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共
有
さ
れ
る
心

は
じ
め
に

　
　
『
古
今
集
』
の
仮
名
序
で
紀
貴
之
は
、
和
歌
が
公
的
な
も
の
で
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
嘆
い
て
い
る
。

い
ま
の
世
の
中
、
色
に
つ
き
、
人
の
心
、
花
に
な
り
け
る
よ
り
、
あ
だ
な
る
歌
、

は
か
な
き
言
飲
み
出
で
く
れ
ば
、
色
ご
の
み
の
家
に
埋
も
れ
木
の
人
し
れ
ぬ
こ

と
と
な
り
て
、
ま
め
な
る
所
に
は
、
花
す
す
き
ほ
に
出
が
す
べ
き
こ
と
に
も
あ

ら
ず
な
り
に
た
り
。

　
紀
貴
之
は
、
和
歌
は
表
面
的
な
美
し
さ
に
ば
か
り
は
し
り
、
そ
の
場
限
り
の
も

の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
た
だ
恋
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
さ

ら
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

い
に
し
へ
の
代
々
の
帝
、
春
の
花
の
朝
、
秋
の
月
の
夜
ご
と
に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々

を
召
し
て
、
事
に
つ
け
つ
つ
歌
を
た
て
ま
つ
ら
し
め
給
ふ
。

　
和
歌
は
、
本
来
、
帝
と
臣
ド
が
思
う
と
こ
ろ
を
美
し
い
自
然
に
託
し
て
自
ら
の

意
見
を
述
べ
る
も
の
と
な
る
の
が
理
想
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
和
歌
の

あ
り
方
は
、
漢
詩
文
と
政
治
の
あ
り
方
を
理
想
と
し
た
紀
貴
之
の
和
歌
観
に
基
づ

浅
　
　
野

り目
ハ

子

く
も
の
で
あ
り
、
和
歌
に
公
的
な
場
を
求
め
て
い
る
彼
の
和
歌
へ
の
思
い
が
託
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
今
の
和
歌
が
「
色

ご
の
み
」
の
問
に
の
み
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
女
性
た
ち
が
関
わ

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
続
け
た
和
歌
と
い
う
見
方
を
可
能
に
す
る
一
方
で
、

女
性
の
和
歌
に
は
、
対
男
性
と
い
う
立
場
の
み
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
も
な
ろ
う
。

　
古
今
集
以
降
、
平
安
の
都
で
は
女
性
達
が
、
和
歌
と
積
極
的
に
関
わ
り
、
そ
こ

に
は
、
政
治
的
に
匂
い
す
ら
漂
わ
せ
る
。
天
皇
の
ま
わ
り
に
は
、
女
性
が
和
歌
を

も
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
歌
が
歌
わ
れ
る
場
と
し
て
の
宮
廷
と
い
う

も
の
は
、
和
歌
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
も
大
き
く
関
係
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
和
歌
の
場
と
女
性
と
の
関
わ
り
は
、
万
葉
集
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
天
皇
の
周
辺
で
私
的
な
和
歌
世
界
が
ど
の
よ
う
に
確
立
し
、
変
化
し
て

い
く
の
か
を
万
葉
の
中
か
ら
ま
ず
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
、
小
橋
の
目
的
で

あ
る
。

-

　
平
安
京
に
お
い
て
、
後
宮
で
は
、
和
歌
を
歌
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
共
有
す

る
言
葉
意
識
を
持
つ
文
化
圏
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
生
活
す
る
女
性
達

に
と
っ
て
和
歌
を
う
ま
く
歌
う
こ
と
は
、
自
ら
の
存
在
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、

私
的
な
世
界
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
和
歌
に
よ
っ
て
、
公
的
な
世
界
と
の
つ
な
が

１
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り
を
保
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
後
宮
の
女
性
に
と
っ
て
和
歌
は

日
常
で
あ
る
と
と
も
に
、
名
声
、
権
力
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
こ
う
し
た
、
後
宮
の
あ
り
方
は
、
万
葉
の
時
代
と
同
じ
も
の
と
は
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
万
葉
集
の
駄
駄
が
作
ら
れ
た
時
代
、
女
性
た
ち
の
歌
の
あ
り
方
は

場
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
万
葉
集
の
女
性
の
歌
を
考
え
る

時
、
私
的
な
恋
歌
の
世
界
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
女
性

達
の
歌
の
場
と
い
う
も
の
を
後
の
時
代
に
認
め
る
時
、
そ
の
揚
が
築
き
あ
げ
ら
れ

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う

こ
と
を
、
ま
ず
は
、
万
葉
集
の
歌
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

　
万
葉
集
に
は
、
は
っ
き
り
と
、
後
宮
で
の
歌
の
あ
り
方
を
み
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
廷
に
お
け
る
女
性
の
歌
を
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

万
葉
集
の
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
持
続
天
皇
と
志
斐
の
骸
の
例
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
天
皇
、
志
斐
の
躯
に
賜
へ
る
御
歌
一
首

①
不
随
と
い
へ
ど
強
ふ
る
志
斐
の
が
強
談
こ
の
こ
ろ
聞
か
ず
て
朕
恋
ひ
に
け
り

　
志
斐
の
嘔
の
和
へ
奉
れ
る
歌
一
首

②
不
聴
と
い
へ
ど
語
れ
談
れ
と
詔
ら
せ
こ
そ
志
斐
い
は
奏
せ
強
談
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
－
一
．
三
六
～
七

　
天
皇
は
志
斐
の
賠
に
歌
を
贈
っ
て
い
る
が
そ
こ
で
、
「
強
請
」
と
い
い
志
斐
の

嘔
が
、
歌
で
語
る
と
い
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
「
強
語
」
と
は
何
か
と
い
う
実

除
の
内
容
は
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
が
、
万
葉
集
に
お
け
る
「
語
り
」
と
い
う
表

現
を
み
る
と

③
青
み
づ
ら
依
網
の
原
に
人
も
逢
は
ぬ
か
も
石
走
る
淡
海
路
の
物
請
り
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
ｉ
一
二
八
ヒ

①
忘
る
や
と
物
語
り
し
て
心
や
り
過
ぐ
せ
ど
過
ぎ
ず
な
け
恋
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
－
二
八
四
五

　
③
の
歌
の
「
淡
海
県
の
物
語
り
」
に
つ
い
て
、
詳
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
人
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
特
別
な
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
①
の
例
の
よ
う
に
「
物
語
」
る
こ
と
は
、
本
来
は
、
何
か
を
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
常
の
会
話
と
は
こ
と
な
っ
た
内

容
で
あ
り
、
語
る
と
い
う
行
為
を
求
め
る
場
や
時
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

　
こ
う
し
て
、
例
に
あ
げ
た
志
斐
の
賠
の
歌
は
実
体
と
し
て
の
内
容
は
ど
う
で
あ

っ
て
も
、
昔
か
ら
の
こ
と
を
語
っ
て
聞
か
す
も
の
で
あ
り
、
天
皇
の
歌
で
「
不
聴
」

と
あ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
、
い
つ
も
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
脂
ば
職
掌
と
し
て
の
も
の
と
思
わ
れ
、
歌
で
「
語
る
」
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
志
斐
の
躯
は
天
皇
の
そ
ば
近
く
に
い
た
と
い
え
よ
う
。
嘔
と
い
う
呼
称
か

ら
、
才
能
の
問
題
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
は
ふ
れ
な
い
。
た
だ
、

問
題
と
す
る
「
語
り
」
に
つ
い
て
、
歌
に
よ
っ
て
や
り
と
り
を
す
る
と
い
う
関
係

の
あ
り
方
を
見
る
べ
き
で
あ
り
、
天
皇
の
ま
わ
り
に
歌
語
り
を
す
る
人
物
が
求
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
歌
に
共
有
す
べ
き
表
現
世
界
を
持
つ
女
性
た
ち
が
い

た
と
い
う
こ
と
は
お
さ
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
万
葉
集
に
多
く
は
残
さ
れ
て
い
な
い
天
皇
の
ま
わ
り
で
歌
を
歌
う
女
性
た
ち
で

は
あ
る
が
、
そ
の
中
で
明
ら
か
に
に
天
皇
と
そ
の
ま
わ
り
の
女
性
の
歌
と
思
わ
れ

る
も
の
を
あ
げ
て
、
そ
の
な
か
か
ら
、
天
皇
の
よ
わ
り
に
お
け
る
私
的
な
歌
の
世

界
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
巻
十
九
の
四
四
三
六
か
ら
九
の
歌
に
は
、
歌
の
説
明
の
左
註
の
後
に
次
の
よ
う

な
言
葉
が
っ
づ
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≒
１
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≒
！
／
―

　
　
右
の
性
の
四
首
は
、
上
総
国
の
大
禄
正
六
位
ヒ
大
原
真
人
今
城
、
伝
へ
誦
み

　
　
て
し
か
云
ふ
。

　
こ
の
四
位
は
一
位
目
が
「
昔
年
相
替
り
し
防
人
」
の
歌
で
あ
る
ほ
か
は
、
天
皇

の
周
り
の
歌
で
あ
る
。
歌
を
大
体
的
に
あ
げ
て
い
き
た
い
。

２
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先
の
太
上
天
皇
の
御
果
せ
る
雷
公
鳥
の
歌
一
首

⑤
ほ
と
と
ぎ
す
な
ほ
も
鳴
か
な
む
本
つ
人
懸
け
つ
つ
も
と
な
我
を
音
し
鳴
く
も

　
　
薩
妙
観
の
、
詔
に
和
へ
て
奉
れ
る
歌
一
首

⑥
ほ
と
と
ぎ
す
こ
こ
に
近
く
を
来
鳴
き
て
よ
過
ぎ
な
む
後
に
験
あ
ら
め
や
も

　
　
冬
の
日
に
、
靭
負
の
御
井
に
幸
し
し
時
に
、
内
命
婦
石
川
朝
臣
の
詔
に
応
へ

　
　
て
雪
を
賦
め
る
歌
一
首

⑦
松
が
抜
の
地
に
つ
く
ま
で
降
る
雪
を
見
ず
て
や
妹
が
隠
り
居
る
ら
む

　
　
時
に
水
生
内
耗
土
、
寝
膳
安
く
あ
ら
ず
し
て
、
累
抜
参
り
た
ま
は
ず
。
よ
り

　
　
て
こ
の
日
を
も
ち
て
、
太
上
天
皇
、
侍
嬬
等
に
勅
し
て
、
曰
く
「
水
生
内
談

　
　
王
に
遺
ら
む
た
め
に
、
雪
を
賦
し
て
歌
を
作
り
奉
獣
れ
」
と
の
り
た
ま
ふ
。

　
　
こ
こ
に
、
も
ろ
も
ろ
の
命
婦
等
、
歌
を
作
る
に
堪
え
ず
し
て
、
こ
の
石
川
命

　
　
婦
の
み
独
り
こ
の
歌
を
作
り
て
奏
す

　
こ
れ
ら
の
歌
は
、
「
右
の
件
の
四
首
は
、
上
総
の
国
の
大
正
六
位
大
原
真
人
今

城
」
が
「
伝
誦
」
し
て
伝
え
た
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
伝

え
ら
れ
方
に
つ
い
て
も
考
え
る
べ
き
問
題
で
は
あ
る
が
、
今
は
準
備
が
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
当
時
大
上
天
皇
と
な
っ
て
い
た
、
元
正
の
ま
わ
り
で

歌
わ
れ
た
三
首
が
、
そ
の
歌
が
歌
わ
れ
た
揚
が
垂
要
な
も
の
と
し
て
、
伝
承
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
歌
を
作
っ
た
の
は
、

⑥
で
は
薩
妙
観
で
あ
り
、
⑦
で
は
内
命
婦
石
川
朝
臣
と
い
う
女
性
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
元
正
の
ま
わ
り
に
歌
を
作
る
女
性
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
み
て
い
き
た
い
。

　
⑤
と
⑥
は
　
元
正
と
薩
妙
観
の
贈
答
で
あ
り
、
先
に
元
正
が
「
御
製
」
し
、
そ

れ
に
対
し
、
薩
妙
観
に
「
詔
」
し
て
歌
わ
せ
た
と
す
る
。
歌
の
内
容
は
「
ほ
と
と

ぎ
す
」
を
昔
を
思
い
出
す
鳥
と
し
て
と
ら
え
た
元
正
天
皇
の
歌
に
対
し
て
の
命
婦

の
唱
和
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
は
元
正
天
皇
に
と
っ
て
「
本
つ

人
」
を
思
い
出
さ
せ
る
鳥
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
母
、
元
明
天
皇
を
偲
ぶ
も
の

で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
亡
き
人
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
の
鳥
を
天
皇

が
歌
い
、
そ
の
意
味
を
解
し
た
命
婦
が
答
え
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
天
皇
の
ま
わ

り
で
、
私
的
な
歌
の
世
界
が
日
常
的
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
歌
っ
て
展
開
す
る
贈
答
当
と
い
う
歌
の
存
在
は
歌
の
内

容
に
共
有
す
る
も
の
を
持
ち
、
そ
れ
を
互
い
に
出
し
合
う
と
い
う
場
の
あ
り
方
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
次
⑦
の
歌
も
同
じ
元
正
天
皇
の
ま
わ
り
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

さ
ら
に
、
歌
わ
れ
た
様
子
が
細
や
か
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
歌
、
左
註
に
よ
る
と

　
「
水
生
内
親
王
」
が
病
の
た
め
に
「
寝
膳
安
く
あ
ら
ず
し
て
、
累
被
参
り
た
ま
は

ず
」
と
い
う
時
、
太
上
天
皇
が
「
侍
嬬
等
」
に
「
水
生
内
親
王
に
遣
ら
む
た
め
に
、

雪
を
賦
し
て
歌
を
作
り
奉
献
」
す
る
こ
と
を
も
と
め
た
と
す
る
。
そ
の
時
、
他
の

命
婦
た
ち
が
歌
を
作
れ
ず
、
た
だ
ひ
と
り
、
石
川
郎
女
が
作
り
得
た
と
す
る
。
石

川
郎
女
が
歌
い
得
た
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
石
川
郎
女
の
歌
の
う
ま
さ
、
そ
の
場

に
ふ
さ
わ
し
い
歌
い
方
が
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
病
床
に

あ
っ
て
雪
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
水
庄
内
親
工
に
歌
に
よ
っ
て
雪
を
知
ら
せ
る

と
い
う
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
た
い
。
こ
の
場
合
も
、
歌
わ
れ
た
世
界
を

友
に
楽
し
み
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
歌
の
効
用
を
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
歌
は
、
こ
う
し
て
宮
廷
に
お
い
て
、
人
々
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
り
、
歌
う
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
共
有
す
る
世
界
を
も
つ
人
々
に
と
っ
て
、
日
常
の
中
で
歌
う

行
為
の
意
味
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
何
を
歌
う
か
で
は
な
く
、
歌
を
交
わ
す
、
歌
で
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
で

あ
り
、
こ
こ
で
も
、
歌
を
中
心
と
し
た
、
女
性
の
文
化
圏
と
も
い
う
べ
き
も
の
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
の
場
を
求
め
る
姿
勢
は
、
「
左
注
」
と
い
う
か
た
ち
を

取
り
、
そ
の
場
で
の
歌
の
あ
り
方
を
残
す
と
い
う
姿
勢
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宮
廷
に
お
い
て
、
後
の
時
代
の
後
宮
と
い
う
形
は
ま
だ
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
狭
い
範
囲
で
の
牡
の
場
、
天
皇
も
し
く
は
上

皇
が
い
る
揚
が
歌
の
場
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
私
的
で
は
あ
る
が
、
天

皇
を
中
心
と
し
た
歌
の
享
受
の
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
贈
答
と
い
う
こ
と
の
み

で
な
く
、
歌
の
共
有
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。

３
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万
葉
集
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
歌
の
あ
り
方
が
見
ら
れ
る
の
は
、
初
期
の
持
続

の
み
な
ら
ず
、
元
正
、
元
明
と
い
う
女
帝
で
あ
っ
た
。
宮
廷
に
お
け
る
女
性
と
歌

の
あ
り
方
は
、
天
皇
の
「
性
差
」
に
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
二
人
の
女

帝
と
深
く
か
か
わ
る
聖
武
朝
で
の
、
女
性
と
歌
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
み
た
い

一

一

　
満
を
持
し
て
即
位
し
た
聖
武
天
皇
で
あ
る
が
、
従
来
、
こ
の
天
皇
に
つ
い
て
、

歌
の
世
界
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
万
葉
集

の
歌
に
は
、
聖
武
を
と
り
ま
く
女
性
の
歌
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
歌

は
、
相
聞
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
歌
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
聖
武
と
彼
を
と
り
ま
く
女
性
と
の
歌
を
具
体
的
に
見

て
い
き
た
い
。

　
　
十
一
年
、
巳
卯
、
天
皇
の
高
円
の
野
に
遊
猟
し
給
ひ
し
時
に
、
小
さ
き
獣
都

　
　
里
の
中
に
漱
走
す
。
こ
こ
に
適
勇
士
に
値
ひ
て
生
き
な
が
ら
に
獲
ら
え
ぬ
。

　
　
即
ち
此
の
獣
を
以
ち
て
御
在
所
に
献
仁
る
に
副
へ
た
る
歌
一
首

⑧
大
夫
の
高
円
山
に
迫
め
た
れ
ば
里
に
下
り
け
る
脆
鼠
そ
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
―
一
〇
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
上
部
女

　
　
右
の
一
首
は
、
大
伴
坂
上
郎
女
の
作
な
り
。
た
だ
、
い
ま
だ
奏
を
経
ぬ
に
小

　
　
さ
き
獣
死
艶
れ
ぬ
。
こ
れ
に
因
り
て
歌
を
献
る
こ
と
を
停
む
。

⑧
あ
し
ひ
き
の
山
に
し
を
れ
ば
風
流
な
み
我
が
す
る
わ
ざ
を
と
が
め
た
ま
ふ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
七
二
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
上
郎
女

　
こ
の
歌
は
、
大
伴
家
の
女
性
で
あ
る
坂
上
郎
女
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
左

註
に
よ
る
と
「
た
だ
、
い
ま
だ
奏
を
経
ぬ
に
小
さ
き
獣
死
艶
れ
ぬ
。
こ
れ
に
因
り

て
歌
を
献
る
こ
と
を
停
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
は
奏
上
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

の
、
献
上
す
べ
き
物
と
と
も
に
天
皇
に
贈
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
物
を
贈
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
に
歌
を
つ
け
る
と
い
う
行
為

が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
作
者
坂
上
郎
女
に
と
っ

て
は
、
物
の
み
で
は
、
天
皇
に
献
上
す
る
こ
と
に
な
り
え
な
い
と
い
う
意
識
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
り
、
歌
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
献
上
す
べ
き
一
つ
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
歌
に
表
現
さ
れ
た
内
容
が
と
も
な
っ
て
献
上

さ
れ
た
「
物
」
は
意
味
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
に
す
る
と
い
う
行

為
は
、
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
、
自
己
の
行
為
を
わ
ざ
わ
ざ
歌
で
こ
と
わ
る
と
い
う
、

次
の
歌
の
あ
り
方
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
は
、
都
人
で
あ
る
坂
上
部
女

が
あ
え
て
、
「
み
や
び
な
み
」
と
歌
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
天
皇
の
ま
わ
り
に

広
が
る
み
や
び
な
世
界
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
共
有
す
る
坂
上
部
女
だ
か
ら
こ
そ
。

　
「
み
や
び
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、

歌
で
こ
と
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
許
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
坂
上
郎
女
に
と

っ
て
の
天
皇
の
ま
わ
り
の
み
や
び
、
そ
し
て
、
共
有
し
た
い
世
界
で
の
行
為
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
歌
に
対
し
て
、
以
下
の
歌
は
、
表
現
上
で
は
、
「
恋
」
の
形
を
と
る
。

　
　
天
皇
の
賜
へ
る
御
歌
一
首

⑩
赤
駒
の
越
ゆ
る
馬
槽
の
標
結
ひ
し
妹
が
心
は
疑
ひ
も
な
し

　
　
海
上
女
王
の
和
へ
奉
れ
る
歌
一
首

谷
梓
弓
爪
引
く
夜
音
の
遠
音
に
も
君
の
御
幸
を
聞
か
く
し
よ
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ｉ
五
三
〇
～
五
三
一

　
　
八
代
女
王
、
天
皇
に
獣
る
歌
二
目

⑩
君
に
よ
り
言
の
繁
き
を
故
郷
の
明
日
香
の
川
に
み
そ
ぎ
し
に
行
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
六
二
六

　
　
天
皇
酒
人
女
王
を
思
ほ
す
御
製
歌
一
首

⑩
道
に
逢
ひ
て
笑
ま
す
が
か
ら
に
降
る
雪
の
消
な
ば
消
ぬ
が
に
恋
ふ
と
い
ふ
我
妹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
六
二
四

谷
我
が
背
子
と
二
人
見
ま
せ
ば
い
く
ば
く
か
こ
の
降
る
雪
の
う
れ
し
か
ら
ま
し

４
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八
―
一
六
五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
皇
后

⑩
に
は
鳥
の
潜
く
池
水
心
あ
ら
ば
君
に
我
が
恋
ふ
る
心
示
さ
ね

⑩
外
に
居
て
恋
ひ
っ
つ
あ
ら
ず
は
君
が
家
の
池
に
体
む
と
い
ふ
鴨
に
あ
ら
ま
し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
七
二
五
～
六

　
こ
れ
ら
の
歌
の
中
で
、
⑩
、
⑩
の
み
が
贈
答
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
内
容
を
見
る
と
、
⑩
で
は
、
「
妹
が
心
は
疑
ひ
も
な
し
」
と
し
て
、
相

手
の
恋
情
を
単
語
し
、
⑩
で
は
「
君
が
御
幸
を
聞
か
く
し
よ
し
も
」
と
歌
い
、
天

皇
の
訪
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
の
喜
び
を
歌
う
が
、
⑩
の
左
註
に

は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る

　
　
右
は
、
今
、
案
ふ
る
に
、
こ
の
歌
は
擬
古
の
作
な
り
。
た
だ
時
の
当
れ
る
を

　
　
以
ち
て
、
使
ち
こ
の
歌
を
賜
へ
る
か

　
左
註
に
よ
る
と
、
聖
武
の
こ
の
歌
は
、
必
ず
し
も
聖
武
の
発
想
で
は
な
く
、
古

い
形
の
歌
を
模
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
講
談
社
文
庫
『
万
葉
集
』
の
脚
注
で
は
「
そ

の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
し
て
、
「
そ
の
場
と
は
、
古
歌
を
誦
し
合
う
風
流
の
場

か
」
と
し
て
い
る
が
、
左
註
で
「
た
だ
時
の
当
る
を
以
ち
て
」
と
断
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
見
る
限
り
、
こ
の
歌
は
実
体
と
し
て
の
恋
そ
の
も
の
と
い
い
き
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
恋
歌
と
い
う
表
現
を
共
有
す
る
こ
と
で
意
志
の
疎
通
が
は
か
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
二
人
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
「
歌
」
が

あ
り
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
求
め
る
「
歌
の
場
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
歌
の
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
聖
武
を
と
り
ま
く
女
性
の
歌
も
そ
の

恋
情
で
は
な
く
、
歌
の
表
現
の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
⑩
の
歌
は
八
代
女
王
の
も
の
で
あ
る
。
八
代
女
土
は
『
紋
日
本
紀
』
に
「
従
四

位
下
矢
代
女
王
の
位
記
を
毀
プ
先
帝
に
幸
せ
ら
れ
て
志
を
改
む
る
を
以
て
な
り
」

　
（
天
平
宝
字
二
年
十
一
一
月
）
と
あ
る
よ
う
に
先
帝
に
愛
さ
れ
て
い
た
の
に
、
そ
の

志
を
改
め
た
と
の
理
由
で
そ
の
位
記
を
削
ら
れ
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
恋
の

た
め
に
「
膜
ぎ
」
を
す
る
と
い
う
の
は
、
万
葉
集
中
で
は
他
に
、
十
一
－
二
四
〇

三
の
歌
を
み
る
の
み
で
、
決
し
て
多
い
表
現
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

歌
の
左
註
の
「
或
る
本
」
を
み
る
と
「
竜
田
越
え
三
津
の
浜
辺
に
膜
ぎ
し
に
行
く
」

と
い
う
異
伝
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
異
伝
の
地
名
の
で
竜
田
」
は
、
当
時
、
難
波

へ
と
結
ぶ
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ
の
歌
の
「
故
郷
の
飛

鳥
」
と
と
も
に
都
人
に
と
っ
て
は
、
な
じ
み
の
あ
る
地
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
型
武
ヘ
ハ
代
女
王
が
贈
っ
た
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
二
人
も
ふ
く
め
た
文
化
圏
で
歌
い
継
が
れ
る
可
能
性
を
も
っ
た
表
現

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
⑩
は
聖
式
が
酒
人
女
王
に
お
く
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る

返
歌
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
歌
は
、
「
『
道
で
あ
っ
て
ほ
ほ
え
ん
で
く
だ
さ
っ
た
ば

か
り
に
、
今
に
も
消
え
入
り
そ
う
に
恋
暮
っ
て
お
り
ま
す
』
と
い
う
あ
な
た
よ
。
」

と
、
歌
の
表
現
の
ほ
と
ん
ど
が
、
相
手
の
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
、
作
者

の
心
情
、
状
態
は
歌
わ
れ
な
い
。
聖
武
は
こ
こ
で
、
恋
情
を
相
手
の
行
為
に
転
換

し
て
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
の
発
想
を
取
り
込
ん
だ
歌
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
歌
の
表
現
も
、
歌
に
よ
っ
て
、
相
手
に
伝
え
る
こ
と

が
、
日
常
の
生
活
の
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
日
常
の
会
話
と
は
、
異
な
っ
た
意
味

を
持
つ
と
い
う
共
通
認
識
の
も
と
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

歌
の
場
と
は
、
歌
は
必
ず
し
も
実
体
そ
の
も
の
で
な
く
と
も
、
日
常
的
に
歌
わ
れ
、

そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
歌
の
場
と
い
え
よ
う
。
そ
の
歌
の
場
の
共
有
が
、
恋
歌
の
世

界
の
発
想
と
結
び
つ
く
と
、
恋
歌
の
、
必
ず
相
手
を
意
識
す
る
と
い
う
歌
い
方
を

広
げ
、
相
手
へ
の
希
求
を
ど
の
よ
う
に
歌
う
か
、
ま
た
、
相
手
か
ら
の
歌
を
ど
の

よ
う
に
受
け
と
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
表
現
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
こ
で
は
実
体
を
超
え
た
、
男
女
の
恋
歌
表
現
と
な
っ
て
い
く
と
い
え
よ
う
。

　
次
の
⑩
は
光
明
子
か
ら
型
武
へ
の
唯
一
の
贈
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
光
明
子
の

型
式
へ
の
思
い
と
い
う
実
体
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
内
実
は
お
い
て
も
、
「
雪
」
を

媒
介
と
す
る
歌
と
い
う
あ
り
方
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
恋

歌
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
恋
歌
を
皇
后
が
歌
い
、
し
か
も
、
理
想
的
な
女

-
５
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の
歌
を
歌
う
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
心
情
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
し
て
光
明
子
の
心

を
実
体
的
に
見
る
の
で
は
な
く
、
歌
を
歌
う
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
て
い
た
と
す
べ

き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
歌
う
事
で
、
二
人
の
間
を
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る

こ
と
が
可
能
な
、
天
皇
の
ま
わ
り
の
「
場
」
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
坂
上
部
女
の
も
の
に
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
例
に
あ
げ
た
歌
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
繰
り
返

し
を
避
け
、
要
点
の
み
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
恋
歌
と

い
う
か
た
ち
の
中
で
相
手
へ
の
希
求
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恋
歌
の
か
た

ち
こ
そ
が
、
共
有
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
犬
伴
と
い
う
家
の
女
性
が
、
天
皇
で
あ
る
聖
武
に

　
「
恋
」
を
歌
い
え
る
の
で
あ
っ
た
。
一
一
首
と
も
そ
の
内
容
は
恋
歌
そ
の
も
の
で
あ

り
、
こ
う
し
た
歌
の
表
現
を
認
め
合
う
天
皇
の
周
り
の
「
場
」
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
恋
と
い
う
か
た
ち
の
歌
を
歌
う
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た

　
「
場
」
に
坂
に
郎
女
も
ま
た
、
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
の
証
明
と
な
ろ
う
。
大
伴
家

の
女
性
で
あ
る
坂
上
郎
女
も
、
そ
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
残
さ
れ
た
歌
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
女
性
と
い
う
立
場
を
使
っ
て
、
歌
を

交
わ
す
こ
と
、
文
化
圏
を
作
っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
聖
武
へ
の
獣
歌
も
そ
の
一
環

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
乍
。
女
性
だ
ち
と
、
天
皇
と
は
歌
に
よ
っ
て
の
結
び
つ
き

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
恋
歌
と
い
う
表
現
の
共
有
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

一

一

-

　
天
皇
の
ま
わ
り
に
歌
を
作
る
女
性
が
存
往
し
、
そ
こ
に
は
、
恋
歌
と
い
う
形
式

に
よ
っ
て
、
歌
を
交
わ
し
介
う
と
い
う
文
化
圏
が
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
た
。
こ

う
し
た
あ
り
方
は
、
犬
皇
の
ま
わ
り
の
女
性
の
存
在
と
と
も
に
、
歌
の
あ
り
方
と

し
て
、
浸
透
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
聖
武
の
時
代
に
つ
ぎ
の
よ

う
な
歌
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
九
月
の
そ
の
初
雁
の
使
に
も
思
ふ
心
は
聞
こ
え
来
ぬ
か
も

　
　
　
桜
井
上

ハ
ー
コ
ハ
ー
㈲
‥

⑩
大
の
浦
の
そ
の
長
浜
に
寄
せ
る
波
ゆ
た
け
く
君
を
思
ふ
こ
の
こ
ろ

　
　
聖
武

一
六
一
五

　
桜
井
王
の
歌
の
「
初
雁
の
使
」
と
は
、
前
漢
の
蘇
武
が
匈
奴
に
と
ら
え
ら
れ
た

時
に
、
雁
の
足
に
文
を
託
し
て
放
し
、
そ
れ
が
都
の
天
子
の
も
と
に
届
い
た
た
め

に
生
存
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
故
事
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
当
時
、

遠
江
の
守
と
な
っ
て
、
都
か
ら
下
っ
て
い
た
桜
井
上
が
天
皇
に
、
都
か
ら
み
れ
ば

鄙
と
も
い
う
べ
き
国
に
い
る
自
己
を
認
識
し
、
都
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
対
し
て
、
聖
武
は
、
「
初
雁
の
使
」
と
い
う
都
と
鄙
と
の

結
び
っ
き
に
は
ふ
れ
ず
、
「
大
の
浦
」
と
い
う
遠
江
の
国
府
近
く
の
地
名
を
も
ち

だ
す
こ
と
で
、
場
所
に
反
応
し
、
守
と
し
て
の
桜
井
王
の
歌
表
現
に
答
え
つ
つ
、

そ
れ
を
序
詞
し
つ
つ
「
ゆ
た
け
く
君
を
思
う
こ
の
こ
ろ
」
と
、
恋
歌
の
表
現
に
す

り
替
え
て
い
る
。
「
君
」
と
相
手
を
呼
ぶ
こ
と
で
、
こ
の
歌
は
、
都
で
鄙
へ
と
下

っ
た
男
を
待
つ
女
の
立
場
の
歌
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
聖
武
の
こ
の
返
歌
に

よ
っ
て
、
贈
歌
と
し
て
の
桜
井
上
の
歌
は
、
鄙
に
下
っ
た
男
の
歌
と
な
っ
た
と
い

え
る
。
聖
武
は
、
相
手
の
歌
か
ら
、
都
と
鄙
と
い
う
物
理
的
な
隔
た
り
を
と
ら
え

る
と
回
時
に
、
そ
れ
を
遠
い
国
に
赴
任
し
た
男
と
、
そ
れ
を
都
で
待
つ
女
と
い
う
、

都
で
の
、
恋
歌
の
形
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
天
皇
と
い
う
立
場
の
聖
武
が
、
遠

江
守
と
い
う
立
場
の
桜
井
工
か
ら
の
歌
に
託
し
た
願
い
を
、
あ
え
て
ず
ら
し
、
恋

歌
に
仕
立
て
た
と
い
う
見
方
も
、
ま
た
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
聖

武
は
、
恋
歌
の
形
、
効
用
を
十
分
に
理
解
し
、
使
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し

た
返
歌
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
聖
武
に
歌
を
贈
っ
た
側
の
桜

井
王
に
し
て
も
、
聖
武
が
こ
う
し
た
歌
を
贈
り
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
歌
に
同
じ

理
解
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
こ
の
贈
答
の
あ
り
方
は
、
同
じ
、

６
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歌
の
文
化
圏
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　
聖
武
の
歌
を
見
る
限
り
で
も
、
場
に
ふ
さ
わ
し
い
擬
古
的
な
表
現
を
し
た
り
、

相
手
の
行
為
を
そ
の
ま
ま
、
歌
い
込
む
こ
と
で
、
立
場
を
相
手
に
転
換
す
る
と
い

う
恋
歌
を
作
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
自
ら
を
女
の
立
場
に
し
て
歌
う
と

い
う
歌
に
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
相
手
の
歌
の
発
想
を
自
ら
の
歌
表
現
に
取

り
込
む
と
い
う
こ
と
が
、
聖
武
の
歌
に
は
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
歌
の
場
に
お

い
て
、
相
手
の
反
応
を
強
く
意
識
す
る
恋
歌
を
歌
い
あ
っ
た
と
い
う
日
常
に
か
か

わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
歌
の
あ
り
方
は
、
こ
う
し
て
、
男
性
を
も
巻
き

込
ん
で
広
が
り
を
み
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
天
皇
の
性
差
に
関
わ
り
な

く
存
在
し
て
い
く
の
は
、
男
性
の
天
皇
で
あ
る
聖
武
の
時
代
の
歌
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
聖
武
の
時
代
は
、
前
の
女
性
の
天
皇
の
時
代
の
女
性
た
ち
の
歌
の

あ
り
か
た
を
受
け
、
私
的
で
あ
り
つ
つ
も
、
歌
を
よ
り
広
い
範
囲
で
交
わ
し
あ
う

文
化
圏
を
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
天
皇
の
ま
わ
り
の
私
的
な
歌
の
あ
り
方
は
、
万
葉
集
で
見
る
限
り
次
の
時
代
に

も
引
き
継
い
で
い
か
れ
る
。
例
を
見
て
み
よ
う
。

天
皇
、
太
后
、
共
に
大
姉
豆
股
旅
家
に
幸
す
時
に
、
黄
葉
せ
る
沢
蘭
一
株
抜

き
取
り
、
内
侍
佐
々
青
山
君
に
持
た
し
め
、
大
納
言
藤
原
郷
と
階
従
の
大
夫

等
に
遺
は
し
賜
ふ
御
歌
一
首

命
婦
誦
み
て
曰
く

こ
の
里
は
継
ぎ
て
や
霜
置
く
夏
の
野
に
我
が
見
し
草
は
も
み
ち
た
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
九
－
四
二
六
八

　
天
皇
は
聖
武
の
娘
で
あ
る
孝
謙
、
太
后
は
聖
武
の
皇
后
の
光
明
予
て
あ
る
。
こ

の
二
人
が
大
納
言
、
藤
原
仲
麻
呂
の
家
に
行
幸
し
た
時
、
天
皇
で
あ
る
孝
謙
が
「
黄

葉
せ
る
沢
蘭
」
を
拉
き
と
っ
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
歌
の
内
容
は
、
季
節
に
先

駆
け
て
色
づ
い
た
草
を
ほ
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
植
え
ら
れ
て
い
た
藤
原
家

を
ほ
め
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
は
、
題
詞
が
「
命

婦
誦
み
て
曰
く
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
が
直
接
歌
っ
て
聞
か
せ
た
の

で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
、
歌
を
歌
っ
て
伝
え
る
命
婦
が
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

歌
に
よ
っ
て
ほ
め
る
と
い
う
場
と
と
も
に
、
歌
を
抗
言
す
る
命
婦
の
存
在
か
ら
、

歌
が
こ
の
よ
う
な
場
で
歌
わ
れ
る
べ
き
も
の
、
歌
の
重
要
さ
が
明
ら
か
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
歌
に
は
、
つ
ね
に
場
に
即
し
た
も
の
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
共
有

す
る
と
い
う
文
化
圏
の
あ
り
よ
う
が
み
て
と
れ
る
。
天
皇
の
そ
ば
に
は
、
こ
う
し

て
、
歌
が
あ
り
、
そ
れ
に
関
わ
る
女
性
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
男
性
と
天

皇
の
歌
の
あ
り
方
と
は
異
な
っ
た
女
性
の
歌
の
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
女
性
た
ち
の
歌
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
男
性
た
ち
も
、
決
し
て
関
わ

り
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
歌
そ
の
も
の
が
歌
わ
れ
た
時
代
は
、
聖

武
の
時
代
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
孝
謙
ま
で
続
い
て
い
る
例
と
し
て
、
次
の
歌
と

そ
の
伝
承
の
あ
り
方
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
山
村
に
幸
行
し
し
時
の
歌
二
首

　
　
先
の
太
に
に
天
皇
、
随
従
の
王
臣
に
詔
し
て
日
は
く
、
「
夫
れ
諸
王
郷
等
、
宣

　
　
し
く
和
ふ
る
歌
を
賦
し
て
奏
す
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即
ち
、
口
号
ば

　
　
し
て
日
は
く

　
あ
し
ひ
き
の
山
行
き
し
か
ば
山
人
の
朕
に
得
し
め
し
山
づ
と
そ
こ
れ

　
　
舎
人
親
王
、
詔
に
応
へ
て
和
へ
奉
る
歌
一
首

あ
し
ひ
き
の
山
に
行
き
け
む
山
人
の
心
も
知
ら
ず
山
人
や
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
－
四
二
九
ご
ぐ
四

　
「
先
の
太
上
天
皇
」
と
は
元
正
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
は
左
註
が
っ
く
。

左
註
は
こ
の
よ
う
仁
記
さ
れ
る
。

　
　
右
は
、
天
平
勝
宝
五
年
五
月
に
、
大
納
言
藤
原
朝
臣
の
家
に
在
り
し
時
に
、

　
　
事
を
奏
す
に
依
り
て
詰
問
し
問
に
、
少
主
鈴
山
田
史
上
麻
呂
、
少
納
言
大
作

　
　
宿
称
家
持
に
語
り
て
日
は
く
「
昔
こ
の
言
を
聞
け
り
」
と
い
ひ
て
即
ち
こ
の

７
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歌
を
誦
め
り
。

　
行
幸
時
も
し
く
は
、
行
幸
か
ら
戻
っ
た
後
に
歌
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
く

な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
天
皇
は
、
歌
を
「
□
号
ば
し
て
」
言
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
天
皇
が
当
時
存
在
し
た
古
歌
、
も
し
く
は
、
古
歌
を
手
直
し
し
た
も
の

を
□
ず
さ
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
仕
え
て
い
た
も
の
の
中

か
ら
、
天
皇
の
叔
父
に
あ
た
る
舎
人
皇
子
が
「
和
へ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
口

号
ば
し
て
」
と
い
う
言
葉
は
、
万
葉
集
中
、
こ
の
Ｉ
例
の
み
で
あ
る
が
、
お
そ
ら

く
、
天
皇
の
作
っ
た
歌
と
い
う
よ
り
も
、
知
ら
れ
て
い
た
古
歌
を
も
と
に
し
た
と

い
う
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
こ
こ
で
も
揚
に

求
め
ら
れ
た
歌
、
共
有
す
べ
き
歌
の
内
容
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
、
割
註
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
「
昔
」
の
こ
と
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
、
大
納

言
藤
原
伸
麻
呂
の
家
で
天
皇
へ
の
奏
上
に
関
し
て
の
指
示
を
問
お
う
と
し
て
い
る

時
に
、
居
合
わ
せ
た
少
主
鈴
山
田
史
上
麻
呂
か
ら
聞
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
こ
の
歌
と
歌
の
背
景
が
歌
を
中
心
と
す
る
つ
語
り
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
た
証
明
に
な
る
。
女
性
の
み
な
ら
ず
、
男
性
の
間
に
も
、
こ
う
し
た
、
歌
の
揚

が
あ
り
、
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
性
を
持
ち
つ
つ
語
ら
れ
、
歌
の
揚
で
再
生
さ

れ
、
共
有
の
世
界
の
一
端
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

四

　
方
今
集
に
お
け
る
歌
の
復
活
以
降
、
絞
治
と
か
ら
ん
だ
男
性
の
側
か
ら
作
ら
れ

た
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
女
房
た
ち
の
歌
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
見
て
き

た
よ
う
な
万
葉
集
に
お
け
る
女
性
を
中
心
と
し
た
歌
の
あ
り
方
は
、
そ
の
前
段
階

と
し
て
、
歌
が
そ
う
な
る
基
盤
を
作
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
私
的
な
個
別
の
恋
歌
か
ら
広
が
り
、
日
常
化
さ
れ
た
歌
世

界
の
共
有
の
場
と
な
っ
て
い
き
、
後
に
は
男
を
取
り
込
む
世
界
へ
と
変
容
す
る
。

こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
男
性
を
巻
き
込
む
も
の
の
男
性
官
人
た
ち
の
歌
と
は
ま
た

異
な
っ
た
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宮
廷
で
の
歌
の
あ

り
方
は
、
犬
伴
家
を
け
じ
め
と
し
た
貴
族
層
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
犬

伴
家
の
女
性
た
ち
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
歌
歌
で
も
確
か
な
こ
と
と
い
え
る
。
こ
う

し
た
、
女
性
を
中
心
と
し
た
歌
の
世
界
は
、
私
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
歌
そ

の
も
の
の
あ
り
方
と
し
て
、
存
在
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
歌
は
、
や
は
り
、
貴
之
が
み
て
と
っ
た
よ
う
に
「
色
好
み
」
か
ら
は
離
れ
る
こ

と
な
く
、
そ
れ
を
歌
そ
の
も
の
の
力
と
し
て
、
形
を
か
え
つ
つ
、
後
の
時
代
の
動

き
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

注①
真
名
序
で
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
「
好
色
の
家
、
こ
れ
を
以
ち
て
花
鳥
の
使
い
と
な
し
、
乞
食
の
客
、
こ
れ
を
以

　
ち
て
活
計
の
媒
と
な
す
こ
と
有
る
に
至
る
。
故
に
半
ば
は
婦
人
の
右
と
な
り
、

　
大
夫
の
前
に
進
め
難
し
。
」

　
こ
こ
で
は
「
故
に
半
ば
は
婦
人
の
石
と
な
り
」
と
あ
り
、
「
色
好
み
の
家
に
、

　
埋
れ
本
の
人
知
れ
ぬ
事
と
な
り
で
実
な
る
所
に
は
、
花
薄
、
穂
に
出
す
べ
き
事

　
に
も
有
ら
ず
成
り
に
た
り
」
と
あ
る
。
仮
名
序
よ
り
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
恋

　
歌
と
女
性
の
関
わ
り
が
出
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

②
六
歌
仙
の
小
野
小
町
の
評
で
も
「
あ
は
れ
な
る
よ
う
に
て
つ
よ
か
ら
ず
。
い
は

　
ば
、
よ
き
女
の
な
や
め
る
と
こ
ろ
あ
る
に
似
た
り
。
つ
よ
か
ら
ぬ
は
、
女
の
歌

　
な
れ
ば
な
る
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
女
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
男
性

　
を
意
識
し
た
女
性
の
歌
の
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

③
横
田
健
一
氏
は
聖
武
天
皇
の
時
代
に
男
帝
で
あ
る
型
式
を
と
り
ま
く
「
女
官

　
や
、
臣
下
の
人
た
ち
の
妻
な
ど
が
開
く
宮
廷
の
サ
ロ
ン
的
文
化
」
が
「
く
り
ひ

　
ろ
げ
ら
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。
『
天
平
の
後
宮
－
聖
武
天
皇
を
め
ぐ
る
女
性

８



　
た
ち
Ｉ
』

①
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
近
江
と
い
う
地
名
か
ら
、
人
麻
呂
の
「
近

　
江
荒
都
歌
」
が
想
像
さ
れ
、
そ
の
荒
れ
た
都
に
関
す
る
歌
語
り
と
す
る
説
が
あ

　
る
。
（
『
万
葉
集
金
釈
』
鴻
巣
守
広
『
万
葉
集
評
釈
』
窪
川
空
穂
）
ま
た
、
講
談

　
礼
文
市
販
『
万
葉
集
』
で
は
、
こ
の
歌
の
脚
注
で
「
依
網
娘
子
と
称
す
る
語
り

　
部
が
い
て
人
麻
呂
や
近
江
の
伝
承
を
伝
え
た
か
」
と
す
る
。

⑤
四
－
五
一
丸
の
人
件
郎
女
の
割
り
注
に
「
今
城
王
の
母
な
り
、
今
城
王
は
後
に

　
大
原
真
人
の
氏
を
賜
へ
り
」
と
記
さ
れ
る
。
大
原
真
人
登
城
は
家
持
と
も
親
交

　
が
あ
り
こ
こ
の
番
号
以
下
の
歌
の
記
録
保
持
に
関
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

⑥
坂
上
部
女
の
母
。
大
伴
安
麻
呂
の
妻
。

⑦
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
て
い
る
。
「
池
に
よ
せ
る
情
」
『
大
伴
坂

　
上
部
女
の
研
究
』

⑧
詳
し
い
経
歴
は
わ
か
ら
な
い
が
、
割
り
注
に
よ
る
と
「
穂
積
皇
子
の
孫
女
」
と

　
あ
る
。
穂
積
皇
子
の
娘
に
は
、
広
河
女
王
と
い
う
女
性
も
お
り
、
こ
の
女
性
は
、

　
戯
笑
的
な
歌
を
作
っ
て
い
る
。
穂
積
皇
子
の
も
と
に
稼
し
か
と
さ
れ
る
坂
上
部

　
女
に
も
戯
笑
歓
が
あ
り
、
穂
積
と
関
わ
る
女
性
に
伝
わ
る
歌
と
い
う
も
の
も
考

　
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑨
横
田
氏
は
、
こ
の
歌
に
「
唐
代
宮
廷
の
宿
怨
侍
」
が
連
想
さ
れ
る
と
す
る
。
宮

　
怨
侍
は
女
性
の
心
情
と
し
て
「
皇
帝
が
後
宮
の
ど
の
局
へ
臨
幸
す
る
か
、
胸
を

　
わ
く
わ
く
さ
せ
て
持
」
ち
、
「
自
分
の
局
へ
の
臨
幸
の
音
に
は
喜
び
に
ふ
る
え
、

　
他
の
局
へ
皇
帝
が
去
る
足
音
に
失
望
落
胆
す
る
嘆
き
を
う
た
」
　
っ
て
い
る
と
き

　
れ
、
そ
れ
と
同
じ
哀
歓
が
よ
み
と
れ
る
と
さ
れ
る
。
注
①
に
同
じ
。

⑩
恋
に
関
わ
る
「
膜
ぎ
」
に
つ
い
て
の
も
う
一
首
は
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

　
王
久
世
の
清
き
川
原
に
身
膜
し
て
斉
ふ
命
は
妹
が
為
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
－
二
四
〇
三

⑩
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
も
す
で
に
論
じ
て
い
る
。
注
⑦
に
お
な
じ
。

⑩
恋
歌
以
外
に
女
性
が
型
式
に
贈
っ
た
歌
と
し
て
県
大
義
三
千
代
の
次
の
よ
う
な

　
歌
が
あ
る
。

　
　
大
政
人
臣
藤
原
の
宮
の
県
大
養
分
婦
の
天
皇
に
奉
る
歌
一
首

　
天
雲
を
ほ
ろ
に
踏
み
あ
だ
し
鳴
る
神
も
今
日
の
益
り
て
畏
け
め
や
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
九
―
四
二
三
五

　
こ
の
歌
は
「
右
の
一
首
、
伝
へ
謳
め
る
は
橡
久
米
朝
臣
広
縄
な
り
」
と
あ
る
よ

　
う
に
伝
謳
歌
で
時
代
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う

　
に
天
皇
を
聖
武
と
す
る
と
、
こ
の
歌
も
「
命
婦
」
と
い
う
立
場
の
女
性
が
聖
武

　
に
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
女
性
は
、
光
明
子
の
生
母
で

　
あ
り
、
ま
た
歌
の
内
容
が
天
皇
賛
美
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
別
な
歌

　
の
場
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
坂
上
郎
女
の
も
の
と
は
、
必
ず
し
も
同
じ
に
は
考

　
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑩
舎
人
親
王
が
罷
し
た
の
は
天
平
七
年
十
一
月
で
あ
る
た
め
、
こ
の
歌
が
作
ら
れ

　
た
の
は
、
そ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

⑩
天
皇
が
諸
臣
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
歌
い
方
を
す
る
の
は
、
万
葉
集
中
こ
こ
の

　
み
で
あ
る
っ
こ
の
「
口
号
」
に
つ
い
て
ヽ
「
諸
臣
を
統
括
す
る
天
皇
白
身
の
カ
　
　
ー

　
が
表
示
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
説
も
あ
る
。
阿
部
り
か
「
万
葉
集
に
お
け
る
伝
　
　
一

　
謳
歌
－
山
村
行
幸
時
の
歌
二
言
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
日
本
古
典
文
学
の
諸
相
』
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