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矢
立
杉
と
万
葉
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂
本
　
信
幸

一
　
は
じ
め
に

　

柳
田
国
男
に
「
矢
立
杉
の
話
」
と
題
す
る
短
文
が
あ
る
。
そ
こ
で
柳
田
は
各
地
に
残
る
矢
立
杉
の
伝
説
に
つ
い
て
述
べ
て
、

　

要
す
る
に
、
之
等
は
後
人
が
常
識
的
に
伝
説
の
調
和
を
図
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
矢
を
神
に
捧
げ
ん
が
為
に
、
射
放
し
た
と
言
ふ
事

は
、
そ
の
昔
、
古
人
が
信
仰
を
以
て
武
運
を
祈
り
、
或
ひ
は
旅
途
の
平
穏
を
祈
つ
て
、
矢
を
立
て
た
の
で
あ
り
ま
す
。
如
上
の
例
に
見
る

も
、
後
代
鎌
を
立
て
、
釘
を
打
ち
て
、
冥
助
を
禱
つ
た
事
か
ら
推
し
て
見
て
も
、
古
人
の
信
仰
と
い
ふ
事
、
即
ち
、
敬
神
と
い
ふ
意
味
以
外

で
は
な
い
と
言
ふ
事
は
明
か
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。 

（『
柳
田
国
男
全
集
』
第
五
巻
）

と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
矢
立
の
民
俗
が
万
葉
歌
の
解
釈
に
関
わ
っ
た
例
と
し
て
、
次
の
笠
金
村
の
歌
が
あ
る
。

　
　

笠
朝
臣
金
村
、
塩
津
山
に
し
て
作
る
歌
二
首

ま
す
ら
を
の　

弓
末
振
り
起
こ
し　

射
つ
る
矢
を　

後
見
む
人
は　

語
り
継
ぐ
が
ね 

（
３
・
三
六
四
）



─ 22─

塩
津
山　

う
ち
越
え
行
け
ば　

我
が
乗
れ
る　

馬
そ
つ
ま
づ
く　

家
恋
ふ
ら
し
も 

（
３
・
三
六
五
）

　

こ
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
拾
穂
抄
』
が
「
手
前
の
よ
き
さ
ま
也
。
…
〈
中
略
〉
…
後
々
見
ん
人
は
か
た
り
つ
た
へ
ほ
む
る
や
う
に

ゐ
た
り
し
矢
そ
と
也
」
と
述
べ
、『
万
葉
代
匠
記
』
が
「
此
歌
如
何
ナ
ル
意
ヲ
ヨ
マ
レ
タ
ル
カ
、
知
カ
タ
シ
。
モ
シ
究
竟
ノ
精
兵
ニ
テ
、
後
ノ
世

マ
テ
ノ
形
見
ニ
、
彼
山
ノ
木
ナ
ト
ニ
一
矢
射
立
置
テ
ユ
カ
ン
ト
云
コ
ト
ヲ
云
残
サ
レ
タ
ル
カ
。
第
十
八
ニ
家
持
、
白
玉
ヲ
包
テ
ヤ
ラ
ハ
菖
蒲
草
花

橘
ニ
ア
ヘ
モ
ヌ
ク
カ
ニ
ト
ヨ
マ
レ
タ
ル
モ
、
裹
テ
ヤ
ラ
ハ
ヤ
ト
云
事
ヲ
云
残
シ
タ
リ
ト
見
エ
タ
リ
。
引
合
テ
見
ル
ヘ
キ
カ
」
と
述
べ
た
の
に
対

し
、『
童
蒙
抄
』
で
は
、「
此
歌
或
抄
に
は
、
い
か
な
る
心
に
て
詠
ま
れ
た
る
か
、
少
し
心
得
が
た
し
。
精
兵
故
後
世
ま
で
名
を
の
こ
さ
ん
と
て
、

彼
山
の
木
な
ど
に
、
矢
を
射
込
ま
れ
る
に
や
と
書
け
り
。
い
か
さ
ま
に
も
、
此
歌
を
詠
み
給
ふ
金
村
の
意
趣
は
知
れ
難
け
れ
ど
、
歌
の
意
は
聞
え

た
る
通
の
歌
に
て
、
古
代
は
旅
行
な
ど
す
る
時
、
山
路
深
林
な
ど
を
通
ふ
に
は
、
き
は
め
て
魑
魅
魍
魎
の
気
を
退
散
せ
ん
が
為
に
矢
を
発
し
、
鳴

弦
な
ど
を
せ
し
こ
と
也
。
此
歌
も
そ
の
当
然
の
義
を
詠
ま
れ
た
る
義
と
見
ゆ
る
也
。
い
か
さ
ま
に
も
精
兵
な
ど
に
て
あ
り
し
故
、
木
な
ど
に
矢
を

射
込
み
て
、
後
の
代
に
も
知
ら
し
め
ん
と
の
意
に
て
も
あ
る
べ
き
歟
。
旅
行
の
山
中
に
入
る
と
き
、
弓
を
射
発
つ
事
は
、
此
歌
に
て
も
古
実
の
義

と
知
ら
る
ゝ
也
。
矢
の
根
に
は
姓
名
を
彫
込
み
、
あ
る
ひ
は
朱
な
ど
に
て
笶
中
に
も
記
せ
る
也
。
昔
も
さ
こ
そ
あ
り
し
と
お
ぼ
ゆ
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、

の
ち
見
ん
人
は
か
た
り
つ
ぐ
か
に
と
詠
み
て
、
今
か
く
射
発
て
る
矢
の
、
木
に
も
あ
れ
射
こ
み
残
り
た
る
を
、
後
に
見
ん
人
、
誰
れ
そ
れ
の
射
て

る
矢
と
い
ひ
伝
へ
語
り
つ
が
ん
と
也
」
と
し
て
、
邪
鬼
を
払
う
為
に
矢
を
射
た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
、
矢
を
射
る
こ
と
の
意
味
が
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、『
古
義
』
が
「
歌ノ意
は
、
こ
の
後
に
見
む
人
の
、
末ノ世
に
語
り
つ
が
む
が
為
に
と
て
、
弓
末
を
振
お
こ

し
、
心
を
こ
め
て
射
立
つ
る
矢
な
る
物
を
、
こ
の
塩
津
山
を
越
て
、
往ユ

キ
カ
フ來
人
々
の
見
て
、
吾ガ弓
勢
の
ほ
ど
を
感
ぜ
ず
は
あ
ら
じ
と
な
り
、
四
五
一

二
三
と
句
を
次ツ

イ
デ第

て
聞
べ
し
、
此
は
塩
津
山
を
超
過
る
ほ
ど
、
其
山
の
樹
な
ど
に
矢
を
射
立
て
置
て
、
自
が
弓
勢
の
ほ
ど
を
、
末
世
に
示
た
る
な

る
べ
し
、
古ヘ

タ

ケ
剛
力
き
男
は
、
道
路
の
大
木
な
ど
に
、
矢
を
射
入
て
、
弓
勢
を
末
代
の
者
に
示
し
け
る
な
る
べ
し
」
と
し
つ
つ
、「
建
久
四
年
、
曾

我
兄
弟
、
親
の
敵
を
討
む
為
に
、
富
士
の
狩
倉
へ
行
と
て
、
箱
根
路
の
湯
本
の
矢
立
の
杉
に
、
矢
を
射
立
置
し
事
も
あ
り
、
近
く
宝
暦
九
年
の

比
、
日
向
国
の
杣
に
て
、
伐リ出
せ
る
杉
の
大
木
を
、
船
に
つ
み
運
び
て
、
備
前ノ国
岡
山ノ府
に
て
、
船
材
に
割
け
る
に
、
鍬
三
枚
木
中
よ
り
出
け
り
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と
、
備
前ノ国
人
土
肥
経
平ガ春
湊
浪
話
に
記
せ
り
、
こ
れ
も
昔
健
士
の
射
入
た
る
な
る
べ
し
」
と
「
矢
立
杉
」
の
こ
と
に
触
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

『
講
義
』
や
『
窪
田
評
釈
』
が
そ
の
習
俗
に
注
目
し
、『
窪
田
評
釈
』
で
は
、

　
『
講
義
』
は
、
矢
立
の
杉
す
な
わ
ち
矢
を
射
立
て
て
あ
る
杉
の
諸
所
に
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、『
廻
国
雑
記
』
の
標
注
に
、「
神
に
上
矢
を
奉

ら
ん
と
て
射
立
る
事
な
れ
ば
、
矢
立
杉
所
々
に
あ
る
成
べ
し
」
と
い
う
を
引
き
、「
古
く
は
旅
行
す
る
も
の
が
、
そ
の
旅
中
の
安
全
を
請

ひ
、
又
は
卜
す
る
が
為
に
、
山
路
な
ど
に
か
ゝ
る
際
、
あ
る
著
し
き
杉
な
ど
の
樹
に
矢
を
射
立
つ
る
こ
と
の
あ
り
し
な
ら
む
」
と
云
つ
て
ゐ

る
。
こ
の
こ
と
は
民
俗
学
の
研
究
の
対
象
の
中
に
加
へ
ら
れ
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
ゐ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
大
体
上
に
引
い
た

範
囲
の
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
る
。

と
述
べ
、
前
記
の
柳
田
国
男
の
文
章
な
ど
も
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
矢
立
杉
の
習
俗
が
こ
の
歌
の
理
解
の
要
諦
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
『
全
注
』
で
は
、
こ
の
歌
の
作
歌
事
情
と
し
て
、

さ
て
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
何
の
た
め
に
射
、
何
に
対
し
て
射
た
の
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
種
々
の
説
が
あ
る
中
に
、
古
義
が

「
古
剛
力
き
男
は
、
道
路
の
大
木
な
ど
に
、
矢
を
射
入
て
、
弓
勢
を
末
代
の
者
に
示
し
け
る
な
る
べ
し
、
…
…
矢
立
の
杉
に
、
矢
を
射
立
置

し
事
も
あ
り
、
云
々
」
と
述
べ
、
土
肥
経
平
の
春
湊
浪
話
（
三
）
に
紹
介
す
る
例
を
挙
げ
て
い
る
の
が
、
最
も
詳
し
い
説
明
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
柳
田
国
男
は
「
矢
立
杉
の
話
」（
大
正
六
年
一
月
、
黒
潮
二
ノ
一
、
の
ち
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
五
）
に
お
い
て
、
弓
勢
を
後
代
に
示
す
た

め
と
見
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
矢
を
射
る
こ
と
は
、
神
へ
の
祈
願
と
し
て
道
中
の
安
全
や
土
地
の
境
の
決
定
な
ど
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た

も
の
で
、
そ
れ
が
全
国
に
矢
立
杉
や
矢
立
峠
の
名
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
説
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
金
村
も
、
近
江

と
越
前
と
の
境
の
塩
津
山
で
、
自
分
の
武
運
と
旅
の
安
全
と
を
祈
っ
て
、
神
に
捧
げ
る
一
矢
を
杉
か
槻
か
の
大
木
に
放
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
、『
釈
注
』
に
も
「
塩
津
峠
を
越
え
る
時
、
神
木
に
矢
を
射
立
て
て
、
旅
の
無
事
を
祈
っ
た
も
の
。
矢
は
ま
す
ら
お
の
生
命
の
こ
も
っ
た

も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
矢
を
神
に
捧
げ
て
祈
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
は
各
地
の
伝
説
に
残
さ
れ
て
い
る
」

と
し
、『
新
大
系
』
頭
注
で
は
「
古
来
、
武
運
を
祈
り
、
あ
る
い
は
旅
の
平
穏
を
祈
っ
て
、
道
の
境
の
神
木
に
矢
を
射
立
て
る
習
俗
が
あ
り
、
全

国
に
『
矢
立
杉
』『
矢
立
峠
』
の
伝
説
や
名
称
は
今
も
残
る
（
柳
田
国
男
「
矢
立
杉
の
話
」）。
作
者
笠
金
村
も
、
塩
津
山
の
峠
で
矢
を
射
て
、
こ
の
歌
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を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
な
ど
、
矢
立
杉
の
習
俗
が
解
釈
の
前
提
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二

　

し
か
し
、
こ
の
歌
は
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
歌
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
に
は
、「
神
」
の
語
も
「
矢
立
杉
」
も
し
く
は
「
杉
」
の
語
も
ま

っ
た
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

万
葉
歌
に
お
い
て
、
神
に
旅
の
安
全
を
祈
る
場
合
に
は
、

大
き
海
の　

波
は
恐
し　

然
れ
ど
も　

神
を
祈
り
て　

舟
出
せ
ば
い
か
に 

（
７
・
一
二
三
二
）

海
神
の　

い
づ
れ
の
神
を　

祈
ら
ば
か　

行
く
さ
も
来
さ
も　

船
の
速
け
む 

（
９
・
一
七
八
四
）

夜
並
べ
て　

君
を
来
ま
せ
と　

ち
は
や
ぶ
る　

神
の
社
を　

祈
ま
ぬ
日
は
な
し 

（
11
・
二
六
六
〇
）

我
妹
子
に　

ま
た
も
逢
は
む
と　

ち
は
や
ぶ
る　

神
の
社
を　

祈
ま
ぬ
日
は
な
し 

（
11
・
二
六
六
二
）

あ
ら
れ
降
り　

鹿
島
の
神
を　

祈
り
つ
つ　

皇
御
軍
卒
に　

我
は
来
に
し
を 

（
20
・
四
三
七
〇
）

天
地
の　

神
を
祈
り
て　

さ
つ
矢
貫
き　

筑
紫
の
島
を　

さ
し
て
行
く
我
は 

（
20
・
四
三
七
四
）

天
地
の　

い
づ
れ
の
神
を　

祈
ら
ば
か　

愛
し
母
に　

ま
た
言
問
は
む 

（
20
・
四
三
九
二
）

の
よ
う
に
、
正
し
く
神
に
祈
る
こ
と
を
歌
う
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
全
く
歌
わ
れ
て
い
な
い
。
歌
っ
て
い
る
こ

と
は
、
矢
を
射
た
も
の
が
「
ま
す
ら
を
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
ま
す
ら
を
が
「
弓
末
振
り
起
こ
し
」
射
た
矢
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
矢
を
「
後
見
む

人
」
が
「
語
り
継
ぐ
」
こ
と
を
願
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
「
ま
す
ら
を
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
益
ら
男
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
て
立
派
な
男
子
の
意
で
あ
り
、「
た
わ
や
め
」
と
対
を
な
す
語
で
あ
る
。

「
大
夫
」
と
い
う
表
記
が
さ
れ
る
よ
う
に
、
宮
廷
官
人
と
し
て
の
自
負
と
意
識
の
こ
も
っ
た
表
現
で
あ
り
、「
ま
す
ら
を
」
と
い
う
語
を
用
い
た
歌

に
は
、
勇
猛
で
あ
る
こ
と
を
誇
る
歌
が
少
な
く
な
い
。

唐
国
に　

行
き
足
ら
は
し
て　

帰
り
来
む　

ま
す
ら
猛
男
に　

御
酒
奉
る 

（
19
・
四
二
六
二
）
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…
天
皇
の　

神
の
御
代
よ
り　

は
じ
弓
を　

手
握
り
持
た
し　

真
鹿
児
矢
を　

手
挾
み
添
へ
て　

大
久
米
の　

ま
す
ら
猛
男
を　

先
に
立
て

　

靫
取
り
負
ほ
せ　

山
川
を　

岩
根
さ
く
み
て　

踏
み
通
り　

国
ま
ぎ
し
つ
つ　

ち
は
や
ぶ
る　

神
を
言
向
け　

ま
つ
ろ
は
ぬ　

人
を
も
和

し　

掃
き
清
め　

仕
へ
奉
り
て 

（
20
・
四
四
六
五
）

と
歌
わ
れ
た
「
ま
す
ら
猛
男
」
と
い
う
語
は
、
こ
と
に
そ
の
勇
猛
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
表
現
で
あ
る
。

　

湯
原
王
の
打
酒
歌
に
、

焼
き
大
刀
の　

か
ど
打
ち
放
ち　

ま
す
ら
を
の　

寿
く
豊
御
酒
に　

我
酔
ひ
に
け
り 

（
６
・
九
八
九
）

と
歌
わ
れ
る
の
も
、
勇
猛
な
男
子
が
寿
く
豊
御
酒
で
あ
る
こ
と
が
讃
酒
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
「
ま
す
ら
を
」
と
い
う
語
に
は
、
山
上
憶
良
歌
に
、

…
ま
す
ら
を
の　

男
さ
び
す
と　

剣
大
刀　

腰
に
取
り
佩
き　

さ
つ
弓
を　

手
握
り
持
ち
て　

赤
駒
に　

倭
文
鞍
う
ち
置
き　

這
ひ
乗
り
て

　

遊
び
あ
る
き
し　

世
間
や　

常
に
あ
り
け
る
…

と
あ
る
よ
う
に
、
男
ぶ
り
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
故
、
そ
れ
が
相
聞
的
内
容
の
歌
の
中
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、

ま
す
ら
を
の　

心
は
な
く
て　

秋
萩
の　

恋
の
み
に
や
も　

な
づ
み
て
あ
り
な
む 

（
10
・
二
一
二
二
）

ま
す
ら
を
の　

現
し
心
も　

我
は
な
し　

夜
昼
と
い
は
ず　

恋
ひ
し
渡
れ
ば 

（
11
・
二
三
七
六
）

ま
す
ら
を
の　

聡
き
心
も　

今
は
な
し　

恋
の
奴
に　

我
は
死
ぬ
べ
し 

（
12
・
二
九
〇
七
）

と
、
恋
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
す
ら
を
心
を
喪
失
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
心
の
有
り
様
を
批
判
的
に
述
べ
、
自
己
を
責
め
る
気
持
が
歌
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、「
ま
す
ら
を
」
を
詠
む
歌
全
三
十
六
例
中
、
当
該
歌
の
よ
う
に
第
一
句
に
「
ま
す
ら
を
」
の
語
を
置
い
た
歌
は
十
六
例
。
そ
の
う
ち

相
聞
的
内
容
の
六
例
を
除
く
と
、

ま
す
ら
を
の　

さ
つ
矢
た
ば
さ
み　

立
ち
向
か
ひ　

射
る
的
形
は　

見
る
に
さ
や
け
し 

（
１
・
六
一
）
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ま
す
ら
を
の　

鞆
の
音
す
な
り　

も
の
の
ふ
の　

大
臣　

楯
立
つ
ら
し
も 

（
１
・
七
六
）

ま
す
ら
を
の　

行
く
と
い
ふ
道
そ　

凡
ろ
か
に　

思
ひ
て
行
く
な　

ま
す
ら
を
の
伴 

（
６
・
九
七
四
）

ま
す
ら
を
の　

高
円
山
に　

迫
め
た
れ
ば　

里
に
下
り
来
る　

む
ざ
さ
び
そ
こ
れ 

（
６
・
一
〇
二
八
）

ま
す
ら
を
の　

弓
末
振
り
起
こ
し　

猟
高
の　

野
辺
さ
へ
清
く　

照
る
月
夜
か
も 

（
７
・
一
〇
七
〇
）

ま
す
ら
を
の　

心
思
ほ
ゆ　

大
君
の　

命
の
幸
を
〈
一
に
云
ふ
「
の
」〉　

聞
け
ば
貴
み
〈
一
に
云
ふ
「
貴
く
し
あ
れ
ば
」〉

 

（
18
・
四
〇
九
五
）

ま
す
ら
を
の　

呼
び
立
て
し
か
ば　

さ
雄
鹿
の　

胸
別
け
行
か
む　

秋
野
萩
原 

（
20
・
四
三
二
〇
）

ま
す
ら
を
の　

靫
取
り
負
ひ
て　

出
で
て
行
け
ば　

別
れ
を
惜
し
み　

嘆
き
け
む
妻 

（
20
・
四
三
三
二
）

と
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
勇
ま
し
い
男
子
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
ま
た
、
弓
・
矢
・
鞆
な
ど
の
武
具
が
歌
い
込
ま
れ
た
歌

は
、
三
十
六
例
中
十
三
例
を
数
え
る
（
弓
矢
を
伴
う
「
狩
」
の
語
を
含
む
も
の
も
加
え
る
と
十
五
例
）。
金
村
の
当
該
歌
も
こ
う
い
っ
た
意
識
と

傾
向
の
中
に
あ
る
歌
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

金
村
歌
の
「
ま
す
ら
を
の　

弓
末
振
り
起
こ
し
」
と
同
じ
二
句
を
持
つ
歌
と
し
て
、

ま
す
ら
を
の　

弓
末
振
り
起
こ
し　

猟
高
の　

野
辺
さ
へ
清
く　

照
る
月
夜
か
も 

（
７
・
一
〇
七
〇
）

の
一
首
が
あ
る
。
一
二
句
全
く
同
じ
句
で
あ
る
こ
の
歌
は
、
地
名
「
猟
高
」
の
カ
リ
を
起
こ
す
二
句
序
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
序
と
し
て
機

能
す
る
の
は
、
ま
す
ら
を
の
弓
末
を
振
り
起
こ
す
行
為
が
直
ち
に
猟
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、「
弓
末
振
り
起
こ
し
」
と
ほ
ぼ
同
意
の
「
弓
腹
振
り
起
こ
し
」
の
例
で
も
、

…
…
深
海
松
の　

深
め
し
児
ら
を　

な
は
の
り
の　

引
け
ば
絶
ゆ
と
や　

里
人
の　

行
き
の
集
ひ
に　

泣
く
子
な
す　

行
き
取
り
さ
ぐ
り　

梓
弓　

弓
腹
振
り
起
こ
し　

し
の
ぎ
羽
を　

二
つ
手
挾
み　

放
ち
け
む　

人
し
悔
し
も　

恋
ふ
ら
く
思
へ
ば 

（
13
・
三
三
〇
二
）

と
、
そ
の
矢
を
射
放
つ
こ
と
が
二
人
の
間
を
引
離
す
譬
喩
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
敬
神
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
勇
士
の
名
を
振
る
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌
」
と
題
す
る
例
で
は
、
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ち
ち
の
実
の　

父
の
命　

は
は
そ
葉
の　

母
の
命　

凡
ろ
か
に　

心
尽
く
し
て　

思
ふ
ら
む　

そ
の
子
な
れ
や
も　

ま
す
ら
を
や　

空
し
く

あ
る
べ
き　

梓
弓　

末
振
り
起
こ
し　

投
矢
持
ち　

千
尋
射
渡
し　

剣
大
刀　

腰
に
取
り
佩
き　

あ
し
ひ
き
の　

八
つ
峰
踏
み
越
え　

さ
し

ま
く
る　

心
障
ら
ず　

後
の
代
の　

語
り
継
ぐ
べ
く　

名
を
立
つ
べ
し
も 

（
19
・
四
一
六
四
）

と
、
弓
末
を
振
り
起
こ
し
千
尋
射
渡
す
こ
と
が
、
ま
す
ら
を
と
し
て
名
を
立
つ
、
名
を
振
る
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
長
反
歌
は
左
注
に
「
右
の
二
首
、
山
上
憶
良
臣
の
作
る
歌
に
追
和
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
有
名
な
山
上
憶
良
の
「
沈
痾
の
時
の
歌
一
首
」
と

題
す
る
辞
世
の
歌
、

士
や
も　

空
し
く
あ
る
べ
き　

万
代
に　

語
り
継
ぐ
べ
き　

名
は
立
て
ず
し
て 

（
６
・
九
七
八
）

に
追
和
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
家
持
の
反
歌
、　　

ま
す
ら
を
は　

名
を
し
立
つ
べ
し　

後
の
代
に　

聞
き
継
ぐ
人
も　

語
り
継
ぐ
が
ね 

（
19
・
四
一
六
五
）

は
、
憶
良
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
、
下
三
句
「
後
の
代
に　

聞
き
継
ぐ
人
も　

語
り
継
ぐ
が
ね
」
の
表
現
は
、
明
ら
か
に
金
村
の
「
後
見
む
人
は　

語

り
継
ぐ
が
ね
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。

　

斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
』
が
、「
な
お
笠か

さ
の
か
な
む
ら

金
村
が
塩
津
山
で
作
つ
た
歌
、『
丈ま

す
ら
を夫

の
弓ゆ

上ず
ゑ

ふ
り
起
し
射
つ
る
矢
を
後
見
む
人
は
語
り
継
ぐ
が
ね
』

（
巻
三
・
三
六
四
）
が
あ
つ
て
、
家
持
は
そ
れ
を
も
取
入
れ
て
居
る
。
つ
ま
り
此
一
首
は
憶
良
の
歌
と
金
村
の
歌
と
の
模
倣
に
よ
つ
て
出
来
て
ゐ
る

と
謂
つ
て
も
い
い
程
で
あ
る
。
家
持
は
先
輩
の
作
歌
を
読
ん
で
勉
強
し
、
自
分
の
力
量
を
段
々
と
積
み
あ
げ
て
行
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
先

輩
の
歌
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
取
り
用
い
た
か
を
知
る
に
便
利
で
且
つ
有
益
な
る
歌
の
一
つ
で
あ
る
」
と
評
し
た
の
は
注
意
し
て
良
い
。
家
持
の

歌
は
「
名
を
立
つ
」
の
で
あ
る
か
ら
、
金
村
の
「
後
見
む

0

0

人
」
に
対
し
て
、「
後
の
代
に　

聞
き
継
ぐ

0

0

0

0

人
」
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
い
ず

れ
「
語
り
継
ぐ
が
ね
」
と
い
う
願
望
で
結
ん
で
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。

三

　

集
中
の
「
語
り
継
ぐ
」、
及
び
「
言
ひ
継
ぐ
」
こ
と
を
歌
っ
た
歌
を
見
る
と
、
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１
、
鶏
が
鳴
く　

東
の
国
に　

高
山
は　

さ
は
に
あ
れ
ど
も　

二
神
の　

貴
き
山
の　

並
み
立
ち
の　

見
が
欲
し
山
と　

神
代
よ
り　

人
の
言
ひ
継
ぎ

　

国
見
す
る　

筑
波
の
山
を
…
…
（
３
・
三
八
二
）

２
、
…
…
足
日
女　

神
の
尊　

韓
国
を　

向
け
平
ら
げ
て　

御
心
を　

鎮
め
た
ま
ふ
と　

い
取
ら
し
て　

斎
ひ
た
ま
ひ
し　

ま
玉
な
す　

二
つ
の
石
を

　

世
の
人
に　

示
し
た
ま
ひ
て　

万
代
に　

言
ひ
継
ぐ
が
ね
と
…
…
（
５
・
八
一
三
）

３
、
天
地
の　

共
に
久
し
く　

言
ひ
継
げ
と　

こ
の
く
し
み
魂　

敷
か
し
け
ら
し
も
（
５
・
八
一
四
）

４
、
山
の
名
と　

言
ひ
継
げ
と
か
も　

佐
用
姫
が　

こ
の
山
の
上
に　

領
巾
を
振
り
け
む
（
５
・
八
七
二
）

５
、
万
代
に　

語
り
継
げ
と
し　

こ
の
岳
に　

領
巾
振
り
け
ら
し　

松
浦
佐
用
姫
（
５
・
八
七
三
）

６
、
神
代
よ
り　

言
ひ
伝
て
来
ら
く　

そ
ら
み
つ　

大
和
の
国
は　

皇
神
の　

厳
し
き
国　

言
霊
の　

幸
は
ふ
国
と　

語
り
継
ぎ　

言
ひ
継
が
ひ
け
り

…
…
（
５
・
八
九
四
）

７
、
士
や
も　

空
し
く
あ
る
べ
き　

万
代
に　

語
り
継
ぐ
べ
き　

名
は
立
て
ず
し
て
（
６
・
九
七
八
）

８
、
八
千
桙
の　

神
の
御
代
よ
り　

百
舟
の　

泊
つ
る
泊
ま
り
と　

八
島
国　

百
舟
人
の　

定
め
て
し　

敏
馬
の
浦
は
…
…
う
べ
し
こ
そ　

見
る
人
ご

と
に　

語
り
継
ぎ　

偲
ひ
け
ら
し
き　

百
代
経
て　

偲
は
え
行
か
む　

清
き
白
浜
（
６
・
一
〇
六
五
）

９
、
…
…
葦
屋
の　

菟
原
処
女
の　

奥
つ
城
を　

我
が
立
ち
見
れ
ば　

永
き
世
の　

語
り
に
し
つ
つ　

後
人
の　

偲
ひ
に
せ
む
と　

玉
桙
の　

道
の
辺

近
く　

岩
構
へ　

作
れ
る
塚
を
…
…
語
り
継
ぎ　

偲
ひ
継
ぎ
来
る　

処
女
ら
が　

奥
つ
城
所　

我
さ
へ
に　

見
れ
ば
悲
し
も　

古
思
へ
ば
（
９
・
一

八
〇
一
）

10
、
語
り
継
ぐ　

か
ら
に
も
こ
こ
だ　

恋
し
き
を　

直
目
に
見
け
む　

古
壮
士
（
９
・
一
八
〇
三
）

11
、
葦
屋
の　

菟
原
処
女
の
…
…
永
き
代
に　

標
に
せ
む
と　

遠
き
代
に　

語
り
継
が
む
と　

処
女
墓　

中
に
造
り
置
き　

壮
士
墓　

こ
の
も
か
の
も

に　

造
り
置
け
る　

故
縁
聞
き
て　

知
ら
ね
ど
も　

新
喪
の
ご
と
も　

音
泣
き
つ
る
か
も
（
９
・
一
八
〇
九
）

12
、
里
人
も　

語
り
継
ぐ
が
ね　

よ
し
ゑ
や
し　

恋
ひ
て
も
死
な
む　

誰
が
名
な
ら
め
や）

1
（

（
12
・
二
八
七
三
）

13
、
葦
原
の　

瑞
穂
の
国
に　

手
向
す
と　

天
降
り
ま
し
け
む　

五
百
万　

千
万
神
の　

神
代
よ
り　

言
ひ
継
ぎ
来
る　

神
奈
備
の　

三
諸
の
山
は
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…
…
剣
大
刀　

斎
ひ
ま
つ
れ
る　

神
に
し
ま
さ
ば
（
13
・
三
二
二
七
）

14
、
古
ゆ　

言
ひ
継
ぎ
け
ら
く　

恋
す
れ
ば　

苦
し
き
も
の
と　

玉
の
緒
の　

継
ぎ
て
は
言
へ
ど
…
…
（
13
・
三
二
五
五
）

15
、
…
…
我
が
背
子
が　

偲
ひ
に
せ
よ
と　

千
代
に
も　

偲
ひ
渡
れ
と　

万
代
に　

語
り
継
が
へ
と　

始
め
て
し　

こ
の
九
月
の　

過
ぎ
ま
く
を　

い

た
も
す
べ
な
み
…
…
（
13
・
三
三
二
九
）

16
、
ほ
と
と
ぎ
す　

今
し
来
鳴
か
ば　

万
代
に　

語
り
継
ぐ
べ
く　

思
ほ
ゆ
る
か
も
（
17
・
三
九
一
四
）

17
、
…
…
隠
り
恋
ひ　

息
づ
き
渡
り　

下
思
に　

嘆
か
ふ
我
が
背　

古
ゆ　

言
ひ
継
ぎ
来
ら
し　

世
間
は　

数
な
き
も
の
そ　

慰
む
る　

こ
と
も
あ
ら

む
と　

里
人
の　

我
に
告
ぐ
ら
く
…
…
（
17
・
三
九
七
三
）

18
、
…
…
天
そ
そ
り　

高
き
立
山　

冬
夏
と　

別
く
こ
と
も
な
く　

白
た
へ
に　

雪
は
降
り
置
き
て　

古
ゆ　

あ
り
来
に
け
れ
ば
…
…
万
代
に　

言
ひ

継
ぎ
行
か
む　

川
し
絶
え
ず
は
（
17
・
四
〇
〇
三
）

19
、
布
勢
の
浦
を　

行
き
て
し
見
て
ば　

も
も
し
き
の　

大
宮
人
に　

語
り
継
ぎ
て
む
（
18
・
四
〇
四
〇
）

20
、
垂
姫
の　

浦
を
漕
ぎ
つ
つ　

今
日
の
日
は　

楽
し
く
遊
べ　

言
ひ
継
ぎ
に
せ
む
（
18
・
四
〇
四
七
）

21
、
…
…
大
伴
と　

佐
伯
の
氏
は　

人
の
祖
の　

立
つ
る
言
立
て　

人
の
子
は　

祖
の
名
絶
た
ず　

大
君
に　

ま
つ
ろ
ふ
も
の
と　

言
ひ
継
げ
る　

言

の
官
そ　

梓
弓　

手
に
取
り
持
ち
て　

剣
大
刀　

腰
に
取
り
佩
き　

朝
守
り　

夕
の
守
り
に　

大
君
の　

御
門
の
守
り　

我
を
お
き
て　

ま
た
人
は

あ
ら
じ
と　

い
や
立
て　

思
ひ
し
増
さ
る
…
…
（
18
・
四
〇
九
四
）

22
、
大
汝　

少
彦
名
の　

神
代
よ
り　

言
ひ
継
ぎ
け
ら
く　

父
母
を　

見
れ
ば
貴
く　

妻
子
見
れ
ば　

か
な
し
く
愛
し　

う
つ
せ
み
の　

世
の
理
と　

か
く
さ
ま
に　

言
ひ
け
る
も
の
を
…
…
（
18
・
四
一
〇
六
）

23
、
天
照
ら
す　

神
の
御
代
よ
り　

安
の
川　

中
に
隔
て
て　

向
か
ひ
立
ち　

袖
振
り
か
は
し　

息
の
緒
に　

嘆
か
す
児
ら
…
…
天
の
原　

振
り
放
け

見
つ
つ　

言
ひ
継
ぎ
に
す
れ
（
18
・
四
一
二
五
）

24
、
天
地
の　

遠
き
初
め
よ　

世
間
は　

常
な
き
も
の
と　

語
り
継
ぎ　

流
ら
へ
来
れ
…
…
（
19
・
四
一
六
〇
）

25
、
…
…
ま
す
ら
を
や　

空
し
く
あ
る
べ
き　

梓
弓　

末
振
り
起
こ
し　

投
矢
持
ち　

千
尋
射
渡
し　

剣
大
刀　

腰
に
取
り
佩
き　

あ
し
ひ
き
の　

八
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つ
峰
踏
み
越
え　

さ
し
ま
く
る　

心
障
ら
ず　

後
の
代
の　

語
り
継
ぐ
べ
く　

名
を
立
つ
べ
し
も
（
19
・
四
一
六
四
）

26
、
ま
す
ら
を
は　

名
を
し
立
つ
べ
し　

後
の
代
に　

聞
き
継
ぐ
人
も　

語
り
継
ぐ
が
ね
（
19
・
四
一
六
五
）

27
、
…
…
木
の
暗
の　

四
月
し
立
て
ば　

夜
隠
り
に　

鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す　

古
ゆ　

語
り
継
ぎ
つ
る　

う
ぐ
ひ
す
の　

現
し
真
子
か
も
…
…
（
19
・
四

一
六
六
）

28
、
古
に　

あ
り
け
る
わ
ざ
の　

く
す
ば
し
き　

事
と
言
ひ
継
ぐ　

千
沼
壮
士　

菟
原
壮
士
の　

う
つ
せ
み
の　

名
を
争
ふ
と　

た
ま
き
は
る　

命
も

　

捨
て
て　

争
ひ
に　

妻
問
ひ
し
け
る　

処
女
ら
が　

聞
け
ば
悲
し
さ
…
…
奥
つ
城
を　

こ
こ
と
定
め
て　

後
の
世
の　

聞
き
継
ぐ
人
も　

い
や
遠
に

　

偲
ひ
に
せ
よ
と　

黄
楊
小
櫛　

然
刺
し
け
ら
し　

生
ひ
て
な
び
け
り
（
19
・
四
二
一
一
）

29
、
ほ
と
と
ぎ
す　

ま
づ
鳴
く
朝
明　

い
か
に
せ
ば　

我
が
門
過
ぎ
じ　

語
り
継
ぐ
ま
で
（
20
・
四
四
六
三
）

の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
語
り
継
ぎ
、
言
い
継
が
れ
る
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

ⓐ
山
・
海
な
ど
の
勝
景
（
１
、
18
、
19
、
20
）

ⓑ
伝
説
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
事
物
（
２
、
３
、
４
＊
、
５
＊
、
６
、
８
、
９
、
10
、
11
、
13
、
21
、
23
、
27
、
28
）

ⓒ
名
（
４
＊
、
５
＊
、
７
、
12
、
25
、
26
）

ⓓ
普
遍
的
真
理
（
14
、
17
、
22
、
24
）

ⓔ
亡
き
夫
の
命
日
（
15
）

ⓕ
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
く
こ
と
（
16
、
29
） 

＊
印
は
重
複
し
て
あ
げ
た
も
の
。

　

ⓔ
15
は
、
挽
歌
部
に
置
か
れ
た
歌
で
、
内
容
か
ら
し
て
亡
夫
の
命
日
が
九
月
で
あ
り
、
そ
の
九
月
を
亡
夫
が
自
己
の
こ
と
を
偲
ぶ
た
め
に
語
り

継
げ
と
遺
言
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
点
で
は
自
己
の
名
を
語
り
継
ぐ
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
ⓒ
に
含
む
べ
き
も
の
と
は
思
わ
れ

る
が
、
や
や
特
殊
な
例
で
あ
る
。
ⓕ
16
の
作
者
田
口
朝
臣
馬
長
は
伝
未
詳
。
左
注
に
「
右
、
伝
へ
て
云
は
く
、
一
時
交
遊
集
宴
す
。
こ
の
日
こ
こ

に
霍
公
鳥
喧
か
ず
。
よ
り
て
件
の
歌
を
作
り
、
以
て
思
慕
の
意
を
陳
ぶ
。
た
だ
し
、
そ
の
宴
す
る
所
并
せ
て
年
月
、
未
だ
詳
審
ら
か
に
す
る
こ
と

得
ず
」
と
あ
り
、
29
の
大
伴
家
持
の
歌
と
同
じ
く
、
万
葉
末
期
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
愛
好
の
風
趣
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
語
り
継
ぎ
、
言
い
継
が
れ
る
内
容
は
、
ⓐ
、
ⓑ
、
ⓒ
、
ⓓ
が
そ
の
内
容
と
い
え
る
。
そ
の
う
ち
、
ⓓ
の
普
遍
的

真
理
は
、
金
村
の
当
該
歌
の
内
容
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
ⓐ
の
山
・
海
な
ど
の
勝
景
も
、
こ
の
場
合
関
係
な
い
と
い
え
る
。
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
ⓑ
の
伝
説
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
事
物
、
も
し
く
は
ⓒ
の
名
が
、
金
村
歌
に
「
語
り
継
ぐ
が
ね
」
と
歌
わ
れ
た
内
容
と
い
え
よ

う
。
し
か
も
、
４
＊
、
５
＊
の
重
複
は
ⓑ
ⓒ
に
お
い
て
で
あ
る
の
は
、「
山
の
名
」
を
言
い
継
ぐ
こ
と
が
、
佐
用
姫
伝
説
を
語
り
継
ぐ
こ
と
に
な

る
わ
け
で
あ
り
、
名
と
伝
説
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
４
は
「
山
の
名
」
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
語
り
継
ぐ
べ
き
対
象
を
一
首
に
詠
み
込
ん
で

い
な
い
５
は
、
名
で
あ
り
つ
つ
も
そ
の
事
柄
に
関
わ
る
点
に
お
い
て
伝
説
と
も
言
え
、
そ
こ
に
「
言
い
継
げ
」
と
「
語
り
継
げ
」
の
表
現
の
微
妙

な
差
違
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
金
村
歌
は
、
勇
猛
な
精
兵
と
し
て
、
そ
の
弓
力
の
勝
れ
た
ま
す
ら
を
で
あ
る
こ
と
を
語
り
継
い
で
欲
し
い
と
願
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

2
（

。

四

　

翻
っ
て
、
家
持
の
「
勇
士
の
名
を
振
る
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌
」
と
題
す
る
歌
を
見
る
と
、「
ま
す
ら
を
や　

空
し
く
あ
る
べ

き　

梓
弓　

末
振
り
起
こ
し　

投
矢
持
ち　

千
尋
射
渡
し　

剣
大
刀　

腰
に
取
り
佩
き　

あ
し
ひ
き
の　

八
つ
峰
踏
み
越
え　

さ
し
ま
く
る　

心

障
ら
ず　

後
の
代
の　

語
り
継
ぐ
べ
く　

名
を
立
つ
べ
し
も
」（
19
・
四
一
六
四
）
と
、
金
村
歌
と
同
じ
く
弓
末
を
振
り
起
こ
し
、「
武
」
を
誇
る

こ
と
に
お
い
て
「
後
の
代
の　

語
り
継
ぐ
べ
く　

名
を
立
つ
べ
し
」
と
歌
い
、「
後
の
代
に　

聞
き
継
ぐ
人
も　

語
り
継
ぐ
が
ね
」（
19
・
四
一
六

五
）
と
、
金
村
歌
と
同
じ
く
語
り
継
が
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
家
持
の
「
名
」
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
青
木
生
子
氏
は
、

憶
良
の
場
合
は
「
士を

の
こ」

と
し
て
官
人
の
名
声
を
立
て
る
こ
と
を
男
子
の
本
懐
と
す
る
漢か

ん

魏ぎ

六り
く
ち
よ
う朝

以
来
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
意
味
を
も
っ

て
い
る
の
に
対
し
、
家
持
の
場
合
は
「
士
」
に
対
す
る
「
勇
士
」
や
「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
、
武
門
大
伴
氏
の
名
を
敬
称
発
展
さ
せ
て
ゆ
か

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
「
ま
す
ら
を
意
識
の
高
揚
を
も
っ
て
全
体
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
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と
し
て
、「
ま
す
ら
を
」
精
神
に
自
ら
を
か
り
た
て
る
も
の
が
家
持
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

　

大
伴
氏
が
武
門
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌
」
に
お
い
て
、「
…
…

大
伴
の　

遠
つ
神
祖
の　

そ
の
名
を
ば　

大
来
目
主
と　

負
ひ
持
ち
て　

仕
へ
し
官　

海
行
か
ば　

水
漬
く
屍　

山
行
か
ば　

草
生
す
屍　

大
君

の　

辺
に
こ
そ
死
な
め　

か
へ
り
見
は　

せ
じ
と
言
立
て　

ま
す
ら
を
の　

清
き
そ
の
名
を　

古
よ　

今
の
現
に　

流
さ
へ
る　

親
の
子
ど
も
そ

　

大
伴
と　

佐
伯
の
氏
は　

人
の
祖
の　

立
つ
る
言
立
て　

人
の
子
は　

祖
の
名
絶
た
ず　

大
君
に　

ま
つ
ろ
ふ
も
の
と　

言
ひ
継
げ
る　

言
の

官
そ　

梓
弓　

手
に
取
り
持
ち
て　

剣
大
刀　

腰
に
取
り
佩
き　

朝
守
り　

夕
の
守
り
に　

大
君
の　

御
門
の
守
り　

我
を
お
き
て　

ま
た
人
は

あ
ら
じ
と　

い
や
立
て　

思
ひ
し
増
さ
る　

大
君
の　

命
の
幸
の　

聞
け
ば
貴
み
」（
18
・
四
〇
九
四
）
と
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
、
天
孫
降
臨
の

古
昔
か
ら
軍
事
を
管
掌
し
、
武
を
以
て
天
皇
に
仕
え
る
氏
族
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
笠
氏
は
『
古
事
記
』
に
よ
る
と
大
吉
備
津
日
子
命
と
と
も
に
吉
備
国
を
言
向
け
た
若
建
吉
備
津
日
子
命
を
祖
と
す
る
と
あ
り
、『
新
撰

姓
氏
録
』
右
京
皇
別
下
に
「
笠
朝
臣
。
孝
霊
天
皇
皇
子
、
稚
武
彦
命
ノ
後
也
」
と
見
え
る
。『
日
本
書
紀
』
孝
霊
天
皇
二
年
条
に
は
、
稚
武
彦
に

つ
い
て
「
吉
備
臣
の
始
祖
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
神
功
皇
后
紀
九
年
条
に
は
、「
吉
備
臣
の
祖
鴨
別
を
遣
し
て
、
熊
襲
国
を
撃
た
し
む
」
と
い

う
記
事
が
見
え
、
応
神
天
皇
紀
二
十
二
年
条
に
は
鴨
別
に
つ
い
て
「
是
笠
臣
が
始
祖
な
り
」
と
見
え
る
。
ま
た
、
仁
徳
天
皇
紀
六
十
七
年
条
に

は
、
笠
氏
の
祖
の
笠
県
守
が
吉
備
の
川
島
河
に
い
た
大
虬
が
人
々
を
苦
し
め
て
い
た
の
を
斬
り
殺
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
笠
氏
も
ま
た
、
武
を

以
て
仕
え
た
氏
族
、
武
門
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

笠
県
守
に
つ
い
て
、
仁
徳
紀
に
は
「
笠
臣
が
祖
県
守
、
為
人
勇
捍
に
し
て
強
力
し
」
と
記
す
が
、
金
村
も
武
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
た
勇
士

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
は
、
金
村
が
氏
族
の
伝
統
と
し
て
の
武
を
誇
っ
た
歌
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
全
注
』
の
「
何
の
た
め
に

射
、
何
に
対
し
て
射
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
は
、
武
を
誇
る
た
め
に
、
何
か
に
対
し
て
矢
を
射
た
の
で
あ
る
、
と
答
え
る
し
か
な
い
。
旅
の
平

穏
を
神
に
祈
っ
た
歌
な
ら
ば
、
そ
の
祈
り
を
歌
う
べ
き
で
あ
り
、
矢
を
奉
る
こ
と
を
敬
虔
に
歌
う
べ
き
で
あ
り
、
弓
勢
を
誇
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
。

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
柳
田
と
同
じ
民
俗
学
者
で
も
あ
っ
た
折
口
信
夫
は
、『
口
訳
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
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此
塩
津
山
を
越
え
て
来
る
と
、
昔
住
ん
で
ゐ
た
、
強
弓
の
人
の
伝
説
が
思
ひ
起
さ
れ
る
。
其
壮
士
が
弓
筈
を
振
り
立
て
ゝ
、
放
つ
た
所
の
、

後
々
見
る
人
が
語
り
続
ぐ
程
に
、
立
派
に
射
た
矢
よ
。（
自
分
も
此
か
ら
任
地
に
赴
い
て
、
若
し
も
の
事
が
あ
つ
た
ら
、
立
派
に
弓
を
射
ね

ば
な
ら
ぬ
。） 

と
訳
し
て
い
る
。『
講
義
』
と
同
じ
よ
う
に
、
弓
を
射
た
人
を
昔
住
ん
で
い
た
強
弓
の
人
と
す
る
点
は
肯
い
が
た
い
が）

3
（

、
矢
立
杉
の
民
俗
か
ら
の

解
釈
を
採
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
万
葉
集
私
論
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
九
巻
）
で
は
、「
万
葉
び
と
が
屢

『
聞
き
つ
ぐ
人
も
語
り
つ
ぐ
が
ね
』『
後
見
む
人
は
語
り
つ
ぐ
が
ね
』
或
は
『
語
り
つ
ぐ
べ
き
名
は
立
た
ず
し
て
』
な
ど
と
い
ふ
感
慨
を
残
し
て
ゐ

る
の
を
見
て
も
、
如
何
に
英
雄
を
理
想
と
し
た
英
雄
譚
が
、
語
部
に
よ
つ
て
語
ら
れ
た
か
ゞ
想
像
せ
ら
れ
る
」
と
し
て
、
こ
の
歌
を
英
雄
譚
と
し

て
の
方
向
か
ら
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

民
俗
学
の
知
見
が
、
万
葉
歌
の
解
釈
に
お
い
て
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
知
見
を
安

易
に
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
、
一
首
の
理
解
を
歪
め
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
何
よ
り
も
歌
と
し
て
の
意
味
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
知
見
を
参
考
し
つ
つ
も
、
歌
に
立
ち
戻
っ
て
考
察
を
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

『
童
蒙
抄
』
に
「
恋
ひ
死
に
た
ら
ば
里
人
の
云
ひ
た
て
語
り
つ
が
ん
、
其
名
も
君
故
立
名
な
れ
や
厭
は
じ
と
の
意
也
」
と
あ
り
、
ま
た
、『
万
葉
考
』
に

「
我
死
は
妹
の
相
思
は
ぬ
故
ぞ
、
て
ふ
名
こ
そ
専
ら
な
ら
め
と
い
へ
り
」
と
あ
っ
た
の
を
、『
古
義
』
に
「
カ
タ
リ
ツ
グ
ガ
ネ
は
我
恋
ヒ
テ
死
ニ
キ
ト
イ

フ
事
ヲ
カ
タ
リ
継
グ
ベ
ク
と
な
り
」
と
し
、『
井
上
新
考
』
も
「
カ
タ
リ
ツ
グ
ガ
ネ
は
我
恋
ヒ
テ
死
ニ
キ
ト
イ
フ
事
ヲ
カ
タ
リ
継
グ
ベ
ク
」
と
し
、
諸

注
そ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
語
リ
継
グ
は
や
は
り
「
名
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
2
） 

『
講
義
』
に
は
、「
恐
ら
く
は
、
金
村
が
通
り
た
る
時
に
前
に
通
り
し
何
人
か
の
射
立
て
た
る
箭
の
あ
る
を
見
て
よ
め
る
も
の
な
ら
む
」
と
し
て
、「
今

こ
の
塩
津
山
に
さ
し
か
ゝ
り
て
見
れ
ば
矢
立
の
杉
に
矢
の
立
ち
て
あ
る
を
見
る
。
惟
ふ
に
こ
の
矢
は
誰
と
は
知
ら
ね
ど
い
づ
れ
勇
士
が
弓
末
を
振
起
し
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て
射
た
る
も
の
な
ら
む
。
さ
る
勇
士
の
射
た
る
矢
を
ば
、
今
わ
れ
見
て
如
何
に
も
感
深
く
思
ふ
が
、
こ
れ
よ
り
後
に
見
む
人
は
な
ほ
更
に
語
り
継
ぎ
、

い
ひ
継
ぎ
て
永
く
後
世
ま
で
、
伝
へ
て
あ
り
た
き
も
の
よ
と
な
り
」
と
す
る
が
、『
注
釈
』
に
「
講
義
に
『
金
村
が
通
り
た
る
時
に
前
に
通
り
し
何
人

か
の
射
立
て
た
る
箭
の
あ
る
を
見
て
よ
め
る
も
の
な
ら
む
』
と
あ
る
が
、
先
人
の
射
た
矢
な
ら
ば
、『
射
し
』
と
か
『
射
て
し
』
と
か
あ
る
べ
き
で
、

完
了
の
『
つ
』
を
用
ゐ
て
ゐ
る
事
は
作
者
が
今
射
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
金
村
の
射
た
矢
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
3
） 

注
２
に
同
じ
。


