
屎
　
葛

の
　
　
歌

万
葉
巻
十
六
の
歌
を
よ
む
Ｉ

　
　
　
　
一

　
万
葉
巻
十
六
に

　
菖
英
に
延
ひ
お
ぼ
と
れ
る
屎
葛
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
宮
仕
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
八
五
五
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。

　
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
　
英
の
よ
み
が
確
定
し
て
い
な
い
。
旧
本
に

「
葛
英
」
と
あ
る
の
を
「
葛
英
」
の
誤
り
と
し
た
の
は
『
代
匠
記
』
、

「
芭
英
」
の
誤
り
と
し
た
の
は
『
万
葉
集
新
考
』
で
あ
る
。

　
従
来
フ
ヂ
ノ
キ
（
旧
訓
）
、
ク
ズ
バ
ナ
（
『
万
葉
考
』
）
、
サ
ウ
ケ
フ

　
（
『
万
葉
集
新
考
』
）
、
カ
ハ
ラ
フ
ヂ
（
『
万
葉
集
全
釈
』
）
の
よ
み

が
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
万
葉
集
』
や

『
万
葉
集
評
釈
』
等
は
「
か
は
ら
ふ
ぢ
」
と
よ
み
、
朝
日
新
聞
社
日
本

古
典
全
書
本
『
万
葉
集
』
や
『
万
葉
集
注
郡
』
は
「
さ
う
け
ふ
」
、
小

学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
万
葉
集
』
は
「
ざ
う
け
ふ
」
と
よ
ん
で

い
る
。
『
万
葉
集
私
注
』
は
「
サ
イ
カ
チ
」
と
よ
ん
で
い
る
。

古
庄
ゆ
き
子

　
あ
と
に
掲
げ
る
が
、
こ
の
歌
の
作
者
高
宮
王
の
い
ま
一
つ
の
作
品

（
三
八
五
六
）
に
婆
羅
門
と
か
幡
輸
と
か
の
外
来
語
を
使
っ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
和
名
「
か
わ
ら
ふ
ぢ
の
き
」
　
（
さ
い
か
し
）
を
「
サ

ウ
ケ
フ
」
と
音
字
読
み
を
し
「
屎
葛
」
と
取
り
合
せ
て
い
る
か
と
も
考

え
ら
れ
る
。

　
歌
意
は
「
カ
ワ
ラ
フ
ジ
に
ま
と
い
つ
き
、
ひ
ろ
が
り
乱
れ
て
い
る
屎

葛
の
蔓
が
絶
え
な
い
よ
う
に
、
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
、
い
つ
ま
で
も
宮
仕

え
し
よ
う
」
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
四
）
で
あ
る
が
、

　
「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
、
宮
仕
せ
む
」
の
「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
の
比
喩

（
序
詞
）
に
悪
臭
の
た
め
に
ヘ
ク
ソ
カ
ヅ
ラ
の
別
名
ま
で
も
つ
屎
葛
が

葛
英
に
も
っ
さ
り
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
姿
を
も
っ
て
し
て
い
る
こ
と

か
ら
く
る
意
外
性
に
激
烈
な
笑
い
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
歌
で
あ
る
。

　
こ
の
意
外
性
は
次
の
歌
と
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
降
る
雪
の
白
髪
ま
で
に
大
君
に
仕
へ
ま
つ
れ
ば
貴
く
も
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
七
　
三
九
二
二
）
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物
部
の
八
十
氏
人
も
吉
野
川
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
仕
へ
つ
つ
見
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
八
　
四
回
‥
）
○
）

　
大
君
の
　
任
の
ま
に
ま
に
　
こ
の
川
の
　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
　
此
の

　
山
の
　
弥
つ
ぎ
つ
ぎ
に
　
か
く
し
こ
そ
　
仕
へ
奉
ら
め
　
い
や
遠
永

　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
（
巻
十
八
　
四
〇
九
八
）

　
「
屎
葛
」
の
歌
は
こ
う
し
た
宮
廷
人
の
宮
仕
え
の
誓
言
を
前
提
と
し
て

い
る
。
こ
の
正
当
な
誓
言
で
は
「
永
く
仕
へ
ま
つ
る
」
の
「
永
ぶ
」
の

比
喩
は
「
降
る
雪
の
白
髪
ま
で
に
」
と
か
、
「
吉
野
川
絶
ゆ
る
こ
と
な

く
」
　
「
此
の
山
の
弥
つ
ぎ
つ
ぎ
に
」
が
一
般
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
そ

こ
を
「
屎
葛
」
を
も
っ
て
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
珍
奇
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
屎
葛
」
は
「
延
ひ
お
ぼ
れ
と
れ
」
て
い

る
状
態
の
も
の
で
、
そ
れ
が
「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
の
比
喩
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
痛
烈
さ
は
そ
こ
に
あ
る
。

　
『
類
聚
名
義
抄
』
は
「
お
ぼ
と
る
」
を
「
蓬
　
オ
ホ
ト
ル
　
ミ
タ
ル
」

と
し
、
「
蓬
頭
」
を
「
オ
ボ
ト
レ
ガ
シ
ラ
」
と
よ
ん
で
い
る
。
『
今
昔

物
語
』
に
「
頭
ハ
蓬
ノ
如
キ
也
」
（
巻
十
一
　
九
）
　
「
髪
ヲ
ボ
ト
レ
タ

ル
大
キ
ナ
ル
童
盗
人
」
（
巻
二
十
八
　
四
二
）
と
あ
る
そ
れ
で
あ
る
。

　
『
岩
波
古
語
辞
典
』
は
「
オ
ホ
は
オ
ボ
ロ
（
朧
）
の
オ
ボ
と
同
根
。

さ
だ
か
で
な
い
、
は
っ
き
り
し
な
い
さ
ま
。
ト
レ
は
朝
鮮
語
宍
ｏ
｝
（
髪
）

と
同
根
か
」
と
し
、
オ
ボ
ト
レ
で
「
乱
髪
の
意
が
原
義
」
、
「
毛
や
蔓
が

か
ら
ま
っ
て
乱
れ
て
い
る
」
様
を
い
う
と
す
る
。
『
万
葉
集
全
釈
』
は

「
オ
ド
ロ
（
訓
練
）
と
語
源
を
同
じ
う
す
る
動
詞
ら
し
い
」
と
い
う
。

多
く
の
訳
者
が
「
這
い
乱
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が
、
『
万
葉
集
全

講
』
や
『
万
葉
集
評
釈
』
の
「
は
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
」
、
「
か
ぶ
さ

り
乱
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
「
お
ほ
と
る
」
は
万
葉
集
で
こ
の
歌
以
外
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

平
安
朝
の
女
流
の
作
品
や
『
今
昔
物
語
』
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ

が
歌
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
日
常
語
で
あ
る
た
め
か
と
思
わ
れ
る

　
　
『
枕
草
子
』
で
は
、
冬
の
薄
を

　
冬
の
末
ま
で
、
か
し
ら
い
と
し
ろ
く
お
ほ
と
れ
た
る
も
知
ら
ず
、
む

　
か
し
思
ひ
出
顔
に
、
風
に
な
び
き
て
か
ひ
ろ
ぎ
立
て
る
、
人
に
こ
そ

　
い
み
じ
う
似
た
れ
。
（
六
十
七
段
）

と
乱
れ
そ
そ
け
た
様
で
描
き
、
『
源
氏
物
語
』
で
は

　
髪
の
裾
の
に
は
か
に
お
ほ
と
れ
た
る
や
う
に
し
ど
け
な
く
さ
え
剃
が

　
れ
た
る
を
：
：
　
　
（
「
手
習
」
）

と
「
乱
れ
広
が
る
」
意
で
使
わ
れ
て
い
る
外
、

　
大
路
近
き
所
に
お
ほ
と
れ
た
る
声
し
て
い
か
に
と
か
聞
き
知
ら
ぬ
名

　
の
り
し
て
　
　
　
　
　
（
「
東
屋
」
）

　
と
、
声
の
様
子
（
「
し
ま
り
の
な
い
」
）
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
「
延
ひ
お
ぼ
と
れ
る
屎
葛
」
は
這
い
か
ぶ
さ
り
、
み
だ
れ
て
い
る
屎

　
葛
で
あ
る
。

　
　
『
古
事
記
』
に
は

　
な
ず
き
の
　
田
の
稲
幹
に

　
稲
幹
に
　
這
ひ
廻
ろ
ふ
　
野
老
葛

と
い
う
歌
謡
　
が
あ
る
。
こ
れ
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
葬
り
に
関
す
る
歌

の
一
つ
だ
が
、
「
野
老
葛
」
は

懸
佩
き
の
　
小
剣
取
り
佩
き
　
冬
薯
預
葛

尋
め
行
き
け
れ
ば

　
（
巻
九
　
一
八
〇
九
）
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と
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
冬
ト
コ
ロ
を
掘
る
に
は
蔓
を
た
ど
っ
て
探
す
と

こ
ろ
か
ら
、
「
追
い
求
め
る
」
の
比
喩
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
歌
謡
の
場
合
も
「
死
者
の
魂
を
追
い
求
め
る
た
め
の
所
作
」
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
で
は
、
も
と
も
と
蔓
植
物
が
草
木
に
ま
と
い
つ
く
様
を
歌
っ
た

恋
の
民
謡
が
あ
っ
て
、
そ
の
転
化
か
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
万
葉
集
の
歌
で
は
野
老
蔓
や
葛
、
さ
な
葛
な
ど
蔓
植
物
が
単
な
る
風

物
と
し
で
は
な
く
、
そ
の
蔓
の
行
方
知
れ
ず
、
ど
こ
ま
で
も
延
び
て
ゆ

く
姿
を
、
相
手
に
し
た
い
寄
る
恋
の
比
喩
と
し
て
序
詞
に
使
わ
れ
て
い

る
。

　
藤
な
み
の
咲
け
る
春
野
に
延
ふ
葛
の
下
よ
し
恋
ひ
ば
久
し
く
も
あ
ら

　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
　
一
九
〇
一
）

　
真
田
葛
延
ふ
夏
野
の
繁
く
斯
く
恋
ひ
ば
ま
こ
と
わ
が
命
常
な
ら
め
や

　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
　
一
九
八
五
）

　
山
高
み
谷
辺
に
は
へ
る
玉
葛
絶
ゆ
る
時
な
く
見
む
よ
し
も
が
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
　
二
七
七
五
）

　
真
葛
延
ふ
小
野
の
浅
茅
を
心
ゆ
も
人
引
か
め
や
も
吾
無
け
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
　
二
八
三
五
）

　
丹
波
路
の
大
江
の
山
の
真
玉
葛
絶
え
む
の
心
我
が
思
は
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
　
三
〇
七
二
）

　
　
　
　
あ
り
そ
　
わ
た
り
は
　
く
ず
　
ゆ
く
え

　
大
崎
の
荒
磯
の
渡
延
ふ
葛
の
彼
方
も
無
く
や
恋
ひ
渡
り
な
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
　
三
〇
七
二
）

　
木
綿
裏
白
月
山
の
さ
な
葛
後
も
か
な
ら
ず
逢
は
む
と
そ
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
　
三
〇
七
三
）

　
駿
河
の
海
磯
辺
に
生
ふ
る
浜
つ
つ
ら
汝
を
た
の
み
母
に
違
ひ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
四
　
三
三
五
九
）

　
人
間
道
の
大
家
が
原
の
い
は
ゐ
蔓
引
か
ば
ぬ
る
ぬ
る
吾
に
な
絶
え
そ

　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
四
　
三
三
七
八
）

　
上
毛
野
久
路
保
の
嶺
ろ
の
久
受
葉
が
た
愛
し
け
児
ら
に
い
や
離
り
来

　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
四
　
三
四
万
Ｉ
）

　
上
毛
野
可
保
夜
が
沼
の
伊
波
為
蔓
引
か
ば
ぬ
れ
つ
つ
吾
を
な
絶
え
そ

　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
四
　
三
四
ヱ
ハ
）

　
上
毛
野
安
蘇
山
塞
野
を
広
み
延
ひ
に
し
も
の
を
何
か
絶
え
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
四
　
三
四
三
四
）

　
多
く
は
無
名
歌
や
民
謡
の
中
に
み
ら
れ
る
比
喩
で
あ
る
。
恐
ら
く
は

農
山
村
の
く
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
発
想
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
貴
族
社
会
の
中
で
も
そ
の
比
喩
は
用
い
ら
れ
て
も
い
る
。
だ
が

　
延
ふ
葛
の
　
い
や
遠
永
く
　
万
世
に
　
絶
え
じ
と
思
ひ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三
　
　
四
二
三
）

　
皇
祖
神
の
神
の
宮
人
と
こ
ろ
づ
ら
い
や
と
こ
し
く
に
吾
か
へ
り
み
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
七
　
　
一
石
且
）

　
高
円
の
野
辺
は
ふ
葛
の
末
終
に
千
代
に
忘
れ
む
我
が
大
君
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
十
　
四
五
〇
八
）

　
は
ふ
葛
の
絶
え
ず
偲
ば
む
大
君
の
見
し
し
野
辺
に
は
標
結
ふ
べ
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
十
　
四
五
〇
九
）

の
よ
う
に
恋
の
比
喩
か
ら
大
君
へ
「
と
こ
し
へ
に
」
、
「
千
代
に
」
、

「
遠
永
く
」
　
「
仕
え
る
」
比
喩
に
転
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た

　
菖
一
葛
に
延
ひ
お
ぼ
と
れ
る
屎
葛
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
宮
仕
せ
む

-
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も
そ
う
し
た
一
首
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
歌
の
「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
の
比
喩
は
「
真
く
ず
」

で
も
「
玉
蔓
」
で
も
「
さ
ね
蔓
」
で
も
な
く
、
「
屎
葛
」
で
あ
る
。

「
延
ふ
」
で
な
く
「
お
ぼ
と
れ
る
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
戯
画
化
か
あ
る
。

　
　
　
　
二

　
こ
の
歌
は
「
宮
仕
え
せ
む
」
に
か
か
る
比
喩
（
序
詞
）
と
「
宮
仕
」

の
あ
ま
り
に
お
お
き
い
異
和
に
よ
っ
て
お
こ
る
激
列
な
笑
い
を
も
た
ら

す
。
と
こ
ろ
が
従
来
そ
の
よ
う
に
は
読
ま
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　
鴻
巣
盛
広
は

　
絶
ゆ
る
こ
と
の
な
い
宮
仕
に
讐
へ
る
も
の
と
し
て
は
、
吉
野
川
の
清

流
な
ど
を
材
料
と
す
る
の
が
例
で
あ
る
の
に
、
刺
だ
ら
け
の
　
英
と
、

名
を
聞
く
だ
け
に
臭
い
感
じ
の
す
る
屎
葛
と
を
以
て
、
序
詞
を
作
っ
た

の
は
随
分
ひ
ど
い
話
だ
が
、
そ
こ
に
滑
稽
を
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

高
宮
王
は
ど
う
い
ふ
御
方
か
分
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
皇
室
に
対
す
る
敬

意
を
欠
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
、
批
評
を
受
け
て
も
や
む
を
得
ま
い
。

　
（
『
万
葉
集
全
釈
』
）

と
い
い
、
ま
た
松
岡
静
雄
は

　
（
三
句
ま
で
の
序
は
）
カ
ヅ
ラ
の
縁
に
よ
っ
て
絶
ュ
ル
と
い
ふ
語
を

　
導
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
高
宮
王
（
伝
不
詳
）
が
朝
廷
に
奉
仕
す
る

　
誠
意
を
も
ら
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
同
じ
く
蔓
性
で
は
あ
る
が
、
繊

　
弱
な
る
屎
葛
は
、
藤
の
幹
に
た
よ
る
こ
と
に
よ
っ
て
僅
に
生
ひ
立
ち
、

　
其
の
花
も
壮
麗
な
藤
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
の
は
、
同
じ
く
皇
族

　
で
は
あ
る
が
、
微
々
た
る
自
分
が
、
皇
室
の
庇
護
に
よ
っ
て
世
を
渡

　
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
を
含
め
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

　
表
面
の
意
義
だ
け
で
は
縦
ひ
物
名
を
詠
み
入
れ
た
も
の
と
し
も
、
余

　
り
に
趣
が
乏
し
く
、
第
二
旬
の
オ
ホ
ド
レ
ル
と
い
う
語
が
用
を
な
さ

　
ぬ
。
（
『
有
由
縁
歌
と
防
人
歌
』
）

　
天
皇
あ
る
い
は
皇
室
を
　
葛
に
例
え
、
作
者
自
身
を
屎
葛
に
例
え
た

　
と
す
る
読
み
方
は
古
く
か
ら
あ
る
ら
し
く
『
代
匠
記
』
も
「
君
を

　
英
樹
に
た
と
へ
我
身
を
絢
子
草
（
屎
葛
筆
者
）
に
な
し
て
云
へ
る

　
下
旬
な
り
」
と
う
け
と
っ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
こ
の
序
詞
に
「
作
者
の
手
腕
」
と
認
め
て
い
る
研
究
者
も

　
い
る
。
例
え
ば
武
田
裕
吉
は

　
葛
の
類
か
ら
、
絶
ユ
ル
コ
ト
ナ
ク
を
引
き
出
し
て
く
る
手
段
は
、
類

　
型
的
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
序
詞
の
特
珠
性
が
、
こ
の
歌
の
持
つ
個
性

　
の
中
心
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
数
種
の
物
を
、

　
自
然
に
近
い
形
に
処
理
し
た
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
手
腕
が
認
め
ら
れ

　
る
。
ク
ソ
カ
ズ
ラ
の
よ
う
な
名
の
も
の
に
興
味
を
有
す
る
の
は
、
こ

　
の
種
の
歌
の
通
性
で
あ
る
。
そ
う
い
う
類
の
も
の
が
、
歌
に
入
り
が

　
た
く
難
題
に
な
る
と
な
す
考
え
方
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
増
訂
万
葉
集
等
註
釈
』
）

と
い
い
、
窪
田
空
穂
も
ま
た
題
詠
を
う
ま
く
よ
み
こ
な
し
た
と
し
て
こ

の
歌
を
評
価
、
作
者
を
「
歌
才
」
あ
る
人
と
し
た
。

　
　
「
数
種
」
の
題
を
与
え
ら
れ
て
の
題
詠
で
あ
ろ
う
。
「
菖
英
」
「
屎

　
葛
」
な
ど
は
少
な
く
と
も
そ
の
題
で
あ
っ
た
ろ
う
。
歌
材
と
し
て
は
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特
殊
な
物
で
、
そ
の
意
味
で
は
難
題
で
あ
っ
た
の
を
、
無
理
な
く
、

　
落
ち
つ
き
あ
る
歌
に
詠
み
こ
な
し
て
い
る
。
歌
才
の
あ
る
人
だ
っ
た

　
の
で
あ
る
。
（
窪
田
空
穂
全
集
第
十
八
巻
『
万
葉
集
評
釈
』
六
）

と
評
す
る
。

　
　
「
刺
だ
ら
け
の
菖
英
」
と
「
名
を
聞
く
だ
け
に
臭
い
感
じ
の
す
る
屎

葛
」
と
を
も
っ
て
序
詞
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ま
さ
に
そ
の

点
に
滑
稽
味
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
皇
室
に
対
す
る
敬
意
を
欠
い

て
ゐ
る
と
い
ふ
批
評
を
、
う
け
て
も
止
む
を
得
な
い
」
と
い
う
う
け
と

り
方
を
し
て
い
た
鴻
巣
盛
廣
に
対
し
て
、
序
詞
と
そ
れ
を
う
け
る
旬
間

の
異
和
を
お
も
し
ろ
い
と
う
け
と
め
て
い
る
の
は
、
今
井
郁
子
、
高
木

市
之
助
で
あ
る
。
両
氏
は

　
　
「
絶
ゆ
る
事
な
く
宮
仕
せ
む
」
な
ど
と
い
ふ
真
面
目
な
下
旬
の
序
と

し
て
屎
葛
な
ど
を
持
っ
て
た
と
こ
ろ
に
戯
笑
歌
ら
し
い
興
味
が
あ
る
。

（
『
万
葉
集
総
釈
』
）
と
い
う
。

　
　
　
　
三

　
こ
の
歌
は

　
高
宮
王
の
数
種
の
物
を
詠
む
二
首

の
詞
書
の
下

　
婆
羅
門
の
作
れ
る
小
田
を
喫
む
鳥
瞼
腫
れ
て
幡
瞳
に
居
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
八
五
六
）

と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
巻
十
六
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
前
部
に
「
伝
説
歌
・
宴
席
歌
」
を
お

き
、
中
間
部
に
「
数
種
の
物
を
詠
め
る
歌
」
、
「
戯
笑
歌
」
を
配
し
、

後
部
に
「
伝
説
歌
・
俳
諧
歌
・
職
業
歌
」
を
お
い
た
三
部
類
と
し
た
り

「
昔
男
女
の
係
恋
の
歌
の
群
」
、
「
様
々
な
男
女
の
戯
笑
歌
の
群
」
、
「
諧

地
方
の
民
謡
、
芸
能
的
歌
の
群
」
の
三
群
と
す
る
説
が
あ
る
。
そ
の
表

現
は
い
ろ
い
ろ
だ
が
三
群
に
わ
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
諸
説
と
も
共

通
し
て
い
る
。

　
「
高
宮
王
の
数
種
の
物
を
詠
む
二
首
」
は
、
こ
の
三
群
の
中
間
部
に
位

置
す
る
「
数
種
の
物
を
詠
め
る
歌
」
、
「
戯
笑
歌
」
群
の
中
に
お
か
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
数
種
の
物
を
詠
む
歌
」
は
高
宮
王
の
二
首
の
外
、
長
忌
寸
意
吉
麿

の
ハ
首
を
は
じ
め
、
忌
部
首
（
黒
麿
？
）
、
境
部
王
、
作
者
未
詳
歌
、

姓
名
未
詳
婦
人
、
姓
名
未
詳
右
兵
衛
の
各
一
首
、
計
十
四
首
で
あ
る
。

　
長
忌
寸
意
吉
麿
だ
け
は
他
の
巻
に
そ
の
歌
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

他
は
姓
名
す
ら
明
ら
か
で
な
い
者
ば
か
り
で
あ
る
。
高
宮
王
、
境
部
王

の
二
人
の
皇
族
も
そ
の
出
自
は
さ
だ
か
で
な
い
。

　
　
「
数
種
の
物
を
詠
む
歌
」
は
、
「
夜
漏
三
更
」
に
わ
た
る
「
衆
巣
窟

飲
」
の
席
で
作
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
歌
の
左
注
に
、
そ
の
場
を
「
衆
巣

ひ
て
宴
飲
し
き
」
と
か
「
府
家
、
酒
食
を
備
へ
設
け
、
府
の
宮
人
等
を

饗
宴
す
」
と
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
席
で
「
酒
醒
に
し
て
」
「
衆
諸
」

は
一
座
の
中
の
「
歌
作
の
芸
に
多
能
な
」
人
物
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材

を
投
げ
、
そ
れ
ら
を
詠
み
込
ん
で
歌
を
作
れ
と
迫
る
。
そ
の
人
物
は

　
「
即
ち
声
に
応
じ
て
」
作
歌
し
た
。
長
忌
寸
意
吉
麿
は
わ
け
て
も
そ
う

し
た
歌
を
即
座
に
作
る
「
曲
芸
師
」
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
「
歌
作
」
の
名
手
は
、
「
衆
諸
」
の
要
求
に
応
じ
て
異
質
、
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無
関
係
な
も
の
を
い
か
に
連
関
さ
せ
Ｉ
首
の
な
か
に
取
り
組
む
か
と

い
う
即
興
性
と
機
知
、
遊
戯
性
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て

「
種
々
の
物
を
詠
め
る
歌
」
に
つ
づ
い
て
収
録
さ
れ
て
い
る
「
咄
歌
」

（
戯
笑
歌
）
と
共
通
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
早
く
か
ら
こ
れ
ら
の

歌
に
注
目
し
、
そ
の
特
性
を
論
じ
て
い
る
西
角
井
正
慶
氏
が
「
種
々
の

物
の
名
を
詠
め
る
歌
と
、
人
を
啖
ふ
歌
」
と
を
合
し
て
、
「
難
題
」
と

「
戯
笑
歌
」
に
大
別
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
高
宮
王
の
二
首
を
「
談
笑

歌
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
も
そ
こ
か
ら
く
る
。

　
万
葉
集
の
中
で
巻
十
六
が
き
わ
め
て
異
質
な
巻
で
あ
る
こ
と
は
早
く

か
ら
諸
家
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
部
が
歌
物
語
の
先
駆
と

な
り
、
一
部
が
『
古
今
集
』
の
「
物
名
歌
」
、
「
俳
諧
歌
」
と
な
り
、

の
ち
の
「
狂
歌
」
へ
つ
な
が
る
と
し
、
一
部
は
「
連
歌
」
の
先
駆
と
位

置
付
け
ら
れ
て
き
た
。

　
近
来
、
「
種
々
の
物
の
名
を
詠
め
る
歌
」
や
「
咄
歌
」
の
実
態
と
、

そ
れ
を
生
み
だ
し
た
場
、
作
者
た
ち
、
特
に
代
表
的
作
者
長
忌
寸
意
吉

麿
に
関
し
て
、
ま
た
そ
れ
ら
す
べ
て
の
背
景
と
な
る
時
代
と
無
名
・
下

層
宮
人
層
の
姿
が
、
中
西
進
、
伊
藤
博
、
渡
部
和
雄
氏
ら
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
渡
部
氏
は
巻
十
七
以
降
に
示
さ
れ
て
い
る
「
家
持
中
心
の
抒
情
の
方

向
」
を
「
律
令
感
情
」
と
よ
び
、
巻
十
六
は
そ
れ
に
「
素
直
に
安
住
で

き
な
い
人
々
の
う
ご
め
き
」
を
示
す
も
の
だ
と
捉
え
る
。
屎
葛
の
歌
に

つ
い
て
も
「
菖
英
に
延
ひ
ぼ
と
れ
る
屎
葛
」
の
上
三
句
は
「
昼
間
の
律

令
官
人
性
の
拒
否
と
し
て
お
っ
た
ろ
う
。
」
と
し
、
そ
れ
を
許
す
場
が

「
夜
漏
三
更
酒
宴
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
し
か
し
渡
部
氏
は
そ
れ
が
「
一
首
に
仕
上
げ
ら
れ
る
の
と
同
時
に
」

「
短
歌
形
式
、
律
令
感
情
の
下
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
上
三
句
と
下

二
句
の
異
質
を
結
ぶ
こ
と
の
中
に
、
律
令
官
人
の
感
情
が
あ
る
。
こ
こ

に
は
存
在
へ
の
憎
悪
な
ど
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
な
い
。
た
だ
の
宮
仕
へ

の
序
で
し
か
な
い
」
と
い
う
。
私
は
渡
部
氏
に
よ
っ
て
大
い
に
啓
発
さ

れ
た
が
屎
葛
の
上
三
句
が
「
た
だ
の
宮
仕
へ
の
序
で
し
か
な
い
」
に
は

同
じ
が
た
い
。
上
三
句
と
下
二
句
の
異
和
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
て
笑

わ
ず
に
は
お
れ
な
く
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
「
憎
悪

な
ど
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
な
い
」
。
し
か
し
喚
笑
は
あ
る
。
そ
れ
は

　
降
る
雪
の
白
髪
ま
で
に
大
君
に
仕
へ
ま
つ
れ
ば
貴
く
も
あ
る
か

と
い
う
宮
廷
人
の
昼
の
誓
言
、
儀
礼
歌
を
打
ち
く
だ
く
こ
と
は
で
き
な

く
て
も
笑
い
の
め
す
位
の
力
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
注
Ｉ
　
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
三
巻

　
　
２
　
土
橋
　
寛
・
小
西
甚
一
校
注
『
古
代
歌
謡
集
』

　
　
３
　
伊
藤
　
博
　
「
長
息
吉
麻
呂
の
物
名
歌
」
　
（
『
万
葉
の
歌
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
作
品
上
』
）

　
　
４
　
西
角
井
正
慶
「
俳
諧
歌
と
そ
の
作
者
」
　
（
『
万
葉
集
大
成
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
）

　
　
５
　
「
愚
の
世
界
１
万
葉
集
十
巻
の
形
成
Ｉ
」
　
（
『
国
語
国
文
』

　
　
　
　
三
六
巻
五
号
）

　
　
６
　
４
と
同
じ
、
伊
藤
　
博
「
由
縁
有
る
雑
歌
－
巻
十
六
の
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
下
）

　
　
７
　
渡
部
和
雄
「
屎
の
あ
る
歌
」
　
（
五
味
智
英
・
小
島
憲
之
『
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
葉
集
研
究
』
第
ハ
集
）
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