
、
藤
原
宇
合
は
難

波
へ
の
往
路
の
み
で
あ
る
が
、
虫
麻
呂
は
往
復
し
て
い
る
。
１
７
４
９
・
１
７
５
０
番
歌
で

は
、
虫
麻
呂
は
再
び
難
波
へ
向
か
っ
て
い
る
（
往
路
の
み
）。
１
７
５
１
・
１
７
５
２
番
歌

で
は
、
虫
麻
呂
の
難
波
か
ら
の
復
路
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
か
り
に
難
波
宮
で
褒
賞
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、何
の
た
め
に
虫
麻
呂
が
何
度
も
往
還
し
て
い
る
の
か
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば
、

天
平
四
年
次
の
歌
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
天
平
六
年
説
の
方
は
、
三
月
十
日
の
行
幸
の
た
め
の
下
準
備
と
い
う
が
、
そ
こ
に
な
ぜ
虫

−2−−3−

麻
呂
が
出
て
く
る
の
か
が
ま
ず
疑
問
で
あ
る
。
い
っ
た
い
虫
麻
呂
が
何
の
職
務
に
就
い
て
い

る
の
か
が
、
天
平
六
年
説
で
は
何
ら
説
明
が
な
い
。
し
か
も
、
何
度
も
往
復
し
て
い
る
点
は
、

天
平
四
年
説
と
同
様
に
不
可
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
公
卿
が
行
う
下
準
備
と
は
い

か
な
る
も
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
国
司
や
郡
司
な
ど
、
行
幸
路
の
地
域
を
代
表
す
る
者
た
ち

な
ら
ま
だ
し
も
、
公
卿
の
下
検
分
と
い
う
状
況
が
理
解
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

公
卿
は
行
幸
に
従
駕
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
平
四
年
説
も
天
平
六
年
説
も
、
成
り
立
た
せ
る
に
は
か
な
り
多
く
の
難

点
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
を
少
し
で
も
解
決
す
る
た
め
に
は
、
高

橋
虫
麻
呂
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
平
城
京
と
難
波
を
往
還
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
次
章
で
は
高
橋
虫
麻
呂
と
藤
原
宇
合
と
の
関
係
を
み
て

い
き
た
い
。

第
二
章

　高
橋
虫
麻
呂
と
藤
原
宇
合

　
高
橋
虫
麻
呂
は
、
契
沖
以
来
、
藤
原
宇
合
の
庇
護
の
も
と
に
あ
っ
た
歌
人
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。
近
年
の
傾
向
も
変
わ
ら
な
い
）
（1
（

。
そ
し
て
、
そ
の
関
係
が
築
か
れ
た
の
は
、
宇

合
が
常
陸
守
と
し
て
東
国
に
赴
任
し
た
時
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
宇
合
は
、

養
老
三
年
（
七
一
九
）
七
月
に
常
陸
国
守
と
し
て
安
房
・
上
総
・
下
総
の
三
国
の
按
察
使
に

任
命
さ
れ
た
）
（1
（

が
、
こ
の
時
に
虫
麻
呂
が
常
陸
介
・
掾
・
目
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
契
沖
以
来
の
考
え
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
巻
第
６
の
９
７
１
番
歌
の
題
詞
「
四
年
壬
申
、
藤
原
宇
合
卿
、
西
海
道
の
節

度
使
に
遣
は
さ
る
る
時
に
、
高
橋
連
虫
麻
呂
が
作
る
歌
一
首
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
平

四
年
（
七
三
二
）
に
宇
合
が
節
度
使
を
拝
命
し
た
時
に
、
虫
麻
呂
が
餞
別
歌
を
詠
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
、
二
人
は
か
な
り
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
虫
麻
呂
が
常
陸
国
司
な
ど
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
形
跡
は
ど
こ
に
も
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
推
定
が
長
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
任
命
さ
れ
て
い
た
と

し
て
も
、
職
の
上
下
関
係
と
い
う
一
過
性
の
関
係
に
庇
護
関
係
を
求
め
る
の
は
や
は
り
無
謀

で
は
な
い
か
。
そ
の
程
度
の
こ
と
で
庇
護
下
に
入
る
と
い
う
な
ら
、
全
国
の
国
司
の
任
命
数

か
ら
し
て
、
厖
大
な
数
の
庇
護
関
係
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
庇
護
下
に
あ
っ
た
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
態
を
言
う
の
か
何
も
示
さ
れ

て
い
な
い
。あ
え
て
諸
説
を
読
み
取
る
な
ら
、貴
族
お
抱
え
の
歌
人
の
よ
う
な
形
態
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
た
と
え
虫
麻
呂
に
在
任
の
官
職
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
離
れ
て
諸
国
を
め
ぐ
っ
て
歌
の
創
作
活
動
が
で
き
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ

な
い
。
過
所
も
な
い
の
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
各
関
を
通
過
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
の
官
職
に
就
い
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
雇
夫
と
し
て
な
ら
庇
護
と
い
う
形
は

あ
り
得
よ
う
が
、
歌
を
創
作
す
る
技
術
か
ら
し
て
一
般
公
民
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
時
期
に

は
ま
だ
、
地
方
豪
族
の
子
弟
が
国
家
の
シ
ス
テ
ム
の
枠
外
で
貴
族
に
私
的
に
雇
用
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
虫
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
任
官
記
事
は
み
え
な
い
の
で
、
状
況
証
拠
か
ら
推
測
す
る
し
か
な

い
の
が
現
在
の
研
究
状
況
で
あ
る
。
宇
合
と
近
し
い
関
係
で
出
て
く
る
か
ら
、
宇
合
と
の
関

係
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
流
れ
も
理
解
は
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
む
し
ろ
通
常
想
定
さ
れ
る
の
は
、
私
的
な
庇
護
関
係
で
は
な
く
、
宇
合
の
家
政
機
関
に

所
属
す
る
下
級
官
人
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
家
令
な
ど
を
想
定
す
る
意
見
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
）
（1
（

、
有
位
者

で
あ
る
家
令
ク
ラ
ス
（
本
主
は
三
位
以
上
）
と
な
れ
ば
、
中
央
や
地
方
の
官
職
に
転
任
す
る

機
会
が
増
え
、
正
史
に
掲
載
さ
れ
る
確
率
が
高
ま
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
虫
麻
呂
が
正
史

に
は
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
、
官
職
を
う
か
が
わ
せ
る

よ
う
な
通
称
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
条
件
を
し
ぼ
っ
て
い
く
と
、
こ
こ
は
や
は

り
藤
原
宇
合
家
の
資
人
と
み
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
こ
と
に
万
葉
の
世
界
で
は
、
正
史
に
出
て
こ
な
い
歌
人
た
ち
を
謎
め
い
た
よ
う
に
書
き
、

ま
た
宮
廷
歌
人
な
る
身
分
を
想
定
し
た
り
す
る
け
れ
ど
も
、
家
政
機
関
へ
の
配
属
は
、
中
央
・

地
方
官
職
へ
の
任
官
で
は
な
い
か
ら
、
正
史
に
載
ら
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
家
政
機
関
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麻
呂
が
出
て
く
る
の
か
が
ま
ず
疑
問
で
あ
る
。
い
っ
た
い
虫
麻
呂
が
何
の
職
務
に
就
い
て
い

る
の
か
が
、
天
平
六
年
説
で
は
何
ら
説
明
が
な
い
。
し
か
も
、
何
度
も
往
復
し
て
い
る
点
は
、

天
平
四
年
説
と
同
様
に
不
可
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
公
卿
が
行
う
下
準
備
と
は
い

か
な
る
も
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
国
司
や
郡
司
な
ど
、
行
幸
路
の
地
域
を
代
表
す
る
者
た
ち

な
ら
ま
だ
し
も
、
公
卿
の
下
検
分
と
い
う
状
況
が
理
解
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

公
卿
は
行
幸
に
従
駕
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
平
四
年
説
も
天
平
六
年
説
も
、
成
り
立
た
せ
る
に
は
か
な
り
多
く
の
難

点
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
を
少
し
で
も
解
決
す
る
た
め
に
は
、
高

橋
虫
麻
呂
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
平
城
京
と
難
波
を
往
還
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
次
章
で
は
高
橋
虫
麻
呂
と
藤
原
宇
合
と
の
関
係
を
み
て

い
き
た
い
。

第
二
章

　高
橋
虫
麻
呂
と
藤
原
宇
合

　
高
橋
虫
麻
呂
は
、
契
沖
以
来
、
藤
原
宇
合
の
庇
護
の
も
と
に
あ
っ
た
歌
人
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。
近
年
の
傾
向
も
変
わ
ら
な
い
）
（1
（

。
そ
し
て
、
そ
の
関
係
が
築
か
れ
た
の
は
、
宇

合
が
常
陸
守
と
し
て
東
国
に
赴
任
し
た
時
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
宇
合
は
、

養
老
三
年
（
七
一
九
）
七
月
に
常
陸
国
守
と
し
て
安
房
・
上
総
・
下
総
の
三
国
の
按
察
使
に

任
命
さ
れ
た
）
（1
（

が
、
こ
の
時
に
虫
麻
呂
が
常
陸
介
・
掾
・
目
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
契
沖
以
来
の
考
え
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
巻
第
６
の
９
７
１
番
歌
の
題
詞
「
四
年
壬
申
、
藤
原
宇
合
卿
、
西
海
道
の
節

度
使
に
遣
は
さ
る
る
時
に
、
高
橋
連
虫
麻
呂
が
作
る
歌
一
首
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
平

四
年
（
七
三
二
）
に
宇
合
が
節
度
使
を
拝
命
し
た
時
に
、
虫
麻
呂
が
餞
別
歌
を
詠
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
、
二
人
は
か
な
り
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
虫
麻
呂
が
常
陸
国
司
な
ど
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
形
跡
は
ど
こ
に
も
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
推
定
が
長
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
任
命
さ
れ
て
い
た
と

し
て
も
、
職
の
上
下
関
係
と
い
う
一
過
性
の
関
係
に
庇
護
関
係
を
求
め
る
の
は
や
は
り
無
謀

で
は
な
い
か
。
そ
の
程
度
の
こ
と
で
庇
護
下
に
入
る
と
い
う
な
ら
、
全
国
の
国
司
の
任
命
数

か
ら
し
て
、
厖
大
な
数
の
庇
護
関
係
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
庇
護
下
に
あ
っ
た
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
態
を
言
う
の
か
何
も
示
さ
れ

て
い
な
い
。あ
え
て
諸
説
を
読
み
取
る
な
ら
、貴
族
お
抱
え
の
歌
人
の
よ
う
な
形
態
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
た
と
え
虫
麻
呂
に
在
任
の
官
職
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
離
れ
て
諸
国
を
め
ぐ
っ
て
歌
の
創
作
活
動
が
で
き
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ

な
い
。
過
所
も
な
い
の
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
各
関
を
通
過
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
の
官
職
に
就
い
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
雇
夫
と
し
て
な
ら
庇
護
と
い
う
形
は

あ
り
得
よ
う
が
、
歌
を
創
作
す
る
技
術
か
ら
し
て
一
般
公
民
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
時
期
に

は
ま
だ
、
地
方
豪
族
の
子
弟
が
国
家
の
シ
ス
テ
ム
の
枠
外
で
貴
族
に
私
的
に
雇
用
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
虫
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
任
官
記
事
は
み
え
な
い
の
で
、
状
況
証
拠
か
ら
推
測
す
る
し
か
な

い
の
が
現
在
の
研
究
状
況
で
あ
る
。
宇
合
と
近
し
い
関
係
で
出
て
く
る
か
ら
、
宇
合
と
の
関

係
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
流
れ
も
理
解
は
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
む
し
ろ
通
常
想
定
さ
れ
る
の
は
、
私
的
な
庇
護
関
係
で
は
な
く
、
宇
合
の
家
政
機
関
に

所
属
す
る
下
級
官
人
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
家
令
な
ど
を
想
定
す
る
意
見
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
）
（1
（

、
有
位
者

で
あ
る
家
令
ク
ラ
ス
（
本
主
は
三
位
以
上
）
と
な
れ
ば
、
中
央
や
地
方
の
官
職
に
転
任
す
る

機
会
が
増
え
、
正
史
に
掲
載
さ
れ
る
確
率
が
高
ま
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
虫
麻
呂
が
正
史

に
は
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
、
官
職
を
う
か
が
わ
せ
る

よ
う
な
通
称
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
条
件
を
し
ぼ
っ
て
い
く
と
、
こ
こ
は
や
は

り
藤
原
宇
合
家
の
資
人
と
み
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
こ
と
に
万
葉
の
世
界
で
は
、
正
史
に
出
て
こ
な
い
歌
人
た
ち
を
謎
め
い
た
よ
う
に
書
き
、

ま
た
宮
廷
歌
人
な
る
身
分
を
想
定
し
た
り
す
る
け
れ
ど
も
、
家
政
機
関
へ
の
配
属
は
、
中
央
・

地
方
官
職
へ
の
任
官
で
は
な
い
か
ら
、
正
史
に
載
ら
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
家
政
機
関
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で
働
く
帳
内
・
資
人
た
ち
の
多
く
は
有
位
者
で
は
な
い
。
叙
位
で
も
な
い
限
り
は
正
史
に
は

載
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、『
万
葉
集
』
で
は
有
名
だ
が
正
史
未
掲
載
の
人
た
ち
は
、
お
お

よ
そ
い
ず
れ
か
の
家
政
機
関
で
働
い
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
が
ふ
つ
う
の
見
方
で
あ
ろ

う
。
架
空
の
人
物
で
も
な
け
れ
ば
、
謎
め
い
て
も
い
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
視
点
で
、
天
平
十
四
（
七
四
二
）
十
二
月
十
三
日
付
の
高
橋
虫
麻
呂
優
婆
塞

貢
進
文
）
（1
（

を
み
る
と
、
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
を
論
じ
る
必
要
も
な
く
な
る
。
こ
こ
に
み
え

る
高
橋
䖝
麿
は
、
天
平
十
四
年
（
七
四
二
）
に
少
初
位
上
で
あ
っ
た
。
詠
ん
で
い
る
歌
か
ら

導
き
出
せ
る
高
橋
虫
麻
呂
の
お
お
よ
そ
の
活
動
時
期
は
、
養
老
・
神
亀
・
天
平
初
年
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
節
度
使
の
餞
別
歌
が
天
平
四
年
（
七
三
二
）
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
時
期

に
、
宇
合
家
の
資
人
と
し
て
配
属
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
ま
だ
無
位
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
資
人
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ま
だ
位
階
を
持
つ
に
至
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
天
平
初

年
に
無
位
で
、
天
平
十
四
年
ご
ろ
に
少
初
位
上
に
な
っ
て
い
る
な
ら
、
年
代
的
に
も
ち
ょ
う

ど
合
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
こ
に
見
え
る
高
橋
䖝
麿
は
、
何
の

問
題
も
な
く
同
一
人
物
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
優
婆
塞
貢
進
文
の
宛
先
が
皇
后
宮
職
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け

る
一
助
と
な
る
。
家
政
機
関
の
本
主
で
あ
る
藤
原
宇
合
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
亡
く	

な
っ
て
い
る
。
藤
原
麻
呂
家
の
事
例
な
ど
を
み
る
と
、
本
主
の
死
後
、
別
の
家
政
機
関
へ
移

管
さ
れ
る
資
人
が
い
る
こ
と
か
ら
）
（1
（

、
宇
合
家
の
資
人
で
あ
っ
た
虫
麻
呂
が
、
宇
合
の
死
後
、

皇
后
宮
職
に
配
属
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
皇
后
宮
職
は
、
い
わ
ず
も
が

な
藤
原
光
明
子
の
家
政
機
関
で
あ
る
。
宇
合
と
光
明
子
と
の
関
係
か
ら
し
て
、
十
分
起
こ
り

う
る
措
置
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
橋
虫
麻
呂
は
、
宇
合
家
の
資
人
で
あ
っ
た
が
、
本
主

宇
合
の
死
後
、
皇
后
宮
職
の
舎
人
と
し
て
配
属
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
高
橋
虫
麻
呂
の
出
身
地
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
出
身
地
に
つ
い
て

は
、畿
内
説
と
東
国
説
に
大
き
く
わ
か
れ
て
い
る
。東
国
説
は
、中
西
進
氏
が
提
唱
し
た
説
で
、

出
身
者
が
わ
か
る
高
橋
氏
の
う
ち
、
畿
内
出
身
者
が
一
名
も
確
認
で
き
な
い
こ
と
や
、
膳
臣

が
高
橋
朝
臣
を
名
乗
る
不
思
議
さ
か
ら
、
高
橋
連
は
東
国
の
高
橋
朝
臣
に
吸
収
さ
れ
た
氏
族

で
、
虫
麻
呂
は
東
国
出
身
者
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
）
（1
（

。

　
こ
れ
に
対
し
て
坂
本
信
幸
氏
は
、「
筑つ
く

波は

山や
ま

に
登
る
歌
一
首
」（
巻
第
９
の
１
７
５
７
番
歌
）

で
は
「
草く
さ
ま
く
ら枕

　
旅
の
憂う
れ

へ
を
　
慰な
ぐ
さ

も
る
　
事
も
あ
り
や
と
　
筑つ
く

波は

嶺ね

に
　
登
り
て
見
れ
ば
」

と
常
陸
で
の
生
活
を
旅
と
捉
え
て
い
る
こ
と
や
、「
河か
ふ
ち内

の
大お
ほ
は
し橋

を
独ひ
と

り
行ゆ

く
娘を
と
め子

を
見
る

歌
一
首
」（
同
１
７
４
２
番
歌
）
の
反
歌
（
同
１
７
４
３
番
歌
）
で
は
、「
大お
ほ
は
し橋
の
　
頭つ
め

に
家い
へ

あ
ら
ば
」
と
河
内
の
大
橋
の
た
も
と
に
家
が
あ
る
こ
と
を
願
望
す
る
発
想
か
ら
し
て
、
大
和

国
に
家
を
構
え
て
い
た
と
推
定
し
、
東
国
出
身
説
を
否
定
す
る
）
（1
（

。
錦
織
浩
文
氏
も
、
坂
本
説

を
補
強
し
、
都
人
の
立
場
で
詠
ん
で
い
る
と
追
随
す
る
）
11
（

。

　
本
稿
で
も
畿
内
説
を
支
持
す
る
が
、
念
の
た
め
東
国
説
を
否
定
し
て
お
く
。
東
国
説
の
根

拠
の
一
つ
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
を
あ
げ
て
高
橋
朝
臣
と
の
関
係
で
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
高
橋
朝
臣
（
皇
別
）
は
、
高
橋
連
（
神
別
）
と
は
ま
っ
た
く
別
の
氏
族
で
あ

る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
高
橋
連
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
の
右
京
神
別
上
・
山
城
国
神
別
・

河
内
国
神
別
な
ど
の
項
目
に
収
録
さ
れ
、
系
譜
と
し
て
は
物
部
系
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
東
国
説
の
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
出
身
者
が
わ
か
る
高
橋
氏
の
う
ち
、
畿
内
出
身
者
が
一

名
も
確
認
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
出
身
者
が
わ
か
る
と
い
う
の
は
個
人
の
こ
と
で
、

『
新
撰
姓
氏
録
』
は
対
象
と
し
て
い
な
い
。
た
し
か
に
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
、平
安
京
右
京
・

山
城
国
・
河
内
国
の
よ
う
に
帰
属
を
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
個
人
を
特
定
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
畿
内
説
論
者
も
批
判
し
あ
ぐ
ね
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
平
城
宮
か
ら
出
土
し
た
河
内
国
の
歴
名
木
簡
に
「
高
橋
連
稲
」
の
名
が
み
え

る
）
1（
（

。
細
か
い
年
代
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
奈
良
時
代
の
木
簡
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ

る
）
11
（

。
こ
れ
は
、奈
良
時
代
に
お
け
る
確
実
な
畿
内
出
身
の
高
橋
連
と
言
え
る
。
こ
の
木
簡
は
、

今
か
ら
す
る
と
、
と
く
に
新
発
見
で
は
な
く
、『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
十
八
）』

（
一
九
八
五
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
東
国
説
が
出
さ
れ
て
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
畿
内

説
論
者
は
ふ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、『
新
撰
姓
氏
録
』
の
情
報
を
合
わ
せ
る
と
、
平
安
初
期
の
段
階
に
は
、

平
安
京
内
・
山
城
国
・
河
内
国
に
高
橋
連
を
確
認
で
き
、
そ
の
う
ち
河
内
国
に
は
奈
良
時
代

−4−−5−

に
お
け
る
確
実
な
個
人
の
事
例
が
み
ら
れ
た
。
高
橋
虫
麻
呂
の
本
貫
地
が
河
内
国
で
あ
る
と

は
断
定
で
き
な
い
が
、
畿
内
出
身
で
あ
る
可
能
性
は
高
ま
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、

物
部
系
で
あ
る
こ
と
や
、『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
の
「
石
上
　
布
留
を
過
ぎ
て
　
薦
枕
　
高

橋
過
ぎ･･･

）
11
（
」
に
み
え
る
高
橋
と
い
う
地
名
か
ら
、
石
上
神
宮
付
近
を
想
定
す
る
向
き
も
あ

る
が
）
11
（

、
実
例
が
な
い
の
で
今
の
と
こ
ろ
可
能
性
の
一
つ
と
し
か
言
え
な
い
。

第
三
章

　桜
花
の
歌
の
時
期

　
高
橋
虫
麻
呂
が
藤
原
宇
合
の
資
人
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
桜
花
の
歌
の
内
容
も
通
説
と
は

異
な
り
、
ず
い
ぶ
ん
明
瞭
に
な
る
。
関
係
歌
を
一
覧
す
る
。

　
　
春
三
月
に
、
諸
も
ろ
も
ろの
卿き
や
う
だ
い大
夫ぶ

等ら

の
、
難な
に
は波
に
下く
だ

る
時
の
歌
二
首
　
并あ

は

せ
て
短
歌

白し
ら
く
も雲
の
　
竜た
つ

田た

の
山
の
　
滝た
き

の
上う
へ

の

小を
ぐ
ら桉

の
嶺み
ね

に
　
咲
き
を
を
る
　
桜
の
花
は

山や
ま

高だ
か

み
　
風
し
止や

ま
ね
ば
　
春は
る
さ
め雨
の
　
継つ

ぎ
て
し
降
れ
ば

上ほ
つ
え枝

は
　
散
り
過
ぎ
に
け
り
　
下し
づ
え枝

に
　
残
れ
る
花
は

し
ま
し
く
は
　
散
り
な
ま
が
ひ
そ
　

草く
さ
ま
く
ら枕

　
旅た
び

行ゆ

く
君
が
　
帰
り
来く

る
ま
で	

（
巻
第
９
の
１
７
４
７
番
歌
）

　
　
反
歌

我わ

が
行ゆ

き
は
　
七な
ぬ
か日
は
過
ぎ
じ

竜た
つ

田た

彦ひ
こ

　
ゆ
め
こ
の
花
を
　
風
に
な
散
ら
し	

（
１
７
４
８
番
歌
）

白し
ら
く
も雲
の
　
竜た
つ

田た

の
山
を
　
夕ゆ
ふ

暮ぐ
れ

に
　
う
ち
越
え
行ゆ

け
ば

滝た
き

の
上う
へ

の
　
桜
の
花
は

咲
き
た
る
は
　
散
り
過
ぎ
に
け
り

含ふ
ふ

め
る
は
　
咲
き
継つ

ぎ
ぬ
べ
し

こ
ち
ご
ち
の
　
花
の
盛さ
か

り
に
　
見め

さ
ず
と
も

か
に
も
か
く
に
も
　
君
が
み
行ゆ

き
は
　

今
に
し
あ
る
べ
し		

（
１
７
４
９
番
歌
）

　
　
反
歌

暇い
と
ま

あ
ら
ば
　
な
づ
さ
ひ
渡
り

向む
か

つ
峰を

の
　
桜
の
花
も
　
折を

ら
ま
し
も
の
を	

（
１
７
５
０
番
歌
）

　
　
難な
に
は波

に
経や

宿ど

り
て
明あ
く
る
ひ日

に
還か
へ

り
来く

る
時
の
歌
一
首
　
并あ

は

せ
て
短
歌

島
山
を
　
い
行ゆ

き
巡め
ぐ

れ
る
　
川か
わ

沿そ

ひ
の
　
岡を
か
へ辺

の
道
ゆ

昨き
の
ふ日
こ
そ
　
我わ

が
越
え
来こ

し
か
　
一ひ
と

夜よ

の
み
　
寝
た
り
し
か
ら
に

尾を

の
上う
へ

の
　
桜
の
花
は
　
滝た
き

の
瀬
ゆ
　
散
ら
ひ
て
流
る

君
が
見
む
　
そ
の
日
ま
で
に
は

山
お
ろ
し
の
　
風
な
吹
き
そ
と
　
う
ち
越
え
て

名
に
負お

へ
る
社も
り

に
　
風か
ざ

祭ま
つ

り
せ
な		

（
１
７
５
１
番
歌
）

　
　
反
歌

い
行ゆ

き
逢あ

ひ
の
　
坂
の
ふ
も
と
に

咲
き
を
を
る
　
桜
の
花
を
　
見
せ
む
児こ

も
が
も	

（
１
７
５
２
番
歌
）

　
巻
第
９
の
１
７
４
７
～
１
７
５
０
番
歌
は
、
年
代
不
明
の
春
三
月
に
、
諸
の
卿
大
夫
等
が

難
波
に
下
る
時
の
長
歌
二
首
と
反
歌
二
首
で
あ
る
。
１
７
４
７
番
歌
で
は
、
平
城
京
か
ら
難

波
へ
の
道
の
途
次
に
あ
た
る
竜
田
付
近
の
大
和
川
の
両
岸
に
沿
っ
て
咲
く
桜
の
花
の
こ
と
が

詠
ま
れ
る
。

　
滝
の
上
の
小
桉
の
嶺
に
咲
き
誇
っ
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
桜
の
花
が
、
風
や
雨
の
影
響
が
長
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に
お
け
る
確
実
な
個
人
の
事
例
が
み
ら
れ
た
。
高
橋
虫
麻
呂
の
本
貫
地
が
河
内
国
で
あ
る
と

は
断
定
で
き
な
い
が
、
畿
内
出
身
で
あ
る
可
能
性
は
高
ま
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、

物
部
系
で
あ
る
こ
と
や
、『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
の
「
石
上
　
布
留
を
過
ぎ
て
　
薦
枕
　
高

橋
過
ぎ･･･

）
11
（

」
に
み
え
る
高
橋
と
い
う
地
名
か
ら
、
石
上
神
宮
付
近
を
想
定
す
る
向
き
も
あ

る
が
）
11
（

、
実
例
が
な
い
の
で
今
の
と
こ
ろ
可
能
性
の
一
つ
と
し
か
言
え
な
い
。

第
三
章

　桜
花
の
歌
の
時
期

　
高
橋
虫
麻
呂
が
藤
原
宇
合
の
資
人
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
桜
花
の
歌
の
内
容
も
通
説
と
は

異
な
り
、
ず
い
ぶ
ん
明
瞭
に
な
る
。
関
係
歌
を
一
覧
す
る
。

　
　
春
三
月
に
、
諸
も
ろ
も
ろの
卿き
や
う
だ
い大
夫ぶ

等ら

の
、
難な
に
は波
に
下く
だ

る
時
の
歌
二
首
　
并あ

は

せ
て
短
歌

白し
ら
く
も雲
の
　
竜た
つ

田た

の
山
の
　
滝た
き

の
上う
へ

の

小を
ぐ
ら桉

の
嶺み
ね

に
　
咲
き
を
を
る
　
桜
の
花
は

山や
ま

高だ
か

み
　
風
し
止や

ま
ね
ば
　
春は
る
さ
め雨
の
　
継つ

ぎ
て
し
降
れ
ば

上ほ
つ
え枝

は
　
散
り
過
ぎ
に
け
り
　
下し
づ
え枝

に
　
残
れ
る
花
は

し
ま
し
く
は
　
散
り
な
ま
が
ひ
そ
　

草く
さ
ま
く
ら枕

　
旅た
び

行ゆ

く
君
が
　
帰
り
来く

る
ま
で	

（
巻
第
９
の
１
７
４
７
番
歌
）

　
　
反
歌

我わ

が
行ゆ

き
は
　
七な
ぬ
か日
は
過
ぎ
じ

竜た
つ

田た

彦ひ
こ

　
ゆ
め
こ
の
花
を
　
風
に
な
散
ら
し	

（
１
７
４
８
番
歌
）

白し
ら
く
も雲
の
　
竜た
つ

田た

の
山
を
　
夕ゆ
ふ

暮ぐ
れ

に
　
う
ち
越
え
行ゆ

け
ば

滝た
き

の
上う
へ

の
　
桜
の
花
は

咲
き
た
る
は
　
散
り
過
ぎ
に
け
り

含ふ
ふ

め
る
は
　
咲
き
継つ

ぎ
ぬ
べ
し

こ
ち
ご
ち
の
　
花
の
盛さ
か

り
に
　
見め

さ
ず
と
も

か
に
も
か
く
に
も
　
君
が
み
行ゆ

き
は
　

今
に
し
あ
る
べ
し		

（
１
７
４
９
番
歌
）

　
　
反
歌

暇い
と
ま

あ
ら
ば
　
な
づ
さ
ひ
渡
り

向む
か

つ
峰を

の
　
桜
の
花
も
　
折を

ら
ま
し
も
の
を	

（
１
７
５
０
番
歌
）

　
　
難な
に
は波
に
経や

宿ど

り
て
明あ
く
る
ひ日
に
還か
へ

り
来く

る
時
の
歌
一
首
　
并あ

は

せ
て
短
歌

島
山
を
　
い
行ゆ

き
巡め
ぐ

れ
る
　
川か
わ

沿そ

ひ
の
　
岡を
か
へ辺

の
道
ゆ

昨き
の
ふ日
こ
そ
　
我わ

が
越
え
来こ

し
か
　
一ひ
と

夜よ

の
み
　
寝
た
り
し
か
ら
に

尾を

の
上う
へ

の
　
桜
の
花
は
　
滝た
き

の
瀬
ゆ
　
散
ら
ひ
て
流
る

君
が
見
む
　
そ
の
日
ま
で
に
は

山
お
ろ
し
の
　
風
な
吹
き
そ
と
　
う
ち
越
え
て

名
に
負お

へ
る
社も
り

に
　
風か
ざ

祭ま
つ

り
せ
な		

（
１
７
５
１
番
歌
）

　
　
反
歌

い
行ゆ

き
逢あ

ひ
の
　
坂
の
ふ
も
と
に

咲
き
を
を
る
　
桜
の
花
を
　
見
せ
む
児こ

も
が
も	

（
１
７
５
２
番
歌
）

　
巻
第
９
の
１
７
４
７
～
１
７
５
０
番
歌
は
、
年
代
不
明
の
春
三
月
に
、
諸
の
卿
大
夫
等
が

難
波
に
下
る
時
の
長
歌
二
首
と
反
歌
二
首
で
あ
る
。
１
７
４
７
番
歌
で
は
、
平
城
京
か
ら
難

波
へ
の
道
の
途
次
に
あ
た
る
竜
田
付
近
の
大
和
川
の
両
岸
に
沿
っ
て
咲
く
桜
の
花
の
こ
と
が

詠
ま
れ
る
。

　
滝
の
上
の
小
桉
の
嶺
に
咲
き
誇
っ
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
桜
の
花
が
、
風
や
雨
の
影
響
が
長
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引
い
た
た
め
散
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
咲
こ
う
と
し
て
い
る
花
も
ま
だ
あ
っ

て
、
だ
か
ら
ど
う
か
「
旅
行
く
君
」
が
帰
っ
て
く
る
ま
で
散
ら
な
い
で
お
く
れ
と
、
桜
花
を

通
し
て
「
旅
行
く
君
」
の
帰
り
を
待
ち
望
む
歌
で
あ
る
。

　
こ
の
題
詞
と
歌
か
ら
は
、
虫
麻
呂
が
家
政
機
関
の
本
主
で
あ
る
藤
原
宇
合
と
と
も
に
、
難

波
へ
下
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
難
波
へ
は
難
波
宮
造
営
に
か
か
わ
る
公
務
で
赴
い
た
と

考
え
て
よ
い
。

　
続
く
反
歌
を
み
る
と
、「
我
が
行
き
は
　
七
日
は
過
ぎ
じ
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
虫
麻

呂
は
難
波
で
用
事
を
済
ま
せ
て
す
ぐ
平
城
京
へ
戻
る
が
、
宇
合
は
難
波
に
し
ば
ら
く
滞
在
す

る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
。
そ
し
て
「
ゆ
め
こ
の
花
を
　
風
に
な
散
ら
し
」
に
は
、
虫
麻
呂
自

身
が
開
花
し
た
桜
を
見
よ
う
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
桜
を
見
て
お
く
こ

と
は
、
あ
と
の
歌
に
つ
な
が
る
前
提
条
件
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
問
題
と
な
る
の
は
、
歌
の
詠
ま
れ
た
時
期
で
あ
る
。
第
一
章
で
検
討
し

た
天
平
四
年
説
も
天
平
六
年
説
も
、
難
波
宮
造
営
が
終
わ
り
、
平
城
京
に
戻
っ
て
ひ
と
段
落

し
て
か
ら
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
虫
麻
呂
が
宇
合
家
の
資
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

難
波
宮
造
営
が
終
わ
っ
て
い
る
の
に
再
び
難
波
に
下
向
し
、
本
主
の
宇
合
の
み
が
難
波
に
残

る
け
れ
ど
も
、
資
人
た
ち
は
帰
京
す
る
と
い
う
考
え
に
く
い
状
況
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
こ
れ
で
は
何
の
た
め
に
資
人
が
つ
い
て
き
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
平
四
年
説
も
天
平
六
年
説
も
成
り
立
た
な
い
け
れ
ど
も
、
逆
に
言
う
と
、

本
主
が
難
波
に
残
り
、
資
人
が
帰
還
す
る
と
い
う
状
況
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
し
た
状

況
が
あ
て
は
ま
る
の
は
、
難
波
宮
の
造
営
開
始
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
長
短

歌
は
、
難
波
宮
造
営
に
か
か
る
最
初
の
動
き
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
宇
合
を
含
む
難
波
宮
造
営
関
係
者
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
人
た
ち
を
伴
っ
て
難
波
に
拠

点
を
置
く
た
め
に
下
向
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
知
造
難
波
宮
事
で
あ
る
藤
原
宇
合

は
難
波
に
残
っ
て
陣
頭
指
揮
を
取
り
、
資
人
た
ち
は
本
主
の
必
要
物
資
を
難
波
へ
運
ぶ
た
め

に
い
っ
た
ん
平
城
京
へ
戻
る
と
い
う
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。

　
同
じ
題
詞
の
続
き
で
あ
る
１
７
４
９
・
１
７
５
０
番
歌
を
み
る
と
、
そ
の
こ
と
が
い
っ

そ
う
明
確
に
な
る
。「
白
雲
の
　
竜
田
の
山
を
　
夕
暮
に
　
う
ち
越
え
行
け
ば
」
は
、
最
初

の
下
向
で
は
な
く
、
そ
の
次
の
下
向
と
み
ら
れ
る
。
移
ろ
う
桜
の
花
の
様
子
か
ら
し
て
、

１
７
４
７
番
歌
と
１
７
４
９
番
歌
と
は
同
じ
時
間
で
は
な
い
。
虫
麻
呂
は
い
っ
た
ん
平
城
京

に
戻
っ
た
が
（
１
７
４
７
・
１
７
４
８
番
歌
）、
再
び
竜
田
の
山
を
越
え
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
状
況
を
想
定
で
き
る
。
し
か
も
、
時
は
夕
暮
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
明
ら
か
な

宿
泊
を
伴
う
移
動
は
、
繁
多
な
状
況
を
示
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
桜
の
開
花
の
様
子
を
み
る
と
、
１
７
４
７
番
歌
時
に
お
け
る
滝
の
上
の
桜
の
花
の
う
ち
、

咲
い
て
し
ま
っ
た
も
の
は
散
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ま
だ
咲
い
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
こ
れ

か
ら
咲
い
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
１
７
４
７
番
歌
よ
り
時

間
が
進
ん
で
い
る
。
諸
説
の
多
く
は
、
同
じ
題
詞
で
括
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
、
１
７
４
７
～

１
７
５
０
番
歌
を
同
じ
時
の
も
の
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
そ

う
で
は
な
く
、
頻
繁
に
平
城
京
と
難
波
を
往
復
す
る
な
か
の
特
定
の
場
面
を
並
べ
た
と
捉
え

た
方
が
よ
い
。
そ
れ
を
あ
る
時
に
ス
ト
ー
リ
ー
仕
立
て
で
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　
花
の
盛
り
の
時
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、「
君
が
み
行
き
は
　
今
に
し
あ
る
べ
し
」
と
あ
る

の
は
、
な
か
な
か
平
城
京
に
帰
っ
て
来
ら
れ
な
い
状
況
を
示
し
て
お
り
、
虫
麻
呂
自
身
も
、	

「
暇
あ
ら
ば
」（
反
歌
）
と
あ
る
よ
う
に
、
余
裕
が
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
四
首
は
同

じ
「
春
三
月
」
の
こ
と
で
あ
る
。
資
人
の
虫
麻
呂
は
、
何
度
も
往
復
し
、
本
主
の
難
波
の
拠

点
に
物
資
を
運
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
１
７
４
９
番
歌
の
「
君
が
み
行
き
は
　
今
に
し
あ
る
べ
し
」
に
つ
い
て
言

及
し
て
お
き
た
い
。
第
一
章
に
お
い
て
、天
平
六
年
説
の
論
者
が
こ
れ
を
行
幸
と
捉
え
、「
君
」

を
天
皇
と
み
た
。
資
人
と
し
て
考
え
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
行
論
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が
成
り

立
た
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
た
だ
、
資
人
云
々
を
抜
き
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
題
詞
に
１
７
４
７
～
１
７
５
０
番
歌
の

四
首
括
り
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、天
皇
行
幸
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
題
詞
に
は
、「
春
三
月
に
、
諸
の
卿
大
夫
等
の
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
）
11
（

。
行
幸
な
ら
天
皇
の
こ
と
が
題
詞
に
反
映
さ
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
み
る
だ
け
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で
も
、
金
井
清
一
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
同
じ
歌
群
で
「
君
」
の
対
象
を
変
え
る
必
要
は

な
い
と
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
）
11
（

。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、「
み
ゆ
き
」
と
い
う
表
現
は
、
天
皇
に
し
か
用
い
な
い
と
す
る
天
平
六

年
説
の
根
拠
も
、
す
べ
て
が
通
じ
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
ほ
か
の
「
み

ゆ
き
」
の
事
例
の
原
文
が
、「
行
幸
」（
巻
第
４
の
５
４
３
番
歌
・
巻
第
６
の
１
０
３
２
番

歌
）、「
御
幸
」（
巻
第
４
の
５
３
１
番
歌
）
と
い
う
よ
く
み
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
の
に
対
し	

て
、
１
７
４
９
番
歌
の
「
み
ゆ
き
」
は
「
三
行
」
で
あ
る
）
11
（

。
資
人
が
本
主
に
対
し
て
尊
敬
表

現
を
用
い
る
こ
と
は
、
長
屋
王
家
木
簡
（
長
屋
親
王
な
ど
）
な
ど
で
す
で
に
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
同
じ
よ
う
な
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
本
主
に
対
し
て
「
み

ゆ
き
」
と
表
現
す
る
も
の
の
、
文
字
化
の
時
に
は
や
や
憚
っ
て
文
字
使
い
を
変
え
た
の
で
あ

ろ
う
。

		

つ
ぎ
に
、
難
波
に
一
泊
し
た
翌
日
の
復
路
に
関
す
る
長
短
歌
（
１
７
５
１
・
１
７
５
２
番

歌
）
に
目
を
向
け
た
い
。「
島
山
を
　
い
行
き
巡
れ
る
　
川
沿
ひ
の
　
岡
辺
の
道
ゆ
」
と
あ

る
よ
う
に
、
具
体
的
な
竜
田
道
の
景
観
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
続
け
て
「
昨
日
こ
そ
　
我
が
越

え
来
し
か
　
一
夜
の
み
　
寝
た
り
し
か
ら
に
」
か
ら
は
、
間
髪
お
か
ず
に
往
復
し
て
い
る
こ

と
も
読
み
取
れ
る
。
繁
多
な
状
況
は
、
１
７
４
７
～
１
７
５
０
番
歌
と
継
続
し
て
い
る
。

　
一
方
の
桜
の
花
も
、
ど
ん
ど
ん
と
散
っ
て
滝
の
瀬
に
流
れ
て
い
く
様
子
が
う
か
が
え
、	

「
君
が
見
む
　
そ
の
日
ま
で
に
は
」
こ
れ
以
上
風
は
吹
か
な
い
で
お
く
れ
と
祈
っ
て
い
る
。

桜
の
花
が
残
り
少
な
い
と
な
る
と
、
１
７
４
７
～
１
７
５
０
番
歌
よ
り
も
時
間
は
進
ん
で
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
反
歌
も
、「
行
き
逢
ひ
の
　
坂
の
ふ
も
と
に
」
行
け
ば
、
ま
だ
「
咲

き
を
を
る
　
桜
の
花
」
が
あ
る
ら
し
く
、
虫
麻
呂
が
宇
合
に
見
て
ほ
し
か
っ
た
滝
の
上
の
桜

の
花
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
な
ん
と
か
な
る
と
希
望
を
残
し
て
い
る
）
11
（

。

　
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
君
」
で
あ
る
藤
原
宇
合
は
桜
の
花
を
見
て
い
な
い
。
い
や
、

む
し
ろ
そ
の
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
難
波
宮
造
営
の
初

期
段
階
で
あ
れ
ば
、
し
ば
ら
く
平
城
京
に
還
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
資
人
で
あ
る
虫
麻
呂

は
、
難
波
で
の
拠
点
作
り
の
た
め
に
平
城
京
と
の
往
復
を
繰
り
返
す
。
一
方
の
宇
合
は
、
難

波
で
指
揮
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宇
合
と
虫
麻
呂
の
置
か
れ
た
状
況
を
加
味
し
、
桜
の
花
が
見
ら
れ
な
い
こ

と
を
自
明
と
す
る
な
ら
、
歌
の
本
意
と
し
て
は
、
宇
合
の
今
す
ぐ
の
帰
還
を
願
う
と
い
う
よ

り
、
で
き
る
だ
け
迅
速
な
任
務
遂
行
を
祈
願
し
て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
拠
点
作
り
が

ひ
と
段
落
す
れ
ば
、
資
人
た
ち
は
平
城
京
に
あ
る
宇
合
家
の
本
宅
で
の
業
務
が
主
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
別
れ
の
場
に
お
い
て
、
一
連
の
ス
ト
ー
リ
ー
仕
立
て
で
披
露

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
全
六
首
が
連
作
関
係
）
11
（

に
あ
る
も
の
と
捉
え

て
何
の
問
題
も
な
い
。

　
な
お
、
あ
え
て
題
詞
の
「
春
三
月
」
を
特
定
す
る
な
ら
、
宇
合
が
知
造
難
波
宮
事
に
任
命

さ
れ
た
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
）
11
（

の
つ
ぎ
の
春
三
月
と
考
え
て
、
神
亀
四
年
（
七
二
七
）

三
月
が
ふ
さ
わ
し
い
。
作
歌
年
代
も
同
年
あ
た
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
三
組
六
首
の
桜
を
詠
ん
だ
高
橋
虫
麻
呂
の
歌
は
、
題
詞
冒
頭
の
「
春
三
月
」
が
い
つ
か
と

い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
争
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
も
天
平
六
年

説
が
、
近
年
で
は
通
説
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
六
首
の
捉
え
方
の
と
こ
ろ
で
、
天

平
六
年
説
で
も
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
虫
麻
呂
が
何
者
か
を
検
討
す
る
こ
と
こ
そ

が
解
決
の
糸
口
と
な
っ
た
。

　
そ
の
虫
麻
呂
は
、
契
沖
以
来
、
常
陸
国
司
や
そ
の
属
官
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
が
、
近
年
で
は
家
政
機
関
に
つ
い
て
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
虫
麻
呂

と
宇
合
と
の
関
係
は
、
私
的
な
も
の
で
は
な
く
、
公
的
な
宇
合
家
の
資
人
と
み
る
の
が
穏
当

で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

　
そ
の
二
人
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
三
組
六
首
の
桜
の
歌
を
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る

世
界
が
み
え
て
き
た
。
こ
の
六
首
は
、
難
波
宮
造
営
の
準
備
を
含
め
た
初
期
段
階
の
も
の

と
み
ら
れ
、
宇
合
家
の
資
人
虫
麻
呂
は
、
難
波
宮
造
営
に
お
い
て
本
主
宇
合
の
拠
点
作
り
の

−7− 221



で
も
、
金
井
清
一
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
同
じ
歌
群
で
「
君
」
の
対
象
を
変
え
る
必
要
は

な
い
と
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
）
11
（

。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、「
み
ゆ
き
」
と
い
う
表
現
は
、
天
皇
に
し
か
用
い
な
い
と
す
る
天
平
六

年
説
の
根
拠
も
、
す
べ
て
が
通
じ
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
ほ
か
の
「
み

ゆ
き
」
の
事
例
の
原
文
が
、「
行
幸
」（
巻
第
４
の
５
４
３
番
歌
・
巻
第
６
の
１
０
３
２
番

歌
）、「
御
幸
」（
巻
第
４
の
５
３
１
番
歌
）
と
い
う
よ
く
み
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
の
に
対
し	

て
、
１
７
４
９
番
歌
の
「
み
ゆ
き
」
は
「
三
行
」
で
あ
る
）
11
（

。
資
人
が
本
主
に
対
し
て
尊
敬
表

現
を
用
い
る
こ
と
は
、
長
屋
王
家
木
簡
（
長
屋
親
王
な
ど
）
な
ど
で
す
で
に
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
同
じ
よ
う
な
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
本
主
に
対
し
て
「
み

ゆ
き
」
と
表
現
す
る
も
の
の
、
文
字
化
の
時
に
は
や
や
憚
っ
て
文
字
使
い
を
変
え
た
の
で
あ

ろ
う
。

		

つ
ぎ
に
、
難
波
に
一
泊
し
た
翌
日
の
復
路
に
関
す
る
長
短
歌
（
１
７
５
１
・
１
７
５
２
番

歌
）
に
目
を
向
け
た
い
。「
島
山
を
　
い
行
き
巡
れ
る
　
川
沿
ひ
の
　
岡
辺
の
道
ゆ
」
と
あ

る
よ
う
に
、
具
体
的
な
竜
田
道
の
景
観
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
続
け
て
「
昨
日
こ
そ
　
我
が
越

え
来
し
か
　
一
夜
の
み
　
寝
た
り
し
か
ら
に
」
か
ら
は
、
間
髪
お
か
ず
に
往
復
し
て
い
る
こ

と
も
読
み
取
れ
る
。
繁
多
な
状
況
は
、
１
７
４
７
～
１
７
５
０
番
歌
と
継
続
し
て
い
る
。

　
一
方
の
桜
の
花
も
、
ど
ん
ど
ん
と
散
っ
て
滝
の
瀬
に
流
れ
て
い
く
様
子
が
う
か
が
え
、	

「
君
が
見
む
　
そ
の
日
ま
で
に
は
」
こ
れ
以
上
風
は
吹
か
な
い
で
お
く
れ
と
祈
っ
て
い
る
。

桜
の
花
が
残
り
少
な
い
と
な
る
と
、
１
７
４
７
～
１
７
５
０
番
歌
よ
り
も
時
間
は
進
ん
で
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
反
歌
も
、「
行
き
逢
ひ
の
　
坂
の
ふ
も
と
に
」
行
け
ば
、
ま
だ
「
咲

き
を
を
る
　
桜
の
花
」
が
あ
る
ら
し
く
、
虫
麻
呂
が
宇
合
に
見
て
ほ
し
か
っ
た
滝
の
上
の
桜

の
花
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
な
ん
と
か
な
る
と
希
望
を
残
し
て
い
る
）
11
（

。

　
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
君
」
で
あ
る
藤
原
宇
合
は
桜
の
花
を
見
て
い
な
い
。
い
や
、

む
し
ろ
そ
の
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
難
波
宮
造
営
の
初

期
段
階
で
あ
れ
ば
、
し
ば
ら
く
平
城
京
に
還
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
資
人
で
あ
る
虫
麻
呂

は
、
難
波
で
の
拠
点
作
り
の
た
め
に
平
城
京
と
の
往
復
を
繰
り
返
す
。
一
方
の
宇
合
は
、
難

波
で
指
揮
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宇
合
と
虫
麻
呂
の
置
か
れ
た
状
況
を
加
味
し
、
桜
の
花
が
見
ら
れ
な
い
こ

と
を
自
明
と
す
る
な
ら
、
歌
の
本
意
と
し
て
は
、
宇
合
の
今
す
ぐ
の
帰
還
を
願
う
と
い
う
よ

り
、
で
き
る
だ
け
迅
速
な
任
務
遂
行
を
祈
願
し
て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
拠
点
作
り
が

ひ
と
段
落
す
れ
ば
、
資
人
た
ち
は
平
城
京
に
あ
る
宇
合
家
の
本
宅
で
の
業
務
が
主
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
別
れ
の
場
に
お
い
て
、
一
連
の
ス
ト
ー
リ
ー
仕
立
て
で
披
露

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
全
六
首
が
連
作
関
係
）
11
（

に
あ
る
も
の
と
捉
え

て
何
の
問
題
も
な
い
。

　
な
お
、
あ
え
て
題
詞
の
「
春
三
月
」
を
特
定
す
る
な
ら
、
宇
合
が
知
造
難
波
宮
事
に
任
命

さ
れ
た
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
）
11
（

の
つ
ぎ
の
春
三
月
と
考
え
て
、
神
亀
四
年
（
七
二
七
）

三
月
が
ふ
さ
わ
し
い
。
作
歌
年
代
も
同
年
あ
た
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
三
組
六
首
の
桜
を
詠
ん
だ
高
橋
虫
麻
呂
の
歌
は
、
題
詞
冒
頭
の
「
春
三
月
」
が
い
つ
か
と

い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
争
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
も
天
平
六
年

説
が
、
近
年
で
は
通
説
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
六
首
の
捉
え
方
の
と
こ
ろ
で
、
天

平
六
年
説
で
も
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
虫
麻
呂
が
何
者
か
を
検
討
す
る
こ
と
こ
そ

が
解
決
の
糸
口
と
な
っ
た
。

　
そ
の
虫
麻
呂
は
、
契
沖
以
来
、
常
陸
国
司
や
そ
の
属
官
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
が
、
近
年
で
は
家
政
機
関
に
つ
い
て
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
虫
麻
呂

と
宇
合
と
の
関
係
は
、
私
的
な
も
の
で
は
な
く
、
公
的
な
宇
合
家
の
資
人
と
み
る
の
が
穏
当

で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

　
そ
の
二
人
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
三
組
六
首
の
桜
の
歌
を
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る

世
界
が
み
え
て
き
た
。
こ
の
六
首
は
、
難
波
宮
造
営
の
準
備
を
含
め
た
初
期
段
階
の
も
の

と
み
ら
れ
、
宇
合
家
の
資
人
虫
麻
呂
は
、
難
波
宮
造
営
に
お
い
て
本
主
宇
合
の
拠
点
作
り
の
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た
め
、
難
波
へ
何
度
も
下
向
す
る
様
子
を
桜
の
花
と
と
も
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

歌
が
表
す
年
代
は
、
難
波
宮
造
営
の
初
期
段
階
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
神
亀
四
年

（
七
二
七
）
三
月
の
こ
と
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
歌
全
体
に
つ
い
て
は
、
一
見
桜
を
主
題
に
し
て
い
る
よ
う
で
、
宇
合
の
滞
り
の
な

い
任
務
遂
行
を
祈
願
す
る
こ
と
が
本
意
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
拠
点
作
り
が
整
っ
た
段
階

で
、
別
れ
の
場
（
難
波
）
に
お
い
て
披
露
さ
れ
た
一
連
の
歌
と
み
た
。
桜
の
花
を
見
ら
れ
な

い
の
に
あ
え
て
見
て
ほ
し
い
と
詠
う
こ
の
六
首
に
は
、
し
ば
ら
く
時
間
を
要
す
る
の
は
わ

か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
で
き
る
だ
け
早
い
本
主
の
帰
還
（
任
務
遂
行
）
を
求
め
た
資
人
と

し
て
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
高
橋
虫
麻
呂
は
、
そ
う
し
た
願
い
を
き
わ
立
て
て
表
現

す
る
た
め
に
、
時
の
流
れ
を
意
識
さ
せ
る
移
ろ
う
桜
の
花
を
一
種
の
演
出
装
置
と
し
て
用
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
す
る
。

注（
1
）	『
万
葉
集
』
の
原
文
・
訓
読
は
、
す
べ
て
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
①
～
④
〈
全
四
冊
〉』

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
四
～
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

（
2
）	『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
庚
午
条
。『
続
日
本
紀
』
は
、
青
木
和
夫
ほ
か
校
注	

『
続
日
本
紀	

一
～
四
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
～
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

（
3
）	『
続
日
本
紀
』
天
平
四
年
（
七
三
二
）
三
月
己
巳
条
。

（
4
）	『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
（
七
三
四
）
三
月
辛
未
条
。

（
5
）	

青
木
生
子
ほ
か
校
注
『
萬
葉
集
二
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
）、
小
島
憲
之

ほ
か
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
②
〈
全
四
冊
〉』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）、

伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注	

五
』（
集
英
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
6
）	

土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注	

五	

新
訂
版
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
）。

（
7
）	

坂
本
信
幸
「
花
之
盛
尓
雖
不
見
左
右
―
万
葉
集
巻
九
・
一
七
四
九
番
の
訓
詁
―
」『
こ
と
ば
と
こ

と
の
は
』
第
十
集
、
一
九
九
三
年
、
井
村
哲
夫
「
高
橋
虫
麻
呂	

―
第
四
期
初
発
歌
人
説
・
再
論
―
」	

（『
憶
良
・
虫
麻
呂
と
天
平
歌
壇
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
七
年
）、
新
谷
秀
夫
「
虫
麻
呂
の
難
波
に
下
る

時
の
歌
」（
神
野
志
隆
光
・
坂
本
信
幸
編
『
セ
ミ
ナ
ー	

万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
七
巻
、
山
部
赤
人
・

高
橋
虫
麻
呂
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
8
）	

井
村
氏
前
掲
注
（
７
）
論
文
。

（
9
）	

金
井
清
一
「
高
橋
虫
麻
呂
と
藤
原
宇
合
」（『
万
葉
詩
史
の
論
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
四
年
）。

（
10
）	

注
釈
書
類
で
は
、
武
田
祐
吉
『
増
訂
萬
葉
集
全
註
釋	

七
　
巻
の
八
・
九
』（
角
川
書
店
、
一
九
五	

六
年
）、
窪
田
空
穂
『
萬
葉
集
評
釋
』
第
六
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
五
年
）、
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集	

注
釋
』
巻
第
九
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
11
）	

新
谷
氏
前
掲
注
（
７
）
論
文
。

（
12
）	

契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』
精
選
本
。『
万
葉
代
匠
記
』
は
、
久
松
潜
一
校
訂
『
契
沖
全
集
』
第
四
巻
、

萬
葉
代
匠
記
四
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
二
八
二
頁
）
を
参
照
。

（
13
）	

大
石
泰
夫
「
高
橋
虫
麻
呂
を
さ
ぐ
る
―
氏
族
・
任
官
・
伝
説
」（
中
西
進
編
『
笠
金
村
・
高
橋
虫
麻

呂
・
田
辺
福
麻
呂	

人
と
作
品
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
14
）	『
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
（
七
一
九
）
七
月
庚
子
条
。

（
15
）	

伊
藤
博
「
万
葉
の
私
家
集
」（『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品	

上
』
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
、
初
出
は

一
九
六
九
年
）、
菅
原
準
「
高
橋
虫
麻
呂
の
作
歌
年
代
」『
美
夫
君
志
』
第
五
一
号
、
一
九
九
五
年
、

錦
織
浩
文
「
藤
原
宇
合
と
の
か
か
わ
り
」（『
高
橋
虫
麻
呂
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
一
年
）。

（
16
）	

続
々
修
正
倉
院
古
文
書
、
第
一
帙
第
三
巻
（
10
）
裏
（『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）』
第
八
巻
の

一
五
四
頁
）。
東
大
史
料
編
纂
所
編
『
正
倉
院
文
書
目
録
六	

続
々
修
一
』（
財
団
法
人
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
17
）	

渡
辺
晃
宏
「
二
条
大
路
木
簡
と
皇
后
宮	

―
二
つ
の
木
簡
群
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
編
『
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告	

―
長
屋
王
邸
・
藤
原
麻
呂
邸
の
調

査
―
』
本
文
編
、
一
九
九
五
年
）。

（
18
）	

中
西
進
『
旅
に
棲
む	

高
橋
虫
麻
呂
論
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）。

（
19
）	

坂
本
信
幸
「
高
橋
虫
麻
呂
論
」（
神
野
志
隆
光
・
坂
本
信
幸
編
『
セ
ミ
ナ
ー	

万
葉
の
歌
人
と
作
品
』

第
七
巻
、
山
部
赤
人
・
高
橋
虫
麻
呂
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
20
）	

錦
織
氏
前
掲
注
（
15
）
論
文
。

（
21
）	

奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
宮
木
簡
七
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
一
一
八
九
五
号
木
簡
。

（
22
）	

前
掲
注
（
21
）。

（
23
）	『
日
本
書
紀
』
武
烈
即
位
前
紀
、
九
四
番
歌
謡
。

（
24
）	
金
井
清
一
「
高
橋
虫
麻
呂
」（
有
吉
保
ほ
か
編
『
万
葉
集
Ⅱ	

和
歌
文
学
講
座	

第
三
巻
』（
勉
誠
社
、

一
九
九
三
年
）。

（
25
）	

瀧
口
翠
「
高
橋
虫
麻
呂
の
龍
田
の
歌
」『
上
代
文
学
』
第
一
一
二
号
、
二
〇
一
四
年
）。

（
26
）	

金
井
氏
前
掲
注
（
9
）
論
文
。

（
27
）	「
三
行
」（
み
ゆ
き
）
の
文
字
遣
い
を
天
皇
以
外
と
み
な
し
た
も
の
と
し
て
、
桜
井
満
「
高
橋
虫
麻	
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呂
」（
和
歌
文
学
会
編
『
和
歌
文
学
講
座	

第
５
巻	

万
葉
の
歌
人
』
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
）
や
、
瀧

口
氏
前
掲
注
（
25
）
論
文
な
ど
が
あ
る
。

（
28
）	「
見
せ
む
児こ

も
が
も
」
の
「
児
」
に
つ
い
て
は
、
瀧
口
氏
前
掲
注
（
25
）
論
文
を
参
照
。
こ
れ
ま
で

こ
の
反
歌
の
み
ま
っ
た
く
独
立
し
た
歌
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
瀧
口
説
を
参
照
し
、
宇
合
を

指
す
も
の
と
し
て
理
解
し
た
。

（
29
）	

瀧
口
氏
前
掲
注
（
25
）
論
文
。

（
30
）	『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
庚
午
条
。
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呂
」（
和
歌
文
学
会
編
『
和
歌
文
学
講
座	

第
５
巻	

万
葉
の
歌
人
』
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
）
や
、
瀧

口
氏
前
掲
注
（
25
）
論
文
な
ど
が
あ
る
。

（
28
）	「
見
せ
む
児こ

も
が
も
」
の
「
児
」
に
つ
い
て
は
、
瀧
口
氏
前
掲
注
（
25
）
論
文
を
参
照
。
こ
れ
ま
で

こ
の
反
歌
の
み
ま
っ
た
く
独
立
し
た
歌
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
瀧
口
説
を
参
照
し
、
宇
合
を

指
す
も
の
と
し
て
理
解
し
た
。

（
29
）	

瀧
口
氏
前
掲
注
（
25
）
論
文
。

（
30
）	『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
庚
午
条
。

−9−218


