
「
万
葉
集」

巻――一
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
山
部
宿
稲
赤
人
が
伊

予
の
温
泉
に
至
り
て
作
る
歌
一

首
併
せ
て
短
歌
」

（
以
後
「
伊
予

の
温
泉
の
歌」

と
記
す）

に
は、
い
赤
人
の
歌
の
多
く
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に、
作
歌
の
年
次
と
状
況
の
記
載
が
全
く
存
在
し
な
い
。

赤
人
の
作
歌
期
間
が、

養
老
年
間
の
末
か
ら
天
平
の
初
期
で
あ
る

と
考
え
る
な
ら
ば、
『
続
日
本
紀」

に
は
そ
の
期
間
中、

伊
与
国

行
幸
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
2
「
続
日
本
紀」

に
全

て
の
行
幸
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、
「
万
葉
集」

に
記
載
さ
れ
た
行
幸
が、
「
続
日
本
紀」

に
認
め
ら
れ
な
い
場
合

も
あ
る。

し
か
し、
「
続
日
本
紀
j

に
残
っ
て
お
ら
ず、

歌
の
題

詞
や
左
注
に
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上、
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

を

行
幸
従
駕
歌
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し、

こ
の
歌
が、

は
じ
め
に

赤
人
の

ほ
し
L

伊
与
の
高
嶺
の

も

「
伊
予
の
温
泉
に
至
り
て
作
る
歌」

み
湯
の
上
の
射
狭
庭
の

岡
に
立
た
し
て

木
群
を
見
れ
ば

臣
の
木
も

生
ひ
継

歌
思
ひ

辞
思

さ
は
に
あ
れ
ど
も

島
山
の

宜
し
き
国
と

こ
ご
し
か
も

天
皇
の

神
の
命
の

敷
き
い
ま
す

国
の
こ
と
ご
と

湯
は
し

山
部
宿
禰
赤
人
が
伊
予
の
温
泉
に
至
リ
て
作
る
歌
一

首

併
せ
て
短
歌

国
ぽ
め
や
君
ぼ
め
の
形
で
詠
ま
れ、

行
幸
歌
に
似
た
表
現
形
態
で

あ
る
こ
と
は、

多
く
の
研
究
者
が
一

致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う。

赤
人
は、

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
「
伊
予
の
温

泉
の
歌」

を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
か。

こ
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
赤
人

の
作
歌
意
図
を
探
る
こ
と
が、

本
稿
の
目
的
で
あ
る。

考

岡

本

幸

代

-1-



も
も
し
き
の

知
ら
な
く

「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

で、

従
来
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
が、

「
こ
ご
し
か
も

伊
予
の
高
嶺
の

射
狭
庭
の
岡」

の
所
在
に
つ

い
て
で
あ
る。
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

万
葉
集」
（
以
後

「
全
集」）

は
注
で
「
伊
予
の
高
嶺
の
射
狭
庭
の
岡
ー
射
狭
庭
の
岡

は
標
高
七
0
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
小
丘
で
あ
る
の
に
「
伊
予
の
高

嶺」

と
い
う
修
飾
語
を
冠
す
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
が
も
た
れ
て

い
る
が、

伊
予
の
高
嶺
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
石
鎚
山
脈
・

高
縄
山

塊
の
末
端
に、

こ
の
イ
ザ
ニ
ハ
の
岡
が
位
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

反
歌

行
か
む

行
幸
処

(
3・
三
二
二
）

(
3
•

三
二
三）

大
宮
人
の

熟
田
津
に

船
乗
リ
し
け
む

年
の

ぎ
に
け
リ

鳴
く
鳥
の

声
も
変
は
ら
ず

遠
き
代
に

神
さ
び

ら
い
っ
た
と
す
る
説
に
し
ば
ら
く
従
っ
て
お
く。
」

と
述
べ
て
い

る
が、

こ
の
部
分
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

吉
田
金
彦
氏
は、
「
伊
予
の
高
嶺」

と
い
う
語
句
の
前
後
の
構

文
や、

地
理
的
・

自
然
的
実
感
か
ら
「
伊
与
の
高
嶺」

は
石
鎚
山

を
指
す
と
解
し
て
い
る
（「
赤
人
の
伊
予
温
泉
歌
の
解
釈」

「
国

語
国
文」

VOl
38

一

九
六
九
年）
。

ま
た、
「
赤
人
は、

こ
の
歌

を
聖
徳
太
子
の
Jl

道
後
温
泉
碑
文
に
基
づ
い
て
発
想、

構
成
し
た
」

と
も
述
べ
て
い
る。

奥
村
恒
也
氏
は、

伊
予
国
内
に
古
く
か
ら
あ

る
巨
石
信
仰
に
注
目
し、
「
石
鎚
山
と
比
較
的
近
距
離
に
あ
る
道

後
周
辺
の
山
々
は、

石
鎚
山
そ
の
も
の
で
は
な
い
が、

石
鎚
山
と

同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か」

と
し
て、
「
赤
人
は

道
後
周
辺
の
山
々
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
が、

同
時
に
石
鎚
山
の

神
を
み
て
い
る
の
で
あ
る。

又、

そ
う
す
る
と
射
狭
庭
の
岡
も
石

鎚
山
の
一

部
分
と
な
る
の
で
あ
る。
」

と
考
察
す
る
（「
こ
ご
し
か

も
伊
予
の
高
嶺」

「
国
語
国
文」

VOl
49

一

九
八
0
年）
。

広
岡

義
隆
氏
は、
「
上
代
で
は
連
嶺
中
の
孤
峰
を
呼
称
す
る
例
は
ま
ず

な
く
て
総
称
す
る
の
が
常
で
あ
る。
」

と
し
て、
「
「
商
嶺」

は
石

鎚
山
を
さ
す
も
の
の、

そ
の
山
脈
だ
け
で
な
く、

射
狭
庭
近
く
ま

で
伸
び
る
山
裾
ま
で
含
め
た
観
念
的
呼
称
と
し
て
の
表
現
と
見
る
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の
が
よ
い
」

と
述
べ
る
（「
伊
予
の
温
泉
の
歌」
「
セ
ミ
ナ
ー
万
葉

の
歌
人
と
作
品
第
七
巻」

二
0
0
一

年）。

吉
田
氏
や
奥
村
氏

は
「
伊
予
の
高
嶺」

と
い
う
歌
語
を、

地
理
的
事
実
を
詠
ん
で
い

る
と
解
釈
し
て
い
る
が、

広
岡
氏
は
「
観
念
的
呼
称
と
し
て
の
表

現」

と
考
察
す
る。

坂
本
信
幸
氏
は
「
伊
予
の
高
嶺
の
射
狭
庭
の

岡
ー
山
部
赤
人
の
伊
予
の
温
泉
の
歌」
（「
美
夫
君
志」

第
四
七
号

一
九
九
三
年）
で
こ
れ
ま
で
の
説
を
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
る
が、

奥
村
氏
の
見
解
に
対
し
「
赤
人
の
歌
句
中、

ま
た
万
葉
集
全
歌
句

中
に
お
い
て、

石
鎚
山
の
神
と
関
わ
る
表
現
は
全
く
見
え
な
い。」

と
反
論
し
て
い
る。

ま
た
「
赤
人
歌
全
体
の
表
現
か
ら
見
て
も
A

の
山
を
B
の
山
と
同
じ
も
の
と
考
え
た
り、

A
の
山
を
見
て、

B

の
山
の
神
を
見
る
よ
う
な
特
殊
な
表
現
は
例
を
見
な
い
。」

と
疑

問
を
呈
し、

こ
の
歌
が
「
天
皇
諧
美
の
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え

て
も
石
鎚
山
の
神
を
そ
こ
に
見
る
必
然
の
あ
る
は
ず
も
な
く、

納

得
し
が
た
い
。
」

と
述
べ
る。

赤
人
の
歌
中
に
「
山
の
神」

の
存

在
を
直
接
的
に
叙
述
し
た
も
の
は
な
く、

坂
本
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
に、

奥
村
氏
の
解
釈
は
納
得
し
が
た
い。

ま
た
坂
本
氏
は、

吉

田
金
彦
氏
が、
「
伊
与
国
風
土
記
逸
文」

に
記
載
さ
れ
た
聖
徳
太

子
の
湯
岡
碑
文
と
関
連
付
け
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す

る。

坂
本
氏
が
論
じ
る
よ
う
に、

吉
田
氏
は
赤
人
の
「
伊
与
の
温

泉
の
歌」

が
そ
の
一
首
全
体
の
発
想
と
構
成
に
お
い
て、

聖
徳
太

子
の
道
後
温
泉
の
碑
文
に
基
づ
く
も
の
考
え
て
い
る。

そ
し
て、

赤
人
は
聖
徳
太
子
の
碑
文
を
本
歌
取
り
の
如
く
に
依
拠
し、

碑
文

の
文
辞
を
巧
妙
に
暗
示
さ
せ
て
い
る
と
述
べ
る。

そ
こ
で
「
伊
予

の
温
泉
の
歌」

を
碑
文
の
順
序
に
翻
案
し
よ
う
と
し
て、

本
来
は

「
こ
ご
し
か
も

伊
予
の
高
嶺
の

島
山
の
よ
ろ
し
き
国
と」

と

あ
る
べ
き
所
を、

順
序
が
逆
に
な
っ
た
と
の
だ
解
釈
す
る。

こ
の

考
察
に
対
し
坂
本
氏
は、
「
赤
人
が
碑
文
の
順
序
に
歌
お
う
と
す

れ
ば、

語
法
と
し
て
「
島
山
の
宜
し
き
国
の

こ
ご
し
か
も
伊
予

の
高
嶺
と
j

と
歌
う
は
ず
で
あ
り、

前
後
の
句
を
同
格
と
し
て
並

べ
さ
せ
る
「
：··
で
あ
っ
て、

そ
し
て
：··
で
あ
る」

の
意
を
表

す
「
の」

は、

前
後
の
句
の
間
に
位
置
し
て
こ
そ、

そ
の
機
能
を

も
つ
わ
け
で
あ
っ
て、
碑
文
の
順
序
に
し
た
が
た
め
に
「
：．．
 と、

…••
の
j

と
な
っ
て、

し
か
も
同
格
と
し
て
並
ん
で
い
る
な
ど

と
は
到
底
考
え
が
た
い。」

と
反
論
す
る。

そ
の
上
で
坂
本
氏
は、

赤
人
が
「
伊
与
国
風
土
記」

を
熟
知
し
て
い
て、

聖
徳
太
子
碑
文

と
「
風
土
記」

の
両
方
を
基
に
し
て
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

を
詠

ん
だ
と
考
え
る。

さ
ら
に
坂
本
氏
は、
「
宮
廷
歌
人
と
し
て
の
赤
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人
の
立
場
と、

こ
の
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

が
長
歌
形
式
で
あ
る

こ
と
を
考
え
れ
ば、

宮
廷
で
人
々
に
披
露
さ
れ
た
に
違
い
な
い
」

と
し、
「
赤
人
は
伊
与
国
に
対
す
る
限
ら
れ
た
知
識
し
か
持
た
な

い
都
人
に
理
解
さ
れ
る
限
り
の
伊
与
国
を
詠
う
べ
き
で
あ
っ
た
」

た
め、
「
伊
予
国
風
土
記」

の
内
容
を
も
と
に
詠
作
し
た
の
で
あ

ろ
う
と
述
べ
て
い
る。
広
岡
義
隆
氏
も
坂
本
氏
の
考
察
を
支
持
し、

「
伊
予
国
風
土
記」

の
記
事
に
基
づ
い
て
詠
作
さ
れ
た
と
見
る
の

が
よ
い
と
す
る。
（
前
出
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」）
。

赤
人
が、

ど
の
よ
う
な
場
で
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

を
成
し
た

の
か
不
明
だ
が、

歌
人
と
し
て
の
赤
人
の
立
場
を
考
え
る
と、

宮

廷、

あ
る
い
は
宴
席
な
ど
の
官
人
た
ち
の
集
ま
る
場
で
詠
ま
れ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば、
「
伊
予
の

高
嶺
の
射
狭
庭
の
岡」

と
い
う
歌
語
は、

地
理
的
状
況
を
表
現
す

る
た
め
だ
け
で
な
く、

伊
予
国
の
概
略
的
な
有
様
を
知
ら
せ
る
た

め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

赤
人
は、

こ
れ
ま
で
に
何
度
か
行
幸
の
あ
っ
た
伊
予
の
温
泉
と
そ

の
周
辺
の
土
地
を
讃
美
し、

都
の
官
人
等
に
伊
与
国
の
歴
史
や
様

子
を
知
ら
せ
る
た
め
に、
「
伊
予
の
温
泉
の
歌
」

を
成
し
た
と
考

え
る
坂
本
氏
の
解
釈
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う。
本
稿
で
は、

「
伊
予
の
裔
嶺
の

射
狭
庭
の
岡」

と
い
う
表
現
は、

伊
予
国
の

歴
史
的
記
憶
と
情
景
を
叙
す
た
め
の
も
の
で、

地
理
的
正
確
さ
を

表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が、

そ
の
考
察
を
衷
付
け
る

た
め、

さ
ら
に
異
な
っ
た
点
か
ら
も
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず、
「
伊
予
の
温
泉
の
歌
」

に
お
け
る
「
山
」

の
も
つ
意
味

と
地
理
的
な
表
現
を
考
え
て
み
た
い
。

そ
こ
で
「
伊
予
の
温
泉
の

歌」

と
同
じ
よ
う
に
国
土
諧
美
的
表
現
の
あ
る
赤
人
歌
に
つ
い
て

検
討
す
る。

赤
人
の
叙
景
的
表
現
の
あ
る
短
歌
（
長
歌
の
反
歌
を

除
く）

で、

土
地
ぼ
め
の
意
味
を
第
一

義
と
し
て
詠
ん
で
い
る
作

品
は
な
い
と
考
え
る
の
で、

長
歌
十
三
首
に
つ
い
て
検
討
し
た。

十
三
首
中、

国
ぽ
め
的
表
現
を
持
ち、

土
地
の
名
称
が
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
歌
は
九
首
あ
る。
(
3・
三
一

七）
．
（
3．
三
二
四）
・
(
6
.

九
一

七）
．
（
6．
九
二
三）
．
（
6．
九
二
六）
・
(
6・
九
三
三）
・
(
6
.

九
三
八）
（
6·
I

 

0
0
五）
、

そ
し
て
こ
の
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

で
あ
る。

こ
の
中
に
眼
前
の
景
の
叙
述
に
お
い
て、

地
理
的
な
位

龍
関
係
を
正
確
に
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う

か。

3・
三
一

七
の
「
山
部
宿
稲
赤
人
望
富
士
歌
一

首」

は
作
歌

年
代
の
記
載
が
な
い
が、

巻――ー
が
概
ね
年
代
順
の
配
列
を
と
っ
て

い
る
の
で、

神
亀
年
間
か
そ
れ
に
近
い
頃
の
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
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士
山
の
神」

の
存
在
そ
の
も
の
を
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

。

す
る
必
要
の
な
い
場
所
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

ら
れ
て
い
る
（
坂
本
信
幸
「
赤
人
の
富
士
の
山
の
歌」
「
セ
ミ
ナ
ー

二
0
0
一

年）
。

こ
の
歌
は
三

神
さ
ぴ

富
士
の
高
嶺
を

振
り

放
け
見
れ
ば
」

で
富
士
の
高
嶺
が
ど
の
よ
う
な
山
で 、

何
処
に
存

在
す
る
山
で
あ
る
か
を
述
べ
て
い
る 。

し
か
し 、

駿
河
に
あ
る
高

く
て
貴
い
富
士
山
と
い
う
だ
け
で 、

そ
れ
以
外
の
地
理
的
な
説
明

は
な
い

。

ま
た 、
「
神
さ
ぴ
て
」

と
は
表
現
さ
れ
て
い
る
が 、
「
富

3・
三
二
四
「
神
岳
に
登
り
て 、
山
部
宿
禰
赤
人
が
作
る
歌」

で
も 、

同
じ
よ
う
に
作
歌
年
代
お
よ
び
作
歌
事
情
は
記
さ
れ
て
い
な
い

。

「
三
諸
の

神
奈
備
山
に

五
百
枝
さ
し
」

と
歌
う
だ
け
で 、
「
み

も
ろ
の
神
奈
備
山」

の
位
置
は
確
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る 。

ま
た 、
「
神
奈
備
山
」

と
は
神
の
鎮
座
す
る
山
で
あ

る
が 、
そ
の
山
に
登
っ
て
作
歌
し
た
と
い
う
事
だ
け
で 、
「
山
の
神」

に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い

。

次
に 、

行
幸
従
駕
時
の
作
品

に
つ
い
て
見
て
い
く 。

か

6・
九
一

七
「
神
亀
元
年
甲
子
の
冬
十
月
五
日 、

紀
伊
国
に

幸
せ
る
時
に 、

山
部
宿
稲
赤
人
が
作
る
歌
一

首」

は
行
幸
従
駕
歌

で
あ
る
た
め 、

そ
の
作
歌
年
代
お
よ
び
事
情
は
題
詞
か
ら
明
白
で

あ
る 。

し
か
し
雑
賀
野
と
沖
つ

島 、

玉
津
島
の
位
骰
的
関
係
は、

「
や
す
み
し
し

沖
つ

島
：
：

然
そ
貴
き

山」

と
詠
ま
れ
て
は
い
る
が 、

雑
賀
野
か
ら
見
え
る
沖
つ
島
や
玉

津
島
の
位
置
関
係
が
正
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

6・
九
二
0
「
神
亀
二
年
乙
丑
の
夏
五
月 、

吉
野
の
離
宮
に
幸
せ
る
時
に 、

笠
朝
臣
金
村
が
作
る
歌」

の
あ
と

に
並
べ
て
掲
げ
ら
れ
た
九
ニ―――
ー

九
二
七
「
山
部
宿
禰
赤
人
が
作

る
歌
二
首」 、

6
·

1

 

0
0
五
「
八
年
丙
子
の
夏
六
月 、

吉
野
の
離

宮
に
幸
せ
る
時
に 、

山
部
宿
稲
赤
人
が
詔
に
応
へ
て
作
る
歌
一

首」

は、
す
べ
て
吉
野
離
宮
で
作
歌
さ
れ
た
行
幸
従
駕
歌
で
あ
る 。

わ
ご
大
君
の

九
二
三
「
や
す
み
し
し

た
た
な
づ
く

「
や
す
み
し
し

わ
ご
大
君
は我

が
大
君
の

吉
野
の
宮
は

し
し

1

0
0
五

は

高
知
ら
す

万
葉
の
歌
人
と
作
品

段
か
ら
な
り 、
4

第
一

段
「
天
地
の

駿
河
な
る

高
く
貴
き

天
の
原

野
ゆ

そ
が
ひ
に
見
ゆ
る

分
か
れ
し
時
ゆ

わ
ご
大
君
の

常
宮
と

仕
へ

奉
れ
る

み
吉
野
の
秋
津
の
小
野
の
」 、

見
し
た
ま
ふ

玉
津
島

吉
野
の
宮

青
垣
隠
り」

と
詠
ま
れ 、

九
二
六
「
や
す
み

山
商
み
」

と
あ
る
だ
け
で 、

他
の
地
理
的
な
説
明
は
な
い

。

吉
野

宮
は、

赤
人
の
周
囲
の
官
人
等
に
改
め
て
地
理
的
な
位
個
を
説
明

雑
賀

第
七
巻
j
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大
海
の
原
の

あ
ら
た
へ
の

藤
井
の
浦
に
」

と
歌
わ
れ
て

い
る
が、

地
理
的
な
位
置
関
係
が
詳
し
く
詠
ま
れ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
だ
ろ
う。

こ
こ
に
あ
げ
た
行
幸
従
駕
の
長
歌
六
首
の
う
ち
五
首
が
「
わ
ご

大
君
」

で
歌
い
始
め
ら
れ、
天
皇
讀
美
の
形
式
に
則
っ
て
い
る
が、

そ
の
よ
う
な
歌
に
お
い
て
も
地
理
的
位
置
関
係
が
正
確
に
記
述
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

と
す
る
な
ら
ば、

行
幸
歌
で
は
な
い

の す
み
し
し

印
南
野

難
波
の
宮
に
」

と
い
う
歴
史
的
な
時
間
経
過
と
宮
の

名
称
だ
け
の
叙
述
と
な
っ
て
い
る。

官
人
た
ち
に
と
っ
て、

難
波

宮
は
吉
野
宮
と
同
じ
く
ら
い
馴
染
み
深
い
土
地
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
考
え
る。

そ
の
た
め
地
理
的
な
説
明
は
必
要
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う。

6・
九
三
五
「
三
年
丙
寅
の
秋
九
月
十
五
日
に、

播
磨

国
の
印
南
野
に
幸
せ
る
時
に、

笠
朝
臣
金
村
が
つ
く
る
歌
一

首
」

と
並
ぶ
九
三
八
「
山
部
宿
禰
赤
人
が
作
る
歌
一

首
」

で
は、
「
や

我
が
大
君
の

神
な
が
ら

高
知
ら
せ
る

お
し
て
る

遠
き
が
ご
と
く

か。

6・
九
二
八
「
冬
十
月、

難
波
宮
に
幸
せ
る
時
に、

笠
朝
臣

金
村
が
作
る
歌
一

首
」

と
共
に
並
ぶ
九
三
三
「
山
部
宿
禰
赤
人
が

作
る
歌
一

首
」

に
う
た
わ
れ
る
難
波
宮
も、

吉
野
宮
と
同
じ
よ
う

に、
「
天
地
の

長
き
が
ご
と
く

日
月
の

「
伊
予
の
温
泉
の
歌
」

で
は、

尚
更
に
地
理
的
正
確
さ
を
求
め
る

必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

現
在、

目
に
す
る
こ
と
の

で
き
る
G
「
伊
予
国
風
土
記」

は
逸
文
だ
け
で
あ
り、

朝
廷
に
献

じ
ら
れ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
詳
細
に
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
坂
本
氏
や
広
岡
氏
の
「
赤
人
の

「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

は
『
風
土
記」

の
記
事
を
基
に
し
て
作
ら

れ
た
」

と
い
う
考
察
は
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が、

明
確
に

判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う。

し
か
し、

赤
人
は
伊
予
国

を
謹
美
し、

都
人
に
伊
予
国
の
状
況
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め

に、

伊
与
の
最
高
峰
で
あ
り
伊
予
を
代
表
す
る
山
で
あ
っ
た
石
鎚

山
を、
「
伊
予
の
高
嶺
の
」

と
表
現
し
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か。

さ
ら
に、

こ
の
「
伊
予
の
温
泉
の
歌
」

は
聖
武

天
皇
に
つ
な
が
る
皇
統
を
讃
美
す
る
意
図
も
含
ん
で
い
る
と
考
え

ら
れ
る
が、

次
章
か
ら
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

こ
こ
か
ら
は、
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

の
初
句
7「
天
皇
の
」

に

つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

赤
人
の
天
皇
諧
美
的
作
品
に
お
い
て
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一

章
で
見
た
よ
う
に、
「
や
す
み
し
し

わ
ご
大
君」

と
い
う
表
現
が
最
も
多
く
「
天
皇
の

神
の
命
の
」

と
い
う
表
現
は
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

だ
け
で
あ
る。

こ
の
点
に

つ
い
て
坂
本
氏
は、
「
「
皇
祖
の

神
の
命
の

敷
き
い
ま
す
j

と

い
う
歌
い
出
し
は
赤
人
作
品
中
唯
一

で
あ
り、

歴
代
の
天
皇
を
意

味
す
る
句
で
始
め
た
の
は、

伊
予
の
温
泉
を
歴
代
の
天
皇
の
行
幸

の
事
実
に
よ
っ
て
諧
美
す
る
表
現
意
図
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ

に
違
い
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
「
天
皇
の
」

と
い
う
語
句
だ
け

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が、

高
松
寿
夫
氏
は
「
道

後
温
泉
付
近
で
の、

度
重
な
る
行
幸
の
故
事
を
踏
ま
え
つ
つ
、

そ

の
地
が
古
く
か
ら
王
権
と
所
縁
が
深
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る。
」

と
考
察
す
る
（

「
山
部
赤
人
の
方
法
と
時
代
状
況」

「
国
文
学
研

究」

136

ニ
0
0
二
年）
。

広
岡
義
隆
氏
は、

こ
の
長
歌
が
三
段

構
造
と
な
っ
て
お
り、
「
「
皇
祖
神
の」

か
ら
始
ま
る
第
一

段
は
説

話
伝
承
上
の
悠
久
の
過
去
か
ら
近
時
の
過
去
ま
で
を
説
き
起
こ

す」

と
す
る
（

前
出
「
伊
与
の
温
泉
の
歌」）
。

ま
た、

鈴
木
崇
大

氏
は、
「
赤
人
は
巻
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る
行
幸
従
駕
歌
群
で
は、

「
や
す
み
し
し

我
ご
大
君
j

と
歌
い
出
し
て
聖
武
天
皇
を
表
し

て
い
る
が、
「
天
皇
の

神
の
命
j

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
当
該

用
い
ら
れ
る
語
句
は、

（

以
後
「
新
大
系」）

は、

こ
の
一

六
七
番
歌
の
注
で、
「
草
壁
皇

万
葉
集」

き
で
あ
ろ
う」
（

「
「
歌」

を
「
思」

と
い
う
こ
と
」

「
上
代
文
学」

llS

ニ
0
一

五
年）

と
述
べ
て
い
る。

本
稿
で
も
同
様
に、
「
天

皇
の

神
の
命」

は
「
聖
武
天
皇
へ
と
継
続
し
て
き
た
代
々
の
天

皇
」

を
詠
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が、

第
一

旬、
「
天
皇
の
」

に
つ
い
て
「
万
薬
集」

中
の
歌
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
す
め
ろ
き
の
」

と
い
う
語
句
の
あ
る
「
万
葉
集」

の
歌
は、

人
麻
呂
の
「
近
江
荒
都
歌」
(
l．
二
九）
、
「
日
並
皇
子
の
挽
歌」

(
2
•
一

六
七）、

笠
金
村
の
「
志
貴
皇
子
の
挽
歌」
（

2
.
二
三
0)

な
ど
二
十
首
存
在
す
る。

そ
の
中
か
ら、

ま
ず、

柿
本
人
麻
呂

の
「
日
並
皇
子
尊
の
殖
宮
の
時
に、

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌

一

首
併
せ
て
短
歌」
（
2．
一

六
七）

を
揚
げ
る。

日
並
皇
子
と

は、

天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
草
壁
皇
子
の
こ

と
で、

天
武
崩
御
の
三
年
後、

持
統
天
皇
三
年
（

六
八
九）

に

二
十
八
歳
で
没
し
て
い
る。
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系

子
の
即
位
を
切
望
し
て
い
た
母
持
統
に
と
っ
て、

皇
子
の
死
は
大

き
な
衝
撃
で
あ
っ
た。

葬
送
の
地
は
真
弓
の
岡、

そ
こ
に
殖
宮
が

営
ま
れ
た。
」

と
説
明
し
て
い
る。

歌
で
は、

型
武
で
は
な
い
過
去
の
天
皇
を
指
し
て
い
る
と
見
る
べ
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か
を

高
知
り
ま
し
て

朝
言
に

御
言
問
は
さ
ず

日
月
の

つ
れ
も
な
き

真
弓
の
岡
に

宮
柱

太
敷
い
き
ま
L

み
あ
ら

て
（

一

に
云
ふ、
「
食
す
国」）

天
つ
水

仰
ぎ
て
待
つ
に

い
か
さ
ま
に

思
ほ
し
め
せ
か

四
方
の
人
の

大
船
の

思
ひ
頼
み

上
リ
い
ま
し
ぬ

ば
」）

我
が
大
君

皇
子
の
尊
の

費
か
ら
む
と

春
花
の

望
月
の

た
た
は
し
け
む
と

天
の
下

天
の
下

し
ら
し
め
し
せ
ば

ー、

（

一

に
云
ふ、
「
神
登
リ

ヽ

い
ま
し
に
し
カ

子
は

飛
ぶ
烏
の

す
め
ろ
き

天
皇
の

て

敷
き
ま
す
国
と

天
の
原

石
門
を
開
き

神
上

(
2・
一

六
九）

清
御
原
の
宮
に

神
な
が
ら
高
照
ら
す

日
の
皇

あ
か
ね
さ
す

ぬ
ば
た
ま
の

天
雲
の

八

重
雲

天
地
の

知
ら
L
め
す

い
ま
せ
ま
つ
り
L

寄
リ
合
ひ
の
極
み

八

重
か
き
分
け
て
（

一

に
云
ふ、
「
天
雲
の

分
け
て」）

神
下
し

太
敷
き
ま
し

夜
渡
る
月
の

日
は
照
ら
せ
れ
ど

隠
ら
く
惜
し
も
（

或
本
は、

件
の
歌
を
以
て
後
の
皇
子
草
の
殖
宮

の
時
の
歌
の
反
と
せ
リ）

こ
の
長
歌
の
第
一

段
で
は、
「
天
地
の
初
め
の
時」

か
ら
「
神

上
が
り
上
が
り
い
ま
し
ぬ
」

ま
で、

天
武
天
皇
へ
と
連
な
る
歴
史

的
状
況
を
述
べ
る
。

そ
し
て、

第
二
段
で
「
我
が
大
君

皇
子
の

尊
の

天
の
下」
と
日
並
皇
子
に
関
し
て
叙
述
し
て
い
く。
『
全
集」

は、
「
天
皇
の
」

の
箇
所
を
「
こ
の
国
は

代
々
の
天
皇
が

お

治
め
に
な
る
国
だ
と
し
て
」

と
現
代
語
訳
し
て
お
り、
「
新
大
系」

神
の
尊
と

(
2・
一

六
八
）

日
女
の
華」）

天
を
ば

知
ら
し
め
す
と

華
原
の

瑞
穂
の
国

ひ
さ
か
た
の

皇
子
の
御
門
の

し
時
に

天
照
ら
す

日
女
の
尊
（

一

に
云
ふ、
「
さ
し
あ
が
る

千
万
神
の

神
集
ひ

集
ひ
い
ま
し
て

神
は
か
リ

は
か
リ

日
並
皇
子
尊
の
濱
宮
の
時
に、

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作

る
歌
一

首
併
せ
て
短
歌

始
め
の
時
の

反
歌
二
首天

見
る
ご
と
く

荒
れ
ま
く
惜
し
も

仰
ぎ
見
し

天
地
の

ひ
さ
か
た
の

天
の
河
原
に

八
百
万

す」）

（

2.
一

六
七）

も
（

一

に
云
ふ、
「
さ
す
竹
の

行
く
へ
知
ら
に

ま
ね
く
な
リ
ぬ
れ

そ
こ
故
に

皇
子
の
宮
人

皇
子
の
宮
人

行
く
へ
知
ら
ず
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に
語
ら
く

な
に
し
か
も

も
と
な
と
ぷ
ら
ふ

聞
け
ば

音
の

小
雨
に
降
れ
ば

白
た
へ
の

立
ち
留
ま
リ

我

る
火
を

玉
鉾
の

麻
呂
の
歴
史
的
叙
述
と
比
較
し
て、
「
天
皇
の

き
い
ま
す」

と
い
う
三
語
だ
け
で
継
続
す
る
時
間
を
詠
ん
だ
赤
人

の
表
現
は、

非
常
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る。

霊
亀
元
年、

歳
次
乙
卯
の
秋
九
月
に、

志
貴
親
王
の
斃

ず
る
時
に
作
る
歌
一

首
井
短
歌

手
に
取
り
持
ち
て

ち
向
か
ふ

高
円
山
に

何
か
と
問
へ

ば

ま
す
ら
を
の

春
野
焼
く

さ
つ
矢
手
挟
み

野
火
と
見
る
ま
で

道
来
る
人
の

衣
ひ
づ
ち
て

三
笠
山

右
の
歌
は、

笠
朝
臣
金
村
が
歌
集
に
出
で
た
リ。

こ
の
歌
の
「
天
皇
の
」

は、
「
神
の
皇
子
の
」

に
係
り、

志
貴

皇
子
の
父
（
天
智
天
皇）
、

あ
る
い
は
皇
子
に
続
く
皇
統
を
指
し

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う。

次
に
「
右
の
二
十
一

首、

田
辺
福
麻
呂
が
歌
集
の
中
に
出
で
た

り。
」

と
い
う
左
注
の
あ
る
歌
か
ら、
「
奈
良
の
故
郷
を
悲
し
び
て

作
る
歌」
(
6·
1

 

0
四
七）

を
掲
げ
る。

泣
く
涙

燃
ゆ

梓
弓

立

笠
金
村
の
歌
を
掲
げ
る。

久
に
あ
ら
な
く
に

次
に、

赤
人
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
「
宮
廷
歌
人
」

野
辺
行
く
道
は

る
人
な
し
に

神
の
命
の

た
日
並
皇
子
腺
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
よ
う
な
人

な
ど
の
他
の
注
釈
書
で
も
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る。

す
な
わ

ち、

こ
の
一

六
七
番
歌
に
あ
る
「
天
皇
の
」

は、

過
去
か
ら
続
い

て
き
た
歴
代
の
皇
統
を、
「
我
が
大
君
」

は、

今
は
亡
く
な
ら
れ

高
円
の

出
で
ま
し
の

短
歌
二
首

野
辺
の
秋
萩

み
L
泣
か
ゆ

語
れ
ば

こ
き
だ
く
も

(
2・
ニ
三
一
）

(
2・
ニ
三
二
）

繁
く
荒
れ
た
る
か

い
た
づ
ら
に

咲
き
か
散
る
ら
む

見

手
火
の
光
そ

そ
こ
ば
照
リ
た
る
(
2・
ニ
三
〇）

す
め

ろ
き

心
そ
痛
き

天
皇
の

神
の
皇
子
の
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は

馬
も
行
か
ず

人
も
行
か
ね
ば

立
ち
行
け
ば

さ
す
竹
の

大
宮
人
の

(
6
.

 \
 0
四
七）

通
ひ
L
道

荒
れ
に
け
る
か
も

踏
み
平
し

春
花
の

だ
ろ
う。

こ
の
他
の
歌
に
あ
る
「
す
め
ろ
き
の
」

と
い
う
語
句
の
表
現
す

る
も
の
を
検
討
し
て
み
て
も、

他
の
歌
と
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ

も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

の

引
き
の
ま
に
ま
に

う
つ
ろ
ひ
変
は
リ

群
鳥
の

朝

め
リ
し

奈
良
の
都
を

新
た
代
の

事
に
し
あ
れ
ば

大
君
の

み

万
代
に

栄
え
行
か
む
と

思
へ
り
し

頼

の

う
ち
は
へ
て

思
ヘ
リ
し
く
は

天
地
の

寄
リ
合
ひ
の
極

し

さ
雄
鹿
は

里
見
れ
ば

里
も
住
み
良
し

も
の
の
ふ
の

八
十
伴
の
男

、
ら
し
リ
来
れ
ば

生
駒
山

飛
火
が
岡
に

萩
の
枝
を

し
が
ら
み
散

要
呼
び
と
よ
む

山
見
れ
ば

山
も
見
が
欲

神
の

木
の
暗
臆
リ

か
ほ
烏
は

間
な
く
し
ば
嗚
く

露
霜
の

秋
さ

ろ
ひ
の

春
に
し
な
れ
ば

春
日
山

笠
の
野
辺
に

桜
花

八
百
万

千
年
を

か
ね
て

定
め
け
む

奈
良
の
都
は

か
ぎ

な
づ
き
に
し

荒
れ
行
け
ば

出
で
立
つ
ご
と
に

御
子
の
継
ぎ
継
ぎ

天
の
下

奈
良
の
故
郷
を
悲
し
び
て
作
る
歌
一

首
併
せ
て
短
歌

や
す
み
し
し

れ
ま
さ
む

敷
き
ま
せ
る

知
ら
し
ま
さ
む
と

大
宮
す
ら
を

嘆
き
し
増
さ
る

ひ
に
け
リ 反

歌
二
首古

き
都
と

奈
良
の
都
の

(
6.
 \
 0
四
九）

1

0
四
七
の
長
歌
で
は、
「
我
が
大
君」

と
「
天
皇
の

御
代
よ
り」

の
二
つ
の
語
句
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で、

違
い
を
比

較
す
る
こ
と
が
で
き
る。
「
全
集」

が
「
我
が
大
君
の
君
臨
さ
れ

る
大
和
の
国
は、

神
武
の
帝
の
御
世
以
来、

都
し
て
こ
ら
れ
た
国

で
あ
る
の
で
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
よ
う
に、
「
我
が
大
君」
は、

「
天
皇
の
神
の
御
代
よ
り」

続
い
て
い
る
「
大
和
の
国
を

高
敷

か
す」

現
在
の
統
治
者
（
天
皇）

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

の

神
の
御
代
よ
リ

国
に
し
あ
れ
ば

生

(
6.
 \
 0
四
八
）

我
が
大
君
の

高
敷
か
す

大
和
の
国
は

す
C

ろ
き

天
皇

立
ち
変
は
リ

な
リ
ぬ
れ
ば

道
の
柴
草

長
く
生
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の 第
一

句
か
ら
第
三
句、
「
天
皇
の

敷
き
い
ま
す」

が
歴
史
的
時
間
の
経
過、

言
い
換
え
れ
ば
代
々
続
い
て
き
た
皇
統

を
表
現
し
た
歌
句
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
と
考
え
る。

「
伊
与
の
温
泉
の
歌」

の
表
現
と
比
較
す
る
た
め
に、

赤
人
の

他
の
作
品
の
な
か
に
歴
史
的
な
表
現
の
あ
る
歌
を
探
し
て
み
る
と

長
歌
・
短
歌
あ
わ
せ
て
六
首
あ
る
が、
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

と

比
較
す
る
た
め
長
歌
に
限
っ
て
検
討
す
る。
「
山
部
宿
禰
赤
人
が

富
士
の
山
を
望
む
歌」
(
3・
三
一
七）、
「
神
岳
に
登
り
て、

山
部

宿
稲
赤
人
が
作
る
歌
一
首」
(
3・
三
二
四）、
「
神
亀
元
年
甲
子
冬

十
月
五
日、

紀
伊
国
に
幸
し
し
時
に、

山
部
宿
禰
赤
人
が
作
る

歌」
（
6
.

九
一
七）、
「
冬
十
月、

難
波
宮
に
幸
せ
る
時
に、

笠
朝

臣
金
村
が
作
る
一
首
併
せ
て
短
歌
」

と
い
う
歌
の
後
ろ
に
置
か
れ

た
「
山
部
宿
稲
赤
人
が
作
る
歌
」

（
6．
九
三
三）

で
あ
る。

そ
の

ほ
か
に、
「
勝
鹿
の
真
間
の
娘
子
が
墓
に
過
る
時
に、

山
部
宿
禰

赤
人
が
作
る
歌」
(
3・
四
三
一
）、

が
あ
る
が、

こ
れ
は
伝
説
に

基
づ
く
歌
で
あ
り、

時
間
経
過
を
表
す
語
句
が
使
わ
れ
る
の
は
当

然
で
あ
ろ
う。

し
た
が
っ
て
行
幸
歌
な
ど
と
同
一
に
取
り
扱
う
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
省
略
す
る。
「
富
士
山
の
歌」

で
は
「
天
地

分
か
れ
し
時
ゆ」、
「
神
岳
に
登
る
歌」

で
は
「・・・
つ
が
の

神
の
命
の

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に

で
は、
「
神
代
よ
り

地
の

遠
き
が
ご
と
く

…・
旧
き
都
は
」、
「
紀
伊
国
行
幸
歌」

然
そ
貴
き」、

難
波
行
幸
従
駕
歌
で
は
「
天

日
月
の
長
き
が
ご
と
く」

な
ど、

短
い

叙
述
で
経
過
し
た
時
間
を
表
現
し
て
い
る。

柿
本
人
麻
呂
の
前
掲

「
日
並
皇
子
の
挽
歌」

や
「
高
市
親
王
の
挽
歌」

な
ど
は、

天
地

創
世
の
頃
か
ら
詠
い
出
さ
れ、

皇
統
が
諧
美
さ
れ
て
詠
作
対
象
の

皇
子
や
皇
女
な
ど
に
至
る
が、

そ
れ
ら
と
比
較
し
て、

赤
人
の
歴

史
的
叙
述
は、
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

も
含
め
長
歌
五
首
全
て
の

作
品
に
お
い
て、

非
常
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う。

こ
の
よ
う
に
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

に
お
い
て、
「
我
が
大
君
」

で
は
な
く
「
す
め
ろ
き」

と
い
う
語
句
を
使
用
し
た
の
は、

赤
人

が
こ
の
歌
に
よ
っ
て
聖
武
天
皇
に
つ
な
が
る
歴
史
的
時
間
経
過
を

表
現
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。

す
な
わ
ち、

聖
武
へ
つ
な
が
る
代
々
の
天
皇
を
表
す
言
葉
が

「
す
め
ろ
き
の」

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

赤
人
は、

人
麻
呂

と
比
較
し
て
短
縮
さ
れ
た
表
現
の
な
か
に、

過
去
か
ら
未
来
に
継

承
さ
れ
る
皇
統
を
表
現
し
よ
う
と
し
た、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
「
伊
予
の
温

泉
の
歌」

が
詠
ま
れ
た
意
図
の
一
っ
と
し
て、

聖
武
天
皇
へ
と
続

木
の
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「
岡
に
立
た
し
て

歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
し
」

と
い
う
歌
句
に

つ
い
て
考
察
す
る
上
で、

こ
の
歌
の
構
成
の
基
と
な
っ
て
い
る
可

能
性
の
高
い
『
伊
予
国
風
土
記』

と、

こ
れ
ら
の
歌
句
そ
れ
ぞ
れ

と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

「
伊
与
国
風
土
記
逸
文」

の
「
伊
社
迩
波
の
岡」

条
に、

伊
予

の
温
泉
に
行
幸
し
た
天
皇
に
つ
い
て
五
度
と
記
さ
れ
て
い
る。

長

く
な
る
が、
「
伊
与
国
風
土
記
逸
文」

の
「
湯
の
郡

の
岡」

の
項
（
一

部
分）

を
記
し
て
み
る。

伊
社
迩
波

＜
皇
統
を
歌
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か。

第
二
章
で
の
考
察
を
さ
ら
に
検
討
す
る
た
め
に、
「
伊
予
の
温

泉
の
歌」

に
詠
ま
れ
た、

す
な
わ
ち
詠
作
対
象
と
な
っ
た
天
皇
が

ど
の
天
皇
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

そ
れ
を
明
確
に
す
る
た

め
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、
「
岡
に
立
た
し
て

歌
思

ひ

辞
思
ほ
し
し」

と
い
う
語
句
の
主
語
と
な
る
人
物
が
誰
か
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。

天
皇
た
ち、

湯
に
幸
行
し
降
り
坐
し
し
こ
と
五
度
な
り。

大
帯

日
子
の
天
皇
（
景
行）

と
大
后
な
る
八
坂
入
姫
の
命
と
の
二
狸
を

以
て
一

度
と
な
す
①。

帯
中
日
子
の
天
皇
（
仲
哀）

と
大
后
（
神

功
皇
后）
な
る
息
長
帯
姫
の
命
と
の
二
狸
を
以
て
一

度
と
な
す
②゚

上
宮
の
聖
徳
の
皇
子
（
聖
徳
太
子）

を
以
て
一

度
と
し、

ま
た
侍

な
る
高
麗
の
恵
慈
僧
と
葛
城
の
臣
た
ち
な
り
③。

時
に
湯
の
岡
の

側
に
ぶ
呼
文
を
立
て
た
ま
ふ
。

そ
れ、

碑
文
を
立
て
た
ま
ひ
し
処

を
伊
社
迩
波
の
岡
と
謂
ふ
。

伊
社
迩
波
と
名
く
る
由
は、

当
土
の

諸
人
等
そ
の
碑
文
を
見
む
と
欲
ひ
て
伊
社
那
比
来
れ
り。

因
り
て

伊
社
ホ
波
と
謂
ふ、

本
な
り。

碑
文
に
記
し
て
云
ふ
。
（
碑
文
省

略）

岡
本
の
天
皇
（
舒
明）

と
皇
后
（
後
の
皇
極
・

斉
明）

と
の

二
厘
を
以
て
一

度
と
な
す
④。

時
に
大
殿
戸
に
楷
と
臣
の
木
と
あ

り。

そ
の
木
に
鵜
と
比
米
と
の
烏、

集
き
止
ま
れ
り。

天
皇、

こ

の
烏
が
為
に
枝
に
稲
穂
ど
も
を
繋
け
て
姜
ひ
賜
ふ。

後
の
岡
本
の

天
皇
（
斉
明）

と
近
江
の
大
津
の
宮
に
御
宇
ひ
し
天
皇
（
後
の
天

智）
、

ま
た
浄
御
原
の
宮
に
御
宇
ひ
し
天
皇
（
後
の
天
武）

の
三

狸
を
以
て
一

度
と
な
す
⑤。

こ
を
幸
行
五
度
と
謂
ふ
。
（
そ
れ
ぞ

れ
の
行
幸
の
行
わ
れ
た
順
番
を
①、

②
の
よ
う
に、

0
で
囲
ん
だ
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ら
れ
て
い
る。

そ
の
論
文
の
中
で、

広
岡
氏
は、
「
こ
の
作
品
の

「
伊
与
の
温
泉
の
歌
」

に
歌
わ
れ
て
い
る
天
皇
は、
「
伊
与
国
風

土
記
逸
文」

に
あ
る
天
皇
（
上
古
の
代
々
の
天
皇
と
い
う
説
を
除

き）

の
中
の
誰
か
で
あ
る
と
考
え
て、

大
き
な
径
庭
は
な
い
だ
ろ

う。

そ
の
う
ち
の
一

度
の
行
幸、

あ
る
い
は
一

人
の
天
皇
だ
け
を

詠
作
対
象
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か。

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

説
が
出
さ
れ
て
い
る
が、

広
岡
義
隆
氏
の
引「
伊
予
の
温
泉
の
歌
」

（
前
出）

に、

こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
が
解
か
り
や
す
く
ま
と
め

（
詞
「
是
の
時、

宮
の
前
に
二
の
樹
木
在
り
」

と
云
々
。

伊
予
の

あ
ろ
う。
「
岡
に
立
た
し
て
」、
「
歌
思
ひ
」
「
辞
思
ほ
し
し」

の
主

二
の
木
【
断
片】

（
臣
の
木、

尋
ぬ
べ
し）

ほ
し
し
」

と
い
う
語
句
は
『
万
葉
集」

の
他
の
歌
に
は
見
ら
れ
な

い
特
異
な
表
現
で
あ
り、
「
岡
に
立
た
し
て
」

と
い
う
敬
語
表
現

重
要
で
あ
る
と
思
う。

最
初
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
は、
「
岡
に
立
た
し
て
」

の
主
語
と
「
歌
思
ひ
」

の
主
語、
「
辞
思
ほ
し
し
」

の
主
語
を
同

じ
と
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
で
あ
る。
広
岡
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば、

「
歌
思
ひ
」

の
主
語
と
「
辞
思
ほ
し
し
」

の
主
語
は
多
く
の
解
釈

で
一

致
し
て
い
る
と
い
う。

ま
た、
「
歌
思
ひ
」
「
辞
思
ほ
し
し
」

の
主
語
と
「
岡
に
立
た
し
て
」

の
主
語
は
一

致
し
て
お
り、

そ
れ

は
文
章
論
理
の
必
然
で
あ
る
と
い
う。

確
か
に
文
章
の
構
造
上、

三
つ
の
語
句
の
主
語
は
同
一

で
な
け
れ
ば
文
章
が
成
立
せ
ず、

歌

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
に
く
く
な
り、

広
岡
氏
の
論
の
通
り
で

語
は
同
一

人
物
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る。

次
に
「
歌
思
ひ

辞
思
ふ
」

と
い
う
表
現
が、

何
を
表
し
て
い

る
か
で
あ
る
が、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
れ
ら
の
歌
句
は
「
万
葉
集」

二
の
木
と
は、
一

は
楷
の
木、
一

は
臣
の
木
と
云
へ
り。

国
の
風
土
記
に
云
ふ）

と
共
に、

赤
人
の
作
歌
意
図
を
考
え
る
上
で、

広
岡
氏
の
指
摘
は

の
天
皇
名
は
稿
者）

し」

の
三
句
に
存
在
す
る。
」

と
述
べ
て
い
る。
「
歌
思
ひ

辞
思

数
字
で
示
し
た。

広
岡
氏
の
分
類
に
よ
る。

ま
た
（
仲
哀）

な
ど

卒
む
問
題
の
多
く
が、
「
岡
に
立
た
し
て

歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
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の
他
の
歌
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る。
そ
の
た
め、

「
万
葉
集」

中
の
歌
の
左
注
や
「
風
土
記」」

か
ら
考
察
を
加
え
た

注
釈
書
や
論
文
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る。
「
全
集』

は
三
二
二
番
の

注
に
お
い
て、
「
斉
明
天
皇
の
七
年
（
六
六
一
）

天
皇
が
夫
君
舒

明
天
皇
と
こ
の
地
に
遊
ん
だ
往
時
を
偲
び
歌
を
作
っ
た
（
八
左
注）

こ
と
を
い
う
か。

こ
の
「
辞」

は
「
歌」

に
同
じ。
」

と
解
説
し

て
い
る。
「
新
大
系」

も、
「
こ
の
歌
の
作
者
赤
人
が
「
歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
し」

と
回
顧
追
想
し
た
行
幸
は、

斉
明
天
皇
七
年
の
そ

れ
で
あ
ろ
う
か。

舒
明
天
皇
九
年
（
六
三
七）
、

後
の
斉
明
天
皇

は
夫
君
舒
明
天
皇
と
と
も
に
こ
の
地
に
遊
ん
だ。

そ
の
時
の
こ
と

を
回
想
し
て、

斉
明
天
皇
は
「
歌
詠
を
製
り
て
哀
偏
j

し
た
と
伝

え
ら
れ
る
（
八
左
注
所
引
「
類
衆
歌
林」）
。
」

と
し
て
い
る。

さ

ら
に
「
新
潮
日
本
古
典
集
成

万
葉
集」
（
以
後
「
集
成」）

も
同

様
に
八
番
歌
の
左
注
を
引
い
て
解
説
す
る。
「
歌
思
ひ

辞
思
ほ

し
し」

と
い
う
語
句
が、

こ
の
長
歌
以
外
「
万
葉
集」

の
歌
中
に

見
出
せ
な
い
以
上、
本
稿
で
も
「
万
葉
集」

の
左
注
や
「
風
土
記」

な
ど
の
他
資
科
か
ら
検
討
す
る
し
か
な
い
と
考
え
る。

「
歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
し」

に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に、

こ
の

表
現
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
臣
の
木
も
生
ひ
継
ぎ
に
け

声
も
変
は
ら
ず」

と
い
う
歌
句
の
「
臣
の
木」

と
「
鳴
く
烏」
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。
「
全

集」

は
こ
の
長
歌
の
注
で、
「
臣
の
木
ー
未
詳。

逸
文
「
伊
与
国

風
土
記」

に、

舒
明
天
皇
行
幸
の
際、

仮
宮
の
前
の
楷
・

臣
の
二

本
の
木
に
集
ま
っ
た
烏
に
稲
穂
を
つ
い
ば
ま
せ
た、

と
あ
る。

そ

の
時
か
ら
百
年
近
く
経
て
お
り、
そ
の
間
に
臣
の
木
も
代
が
替
り、

新
し
い
木
が
生
え
た
の
だ
ろ
う。
」

と
い
う。
「
新
大
系」

は、
「
昔

に
変
わ
ら
ぬ
「
鳴
く
鳥
j

と
「
臣
の
木」

も、

伊
予
国
風
土
記
に

伝
え
る
と
こ
ろ。
」

と
注
記
し
て
い
る。
「
集
成」

も
同
様
に
「
伊

与
国
風
土
記
逸
文」

を
引
い
て
解
説
し
て
い
る。

赤
人
の
「
伊
予

の
温
泉
の
歌」

に
詠
ま
れ
た
「
臣
の
木」

が、

先
に
揚
げ
た
「
伊

与
国
風
土
記
逸
文」

の
舒
明
天
皇
の
行
幸
時
の
逸
話
に
み
え
る
こ

と
は、

各
注
釈
書
の
述
べ
る
通
り
で
あ
る。

ま
た、

枝
に
稲
穂
を

掛
け
て
鍋
と
比
米
の
二
烏
を
登
っ
た
と
い
う
記
事
に
「
嗚
き
声」

は
で
て
い
な
い
が、

鳥
が
出
て
く
る。

さ
ら
に
「
伊
与
国
風
土
記

逸
文」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
第
四
回
の
舒
明
天
皇
の
行
幸
に
関
連

す
る
可
能
性
の
あ
る
左
注
が
「
万
葉
集」

に
記
さ
れ
て
い
る。

巻

一

の
五・
六
番
歌、
「
證
岐
国
の
安
益
郡
に
幸
せ
る
時
に、

軍
王、

山
を
見
て
作
る
歌」

と
い
う
題
詞
に
導
か
れ、

長
歌
と
反
歌
一

首

鳴
く
鳥
の
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皇
の
十
一

年
十
二
月
十
四
日
に
伊
予
の
温
泉
の
離
宮
に
行
幸
さ
れ

た
」

と
現
代
語
訳
し
て
い
る。

確
か
に
「
日
本
書
紀」

に
は、

舒

明
天
皇
の
十
一

年
に
「
十
二
月
の
己
巳
の
朔
に
し
て
壬
午
に、

伊

予
温
湯
宮
に
幸
す。
」

と
の
記
載
が
あ
る
が、

斑
鳩
と
比
米
の
二

日
く」

の

か
ら
な
る
歌
の
左
注
で
あ
る。
歌
の
内
容
は
旅
の
寂
し
さ
を
詠
い
、

家
の
要
を
偲
ぶ
内
容
で
あ
る
が、

左
注
と
歌
の
趣
意
と
の
関
連
性

は
大
き
く
な
い
の
で、

左
注
の
み
を
示
す。

右、

日
本
書
紀
に
検
す
に、

諧
岐
国
に
幸
し
し
こ
と
な
し。

ま
た

軍
王
も
未
詳
な
り。

た
だ
し、

山
上
憶
良
太
夫
の
類
漿
歌
林
に
日

く、
「
記
に
日
く
「
天
皇
の
十
一

年
己
亥
の
冬
十
二
月、

己
巳
の

朔
の
壬
午
に、

伊
予
の
温
湯
の
宮
に
幸
す
云
々
」

と
い
ふ
。
一

書

に
「
こ
の
時
に、
宮
の
前
に
二
つ
の
樹
木
あ
り。
こ
の
二
つ
の
樹
に、

斑
鳩
と
比
米
と
の
二
つ
の
鳥
大
く
集
け
り。

時
に
勅
し
て、

多
く

稲
穂
を
掛
け
て
こ
れ
に
養
は
し
め
た
ま
ふ
。

伯
り
て
作
る
云
々
」

と
い
ふ
」

と
い
ふ
。

け
だ
し、

こ
こ
よ
り
便
ち
幸
せ
る
か。

類
漿
歌
林
の
「
記
に
日
く」

に
つ
い
て
「
全
集」

は
「
「
記
に

「
記
j

は
「
日
本
書
紀
j

の
こ
と
」

と
し、
「
舒
明
天

そ
し
て
第
五
回
目
の
斉
明
天
皇
に
よ
る
伊
予
の
湯
宮
へ
の
行
幸
に

声
も
変
は
ら
ず」

と
い
う
歌
句
の
背
景
に
は
「
伊
予
国
風
土

記
逸
文」

の
舒
明
天
皇
の
逸
話
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か。
「
万
葉
集」

中
の
他
の
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
「
臣

の
木」

が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も、

こ
の
考
察
の
一

助
と
な
る

だ
ろ
う。
「
伊
与
国
風
土
記
逸
文」
に
残
る
舒
明
天
皇
の
逸
話、
「
ニ

つ
の
樹
木
に
稲
穂
を
掛
け
て
斑
鳩
と
比
米
を
投
は
し
た
」、

そ
の

時
か
ら
「
生
ひ
継
い
で
い
る
臣
の
木」

が
繋
茂
し
「
烏
の
声」

も

変
わ
ら
ず
鳴
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
詠
っ
て、

こ
の
部
分
で
舒
明

天
皇
と
そ
の
皇
后
が
伊
予
の
湯
の
宮
へ
行
幸
し
た
こ
と
を
回
願
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

型
武
天
皇
の
曾
祖
父
で
あ
る
天
武
天
皇

は、

舒
明
天
皇
と
そ
の
皇
后、

後
の
斉
明
天
皇
の
皇
子
で
あ
る。

の の

木
群
を
見
れ
ば

臣
の
木
も

生
ひ
継
ぎ
に
け
り

鳴
く
烏

と
考
え
ら
れ
る
と
一
、
二
章
で
述
べ
た。

と
す
れ
ば、
「
み
湯
の
上

皇
へ
と
続
い
て
き
た
代
々
の
皇
統
に
つ
い
て
表
現
し
よ
う
と
し
た

出
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば、

赤
人
は、

こ
の
歌
で
聖
武
天

も
使
用
し
て
い
な
い
「
天
皇
の

神
の
命」

と
い
う
語
句
で
詠
い

つ
の
鳥
の
話
は
載
せ
て
い
な
い
。

赤
人
の
「
伊
与
の
温
泉
の
歌」

が、

赤
人
の
他
の
歌
で
は
一

度
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多
く
の
研
究
者
や
注
釈
書
が、
こ
の
歌
の
反
歌
に
「
万
葉
集」

な
リ
と
そ）

息
長
足
日
女
の
命
の
御
歌
（
橘
の）
【
断
片】

（

「街繕

嶋的‘ZL
思
船

叩
叫

出
正
な

歌、
伊
予
の
国
の
風
土
記
が
如
き
は、

熟
田
津
に

後
の
岡
本
の
天
皇
の
御
歌
【
断
片ー

泊
て
て
見
れ
ば

息
長
足
日
女
の
命
の
御
歌

あ
が
L
た
こ
ろ
し

吾
下
衣」
こ
の

は、
大
海
人
皇
子、
後
の
天
武
天
皇
も
同
行
し
て
い
る。
赤
人
が

「
伊
予
の
温
泉
の
歌」
に
お
い
て、
こ
の
よ
う
に
舒
明
天
皇
の
故

事
を
詠
む
こ
と
は、
す
な
わ
ち
聖
武
天
皇
へ
と
継
続
し
て
い
る
皇

統
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る。

「
歌
思
ひ」
に
関
連
す
る
可
能
性
の
あ
る
記
述
が、
「
伊
与
国
風

土
記
逸
文」
に
認
め
ら
れ
る。
「
後
の
岡
本
天
皇
の
御
歌」
と
「
息

長
足
日
女
の
命
の
御
歌」
と
い
う一
文
で
あ
る
が、
ど
ち
ら
も
断

片
で
歌
の
内
容
は
不
明
確
で
あ
る。

巻一
・
八
番
歌
の
左
注
が
関
連
を
持
つ
と
解
釈
し
て
お
り、
本
稿

で
も
同
様
に
考
え
る
の
で、
歌
と
共
に
掲
げ
て
み
る。

後
岡
本
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
代

天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇、
譲
位
の
後、
後
岡
本
宮
に
即
き
た
ま
ふ

額
田
王
の
歌

右、
山
上
憶
良
太
夫
の
類
漿
歌
林
に
検
す
に、
曰
く、
「
飛
鳥

岡
本
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
元
年
己
丑、
九
年
丁
酉

の
十
二
月、
己
巳
の
朔
の
壬
午
に、
天
皇・
大
后、
伊
予
の
湯
の

宮
に
幸
す。
後
岡
本
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
七
年
辛

酉
の
春
正
月、
丁
酉
の
朔
の
壬
寅
に、
御
船
西
つ
か
た
に
征
き、

始
め
て
海
路
に
就
く。
庚
戌、
御
船、
伊
予
の
熟
田
津
の
石
湯
の

行
宮
に
泊
つ。
天
皇、
昔
日
の
猶
し
存
れ
る
物
を
御
蔑
し
て、
当

時
に
忽
ち
に
感
愛
の
情
を
起
し
た
ま
ふ。
所
以
に
因
り
て
歌
詠
を

熟
田
津
に

は
渭
ぎ
出
で
な

(
1
・
八
）

船
乗
リ
せ
む
と

月
待
て
ば

潮
も
か
な
ひ
ぬ

今

-16-



製
り
て
哀
偽
し
た
ま
ふ
」

と
い
ふ
。

即
ち、

こ
の
歌
は
天
皇
の
御

製
な
り。

た
だ
し、

額
田
王
の
歌
は、

別
に
四
首
あ
り。

「
歌
思
ひ
」

に
つ
い
て、
こ
れ
ま
で
「
歌
作
の
た
め
の
案
を
練
る
」

と
解
す
る
考
察
と、
「
す
で
に
あ
る
歌
を
思
う、

あ
る
い
は
偲
ぶ
」

と
解
す
る
考
察
が
あ
る
。
「

全
集」

は
三
二
二
番
歌
の
現
代
語
訳

を
「
歌
を
案
じ
言
葉
を
練
ら
れ
た
」

と
し
て
い
る。
「

集
成」

は、

「
歌
の
想
を
練
り
詞
を
案
じ
ら
れ
た
。
」、
「

新
大
系」

は
「
歌
を
思

い
、

言
葉
を
思
案
さ
れ
た
」

と
訳
し
て
い
る。

詳
細
な
考
察
を
加

斉
明

え
て
い
る
の
は
鈴
木
崇
大
氏
で、

鈴
木
氏
は
「

日
本
書
紀

紀」

の
記
事
を
手
が
か
り
と
し
て、
「
稿
者
は、

歌
を
「

思
ふ
＼
偲

ふ』

こ
と
と
は
そ
の
歌
が
保
持
す
る
出
来
事
を
歴
史
的
に
回
想
す

る
こ
と
と
考
え
る
。

試
み
に、

歌
は
〈
歴
史
の
形
見〉

で
あ
る、

と
言
い
た
い
。
」

と
述
べ
て
い
る
（
「
「

歌」

を
「

思」

と
い
う
こ

と

山
部
赤
人
の
伊
予
温
泉
歌」

「

上
代
文
学」

115

ニ
0
一

五

年）
。

鈴
木
氏
が
手
が
か
り
と
言
う
の
は、
「
斉
明
紀

皇
孫
建
王

の
斃
去」

の
記
事
で、

紀
温
泉
湯
に
行
幸
さ
れ
た
時
の
も
の
で
あ

る。
「

日
本
書
紀

斉
明
紀」

か
ら
抜
き
出
し
て
み
る。

冬
十
月
の
庚
戌
の
朔
に
し
て
甲
子
に、
紀
温
湯
に
幸
す。

天
皇、

皇
孫
建
王
を
憶
ほ
し
い
で
て、

愴
爾
み
悲
泣
び
た
ま
ひ、

乃
ち
口

号
し
て
日
く、

山
超
え
て

海
渡
る
と
も

お
も
し
ろ
き

其
の
三

（
ー

ニ
0)

(
―

ニ
ー
）

と
の
た
ま
ひ、

秦
大
蔵
造
万
里
に
詔
し
て
日
は
く、
「
斯
の
歌
を

伝
へ
て、

世
に
忘
ら
し
む
る
こ
と
勿
れ
」

と
の
た
ま
ふ
。

に
忘
ら
し
む
る
こ
と
勿
れ」

と
詔
し
た
こ
と
に
注
目
す
る。

そ
し

て
「
建
王
を
忘
れ
る
な
」

で
は
な
く、
「
歌
を
忘
れ
る
な
」

と
い

鈴
木
氏
は、

斉
明
天
皇
が
秦
万
里
に
「
斯
の
歌
を
伝
へ
て

世

愛
し
き

吾
が
若
き
子
を

謹
き
て
行
か
む

か
む

其
の

水
門
の

潮
の
く
だ
リ

海
く
だ
リ

後
も
暗
に

置
き
て
か
行

ゆ
ま
し
じ

其
の
今
城
の
内
は

忘
ら

（
一
ー

九）
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う
斉
明
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る。

鈴
木
氏
は、

斉
明
が
「
歌
を
忘
れ
る
な」

と
詔
し
た
の
は、

歌

が
そ
の
背
後
に
あ
る
出
来
事、

こ
こ
で
は
健
王
の
死
と
い
う
出
来

事
を
担
う
こ
と
が
で
き、

ま
た
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
程
の
価

値
が
あ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
と
い
う。

つ
ま
り、
「
歌
が
伝
え

ら
れ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は、

そ
の
歌
の
保
持
す
る
出

来
事
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
あ
る
と
い
う
こ
と、

且
つ
そ
の
出
来
事
を

生
き
た
人
間
の
心
も
忘
れ
ら
れ
ず
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

ろ
う。
」

と
述
べ
る。

そ
の
考
察
に
基
づ
い
て、

鈴
木
氏
は、
「
当
該
歌
に
お
い
て
赤

人
は、

斉
明
は
そ
の
舒
明
の
歌
を
想
起
し
て
い
る
と
詠
ん
で
い
る

の
で
あ
り、

そ
の
意
味
は、

斉
明
が
舒
明
の
歌
を
想
起
す
る
こ
と

で
夫
と
共
に
訪
れ
た
過
去
を
想
起
し
て
い
る、

と
い
う
こ
と
な
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る」

と
い
う。

「
日
本
書
紀」

の
記
述
か
ら
考
え
て
い
く
と、

斉
明
天
皇
は
伊

予
の
温
泉
に
行
幸
さ
れ、

今
は
亡
き
夫
舒
明
天
皇
と
と
も
に
そ
の

地
を
行
幸
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
回
顧
し、
「
歌
思
ひ

辞
思
」

わ

れ
た
岡
に
立
た
れ
た
で
あ
ろ
う。

そ
の
岡
に、

赤
人
は
今
立
っ
て

い
る。

す
る
と、
「
臣
の
木」

は
「
生
ひ
継
ぎ」、
「
鳴
く
鳥」

の
「
声

も
変
は
ら
」

な
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と、

赤
人
は、

斉

明
天
皇
を
通
し
て
舒
明
天
皇
の
歌
や
辞
を
想
起
し
て
い
た、

す
な

わ
ち
鈴
木
氏
の
い
う
歴
史
的
記
憶
を
呼
ぴ
起
こ
さ
れ
て
い
た
と
も

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

先
に
述
べ
た
よ
う
に、
「
万
葉
集」

に
は
「
歌
」

と
い
う
詞

は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
「
伊
与
の
温
泉
の
歌
」

以
外
で
は、

16
•

三
七
九
四
「
愛
し
き
や
し

翁
の
歌
に
鬱
他
し
き」、

16
.

三
八
八
六
「
わ
が
知
る
こ
と
を

歌
人
と

吾
を
召
す
ら
め
や」、

19
•

四
一

五
0
「
朝
漕
ぎ
し
つ
つ
歌
ふ
舟
人
」、

だ
け
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
「
歌
思
ひ
」

の
「
思
ひ
」

が
「
作
歌
す
る
」

こ

と
か
「
既
存
の
歌
を
想
う、

偲
ぶ
」

こ
と
か
を
決
定
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る。
「
万
葉
集」

の
他
の
歌
の
中
に
「
歌
思
ひ

辞
思

ほ
し
し」

と
い
う
語
句
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め、

題
詞
や

左
注
に
こ
の
語
句
が
存
在
す
る
の
か
調
べ
て
み
た。

し
か
し、
「
歌

を
作
る
」、
「
：
．
．
 の
歌
」

あ
る
い
は
「．
．．
．
 が
歌」
「
和
す
歌
」

と
い
う
「
形」

で
あ
り、
「
歌
思
ふ
」

あ
る
い
は
「
思
ふ
歌
」

と

い
う
語
句
は
他
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た。
「
日
本
書
紀

斉
明
紀

皇
孫
健
王
の
党
去」

に
は
斉
明
天
皇
の
歌
が
記
さ
れ

て
お
り、

そ
こ
に
「
作
歌
し
て
日
く
」、
「
唄
ひ
た
ま
ひ
て
」
「
ロ
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四

号
し
て
」

と
い
う
記
述
は
あ
る
が、
「
歌
思
ふ
」

と
い
う
表
現
は

見
ら
れ
な
い
。

こ
の
結
果
か
ら
考
え
る
な
ら
ば、
「
伊
予
の
温
泉

の
歌
」

の
「
歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
し
」

と
い
う
歌
旬
の
「
思
ふ
」

は
従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
歌
を
作
る
」、
「
辞
を
考
え
る、

あ
る
い
は
練
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

そ
れ
は
鈴
木
氏
が
述
べ
る
よ
う
に、

既
存
の
歌
や
辞
を
想
う、

偲

ぶ、

あ
る
い
は
吟
誦
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。

そ
の
結
果
生
じ
る
「
歌」

と
「
辞」

が
ど
の
天
皇
の
も
の
で

あ
り、
「
歌
思
ひ
」
「
辞
を
思
ほ
し
し」

主
体
が
誰
で
あ
る
の
か
と

い
う
疑
問
点
に
つ
い
て、

見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

次
に
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

に
歌
わ
れ
た
天
皇
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
く
こ
と
と
す
る。

「
伊
予
国
風
土
記
逸
文
」

に
記
さ
れ
た
五
回
の
行
幸
の
う
ち
の

一

人、

崇
行
天
皇
に
つ
い
て
「
日
本
書
紀
j

に
は、

景
行
天
皇
が

平
定
の
た
め
九
州
に
行
幸
さ
れ、

か
な
り
の
期
間
滞
在
さ
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
が、

伊
予
国
に
行
か
れ
た
と
い
う
記
載
は
な

の
碑
文
は
残
っ
て
お
ら
ず、

聖
徳
太
子
に
関
す
る
記
述
は、

あ
く

ひ
し
処
を
伊
社
休
波
の
岡
と
謂
ふ
。

伊
社
ホ
波
と
名
く
る
由
は、

い
。

ま
た
仲
哀
天
皇
に
つ
い
て
も、

同
様
に
「
日
本
書
紀」

に
は

伊
予
国
へ
の
行
幸
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
「
日
本
書
紀」

に
記
載

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て、

行
幸
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
が、

二
人
の
天
皇
の
御
製
は
「
万
葉
集
j

に
は
存
在
せ

ず、
「
日
本
書
紀」

に
あ
る
御
製
歌
も
伊
予
国
と
は
関
連
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
景
行
・

仲
哀
二
人
の
天
皇
が、

赤
人
の
「
伊
与
の
温

泉
の
歌」

の
直
接
の
詠
作
対
象
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か。

「
伊
与
国
風
土
記
逸
文」

に
あ
る
残
り
三
度
の
幸
行
は、

聖
徳

太
子、

舒
明
天
皇
と
そ
の
皇
后、

そ
し
て
斉
明
天
皇
と
中
大
兄
皇

子
・

大
海
人
皇
子
の
も
の
で
あ
る。
「
伊
与
国
風
土
記
逸
文」」

の

「
湯
の
郡

伊
社
迩
波
の
岡」

の
項
に
は、

聖
徳
太
子
が
「
時
に

湯
の
岡
の
側
に
碑
文
を
立
て
た
ま
ふ
。

そ
れ、

碑
文
を
立
て
た
ま

当
土
の
諸
人
等
そ
の
碑
文
を
見
む
と
欲
ひ
て
伊
社
那
比
来
れ
り。

因
り
て
伊
社
ホ
波
と
謂
ふ、

本
な
り。
」

と
書
か
れ
て
い
る。

し

た
が
っ
て
聖
徳
太
子
が
「
岡
に
立
た
し
て
」

の
主
語
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
が、
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

が
作
ら
れ
た
当
時、

こ
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ま
で
も
「
伊
与
国
風
土
記
逸
文」

に
伝
承
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う。
「
万
葉
集」

中
に
あ
る
聖
徳
太
子
の
歌
は、

巻
三

の
四
一

五
番
歌
一

首
で
伊
予
の
湯
の
宮
と
は
全
く
関
わ
り
を
も
た

な
い
し、
「
歌
思
ひ」

の
主
語
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
聖
徳
太
子

の
歌
は、
「
伊
与
国
風
土
記
逸
文」

に
も
見
当
た
ら
な
い
。
「
辞
思

ほ
し
し」

の
「
辞」

は、

太
子
が
「
射
狭
庭
の
岡」

に
立
て
ら
れ

た
碑
文
の
文
章
を
練
ら
れ
た
と
解
す
る
論
が
あ
る。

た
だ、
「
岡

に
立
た
し
て
」

と
と
「
歌
思
ひ
」
「
辞
思
ほ
し
し」

の
主
語
は
同

ー

で
な
け
れ
ば、

歌
の
意
味
が
通
ら
な
い
こ
と
を
広
岡
氏
が
指
摘

し
て
お
り、

ま
た、
「
辞
思
ほ
し
し
」

が
「
文
章
を
練
る
」

と
は

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た。

し
た
が
っ
て
聖
徳
太
子

を
主
語
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う。

次
に
第
四
回
目

の
行
幸
は
舒
明
天
皇
と
そ
の
皇
后
と
記
載
さ
れ
て
い
る。

こ
の
時

の
幸
行
で
楷
の
木
と
臣
の
木
に
集
＜
鶉
と
比
米
の
二
鳥
を
稲
穂
を

掛
け
て
養
わ
せ
ら
れ
た
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る。

ま
た
「
伊
予
国

風
土
記
逸
文」

に
は、

後
の
岡
本
の
天
皇
の
御
歌
の
断
片
が
載
せ

ら
れ
て
い
る。

後
の
岡
本
の
天
皇
は
舒
明
の
皇
后
で
あ
っ
た
斉
明

で
あ
る
か
ら、

主
題
と
な
っ
た
天
皇
の
候
補
の
一

人
と
し
て
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う。

五
度
め
の
行
幸
は
「
後
の
岡
本
天
皇

と
近
江
の
大
津
の
宮
に
御
宇
ひ
し
天
皇、

ま
た
浄
御
原
の
宮
に
御

宇
ひ
し
天
皇
の
三
据」

と
あ
る
。

こ
こ
で、

反
歌
の
「
船
乗
り」

の
代
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば、

こ
の

幸
行
に
お
い
て
額
田
王
の
「
万
葉
集」

巻
一
・
八
番
歌
が
詠
ま
れ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。

「
伊
与
の
温
泉
の
歌」

の
反
歌
の
第
三
句
•

第
四
句
「
熟
田
津

に

船
乗
り
し
け
む」

の
背
景
に、

こ
の
額
田
王
の
歌
が
あ
る
こ

と
は
多
く
の
研
究
者
が
言
及
し
て
い
る。

編
築
と
関
わ
る
問
題
で

あ
る
の
で
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は
控
え
た
い
が、
「
万
葉
集」
巻
一
・

八
番
歌
の
歌
と
左
注
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。

第
三

章
と
重
複
す
る
が、

再
度
掲
げ
る
と

類
衆
歌
林
に
「
飛
烏
岡
本
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の

元
年
己
丑、

九
年
丁
酉
の
十
二
月、

己
巳
の
朔
の
壬
午
に、

天
皇·

大
后、

伊
予
の
湯
の
宮
に
幸
す。

後
岡
本
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま

ひ
し
天
皇
の
七
年
正
月、

丁
酉
の
朔
の
壬
寅
に、

御
船
西
つ
か
た

に
征
き、

始
め
て
海
路
に
就
く。

庚
戌、

御
船、

伊
予
の
熟
田
津

の
石
湯
の
行
宮
に
泊
つ
。

天
皇、

昔
日
の
猶
し
存
れ
る
物
を
御
箆

し
て、

当
時
に
忽
ち
に
感
愛
の
情
を
起
こ
し
た
ま
ふ
。

所
以
に
因

り
て
歌
詠
を
製
り
て
哀
偏
し
た
ま
ふ」

と
い
ふ
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伊
与
の
湯
が、
「
い
で
ま
し
ど
こ
ろ
」

と
し
て
の
腺
い
価
値
を

赤
人
の
反
歌
で
は、

第
五
句
が
「
年
の
知
ら
な
く」

と
否
定
形

で
詠
ま
れ
て
お
り、
「
全
集」

は
「
大
宮
人
が

熟
田
津
で
船
出

し
た
と
い
う、

そ
れ
は
い
つ
頃
の
こ
と
だ
ろ
う
か
」

と
疑
問
形
で

現
代
語
訳
し
て
お
り、
『
新
大
系」

は
「
何
時
の
年
で
あ
っ
た
か

も
う
知
ら
な
い
」

と
現
代
語
訳
し
て
い
る。

し
か
し、

中
西
進
氏

は
「
講
談
社
文
庫

万
薬
集

全
訳
注
原
文
付」

で、
「
熟
田
津

に
船
乗
り
し
た
で
あ
ろ
う
年
の、

は
る
か
に
遠
い
こ
と
よ
」

と
年

月
の
経
過
を
詠
嘆
的
に
現
代
語
訳
し、
「
船
乗
り
し
た
年
」

を
赤

人
は
承
知
し
て
い
た、

と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

ま

た、

消
水
克
彦
氏
は、

次
の
よ
う
に
述
べ
る。

少
し
長
く
な
る
が、

引
用
す
る。

は
な
い
だ
ろ
う
か。

と
あ
り、
「
日
本
書
紀
j

の
記
載
と
一

致
し
て
い
る。
「
伊
予
国
風

土
記
逸
文」

の
後
の
岡
本
の
天
皇
の
御
歌
【
断
片＿

と
額
田
王
の

八
番
歌
が
同
じ
歌
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し、

赤
人
の
立

場
と
宮
中
で
の
皇
室
の
歌
に
つ
い
て
の
認
識
か
ら
考
え
て
み
る

と、

赤
人
が
こ
れ
ら
の
歌
を
知
っ
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で

附
与
さ
れ
た
時
代
は、

そ
れ
が
古
け
れ
ば
古
い
程、

そ
の
価
値
の

永
続
性
や
不
変
性
は
強
固
な
も
の
と
な
る
道
理
で
あ
る。

赤
人
が

こ
こ
で
「
年
の
知
ら
な
く」

と
歌
っ
た
の
は、

実
際
に
そ
の
年
月

が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
は
な
く、

む
し
ろ
そ
う
表
現
す
る
事
に

よ
っ
て、

そ
の
価
値
の
永
続
性
や
不
変
性
を
強
化
し、

そ
の
事
を

通
し
て、
「
い
で
ま
し
ど
こ
ろ
」

へ
の
讃
美
を、

い
っ
そ
う
強
調

す
る
為
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

（
「
不
変
へ
の
願
い

「
万
薬
論
集」

ま
た、

上
野
美
穂
子
氏
は、

人
麻
呂
を
始
発
と
す
る
永
続
性
・

不
変
性
の
表
現
が、

赤
人
作
品
に
見
ら
れ
る
不
変
の
時
間
表
現
を

導
く
土
台
を
作
っ
た
と
指
摘
す
る。

し
か
し、

人
麻
呂
の
表
現
は

具
体
的
事
象
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り、

赤
人
の
「
伊
与
の
温
泉

の
歌」

の
よ
う
に
時
間
経
過
そ
の
も
の
が
詠
嘆
さ
れ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
と
言
い、

時
間
経
過
そ
の
も
の
を
詠
嘆
す
る
点
に
赤
人

の
新
し
さ
を
見
る。

そ
し
て
「
漢
詩
の
場
合、

過
去
か
ら
現
在
ま

で
の
長
い
時
間
経
過
が
多
様
に
表
現
さ
れ
る。
」

と
し
て
赤
人
歌

の
発
想
基
盤
に
漢
藉
が
関
与
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し、
「
長

赤
人
の
叙
景
表
現
に
就
い
て
」

桜
楓
社）
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い
年
月
に
亙
る
時
間
経
過
を
眼
前
の
事
象
の
変
化
に
よ
ら
な
い
抽

象
的
な
時
間
経
過
に
お
い
て
詠
嘆
し、

そ
れ
が
対
象
の
不
変
性
の

讀
美
と
な
っ
て
い
る
「
年
の
知
ら
な
く」

自
体
の
も
つ
新
し
さ
」

（「
「
年
の
知
ら
な
く
考」

山
部
赤
人
至
伊
与
温
泉
作
歌」

「
上
智

大
学
国
文
学
論
集」

二
0
0
0
年）

と
考
察
し
て
い
る。

本
稿

で
は、

漢
籍
が
赤
人
歌
に
ど
の
よ
う
な
影
蓉
を
及
ぼ
し
た
か
を
問

題
と
は
し
て
い
な
い
の
で、

上
野
氏
の
考
察
に
論
及
す
る
こ
と
は

し
な
い
が、

赤
人
の
独
自
性
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
論
考
で

あ
る。

本
稿
で
は、

赤
人
は、

巻
一
・
八
番
の
額
田
王
歌
は
も
ち
ろ
ん、

そ
の
歌
が
作
ら
れ
た
年
月
や
背
景
に
あ
る
出
来
事
を
意
識
し
な
が

ら、
「
伊
与
の
温
泉
の
歌」

を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る。

た
だ、
「
年
の
知
ら
な
く」

は
清
水
氏
が
言
う
「
い
で
ま

し
ど
こ
ろ
」

の
価
値
の
永
続
性
や
不
変
性
の
讃
美
に
留
ま
ら
ず、

聖
武
天
皇
へ
と
引
き
継
が
れ
て
き
た
皇
統
に
対
す
る
證
美
を
強
調

す
る
意
味
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る。

船
乗
り
し
た
年

も
分
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
長
い
時
間、

継
続
し
て
き
た
天
皇
の
御

世
で
あ
る
こ
と
よ
と
隕
美
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う。

こ

の
点
に
つ
い
て
は、

鈴
木
崇
大
氏
が、
「
伊
予
は
畿
外
で
あ
り
な

が
ら
行
幸
の
記
憶
を
持
つ
土
地
で
あ
っ
た
た
め、

赤
人
は
土
地
の

伝
承
や
風
土
よ
り
も、

王
権
の
伝
承
—
伝
承
と
い
う
よ
り
も
歴
史

的
記
憶
ー
を
確
認
し、

強
調
す
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
て
い
た。
」

と
し、

さ
ら
に
「
赤
人
は
伊
予
と
い
う
土
地
を
王
権
の
歴
史
的
記

憶
と
関
連
さ
せ
て
過
去
か
ら
未
来
に
渡
っ
て
讀
美
し
た
の
だ
が、

そ
こ
に
は
聖
武
朝
に
於
け
る
皇
統
意
識
が
強
く
介
在
し
て
い
た
と

覚
し
い
。

当
代
の
正
当
性
が
畿
外
の
地
に
あ
っ
て
す
ら
猶
感
じ
ら

れ、

ま
た
寧
ろ
畿
外
に
あ
る
こ
と
で
王
権
の
支
配
が
一

居
感
じ
ら

れ
る、

か
か
る
実
感
の
表
出
と
し
て
当
該
歌
は
詠
ま
れ
て
い
る。

即
ち、

現
在
の
聖
武
朝
を、

斉
明
を
媒
介
と
し
て
想
起
さ
れ
た
舒

明
朝
に
連
な
る
御
代
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し、

且
つ
荘
厳
す
る
こ

と
が
当
該
歌
に
於
け
る
赤
人
の
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
」

（
前
出
「
「
歌」

を
「
思
j

と
い
う
こ
と

山
部
赤
人
の
伊
与
温
泉

歌」）

と
結
論
し
て
い
る。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に、
「
伊
与
の
温
泉
の
歌」

が、

赤

人
の
他
の
歌
に
使
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
「
天
皇
の

神
の
命
の
」

か
ら
詠
い
始
め
ら
れ
た
こ
と
に
は、

大
き
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る。
「
伊
予
国
風
土
記
逸
文」

に
記
述
さ
れ
て

い
る
景
行
天
皇
か
ら
の
五
度
に
わ
た
る
行
幸
や、
「
湯
の
岡
碑
文」
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を
基
に
し
た
歌
の
構
成
は、
伊
予
国
を
讃
美
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う。

同
時
に、

大
帯
日
子
の
天
皇
の
時
代
か
ら
天
皇
の
力
は
伊
予
国
に

ま
で
及
ん
で
い
て、

湯
宮
へ
何
度
も
行
幸
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

と、

天
皇
の
御
世
を
諧
美
す
る
こ
と
に
も
な
る。

「
歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
し
」

と
い
う
語
句
は
「
万
葉
集」

中
ほ

か
に
見
ら
れ
な
い
。
「
歌
」

や
「
辞」

を
「
作
る、

考
え
る
」

と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば、
「
歌
を
詠
む、

作
る
」、
「
辞
を
練
る
」

な

ど
と
表
現
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

ま
た、

こ
の
歌
が
都
人

の
前
で
披
露
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ、
「
詠
む、

練
る
」

と
す
る
方
が
歌
を
聞
く
人
々
に
理
解
さ
れ
易
い
は
ず
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、
「
歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
し
」

と
い

う
表
現
は、
「
歌
を
作
り、

辞
を
練
ら
れ
た
」

の
で
は
な
く、

既

成
の
歌
や
辞
を
「
思
ふ、

偲
ぶ
」

と
解
釈
で
き
よ
う。

そ
う
考
え

る
な
ら
ば、
「
歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
し
」

と
は
岡
に
立
た
れ
た
天

皇
が、
「
過
去
に
詠
ま
れ
た
歌
や
出
来
事
を
思
い
起
さ
れ、

偲
ば

れ
た
」

と
表
現
し
て
い
る
と
す
る
鈴
木
氏
の
考
察
は
正
鵠
を
得
た

も
の
で
あ
ろ
う。

し
た
が
っ
て、

こ
の
長
歌
と
反
歌
の
詠
作
対
象

と
な
っ
た
天
皇
は、

舒
明
天
皇
と
共
に
伊
予
の
湯
宮
を
行
幸
し
た

当
時
を
回
顧
す
る
斉
明
天
皇
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

長
歌
に
あ

お
わ
り
に

る
「
臣
の
木」

と
「
烏
の
声」

は、

舒
明
と
斉
明
が
伊
予
の
湯
宮

を
行
幸
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
想
起
す
る
も
の
で
あ
り、

巻
一
・
八

番
歌
の
左
注
に
あ
る
「
類
棗
歌
林」
の
内
容
と
も
一

致
す
る。
ま
た、

反
歌
に
う
た
わ
れ
た
「
熟
田
津
に
船
乗
り
し
け
む
年」
の
行
幸
は、

後
の
天
武
天
皇
も
同
行
し
て
い
た
斉
明
天
皇
七
年
の
も
の
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う。

赤
人
は、

臣
の
木
は
生
い
継
ぎ、

烏
の
声
も
当

時
と
変
わ
ら
な
い
と
伊
予
国
の
繁
栄
を
讃
美
す
る
と
共
に、

射
狭

庭
の
岡
に
立
つ
往
時
の
斉
明
天
皇
の
姿
を
偲
び、

聖
武
天
皇
へ
と

続
く
皇
統
を
粛
美
す
る
の
で
あ
る。

も
ち
ろ
ん
斉
明
天
皇
の
姿
に

は、

聖
徳
太
子
や
舒
明、

天
武
天
皇
な
ど
の
姿
も
重
ね
ら
れ
て
い

た
は
ず
で、

継
続
し、

栄
え
る
皇
統
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
た
の

が
斉
明
天
皇
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る。

舒
明、
斉
明、

天
武
か
ら
聖
武
天
皇
へ
と
継
続
す
る
皇
統
を
讃
美
す
る
こ
と
が、

聖
武
朝
の
「
宮
廷
歌
人
」

赤
人
に
求
め
ら
れ
る
第
一

義
で
あ
っ
た。

「
山
部
宿
禰
赤
人
が
伊
予
の
温
泉
に
至
り
て
作
る
歌」

は、
「
こ

ご
し
か
も

伊
与
の
高
嶺
の
射
狭
庭
の
岡」

と
い
う
地
理
的
表
現
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の
も
つ
問
題
が
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ、

ま
た
『
万
葉
集」

中
こ
の

歌
の
み
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
し」

と
い
う

語
句
が
歌
の
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る。

さ
ら
に、
「
天
皇
の
神

の
命
の

敷
き
い
ま
す」

と
い
う
語
句
は、

君
ぼ
め
的
表
現
を
も

つ
赤
人
の
長
歌
中
こ
の
歌
の
み
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。

解

釈
上
問
題
の
多
い
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
基
底
に
は、

和
銅
六
年
の

官
命
に
よ
っ
て
「
風
土
記」

の
絹
築
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
時
代

背
景
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

本
稿
で
は、
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

に
使
用
さ
れ
た
表
現
を
検
討
し
て
き
た
が、
「
宮
廷
歌
人
」

赤
人

が
「
伊
予
国
風
土
記」

を
目
に
し
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い

と
考
え
る
。
即
坂
本
氏
の
「
『
伊
予
の
温
泉
の
歌」

は
官
人
た
ち

の
前
で
披
露
さ
れ
た
」

と
す
る
考
察
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ

り、

歌
の
中
の
地
理
的
表
現
は、

聴
衆
に
伊
予
国
の
姿
が
想
像
し

や
す
い
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

ま
た、
「
天

皇
の

神
の
命
の

敷
き
い
ま
す」

と
い
う、

赤
人
の
長
歌
の
中

で
こ
の
歌
の
み
に
使
用
さ
れ
た
歌
句
は、

代
々
継
続
す
る
皇
統
を

表
す
も
の
で
あ
る。

他
の
長
歌
で
は
「
や
す
み
し
し

わ
ご
大
君」

と
い
う
語
句
で
聖
武
天
皇
を
設
美
す
る
の
に
対
し、
「
伊
予
の
温

泉
の
歌」

で
は
継
続
す
る
皇
統
を
歌
っ
て
い
る
赤
人
の
作
歌
意
図

は
何
処
に
あ
る
の
か
を
検
討
し
た。

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
が
「
歌

思
ひ

辞
思
ほ
し
し」

と
い
う
語
句
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
鈴
木
崇
大
氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
た。
「
歌
を
思
ふ
」

あ
る
い
は
「
辞
思
ふ
」

と
い
う
語
句
は、
「
万
葉
集」

の
他
の
歌

に
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず、

歌
の
題
詞
や
左
注
に
つ
い
て
も
検
討

し、
「
伊
予
の
温
泉
の
歌
」

の
「
思
ふ
」

は
「
作
歌
す
る
」、
「
文

章
を
練
る、

考
え
る」

と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
と
い
う
結
論
に

至
っ
た。

本
稿
で
は、

こ
の
「
歌
思
ひ

辞
思
ほ
し
し」

は、

斉

明
天
皇
が
夫
君
舒
明
天
皇
と
湯
の
宮
を
行
幸
し
た
時
の
歌
や
出
来

事
を
偲
び、

回
想
し
た
こ
と
を
詠
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る。

斉
明
天
皇
の
七
年
に
湯
の
宮
へ
行
幸
し
た
時、

斉
明
に
従
っ

て
い
た
人
々
の
中
に
聖
武
の
敬
恭
す
る
曾
祖
父
の
天
武
天
皇
も
い

た
は
ず
で
あ
る。
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

は
伊
予
国
を
諧
美
す
る

と
と
も
に、

聖
武
天
皇
へ
と
継
続
す
る
皇
統
を
諧
美
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
る。
「
伊
予
の
温
泉
の
歌」

の
詠
ま
れ
た
場
や
事

情
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の、

公
的
な
場、

あ
る
い
は
宴
席
な

ど
で
披
露
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う。
「
伊
予
の
温

泉
の
歌」

は、

聖
武
朝
の
「
宮
廷
歌
人」

赤
人
が、

聖
武
と
そ
の

周
囲
の
官
人
た
ち
の
求
め
に
応
え、
「
伊
予
国」

を
讃
美
す
る
こ
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と
を
通
し
て
皇
統
を
讃
美
す
る
た
め
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
考
え

る。
本
稿
に
表
記
し
た
「
万
葉
集」

の
歌
は、

全
て
小
学
館
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集

万
葉
集」
、
「
風
土
記」

は
「
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集

風
土
記」
、
「
日
本
書
紀』

は
「
新
編
日
本
古
典
文

日
本
書
紀」

を
用
い
た。

1
赤
人
の
作
歌
年
代
が
は
っ
き
り
解
る
作
品
は
少
な
い
が、

最
も

早
い
も
の
は
神
亀
元
年
冬
の
「
紀
伊
国
行
幸
従
駕
歌」

で
あ
り、

最
後
の
作
品
は、

天
平
八
年
夏
の
吉
野
行
幸
時
に
詠
ん
だ
応
召

歌
で
あ
る。

万
葉
集」

の
人
名
一

蔑
「
山
部
赤
人
」

生
没
年
不
詳。
宮
廷
歌
人
と
し
て
聖
武
天
皇
の
行
幸
に
供
奉
し、

ま
た
旅
に
あ
っ
て
優
れ
た
叙
景
歌
を
残
し
た。

「
新
編
日
本
文
学
全
集

の
解
説

学
全
集

2
例
え
ば
巻
六・
九
二
0
の
笠
朝
臣
金
村
歌
の
題
詞
に
「
神
亀
二

年
乙
丑
夏
五
月、
幸
子
芳
野
離
宮
時」

と
あ
る
が、
「
続
日
本
紀」

に
こ
の
行
幸
の
こ
と
は
見
え
な
い
。

3
聖
徳
太
子
碑
文

「
伊
予
国
風
土
記
逸
文」

惟
ふ
に
夫、

日
月
は
上
に
照
り
て
私
せ
ず。

神
し
き
井
は
下
に

出
で
て
給
は
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し。

万
機
は
所
以
に
妙
し
く
応

ひ

百
姓
も
所
以
に
潜
＜
扇
け
り。

乃
ち
照
と
給
と
に
偏
も
私

も
な
き
が
若
く、

何
そ
寿
国
に
異
ら
む。

華
の
台
の
随
に
開
き

て
は
合
ぢ、

神
し
き
井
に
沐
し
て
疹
を
搭
す。

距
そ
落
る
花
の

池
に
舛
き
て
化
羽
か
む。

窺
ひ
て
山
岳
の
骰
謗
を
望
み、

反
に

乎
子
が
能
＜
往
を
翼
ふ
。

椿
樹
は
相
巖
り
而
ち
弯
窪
と
な
り、

実
に
五
百
の
張
れ
る
蓋
を
想
ふ
。

朝
に
臨
み
て
は
暗
く
烏
而
ち

戯
れ
睛
り、

何
そ
暁
の
乱
る
音
も
耳
に
話
し
き。

丹
き
花
巻

け
る
葉
は
而
ち
映
き
照
り、

玉
の
菓
弥
る
花
は
以
ち
て
井
に
垂

れ
た
り。

そ
の
下
に
経
過
れ
ば、

以
ち
て
優
る
遊
び
に
あ
る
可

く、

登
洪
濯
宵
庭
の
意
を
悟
ら
む
敷。

オ
拙
く
実
に
七
歩
に
衛

づ
。

後
の
君
子、

幸
く
は
な
蛍
咲
ひ
そ。

4
第
一

段
の
句
切
れ
は
論
者
に
よ
っ
て
諸
説
あ
り、
「
富
士
の
高

嶺
を
」

ま
で
を
第
一

段
と
す
る
説
も
あ
る。
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8

注
3
に
同
じ

こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
赤
人
の
望
富
士
山
歌」
の
章
で
考
え
る。

5
九
一
七
番
歌
の
左
注
か
ら
作
歌
年
代
お
よ
び
事
情
は
信
用
で
き

な
い
と
す
る
説
も
あ
る
が、

本
稿
は
作
歌
年
代
に
つ
い
て
論
じ

る
も
の
で
は
な
い
の
で、

題
詞
に
従
う。

6

「
伊
予
国
風
土
記
逸
文」

は
小
学
館
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集

風
土
記」

か
ら
引
用
し
た。

7
「
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編」
で
は、
「
お
ほ
き
み」【
大
君・

大
王】
と
「
す
め
ろ
き」
【
天
皇・
皇
祖＿
つ
い
て、
「
「
お
ほ
き
み」

●
天
皇
以
下
の
皇
族
に、
男
女
に
か
か
わ
り
な
く
用
い
る
腺
称。

®
a
天
皇

b
皇
子。

王。」

と
し、
「【
考】

万
葉
で
「
大
皇・

太
皇
・
皇
・
大
君」

な
ど
の
字
は
す
べ
て
天
皇
を
指
す
場
合
に

用
い
ら
れ、

皇
子
・
王
・
女
王
を
指
し
た
も
の
は
な
い。
一

方

「
大
王
・
王」

の
字
は、

い
ず
れ
の
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て
い

る。」

と
解
説
し
て
い
る。
一

方
「
す
め
ろ
き」
【
天
皇・
皇
祖＿

に
つ
い
て
は
「
天
皇。

現
在
の
天
皇
を
オ
ホ
キ
ミ
と
い
う
の
に

対
し
て、

主
と
し
て、

皇
祖
の
天
皇
を
い
い、

ま
た
は
未
来
を

も
含
め
て
広
く、

継
ぎ
来
た
り
継
ぎ
行
く
皇
統
そ
の
も
の
を
い

う。」

と
す
る。

「
伊
予
の
温
泉
の
歌」
「
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と

二
0
0
一
年

広
岡
氏
に
よ
る
と
「
岡
に
立
た
し
て」

の
主
語
と
考
え
ら
れ
る

天
皇
に
は
A
の
六
説
が
あ
る。

ま
た、
「
歌
思
ひ」

の
主
語
と

考
え
ら
れ
る
天
皇
に
つ
い
て
は
B
の
七
説、

そ
し
て
「
辞
思
ほ

し
し」

に
つ
い
て
は
C
の
六
説
に
分
か
れ
る。

①
ー
⑤
は
広
岡

氏
が
「
伊
予
国
風
土
記
逸
文」
の
行
幸
に
付
し
た
番
号
で
あ
る。

A
「
岡
に
立
た
し
て」

の
主
語
…
聖
徳
③

聖
徳
③
と
舒
明
④

舒
明
④

斉
明
①
⑤

上
古
の
代
々
の
天
皇

作
者

B

「
歌
思
ひ」

の
主
語
…
…
…
…
聖
徳
③

聖
徳
③
と
舒
明
④

斉
明
e
希）

舒
明
④

舒
明
④
と
斉
明
④

上
古
の
代
々
の
天
皇

9

広
岡
義
孝

作
品
第
七
巻」

和
泉
書
院
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C
「
辞
思
ほ
し
し」

の
主
語
…
…
聖
徳
③

聖
徳
③
と
舒
明
④

斉
明
①
⑤）

舒
明
④

舒
明
④
と
斉
明
④

上
古
の
代
々
の
天
皇

D
長
歌
の
詠
作
対
象
…
…
…
…
…
舒
明
④

斉
明
天
皇
④
⑤

舒
明
④
と
斉
明
④

聖
徳
③
と
斉
明
①
⑤）

聖
徳
③
と
舒
明
④

聖
徳
③
．

舒
明
④
．

斉
明
e
⑤)（
代
々
の
天
皇）

上
古
の
代
々
の
天
皇

E
反
歌
の
船
乗
の
代
に
つ
い
て
…
上
代
の
全
て
（
①
＼
⑤）

舒
明
④

斉
明
⑤

上
古
の
代
々
の
天
皇

不
明

10
坂
本
氏
は
「
伊
予
国
風
土
記」

や
「
万
葉
集
j

の
左
注
な
ど
を

総
合
的
に
判
断
し
て、
「
長
歌
に
お
い
て
は、

聖
徳
太
子
の
故

事
と
舒
明
の
故
事、

反
歌
は
斉
明
の
故
事
を
踏
ま
え
た
も
の
と

い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

実
は
そ
れ
こ
そ
が
赤
人
の
表
現
意
図

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か。」
（「
伊
予
の
高
嶺
の
射
狭
庭
の
岡

ー
山
部
赤
人
の
伊
予
温
泉
の
歌」
「
美
夫
君
志」

第
四
七
号

一
九
九
三
年）

と
述
べ
て
い
る。
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