
神
亀
五
（
七
二
八）
年
七
月
二
十一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た。
筑
前
国
守
山
上

憶
良
は、
「
哀
枇
間
難
住
歌」
（
世
間
の
住
み
か
た
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌）
と

題
し
て
一
首
の
歌
を
詠
ん
だ。

集
ま
り
や
す
く
排
ひ
か
た
き
も
の
は
八
大
の
辛
苦
な
り、
遂
げ
か
た
＜
尽

し
や
す
き
も
の
は
百
年
の
賞
楽
な
り。
古
人
の
咬
く
と
こ
ろ、
今
に
も
及

ぷ。
こ
の
ゆ
ゑ
に、
一
章
の
歌
を
作
り、
も
ち
て
二
毛
の
嘆
を
撓
ふ。
そ

の
歌
に
日
は
く、

世
間
の

す
べ
な
き
も
の
は

年
月
は

流
る
る
ご
と
し

と
り
続
き

追

ひ
来
る
も
の
は

百
種
に

迫
め
寄
り
来
る

娘
子
ら
が
娘
子
さ
び
す
と

韓
玉
を

手
本
に
巻
か
し
麟
辱
囁
□
疇日
詞
鯰
裾
輝
鐸

よ
ち
子
ら
と

手
た
づ

さ
は
り
て

遊
び
け
む

時
の
盛
り
を

留
み
か
ね

過
ぐ
し
や
り
つ
れ

鐙
の
肋

か
黒
き
髪
に

い
つ
の
間
か

箱
の
降
り
け
む

く
れ
な
ゐ
の
玉

乾
ほ
お
も
て
の
上
に

い
づ
く
ゆ
か

徽
が
来
り
し
記

号疇
り
犀
の
笑
汀
匹□

ひ
に
け
り
世
間
は

ま
す
ら
を
の

男
さ
び
す
と

剣
大
刀

腰
に
取
り
侃
き

か
く
の
み
な
ら
し

さ
つ
弓
を

手
握
り
持
ち
て

赤
駒
に

倭
文
鞍
う
ち
箇
き

這
ひ
乗
り
て

遊
び
あ
る
き
し

世
間
や

常
に
あ
り
け
る

娘
子
ら
が

さ
寝
す
板
戸
を

押
し
開
き

い
辿
り
寄
り
て

真
玉
手
の

玉
手
さ
し
交
へ

さ
寝
し
夜
の

い
く
だ
も
あ
ら
ね
ば

手
束
杖

腰
に
た
が
ね
て

か
行
け
ば

人
に
厭
は

え

か
く
行
け
ば

人
に
憎
ま
え

老
よ
し
男
は

か
く
の
み
な
ら
し

た

ま
き
は
る

命
惜
し
け
ど

為
む
す
べ
も
な
し
（
八
0
四）

反

歌

こ

と

常
盤
な
す

か
く
し
も
が
も
と

思
へ
ど
も

歯
の
事
理
な
れ
ば

留
み
か

ね
つ
も
（
八
0
五）

神
亀
五
年
七
月
二
十一
日
於二
嘉
賑
郡一
撰
定

筑
前
国
守
山
上
憶
良

が
そ
れ
で
あ
る。

こ
の
歌
は、
万
葉
集
に
お
い
て
そ
の
直
前
に
並
べ
ら
れ
た、
惑
苦
を
主
題
と

す
る
「
惑
情
を
反
さ
し
む
る
歌」
（
八
0
0・
八
0
l

)、
愛
苦
を
主
題
と
す
る

「
子
等
を
思
ふ
歌」
（
八
0
ニ
・
八
0
三）
と
と
も
に、
世
に
「
嘉
岸――一
部
作」

(1)
 

と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る。

「
哀
枇
間
難
住
歌」
の
後
に
記
さ
れ
た
左
注
は、
こ
の
三
部
作
か、

七
月
二

十一
日
に
「
撰
定」
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。
一
方、
こ
の
「
七
月
二
十

一
日」
に
は、
同
じ
憶
良
に
よ
っ
て、
著
名
な
日
本
挽
歌
群
（「
日
本
挽
歌」

ー「
紅
の
面
の
上
に」
を
中
心
と
し
て
ー
ー_

山
上
憶
良
嘉
摩
三
部
作
の
成
立

岡

内

弘

子
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の
前
に
お
か
れ
た
漠
詩
文、

亡
妻
哀
悼
詠
と
「
日
本
挽
歌」

と
を
合
わ
せ
て
こ

う
呼
ぶ
）

が
詠
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
左
注
に
は、
「
神
亀
五
年
七
月
二
十
一
日

筑
前
国
守
山
上
憶
良
上」

と
あ
る
。
「
山
上
憶
良
上」
の
「
上
」

と
は、

太
宰

府
の
地
で
妻
を
失
っ
た
大
伴
旅
人
に
「
奉
る
」
の
意
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て、

三
部
作
の
左
注
に
い
う
「
揺
定」

は、
「
捩
び
定
め
る
」
の

意
で、

歌
の
定
稿
を
定
め
た
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
じ
「
七
月
二
十

一
日
」
の
日
付
を
持
っ
て
は
い
る
も
の
の、

日
本
挽
歌
群
と
嘉
廂
三
部
作
と
の

閂
に
は、
「
上」

と
「
撰
定」

と
の
迩
い
が
あ
る
。

日
本
挽
歌
開
と
嘉
岸
三
部
作
と
の
成
り
立
ち
を
め
ぐ
っ
て、

次
の
よ
う
な
説

が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
は、
「
同
じ
日
に、

お
そ
ら
く
日
本
挽
歌
を
書
箇
と
し
て
書
き
了
へ

た
後、

日
本
挽
歌
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
た
創
作
意
欲
の
赴
く
ま
A
に
為
さ
れ
た

三
首
を、

こ
こ
に
定
稿
と
し
た
」
（
『
万
葉
学
論
叢』

所
収
「
巻
五
に
つ
い
て
考

へ
る
」）

と
す
る
大
浜
厳
比
古
氏
の
見
解
や、
「
憶
良
は、

あ
ら
た
め
て
『
日
本

挽
歌』

を
献
上
し
た
そ
の
日、

国
守
と
し
て
の
任
務
に
よ
っ
て
赴
い
た
の
で
あ

ろ
う
嘉
麻
郡
に
あ
っ
て、

人
の
死
が
提
起
し
た
人
間
へ
の
省
察
を、

三
筒
の
長

歌
に、

主
題
を
分
か
っ
て
歌
い
述
べ
た
」
（
『
山
上
憶
良』
二
四
九
頁）

と
す
る

中
西
巡
氏
の
発
言
な
ど
に
代
表
さ
れ
る、

日
本
挽
歌
醇
の
成
立
以
後
新
た
に
三

部
作
が
制
作
さ
れ
た
と
す
る
説、

第
二
に
は、
「
嘉
靡
群
三
部
作
は、

神
亀
五

年
六
月
二
十
三
日、

旅
人
の
報
凶
問
歌
を
見
せ
ら
れ
て
以
来、

七
月
二
十
一
日

ま
で、

日
本
挽
歌
群
と
併
行
し
て
詠
ま
れ
た
」
（
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品』

下

二
―
五
頁）

と
す
る
伊
膝
博
氏
の
説、
さ
ら
に
第
三
に
は、
「
嘉
岸
の
郡
撰
定
の

作
品
は、

旅
人
の
妻
の
死
以
前
に
大
伴
旅
人
に
献
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
：··
:
」
（
『
万
葉
集
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
①』
一

四
六
頁）

と

す
る
稲
岡
耕
二
氏
の
説
等
が
そ
れ
で、

嘉
靡
三
部
作
成
立
の
事
情
は、

今
な
お

明
確
な
結
論
を
得
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

そ
こ
で、

本
稿
に
お
い
て
は、
「
哀
世
間
難
住
歌」
の
左
注
に
い
う
「
撰
定」

の
内
容
を
ほ
り
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

三
部
作
の
成
立
に
つ
い
て
論
ず
る
こ

と
に
し
た
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に、
「
撰
定」

と
は、
「
撰
び
定
め
る
」

の

意
で
あ
る
。

三
部
作
に
は、

こ
の
「
撰
び
定
め
る
」

と
い
う
こ
と
に
対
応
し

て、

そ
の
閉
じ
め
の
歌
「
哀
世
間
難
住
歌」

だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
の、
「
或

有二
此
句ー
云」
「
一

云」

な
ど、

三
箇
所
に
異
文
の
注
記
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は、

作
品
形
成
の
経
過
を
探
る
た
め
の
最
も
明
解
な
手
懸
り
で
あ
る
は
ず

で、

し
た
が
っ
て、
「
哀
世
間
難
住
歌」

を
「
選
定」

と
い
う
観
点
か
ら
丹
念

に
読
み
進
め
る
な
ら
ば、

三
部
作
の
成
り
立
ち
に
関
し
て
何
ら
か
の
結
論
が
導

か
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

問
題
の
注
記
の
一
っ
「
一

云」

は、
「
丹
の
ほ
な
す」
（
一

旬）

と
「
常
な
り

し

笑
ま
ひ
眉
引
き

咲
く
花
の

う
つ
ろ
ひ
に
け
り

世
間
は

か
く
の
み

な
ら
し
」
（
六
句）

と
の
二
箇
所
で
あ
る
。

前
者
「
丹
の
ほ
な
す」

は
本
文「
＜

れ
な
ゐ
の
」

の
異
文
と
見
ら
れ
る
。

本
文
・
異
文
と
も
に
五
音
で
あ
る
こ
と、

「
く
れ
な
ゐ
の
一
云
丹
の
ほ
な
す」

が
集
中
の
一

般
的
な
異
文
注
記
の
方
法
で
あ
る

こ
と
が
そ
の
根
拠
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て、

後
者
に
対
応
す
る
本
文
の
範
囲

は、

複
雑
で
あ
る
。
『
万
葉
集
全
註
釈』
が、

異
文
は
「
六
句
あ
る
が、

同
数
の

句
の
別
伝
と
す
れ
ば、

何
時
ノ
間
力
か
ら
と
な
っ
て
妥
当
で
な
い
」

と
疑
っ
て

い
る
よ
う
に、

単
純
に
同
数
句
の
異
文
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
か
と

い
っ
て、

本
文
六
句
の
中
の
「
く
れ
な
ゐ
の
」

に
対
す
る
異
文
と
し
て、

す
で

に
「
丹
の
ほ
な
す」

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で、
「
常
な
り
し
云
々
」

の
六
句
を

「
蛾
の
腸

か
黒
き
髪
に

い
つ
の
間
か

霜
の
降
り
け
む

く
れ
な
ゐ
の
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お
も
て
の
上
に

い
づ
く
ゆ
か

嫉
が
来
り
し
」
（
『
万
葉
集
注
釈
』）

や

「
＜

れ
な
ゐ
の

お
も
て
の
上
に

い
づ
く
ゆ
か

鐵
が
来
り
し
」
（
『
万
葉
集
全
註

釈
』）

の
異
文
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
「
常
な
り
し
云
々
」

は、

本
文
歌

中
の
ど
の
歌
句
の
異
文
で
あ
る
と
も
決
定
し
が
た
く、

な
お
疑
問
が
残
る
。

も
う
―

つ
の
問
題
の
注
記
「
或
有二
此
句一
云
」

は
、

「
白
拷
の

袖
振
り
交

し

紅
の

赤
裳
裾
引
き
」

の
一

箇
所
で
あ
る
。

こ
れ
を
仮
に
直
前
の
同
数
四

句
の
異
文
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、

本
文
「
娘
子
ら
が

娘
子
さ
び
す
と

韓
玉
を

手
本
に
巻
か
し
」

が
そ
れ
に
当
た
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
無
視
で
き

な
い
の
は、
＇
「
哀
世
間
雌
住
歌
」

が
最
初
に
総
論
部
「
世
間
の

す
べ

な
き
も

の
は

年
月
は

流
る
る
ご
と
し

と
り
続
き

追
ひ
来
る
も
の
は

百
種
に

迫
め
寄
り
来
る
」

を
喝叫
き
、

そ
の
後
に
「
娘
子
」

に
関
す
る
部
分
と
「
ま
す
ら

を
」

に
関
す
る
部
分
と
を
対
照
的
に
配
し
て
中
心
部
を
構
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
対
照
性
は、

中
心
部
の
後
半
が
「
ま
す
ら
を
の

男
さ
び
す
と
」

と

歌
い
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
、

そ
の
前
半
の
冒
頭
も
ま
た
「
娘
子

ら
が

娘
子
さ
び
す
と
」

と
始
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
白
拷
の
云
々
」

が
「
娘
子
ら
が
云
々
」

の
異
文
で

あ
る
と
は
考

え
が
た
い
。

そ
こ
で
、

こ
の
場
合
は、

た
と
え
ば
、

『
万
葉
集
注
釈
』

が
「
こ
れ
だ
け
の

句
が
更
に
挿
入
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
」

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に、
「
悴

玉
を

手
本
に
券
か
し
」

の
下
に
「
白
拷
の
云
々
」

の
句
が
加
わ
っ

て
い

た
と

解
す
べ

き
で
あ
ろ
う。
こ
の
理
解
は
、
「
或
い
は
此
の
旬
有
り
」

と
い
う
文
意
に

も
適
合
す
る
。

こ
の
考
え
に
従
え
ば
、
「
手
本
に
巻
か
し
」
「
袖
振
り
交
し
」
「
赤

裳
裾
引
き
」
「
手
た
づ
さ
は
り
」

の
並
列
す
る
四
つ
の
連
用
形
が
「
遊
び
け
む
」

を
修
飾
す
る
こ
と
に
な
り、

そ
の
結
果
と
し
て
、

娘
子
の
若
々
し
く
美
し
い
様

が
強
調
さ
れ
る
。

こ
の
句
の
挿
入
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の

は、
「
一

云
」

の

一

っ
「
常
な
り
し
云
々
」

が
本
文
歌
の
ど
の
句
の
異
文
で
あ
る

と
も
決
定
し
が

た
い
旬
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

思
う
に
、

こ
の
異
文
も
ま
た
、
「
白
拷
の
云
々
」

と
同
様
に
、
「
徽
が
来
り
し
」

の
後
に
「
常
な
り
し
云
々
」

が
加
わ
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
万
葉
集
全
註
釈
』

は、
一

案
と
し
て
、

「
ま
た
は
こ
れ
ら
の
句
が
余
分
に
描
入
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か

も
知
れ
な

い
」

と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
維
の
腸

か
黒
き
髪
に

い
つ
の
間
か

霜
の
降
り
け
む
」
「
丹
の
ほ
な
す

お
も
て
の
上
に

い
づ
く

ゆ
か

徽
が
来
り
し
」

が
、

と
も
に
「
か
：．
連
体
形
」

で
結
ば
れ
る
四
句
ず
つ

の
対
句
と
な
り、

残
る
「
常
な
り
し

笑
ま
ひ
眉
引
き

咲
く
花
の

う
つ
ろ

ひ
に
け
り
」

も
ま
た
、

四
句
を
数
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、

こ
こ
に

は
、

四
句
よ
り
な
る
三
つ
の
節
を
承
け
て
「
歯
間
は

か
く
の
み
な
ら
し
」

が

存
在
す
る
と
い
う
整
然
と
し
た
構
成
が
現
わ
れ
る
。

こ
の
構
成
は
、

娘
子
の
部

前
半
の
そ
れ
と
類
似
し
て
お
り、
「
白
拷
の
云
々
」

に
対
す
る
右
の
考
え
が
成
り

立
ち
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

い
「
或
有
1

1

此
句一
云
」

と
回
「
一

云
」

と
い
う
注
記
方
式
の
迩
い
の
あ
る
両

者
を
同
様
に
解
し
て
よ
い
か
否
か
、

疑
い
は
依
然
残
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
哀

世
間
難
住
歌
」

全
体
の
構
造
を
軽
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上、

両
者
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
と
認
め
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察

に
よ
っ
て
、

い
回
に
導
か
れ
た
句
が
現
行
本
文
の
上
に

加
わ
り、
「
く
れ
な
ゐ

の

お
も
て
の
上
に
」

で
は
な
く、

「
丹
の
ほ
な
す

お
も
て
の
上
に
」

の
句

を
持
つ
別
の
歌
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
理
解
さ

れ
る
。

そ
の
歌
は
、
『
古
典

集
成
本
万
葉
集
』

が
「
異
文
系
統
に
よ
る
と
、

娘
子
の
部
と
ま
す
ら
お
の
部
と

が
と
も
に
二
八
句
で
、

末
尾
が
『
か
く
の
み
な
ら
し
』

で
対
応
す
る
」

と
指
摘

す
る
整
然
と
し
た
構
造
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
異
文
歌
と
本
文
歌
と
の
間
に
は
、

い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
か
。

こ
の

(
2)
 

点
に
関
し
て
、

ま
ず、

現
存
巻
五
に
つ
い
て
、
「
悦
良
歌
巻
」

を
第
一

資
料
と

し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で、

異
文
系
統
は
二
次
資
料
で
あ
る
と
推
定
す
る
伊
藤

博
氏
の
見
解
（
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
』

上
二
七
七
頁
し
三
一

七
頁）
が
注
目

さ
れ
る
。

こ
の
説
に
従
え
ば
、

九
0
三
番
歌
の
脚
注
「
さ
ら
に
こ
こ
に
載
す
」
の

「
さ
ら
に
」

な
ど
、

い
く
つ
か
の
謎
が
解
け
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
憶
良
歌
巻
」

の
存
在
を
考
え
る
の
は、
故
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
憶
良
自
身
の
編
簗
に
な
る

そ
の
歌
巻
に
載
せ
ら
れ
た
歌
が
、

本
文
歌
で
あ
る
。

つ
ま
り、

憶
良
自
ら
が
選

択
し
た
の
が、

本
文
歌
で
あ
る
。

ま
た、
稲
岡
耕
二
氏
は
、
本
文
歌
と
異
文
歌
と

を
比
較
す
る
と
本
文
歌
の
方
が
優
っ
て
い
る
と
し
、

異
文
歌
が
初
案、

本
文
歌

が
推
敲
後
の
形
で
あ
り、

異
文
歌
は
七
月
二
十
一

日
以
前
に
旅
人
に
奉
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（
『
万
葉
表
記
論
』

四
三
二
頁
し
四
三
五
頁）
。

後
に
も
触
れ
る
よ
う
に、

本
文
歌
の
優
位
は
動
か
な
い
と
思
わ
れ
る
し、

一

方、

旅
人
の
子
大
伴
家
持
の
作
四
七
八
番
歌
と
忙
良
の
こ
の
異
文
歌
と
に
歌
句

の
類
似
も
見
ら
れ
る
の
で
、

稲
岡
況
は
従
う
べ
き
見
解
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

初
案
つ
ま
り
異
文
歌
に
お
い
て
は、

白
拷
の
袖
を
振
り
交
し
、

赤
裳
の
裾
を

引
く
と
い
う
描
写
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

娘
子
を
よ
り
美
し
く
表
現
す
る

こ
と
を
意
図
し
、

娘
子
を
襲
う
老
醜
さ
え
も
「
咲
く
花
の

う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」

と
は
な
や
か
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

老
が
本
来
持
っ
て
い
る
悲
惨

さ
が
強
訓
さ
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、

こ
れ
に
対
す
る
ま
す
ら
お
の
老
は、

「
手
束
杖

腰
に
た
が
ね
て

か
行
け
ば

人
に
厭
は
え

か
く
行
け
ば

人

に
憎
ま
え
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

万
槃
集
に
お
い
て
、
「
厭
ふ
」
「
憎
む
」

は

一

般
に
、
「
厭
は
ず」
「
憎
く
あ
ら
な
く
に
」

の
よ
う
に
打
消
を
伴
っ
て
用
い
ら

(
3)
 

れ
る
。

こ
訊
に
対
し
、

憶
良
の
今
の
表
現
は
す
こ
ぶ
る
特
異
で
、

人
か
ら
厭
わ

れ
櫓
ま
れ
る
と
い
う
事
実
を
述
べ
る
深
刻
な
形
を
と
っ
て
い
る
。

憶
良
自
身
を

襲
う
老
苦
（
こ
の
時
憶
良
は
六
九
オ）

と
重
な
っ
て
、

ま
す
ら
お
の
老
醜
の
、

手
心
を
加
え
な
い
描
写
に
は
、

老
に
苛
ま
れ
る
人
間
の
苦
悩
が
窺
わ
れ
る
。

異

文
歌
に
お
い
て
は、

こ
の
よ
う
に
、

老
の
扱
わ
れ
方
に
前
後
不
統
一

を
感
じ
さ

せ
る
面
か
あ
り、

歌
全
体
の
焦
点
が
い
さ
さ
か
朧
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

本
文
歌
に
お
い

て
は
、

娘
子
の
部
の
「
白
拷
の
云
々
」

と

「
常
な
り
し
云
々
」

と
の
二
箇
所
が
削
除
さ
れ、
「
哀
世
間
難
住
歌
」
一

篇
を
貫

く
主
題
で
あ
る
「
老
苦
」

が
鮮
明
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果、

長
歌
の
結
び
「
た
ま
き
は
る

命
惜
し
け
ど

為
む
す
べ

も
な
し
」

や
反
歌

「
世
の
事
理
な
れ
ば

留
み
か
ね
つ
も
」

の
磋
嘆
が
、

よ
り
き
わ
だ
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

推
敲
は
、
「
老
苦
」

を
強
調
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
と

見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

初
稿
か
ら
定
稿
へ
の
推
敲
の
う
ち
の
二
箇
所
が
、

大
幅
な
歌
句
の
削
除
で
あ

っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
一

語
を
改
め
た
に
す
ぎ
な
い

も
の
の
、
「
哀
世
間
難
住

歌
」

の
成
立
事
惜、

ひ
い
て
は
嘉
除
三
部
作
の
そ
れ
を
も
語
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
が
、
「
丹
の
ほ
な
す
」

か
ら
「
く
れ
な
ゐ
の
」

へ
の
改
稿
で
あ
る
。

た

っ
た
一

句
の
簡
単
な
変
更
に
す
ぎ
な
い
と
見
た
の
か
、

こ
の

異
文
に

対
し
て

は
、

従
来
深
く
追
求
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

た
だ
わ

ず
か
に
、
『
万
葉
集

全
註
釈
』
と
『
万
葉
集
注
釈
』

と
が
改
稿
の
原
因
に
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
、

両
者
と
も、

初
稿
・

定
稿
の
考
え
方
が
根
底
に
な
い
の
で
、

焦
点
を
逸
し
た
指

摘
に
な
っ
て
い
る
。

「
く
れ
な
ゐ
の
お
も
て
」
（
原
文
「
久
礼
奈
為
能
意
母
提
」
）
は
、

集
中、

憶
良

の
用
い
た
こ
の
一

例
し
か
な
い
。

同
様
な
こ

と
は
、
「
丹
の
ほ
な
す
お
も
て
」

に
関
し
て
も
い
え
る
。

し
か
し
、

後
者
に
は
、

類
義
語
「
丹
の
ほ
の
お
も
わ
」
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が
あ
る
。

人
麻
呂
歌
集
の
七
夕
歌、

我
が
恋
ふ
る

丹
の
ほ
の
お
も
わ

か
む
（
巻
十、

二
0
0
三
）

が
そ
れ
で
あ
る
。

集
中
の
「
く
れ
な
ゐ
」

を
詠
み
こ
ん
だ
歌
の
う
ち
で
成
立
時
期
の
早
い
も
の

は、

人
麻
呂
歌
集
所
収
の
次
の
二
例
で
あ
ろ
う
。

釦
に

衣
染
め
ま
く

欲
し
け
ど
も

着
て
に
ほ
は
ば
か

人
の
知
る
べ

き

（
巻
七
‘
―

二
九
七
）

黒
牛
祠

潮
干
の
浦
を

釦
の

玉
裳
裾
引
き

行
く
は
誰
が
妻
（
巻
九、

一

六
七
二
）

こ
の
両
首
に
は
、
「
衣
」
「
裳
」

の
色
と
し
て
「
く
れ
な
ゐ
」

が

歌
わ
れ
て
い

る
。

衣
服
の
色
の
名
称
と
し
て
の
「
く
れ
な
ゐ
」

は
、

こ
れ
以
降
の
用
例
の
中

で
も、

最
も
多
い
（
二
八
例
中
一

五
例）
。

こ
の
用
法
以
外
に
は
、

紅
葉
の
色

（
一

五
九
四
・

ニ
―

七
七
・

三
ニ
ニ
七
・

三
七
0
三
•

四
―
―
一
）
、

桃
の
花
の

色
（
四
一

九
二
）、

娘
子
の
群
れ
る
様
子
（
四
0
ニ
―
)

を
歌
っ
た
例
な
ど
が

あ
る
。

美
し
い
少
女
の
顔
の
形
容
と
し
て
、

家
持
は
「
桃
の
花

紅
色
に

に

ほ
ひ
た
る

お
も
わ・・・
」
（
四
一

九
二
）

と
歌
っ
て
い
る
。

し
か
し、

こ
の
「
紅

色
」

は
直
接
に
「
お
も
わ
」

を
修
飾
す
る
言
葉
で
は
な
い
の
で
、

憶
良
の
「
＜

れ
な
ゐ
の
お
も
て
」

と
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

集
中
の
「
く
れ
な

ゐ
」

は
、

普
通
、

衣
服
の
色
・

紅
葉
の
色
・

く
れ
な
い
の
色
名
と
し
て
使
用
さ

れ
る
言
葉
で
あ
り、

憶
良
の
用
法
は
特
異
な
も
の
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

容
貌
の
美
し
さ
を
歌
う
に
は、

異
文
の
「
丹
の
ほ
な
す
」

の
よ
う
に
、
「
丹
」

系
の
言
葉
を
使
う
こ
と
が
一

般
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

な
ゆ
竹
の

と
を
よ
る
御
子

さ
丹
つ
ら
ふ

我
が
大
君
は
：・・・・
（
巻
三
、

四
二
0)

こ
よ
ひ
も
か

天
の
川
原
に

い
し
ま
く
ら

石
枕
ま

さ
丹
つ
ら
ふ

妹
を
思
ふ
と

も
（
巻
十、
一

九
―
一
）

我
れ
の
み
や

か
く
恋
す
ら
む

か
き
つ
は
た

か
あ
る
ら
む
（
巻
十、
一

九
八
六
）

を
は
じ
め、

他
に
四
例
（
二
五
ニ
―
•

三
二
七
六
・

三
八
―
―
•

三
八
一

三
）

を
数
え
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、

憶
良
が
何
ら
か
の
意
図
の
も
と
に
、

集

中
に
例
の
な
い
表
現
を
作
り
あ
げ
た
こ
と
は
ま
ず
疑
え
な
い
で
あ
ろ
う。

「
哀
世
間
難
住
歌
」

に
お
い
て
、
「
く
れ
な
ゐ
」

は、

先
に
も
示
し
た
よ
う
に

「
久
礼
奈
為
」

と
一

字
一

音
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
る
。
一

方、

集
中
の
こ
の
他

の
「
く
れ
な
ゐ
」

は
、

次
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。

い
久
礼
奈
為
に
に
ほ
ひ
散
れ
ど
も
（
巻
十
八、

四
―
―
一
）

釦
に
に
ほ
へ
る
山
の
（
巻
八、
一

五
九
四）

回
久
礼
奈
為
に
ほ
ふ
（
巻
十
七、

四
0
ニ
―
)

紅
に
ほ
ふ
（
巻
七、

ご

二

八
・

巻
十
三
、

三
ニ
ニ
七
・

巻
十
九、

四
一

三
九）

い
久
礼
奈
為
の
赤
裳
（
巻
十
七、

三
九
六
九
・

巻
十
七、

三
九
七
三
）

糾
の
赤
裳
（
巻
九、
一

七
四
ニ
・

巻
十
一
、

二
五
五
0)

こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

問
題
の
歌
の
「
久
礼
奈
為
」

は
「
紅
」

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
『
類
棗
名
義
抄
』

に
は、
「
顔」
「
而
」

に
対
し
て
オ
モ
テ
の
訓
が
示

ヲ
モ
テ

さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、

『
遊
仙
窟
』

醍
醐
寺
本
に
は
、

「
誰
能
為
解＞
顔
」

の

訓
が
あ
る
。

同
じ
箇
所
は、

真
福
寺
本
に
も
「
解
恥邸
」

と
訓
ん
で
い
る
。

そ

の
一

方
で
、

カ

ホ

十
娘
面
上
非＞
春

（
『
遊
仙
窟
』

醍
醐
寺
本
）

テ

飛二
上
十
娘
面
上
-

(

II

)

ヵ

キ

霞
立
つ

丹
つ
ら
ふ
妹
は

春
日
も
く
れ
に

し＼

か
に

恋
ひ
わ
た
る
か
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飛
来
踏
入
面-

(

）

カ

ホ面
非一＿
他
舎
面-

(『
辺
仙
応』
真
面
か
本）

ヵ
―い

似＞
対ー一
文
君
之
面-
(

ノ

カ

ホ

誰
知
対二
玉
面-

(

ヵ

＊

飛
1一
上
十
娘
面
上-
(

な
ど、
「
面」
を
カ
ホ
と
訓
ん
だ
例
も
多
い。
な
か
で
も
醍
醐
寺
本
の
第
二
例

の
よ
う
に、
「
面」
に
オ
モ
テ
と
カ
ホ
と
の
両
訓
が
施
さ
れ
た
場
合
が
あ
り、

「
顔」
「
面」
と
も
に、
オ
モ
テ
と
も
カ
ホ
と
も
訓
ま
れ
て
い
た
ら
し
い。
し
た

が
っ
て、
「
く
れ
な
ゐ
の
お
も
て」
を
仮
に
正
訓
字
主
体
の
表
記
で
示
す
な
ら

ば、
「
釦
能
圃」
ま
た
は
「
釦
能
訓」
と
な
ろ
う。
こ
こ
か
ら
す
ぐ
さ
ま
思
い

起
こ
さ
れ
る
言
葉
が
あ
る。
そ
れ
は、
漢
語
「
紅
顔」
で
あ
る。
詳
し
く
は
後

で
述
べ
る
が、
「
く
れ
な
ゐ
の
お
も
て」
は、
こ
の
「
紅
顔」
の
翻
案
語
（
漢

語
を
意
訳
的
に
和
語
化
し
た
も
の）
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か。

万
葉
人
が
接
し
た
と
思
わ
れ
る
漢
訊
に
は、
「
紅
顔」
の
語
が
愛
用
さ
れ
て

い
る。
た
と
え
ば、

貌
燎
妙
以
妖
鼎
分、
釦
刷
嘩
其
揚＞
睾
（『
文
選』
偲
武
仲
「
舞
賦一
首」）

釦
刷
宜

羹
眺
阿
流＞
光
（『
文
選』
曹
子
建
「
七
啓
八
首」）

緑
賢
愁
中
改、
釦
刷
暗
裏
滅
（『
玉
台
新
詠』
呉
均「
和二
瑞
洸
馬
子
顕
古
意―

六
首」）

．

釦
躙
本
暫
時、
君
遠
拒
相
及
（『
玉
台
新
泳』
贄
剥
「
和
弘叩
洗
馬
画

1

)

屏
風―

二
首」）

緑
葉
朝
朝
黄、
釦
酬
日
日
異
（『
玉
台
新
泳』
皇
太
子
簡
文
「
雑
題
二
十一

首」）
侶
人
歌
吹
罷、
対
兵
詈
翌
組
醗-
(『
玉
台
新
詠』
徐
孝
穆
「
雑
待
四
首」）

糾
顔
雑二
緑
黛-
(『
遊
仙
窟』）

I/ 

玉
体
釦
刷
瓢
祠
遇＿
（『
遊
仙
窟』）

な
ど
の
例
を
見
る
こ
と
が
て
き、
『
芸
文
碩
棗』
の
「
美
婦
人」
（
巻
十
八）
の

項
に
も、紐

岬
呻
（「
魏
陳
王
曹
植
詩」）

釦
訓
嘩
而
流
后エ
（「
魏
陳
思
王
曹
植
静
思
賦」）

を
叔
せ
る。

先
に
触
れ
た
よ
う
に、
漢
語
「
紅
顔」
の
「
顔」
は、
オ
モ
テ
と
も
カ
ホ
と

も
訓
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る。
し
か
し、
万
葉
集
に
お
い
て
「
か
ほ」
が
詠
ま

れ
た
確
実
な
例
は、

It

 

多
胡
の
嶺
に

寄
せ
綱
延
へ
て

寄
す
れ
ど
も

あ
に
く
や
し
づ
し

そ
の

鳳
良
き
に
（
巻
十
四、
三
四―
一
）

の
一
首
だ
け
で
あ
る。
こ
れ
以
外
で
は、
語
意
が
明
確
で
は
な
い
「
か
ほ
鳥」

「
か
ほ
花」
に
限
ら
れ
る。
こ
れ
に
対
し
て、
「
お
も
て」
は
集
中
憶
良
の一
例

の
み
で
は
あ
る
も
の
の、
「
お
も」
は―
一
例
を
数
え
る。
そ
の
う
ち
仮
名
書

例
は
四
例、
他
の
七
例
は
「
面」
と
表
記
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、
集
中「
面」

を
カ
ホ
と
訓
み
う
る
例
は
な
い。
七
例
の
「
面」
は、
オ
モ
と
訓
ん
で
よ
か
ろ

う。
「
お
も
て」
以
外
に
も、
「
お
も」
に
関
連
し
た
言
葉
は、
「
お
も
か
く
し」

「
お
も
か
げ」
「
お
も
か
た」
「
お
も
が
は
り」
「
お
も
わ」
な
ど、
例
が
多
い。

以
上
の
こ
と
か
ら、
万
葉
集
に
お
い
て
は
「
お
も」
が一
般
に
用
い
ら
れ、

「
か
ほ」
は
特
殊
な
言
葉
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る。
さ
ら
に、
「
歌」
で
あ
る

た
め
に、
五
音
旬・
七
音
句
と
い
う
基
本
的
制
約
が
あ
る。
い
ろ
い
ろ
な
要
素

か
ほ

お
も
て

が
複
合
し
て、
「
紅
顔」
は、
「
紅
の
頻
」
で
は
な
く
「
紅
の
面」
と
翻
案
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う。

こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
「
紅
頻」
は
す
べ
て
海
彼
の
例
で
あ
っ
た
が、
「
紅
顔」

の
語
は
万
葉
集
の
中
に
も
あ
る。
た
っ
た一
例。
と
こ
ろ
が、
そ
の
使
い
手
は、
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億
良
の
作
品
の
中
に
は、
漢
語
の
翻
案
語
・
翻
読
語
（
漢
語
を
直
訳
的
に
和

語
化
し
た
も
の）
と
考
え
ら
れ
る
語
が
目
立
つ
。
天
平
五
年
六
月
三
日
の
日
付

を
持
つ
「
老
身
重
病、
経＞
年
辛
苦、

及
思二
児
等ー
歌」
の
第
四
反
歌、

荒
拷
の

布
衣
を
だ
に

着
せ
か
て
に

か
く
や
嘆
か
む

為
む
す
べ
を
な

み
（
九
0
l

)
 

ぬ
の
き
ぬ

に
見
え
る
「
布
衣」
は、

芳
賀
紀
雄
氏
（「
貧
窮
問
答
の
歌」
万
葉
九
三
号）
も

フ

ィ

触
れ
て
い
る
よ
う
に、

そ
の
一
例
と
見
ら
れ、

漢
語「
布
衣」
の
翻
読
語
と
認
め

ら
れ
る。

ぬ
の
き
ぬ

「
布
衣」
は
集
中
の
孤
語
で
あ
る。
佑
良
が
新
た
に
作
り
出
し
た
特
異
な
言

フ
｛

ィ

菜
で
あ
る
ら
し
い
。

し
か
し、
「
紅
頻」
と
同
様
に、

漠
箱
に
「
布
衣」
は
め

ず
ら
し
く
な
い
。

高
祖
鰻二
罵
之ー
曰、

吾
以二
刷
瓦一、

持
三
二
尺
剣一、

取二
天
下l‘

此
非二
天

四

他
の
誰
で
も
な
く
憶
良
な
の
で
あ
る。
し
か
も、
そ
れ
は、
当
面
の
撰
定
作
と
同

じ
日
付
を
持
つ
亡
妻
哀
悼
文
の
中
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る。
次
の
通
り
で
あ
る。

釦
刷
は
三
従
と
と
も
に
長
逝
す

索
質
は
四
徳
と
と
も
に
永
滅
す

異
文
（
初
稿）
の
「
丹
の
ほ
な
す
面」
か
ら
本
文
（
定
稿）
の
「
紅
の
面」
へ

の
改
変
の、

直
接
の
動
機
と
な
っ
た
も
の
は、
こ
の
「
紅
顔」
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か。
憶
良
の
脳
裡
に
は、
亡
妻
哀
悼
文
を
制
作
す
る
以
前
に
も
ち
ろ
ん

「
紅
顔」
の
語
が
あ
っ
た
だ
ろ
う。
だ
が、
「
紅
の
面」
と
い
う
新
鮮
な
言
葉
を

生
ん
だ
直
接
の
契
機
は、
哀
悼
文
の
核
心、

ま
さ
に
旅
人
の
妻
の
死
を
表
現
す

る
部
分
に
お
い
て、
自
ら
「
紅
顔」
の
語
を
用
い
た
ま
新
し
い
経
験
で
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か。

翁
乎
（『
史
記』
高
祖
本
紀）

夫
大
漢
之
開＞
元
也、

臨
如
渕{-
以
登二
皇
位-
(『
文
選』
班
孟
堅
「
両
都
賦

二
首」）

膏
火
自
煎
熟、

多
財
為二
患
害-‘

郁
園
可＞
終＞
身

寵
禄
翌
足y
顆（『
文
選』

玩
嗣
宗
「
詠
懐
詩
十
七
首」）

今
天
下
制
瓦
窮
居
之
士、

身
在二
貧
賎-
(『
文
選』
鄭
附
「
獄
中
上＞
書
自
明

一
首」）

夫
御
詞
窮
居
草
帯
之
士、
王
公
大
人、

所二
以
屈＞
体
而
下一
之
者、
為＿一
道
存l

也
（『
文
選』
玩
嗣
宗
「
詣二
藤
公
二
首」）

こ
れ
ら
に
加
え、
『
続
日
本
紀』
宝
亀
三
年
四
月
の
条
に
は、
「
其
弟
浄
人、

自二
布
衣一
八
年
中
至二
従
二
位
大
納
言一
。
一
門
五
位
者
男
女
十
人」
と
あ
る。

右
の
例
が
示
す
よ
う
に、
「
布
衣」
に
は、

麻
布
な
ど
で
作
っ
た
粗
末
な
衣

の
意
と、

官
位
の
な
い
人
・
庶
民
の
意
と
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る。
「
荒
拷
の

布
衣
を
だ
に

着
せ
か
て
に」
と
詠
ま
れ
た
「
布
衣」
は、
た
し
か
に
粗
末
な

ぬ
の
き
ぬ

布
で
作
っ
た
着
物
の
言
い
で
あ
る
け
れ
ど
も、
こ
の
歌
に
お
い
て
「
布
衣」
が

使
用
さ
れ
た
こ
と
に
は、
深
い
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

富
人
の

家
の
子
ど
も
の

着
る
身
な
み

腐
し
捨
つ
ら
む

絹
綿
ら
は
も

（
九
0
0)

こ
れ
は
第
三
反
歌
で
あ
る。

芳
賀
氏
は、

前
掲
論
文
の
中
で
第一
句
の
「
富

ひ
と

フ

ジ
ン

人」
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ、
こ
れ
を
「
富
人」
の
翻
読
語
と
認
め、

そ
の
概

念
を
「
貴
族、
そ
れ
も
上
級
貴
族」
と
限
定
し
て
い
る。
諾
な
う
べ
き
見
解
だ

(

4
)
 

と
思
わ
れ
る。
詳
し
く
は
別
の
機
会
に
譲
る
け
れ
ど
も、

第
三
反
歌
の
「
富
人」

と
第
四
反
歌
の
「
布
衣」
と
は、

対
照
の
意
識
の
も
と
に
布
樹
さ
れ
た
語
と
見

ら
れ
る。
な
ぜ
な
ら
ば、

第
三
反
歌
と
第
四
反
歌
と
に
お
い
て、
「
富」

と

「
貧」

と
い
う
相
対
す
る
も
の
が
歌
わ
れ、

そ
の
各
々
の
冒
頭
部
に
用
い
ら
れ
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手
力
も
が
も

た
の
が、
「
富
人」
と
「
布
衣」
と
の
二
つ
の
語
だ
か
ら
で
あ
る。
こ
れ
に
よ

れ
ば、
億
良
は、
漠
語
「
布
衣」
が
「
夫
布
衣
窮
居
章
諮
之
士」
な
ど
と
用
い

ぬ
の
き
ぬ

ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
下
地
に
し
た
上
で、
こ
こ
に
「
布
衣」
の
語
を
用

ぬ
の
き
ぬ

い、
貧
し
さ
を
強
調
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
つ
ま
り、
「
布
衣」

フ

ィ

は
「
布
衣」
の
翻
読
語
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る。

こ
こ
に
指
摘
し
た
「
布
衣」
以
外
に
も、
主
要
な
翻
案
語
・
翻
読
語
だ
け
で

も、
憶
良
の
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
小
島
憲
之

『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学』
な
ど）。

あ
を
な
み・

い
青
波
ー
青
浪．
愴
波
な
ど
の
翻
読
語

回
命
過
ぐ
ー
命
過
の
翻
読
語

い

も
る
き
い
の
ち

あ
ま
ぢ

微

命
ー
微
命
の
翻
読
語

口
天
路
ー
天
道・
天
路
の
翻
読
語

困
望
み
は

よ
の
な
か

う

や
さ

絶
え
ぬ
ー
望
断
の
翻
案
語

い
世
間
1
世
間
の
翻
読
語

田
厭
し
と
恥
し
と

ー
厭
恥
な
ど
の
翻
案
語

こ
の
よ
う
な
語
は、
む
ろ
ん
億
良
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く、
集
中

に
数
が
多
い。
た
と
え
ば、

い
竜
の
馬
ー
竜
馬
の
翻
読
語

回
七
の
賢
し
き
人
ー
七
賢
人
の
翻
案
語

い

天
地
と
長
く
久
し
く
ー
天
地
長
久
の
翻
案
語

巳
濁
れ
る
酒
ー
濁
酒
の
翻
案

語

困
極
ま
り
て
貴
き
ー
極
貴
の
翻
案
語

い
価
な
き
宝
ー
無
価
宝
珠
の
翻

案
語

田
夜
光
る
玉
ー
夜
光
玉
（
珠）
の
翻
読
語

囲
柳
の
糸
ー
柳
糸
の
翻

証
語

凹
雲
の
衣
ー
エ
衣
の
翻
読
語

な
ど
が
諸
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る。

さ
ら
に、
本
稿
が
翻
案
語
と
推
定
す
る
「
紅
の
面」
と
同
様、
一
度
自
ら
の

漠
文
の
中
に
呼
び
こ
ん
だ
淡
語
を
迎
く
意
識
し
な
が
ら
歌
語
と
し
て
用
い
る
こ

と
も、
周
知
の
よ
う
に、
家
持
が
行
な
っ
て
い
る。
す
な
わ
ち、

喜

今
は
盛
り
に

に
ほ
ふ
ら
匹

折
り
て

誓
さ
む

（
巻
十
七、
三
九
六
五）

以
上、
「
紅
の
面」
は
漠
語
「
紅
顧」
の
翻
案
語
で
あ
り、
亡
妻
哀
悼
文
中

の
「
紅
顔」
を
直
接
の
契
機
と
し
て
梃
生
し
た
こ
と
を
考
察
し
て
き
た。
こ
の

こ
と
は、
憶
良
が
日
本
挽
歌
群
を
制
作
す
る
作
業
と
併
行
し
て、
三
部
作
の
推

敲
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る。
そ
し
て、
そ
の
作
業
が
完
了
し
た
の

が、
神
亀
五
年
七
月
二
十一
日
で
あ
っ
た。

三
部
作
の
定
稿
が
成
立
し
た
過
程
は、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
推
定
さ
れ
る。

そ
れ
で
は、
三
部
作
の
初
稿
は、
七
月
二
十一
日
以
前
の
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た

の
で
あ
ろ
う
か。
「
哀
世
間
難
住
歌」
の
初
稿
に
は、
「
世
間
は

か
く
の
み
な

ら
し」
と
い
う
句
が
あ
る。
「
世
間」
は、
三
部
作
す
べ
て
に
登
場
す
る
言
葉
で

五

貨
の

な
き
散
ら
す
ら
む

（
巻
十
七、
三
九
六
六）

と
詠
ま
れ
た
「
春
の
花」
は、
詞
書
中
の「
方
今
春
朝
料
加」
を
翻
読
し
た
語、

「
眺
扇
粕
刻
桃
李
花
こ
歌、

を
と
め

春
の
苑

紅
に
ほ
ふ

桃
の
花

下
照
る
道
に

い
で
立
つ
娘
子（
巻
十
九、

四一
三
九）

の
「
春
の
苑」
も、
題
詞
中
の
「
春
苑」
と
の
関
連
か
ら
生
み
落
と
さ
れ
た
翻

読
語
で
あ
る。
「
は
な」
「
そ
の」
が
集
中
に
例
の
多
い
言
葉
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず、
「
春
の
花」
「
春
の
苑」
は
他
に
例
が
な
い
こ
と
か
ら
も、
そ
れ
は
認

め
ら
れ
よ
う。

右
に
あ
げ
た
数
々
の
例
は、
万
葉
の
歌
人
た
ち
に
と
っ
て、
翻
案
語
や
翻
読

語
を
用
い
て
歌
を
作
る
こ
と
が
特
殊
な
営
み
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い

る。
憶
良
の
「
紅
の
面」
も
ま
た、
こ
う
し
た
風
潮
の
中
で
の
創
造
の
一
例
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

祖
い
つ
し
か
君
と

手
折
り
か
ざ
さ
む
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あ
り、
三
部
作
以
降
の
作
品
に
お
い
て
も、
「
世
間」
を
め
ぐ
っ
て、
「
世
間
は

か
く
の
み
な
ら
し」
（
八
八
六）
「
か
く
ば
か
り

す
べ
な
き
も
の
か

世
間
の

道」
（
八
九
二
）
「
世
間
を

厭
し
と
恥
し
と

思
へ
ど
も」
（
八
九
三）
「
柑
間

の

厭
け
く
辛
け
く」
（
八
九
七）

「
我
が
子
飛
ば
し
つ

世
間
の
道」
（
九
0

四）

と
嘆
き
つ
づ
け
る
憶
良
で
あ
る
。

世
間
を
生
き
る
こ
と
の
苦
悩
は、

憶
良

の
作
品
に
一
貫
す
る
主
題
で
あ
る。

「
世
間」
と
い
う
言
葉
を
詠
み
こ
ん
だ
こ
れ
ら
の
歌
は、

す
べ
て
神
亀
五
年

以
降
の
成
立
で
あ
る。
「
世
間」
は、

神
亀
五
年
に
至
る
ま
で
一
度
も
憶
良
の

歌
の
中
に
登
場
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た。

神
亀
二
年
の
作、

す
な
わ
ち、

筑
紫

下
向
以
前
の
最
後
の
作、

し
っ
た
ま
き

数
に
も
あ
ら
ぬ

身
に
は
あ
れ
ど

千
年
に
も
が
と

思
ほ

ゆ
る
か
も
（
九
0
三）

は、

神
亀
二
年
の
頃
の
憶
良
に、
「
千
年」
の
命
を
信
じ
さ
せ
な
い
認
識
が
内

在
す
る
こ
と
を
示
す
歌
で
あ
る。
し
か
し、
こ
こ
で
は「
身
に
は
あ
れ
ど」
と、

な
お
「
千
年」
を
祈
っ
て
い
る。
「
数
に
も
あ
ら
ぬ
身」
と
は
い
う
も
の
の、

こ
と
わ
り

こ

と

「
世
間
の
理」
「
世
の
事
理
」
に
逆
い
え
な
い
た
め
に
苦
悩
し
つ
づ
け
る
「
人

間」
で
あ
る
と
い
う
深
い
意
識
は、

ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
意
識
が
作

品
の
上
に
出
現
す
る
に
は、

神
亀
五
年
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し

た
「
世
間」
を、

き
わ
や
か
に、
そ
し
て
最
初
に
登
場
さ
せ
た
の
が
嘉
底
三
部

作
で
あ
っ
た。
そ
の
中
で
も、
「
哀
世
間
難
住
歌」
は、

老
苦
を
主
題
と
し、

中
心
部
の
前
半
で
は、

女
性
の
上
に
訪
れ
る
老
の
様
を
通
し
て、
「
世
間
は

か
く
の
み
な
ら
し
」
と
世
間
の
無
常
で
あ
る
こ
と
を
磋
嘆
し
て
い
る。

嘉
廂
三
部
作
は、

巻
五
に
お
い
て、

大
伴
旅
人
の
「
報
凶
問
歌」
（
七
九
三
）

と
憶
良
自
身
の
日
本
挽
歌
群
と
に
つ
い
で
並
べ
ら
れ
て
い
る。

旅
人
の
「
報
凶

問
歌」
は、

妻
の
死
に
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
た
作
で
あ
り
な
が
ら、

死
そ
の
も
の

を
直
接
悲
し
ん
だ
歌
で
は
な
い
。

旅
人
は、

妻
の
死
そ
の
他
を
通
し
て
「
世
間

は
空
し
き
も
の
」
と
認
識
し
た
こ
と
に
よ
り、
一
屈
人
間
や
人
生
の
無
常
が
深

ま
っ
た
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
。

沢
潟
久
孝
氏
が
「『
世
の
中
は
空
し
き
も
の

と
知
る
時
し
』

と
い
ふ
の
は、
た
ゞ
自
分
ひ
と
り
の
愛
人
と
の
死
別
を
云
っ
た

も
の
で
な
く、

凶
事
の
相
つ
ぐ
事
を
見
聞
く
に
つ
け、

今
夏
に
世
の
は
か
な
さ

の
痛
感
せ
ら
れ、

悲
し
み
の
一
層
切
実
な
も
の
の
あ
る
事
を
云
っ
た
も
の
」

（『
万
葉
集
注
釈』
巻
五、
一
―
頁）
と
指
摘
し、

伊
藤
博
氏
が
「
旅
人
の
作
は、

妻
の
死
を
華
盤
に
す
る
世
間
の
無
常
を
嘆
く
の
が
主
題
な
の
で
あ
っ
て、

亡
妻

を
直
接
悼
ん
で
む
や
み
に
泣
く
歌
で
は
な
か
っ
た」（『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品』

下
一
三
0
頁）

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に、

旅
人
が
「
報
凶
問
歌」
に
託
し
た
の

は、
「
世
間」
に
対
す
る
悲
し
み
で
あ
っ
た。
し
か
も、
「
世
間」
と
い
う
言
葉

を
冒
頭
に
掲
げ
た
こ
の
歌
は、

歌
友
憶
良
に
披
露
さ
れ
た
作
な
の
で
あ
る
。

嘉
摩
三
部
作
の
初
稿
が
成
立
し
た
日
を、

何
月
何
日
と
正
確
に
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し、

右
に
述
べ
た
「
報
凶
問
歌」
の
性
格、
「
哀
世
間
難
住

歌」
の
「
世
間
は

か
く
の
み
な
ら
し
」
が
女
性
の
老
を
基
盤
と
す
る
悲
嘆
で

あ
る
こ
と、
三
部
作
全
体
が
世
間
を
生
き
る
人
間
の
抱
く
「
苦」
を
主
題
と
し

て
い
る
こ
と、

以
上
の
三
点
か
ら、

嘉
摩
三
部
作
は
「
報
凶
問
歌」
に
応
じ
る

た
め
に
詠
ま
れ
た
作
品
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て、

旅
人
の
妻
の
死
以
前

に
旅
人
に
奉
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る。
そ
れ
は、
「
報
凶
問
歌」

が
憶
良
に
示
さ
れ
た
後
に
制
作
さ
れ
始
め
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点

に
合
わ
せ
て、
「
紅
の
面」
と
い
う
表
現
が
初
稿
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
考
兄
る
な
ら
ば、

嘉
塵―一
部
作
の
初
稿
の
成
立
は、

日
本
挽
歌
群
の
制
作

に
先
立
つ
と
思
わ
れ
る。

嘉
麻
三
部
作
は、

旅
人
作
「
報
凶
問
歌」
が
憶
良
に
披
露
さ
れ
た
後、

そ
れ

に
応
じ
る
形
で
作
り
始
め
ら
れ、

そ
の
初
稿
は、
七
月
二
十
一
日
以
前
に
旅
人
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の
手
許
に
送
ら
れ
た
。

そ
の
後、

憶
良
は
、

日
本
挽
歌
群
の
制
作
に
取
り
か
か

る
と
と
も
に
、

旅
人
に
送
っ
た
三
部
作
の
手
控
え
に
対
し
て
推
敲
を
行
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
つ
の
作
業
は
併
行
し
て

進
め
ら
れ、

日
本
挽
歌
群
は

「
七
月
二
十
一

日
」

付
を
も
っ
て
旅
人
に

奉
ら
れ、

嘉
岸
三
部
作
は
同
じ
「
七

月
二
十
一

日
」

付
を
も
っ
て
「
撰
定
」

さ
れ
て
憶
良
の
手
許
に
保
存
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上、
「
紅
の
面
」

に
着
目
す
る
こ

と
に

よ
っ
て
、

嘉
靡
三
部
作
の
成
立
に

つ
い
て
考
え
て
き
た
。
「
紅
の
面
」

と
い
う
言
葉
は
ご

く
短
い
。

表
わ
す
意
味

も
わ
か
り
や
す
い
。

し
か
し
、

そ
れ
は
、

三
部
作
成
立
の
謎
を
ほ
ぐ
す
重
要
な

詩
句
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
1
)

「
惑
情
を
反
さ
し
む
る
歌」
に
は、

倍
俗
先
生
を
強
く
批
判
で
き
な
い
歯
切
れ
の

悪
さ
が
歌
わ
れ、

憶
良
自
身
も
「
惑
惜」

に
苦
し
め
ら
れ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
の

苦
悩
が、

主
題
と
な
っ
て
い
る。

「
子
等
を
思
ふ
歌」

は、

子
を
愛
す
る
こ
と
が

人
間
の
煩
悩
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
も、

な
お
愛
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
「
愛
苦」

の
深
さ
を
扱
っ
て
い
る。
「
世
間
の
住
み
か
た
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌」
に
お
い
て

は、

こ
の
世
間
に
八
大
辛
苦
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め、

誰
も
が
免
れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
「
老
苦」

を
泳
じ
て
い
る。

こ
れ
ら
三
つ
の
作
品
は、

各
々
が
惑
苦
．

愛
苦
・

老
苦
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
り、

密
接
な
関
係
を
持
つ
三
部
作
と
認
め

ら
れ
る。

(
2
)

詭
老
七
年
歌
(
-
五
一

八）

を
巻
頭
と
し、

天
平
五
年
六
月
に
至
る
ま
で
の
作

品
を
収
め
る。

巻
末
は、

九
0
三
番
歌
で
あ
る。

(
3
)

「
厭
ふ
」

の
用
例
中、

否
定
の
形
に
な
ら
な
い
の
は、
「
生
死
の
二
つ
の
海
を
厭

は
し
み
」
（
三
八
四
九）

の
み
で
あ
る。
「
憎
む」

は、

八
0
四
以
外
の
集
中
の
用

例
八
例
の
う
ち、

四
例
が
「
愉
く
あ
ら
な
く
に
」、
一

例
が
「
憎
く
は
あ
ら
ず
て
」

で
あ
り、

他
の
三
例
は
「
紫
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば
」
（
ニ
―
)
「
我
れ
こ

そ
ば
憎
く
も
あ
ら
め
」
（
一

九
九
0)
「
争
へ
ば
神
も
憎
ま
す」
（
二
六
五
九）

で、

こ
の
形
に
な
っ
た
由
来
が
解
け
る
例
ば
か
り
で
あ
る。

(

4

)

筑
波
大
学
大
学
院
文
芸
・

言
語
研
究
科
前
期
論
文
の
中
で
詳
し
く
論
じ
た
が、

発
表
は、

そ
の
他
憶
良
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
合
わ
せ
て
後
日
を
期
す。

付
記

本
稿
は、

昭
和
五
十
三
年
度
筑
波
大
学
大
学
院
演
習
（
題
目
「
日
本
古
代
文
学

研
究
」

指
導
教
授
伊
藤
博）

を
も
と
に、

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
筑
波
大
学
大
学

院
文
芸
・
言
語
研
究
科
前
期
論
文
（
「
山
上
憶
良
論」）

と
し
て
提
出
し
た
も
の
の

一

部
で
あ
る。

本
稿
第
二
節
の
考
察
は、

西
原
能
夫
「
哀
世
間
難
住
歌
の
構
成」

（
文
研
論
集
五、

昭
和
五
十
四
年
十
月
十
五
日
発
行）

の
第
二
節
と
一

致
す
る
点

が
多
い。

併
読
を
お
願
い
し
た
い。

な
お、

本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
は、

伊
藤

博
先
生
の
御
指
導
を
い
た
だ
い
た。（

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
日
本
文
学
専
攻）
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