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私
は
こ
こ
Ｉ
・
三
年
来
、
奈
良
朝
中
・
末
期
に
生
き
、
万
葉
集
の
最
終
的
編
者
と
目
さ
れ
て
い
る
大
伴
家
持
と
深
い
交
渉
を
持
ち
、
又
、
万
葉
集
に
か
な
り
多
く
の
作
品
を
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残
し
て
い
る
大
伴
坂
上
郎
女
に
興
味
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
ま
だ
十
分
に
熟
し
て
い
な
い
ま
ｘ
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
一
・
二
覚
え
書
風
の
論
文
も
発
表
し
て
来
た
。

　
そ
の
論
は
、
要
す
る
に
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
「
専
門
的
技
倆
」
を
も
っ
「
本
格
歌
人
」
の
も
の
と
し
て
い
る
一
般
通
説
に
対
し
て
、
む
し
ろ
彼
女
の
歌
を
非
専
門
的
な
も

の
Ｉ
専
門
歌
人
の
輩
出
を
可
能
に
す
る
文
学
母
胎
Ｉ
と
し
て
の
役
割
を
積
極
的
に
打
ち
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
に
依
る
も
の
で
あ
っ
だ
。
つ
ま
り
彼
女
の
歌
の

役
割
を
、
万
葉
集
に
お
け
る
貴
族
の
歌
に
対
す
る
民
謡
、
書
か
れ
た
歌
に
対
す
る
口
誦
の
歌
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
把
め
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
も
の
で
あ
っ
だ
。

　
そ
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
た
の
は
、
そ
の
方
が
、
彼
女
の
歌
数
が
多
い
と
か
、
歌
体
・
歌
材
が
広
い
と
い
っ
た
事
か
ら
算
術
的
結
論
を
出
す
一
般
通
説
よ
り
も
ハ
世
紀
代
に

お
け
る
日
本
の
詩
創
造
の
状
況
に
ふ
れ
る
所
が
多
い
、
少
く
と
も
一
般
通
説
よ
り
も
論
が
生
産
的
で
あ
る
と
私
に
は
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
の
力
不
足
か
ら
十
分
説
得
力
を
持
つ
も
の
に
な
り
得
な
い
ま
ｘ
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
自
分
の
論
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
彼
女
の
歌
の
性
格
と
い
っ
た
も
の
を
分

析
す
る
の
に
、
彼
女
の
歌
を
そ
の
ま
と
便
え
る
も
の
と
し
て
い
た
点
誤
り
が
あ
っ
た
と
思
う
。

　
つ
ま
り
郎
女
の
歌
に
は
擬
古
的
な
歌
・
類
歌
が
多
い
。
そ
れ
と
の
関
係
を
見
な
い
で
、
直
接
に
彼
女
の
表
現
と
か
、
表
現
の
底
に
あ
る
意
識
と
か
を
見
て
は
間
違
い
な
の
　
。

だ
が
、
拙
稿
に
お
い
て
は
そ
う
い
っ
た
手
続
き
を
経
な
い
で
決
論
へ
進
ん
だ
憾
み
が
あ
る
。

以
下
そ
う
い
っ
た
反
省
を
こ
め
て
、
特
に
彼
女
の
擬
古
的
な
歌
が
ど
う
い
う
形
で
作
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
点
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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当
然
の
事
で
あ
る
が
、
擬
古
的
な
歌
が
作
ら
れ
る
為
に
は
そ
の
作
者
が
先
人
の
歌
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
女
の
場
合
は
、
大
伴
家
に
集
め
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
多
く
の
歌
集
と
い
っ
た
も
の
と
結
び
っ
け
て
、
そ
れ
か
ら
の
影
響
と
い
っ
た
事
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
Ｕ
ｙ
ｇ
Ｑ
場
合
、
彼
女
の
生
き
た
時
点
で
は
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
形
（
文
字
を
通
し
て
か
、
口
誦
で
か
）
で
結
び
っ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
事
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
し
歌
集
と
い
っ
た
類
の
も
の
を
読
ん
だ
と
い
う
事
で
あ
れ
ば
、
彼
女
が
文
字
＝
漢
字
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
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彼
女
を
「
恐
ら
く
女
と
し
て
漢
文
学
を
学
ん
だ
早
い
頃
の
入
ら
し
く
思
は
れ
る
」
と
い
う
表
現
で
、
文
字
文
化
圏
の
一
員
と
考
え
ら
れ
た
の
は
故
折
口
信
夫
氏
で
あ
っ
た

別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

が
、
こ
れ
ほ
ど
は
つ
き
り
と
表
明
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
既
定
の
事
実
の
よ
う
に
彼
女
を
文
字
の
所
有
者
と
考
え
て
お
ら
れ
る
先
学
は
極
め
て
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
確
か
に
彼
女
の
歌
が
、
万
葉
集
中
の
他
の
女
達
と
異
っ
て
形
式
上
で
は
短
歌
だ
け
で
な
く
、
長
歌
・
旋
頭
歌
等
に
広
が
り
、
同
時
に
内
容
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
事
は

在
来
の
女
達
の
精
神
に
な
い
何
か
ｙ
彼
女
の
地
点
で
加
わ
つ
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
を
予
想
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
在
来
の
女
達
に
な
か
っ
た
何
か
を

も
た
ら
し
た
も
の
は
、
彼
女
が
文
字
＝
漢
字
と
い
う
表
現
の
武
器
を
獲
得
し
た
と
い
う
事
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
と
す
る
こ
と
も
、
彼
女
の
生
き
た
歴
史
的
時
点
で
は
真
先

に
考
え
ら
れ
て
よ
い
事
で
あ
る
。

　
彼
女
の
生
き
た
七
〇
〇
年
代
前
半
は
、
『
古
事
記
』
　
『
日
本
書
紀
』
の
書
か
れ
た
時
代
で
あ
り
、
既
に
漢
字
を
用
い
た
日
本
語
の
表
記
法
も
か
な
り
進
ん
で
い
た
と
思
わ

れ
る
が
、
し
か
し
何
よ
り
も
そ
の
漢
字
・
漢
文
が
或
る
特
殊
な
、
謂
わ
ば
国
家
の
統
治
者
の
た
め
に
ま
ず
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
事
を
考
え
る
な
ら
ば
、
決
し
て
国
民
的

規
模
で
普
及
し
て
い
た
と
は
言
え
な
か
ろ
う
。

　
万
葉
集
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
～
が
口
吟
へ
る
歌
」
と
か
「
～
が
伝
へ
誦
み
き
」
と
い
っ
た
前
審
や
注
は
、
こ
の
時
代
に
ま
だ
十
分
に
文
字
以
前
の
世
界
、
つ
ま
り
口

承
の
世
界
が
残
存
し
て
い
た
、
ひ
し
ろ
残
存
と
い
う
こ
と
ば
で
は
不
当
な
程
生
産
的
意
義
を
持
っ
て
生
き
て
い
た
証
拠
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
こ
う
し
た
中
で
文
字
＝
漢
字
・
漢
文
巻
習
得
す
る
こ
と
は
、
話
す
こ
と
ば
か
ら
、
思
想
を
文
字
に
よ
っ
て
定
着
さ
せ
る
手
段
を
得
た
こ
と
で
あ
り
、
野
蛮
の
段
階
か
ら
一

躍
文
明
の
段
階
へ
飛
躍
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
人
間
の
思
想
内
容
に
根
底
か
ら
変
革
を
も
た
ら
さ
な
い
で
は
お
か
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
漢
字
の
習
得
と
い
う

事
は
、
当
代
に
お
け
る
日
本
人
の
思
想
変
革
に
参
画
し
た
も
つ
と
も
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

　
彼
女
の
歌
の
内
容
・
形
式
の
多
様
さ
を
こ
う
し
た
変
革
と
結
び
合
わ
せ
て
考
え
る
事
は
魅
力
の
あ
る
事
で
も
ゐ
る
し
、
一
応
そ
う
い
っ
た
推
定
を
可
能
に
す
る
条
件
も
調

う
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
彼
女
を
と
り
ま
く
大
伴
家
の
文
化
的
環
境
、
こ
と
ば
を
換
え
て
言
え
ば
当
代
に
お
け
る
中
心
的
文
字
習
得
者
で
あ
る
旅
人
・
家
持
そ
の
他
多
く
の
男
性
官
僚
を
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周
囲
に
持
っ
て
い
た
事
、
更
に
新
羅
か
ら
の
帰
化
人
坦
坦
願
が
大
柿
家
に
寄
遇
し
、
彼
女
と
も
近
い
関
係
に
あ
つ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
一
見
彼
女
は

文
字
の
所
有
者
で
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
今
一
度
き
わ
め
て
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
が
、
律
令
国
家
の
宮
人
で
な
い
彼
女
に
、
文
字
習
得
の
必
要
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
も
考
え
て
み
て
よ
い
事
の
よ
’
っ
に
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
出
発
に
お
い
て
漢
字
が
日
本
人
全
休
の
日
常
必
要
な
表
記
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
＜
天
皇
又
は
貴
族
に
よ
る
謂
ゆ
る
律
令
国
家
運
営
の
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上
に
お
け
る
Ｖ
必
要
な
表
記
方
法
と
し
て
移
入
さ
れ
て
い
る
事
に
思
い
到
ら
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
大
雑
把
な
推
定
で
し
か
な
い
。
こ
の
事
に
っ
い
て
は
も
っ
と
彼
女
自
身
に
即
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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言
う
ま
で
も
な
く
彼
女
の
事
は
正
史
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

　
彼
女
に
つ
い
て
知
る
に
は
万
葉
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
歌
や
注
を
通
す
以
外
何
も
記
録
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
庄
に
も
彼
女
が
文
字
の
所
有
者

で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
残
さ
れ
て
い
る
の
は
彼
女
自
身
の
記
録
、
つ
ま
り
歌
の
語
彙
・
発
想
・
形
式
と
い
っ
た
も
の
を
通
し
て
そ
れ
を
知

る
方
法
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
ｉ
に
は
「
坂
上
部
女
の
親
族
と
宴
せ
し
日
吟
へ
る
歌
一
首
」
（
巻
三
四
Ξ
）
と
「
家
持
の
族
に
喩
す
歌
一
首
並
に
短
歌
」
　
（
巻
二
十
四
壁
八
五
～

―
六
七
）
を
取
り
上
げ
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
家
持
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
郎
女
と
彼
は
叔
母
・
甥
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
同
時
に
歌
作
の
上
で
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
て
い
る
事
と
、
そ
の
上
家
持
は
当
代

文
字
文
化
圏
の
中
心
的
存
在
で
も
あ
る
為
に
、
彼
女
が
文
字
文
化
圏
の
丁
人
か
ど
う
か
を
う
っ
し
出
す
の
に
好
都
合
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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叉
両
者
の
比
較
を
前
に
挙
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
限
っ
て
行
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
歌
が
互
に
作
歌
の
条
件
を
同
じ
く
し
、
し
か
も
両
者
の
本
質
的
相
違
を
か
な
り
明
瞭
に

示
す
も
の
と
し
て
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
た
ゞ
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
両
者
の
時
点
の
相
違
を
極
と
し
て
示
す
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
の
で
、
両
者
に
も
具
体
的
に
は
相
重
な
る
部
分
の
多
い
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
一
応
ｒ
こ
で
は
そ
れ
を
捨
象
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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少
々
煩
雑
に
な
る
が
例
証
と
す
る
作
品
を
書
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
大
伴
坂
上
の
部
女
の
親
族
と
宴
せ
し
日
吟
へ
る
歌
一
首

　
山
守
の
あ
り
け
る
知
ら
に
そ
の
山
に
標
結
び
立
て
て
結
び
の
辱
し
っ
（
巻
三
、
四
〇
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
に
喩
す
歌
一
首
並
に
短
歌

　
ひ
さ
か
た
の
　
天
の
戸
開
き
　
高
千
穂
の
　
嶽
に
　
天
降
り
し
　
皇
祖
の
　
神
の
御
代
よ
り
　
桐
弓
を
　
手
握
り
持
た
し
　
真
鹿
兄
矢
を
　
手
挟
み
添
へ
て
　
大
久
米
の

　
丈
夫
武
雄
を
　
先
に
立
て
　
靭
取
り
負
せ
　
山
河
を
　
磐
根
さ
く
み
て
　
贋
み
と
ほ
り
　
国
見
し
つ
つ
　
ち
は
や
ぶ
る
　
神
を
こ
と
む
け
　
服
従
は
ぬ
　
人
を
も
和
し

　
　
　
　
　
　
　
大
伴
坂
上
郎
女
覚
え
書
　
　
　
（
古
庄
）
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四

　
掃
き
清
め
　
仕
へ
奉
り
　
秋
津
島
　
大
和
の
国
の
　
橿
原
の
　
畝
傍
の
宮
に
　
宮
柱
　
太
知
り
立
て
て
　
天
の
下
　
知
ら
し
め
し
け
る
　
皇
祖
の
　
天
の
日
嗣
と
　
っ
ぎ

　
て
来
る
　
君
の
御
代
御
代
　
隠
さ
は
ぬ
　
赤
き
心
を
　
皇
方
に
　
極
め
尽
し
て
　
仕
へ
来
る
　
祖
の
職
と
　
言
立
て
て
　
授
け
給
へ
る
　
子
孫
の
　
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に

　
見
る
人
の
　
語
り
っ
ぎ
て
て
　
聞
く
人
の
　
蓄
に
せ
む
を
　
惜
し
き
　
清
き
そ
の
名
ぞ
　
凡
ろ
か
に
　
心
思
ひ
て
　
虚
言
も
　
祖
の
名
断
つ
な
　
大
伴
の
　
氏
と
名
に
負

　
へ
る
　
健
男
の
伴
　
（
巻
二
十
四
四
六
五
）

　
磯
城
島
の
倭
の
国
に
明
ら
け
き
名
に
負
ふ
伴
の
緒
こ
こ
ろ
勤
め
よ
（
四
四
六
六
）

　
剱
刀
い
よ
よ
研
ぐ
べ
し
古
ゆ
清
け
く
負
ひ
て
来
に
し
そ
の
名
ぞ
（
四
四
六
七
）

　
右
、
淡
海
真
人
四
船
の
磯
言
に
縁
り
て
、
出
雲
守
大
伴
古
慈
悲
宿
祢
解
任
せ
り
。
是
を
以
ち
て
作
れ
る
な
り
。
（
岩
波
文
庫
新
訓
万
葉
集
t
）
し
ル
ビ
は
省
い
た
）

　
作
品
の
分
析
に
入
る
前
に
手
続
き
と
し
て
歌
の
解
釈
の
問
題
に
多
少
ふ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
坂
上
郎
女
の
歌
「
結
び
の
辱
し
っ
」
に
っ
い
て
の
解
釈
が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
思
う
が
、
私
は
山
田
孝
雄
氏
が
そ
の
著
『
万
葉
集
講
義
』
で
「
ュ
ヒ
ノ
ハ
ヂ
と

は
。
ヒ
タ
ル
コ
ト
ノ
恥
な
り
。
こ
の
用
例
は
Ｉ
な
れ
ど
も
連
用
形
の
体
言
化
は
古
語
に
多
し
（
中
略
）
こ
れ
は
結
ひ
た
る
事
が
恥
の
理
由
と
な
れ
る
場
合
を
言
へ
る
な
り
」

と
言
わ
れ
た
の
を
「
『
標
結
び
立
て
て
。
ヒ
タ
ル
コ
ト
の
恥
を
し
た
』
で
は
同
語
の
愚
直
な
る
反
復
に
す
ぎ
ず
、
い
く
ら
席
上
座
興
の
即
興
歌
と
は
い
っ
て
も
、
ピ
ン
と
来

る
よ
う
な
結
句
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
八
才
気
か
ん
ぱ
っ
Ｖ
の
坂
上
部
女
に
は
気
の
毒
な
よ
う
な
結
句
だ
と
い
え
よ
う
」
と
批
判
さ
れ
、
ュ
ヒ
を
共
同
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
五

に
解
し
、
従
っ
て
「
結
の
辱
」
を
「
親
族
共
同
の
辱
」
と
い
う
ふ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
吉
野
裕
氏
の
解
釈
に
従
い
た
い
と
凪
う
。

　
そ
う
し
た
上
で
前
掲
の
二
人
の
歌
を
比
較
し
て
み
る
と
、
修
辞
上
、
内
容
上
、
形
式
上
に
著
し
い
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ば
郎
女
の
歌
は
山
守
と
か
結
の
辱
と
い
っ
た
「
農
耕
者
的
」
語
彙
を
使
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
一
首
全
体
が
農
耕
者
の
歌
と
し
て
通
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
農
耕
者
の
も
の
ら
し
い
歌
は
、
そ
れ
自
身
の
意
味
を
直
接
に
は
出
せ
な
い
で
他
の
も
の
の
誉
』
一

Ｊ
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
は

言
え
な
い
事
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
は
彼
女
が
自
分
の
内
界
を
こ
う
い
っ
た
農
耕
者
的
世
界
を
も
っ
て
表
現
し
、
そ
れ
以
外
で
は
し
な
か
っ
た
こ
と
に
興
味
が
湧
く
の
で
あ

る
。
彼
女
に
は
、
恐
ら
く
ど
ん
な
脊
喩
で
も
よ
り
ど
り
可
能
に
許
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。
多
分
彼
女
は
手
持
の
語
彙
、
彼
女
に
と
っ
て
も
っ
と
も
卑
近
な
も
の
を

心
の
等
価
物
と
し
て
表
現
し
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
う
い
っ
た
考
え
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
女
と
農
耕
者
の
匿
界
は
か
な
り
近
い
と
い
っ
て
よ
い
。
事
実
彼
女
や
そ
の
娘
に
は
何
に
農
耕
者
の
歌
と
見
ま
が
う
程
の
歌

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
点
家
持
の
歌
は
古
代
貴
族
（
豪
族
的
で
あ
る
と
共
に
官
僚
的
で
あ
る
）
と
し
て
の
階
級
的
語
彙
に
っ
ら
ぬ
か
れ
て
お
り
対
胱
的
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
家
持
が
同
族
人
の
政
治
上
の
失
脚
と
い
う
事
態
の
中
で
、
一
族
の
奮
起
を
う
な
が
し
、
天
皇
へ
の
忠
誠
を
ち
か
わ
せ
る
氏
上
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
ｘ
関
係
す
る

と
思
う
が
、
そ
の
場
合
、
彼
の
下
に
集
っ
た
の
が
郎
女
の
下
に
集
っ
た
親
族
と
性
格
の
異
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
ろ
う
。

　
親
族
と
族
の
学
同
上
の
相
違
に
つ
い
て
浅
学
の
だ
『
め
私
は
十
分
知
り
得
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
ぺ
で
は
こ
の
両
者
に
か
ｘ
わ
る
範
囲
で
考
え
て
い
く
外
な
い
。

　
簡
単
に
い
っ
て
郎
女
の
下
に
集
っ
た
「
親
族
」
と
い
う
の
は
、
一
族
の
娘
の
婚
姻
の
相
談
に
あ
ず
か
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
血
族
者
を
指
す
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
し
、
家

持
の
方
の
「
族
」
は
宮
人
と
し
て
の
部
下
と
い
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
氏
を
同
じ
く
す
る
タ
ハ
ネ
姓
者
を
中
心
と
し
て
そ
の
親
族
及
び
非
血
縁
者
を
含
む
同
族
団
」
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
従
っ
て
後
者
は
前
者
の
よ
う
に
社
会
的
に
同
等
な
地
位
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
階
級
的
な
差
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
集
団
の
性
格
の
差
、
集
っ
た
集
団
の
内
容
の
差
が
二
人
の
歌
の
形
式
と
か
内
容
と
か
を
い
ち
じ
る
し
く
規
定
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
家
持
の
歌
が
『
古
事
記
』
　
『
日
本
書
紀
』
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
自
分
の
祖
先
の
功
を
族
人
に
示
し
、
奮
起
し
て
天
皇
へ
の
忠
誠
を
求
め
て
い
る
の
は
、
氏
上
と
し
て
の

宮
人
と
し
て
の
彼
の
立
場
で
あ
る
が
、
相
聞
・
掛
合
い
の
短
歌
、
し
か
も
「
吟
へ
る
歌
」
を
作
っ
た
郎
女
の
場
合
は
、
相
対
的
で
あ
る
と
思
う
が
階
級
関
係
の
介
在
し
な
い

世
界
を
想
像
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
ま
だ
人
と
人
と
の
階
級
的
分
離
が
自
覚
さ
れ
に
く
い
生
活
の
場
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
の
世
界
が
全
く
自
由
で
無
拘
束
で
あ
っ
た
と
言
う
の
で
は
な
く
、
家
持
の
集
団
と
異
っ
た
規
律
が
存
在
し
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
例
え
ば
彼
女
の
歌
は
彼
女
の
娘
の
婚
姻
に
つ
い
て
。
の
集
会
で
あ
っ
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
い
ま
だ
官
僚
祖
織
の
末
端
に
組
込
ま
れ
て
い
ず
、
相
対
的
で
は
あ
っ
た

が
独
自
な
生
酒
体
で
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
血
族
共
同
体
の
中
で
、
婚
姻
は
も
っ
と
も
大
き
な
共
同
体
全
体
の
問
題
で
あ
り
得
た
し
、
そ
こ
で
の
規
律
を
お
か
せ
ば
駿
河
麻

呂
の
如
く
親
族
を
後
盾
に
し
て
郎
女
か
ら
面
詰
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
取
し
き
る
家
刀
自
と
し
て
の
彼
女
の
役
割
は
、
族
を
諭
す
家
持
の

立
場
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
に
も
か
ｘ
わ
ら
ず
こ
ｘ
で
は
諭
す
歌
に
は
な
ら
ず
、
相
聞
的
発
想
を
と
る
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
相
聞
的
発
想
が

一
族
の
中
の
婚
姻
が
一
族
全
員
の
問
題
で
あ
り
得
た
し
、
婚
姻
と
い
う
事
が
集
団
の
政
治
の
問
題
で
も
あ
っ
た
古
い
集
団
の
持
つ
表
現
で
あ
る
た
め
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
う
し
た
階
級
関
係
の
介
在
し
な
い
親
族
と
い
っ
た
も
の
が
、
一
方
完
備
し
て
い
く
律
令
制
国
家
の
中
で
自
由
に
生
き
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
彼
女
の
生
き
た
時
代
－
七
〇
〇
年
前
半
は
貴
族
社
会
の
中
に
ま
で
相
対
的
に
し
ろ
階
級
関
係
に
お
か
さ
れ
な
い
集
団
が
生
き
得
て
い
た
事
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

　
極
め
て
粗
雑
な
言
い
方
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
古
い
共
同
体
は
い
ま
だ
女
に
よ
っ
て
取
り
し
き
ら
れ
て
い
た
し
、
こ
ｉ
で
は
文
字
以
前
の
生
活
が
生
き
て
い
た
場
所
で

　
　
　
　
　
　
　
大
伴
坂
上
郎
女
覚
え
書
　
　
　
（
古
庄
）
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
で
、
大
局
的
に
は
大
伴
家
は
男
性
に
よ
る
氏
上
に
ひ
き
い
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
だ
し
、
大
伴
家
の
親
族
に
は
言
う
ま
で
も

な
く
家
持
や
旅
人
そ
の
他
が
入
っ
て
来
る
わ
け
で
、
郎
女
の
領
有
す
る
独
立
し
た
親
族
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
今
は
極
と
極
を
考
え
て
問
題
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
と
、
そ
れ
は
二
つ
の
性
格
を
異
に
す
る
世
界
な
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
宮
人
化
し
た
旅
人
や
家
持
の
世
界
な
ど
に
郎
女
な
ど
は
入
っ
て
い
な
い
。
旅
人
の
「
梅
花
の
宴
」
を
考
え
て
み
て
も
よ
い
と
思
う
。
こ
ｘ
に
は
丁
人
の
女
性
も
見

当
ら
な
い
が
、
宮
人
の
組
織
で
営
ま
れ
て
い
る
こ
の
宴
に
は
一
人
の
女
性
も
い
な
い
の
が
当
然
な
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
家
持
の
「
族
を
論
す
歌
」
の
う
た
わ
れ
た
時
の
族
の

中
に
も
女
性
は
入
れ
ら
れ
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
た
し
か
に
家
持
・
旅
人
そ
の
他
宮
人
は
血
族
の
一
員
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
彼
等
の
機
能
は
宮
人
の
世
界
で
の
そ
れ
で
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
だ
け
そ
う
い
っ
た
古
い
集
団
の
力
が
ま
だ
生
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
・

　
宮
人
化
し
た
男
性
が
一
方
の
極
で
宮
人
的
発
想
の
歌
を
作
る
と
同
時
に
、
一
方
で
は
掛
合
い
・
相
聞
の
主
で
も
あ
り
得
た
の
は
、
女
性
を
通
じ
て
そ
う
い
っ
た
古
い
共
同

体
に
生
き
て
い
た
た
め
と
言
え
よ
う
。

　
話
を
こ
と
ば
の
問
題
に
立
帰
ら
せ
よ
う
。

　
家
持
の
語
彙
と
郎
女
の
そ
れ
を
比
較
し
た
場
合
、
重
な
る
部
分
と
重
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
彼
女
は
天
皇
に
対
し
て
も
相
聞
発
想
に
よ
る
「
君
」
と
い
っ
た
味
び
か
け
を
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
家
持
は
「
ひ
さ
か
た
の
　
天
の
戸
開
き
　
高
千
穂
の

嶽
に
天
降
り
し
　
皇
祖
」
と
か
「
秋
津
島
　
大
和
の
国
の
　
橿
原
の
　
畝
傍
の
宮
に
　
宮
柱
太
知
り
立
て
、
　
天
の
下
　
知
ら
し
め
し
け
る
　
皇
祖
の
　
天
の
日
嗣
と
　
っ

ぎ
て
来
る
君
」
と
い
っ
た
形
容
の
下
に
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
う
い
っ
た
こ
と
ば
は
郎
女
に
お
い
て
は
唯
一
回
例
外
的
に
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
全
く
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
程
の
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
代
り
に
郎
女
に
は
、
そ
の
極
に
農
耕
者
の
歌
と
見
ま
ご
う
よ
う
な
歌
が
あ
る
。
例
え
ば
竹
田
の
庄
で
作
っ
た
と
い
う

　
然
と
あ
ら
ぬ
五
百
代
小
田
を
刈
り
乱
り
田
盧
に
を
れ
ば
京
師
し
思
ほ
ゆ
（
巻
八
　
一
五
九
二
）

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
持
に
な
い
も
の
、
既
に
失
わ
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
彼
に
も
農
耕
者
的
比
論
と
か
、
発
想
の
歌
が
あ
る
。

こ
れ
は
古
代
貴
族
が
農
村
を
土
台
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
中
の
誰
で
も
が
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
う
い
っ
た
思
考
・
発
想
・
表
現
か
ら
脱
け
出
ら
れ
な
い
も
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の
で
あ
っ
て
、
特
に
彼
だ
け
取
り
立
て
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
）
少
く
と
も
前
拓
郎
女
の
竹
田
の
庄
で
の
歌
を
一
方
の
極
に
置
く
と
、
家
持
の
農
耕
者
的
な
歌
は
、
そ
の

極
よ
り
か
な
り
離
れ
た
所
に
置
く
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
‘

　
こ
ｘ
で
は
作
品
の
よ
し
悪
し
と
言
う
こ
と
も
か
ｘ
わ
る
だ
ろ
う
が
、
主
と
し
て
農
耕
者
的
表
現
が
一
片
の
飾
り
と
’
し
て
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
、
今
少
し
内
的
緊
密

性
を
持
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
か
を
中
心
に
考
え
て
み
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
を
整
理
し
て
み
る
と
、
家
持
の
語
彙
の
中
に
み
ら
れ
る
古
代
貴
族
的
、
家
父
長
的
な
も
の
は
郎
女
に
は
な
く
、
郎
女
の
農
耕
者
的
表
現
が
家
持
に
は
薄
い
と
い
う
事
に

な
ろ
う
。
何
度
も
く
り
返
す
が
こ
れ
は
極
と
極
を
意
識
的
に
図
式
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
二
人
の
交
叉
す
る
範
囲
は
か
な
り
広
い
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
と
こ
ろ
で
以
上
の
考
察
を
通
し
て
、
再
度
彼
女
が
漢
字
・
漢
文
の
習
得
者
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
立
帰
っ
て
み
る
と
、
や
は
り
彼
女
と
漢
字
・
漢
文
を
結
び
っ
け
る

事
は
困
難
の
よ
う
で
あ
る
。

　
歌
は
散
文
と
異
っ
て
漢
語
を
直
接
に
使
っ
た
り
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
ｘ
で
も
彼
女
の
歌
に
漢
語
が
出
て
来
る
か
ど
う
か
を
理
由
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

も
し
彼
女
が
文
字
－
漢
字
の
習
得
者
で
あ
れ
ば
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で
歌
こ
と
ば
の
質
が
変
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
し
て
も
彼
女
の
こ

と
ば
は
家
持
・
旅
人
・
憶
良
の
い
ず
れ
に
比
べ
て
も
古
風
で
お
お
ら
か
だ
と
思
う
。

　
最
初
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
彼
女
に
は
擬
古
的
な
歌
が
多
い
。
こ
の
点
山
柿
の
門
に
学
び
教
え
を
乞
う
に
は
至
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
山
柿
の
歌
風
を
享
け
、
そ
れ
を
手
本

に
歌
を
作
っ
た
と
い
う
家
持
も
同
じ
く
擬
古
的
な
歌
が
多
い
。

　
し
か
し
こ
の
場
合
、
二
人
が
同
一
の
方
法
、
同
一
の
経
路
を
経
て
そ
れ
を
行
っ
た
と
考
え
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
彼
女
の
歌
に
は
文
字
を
通
さ
な
い
で
も
耳
か
ら
入
り
得
る
歌
を
擬
っ
て
い
る
と
言
え
る
し
、
家
持
の
方
は
族
に
諭
す
歌
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
手
本
が
文
字
か
ら
来

る
も
の
で
あ
っ
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
家
持
に
も
郎
女
の
よ
う
に
耳
か
ら
入
り
得
た
歌
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
た
ｙ
逆
に
郎
女
に
は
家
持
の
よ
う
に
文
字
か
ら
は
い
っ
た
コ

ー
ス
が
考
え
に
く
い
。

　
家
持
の
擬
古
の
歌
は
た
し
か
に
大
伴
家
に
集
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
歌
集
の
類
と
無
関
係
だ
と
は
思
え
な
い
し
、
そ
れ
も
文
字
を
通
し
て
読
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
と
郎
女
を
一
括
す
る
こ
と
に
っ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
躊
躇
せ
ぜ
る
を
得
な
い
。
特
に
そ
れ
を
読
ん
だ
と
す
る
事
は
速
断
の
気
が
す
る
。

　
で
は
彼
女
の
歌
の
多
様
さ
の
原
因
を
何
に
求
め
る
か
と
言
う
事
に
な
る
と
私
自
身
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
大
伴
坂
上
郎
女
覚
え
書
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た
ゞ
根
本
的
に
は
、
彼
女
の
生
活
上
の
行
動
が
極
め
て
広
い
と
考
え
ら
れ
る
事
、
農
耕
生
活
と
ま
だ
か
ふ
わ
り
あ
い
を
持
っ
て
お
り
、
従
っ
て
民
衆
生
活
と
の
接
触
か
ら

多
く
の
も
の
を
（
多
分
民
謡
と
い
っ
た
も
の
な
ど
）
得
て
来
て
い
る
と
い
っ
た
事
等
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
彼
女
と
先
行
の
歌
の
作
者
の
心
の
距
離
は
ほ
と
ん
ど
な
い
ー
少
く
と
も
質
的
な
差
が
な
い
と
言
う
事
も
家
持
と
は
異
っ
て
い
る
し
、
家
持
の
よ
う
に
「
山
柿
の
門
に
学
ぶ

」
と
い
っ
た
意
識
さ
え
も
持
た
ず
に
他
人
の
作
の
一
部
を
自
分
の
も
の
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
口
承
の
世
界
は
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
こ
と
ば
や
思
想
が
共
有
財
産
で
あ
る
世
界
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
文
字
に
定
着
さ
れ
は
じ
め
た
時
、
そ
れ
は
所
有
者
が
明
確

に
さ
れ
、
私
有
の
産
物
に
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
彼
女
が
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
口
承
の
世
界
に
い
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
擬
古
歌
も
耳
か
ら
耳
へ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

　
万
葉
集
に
は
「
～
の
口
吟
へ
る
歌
」
と
か
「
～
～
の
伝
へ
誦
み
き
」
と
い
う
庄
が
多
い
事
は
先
に
の
べ
た
が
、
そ
れ
は
そ
う
い
っ
た
伝
承
者
か
ら
た
ま
く
聞
い
た
と
い

う
事
で
は
な
く
、
万
葉
編
纂
の
た
め
に
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
何
ら
か
の
方
法
で
計
画
的
に
、
大
が
か
り
に
集
め
ら
れ
て
い
た
な
か
で
の
こ
と
と
推
測
す
る
方
が
妥
当
で
あ

ろ
う
し
、
彼
女
に
は
そ
う
い
っ
た
も
の
が
耳
に
入
る
機
会
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
に
何
よ
り
も
部
女
の
荘
園
生
活
で
は
辺
り
の
農
民
の
次
ぎ
次
ぎ
作
り
、
作
り
変
え
ら
れ
て
行
く
生
き
た
歌
が
耳
に
近
く
聞
え
て
来
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
女
の

歌
や
形
式
や
内
客
を
ふ
く
ら
ま
せ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
女
に
よ
っ
て
異
質
な
も
の
が
女
達
の
世
界
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
同
質
な
も
の
が
ふ

く
れ
上
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
家
持
に
対
す
る
坂
上
部
女
の
作
歌
上
の
影
響
と
い
っ
た
事
も
、
文
字
以
前
の
口
承
文
化
国
と
文
字
文
化
圏
の
接
触
と
い
っ
た
意
味
を

持
っ
て
新
し
く
照
し
出
さ
れ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
庄
一
　
・
大
体
坂
上
郎
女
試
論
１
そ
の
文
学
の
歴
史
的
性
格
に
っ
い
て
Ｉ
（
於
一
九
五
九
年
西
日
本
国
語
国
文
学
会
）

　
　
　
　
　
・
大
伴
坂
上
郎
女
の
「
親
族
と
宴
せ
し
日
吟
へ
る
歌
」
一
首
と
家
持
の
「
族
に
喩
す
歌
一
首
並
に
短
歌
」
（
一
九
六
〇
年
於
西
日
本
国
語
国
文
学
会
）

　
　
　
　
　
・
大
体
坂
上
島
女
覚
え
書
「
日
本
文
学
一
（
一
九
六
〇
年
九
月
号
）

　
　
庄
二
　
・
「
万
葉
集
研
究
」
Ｉ
「
巫
女
と
し
て
の
女
性
」
（
折
口
信
夫
全
集
第
一
巻
）

　
　
庄
三
　
・
万
葉
集
巻
三
四
六
〇
特
に
左
庄
を
参
照
。

　
　
庄
四
　
・
家
持
の
場
合
は
一
族
の
一
人
の
失
脚
が
作
歌
の
動
機
と
な
っ
て
お
り
、
一
方
郎
女
の
方
は
娘
の
婚
姻
に
ま
っ
わ
る
事
件
が
そ
れ
に
な
っ
て
い
る
が
、
両
方
と
も
族
・
親
族
と
い
っ
た

　
　
　
　
　
’
も
の
を
集
め
た
席
で
作
ら
れ
て
い
る
点
で
よ
り
深
い
共
通
性
が
み
ら
れ
る
。



¨●

注
五

注
六

注
七

・
「
大
伴
坂
上
郎
女
の
場
合
」
　
『
防
大
歌
の
基
礎
構
造
』
吉
野
裕
著
所
収

・
こ
の
歌
は
巻
三
の
醤
喩
歌
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

・
「
七
年
乙
亥
、
大
伴
坂
上
郎
女
、
尼
理
願
が
死
去
れ
る
を
悲
し
び
嘆
き
て
作
れ
る
歌
一
首
並
に
短
歌
」
（
巻
三
　
四
六
〇
）
に
「
大
君
の
敷
き
ま
す
国
」
と
あ
る
。

大
伴
坂
上
郎
女
覚
え
書

（
古
庄
）

九
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