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ま

ひ

は

せ

む
─

古
代
の
賂
小
考
─

斉

藤

充

博

は
じ
め
に

 

マ
ヒ

(幣

・
賂
)
は
い
わ
ゆ

る
万
葉
語

で
、
後

世
の
歌

の
中
に
は
ほ
と

ん
ど

見

ら
れ
な

い
こ
と
ぽ

の

一
つ
で
あ

る
。

マ
ヒ
を
行

う
こ
と
を

マ
ヒ
ナ
フ
と

い
う

が
、

こ
れ
を
名
詞
化
し
た
の
が

マ
ヒ
ナ
ビ
で
あ
り
、
今

日
専
ら
賄
賂

の
意
味
で

用
い
ら
れ

て
い
る

こ
と
ぽ

に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
マ
ヒ
が
万
葉
集

の
中

で
ど

の

よ
う
に
使
わ
れ

て
い
る
か
、
そ
し

て
、
上
代
に
お
い
て

マ
ヒ
を
す

る
こ
と
に
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ

っ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿

の
目
的

で
あ
る
。

二
 

旅
中
の
マ
ヒ

 
 
万
葉
集
巻
五
の

「
恋
男
子
名
古
日
歌
」

の
中

に
次

の

一
首
が
あ
る
。

 
 
 
若
け
れ
ば
 
道
行
き
知
ら
じ
 
末
比

は
せ
む
 
し
た

へ
の
使

ひ
 
負

ひ

 
 
 

て
通
ら
せ

(九
〇
五
)

左
注

に
よ
れ
ぽ
、
作
者
未
詳

の
歌

で
あ
る
が
、
「
但
以
三
裁
歌
之
体
似
二
於

山

上

之
操

一載
二
此
次

一焉

」
と
あ
り
、
早
く
か
ら
山
上
憶
良

の
作
と
考
え
ら
れ

て
き

た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
万
葉
編
者

の
推
測
は
、
歌

の
内
容
や
、
用
語
等
を
鑑

み
る
に
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

 

こ
の
歌

の
直
前

に
あ

る
九
〇

四
番

の
長
歌

は
、

作
者
が
非
常

に
大

切
に
思

っ

て
い
た
我
が
子
古
日
が
、

そ
の
成
長

を
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
に

も

関

わ

ら

ず
、
思
わ

ぬ
病

に
罹

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
必
死

に
神
に
平
癒

を
願

っ
た
け

れ
ど
も
、
験
な
く
亡
く
な

っ
て
し
ま
い
、

こ
れ
が
世

の
中

の
道

か
と
哀
嘆
す

る
 

 
一

内
容

に
な

っ
て
い
る
。
当
該
歌

は
こ
の
長
歌
を
う
け
、
既
に
こ
の
世

の
も

の
で
 

ー

は
な
く
な

っ
た
息
子
の
冥
途

へ
の
道
行
き
を
思
い
遣

っ
て
い
る
の
だ
。
井
村
哲
 
 
一

夫
氏

の

『
万
葉
集
全
注

 
巻
第

五
』

に
よ
れ
ば
、
後
生
来
世
に
転
生
す

る
ま
で

の
四
九

日
間
、
冥
府

の
王
の
審
判
を
受
け
な
が
ら
旅
を
す
る
中
有

の
旅
を
う
た

っ
た
も

の
と

い
う
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
的
な
死
生
観
世
界
観
が
あ

る
こ
と
が
認

め
ら
れ

る

一
方

で
、
後

で
述

ぺ
る
よ
う

に
、

道
行
き

の
途
中

で

マ
ヒ
を
捧
げ

る

習
俗
は
仏
教
以
前
の
要
素
が
感
じ
ら
れ
る
。

 
万
葉
集

に
は
、

も
う

一
例
同
種

の

マ
ヒ
を
う
た

っ
た
も

の
が
あ

る
。

こ
れ
は

実
際

の
旅

に
際
す
る
作

で
あ

る
。

 
 
玉
枠

の
 
道

の
神

た
ち
 
麻
比

は
せ
む
 
我
が

思
ふ
君
を
 
な

つ
か
し
み

 
 

せ
よ

(
17

・
四
〇
〇
九
、
大
伴
池
主
)

越
中
守
大
伴
家
持
が
、

正
税
帳
使
と

し
て
上
京
す

る
に
あ
た
り
惜

別

の
情

を
う

た

っ
た
作

に
対
し

て
の
、
池

主
の
報
贈
和
歌

で
あ
る
。

こ
の
歌
で
は
、

マ
ヒ
を



す

る
対
象
と
し
て
、
「
道

の
神
た
ち
」

が
う
た
わ
れ

て
い
る
。
 

一
首
前

の
長
歌

に
は
礪
波
山
の
手
向
け

の
神

に
対
し

て
幣

を
ま

つ
る
と

い
う
表
現
が
あ
る
が
、

「
神

た
ち
」
と
い
う
複
数
形
が
示
す
通
り
、

京

へ
の
道
筋
に
は
、

マ
ヒ
を
し
て

通

ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
所
が
何
箇
所
か
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

 
古
代

の
人

々
に
と

っ
て
、
自
分

の
所
属
す
る
土
地

を
離
れ
、

異
郷
を
旅
す
る

こ
と
は
、
大
変
な
恐
怖
を
伴

っ
た

に
ち
が

い
な
い
。
そ
れ
は
単
に
、
治
安
や
衣

食

の
確
保
と
い

っ
た
人
為
上

の
問
題
だ
け

で
は
な

く
、
信
仰

上
の
見
え
ざ
る
力

に
対
す
る
畏
怖

の
念

に
基
づ
く
も

の
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
行

路
の
要
所

に
は
、

そ
の
土
地
を
領
く
神
も
し
く
は
精
霊
が

い
る
と
信
じ
ら
れ
、

こ
こ
を
通
過
す
る

時
は
特
定
の
祭
祀

を
行

い
、
霊
威

の
身
に
及

ぶ
の
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
を
怠
れ
ぽ
、
神

の
怒

り
に
よ

っ
て
旅
は
妨
害
さ
れ
、
生
命
を
奪

わ

れ

る
こ
と
さ
え
あ

る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。

 
神
や
精

霊
が
交
通
を
妨
害
す
る
話
は
、

風
土
記

の
地
名
起
源
諄

に
い
く

つ
か

見

つ
け
る

こ
と
が

で
き

る
。
「
播
磨
国
風
土
記
」
揖
保
郡
意
此
川
の
条

で

は
、

枚
方
里

の
神

尾
山

に
い
た
出
雲
御
蔭
大
神
が
、
通
過
す
る
旅
人
の
半
数
を
殺
し

た
と

い
う
。
同
国

の
佐
比
岡
や
、
「
肥
前
国
風
土
記
」
基
疑
郡
姫
社
郷

の

山

道

川
、
同
国
神
埼
郡

の
条

に
も
同
様

の
伝
承
が
あ

っ
た
。

い
ず
れ
も
そ
の
地
を
通

過

し
よ
う
と
す
る
老

の
生
命
を
奪

い
、

交
通
を
妨
げ

た
神
も
し
く
は
精
霊
が
、

特
定

の
祭

祀
者

に
よ

っ
て
鎮
祭
さ
れ
、
旅

の
無
事
が
確
保

で
き
る
よ
う

に
な

っ

た
と

い
う
形
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
時
ど

の
よ
う
な
祭
り
が
行
わ
れ
た
か
に
つ

い
て
は
明
確
に
記

し
た
も

の
が
な

い
。
た
だ
、
意
此

川

の

条

に
、
「
干
レ
時
、

作
二
屋
形
於
屋
形

田
一、
作
二
酒
屋
於
佐

々
山

一、
而
祭
之
。

宴
遊
甚
楽
、

即
櫟
二

山
柏

一、
桂
帯
撞

レ腰
、
下
二
於
此
川

一相
歴
、
故
号

二墜
川

一」
と
あ

る

こ

と

か

ら
、
酒
を
造

り
、
祭
場
を
設
け

て
宴
会
を
催
し
、
山
柏
を
腰

に
着

け
て
押

し
合

う
と

い
う
特
殊
な
所
作

を
行

っ
て
い
た

こ
と
が
窺

え
る
。

こ
こ
に
記

さ
れ

て
い

る
供
物

は
酒
だ
け
だ
が
、
宴

に
は
様

々
な
料
理
が
供
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
と

考

え
ら
れ

る
。

 

風
土
記

の
記
事

で
は
、
路
次

の
神
や
精
霊

に
対
す
る
祭
祀
は
過
去
に
あ

っ
た

一
回
限
り
の
こ
と

の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
そ
の
地
は
風
土
記

の
書

か
れ
た
時
代

に
お
い
て
も
通
過
す

る
旅
人

に
よ

っ
て
畏
れ
ら
れ
、
な

ん
ら

か
の
祭

祀
が
繰

り
返

し
行
わ
れ

て
い
た
の
だ

ろ
う
。
逆
に
そ
う

い
う
事
実
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、

か
よ
う
な
伝
説
が
形
成
さ
れ
た
と

い
え
る
。
万
葉
集

に
あ
る

タ

ム
ケ
を
う
た
う
歌

は
そ
の
系
譜

に
あ

る
。

 
 

周
妨

に
あ

る
 
磐
国
山
を

 
越
え
む
日
は
 
手
向
よ
く
せ
よ
 
荒
ら
し
そ

 
 

の
道

(
4

・
五
六
七
、
山

口
若
麻

呂
)

 
 

か
し
こ
み
と
 
告
ら
ず
あ
り
し
を
 

み
越
路
の
 
多

武
気

に
立
ち

て
 
妹

 
 
が

名
告

り

つ

(
15

・
三
七
三
〇
、
中
臣
宅
守
)

交
通
の
要
所

で
あ

る
峠
を
越
え

る
時
、
念

入
り
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
が
タ

ム
ケ
で
あ
り
、
後

に
は
そ
の
よ
う
な
行
為

を
行
う
場
所
自
体

を
タ
ム
ケ
と

い
う

よ
う
に
な

っ
て

い
る
。

タ
ム
ケ
に
あ
た

っ
て
は
自
分

の
大
切

に
し

て
い
る
物
を

献
上
し
、
神

や
精

霊
を
慰
撫

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
。

 

こ
の
よ
う
な
祭
祀

は
、
私
的
な
旅
だ
け
で
は
な
く
、
公
的
な
旅

で
あ

る
行
幸

に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
た
。
「
播
磨
国
風
土
記
」
錺
磨
郡
の
幣
丘

の
地

名

起

源
伝
承

に
よ
れ
ぽ
、
応
神
天
皇
が

こ
の
地
に
至

っ
た
時
、
地
祇

に
幣

を
奉

っ
た

こ
と
を
地
名
の
由
来

と
し
て
い
る
。
応
神
天
皇
と

い
う
実
在

に
疑

問
が
あ

る
天

皇

の
時
代
に
遡
る
ま
で
も
な
く
、
律
令
完
成
以
降
も
行
幸

の
路
次

で
は
特
定

の

祭
祀
が
行
わ
れ

て
い
た
。
「
延
喜
式
」
隼
人
司
条
に
、
遠
従
駕
行

に
は
必

ず

数

名

の
隼
人
を
率

い
て
、
「
国
界
及
山
川
道
路
之
曲
」

に
至
る
毎
に
隼
人

に

吠

え

声

を
出
さ

せ
た
と
あ
る
。

こ
れ
は
交
通

の
要
所
に
棲
む
神
も
し
く
は
精
霊

の
力

を
抑
え

る
た

め
の
呪
術
的
行
為

と
考
え
ら
れ
る
。
同

じ

「
延
喜
式
」
太
政
官
条

一2一



で
は
、
行
幸

の
路
次
に
あ

る
社
寺

へ
の
奉
幣
論
経
を
定

め
て
い
る
。
さ
ら
に
神

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(1
)

祇
式
臨
時
祭

の
条
に
は
路
次
神
幣
と
堺
祭

の
斎
科

の
規
定
が
あ
る
。

 
 
行
幸
時
祭

(
若
不
経
宿
不
祭
)

 
 
路
次
神
幣

 
 
大
社
別

五
良
薄
細
各

一
尺
。
絹
五
尺
。
糸

一
絢
。
綿

一
屯
。
木
綿
二
両
。

 
 
麻

五
両
。
裏
葉
薦

五
尺
。

 
 
小
社
別

五
良
薄
絶
各

】
尺
。
絹
三
尺
。
糸

一
絢
。
綿

}
屯
。
木
綿

二
両
。

 
 
麻

五
両
。
裏
葉
薦

三
尺
。

 
 
堺
祭

 
 
堺
別
倭
文

一
尺
。
木
綿

五
両
。

麻

八
両
。

鍬

二

口
。

米
。

酒
各
四
升
。

 
 
鰻
。
堅
魚
各

二
斤
。
膳

二
斤
。
海
藻

二
斤
。
盤

二
升
。
瓶
。
杯
各
二
口
。

 
 
柏
四
把
。
食
薦

一
枚
。

こ
こ
に
は
、
供
え
る
品

々
の
名
が
具
体
的

に
示
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
こ
れ

ら
の
も

の
は
単

に
置
く
の
で
は
な
く
、
何
ら
か

の
祭

祀
的
行
為

を
伴

っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
土
地
に
棲
む
神
や
精
霊

に
対
す
る
畏
怖
が
背
景

に
あ
り
、

そ
れ

が
制
度
化
し
た
も

の
が

「延
喜
式
」

に
記
さ
れ

る
に
至

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

 

こ
の
よ
う
に
旅

の
途
中
に
行

う

マ
ヒ
と
は
、
行
路

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

に
、
交
通

の
要
所

に
棲
む
神

や
精
霊

に
対
し

て
何
ら
か
の
物

を
捧
げ
、
霊
力

の

発
動

を
抑
え
よ
う
と
す
る
古
代
的
精
神

の
現
れ

で
あ

っ
た
。
先
に
挙
げ
た
山
上

憶
良
作
と
擬
せ
ら
れ

る
歌
も
、

こ
の
考
え
と
仏
教
思
想
と
が
融
合

し
た
も
の
を

背
景

と
し

て
持

つ
。

三
 
賄
賂
と
し
て
の
マ
ヒ

冒
頭

で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

マ
ヒ
は
動
詞
を
作
る
接
尾
語
ナ

フ
を
伴

い
、

マ

ヒ
ナ
フ
と

い
う
動
詞
に
な
る
。

こ
の
名
詞
形

マ
ヒ
ナ

ヒ
は
、

マ
ヒ
を
す
る

こ
と

と

い
う
意
味
で
あ

る
。
今
日

の
賄
賂
と

い
う
意
味
は

こ
の
こ
と
ぽ

自
体

の
原
義

で
は
あ
る
ま

い
。

 
だ
が
記
紀

に
は
既
に
賄
賂

に
近

い
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
例
を
見

つ
け
る
こ

と
が

で
き
る
。
 
「
古
事
記
」
応
神
天
皇
条

に
は
、
天
之

日
矛
来
朝
由
来
諺
が
あ

る
が
、
そ

の
中

で
次
の
よ
う

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
新
羅

の
あ
る

賎

し

い
夫

が
、

日
光
感
精

に
よ

っ
て
あ

る
女
が
産

ん
だ
赤
玉
を
も
ら
い
受
け
、
恒
に
腰
に

着
け

て
い
た
。
あ
る
時
、
谷

の
中

に
あ

っ
た
自
分

の
田

へ
、
耕
作
者

の
弁
当

を

牛

に
負
わ

せ
て
運
搬
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
天
之
日
矛
が

こ
の
夫
を

ひ
き
と
め
、

い
い
が

か
り
を

つ
け
て
投
獄

し
よ
う
と
す

る
。
夫
は
弁

明
し
た
が
許
さ
れ
な
い

の
で
、
「
そ

の
腰

の
玉

を
解
き

て
、
そ

の
国
主

の
子
に
幣

し
」
た
。

こ
れ

に

よ

っ
て
夫

は
赦
免
さ
れ
た
。

 

「
継
体
紀
」
六
年

=

一月
条

に
よ
れ
ぽ
、
百
済

は
任
那

の
四
県

の
割

譲
を
要

求
す

る
表
を
送

っ
て
き

た
。

こ
の
時
百
済
側

に
立

っ
て
手
引
き
を
し
た

の
が
、

大
伴
大
連
金
村
と
穂
積
臣
押
山

で
あ

っ
た
。

こ
の
二
人

に
は

「
百
済

の
賂
を
受

け
た
り
」
と

い
う
噂
が

た

っ
た
と
記

さ
れ

て
い
る
。
領
土
問
題

に
関
し
て
賄

賂

が
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

 

他
に
も
筑
紫
国
造
磐
井
が
新
羅

か
ら

「
貨
賂
」
を
受
け
、

日
本
軍

の
新
羅
遠

征

を
妨
害
し
た
記
事
や

(「
継
体
紀
」

二

一
年

六
月
三
日
条
)
、
屯
倉
と
す
る
た

め
の
良

田
の
献
上
を
渋

っ
た
罪
で
郡
司

を
解
任
さ
れ
た
大
河
内
味
張
が
、
許
し

を
乞
う
た
め
に
大
伴
金
村

へ

「
賂
」

を
贈

っ
た
記
事

(
「
安
閑
紀
」
元

年

閏

一

二
月
四
日
条
)
、
境
部
臣
雄
摩
侶
、

阿
曇
連
某
が
新
羅

の
益
と
な

る
計
ら

い

を

し
た
と
啄
さ
れ
た
記
事

(
「
推
古
紀
」

三

一
年

一
一
月
条
)
な
ど
を
見
出

す

こ

と
が
で
き

る
。

い
ず
れ
も
賄
賂
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚

で
あ
る
。

 

古
代
に
お
い
て
も
賄
賂

の
贈
収
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
は
頻
繁
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に
行

わ
れ

て
い
た
よ
う
だ
。

た
び
た
び
賄
賂
を
禁
ず
る
詔
勅
が
出
さ
れ
て
い
る

事
実
が

そ
の
証
と
な
る
。
「
推
古
紀
」

一
二
年
四
月
三
日
条

の
い
わ
ゆ
る

憲

法

一
七
条

の
第

五
条
は
、
訴
訟

の
公
平
を
定
め
た
も

の
で
あ
る
が
、
「
頃
訟

を

治

む
る
者
、
利
を
得

て
常
と
し
、
賄
を
見

て
は
講
す
を
聴
く
」

と
あ

り
、
財
あ
る

者
が
官
吏

に
贈
賄
す

る
こ
と
に
よ
り
有
利

に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と

い
う
。

ま

た
、
「
孝
徳
紀
」
大
化
二
年

八
月
五

日
条
で
は
、
東
国
等
の
国
司
を
召
し

て

治

政

の
あ

り
方
を
指
導
す
る
詔

を
出

し
て
い
る
が
、

こ
の
中
に
も
、
他
人
か
ら
貨

賂

を
受
け
取
り
、
私
腹
を
肥
や
す

こ
と

に
よ

っ
て
民
を
苦
し
め
る
こ
と
が
な

い

よ
う
命

じ
る
件
が
あ

る
。
翌
二
年

三
月

一
九
日
に
は
、

こ
れ
を
破

っ
た
者

に
対

す

る
処
罰

の
実
例
が
見

兄
る
。
「
天
武
紀
」

一
〇
年

五
月

一
一
日
条

に

は
、
宮

人
を
恭
敬

し
、
そ

の
門
に
参

じ
て
自
分

の
願

い
を
訴
え
、
幣

を
捧
げ

て
そ

の
家

に
媚

び
る
者
が

い
る
と
し
、

こ
れ

を
禁
じ
る
詔
が
あ
る
。

 

律
令
制
定
後
も
引
き
続
き
賄
賂

は
禁
止
さ
れ
た
。
律

の
規
定

に

よ

れ

ば

、

「
受
財
柾
法
」

の
罪
は
八
虐

な
ど
と
と
も

に
減
刑
優
遇
が
受
け
ら
れ
な
い
重
罪

と
さ
れ

(名
例
律
)
、
贈
賄
側

も
収
賄
側
も
刑
罰

の
対
象

に
な
る

こ
と
も

定

め

ら
れ
て
い
る

(
職
制
律
)。

八
虐

と
は
謀
反
、
謀
大
逆
、
謀
叛
、
悪

逆
、
不
道
、

大
不
敬

、
不
老
、

不
義
と

い
う
か
な
り
重

い
罪
で
あ
る
が
、

こ
れ
と
同

列
に
扱

わ
れ

て
い
る
点

に
注
意
し
た
い
。
律

の
内
容
は
、

主
犯
格
と
そ

の
他

の
者

と
の

刑

の
違

い
や
、
収
賄
後
実
際
に
法

を
柾
げ

る
こ
と
が
あ

っ
た
か
否
か
に
よ
る
処

置

の
違

い
が
組
織
的

に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
見

る
限
り

マ
ヒ
は
違
法
行
為

と

い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

四
 

マ
ヒ
に
対
す
る
考
え
方

 
養
老
律
は

い
う
ま
で
も

な
く
、
中
国

の
法
制
度
を
模
倣

し
て
作
ら
れ
た
も

の

で
あ
り
、
各
条
文

に
唐
律
と

の
対
応
関
係
が
指
摘
で
き

る
。
従

っ
て
律

の
条
文

を
そ

の
ま
ま
我
が
国
の
古
代
人

の
罪
悪
観
を
は
か
る
材
料

に
す
る

こ
と
は

で
き

な

い
。
た
だ
し
中
国
の
律

そ
の
ま
ま
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
導

入
す

る
に
当
た
り
我
が
国

の
実
状

に
応
じ
て
改
変
が
な
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
と

こ
ろ
が
あ

る
。

 
 

 
 
 
 
 
(2
)

 
○
養
老
職
制
律

54

 
 
凡
監
臨
之
官
。
強
取
猪
鹿
之
類
者
。
依
強
取
監
臨
財
物
法
。
乞
取
者
。
坐

 
 
職
論
。
受
供
餓
者
勿

論
。

 
 

 
 
 
 

(3
)

 
○
故
唐
律
疏
議

 
 
諸
監
臨
之
官
。
受
猪
羊
供
鎖
。
坐
臓
論
。
強
者
依
強

取
臨
財
物
法
。

日
本
律

の
場
合
、
部
内

の
人
か
ら
強
制
的
に

「
猪
鹿
之
類
」
を
奪

っ
た
り
、
請

求
し
た
り
す

る
と
処
罰

の
対
象

に
な
る
が
、
傍
線
を
施
し
た
部
分

で
、
相
手

か

ら

「
供
韻
」

を
受
け

る
こ
と
は
問
題
が
な

い
と
し
て
い
る
。
そ
れ

に
対

し
て
唐

律
で
は

「
供
韻
」

を
受
け
る

こ
と
自
体
を
罪
と
し
て
お
り
、
両
者

に
は
根
本
的

な
相
違
が

あ
る
。
唐
律

に
対
し
て
日
本
律

の
官
吏

の
物

の
贈
答
に
関

す
る
規
制

が
緩
や
か
な

の
は
、
実
際

に
高
位
の
官
人
を
も
て
な
す

こ
と
が
頻
繁

に
行

わ
れ

て
い
た
実

状
を
反
映
す

る
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
万
葉
集
巻

一
六
の

三
八
〇
七
番
左
注
に
そ

の

一
例
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
賄
賂
を
贈
与

に
限
ら

ぬ
と
す
れ
ぽ

、
「
供
績
」

も

一
種

の
贈
賄
行
為

に
な
る
可
能
性
が

あ

る
。
贈
る

側
も
そ
れ
な
り

の
見
返

り
を
期
待
す
る
の
だ

か
ら
、
養
老
律

の
規
定

で
は
民
苦

の

一
因
と
な
る
賄
賂
的
贈
答

を
完
全
に
抑
え

る
こ
と
は
で
き
な

い
。

 

次

に
我
が
国

の
マ
ヒ
に
対
す
る
考
え
方
を
示
す
説
話
を
挙
げ
る

こ

と

に

す

る
。
「
日
本
霊
異
記
」
中
巻
二
四
話

「
閻
羅
王
使
鬼
得
所
召
人
之
賂
以

免

縁
」

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(
4
)

は
次

の
よ
う
な
内
容

で
あ
る
。
閻
羅
王
庁
の
使
者

で
あ
る
鬼
が
、
楢
磐
島
と

い

う
男
を
連
行

し
よ
う
と
し
た
。

そ
こ
で
磐
島

は
鬼

に
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
食
物

を

与
え
、

さ
ら
に
自
分

の
家

に
招
い
て
牛
肉
な
ど
を
も

て
な
す
。
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磐
島

云

「
我
家
有
二
斑
牛
二
頭

一。
以
之
進
故
、
唯
免
レ
我
也
」
。
鬼
言

「
我

 
 
今

汝
物
多
得
食
。
其
恩
幸
故
、
今
免

レ汝
者
、
我
入
二重
罪

"、
持
二
鉄
杖

一、

 
 

応
レ
所
レ打

二百
段

一。
…
…
」

そ
れ
か
ら
鬼

は
磐
島
と
同
年

の
別
人
を
連
れ
去

り
、
磐
島
は

一
命
を
と
り
と
め

た

の
で
あ
る
。

こ
の
話

の
結
末

に
は
、
磐
島
が
寺

の
金
を
借
り

て
元
手
と
し
て

商
売
を
し
た
た
め
に
命
が
助

か

っ
た
と

い
う
件
が
あ

る
が
、
結
局
磐
島
が
鬼

に

対
し
て
賂
を
贈

っ
た

こ
と
が
延
命

の
直
接

の
原
因

で
あ
る
。
閻
羅
王
庁

に
お
い

て
も

マ
ヒ
を
受
け
る

こ
と
は
重
罪

で
あ
る
ら
し
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の

説
話
全
体

で
は
賂

の
効
用

を
述
ぺ
る
形
に
な

っ
て
い
る
。

 

こ
の
説
話
は
実
は

「
金
剛
般
若
経
集
験
記
」
救
護
篇

=
二
に
典
拠

を
求

め
る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
方

で
は
鬼
に
召
さ
れ

る
男

の
名
を
賢
徳
玄

と
い
う
。
徳

玄

は
相
手
が
鬼
で
あ
る
と
は
知
ら
ず

に
食
料
を
分
け
与
え
る
が
、

こ
の
こ
と
に

よ

っ
て
結
局
は
命
拾
い
を
す
る

こ
と
に
な

る
。
意
識
的
に
饗
応

し
、
延
命
を
懇

願
す

る
こ
と
は
な
い
。

 
同
じ

「
霊
異
記
」
中
巻

二
五
話

「
閻
羅
王
使
鬼
受
所
召
人
之
饗
而
報
恩
縁
」

に
は

マ
ヒ
を
し
て
そ
の
験
を
得
た
女
の
話
が
あ
る
。
聖
武

天
皇

の
御
代
、

讃
岐

国

山
田
郡

に
住
む
布
敷

臣
衣
女
が
病

気
に
な

っ
た
が
、
門
前

に
百
味
を
設
け
て

「
疫
神

に
賂

ひ
て
饗
」

し
て
い
た
。
鬼

は
こ
れ
を
受
け
た
た
め
に
、
衣
女
の
命

を
助
け
、
そ

の
代
わ
り

に
鵜

垂
郡

に
住
む
同
姓
同
名

の
別

の
女

を

連

れ

去

っ

た
。
閻
羅
王
は

こ
れ
を
見
破
り
、
改

め
て
山
田
郡

の
衣
女

を
命
じ
た
が
、

返
す

こ
と
に
な

っ
た
鵜
垂
郡

の
衣
女

の
体

は
既

に
茶
毘

に
付

さ
れ

て
い
た
。
そ

こ
で

山
田
郡

の
衣
女
の
肉
体

を
与
え
る

こ
と
に
し
た
。

こ
の
結
果
、
蘇
生
し
た

こ
の

女
は
、
山
田
郡
、
鵜
垂
郡
双
方

の
家

の
財
産
を
手
に
入
れ
た
と

い
う
。

 
 
備
レ
饗
賂
レ
鬼
、
此
非
二
功
虚

一。
凡
有
レ
物
者
、
猶

可
二賂
饗

[。

と
い
う
結
び

の
表
現

は
明
ら
か
に
賂
饗

の
効
用
を
述
べ
、
奨
励
し
て

い
る
。

こ

の
話

の
典
拠

と
な

っ
た

「
冥
報
記
」
下
、
魏
郡
馬
嘉
運
に
は
こ
の
様
な
賂
を
奨

励
す
る
件

は
な
い
。

 

こ
れ
ら

の
相
違

は
や
は
り
我
が
国

の

マ
ヒ
に
対
す
る
考
え
方
が
反
映

さ
れ
た

も

の
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

つ
ま
り
、
我
が
国
で
は

マ
ヒ
は
必
ず
し
も
悪
徳

で
は

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
閻
羅

王
の
使

者

の
鬼

に
、

マ
ヒ
を
施
す

こ
と

に
よ

っ
て

冥
府

に
導

か
れ

る
こ
と
を
許

し
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
、
仏
教
教
理

の
本
道

で

は
あ
る
ま
い
。
「
延
喜

式
」

に
道
饗
祭
祝
詞
の
詞
章
が
あ

る
よ
う
に
、
神

や

精

霊

に
饗
す

る
の
は
日
本
古
来
の
神
祭
り

の
形
式

で
あ

っ
た
。

 
神

に
物
を
供
え
る
場
合
、
次

の
二
通

り
の
精
神
が
あ
る
。

一
つ
は
予

め
神

に

物
を
供
え
、
結

果
が
現

わ
れ

る
前
に
神

の
勤
労

に
報

い
る
と
い
う
考

え
方

で
あ

り
、
も
う

一
つ
は
、

こ
れ
だ
け

の
こ
と
を
し
て
く
れ
た
ら
、

こ
れ

だ
け

の
物

を

供
え
ま
す
、

と
い
う

一
種

の
交
換
条
件

に
基
づ
く
契
約
を
し
て
か
ら
物

を
供

え

る
方
法

で
あ
る
。
後
者

は
立
願

の
精
神

と
も

い
え

る
。
折
口
信
夫

に
よ
れ
ぽ
、

我
が
国

の
古

い
考

え
方

は
前
者

の
方

で
あ
り
、
立
願

の
精
神

は
後
発
的

だ
と
い

う
。
将
来

現
わ
れ
る
結
果
と
は
無
関
係

に
神

に
予
め
物
を
供

え
、
今
後

の
神

の

勤
労
に
前

も

っ
て
報

い
、
実
際
に
験
あ

っ
た
後
、
再
度
お
礼

の
供
物

を
す

る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5
)

い
う

の
が
我
が
国

の
信
仰
上

の
特
質

で
あ

っ
た
。

 
立
願

の
精
神

は

「
延
喜
式
」
祝

詞
に
既

に
見
え
て

い
る
。
何

か
を
願

う
者
が

そ

の
思

い
を
昂
揚

さ
せ
る
の
は
事
成

る
前

の
時
点
で
あ
る
。
切
実

な
願

い
が
高

ま
れ
ば
高

ま
る
ほ
ど
、
神
に
対

し
て
確
固
た
る
約
束

を
と
り

つ
け

よ

う

と

す

る
。
そ

こ
に
神

と
の
契
約
が
生

じ
る
と

一
応
は
考

え
る
こ
と

が

で

き

る
。
た

だ
、

こ
れ
に
は
そ
う
し
た
感
情

の
上

で
の
聞
題
に
止
ま
ら
ず
、

よ
り
深

い
信
仰

生
活

の
変
化
を
考
え

る
必
要
が
あ

ろ
う
。
神
を
畏
れ
、
常

に
神
前

で
脆
拝
し

て

い
た
生
活

か
ら
、
律
令
を
規
範

と
す

る
古
代
的
法
治
国
家

に
な

っ
た
こ
と
も
関

与
す
る
。

さ
ら
に
仏
教

の
導

入
と
定
着

の
過
程

で
、
古
来

の
国

の
神

の
権
威
が
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失
墜

し
た

こ
と
も
考
え

て
お
く
べ
き
だ

ろ
う
。

こ
う
し
た
様

々
な
要
因
が
働

ぎ

信
仰
形
態
を
変
化

さ
せ
て

い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
我
が
国

の
古
い
供
物

の
あ
り
か
た
と
マ
ヒ
は
相
通
じ
る
所
が
あ

る
。

マ
ヒ
は

あ

く
ま
で
神

の
将
来

の
勤
労
に
予

め
報

い
る
た
め
に
必
要
な
方
法

で
あ
り
、

こ

れ

を
怠
れ
ぽ
神
の
怒
り

に
触
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

そ
れ
が
賄
賂
と

い
う
意
味

を
帯
び

る
以
前
の

マ
ヒ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ヒ
と

い
う

こ
と
ぽ

の
持

つ
古

い
意
味
が
、
大
陸
文
化

の
摂
取

の
後
も
、

マ
ヒ
に
対
す
る
微
妙
な
感
覚

の

遠

い
を
生
じ
さ
せ
た
原
因
と
い
え

よ
う
。

 

こ
れ
ま

で
に
述

べ
た

こ
と
を
纏

め
る
な
ら
ぽ
、
古
代

に
お
け

る

マ
ヒ
は
次

の

二
つ
に
分
類
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

 

一
つ
は
、
路
次

の
神
も
し
く
は
精
霊
に
、
旅

の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
に
供

罎
、
奉
幣
す

る
こ
と

で
あ
る
。

こ
こ
で
祀
ら
れ
る
神

の
格
は
決
し
て
高

く
は
な

い
が
、
十
分
な
祭
祀
を
怠
れ
ぽ
命
を
も
奪
う
恐

ろ
し
い
神
、
精
霊

で
あ

っ
た
。

マ
ヒ
を
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠

の
呪
的
行
為

で
あ

っ
た
。

 

二
つ
に
は
、
政
治
的
あ
る
い
は
個
人

の
利
益
追
求

の
た
め
に
、
特
定

の
人
物

に
財
貨
や
饗
応
を
施
す

こ
と
に
よ

っ
て
、
便

宜
を
計

っ
て
も
ら
う
た
め
の

マ
ヒ

で
あ
る
。

こ
れ
は

い
わ
ゆ
る
贈
賄
行
為

で
あ

る
。
法
制
度
上
は
厳

し
く
禁
止
し

て
い
な
が
ら
、
実
際
に
は

一
部
禁
止
規
定
が
曖
昧
な
点
が
あ
り
、
説
話

で
は

こ

の
種

の

マ
ヒ
を
奨
励
さ
え
し
て
い
た
。

 

こ
の
二

つ
は

一
見
別
の
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
実

は
同

じ
も

の
の
二

つ
の
姿
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

マ
ヒ
を
施
す
対
象
が
、
神
や
精
霊

な
ら
ぽ
前
者

に
、
人
間
な
ら
ぽ

後
者

に
な

る
わ
け
で
あ
る
。
両
者

の
底

流
に
あ

る
の
は
我
が

国

の
供
物
に
対
す
る
古

い
考
え
方

で
あ

っ
た
。

五

歌
語
と
し
て
の
マ
ヒ

 

次
に
、
再
び
万
葉
集
に
現
わ
れ

る
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た

の
と
は
別

の

ニ

ュ

ア
ン
ス
を
も

つ

マ
ヒ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

 

本
論

の
前
半

で
触
れ
た
道

の
神

に
対
す
る

マ
ヒ
を
歌
う
例

で
は
、
生

死
の
別

は
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
別
離

に
際
し
て

の
哀
感

を
う
た

っ
て
い
た
。

こ
れ
ら

と

は
性
格

の
異
な
る

マ
ヒ
の
例
を
挙
げ

て
い
こ
う
。

 
 
 
湯
原
王
月
歌
二
首

 
 
天

に
ま
す
 
月
読

を
こ
と
 
幣
は
せ
む
 
今
夜

の
長
さ
 
五
百
夜
継
ぎ

こ

 
 

そ

(
6

・
九
八
五
)

 
 

は
し
き
や
し
 
間
近
き
里

の
 

君
来
む

と
 

お
ほ
の
び
に
か
も
 
月

の
照

 
 
り
た

る

(
6

・
九

八
六
)

湯
原
王
は
志
貴
皇
子

の
子
と

い
う

こ
と
は
分

か
る
が
、
生
没
年
未
詳

の
人

で
あ

る
。
集
中
に

一
九
首

の
歌
を
残
す
が
、

こ
の
う
ち

に
は
巻
三

の
三
七

六
、
三
七

七
番

の
ご
と
く
宴
席

の
作

で
あ
る

こ
と
が
分
明

で
あ

る
も

の
や
、
前
掲
九

八
五

番

の
よ
う
に
題
詠
と
考
え
ら
れ
る
作
が
含

ま
れ

て
い
る
。

こ
の
歌
は
巻

六
で
の

排
列
上
、
天
平
五
年
前
後

の
作
と
考

え
ら
れ

る
。
天
平
時
代
以
降
は
集
中
に
宴

席
歌
が
数
多
く
見

ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
ま

た
題
詠
は
漢
詩

の
影
響

の
も
と
に

始

め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宴
席

で
歌
題
が
出

さ
れ
そ
れ

に
応
じ
て

詠
出
が
な
さ
れ
る
こ
と

は
、

こ
の
こ
ろ
既

に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
す

る
と
こ
れ
も
月
見

の
宴
な
ど

の
機
会

に
作
ら
れ
た
歌
と
も
考

え
ら
れ
る
。
酎

と

な

っ
た
宴

が

い
つ
ま
で
も
続
き
、
終

わ
る
こ
と

の
な

い
よ
う
に
、

つ
ま
り
夜
が

明
け
な

い
よ
う
に
と
願

っ
た
歌
と

い
え
る
。

そ
し
て
擬
人
化

し
た
月

に
対
し
て

マ
ヒ
を
し
よ
う
と
う
た

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
月
を
擬
人
化
す

る
背
景

に
は
、

神
代
紀

に
見
え
る
月
読
命

(
月
弓
尊
、
月
夜
見
尊
)
を
考

え
て
お
く
必
要
も
あ
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る
が
、
歌

の
調
子
か
ら
は
、
神

に
対
す

る
祭
祀
と

い
う
感
覚
は
薄

い
。
む
し
ろ

宴
席

で
の
景
物
と
し
て

の
月

に
向

か

っ
て
戯
れ
に
う
た
い
か
け
て
い
る
歌
と
見

る
方
が
適
当

で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
 
 
詠
霧

公
鳥

一
首
井
短
歌

 
 

う
ぐ
ひ
す

の
 
卵

の
中

に
 

ほ
と
と
ぎ
す

 
ひ
と
り
生
ま
れ
て
 
己
が
父

 
 

に
 

似
て
は
鳴

か
ず

 
卯

の
花

の
 
咲
き
た
る
野
辺
ゆ
 
飛
び
翔
り
 
来

 
 
鳴
き

と
よ
も
し
 
橘

の
 
花

を
居
散

ら
し
 
ひ
ね
も
す
に
 
鳴
け
ど
聞
き

 
 
良

し
 
幣

は
せ
む
 
遠

く
な
行
き

そ
 
我
が
や
ど
の
 

花
橘

に
 

住

み
渡

 
 

れ
鳥

(
9

・
一
七
五
五
)

 
 
 
反
歌

 
 

か
き
霧

ら
し
 
雨

の
降

る
夜
を
 

ほ
と
と
ぎ
す
 
鳴
き
て
行

く
な
り
 
あ

 
 

は
れ
そ
の
鳥

(
9

・
一
七
五
六
)

こ
れ
は
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
で
、
虫
麻
呂
自
身

の
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●

で
あ
る
と
す

る
の
が
通
説
に
な

っ
て
い
る
。
作
歌
時
期
、
作
歌
事
情

に
っ
い
て

は
知
る
こ
と
を
得
な

い
が
、
『
萬
葉
集
年
表
第
二
版
』

で
は
、
養
老
年
間

の

作

 
 
 
 
 
 
 

(6
)

と
位
置
付

け
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
先
行
す
る

一
七
四
七
番
が
天
平
四
年

(
七
三
二
)

三
月

の
作
と
考
え

ら
れ
、
も
う
少
し
時
代
が
下
が
る
可
能
性
が
あ

る
。

ま
た
歌
の
内
容
上
、

や
ど

に
来
鳴
く

ほ
と
と
ぎ
す

の
詠
は
天
平
以
降

に
宴

席
を
中

心
と
し
て
と
り
あ
げ

ら
れ
た
題
材

で
あ
る

こ
と
か
ら
、

こ
の
歌
も
天
平

の
初
期

に
作
ら
れ
た
と
見

て
大
過

な
か
ろ
う
。
す

る
と
前

の
例
同
様
、
宴
席

で

一
つ
の
興
と
し
て
詠
出
さ
れ
た
も

の
と
考
え
る

こ
と
も

で
き
る
。

 

こ
の
歌
で
も

マ
ヒ
を
し
よ
う
と
い
う
対
象
は
、
神

で
は
な
く
、

ほ
と
と
ぎ
す

と

い
う

一
つ
の
景
物
な

の
で
あ
る
。

こ
の
鳥
は
立
夏

の
時
期

に
特

に
注
目

さ
れ

た
季
節

の
景
物

で
あ
り
、

こ
れ
を
う
た
う
た
め
の
宴
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
橘
と
の
取
り
合
わ
せ
と
い
う
形
式
も
、
庭
園
に
訪
れ

る
ほ
と
と
ぎ
す
を

詠
む
場
合

の
常
套
だ

っ
た
。

 
以
上

二
つ
の
マ
ヒ
の
歌
の
例

は
ど
ち
ら
も
離
別
等

の
深
刻
な
状
況

で
作
ら
れ

た
も

の
で
は
な
く
、
月
や
ほ
と
と
ぎ
す
と

い
っ
た
歌

の
景
物

に
対

し
て
、
戯
れ

に
う
た
い
か
け

た
、
明
る

い
気
分
を
持

っ
た
歌
と
い
え
る
。
道

の
神

に
対
す

る

慰
撫

と
い
う
切
実
な
想

い
は
な
く
、
風
流
心
か
ら
発

し
た
表
現
が

こ
れ
ら

に
は

あ

る
。

六
 

宴
席

で
使
わ
れ
る
マ
ヒ

 

こ
れ

ら
を
ふ
ま
え
た
上

で
、
今
度

は
宴
席
で
の
作

で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に

な

っ
て
い
る
例
を
取
り
上
げ

よ
う
。

 
 
 
同
月
十

一
日
左
大
臣
橘
卿
宴
右
大
弁
丹
比
国
人
真
人
之
宅

歌
三
首

 
 
我
が

や
ど

に
 

咲
け
る
な
で
し

こ
 
麻

比
は
せ
む
 
ゆ
め
花
散

る
な
 

い

 
 

や
を
ち

に
咲
け

(
20

・
四
四
四
六
)

 
 
 
 
右

一
首
丹
比
国
人
真

人
寿
左
大
臣
歌

 
 
麻
比

し
つ
つ
 
君
が
生
ほ
せ
る
 
な
で
し
こ
が

 
花

の
み
問

は
む

 
君
な

 
 
ら
な
く

に

(
20

・
四
四
四
七
)

 
 
 
 
右

一
首
左
大
臣
和
歌

 
 
あ
ぢ

さ
ゐ

の
 

八
重
咲
く
ご
と
く
 
八
代

に
を
 

い
ま
せ
我
が
背
子

 
見

 
 

つ
つ
し
の
は
む

(
20

・
四
四
四
八
)

 
 
 
 
右

一
首
左
大
臣
寄
味
狭
藍
花
詠
也

 
題
詞

に
よ
れ
ぽ

、
天
平
勝
宝

七
歳

(
七
五
五
)

五
月
十

一
日
に
右
大
弁
丹
比

国
人
真
人
宅

で
行
わ
れ
た
宴

で
作
ら
れ
た
作
品

で
あ

る
。
宴
席

に
参
集

し
た
人

物

は
、
主
人
丹
比
国
人
と
正
客

と
考
え
ら
れ
る
橘
諸
兄
以
外

の
名

を
知
る

こ
と

が

で
き

な
い
が
、
当
然
そ
れ
以
外

に
も
、

こ
の
贈
答

を
見
聞
き
し
た
も

の
が
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。
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丹
比
国
人
は
、
続
日
本
紀
に
よ

っ
て
経
歴
を
た
ど
る
と
、

天
平
八
年

(
七
三

六
)
正
月
に
正

六
位
上
か
ら
従

五
位
下

に
昇
り
、

そ

の
後

宮
子

と
聖
武
天
皇

の

崩
御

に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
御
装
束
司
を
担
当
し
て

い
る
。

天
平

宝

字

元

年

(
七
五
七
)
六
月

に
は
、
従
四
位
下
摂
津
大
夫

ま
で
昇
り
な
が
ら
、
同
年

七
月

の
い
わ
ゆ
る
橘
奈
良
麻
呂

の
乱

に
参
加
し
た
罪

で
伊
豆
国

へ
流
さ
れ
て
い
る
。

奈
良
麻
呂

の
乱
参
加

と
い
う
事
実
か
ら
、
丹

比
国
人
と
橘
氏
と

の
関

係
に
密

な

る
も

の
が
あ

っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

 

こ
の
日
の
宴
会

に
は
丹
比
国
人

の
よ
う
に
、
橘
氏

と
の
親
交

の
深

い
者

ど
も

が
参
集
し
た

の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
中

に
大
伴

氏
が

入

っ
て
い
た
こ
と
は
大
い
に

あ
り
う
る
こ
と
で
あ

り
、
家
持

の
姿
も
そ

の
中

に
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。
す

る

と
前
掲

の
四
四
四
六
～
四
四
四

八
の
贈
答
は
、

そ
う
い

っ
た
人

々
の
前

で
披
露

さ
れ
た
歌
と
考

え
ら
れ

る
。

 

と
こ
ろ
で
、
四
四
四
六
番
で
は
、

マ
ヒ
が
行
わ
れ
て
い
る
対
象

は
な

で
し

こ

の
花
で
あ

る
。

こ
の
な
で
し
こ
は

お
そ
ら
く
宴
会

場
か
ら
見

え
る
位
置

に
実
際

に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
花

に
対
し
て
、
散
る
な
、

い
よ
い
よ
若
返

っ
て

咲
け
、

と
い
い
か
け
て

い
る
。
囑
目

の
歌

で
あ
り
な
が

ら
、
左
注

に
寿
歌
と
あ

る
の
は
、
な

で
し

こ
の
花
に
托

し
て
正
客
橘
諸
兄

の
長
寿
を
寿

い
で
い
る
の
で

あ

ろ
う
。
諸
兄
は

こ
の
時
七
二
歳

で
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
の
高
齢

で
あ

っ

た

よ
う
だ
。
事
実
翌

々
年

に
は
亡
く
な

っ
て
い
る
。
老
齢

の
賓
客

に
対
す
る
挨

拶

の
意
味
が
込
め
ら
れ
た
、

そ
の
場

に
あ

っ
た
寿
歌

で
あ

っ
た
。

 

こ
の
歌
に
使
わ
れ
て

い
る

マ
ヒ
は
、
庭
園
内

に
植

え
ら
れ
た
な
で
し

こ
の
花

に
対
し
て
贈

ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
信
仰
上

の
真
摯

な
雰
囲
気

と
は
性

格
が
異
な
る
。
季
節

の
花
に

マ
ヒ
を
す

る
と

い
う

の
は
、
前

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、
風
流
心
に
基
づ

く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
来

こ
の
こ
と
ぽ
が
別
離

の
悲
哀

を
表
現
す
る
強

い
意
味
を
持

っ
て

い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
宴
席

の
場

で
こ

の
こ
と
ぽ
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
、

か
え

っ
て
滑
稽
感
を
引
き
起

こ
す

こ
と

に
な

っ
た
か
も

し
れ
な

い
。

 

こ
の

一
連

の
宴
席
歌

に
つ
い
て
は
、

四
四
四
七
番

の
理
解
を
め
ぐ

っ
て
、
解

釈
が
分

か
れ
る
所

で
あ
る
。
字

句
を
直

し
て
合
理
的

に
読

み
解

こ
う
と
す

る
態

度
は
、

咽
応
避
け

る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
考
え

と
、

マ
ヒ
と
い
う

こ
と
ぽ

の
持

つ
性
格
を
考

え
る
と
次

の
様
な
解

釈
も
成

り
立

つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 

四
四
四
六
は
丹
比
国
人
が
な

で
し

こ
の
花
に
托

し
て
、
諸
兄
の
長
寿
を
願
う

歌

に
な

っ
て

い
た
。

と
こ
ろ
が

こ
の
歌
に

マ
ヒ
を
す

る
こ
と
が

う
た
わ
れ

て
い

る
。
な

で
し

こ
イ

コ
ー
ル
諸
兄

で
あ
る

の
だ
か
ら
、
丹
比
国
人
が
諸
兄

に

マ
ヒ

を
し
ょ
う
と

い
う

こ
と
に
も
な
る
。
作
者

の
目
ざ

し
て
い
る
歌
の
意
味

と
は
離

れ
る
が
、
宴
会

の
雰
囲
気

か
ら
、
そ

の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
る

こ
と
も
可
能
だ

っ

た
の
だ
ろ
う
。
実
際

に
二
人

の
間

で
マ
ヒ
が

や
り
と
り
さ
れ
た
か
否
か
は

こ
こ

で
は
無
関
係

で
あ
る
。

た
だ
律
令

に
よ

っ
て
禁

じ
ら
れ

て
い
る
賄
賂

を
も
意
味

す

る

マ
ヒ
と

い
う

こ
と
ぽ

を
衆
目

の
前

で
言

っ
て
の
け

た
所

に
滑
稽
が
生

じ
た

わ
け
で
あ

る
。

 

四
四
四
七
は

こ
の
宴
会

の
雰
囲
気
を

ふ
ま
え
て
作

ら
れ

た
和
歌

で
あ
り
、

そ

う
理
解
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
「
君
」
と

い
う

こ
と
ば

の
繰
り
返
し
が
招

く

不

自
然
さ
も
解
決

で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
表

の
意
味
と
し
て
は
、
あ
な
た
が

マ
ヒ

を
し
な
が
ら
育

て
あ
げ
た
と
い
う
な

で
し

こ
の
花
、

そ

の
花
ぽ
か
り
に
問

い
か

け
る
あ
な

た
で
は
な

い
こ
と
で
す
。
き

っ
と
他

の
花
に
も
問

い
か
け
て

い
る
こ

と

で
し

ょ
う
。

と
い
う

こ
と
に
な
る
。
国
人

の
歌

に
含
ま
れ

る
滑
稽
を
感

じ
と

っ
た
諸
兄

は
、
寿
歌

に
対
す
る
返
礼

を
後
回
し

に
し
て
ま
ず
戯
れ

の
返
歌
を
し

た

の
で
あ

ろ
う
。
国
人
は
自
分

の
こ
と
を
な

で
し

こ
に
例
え
、
そ
れ
に
向
か

っ

て

マ
ヒ
を
し
た
と
い
う
が
、

マ
ヒ
を
し
た
相
手
は
な
で
し

こ

(
諸
兄
)
だ
け
で

は
な
く
、

他
に
も
あ

る
で
あ
ろ
う
と
答
え
た
の
で
あ

る
。
相
手
の
言

い
か
け
を
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は
ぐ
ら

か
す
女
歌

の
形

を
と

っ
て
い
る

の
も
、
戯
歌

と
し
て

の
性
格
を
表
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
寿
歌

に
対
す
る
正
式

の
礼
は
、
四
四
四
八
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
国
人

が
な

で
し

こ
の
花
を
用

い
て
諸
兄
を
寿

い
だ

の
に
対
し
、

諸
兄
も
ま
た
国
人
の

長
寿
を
味
狭
藍

の
花

に
托
し

て
願

っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
四
四
四
六
と
四
四

四
八
は
対

に
な
る
も

の
で
あ
り
、
諸

兄
は
宴
会

の
雰
囲
気
に
応

じ
て
二
段
階
の

返
歌
を
行

っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き

る
。
従
来

の
説

で
は
、

こ
の
三
首
を
関

連
付
け
連
続
し
た
贈
答

の
応
酬
と
み
る
見
方
が
な

い
よ
う
だ
が
、
三
首
は
連
続

し
て

い
る
か
ら
こ
そ
意
味
を
持

つ
と
い
う
の
が
筆
者

の
考

え
で
あ

る
。

こ
の
日

の
宴
会

で
は
他

に
も
多
く

の
歌
が
発

唱
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、

こ
の
三
首
が
最
も

印
象

に
残
る
贈
答

で
あ
り
、

万
葉
編
者

の
筆
を

と
ら

せ
た
の
で
あ

ろ
う
。

七
 

ま
と
め

 

以
上

マ
ヒ
と
い
う
歌
語

の
個

々
の
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
、

マ
ヒ
の
古
代
的
な

意
味
お
よ
び
そ
れ

に
対
す
る
人

々
の
考
え
方

と
、

奈
良
朝

の
宴
会

に
お

い
て
使

わ
れ
て
い
る
戯
笑
性
を
含

ん
だ
意
味

と
に
つ
い
て
、

遠
回
り
を

し
な
が

ら
論
じ

て
き
た
。
宗
教
的
呪
術
的
な
意
味
を
本
来
有

し
て

い
た
こ
と
ぽ
が
、

万
葉
の
時

代

に
文
芸

の
用
語

に
な

っ
た

一
例
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
結
局
歌

語
と
し
て
は
定
着

せ
ず
、
後
代

に
は
受
け
継
が
れ
る
こ
と
な
く
終
わ

っ
て
し
ま

っ
た

こ
と
ぽ

で
あ

っ
た
。

5
 

 
「祝
詞
」
『折

口
信
夫
全
集

ノ
ー
ト
編
』
第
九
巻
、

6
 
土
屋
文
明
氏
、
昭
和

五
五
年
、
岩
波
書
店

に

よ

る
。

(さ

い
と
う
 
み

つ
ひ
ろ
)
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4321注

引
用

は
国
史
大
系

本
に
よ
る
。
括
弧
内
は
原
文

で
は
割
注
。

日
本
思
想
大
系

『律
令

』、
岩
波
書
店
、

に
よ
る
。

『倭
漢
比
較
律
疏
』
廣
池
千
九
郎
、
広
池
学
園
出
版
部
、

に
よ
る
。

以
下
の

「日
本
霊
異
記
」

の
引
用
は
、
岩
波

日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。


