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阿
騎
野
遊
猟
歌
考

梶

ヰく

裕

史

由
緒
正
し
い
宮
廷
歌
を
集
め
た
万
葉
集
巻
一
の
な
か
で
も
、
質
・
量
と
も
に
最
も
充
実
し
て
い
る
の
は
「
藤
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
の
雑
歌

探
り
得
る
ほ
ど
の
重
み
を
持
っ
た
歌
々
で
あ
る
と
い
え
る
c

で
あ
ろ
う
。
こ
の
御
代
、
す
な
わ
ち
持
統
朝
の
雑
歌
の
大
半
を
、
柿
本
朝
巨
人
麻
呂
が
制
作
し
て
い
る
。
す
べ
て
、
持
続
宮
廷
の
精
神
史
を

軽
白
王
子
宿
ニ
安
騎
野
一
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌

45 

や

す

み

し

し

わ

が

お

ほ

き

み

た

か

て

ιす
ひ

の

み

こ

か

む

な

が

ら

八

隅

知

之

吾

大

王

高

照

日

之

皇

子

神

長

柄

や

ま

み

ち

を

い

は

が

ね

さ

へ

き

お

し

な

ベ

さ

か

と

り

の

あ

さ

己

え

ま

し

て

山

道

乎

石

根

禁

樹

押

牒

坂

烏

乃

朝

越

座

市

〈

さ

ま

〈

ら

た

び

ゃ

ど

り

せ

す

い

に

し

〈

お

も

ひ

て

草
枕
多
日
夜
取
世
須
古
昔
念
市

そ
の
内
に
、
「
阿
騎
野
遊
猟
歌
」
と
過
称
さ
れ
る
歌
群
が
あ
る
。

か

む

さ

び

せ

す

と

ふ

と

し

か

す

み

や

こ

を

お

き

て

こ

も

り

〈

の

神
佐
備
世
須
等
太
敷
為
京
乎
置
市
隠
口
乃

だ

ま

か

ぎ

る

ゆ

ふ

さ

り

く

れ

ば

み

ゆ

き

ふ

る

あ

き

の

お

ほ

の

に

玉
限
タ
去
来
者
三
雪
落
阿
騎
乃
大
野
公

旗E泊ミ
須す瀬Z
為す山2
寸き者は

四し真ま
能の木き
平を立5
押f
扉支荒2
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短
歌
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の

に

や

と

古

た

ひ

び

ょ

う

も

な

び

き

い

も

ぬ

ら

め

や

も

い

に

」

へ

お

も

ふ

に

阿

騎

乃

野

宿

旅

人

打

廃

疾

毛

宿

良

目

八

方

古

部

念

公

く

さ

か

る

あ

ら

の

に

は

あ

れ

ど

も

み

ち

ば

の

す

ぎ

に

し

き

み

が

か

た

み

と

ぞ

こ

し

真
草
苅
荒
野
者
難
有
黄
葉
過
去
君
之
形
見
跡
管
来
師

ひ

む

か

し

の

の

に

か

ダ

ろ

ひ

の

た

つ

み

え

て

か

へ

り

み

す

れ

ば

っ

き

か

た

ぷ

き

ぬ

東

野

炎

立

所

見

市

反

見

為

者

月

西

渡

ひ

な

み

し

の

み

こ

の

み

こ

と

の

う

ま

な

め

て

み

か

り

た

た

し

し

と

き

は

き

む

か

ふ

日
隻
斯
皇
子
命
乃
馬
副
而
御
猿
立
師
斯
時
者
来
向

47 48 49 
以
上
の
長
歌
一
首
・
短
歌
四
首
に
、
す
で
に
多
く
の
優
れ
た
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
れ
ら
先
学
の
業
績
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
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さ
ら
に
新
し
い
視
点
を
模
索
し
て
、
当
歌
群
を
見
直
し
て
み
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

二
重
表
現

ま
ず
長
歌
を
み
て
誰
も
が
気
付
く
の
は
、
き
わ
め
て
堂
々
た
る
詞
章
を
も
っ
て
軽
皇
子
を
形
容
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

1

1

1

1

1

1

1

1

＠

1

1

1

1

1

1

＠
l
I
l
l
i－－

I
I
l
l
i－－
 

我
が
大
君
高
照
ら
す
日
の
御
子
神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
と
太
敷
か
す
都
を
置
き
て
」
｜
｜
私
達
は
題
詞
を
提
供
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

③
 「

や
す
み
し
し

こ
れ
が
軽
皇
子
に
捧
げ
ら
れ
た
詞
章
で
あ
る
と
知
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
が
も
し
題
詞
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
傍

線
③
の
言
い
方
だ
け
な
ら
ば
、
天
皇
以
外
に
皇
子
に
も
用
い
た
例
が
あ
る
（
1
3

が
⑥
⑥
と
続
く
と
、

も
は
や
完
全
に
天
皇
用
の
詞
章
で

あ
る
。
誰
が
聞
い
て
も
、

ま
さ
か
一
皇
子
を
形
容
し
た
も
の
と
は
思
う
ま
い
。

軽
皇
子
（
の
ち
の
文
武
天
皇
）
が
亡
父
日
並
皇
子
尊
を
偲
ん
で
宇
陀
の
阿
騎
野
を
訪
れ
た
の
は
、
通
説
で
は
持
統
六
年
（
似
年
）
冬
と
推
定
さ



れ
て
い
る
。
今
こ
の
推
定
に
従
う
と
、
軽
皇
子
は
こ
の
時
十
歳
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
題
詞
に
は
「
皇
子
L

と
あ
る
が
、

そ
の
父
日
並
は
皇

位
に
就
か
ず
し
て
持
統
三
年
に
亮
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
時
軽
は
、

正
確
に
は
皇
子
で
は
な
い
。
「
軽
王
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
少
年

王
子
に
、
最
高
級
の
詞
章
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

言
い
方
を
変
え
る
と
、
主
人
公
の
個
性
、
或
い
は
人
格
の
表
出
と
い
っ
た
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
薄
で
あ
る
と
い
え
る
。
短
歌
を
み
て
も
、

四
七
番
歌
に
は
「
黄
葉
の
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
」
と
あ
り
、

四
九
番
歌
に
は
「
日
並
の
皇
子
の
命
の
馬
並
め
て
」
と
あ
る
。
軽
皇
子
を
眼
前

に
し
な
が
ら
、
歌
で
は
父
日
並
が
前
面
に
出
て
、
軽
の
映
像
は
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

天
武
天
皇
の
第
一
皇
子
日
並
（
草
壁
）
辻
、

万
葉
集
で
も
日
本
紀
で
も
、

天
皇
に
準
じ
た
扱
い
を
受
け
た
跡
が
う
か
が
え
る
皇
太
子
で
あ

る
。
す
る
と
、
長
歌
に
お
け
る
そ
の
子
軽
の
堂
々
た
る
形
容
も
、

そ
の
よ
う
な
亡
父
と
の
二
重
映
し
の
心
意
の
表
わ
れ
と
み
れ
ば
、
納
得
で

き
る
も
の
が
あ
る
。

つ
ま
り
軽
皇
子
に
は
、
亡
父
の
跡
を
継
ぐ
貴
種
と
し
て
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
心
意
は
、
年
少
の
軽
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を
故
皇
子
尊
の
再
来
と
仰
ぐ
と
い
う
形
で
表
わ
れ
た
。

そ
れ
で
長
歌
で
は
、
堂
々
た
る
王
者
の
姿
を
描
く
詞
章
が
用
意
さ
れ
た
。
続
い
て
短

歌
で
は
、

ま
さ
し
く
眼
前
に
故
皇
子
尊
の
英
姿
が
あ
る
か
の
よ
う
な
歌
い
方
が
採
ら
れ
た
、
と
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
重
表
現
は
、
当
歌
群
を
論
じ
る
際
に
は
必
ず
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
様
の
発
想
に
よ
る
詞
章
は
、
外
に
も
例
を
見
出
す

こ
と
、
が
で
き
る
。

日
並
皇
子
お
よ
び
高
市
皇
子
に
捧
げ
ら
れ
た
挽
歌
の
長
歌
（
万
葉
集
巻
二

一
六
七
・
一
九
九
）
に
、

そ
の
典
型
が
み
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も

柿
本
人
麻
呂
の
詠
作
で
あ
る
。

① 

天
地
の

初
の
時

ひ
さ
か
た
の

天
の
河
原
に

八
百
寓

千
高
神
の

神
集
ひ

集
ひ
い
ま
し
て

神
は
か
り

は
か
り
し
時
に



天
照
ら
す

日
女
の
命

天
を
ば

知
ら
し
め
す
と③

 

座
せ
奉
り
し
高
照
ら
す

葦
原
の

水
穂
の
国
を

天
地
の

依
相
の
極

知
ら
し
め
す

神
の
命
と

天

敷
き
ま
す
国
と

天
の
原

石
門
を
開
き

神
上
り

上日
りの
座御
し子
ぬは

① 
三三l =t< 
1=11 守f世

がI：烏
八！の
王

浄
の
宮
に

占
中
よ
ミ

J

4
T
，y
、
刀
「

太
敷
き
ま
し
て

一昨一再の

⑤
相
以
引
劃

天
皇
の

八
重
掻
別
け
て

神
下
し

皇
子
の
命
の

天
の
下

知
ら
し
め
し
せ

ば
：
：
：
（
巻
二

一
六
七
）

右
の
日
並
皇
子
挽
歌
で
は
、
傍
線
④
で
皇
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
天
武
天
皇
と
が
、
ま
た
傍
線
⑤
で
皇
祖
歴
代
の
天
皇
と
天
武
天
皇
と

が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
重
映
し
に
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
肝
心
の
日
並
皇
子
は
、
傍
線
⑦
に
至
っ
て
よ
う
や
く
登
場
す
る
。
主
役
は
日
並

皇
子
な
の
に
そ
れ
で
は
お
か
し
い
と
し
て
、
傍
線
④
も
日
並
、
⑤
は
持
統
天
皇
を
指
す
と
解
釈
す
る
向
き
も
あ
る
（
2
）。

そ
れ
ほ
ど
、

人
称

- 27 -

に
と
ま
ど
い
を
お
ぼ
え
る
詞
章
な
の
で
あ
る
。

② 

か
け
ま
く
も

忌
し
き
か
も

言
は
ま
く
も

③
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

－

－

 

磐
隠
り
ま
す
や
す
み
し
し
わ
が
大
王
の

天
降
り
座
し
て

あ
や
に
畏
き

明
日
香
の

聞
こ
し
め
す

真
神

ゴ匂その

晶i房
のい

国
の 久

堅
の

天
つ
御
門
を

銀2賜
ぎひ

和わて
射ざ
見み神
がさ
原ぶ
のと

真
木
立
つ

東主不
のま破
国山
の越

え

て

・！濯
く
も
定

狛；め

行
宮
に

天
の
下

治
め
賜
ひ

食
国
を

ヂa: 

召
し
賜
ひ
て

ち
は
や
ぶ
る

人
を
和
せ
と

ま
つ
ろ
は
ぬ

国
を
治
め
と

皇
子
な
が
ら

定
め
賜
ふ
と
難
が
鳴
く

任
し
賜
へ
ば
：
：
：
（
中
略
）
：
：
：
ゆ
く

御
軍
士

阜
市
の

争
ふ
は
し
に

渡
舎
の

粛
の
宮
ゆ

神
風
に
い
吹
き
惑
は
し

⑤
I
l
l
i－－
－

l

i

l
－

－

i
 

太
敷
き
ま
し
て
や
す
み
し
し
五
口
が
大
王
の

天
雲
を

日
の
目
も
見
せ
ず

常
聞
に

覆
ひ
賜
ひ
て

炉 L毛

足

め
て
し

水
穂
の
国
を

神
な
が
ら

天
の
下

甲
し
賜
へ
ば
：
：
：
（
巻
二

一
九
九
）



こ
の
高
市
皇
子
挽
歌
で
も
、

た
と
え
ば
傍
線
⑧
は
天
武
天
皇
、
⑥
は
高
市
皇
子
、

と
合
理
的
に
判
別
し
て
考
え
る
よ
り
も
、
天
武
・
高
市

の
二
重
映
し
と
み
る
の
が
適
わ
し
い
よ
う
な
、
海
然
と
し
た
詞
章
が
展
開
し
て
い
る
。
私
達
は
文
字
で
記
録
さ
れ
た
も
の
を
読
み
返
せ
る
か

ら
よ
い
が
、
こ
れ
が
発
唱
さ
れ
た
場
に
居
合
わ
せ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

一
度
聴
い
た
位
で
は
、
明
確
な
人
称
の
区
別
な
ど
つ
か

A

品
、
ア
〕
ト
つ
T
A

、
F
品
、
。

，y
u
p
t
中
町
、
判
M
L
v
，y
L
V

と
に
か
く
、
①
②
の
ど
ち
ら
も
、
亡
く
な
っ
た
本
人
に
捧
げ
ら
れ
た
歌
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
父
天
武
あ
る
い
は
皇
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
人
に
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
皇
祖
と
故
人
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
、
お
そ

ら
く
は
故
人
の
生
前
を
称
え
る
こ
と
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
偉
大
な
貴
人
の
子
孫
を
、

そ
の
過
去
の
貴
人
と
二
重
映
し
に

し
、
そ
の
直
系
な
る
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
讃
美
す
る
と
い
う
発
想
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

- 28ー

し
て
み
る
と
、
二
重
表
現
の
詞
章
は
、
同
時
に
無
時
制
の
詞
章
で
も
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
軽
皇
子
の
場
合
で
い
う
と
、
過
去
に
あ
っ

た
こ
と
｜
｜
日
並
皇
子
が
阿
騎
野
を
訪
れ
た
「
古
昔
L

ー
ー
を
も
っ
て
、
皇
子
の
現
在
か
ら
未
来
に
か
け
て
を
称
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
時
を
超
越
し
た
詞
章
と
い
え
ば
、

外
に
思
い
当
た
る
の
は
祝
詞
の
そ
れ
で
あ
る
（
3
Z

「
六
月
晦
大
破
」
「
中
臣
寿

す
め
み
ま
の
み
こ
と

ア
マ
テ
ラ
ス
の
孫
の
資
格
で
「
皇
御
孫
尊
」

「
大
殿
祭
」

詞
」
な
ど
、
『
延
喜
武
』
祝
詞
の
ど
れ
を
参
照
し
て
も
よ
い
。
神
代
に
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
、

が
登
場
す
る
が
、

そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
今
上
天
皇
に
な
る
（
4
）
。
過
去
・
現
在
の
区
別
が
な
い
詞
章
と
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
皇

御
孫
尊
」
・
今
上
天
皇
の
二
重
映
し
で
あ
り
、
固
有
の
人
格
に
は
無
縁
の
詞
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
の
日
並
皇
子
挽
歌
の
冒
頭
な
ど
は
、

こ
れ
に
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
て
類
型
を
辿
っ
た
う
え
で
、
再
び
当
歌
群
の
二
重
表
現
に
戻
っ
て
み
る
。
す
る
と
そ
れ
は
、
政
治
的
誇
張
で
も
な
け
れ
ば
、
作
者



の
卓
越
し
た
詩
心
の
産
物
で
も
な
く
、
古
代
的
思
考
法
に
基
づ
い
た
発
想
で
あ
っ
た
と
の
見
解
に
導
か
れ
る
。
同
時
に
、
古
態
を
留
め
た
祝

詞
な
ど
と
の
比
較
に
よ
り
、
人
麻
呂
の
詩
才
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
た
跡
も
、

は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

∞
 
四
八
番
歌
研
究
史
概
観

長
歌
に
続
く
短
歌
四
首
は
、
漢
詩
の
起
承
転
結
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
見
事
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
と
評
さ
れ
る
。
そ
の
内
で
「
転
」

に
相
当
す
る
の
が
四
八
番
歌
で
あ
る
。
賀
茂
真
淵
の
改
訓
に
よ
り
生
命
が
吹
き
こ
ま
れ
、
集
中
屈
指
の
有
名
歌
と
な
っ
た
。
実
は
そ
の
訓
に

は
今
な
お
問
題
が
残
る
が
、
こ
こ
で
は
一
首
の
内
容
面
に
絞
っ
て
、
問
題
点
を
確
認
し
て
み
た
い
。

当
歌
は
、

一
昔
前
ま
で
は
純
粋
な
叙
景
歌
と
み
ら
れ
、
繁
明
の
荘
、
厳
な
景
観
を
写
し
た
歌
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
。
斎
藤
茂
吉
の
残
し

と
こ
ろ
が
現
在
で
は
、
当
歌
は
単
な
る
叙
景
歌
で
は
な
い
、

と
の
見
方
に
傾
き
つ
つ
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
東
に
さ
し
染
め
た
曙
光
と
西

Q
J
 

ウ
M

た
評
言
（
5
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
鑑
賞
態
度
で
あ
る
。

に
傾
く
月
と
の
対
照
に
、

何
か
寓
意
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
っ
た
着
想
に
端
を
発
し
て
い
る
。

「
か
ぎ
ろ
ひ
」
に
は
軽
皇
子
、
「
月
」

に
は
故
日
並
皇
子
の
暗
示
が
あ
る
、
と
最
初
に
示
唆
し
た
の
は
窪
田
空
穂
で
あ
る
（
6
）
。
こ
の
見
方
を
上
野
理
氏
（
7
）
身
崎
蕎
氏
（
8
）
な
ど
が
継

承
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
発
展
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
寓
意
を
考
え
る
、
特
に
「
月
」
に
日
並
皇
子
の
暗
示
を
読
み
と
る
根
拠
と
し
て
は
、

O
神
代
紀
に
月
読
命
に
関
し
て
「
日
に
配
」
ぶ
も
の
と
の
記
載
が
み
え
る
こ
と

。
日
並
皇
子
挽
歌
の
反
歌
（
一
六
九
）
に
「
あ
か
ね
さ
す
日
は
照
ら
せ
れ
ど
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
の
隠
ら
く
惜
し
も
L

と
歌
わ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。



こ
の
視
点
は
さ
ら
に
深
化
し
て
、

そ
の
夜
と
朝
と
の
交
代
に
、

王
権
の
交
代
を
重
ね
合
わ
せ
る
見
方
を
引
き
出
し
て
く
る
。

そ
こ
で
、
こ

の
阿
騎
野
の
歌
の
背
景
に
、
軽
皇
子
の
成
年
式
の
よ
う
な
儀
式
を
想
定
す
る
説
も
行
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
上
野
氏
が
、
古
代
の
狩
猟
の
持

つ
成
年
戒
的
な
一
面
に
着
目
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

坂
下
圭
八
氏
（
9
）
は
そ
の
う
え
に
、

阿
騎
野
行
は
持
統
六
年
の
冬
至
の
頃
で
あ
ろ
う
、

と
の
有
力
な
推
定
が
あ
る
こ
と
（
刊
）
を
参
看
さ
れ
た
。

そ
れ
で
こ
の
行
旅
は
、

大
嘗
祭
的
な
性
格
を
持
っ
た
、
軽
皇
子
の
新
生
の
儀
式
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
軽
皇
子
は
、

一
晩
阿
騎
野
に
宿
っ
て
子
供
と
し
て
死
に
、
翌
朝
大
人
と
し
て
｜
｜
1

日
並
皇
子
の
再
来
と
し

て
建
る
。

そ
し
て
こ
の
劇
的
な
再
生
復
活
の
瞬
間
を
う
た
っ
た
の
が
四
八
番
歌
で
あ
る
、

と
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。
な
お
森
朝
男
氏
に

も
類
似
の
所
論
が
あ
る
が
（
日
）
、
森
氏
は
儀
式
の
実
施
の
有
無
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
人
麻
呂
の
詩
的
想
像
力
を
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、

坂
下
氏
の
論
と
は
一
線
を
画
す
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

ま
た
、
直
接
に
四
八
番
歌
か
ら
導
か
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
池
田
禰
三
郎
氏
（
口
）
・
山
本
健
吉
氏
（
日
）
な
ど
も
、

」
の
行
旅
に
つ
い
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て
「
皇
太
子
た
る
べ
き
神
聖
な
資
格
を
得
る
た
め
の
、
真
冬
の
鎮
魂
の
山
ご
も
り
」
と
い
っ
た
見
方
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
よ
う
に
歌
の
場
の
想
定
を
当
歌
の
解
釈
に
援
用
す
る
こ
と
を
き
ら
う
立
場
も
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
当
歌
の
光
景
は
、
か

つ
て
の
日
並
皇
子
の
御
猟
の
時
に
も
み
ら
れ
た
光
景
で
あ
っ
て
、
奇
し
く
も
往
時
と
等
し
い
景
観
が
得
ら
れ
た
。

そ
の
感
動
を
う
た
っ
た
の

が
当
歌
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
伊
藤
博
氏
（
叫
）
・
稲
岡
耕
二
氏
白
）
な
ど
が
こ
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

四
八
番
歌
を
め
ぐ
っ
て
は
、
阿
騎
野
遊
猟
歌
全
体
の
意
味
付
け
に
も
関
わ
る
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
結
局
、
未
だ

に
定
説
を
見
な
い
が
、

当
歌
の
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
「
月
」
が
何
を
音
山
味
す
る
の
か
、

と
い
う
問
い
が
顕
在
化
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と

い
え
よ
’
フ
。



国

日
と
月
と

本
章
で
は
、

日
本
文
学
の
素
材
と
し
て
の
「
日
L

「
月
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

四
八
番
歌
を
見
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
体
、
契
明
の
一
一
瞬
を
捉
え
た
歌
、

し
か
も
東
西
に
日
月
を
対
照
さ
せ
た
歌
と
な
る
と
、
万
葉
集
は
も
ち
ろ
ん
、
後
の
勅
撰
和
歌
を
調
べ

て
行
っ
て
も
、
容
易
に
見
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。

③ 

ざ
し
の
J
即
刻
耕
民
に
君
を
思
ひ
出
で
ん
傾
品
川
点
に
わ
れ
を
忘
る
な
（
金
葉
集
・
別
離
・
三
五
九
）

④ 

風
に
な
び
く
尾
花
が
末
に
か
げ
ろ
ひ
て
月
と
ほ
く
な
る
有
明
の
庭
（
風
雅
集
・
秋
下
・
六
三
四
）

右
二
首
は
偶
然
目
に
留
ま
っ
た
も
の
だ
が
、
単
に
時
刻
・
光
景
が
似
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
類
型
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
共
通
点
を
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拍
き
出
せ
そ
う
に
な
い
。

四
八
番
歌
は
孤
立
し
た
歌
、
類
型
な
き
歌
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
手
が
か
り
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
さ
し
あ
た
り
万
葉
集
で
、
「
月
か
た
ぶ
き
ぬ
」
の
全
用
例
を
集
め
て
み
る
。

⑤ 

か
た
ぷ
き
ぬ

君
に
恋
ひ
し
な
え
う
ら
ぶ
れ
吾
が
居
れ
ば
秋
風
吹
き
て
月
斜
鷲
（
巻
十

か
た
ぷ
き
凪

真
袖
も
ち
床
打
ち
払
ひ
君
待
つ
と
居
り
し
聞
に
月
傾
（
巻
十
一
二
六
六
七
）

か

た

ぷ

き

ぬ

ね
ば
た
ま
の
夜
は
更
け
ぬ
ら
し
玉
く
し
げ
二
上
山
に
月
加
多
夫
伎
奴
（
巻
十
七

か

た

ぷ

き

ぬ

秋
風
に
今
か
今
か
と
紐
解
き
て
う
ら
待
ち
居
る
に
月
可
多
夫
伎
奴
（
巻
二
十

三
九
五
五
）

二
二
九
八
）

⑥ ⑦ ⑧ 

四
三
一
一
）

お
お
む
ね
、
夜
が
明
け
て
し
ま
う
の
が
惜
し
い
、
悲
し
い
。
思
う
人
を
待
っ
て
い
る
の
に
、
逢
え
な
い
ま
ま
も
う
夜
が
明
け
て
し
ま
う
、



と
マ
イ
ナ
ス
の
心
象
で
月
を
眺
め
る
類
型
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
類
型
は
、
当
四
八
番
歌
の
場
に
は
適
わ
し
く
な
い
。
こ
の
阿
騎
野

行
の
場
合
は
、
夜
明
け
は
む
し
ろ
待
ち
望
ま
れ
た
は
ず
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
月
か
た
ぶ
き
ぬ
」
の
用
例
は
、
当
歌
を
解
く

参
考
に
は
な
り
そ
う
に
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
万
葉
集
中
に
次
の
よ
う
な
三
首
が
あ
る
。

⑨ 

朝
日
影
匂
へ
る
山
に
照
る
月
の

君
を
山
越
に
置
き
て
（
巻
四

四
九
五
）

⑩ 

朝
月
の
日
向
の
山
に
月
立
て
り
見
ゆ

遠
妻
を
持
ち
た
る
人
し
見
つ
つ
偲
は
む
（
巻
七

一
二
九
四
）

⑪ 

朝
月
の
日
向
黄
楊
櫛
古
り
ぬ
れ
ど
何
し
か
君
が
見
れ
ど
飽
か
ざ
ら
む
（
巻
十
一

二
五

O
O）

傍
線
部
の
よ
う
に
、

「
朝
日
を
受
け
る
残
月
」

と
い
う
景
象
が
序
歌
を
形
造
っ
て
い
る
。
序
歌
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
単
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な
る
偶
然
の
叙
景
で
は
な
く
、

或
る
普
遍
的
な
心
の
傾
き
を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
心
意

は
、
決
し
て
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
⑨
で
、
朝
日
を
受
け
る
残
月
は
「
飽
か
ざ
る
」
と
い
う
語
を
引
き
出
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
非
常
に
望
ま
し
い
光
景
と
し
て
印
象
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
暁
方
の
月
は
、
明
る
い
心
象
風
景
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
留
意
し
た
う
え
で
、
今
度
は
次
の
歌
々

に
注
目
し
た
い
。

⑫ 
御み

面5玉
と 藻

よ
し

讃
岐
の
国
は

国
柄
か

見
れ
ど
も
飽
か
ぬ

神
柄
か

こ
こ
だ
貴
き

天
地

日
月
と
共
に
足
り
行
か
む

神
の

つ
ぎ
き
た
る
：
：
：
（
巻
二

ニニ
O）



⑬ 

天
地
の

遠
き
が
如
く

難
波
の
宮
に

長
き
が
如
く

わ
ご
大
王

国
知
ら
す
ら
し
：
：
：
（
巻
六

九
三
三
）

日
月
の

お
し
て
る

⑭ 

日
月
と
共
に

万
代
に
も
が
（
巻
十

三
二
三
四
）

天
地

大
宮
人
は

・
：
も
も
し
き
の

⑮ 

天
な
る
や
月
日
の
如
く
吾
が
思
へ
る
君
が
日
に
け
に
老
ゆ
ら
く
惜
し
も
（
巻
十
三

一
二
四
六
）

万
葉
集
で
は
右
の
よ
う
に
、
「
日
」
「
月
」
が
一
対
と
な
っ
て
煩
詞
を
形
成
し
た
例
が
見
出
せ
る
。

そ
し
て
こ
の
類
型
は
、

宣
命
に
も
あ

る。⑮ 

比
者
三
本
有
。
天
然

Iι引一

元
年
八
月
二
十
四
日
。
光
明
子
を
皇
后
と
す
る
詔
）
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地
匁
山
川
有
如
並
坐
而
可
有
止
言
事
者
汝
等
王
臣
等
明
見
所
知
在
。
：
：
：
（
続
日
本
紀
天
平

さ
ら
に
こ
の
伝
統
は
、
後
代
の
勅
撰
集
の
賀
歌
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

⑫ 

君
が
代
は
千
代
と
も
さ
さ
じ
天
の
戸
ゃ
い
づ
る
月
日
の
限
な
け
れ
ば
（
新
古
今
集
・
賀
・
七
三
八
）

⑮ 

ひ
さ
か
た
の
あ
ま
の
か
ご
山
そ
ら
は
れ
て
い
づ
る
月
日
も
わ
が
き
み
の
た
め
（
続
古
今
集
・
賀
・
一
九
一
五
）

⑬ 

く
も
り
な
き
月
日
の
光
い
く
め
ぐ
り
お
な
じ
雲
ゐ
に
す
ま
ん
と
す
ら
ん
（
玉
葉
集
・
賀
・
一

O
九
二
）

⑫ 

月
も
日
も
光
を
そ
へ
て
あ
き
ら
け
き
君
が
御
代
を
ば
さ
ぞ
て
ら
す
ら
ん
（
続
千
載
集
・
賀
・
二
二
ニ
四
）

⑧ 

く
も
り
な
く
て
ら
し
の
ぞ
め
る
君
が
代
は
月
日
と
と
も
に
つ
き
じ
と
ぞ
思
ふ
（
風
雅
集
・
賀
・
二
二
ハ
六
）

⑫ 

あ
ま
の
は
ら
め
ぐ
る
月
日
の
さ
や
か
に
も
万
代
す
め
る
雲
の
う
へ
か
な
（
新
続
古
今
集
・
賀
・
七
七
二
）



引
用
は
こ
の
程
度
に
留
め
る
が
、
「
日
L

「月」

一
対
で
讃
め
詞
を
形
造
る
伝
統
が
、
後
世
ま
で
脈
々
と
続
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ

h

つノ。
そ
こ
で
思
う
に
、
も
し
太
陽
と
月
と
が
同
時
に
天
空
に
あ
る
と
い
う
実
景
が
得
ら
れ
た
ら
、

そ
の
景
観
は
非
常
に
め
で
た
い
気
分
を
誘
っ

’
－
？
｝
」
ぺ
，
J
T
A

、内品、。

争

J
J
t
t
J
刀

U
J山出し

こ
こ
で
阿
騎
野
行
の
朝
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
通
説
で
は
、
軽
皇
子
の
将
来
に
重
大
な
行
旅
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
も
し
そ

の
通
り
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

そ
の
夜
明
け
は
祝
賀
の
気
分
に
満
ち
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、

四
七
番
歌
の
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
と

「
月
」
と
は
、

一
方
が
陽
、

一
方
が
陰
と
、
対
照
さ
れ
て
眺
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、

ど
ち
ら
も
晴
れ
晴
れ
し
い
景
象
と
し
て
、

一
首
を

め
で
た
い
気
分
で
貫
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
日
並
皇
子
の
亮
去
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
行
旅
の
間
に
懐
顧
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
、
第
五
匂
「
月
西
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渡
」
を
今
の
と
こ
ろ
「
月
か
た
ぶ
き
ぬ
」
と
訓
む
外
な
い
と
す
る
と
、
沈
ん
で
ゆ
く
月
と
い
う
捉
え
方
に
は
、
や
は
り
哀
惜
の
気
分
の
投
影

が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
、
何
か
気
分
の
統
一
に
欠
け
た
歌
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

「月
L

に
日
並
の
投

影
が
あ
る
こ
と
を
否
定
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
晴
れ
や
か
な
朝
に
、
こ
と
さ
ら
に
故
人
を
哀
傷
す
る
よ
う
な
不
調
和
な
気
分
は
な
か

っ
た
、

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
改
め
て
結
論
す
る
と
、
当
歌
は
、
「
日
L

と
「
月
」
と
が
同
時
に
天
空
に
あ
る
と
い
う
晴
れ
や
か
で
厳
粛
な
景
観
を
も
っ
て
、
軽

皇
子
の
将
来
を
祝
福
し
た
歌
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
お
き
た
い
。



但）

阿
紀
神
社
の
こ
と

さ
て
、
宇
陀
の
阿
騎
野
と
い
う
土
地
の
性
格
は
、
古
来
の
狩
猟
地
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
の
が
恒
例
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ

る
が
白
）
、

私
見
で
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

特
に
四
八
番
歌
の
解
釈
に
、

さ
ら
に
或
る
可
能
性
を
ひ
ら
く
よ
う
な
ヒ
ン

ト
が
見
出
せ
る
。

そ
れ
は
当
地
に
あ
る
阿
紀
神
社
と
い
う
古
社
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
の
神
名
帳
に
名
が
み
え
て
い
る
こ
の
社
は
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三

あ
き
や
ま
か
む
ベ

年
）
の
社
記
（
口
）
に
よ
れ
ば
「
天
照
大
神
の
御
本
地
」
で
、
「
明
山
神
戸
」
と
言
っ
た
と
あ
る
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
年
）
九
月
の
銘
を
も
っ
境

内
の
石
燈
錨
時
に
は
「
神
戸
大
明
神
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

神
戸
と
は
伊
勢
神
宮
の
封
戸
の
こ
と
で
あ
る
が
、
神
宮
側
の
記
録
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
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あ
る
。

⑧ 

垂
仁
天
皇
警
百
一
昨
。

天
皇
即
位
廿
五
年
間
、

天
照
坐
皇
太
神
、

天
－
一
呈
於
大
和
園
宇
陀
吾
子
v
時
園
造
也
子
マ
ツ
心
彬

F
号
両
局
幹

J
一
色
皇
太
神
宮
、

ル

シ

メ

メ

サ

ノ

始
天
降
坐
本
所
也
。
其
後
奉
y
令
v
鎮
ニ
坐
伊
勢
園
度
曾
郡
宇
治
郷
五
十
鈴
川
上
－
、
・
：

当
地
は
天
照
大
神
が
初
め
て
天
降
り
ま
し
た
所
で
、
こ
の
時
国
造
が
神
戸
を
奉
っ
た
。
こ
れ
が
宇
陀
の
神
戸
で
あ
る
、

と
伝
え
て
い
る
。

ち
な
み
に
こ
れ
は
、
『
延
喜
式
』
伊
勢
太
神
宮
の
封
戸
の
条
に
「
大
和
園
十
五
戸
L

と
あ
る
の
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ



は
畿
内
で
唯
一
の
神
戸
で
あ
っ
た
。
田
中
卓
氏
は
『
伊
勢
神
宮
の
創
加
と
発
展
』
で
、
「
こ
の
畿
内
唯
一
の
宇
陀
の
神
戸
は
、
神
宮
と
ヤ
マ

か
な
め

ト
朝
廷
と
を
つ
な
ぐ
要
の
よ
う
な
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い

J
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
整
理
す
る
と
、
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
阿
紀
神
社
と
、
同
書
の
伊
勢
太
神
宮
の
条
に
み
え
て
い
る
宇
陀
の
神
戸
と
は
、
神
宮
と
の

関
係
と
い
う
点
で
明
ら
か
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
、
少
な
く
と
も
『
延
喜
式
』
が
編
ま
れ
た
頃
に
は
、
確
実
に
存
在
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

現
在
の
社
殿
は
神
宮
と
同
じ
唯
一
神
明
造
で
、
南
面
し
て
い
る
。

い
か
に
も
伊
勢
と
の
連
が
り
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
、
寛
永
十

年
の
社
記
に
よ
る
と
往
古
は
式
年
遷
宮
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
創
建
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
様
式
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
知
る
す
べ
が
な

い
。
が
と
も
か
く
、
『
延
喜
式
』
編
纂
時
よ
り
さ
ら
に
そ
の
存
在
が
遡
る
こ
と
を
探
り
得
る
資
料
は
あ
る
。

⑫ 

：
・
雨
時
倭
姫
内
親
王
、
太
神
乎
頂
奉
豆
、
願
給
闘
求
奉
時
爾
、
従
ニ
美
和
乃
御
諸
宮
一
護
豆
令
出
坐
支
。
：
：
：
彼
時
、
宇
太
乃
阿
貴
宮
坐
ロ
ハ

O
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次
佐
々
波
多
宮
坐
只
。
其
爾
郎
大
倭
園
造
等
、
神
御
田
井
神
戸
進
只
。
：
：
：
（
皇
太
神
宮
儀
式
帳
）

右
の
よ
う
に
、
延
暦
年
聞
に
編
ま
れ
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
よ
る
と
、
垂
仁
天
皇
代
、
倭
姫
命
が
天
照
大
神
を
斎
い
て
、
大
和
か
ら

巡
歴
の
旅
に
出
た
経
路
の
な
か
に
「
宇
陀
ノ
阿
貴
ノ
宮
」
の
名
が
み
え
て
い
る
。
ま
た
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
の
養
老
六
年
（
七
一
九
年
）
の
条

に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

⑧ 

養
老
六
年
担
三
月
三
日
、

大
和
園
宇
陀
神
戸
司
進
ニ
於
神
祇
官
一
申
文
云
、

年
中
四
箇
度
御
祭
、
臨
時
奉
幣
執
幣
丁
朔
日
奉
ニ
稲
富
一
白
ニ

上
古
時
一
矯
ニ
譜
第
之
者
一
専
無
一
一
他
役
↓
市
以
ニ
去
二
月
廿
七
日
一
矯
－
一
散
位
懸
造
宿
禰
吉
宗
一
被
ニ
打
損
一
了
者
。

仰
上
奏
己
畢

D

随



ヲ

ノ

ノ

ニ

則
以
ニ
同
年
五
月
七
日
一
件
吉
宗
被
v
配
一
一
流
隠
岐
園
↓

宇
陀
の
神
戸
の
司
が
神
祇
官
に
申
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
当
地
に
は
上
古
の
時
よ
り
、
伊
勢
神
宮
の
祭
の
時
に
、
祭
料
米
を
奉
る
こ
と

よ
ぼ
ろ

を
職
掌
と
す
る
と
こ
ろ
の
譜
代
の
丁
が
い
る
と
い
う
。
西
暦
七
一
九
年
の
時
点
に
お
け
る
「
上
古
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
推
し
て
、
阿
紀
神

社
と
神
戸
の
存
在
は
、
持
統
朝
、

つ
ま
り
こ
の
軽
皇
子
の
阿
騎
野
行
の
頃
ま
で
は
十
分
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

軽
皇
子
は
天
武
天
皇
の
嫡
孫
で
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
天
武
は
、
壬
申
の
乱
を
契
機
に
伊
勢
の
神
と
深
い
関
係
を
持
っ
た
と
み
ら
れ
る
天
子

で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
地
位
が
飛
躍
的
に
上
昇
し
て
く
る
の
は
、
天
武
朝
以
降
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
天
武
紀
に
み
え
る
次

の
記
事
に
注
目
し
た
い
。

⑮ 

是
日
（
天
武
元
年
六
月
二
十
四
日
）
、
設
v
途
入
ニ
東
園
↓

・
印
日
、

到
－
一
菟
田
吾
城
↓

・
於
一
一
此
時
一
屯
田
司
舎
人
士
師
連
馬
手
、
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供
一
一
従
賀
者
食
↓
：
：
：
過
ニ
甘
羅
村
一
有
二
獄
者
廿
飴
人
↓
：
：
：
則
悉
喚
令
ニ
従
駕
↓

・
・
・
運
ニ
湯
沫
之
米
一
伊
勢
園
駄
五
十
匹
、

遇
－
一
於
菟
田

郡
家
頭
↓
の
皆
棄
ν
米
、
市
ν
乗
ニ
歩
者
↓
到
ニ
大
野
一
以
日
落
也
。
・
：

⑫ 

（
九
年
三
月
二
十
三
日
）
幸
二
子
菟
田
吾
城
↓

ア

キ

壬
申
の
乱
前
夜
、
天
武
が
吉
野
を
発
っ
て
東
国
へ
向
か
う
途
次
、
最
初
に
立
ち
寄
っ
た
所
と
し
て
「
菟
田
吾
城
」
の
名
が
み
え
て
い
る
。

ま
た
天
武
九
年
に
は
、
単
独
の
行
幸
地
と
し
て
再
び
「
吾
城
」
の
名
が
出
て
く
る
。

天
武
皇
統
に
と
っ
て
、

そ
の
祖
天
武
天
皇
は
言
う
ま
で
も
な
く
崇
高
な
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
す
る
と
そ
の
聖
帝
天
武
が
訪
れ
た
土
地
と

い
う
の
は
、
例
え
ば
持
統
朝
の
吉
野
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
聖
地
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。



こ
う
し
て
天
武
が
二
度
訪
問
し
て
い
る
ア
キ
、
天
武
天
皇
ゆ
か
り
の
ア
キ
、

と
い
う
点
に
着
眼
す
る
と
、
そ
の
孫
・
軽
皇
子
の
将
来
に
重

大
な
旅
行
地
と
し
て
ア
キ
が
選
ば
れ
た
由
縁
も
、
初
め
て
納
得
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
由
縁
と
は
、
天
武
の
伊
勢

の
神
へ
の
信
奉
と
関
連
す
る
、

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑧｝ 

（
天
武
紀
二
年
）
夏
四
月
丙
辰
朔
己
己
、
欲
v
遣
ニ
侍
大
来
皇
女
子
天
照
太
神
宮
（
市
令
v
居申一泊瀬一斎－

E
是
先
割
判
粧
品
心
相
Z
所
也
。

参
考
ま
で
で
あ
る
が
、
宇
陀
の
す
ぐ
隣
の
泊
瀬
は
、
天
武
朝
に
斎
宮
に
任
ぜ
ら
れ
た
大
来
皇
女
の
潔
斎
の
場
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
宇
陀

も
泊
瀬
も
伊
勢
へ
の
道
筋
に
当
た
り
、
と
も
に
山
が
ち
で
水
清
ら
か
な
土
地
と
い
う
点
で
、
土
地
柄
は
類
似
す
る
。

ま
た
先
掲
の
⑮
の
記
事
に
は
「
甘
羅
村
」
な
る
名
が
み
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
注
目
し
て
よ
い
地
名
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
現
在
阿
紀

そ
の
麓
に
「
神
楽
岡
神
社
」
と
い

- 38 -

神
社
の
あ
る
森
か
ら
、
宇
陀
川
・
大
宇
陀
の
町
並
み
を
経
て
、
ち
ょ
う
ど
東
に
城
山
と
い
う
山
が
あ
り
、

う
小
社
が
あ
る
。
こ
こ
に
往
時
の
甘
羅
の
地
名
の
名
残
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
社
殿
が
阿
紀
神
社
同
様
、
唯
一
神
明
造
で
あ
る
。

カ
ス
ガ

現
在
の
神
楽
岡
神
社
は
新
し
く
、
旧
社
地
は
や
や
北
寄
り
、
同
じ
く
城
山
山
麓
に
あ
る
春
日
神
社
だ
と
い
う
が
、
宇
陀
川
の
清
流
を
は
さ
ん

で
東
に
春
日
、
西
に
ア
キ
の
地
名
が
あ
り
、

と
も
に
伊
勢
神
宮
と
同
じ
様
式
の
社
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。

以
上
の
よ
う
な
資
料
よ
り
推
察
す
る
に
、
宇
陀
の
阿
騎
と
い
う
所
は
、
天
武
・
持
統
朝
に
お
い
て
、
或
い
は
伊
勢
神
宮
の
前
衛
地
、
遥
拝

地
と
い
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

現
在
、

阿
紀
神
社
の
あ
る
森
の
東
方
す
ぐ
近
く
の
小
丘
に
人
麻
呂
歌
碑
が
立
ち
、
「
か
ぎ
ろ
い
の
丘
」
な
る
公
園
と
な
っ
て
い
る
。

訪
れ

て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
見
晴
ら
し
の
効
く
好
適
地
を
選
ん
だ
も
の
だ
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
立
っ
て
東
西
を
眺
め
な
が
ら
、
改
め
て

実
感
し
た
こ
と
は
、

そ
こ
が
四
八
番
歌
の
詠
地
で
あ
っ
た
と
は
決
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
当
歌
に
う
た
わ
れ
た
よ
う
な
雄
大
な
景
観
は
、
現



地
（
現
大
宇
陀
町
）
の
高
台
か
ら
で
な
い
と
望
め
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
地
形
的
に
判
断
し
て
、
ど
こ
か
ら
で
も
見
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
と
す
る
と
軽
皇
子
一
行
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
景
観
の
到
来
を
期
し
て
、

つ
ま
り
高
台
に
て
曙
光
を
待
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
日
の
出
に
言
寄
せ
て
天
子
の
御
代
を
祝
福
す
る
と
い
う
類
型
は
、

の
ち
の
勅
撰
和
歌
に
数
多
く
見
出
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
そ
の
一
例
を
あ
げ
て
み
る
。

⑮ 

春
宮
の
生
ま
れ
た
ま
へ
り
け
る
時
に
ま
ゐ
り
て
よ
め
る

典
侍
藤
原
因
香
朝
臣

峰
た
か
き
か
す
が
の
山
に
い
づ
る
日
は
く
も
る
時
な
く
て
ら
す
ぺ
ら
な
り
（
古
今
集
・
三
六
四
）

⑩ 

い
は
ひ
の
心
を
よ
み
侍
り
け
る

大
宮
前
太
政
大
臣
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君
が
代
は
あ
ま
の
か
ご
山
い
づ
る
日
の
て
ら
む
か
ぎ
り
は
っ
き
じ
と
ぞ
思
ふ
（
千
載
集
・
六

O
九）

⑨ 

宝
治
百
首
歌
の
中
に
寄
日
祝
と
い
ふ
事
を

冷
泉
前
太
政
大
臣

み
か
さ
山
峰
た
ち
の
ぼ
る
朝
日
か
げ
空
に
く
も
ら
ぬ
よ
ろ
づ
よ
の
春
（
風
雅
集
・
二
一
六
一
）

山
階
入
道
前
太
政
大
臣

岩
戸
い
で
し
日
か
げ
は
今
も
く
も
ら
ね
ば
か
し
こ
き
御
代
を
さ
ぞ
て
ら
す
ら
ん
（
同
・
二
二
ハ
二
）

と
よ
さ
か
の
ぼ
り

ま
た
祝
詞
に
も
、
「
今
日
の
朝
日
の
豊
栄
登
に
」
と
い
っ
た
言
い
方
が
頻
出
す
る
。
こ
の
よ
う
に
朝
日
を
眺
め
る
心
意
と
、
宇
陀
の
阿
騎

か
＃
¢
う
ひ

と
い
う
土
地
柄
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
。
す
る
と
、
「
東
の
野
に
炎
の
立
つ
見
え
て
」
と
東
方
の
曙
光
を
仰
い
だ
一
行
の
心
に
は
、
伊
勢

の
神
（
天
照
大
神
）
遥
拝
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
も
し
そ
の
よ
う
な
心
意
に
満
ち
て
い
た
と
す



れ
ば
、
や
が
て
昇
っ
た
旭
日
は
、
軽
皇
子
祝
賀
の
気
分
を
大
い
に
盛
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（司

持
統
十
年
の
冬

結
び
に
、
阿
騎
野
遊
猟
歌
の
作
歌
年
次
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

先
に
付
で
述
べ
た
よ
う
に
、
通
説
は
持
統
六
年
と
推
定
し
て
い
る
（
時
）

O

巻
一
の
歌
が
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
目
安
か
ら
、

当
歌
群
の
位
置
を
見
定
め
て
算
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
管
見
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
池
田
粥
三
郎
氏
が
持
統
十
年
と
、
も
う
少
し
下
ら
せ
た
年
次
推
定
を
行
わ
れ
て
い
る
。

。
持
続
元
年
（
六
八
七
）
に
お
い
て
、
持
統
天
皇
四
十
三
歳
。

そ
の
御
子
、
皇
太
子
草
壁
は
二
十
六
。
草
壁
の
御
子
、
軽
皇
子
は
五
歳
。

そ
の
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翌
々
年
、

持
統
三
年
に
は
草
壁
は
二
十
八
歳
で
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、

天
武
天
皇
の
御
子
の
一
人
、

高
市
皇
子
が
皇
太
子
と
な

り
、
こ
れ
も
帝
位
に
即
く
こ
と
な
く
、
持
続
十
年
七
月
十
日
に
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
人
麻
呂
長
歌
短
歌
の
軽
皇
子
の
御
幸
は
、

そ
の

年
の
冬
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
翌
年
二
月
、
軽
皇
子
は
皇
太
子
と
な
り
、

八
月
一
日
、
十
五
歳
で
即
位
し
た
。
文
武
天
皇
で
あ
る
。

（
慶
応
義
塾
大
学
通
信
教
材
『
国
文
学
』
）

わ
ず
か
こ
れ
だ
け
の
発
言
で
あ
る
が
、
こ
の
推
定
は
明
ら
か
に
高
市
皇
子
へ
の
着
目
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
高
市
皇
子
は
、
日

本
紀
・
万
葉
集
に
「
後
皇
子
尊
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
草
壁
皇
子
嘉
後
、
皇
太
子
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
持
統
十
年
七
月
に
そ
の
高
市
が
亮
じ
て
、

は
じ
め
て
軽
皇
子
に
順
番
が
回
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
、

と
こ
の
よ
う
な
考
察
の
筋
道
で
あ

る
と
察
せ
ら
れ
る
。



果
た
し
て
高
市
皇
子
が
本
当
に
皇
太
子
と
な
っ
た
か
ど
う
か
は
、
現
存
の
資
料
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
し
か
し
、
持
統
朝
の
重
鎮
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
実
な
人
物
で
あ
る
。
こ
の
高
市
皇
子
亡
き
あ
と
、
皇
位
継
承
問
題
が
紛
糾
し
た
こ
と
は
、
『
懐
風
藻
』
に
記
録
が
あ
る
。

⑨ 

：
：
：
高
市
皇
子
嘉
後
。
皇
太
后
引
ニ
王
公
卿
土
於
禁
中
↓
謀
v
立
二
日
嗣
。

時
群
臣
各
挟
ニ
私
好
↓
衆
議
紛
伝
。

王
子
進
奏
日
。
我
園
家

矯
v
法
也
。
神
代
以
来
。
子
孫
相
承
。
以
襲
ニ
天
位
↓
若
兄
弟
相
反
。
則
乱
従
v
此
興
。
仰
論
ニ
天
心
↓
誰
能
敢
測
。
然
以
－
1
人
事
一
推
之
。
聖

嗣
自
然
定
失
。
此
外
誰
敢
間
然
乎
。
弓
削
皇
子
在
v
座
。
欲
v
有
v
言
。
王
子
叱
v
之。

乃
止
。

皇
太
后
嘉
ニ
其
一
言
定
v
園
。
：
：
：
（
葛
野
王

伝傍
線
部
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
葛
野
王
が
子
孫
相
承
を
提
言
し
、
こ
れ
を
女
帝
が
容
れ
て
決
着
を
み
た
と
伝
え
て
い
る
。

こ
の
葛
野
玉
伝
と
対
照
し
て
、
次
の
身
崎
害
氏
の
所
見
に
注
意
し
た
い
。
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「
定
閤
」
と
の
記
述
が
、
軽
皇
子
の
擁
立
内
定
を
暗
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

。
：
・
人
麻
呂
は
こ
の
行
旅
の
目
的
を
よ
く
理
解
し
、
そ
れ
を
歌
に
よ
っ
て
讃
え
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
し
て
一
行
の
列
に
加
え
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

そ
の
目
的
と
は
究
極
的
に
は
天
武
直
系
の
軽
皇
子
が
も
っ
と
も
正
し
い
王
権
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
：
：
：
（
中
略
）

：
・
こ
れ
（
筆
者
注

阿
騎
野
遊
猟
歌
）
は
も
は
や
、
阿
騎
野
へ
の
行
旅
に
供
奉
し
遊
猟
に
参
加
し
た
一
行
の

人
々
に
の
み
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
わ
く
の
乱
れ
て
い
た
持
統
宮
廷
社
会
に
高
ら
か
に
発
表
さ
れ
、
軽
皇
子
の
皇
位

継
承
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
「
柿
本
人
麻
呂
阿
騎
野
の
歌
L

。
傍

線
筆
者
）

傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
現
在
の
研
究
者
に
共
通
の
見
解
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
実
に
高
市
皇
子
亮
後
の
動



揺
期
に
こ
そ
、
最
も
照
応
す
る
評
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
変
え
れ
ば
、
高
市
皇
子
尊
健
在
の
問
は
、
皇
嗣
問
題
の
紛
糾
と
い
っ
た
事

つ
ま
り
通
説
の
持
統
六
年
で
は
、
軽
皇
子
を
緊
急
に
宣
揚
す
る
時
期
と
し
て
は
や
や
早
す
ぎ
る
の
で
は
な

、．、
4

、

し
カ

態
は
起
こ
る
気
配
は
な
か
っ
た
。

と
反
省
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
池
田
氏
の
持
統
十
年
説
は
、

巻
一
の
歌
の
年
代
順
配
列
と
い
う
規
準
（
円
）
と
は
抵
触
す
る
が
、

持
統
朝
の
人
事
の
変
遷
を
的
確

に
見
渡
し
て
い
る
点
で
は
、
十
分
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。

持
続
十
年
と
す
れ
ば
、
軽
皇
子
は
十
四
歳
。
阿
騎
の
大
野
に
騎
乗
す
る
姿
に
、
歌
の
通
り
の
濠
々
し
さ
も
出
て
き
て
よ
い
年
齢
で
あ
る
。

【注】

（

1
）
 

（

2
）
 

類
似
句
「
高
光
る
日
の
御
子
」
も
含
め
て
、
万
葉
集
で
は
日
並
皇
子
尊
（
巻
一
一
二
ハ
七
・
一
七
一
・
一
七
一
二
）
・
弓
削
皇
子
（
巻
二

長
皇
子
（
巻
三
二
三
九
）
・
新
田
部
皇
子
（
巻
三
二
六
一
）
に
使
用
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
天
武
皇
子
で
あ
る
。

契
沖
『
代
匠
記
』
、
宣
長
『
玉
ノ
小
琴
』
、
岸
本
由
豆
流
『
孜
証
』
、
山
田
孝
雄
『
講
義
』
、
窪
田
空
穂
句
評
釈
』
、
『
岩
波
古
典
大
系
』
等
の
万
葉
集

注
釈
書
。

折
口
信
夫
全
集
ノ

i
ト
編
追
補
第
二
巻
『
言
語
伝
承
論
』
第
一
部
第
三
章
「
国
語
に
お
け
る
時
制
L

。
向
ノ
i
ト
編
第
九
巻
「
祝
詞
L

。

井
口
樹
生
氏
の
「
『
皇
御
孫
命
』
考
1
1
i
j

そ
の
語
義
と
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
喜
文
研
究
』
ニ
七
号
）
に
詳
論
が
あ
る
。

『
柿
本
人
麿
評
釈
篇
上
L
。

『
高
葉
集
評
釈
』
。

「
安
騎
野
遊
猟
歌
」
〈
早
稲
田
大
学
出
版
局
『
古
代
の
文
学
2

柿
本
人
麻
呂
』
所
収
）
。

「
柿
本
人
麻
呂
阿
騎
野
の
歌
」
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
第
二
集
』
所
収
）
。

「
柿
本
人
麻
呂
阿
騎
野
の
歌
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
文
学
』
二
六
巻
四
号
）
。

沢
潟
久
孝
氏
の
『
高
葉
集
注
釈
』
の
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
画
家
中
山
正
賞
氏
は
、
橿
原
神
宮
神
苑
に
あ
る
国
史
館
に
、
四
八
番
歌
に
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ニ
O
四）・

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（

ω）
 



16 15 14 13 12 11 

取
材
し
た
壁
画
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
歌
の
景
観
が
現
れ
る
日
時
を
中
央
気
象
台
に
間
合
わ
せ
、
実
地
に
孜
究
し
た
結
果
、
持
統
六
年

十
一
月
十
七
日
（
太
陽
暦
で
は
十
二
月
三
十
一
日
）
午
前
五
時
五
十
分
と
推
定
し
た
と
い
う
。
こ
の
推
定
は
同
氏
の
著
『
壁
画
阿
騎
野
の
朝
』
に

記
さ
れ
、
「
天
文
学
的
算
定
し
な
ど
と
称
さ
れ
て
一
般
に
紹
介
さ
れ
る
た
め
、
い
か
に
も
信
頼
度
の
高
い
も
の
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
疑

い
を
持
た
れ
た
吉
永
登
氏
の
「
阿
騎
野
の
歌
二
題
」
（
『
万
葉
』
昭
和
五

O
年
六
月
）
に
よ
れ
ば
、
持
統
六
年
・
十
一
月
と
、
こ
の
二
つ
は
あ
ら
か

じ
め
中
山
氏
が
仮
定
し
た
年
月
だ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
な
る
と
、
「
天
文
学
的
算
定
」
と
い
う
の
は
誤
解
を
招
く
形
容
で
、
実

は
す
べ
て
が
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
十
分
に
承
知
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
柿
本
人
麿
の
時
間
と
祭
式
阿
騎
野
遊
猟
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
3

万
葉
集
』
所
収
）
。

慶
応
義
塾
大
学
通
信
教
材
『
国
文
学
』
。

『
高
葉
百
歌
』
『
柿
本
人
麻
巴
』
。

『
蔦
葉
集
全
注
巻
第
一
』
。

『
王
朝
の
歌
人
1

柿
本
人
麻
呂
』
。

例
え
ば
次
の
よ
う
な
証
左
が
あ
る
。

V
推
古
紀
十
九
年
五
月
五
日
「
薬
＝
猟
於
蒐
岡
野
吋
：
：
：
」

V
け
こ
ろ
も
を
春
冬
片
設
け
て
幸
し
し
宇
陀
の
大
野
は
思
ほ
え
む
か
も
（
万
葉
集
巻
二
、
一
九
一
。
「
（
日
並
）
皇
子
尊
舎
人
等
働
傷
作
歌
廿
三
首
」

中。）

ツ
カ
ヒ
タ
カ
ヲ
オ
フ
ト
リ
ヲ

V
三
代
実
録
貞
観
二
年
十
一
月
三
日
「
詔
ニ
参
議
正
三
位
行
右
衛
門
督
源
朝
臣
融
－
賜
ユ
大
和
国
宇
陀
野
吋
為
ニ
骨
レ
鷹
従
レ
禽
之
地
ご

『
宇
陀
郡
史
料
』
。

沢
潟
久
孝
氏
の
『
高
葉
集
注
釈
』
の
説
明
に
代
表
さ
れ
る
。
同
書
巻
第
一
、
一
三
四
頁
参
照
。

こ
れ
は
、
今
日
の
研
究
者
の
了
解
事
項
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
編
者
の
原
則
的
な
配
列
方
針
と
み
ら
れ
る
と
い
う
ほ
ど
の

こ
と
で
あ
る
。
な
か
に
は
例
外
も
あ
る
。
た
と
え
ば
持
統
朝
雑
歌
に
お
い
て
、
最
近
の
研
究
で
は
、
先
に
位
置
す
る
近
江
荒
都
歌
（
二
九

t
一ニ一）

よ
り
も
、
後
の
吉
野
離
宮
讃
歌
（
三
六

t
三
九
）
の
方
が
制
作
時
期
が
早
い
、
と
の
見
解
が
有
力
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
こ
れ
に
は
確
か
な
状
況

証
拠
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
慎
重
な
立
論
で
あ
れ
ば
、
年
代
順
配
列
と
い
う
こ
と
に
か
な
わ
な
く
と
も
、
そ
れ
は
一
つ
の
可
能
性

あ
る
説
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
本
稿
で
支
持
す
る
阿
騎
野
行
持
続
十
年
説
は
、
現
段
階
で
は
未
だ
資
料
不
十
分
の
観
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も
あ
る
の
で
、
今
後
そ
の
補
充
を
課
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
、

途
次
に
お
い

修
士
論
文
の
一
部
に
よ
っ
た
、
昭
和
六
二
年
度
後
期
の
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
の
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
各

て
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
諸
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
る
。
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