
有
間
皇
子

の
自
傷
歌

伊

.藤

和

子

〆

幽
は
じ

め

に
有

間
皇
子
自
傷
結
松

枝
歌

二
首

r

磐

白
の
浜
松

が
枝

を
引

き
結

び
ま
さ
き

く
あ
ち
ば
ま
た
か
.へ
り
見

む

㌧

、

・

,
八
巻

二
ー

一
四

一
)

.
家
に
あ
れ
ば
笥

に
盛

ち
飯
を
草
枕
旅

に
レ
あ
れ
ば
椎

の
葉

に
盛

る

・

,

一

(巻

二

'-

一
四
二
)
.
,

有
間
皇

子
の
激

は
集
中

に
前
記

の
二
首
を
数

流
る
の
み
で
あ

り

、
そ
れ
は
巻

二
の
挽
歌

の
冒
頭

に
収

め
ら
れ

て
い
る
。
私

は
は
じ

め
て
こ
の
歌
を
目

に
し
だ

時
、
確
か
な
根
拠

を
持
た
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
二
首
が
は
た
し

て
挽

歌

と

、
え
る

の
か
ど
う
か
、
.そ
し

て
そ
れ
乏
同
時

に
ど
う
し

て
こ
の
二
首
が
挽

歌

の
冒
頭

に
収

め
ぢ
衆

て
い
る

の
か
。
と

い
う
疑

問
を
抱

い
た
。

こ

の
疑

問
が

ど

0
よ
う
な
方
向

に
発
展

七
て
,い
く
か
定

か
で
は
な

い
が

、.
一
度

こ
の

二
首

に

つ
い
て
検
討

を
加

え

て
み
る
こ
と
も
無
駄

な
こ
と
で
は
な

い
ど
思
う
。

一

「
自

傷

歌

」

の
歴

史

的
背

景

・、

皇
子

の
歌
を
検
討
し

て
い
く
光
め

に
億

、
初
期
万
葉

の
歌

の
ほ
之
力
ど
が
そ

'
う

で
あ
る
よ
う

に
、
背
景
と
な

る
櫪
史
的
事
実
を
考
慮

に
入
れ
て
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

有

間
皇
子

は
(
孝
徳
紀

に
、

、
.,

・

・

'.

元

の
妃
、
阿
部

倉
梯
麻
呂
大
臣

の
女
を
小
足
媛
と
日
ふ
。
有

間
皇
子
を
生

め
り
。

2

乏

あ
り
、
孝
徳

天
皇

の
皇

子
で
あ

る
つ
斉
明

天
皇

三
年

の
条
に
は
(

九
月

淀
、
有
間
皇
子
、
性
黠
く

し
て
陽
狂
す

と
、

云
云
。
.牟
婁
温
湯

に
往

き

て
、

病
を
療

む
る
偽

し
て
来

、

国

の
体
勢

を
讃

め
て
日
は
ぐ
、
,
「
纔
彼

の
地
を
観

る
に
、
病
自
つ

か
ら

忙
躅
消
り

ぬ
ト
・と
、

云
云
ゆ
天
皇
、
聞

し

,

め
し
悦
び

た
、ま

ひ
覧て
、
往
し

ま
し

て
観
さ
む
と
思
欲
す
。

と
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
き

っ
か
け
と
な

っ
て
翌
四
年
冬
十
月
十
五
目
に
は
紀
温

湯
行
幸

が
あ

っ
た
。
皇

子
は
こ

の
留
守
中

、
留
守
官
蘇

我
赤

兄
臣
が

「
天
皇

の

.

治

ら
す
政
事

、,
三

つ
の
失

有
り
・ξ
:
。」
と

言

っ
た
こ
・と
を

聞

い
て
、
「
赤

兄
が

・

,
己
に
善

し
き
て
と
」
を
知

り
、
「
吾
が
年
始

め
て
兵
を
用

ゐ
る
べ
き
時
な

り
。」
'

と

思

い
、
一謀
反
を
企

て
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
十

一
月

五
日
、r

こ
の
計
画

は
発

覚

し
て
皇
子

は
捕

え
ち
れ
、
九
日
に
は
行
宮

に
送

ち
れ
、
・そ
こ

で
皇
太
子

の
訊

問
を
受
け
た
。
董

し

て
十

一一
日
に
帰
途
、
.藤
白

の
坂

に
お

い
て
処
刑
さ
れ
た

の

、

で
あ
る
。

皇
子

は
孝
徳
天
皇
の
皇
子

で
あ

っ
た
上

忙
、
母
は
各
門

の
出

,で
あ

っ
た

。
そ

れ
だ
け

に
皇
子
浴
天
皇

の
位
に

つ
く
と

い
う
こ
と
も
充

分
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ

.

う
。
.
そ
れ
故

、
皇
太
子
を
申

心
と
し
た
改
新

派

の
人
々
か
ち
は
危
険
視

ざ
れ
て

丶

い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
b
吉
永

登
氏
渉

・
紀
州
行
き
言

も
の
が
綿
密
に
仕
組
ま
れ
た
裔

を
除
く
誌

の
も
の
で

「

あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
な

い
こ
ど
も
な

い
の
で
あ

る
。'

　
ユ
　

と
指
摘
さ
墾

.」
と

は
、
済
朋
紀

三
年

の
条

の
記
載

の
唐
突
な

こ
と
、
そ
し

て

一20一
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」

讐
一
、

こ
・の
記
載
と
斉
明
紀
四
年

の
条

の
記
載
ど

の
間

に
密
接
な
憫
係
が
あ
り
、
編
纂

忙
何

ら
か

の
意
図
が
考
え
ら
れ

る
こ
と
な
ど
か
ら
為
認

め
ら
れ
る
べ
き
も
の

で

あ
る
ど
思
わ
れ
る
。
事
実
皇
位
継
承
と

い
う
問
題

に
関
す
る
限
り
、
中
大
兄

に

と

っ
で
有
間
皇
子

は

]
刻
も
早
く
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
物

で
あ

っ
た
の

で
あ

る
。
'
北
山
茂
夫
氏

は

.

r

「

1

赤

兄
は
皇
太
子

の
信
任
厚
ぐ
、
未
来

ば
明

る
か

っ
掩
。
従

っ
て
有
間

皇

子
を
か

つ
い
で
冒
険

の
企

て
に

一
身
を
賭
け

る
動
機

は
考
え
ら

れ
な

い
こ
と
。

-

2

謀

議

の
場
に
集

ま

っ
て
い
た
顔
ぶ

れ
が
あ

ま
り
に
す
く
な

い
之
と
。
r層

翫

大

石
、
薬

へ
の
刑

は
軽
ぐ

、
ま
も
な
く
か

れ
ら
は
自
由

の

身

に

な

・

り
、
朝

廷
で
活

躍
七
て

い
る
こ
と
。

な
ど

の
疑
点

か
ら
、

こ
の
事

件
は
赤

兄
が
、
皇

太
子

の
一ス
イ
バ

ル
と

七
て
目

さ

・

・」れ

て
い
る
有
間
皇
子
を
お
と
し
入
れ
、
同
時

に
そ
れ
に
よ

っ
て
皇

太
子
と

の
関
」

係
を

い

っ
そ
う
深

め
よ
ケ
と
し

て
仕
組
ん
だ
芝
居
。
更

に
は
赤
兄
単
独

の
計
略

畷

な
く
、
皇
李

と
靉

し
で
企
て
た
策
略
で
は
な
い
か
髫

え
て
お
ち
れ
.

る
。

こ
の
こ
と
は
赤
兄
が
そ
の
後
、
出
世
を
続
け
た
と
い
う

こ
と
を
見

て
も
ほ

.
ぼ
明
ら
か
な

こ
と

の
よ
う

で
あ

る
。

.伽
皇
子

の
歌

二
首

は
、
古
く
か
ち

こ
う
七
た
事
件
と
関
連
を
持

っ
た
.も

の
乏
し
.

,.て
考
え
ら
れ

て
き
た
。
そ
し

て
現
代

に
お

い
て
も
そ
う
し
た
解
釈

の
仕
方

が
最

-
も
ポ
ゼ

ユ
ラ
〕
な
方
法

の
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し

、
.・た
だ
題
詞
を
信

じ
て
皇

子

∵
の
歌
を
事

件
と

の
憫
連

に
お

い
て
の
み
考
え
る
こ
乏
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
つ

そ

れ
は
歌

の
真

の
性

格
を
明
昏
か
に
す
る
場
合

、
非
常

に
危

険
な
方

法

で
・あ

ろ

ヶ
。
現
に

こ
の
二
首

に
つ
い
て
歴
史
的

背
景
を
す
べ

て
払

い
去

っ
て

考

.え

る

ど
一、
こ
れ
ら

の
歌
が
挽

歌
と

い
う
部
立
の
中

に
あ
り
な
が
ら
、
は
た
し
て
挽
歌

と
い
え

る
か
ど
う
か
と

い
う
第

一
の
疑

問
が
残
ゐ

の
で
あ
る
。
従

っ
て
皇

子
の

」,歌

の
考

察

は

こ

の
点

を

明

ら
か

に
す

る

こ
と

が

ら

は
じ

め
ら

れ
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。
、
幽

'

・二

挽
歌
的
性
格
の
有
無

,
一
四

}
番
歌

は
、
「
浜
松

が
枝
を
引

き
結
ぶ
」

と

あ
る
よ
う

に
、

結
び

の
信

仰

が

一
首

に
強
《
働
ら
わ
れ
て

い
ゐ
。

「
結

び
」

は
上
代

の
重
要
蹴
呪
術

で
あ

り
、
松

の
枝

の
他

に
も
宀
草

や
紐

を
結
ぶ

も
の
も
あ

っ
た
。
,
集
中

に
も

こ
の
歌

以
外

に
丶
中
皇
命

の

一
〇
番
歌

を
は
じ
め
と

し
て
、
三
九
七
、
二
五
五
八
な
翌

数
多

く

の
例
が
み
ら
れ
る
。
こ

層れ
ら

の
歌

は
結

び
に
ょ

っ
て

一
切
の
祈
り
を
籠

、
め
る
意
味

の
も

の
で
あ
る
が
、
特

に
草
や
木

の
枝

を
結

ぶ
の
は
、
そ
之
に
自
身

の
生
命
力
を
結
び

こ
め
て
、
生
命

の
長
久

あ
る

い
は
身

の
無
事

を
祈

る
た
め
に

、
行
う
も

の
で
あ

っ
た
ら
し

い
⑩
し
か
も
磐
白
と

い
う
場
所
は
、

一
〇
番
歌
か
ら

..

も
わ
か
る

よ
ヶ

に
呪

術
を
行
う
場
所

で
も
あ

っ
だ
。
お
そ
ら
く
道
祖
神

の
よ
う

な
種
類

の
神
を
祀

り
げ
、
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

.
従

っ
て
そ

こ
遊
通

る
時

に
濾
草
や

木

の
枝
を
結

ん
で
旅

の
安
全
を

祈

る
こ
ど

が
、
当
時

の
旅
人

の
習
慣

に
な

っ
て

い
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。
と
す
れ
に

、

一
四

一
番
歌
も
初
句

か
ら

三
句
ま

で
は

旅

の
歌

の
心
と
何

ら
変

る
と

こ
ろ

は
な

い
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
単

に

,

・旅

の
安
全
だ

け
を
祈

っ
て
.作
ら
れ
た
歌

で
あ
る
と
も

い
.い
き

れ
な

い
。

こ
の
歌

の
抒
情

の
中
心
が

「
真
幸
ぐ

あ

ら
ば

ま
た
還
η
見
む
」

の
二
句

に
集
中
し

て
い

る
か
ら
で
あ

る
。
・
も
し

畄
・に
旅

の
安
全
だ
け
を
歌

っ
た
、も

の
な
ら
ば

、

「
松
ぶ

.

枝
を
結
ぶ
情

は
長

く
と
そ
思
ぶ
」
(
巻

六
」

一
〇

四
三
)

の
よ
う

に

直
線
的
な

ー

,
歌

い
方
を
し

た
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が

「
真
幸

く
あ
ら
ば
ま
た
還
り
見
む
」
」
の

二
句

は
、
上

三
旬
に
対
し

て
あ

る
程
度
距
離
を
総
き

{
屈
折
を
持

っ
て
続

い
.て
、

い
る
。
そ
し

て
心
と
し

て
は

「
真
幸
く
あ

ら
ば
」
と

い
う

よ
う
に

、
無
事

で
あ

り
た
場
合

の
こ
ど

、

つ
ま
り

一
段
階
先

の
こ
と
を
希
求
し

て
い
る
の
で
あ

る
。
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丶

・

り



嚠}.ρ「
.≧「.1.L　

1・}㌔11p二'uw

圏鰍
`・・i,hi「 「尸11A丶 一2・

[1

i/・1べ .II''、Yy
.11.1麁1隅

そ
れ
は
塊
極
的

に
ば
旅
の
安

全
、
、
良
身

の
無
喜

を
祈
る

こ
と

に
つ
な
が
る

の
で

㌧
あ
ろ
う
が

、
表
現
上

は
単
純

に
そ
う

し
た

こ
と
を
歌

っ
た

歌
と
・は
見

ち
れ
な

い

㌦

の
で
あ

る
。
が
、
そ
う
か
と

い

っ
て
挽
歌
ど
見

て
し
ま
う

ご
と
も

で
き
な

い
。

も
し
挽

-歌

で
あ
る
と

い
い
き
轟

る
な
ら
ば

、
そ

こ
に
雄
ど

ん
な
形

で
あ

ち
に
し

'

{

、
挽
歌
的
表
現
.
あ
慎

は
死
を
巣

さ
せ
る
よ
う
な
表
禦

み
ち
れ
る

で
あ
ろ
う
し
、
歌

自
体
そ
れ
だ
け

で
悲
し

み
の
世

界
を
作
吻
あ
げ

て
い
る

で
あ

乃

う
コ
し
か
し
こ

の
歌
に
歯

い
て
は

「
真
幸

く
あ
ら
憾
」
と

い
う
語
に
皇
子
め

,
深

い
思

い
入
れ
と
不
安

な
気
持
が
感

じ
ら
れ
は
し

て
も
、

死
と

い
う
も

の
の
意

識

は
ほ
と

ん
ど
感

じ
ら
れ
な

い

の
で
あ
る
。

そ
れ
ど

こ
ろ
か

「
ま

た
.還

グ

見

.

む

」
と

い
う
語

は
意
士
心
の
あ

ら
わ
れ
た
希
望
的
表
現

で
さ

え
み

る
。

こ
の

「
ま

た
還

り
見
む
」
と

い
う
語

は
集
中

に
は
こ
の
歌
以
外

に
九
首
を
数
耘
鴕
。
そ

の
鹽

h
吋
三

二
四
〇

、
享
二
四

一あ

二
首

は
、
皇
子

の
歌
を
念
頭

に
お

い
て
作

っ
た
と

・
思
わ
れ
,る

の
で
除
外
し

て
考

え
る
と
、
宮

廷
讃
歌

の
系
統

に
属
す
る
も

の
と
し

て
、
9

.

噛

.

-

、『

」
.

U

見

れ
ど

飽

か

ぬ
吉

野

の
川

の
常

滑

の
絶

ゆ

る

こ

と

な
く

ま

た

還

り

見

む

一

'

「

」
(巻

一
ー

三

七
)

み
吉

野

の
秋

津

の
川

の
よ

ろ

づ

世

に
絶

ゆ

る
ご

と

な

く

ま

た

還

り

見

む

(
巻

六
ー

九

一

一
)

・
の

二
首

。

.単

な

る

景

色

を

よ

ん

だ

も

の
と

し

て
、

r

.

♂
ま

さ

き

く

て

ま

た
還

り
見

む

ま
す

ら

を

の
手

に
巻

き

持

で

る
鞆

の
浦

廻

を

,
(巻

七

ー

一

一
八

三
)

,
・

泊
崎
は
幸
く
あ
り
待
美

船
に
真
梶
し
じ
貫
き
ま
た
還
吻
暴

(
巻
九
1
よ

六
六
八
)

・
の
二
首
。
妹

に
対
す

る
感
情
を
よ

ん
だ
も

の
ど

し
て
、
-

-

,
巻
向

の
病
足

の
川
ゆ
往
く
水

の
絶

ゆ
る
こ
と
な
ぐ
ま
た
反
か
見

む

,

、

,

・

,

(巻

七
ー

「
」
.0
0
)
・

吾
が
紐

を
妹

ぶ
手
持

ち
て
結

八
川

ま
た
還
ゲ
見

む
よ
ろ
す
世

ま
で
に

(巻

七
ー
⊥
」

一
四
)
,

.」妹
が
門
ゆ
き
過
ぎ

か
ね
て
草
結
ぶ
風
吹
き
解
く
な

ま
た
か

へ
り
見
む

,

,

し

,

.
卩

.

(巻

十
二
ー

三
〇
五

六
)

、
の
三
首
が
あ
げ
ら
れ

る
コ

こ
れ
ら

の
歌

の
中

で

「
ま

た
還
り
見
む
」
ど

い
う
句

.の
共

通
点
と
し

て
、
常

に
自
己

の
希
望

の
表
現
と
-い
う
形

で
使
わ
れ
.で
い
る
と

・
い
う

こ
と
が
泌
げ
ら
れ
為
の
と
七
ろ
が

「
見
む
」
と

い
う
語

の
解

釈

に
つ
い
て

は

「俔
よ
2

と
霧

警

に
意
志
と
蟹

す
審

と
宀
「見
る
こ
と
で
旁

う
」
と
推
量
に
解

す
る
説

の
二
つ
の
説

が
存
在

す
る

分
で
あ
る
。
申
西
進
氏

は

.
.」
の

竟

む
」
と

か
う
語

の
解
釈

に

っ
ぞ

≒

も
し
之
の
願

暴

成
就
す

尉
な

ら
ば

、
私

は
ま
た
こ

の
松

の
枝
を

み
る
こ
と

で
あ
ろ
う
f

と
解
し

て
お
ら
れ
・

,
見
、た
い
と
い
う

こ
と
を
述

べ
る
場
合
は
む
し
ろ

「
真
幸
ぐ
あ
.り

て
亦

か

へ

-
り
見
む
」

ど

い
う
べ
き
だ

っ
た
ろ
う
。

・

,

一

と
し
て
、
「見
む
」
騫

量
と
蟹

さ
れ
鳳

雛

・
し
か
し
ざ
き
覧

て
発

レ

よ
う
に
、
「
ま
た
還
り
見
如
」
と

い
う
旬

億
す

べ
℃
自

己
の
希
望
的
表

現

と
.し

■

で
使

わ
轟

て
お
ゆ
、
そ
ヒ

に
は
常

κ
意
志
が

こ
め
ら

れ
て
い
る
め
で

あ

っ
た
・

,

従

っ
て
皇
子

の
歌

の

「
見
む
」
だ
け
を
推
量
と

み
る
こ
と

は
不
自
然

で
あ
り
㌔

・

納
得
し
か
ね
る

の
で
あ

る
。
む
し
ろ

「
ま
た
還
り
見
む
」

の
共
通

の
惨

格
は
、
,

こ
め

旬
が
死
と

い
う
こ
と
に
は
全
く
関
係

の
な

い
句

で
あ
る
と

い
う
こ
と

の
根

拠

を
為

す
も

の
で
あ
為
乏

い
う

こ
と

が
で
き

る
似
従

っ
て

[
ま
た
還
り
見

む
L
・

と

い
う
表

現
な
、

㌦
皇

子

の
歌
を
完
全

に
挽
歌

か
ら
遠
ざ

励
て
レ
ま

窟
て
い
る
の

で
あ
吻

、
・、
の
歌

は
そ
れ
保

ど
し

て
は
挽
歌
と

は
い
え
な

い
歌

で
あ

る
と

い

う

こ
と

が

で
.き

る

の

で
あ

る
。

・

.
・

.
、一
四

二
番

歌

濾

、

一
四

一
番

歌

以

上

に
挽

歌

的

色

彩

の
薄

い
歌

吐

い
う

こ
と

ノ
げ

「

』幽



」噛∵
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`

广

■-が
で
き

よ
う
。

こ
の
歌

⑳
中
心

は
何
と

い

っ
て
も

「
旅

に
し
あ
れ
ば
椎

の
葉

に

.
,
盛
る
」

と

い
う

こ
と

で
あ
る
づ
,「
椎

の
葉

に
盛
る
」

と

い
ゾつ
こ
と

に
つ
い
て
は

、
古

風
か
ら

い
ろ

い
ろ
ど

い
わ
れ

て
き

て
お
り
、
、
道
祖
神

の
お
供
え

に
関
す
る
歌

で
あ
軌
、
信
仰

の
上

に
な

っ
た
覊
旅
歌
.で
あ
る
と

い
う

よ
う
な
説
も

現
わ
れ

て
」

き
鳳

郁

し
か
し
そ
の
よ
う
に
解
し
て
し
ま
う
と
・
上
の

蒙

に
あ
れ
ば
笥

詣
に
盛

る
飯
」

「が
淫

い
て
し
ま

い
、
お
さ
ま
り

の
悪
い
も

の
と
な

り
て
し
ま

う
。

こ
の
歌

は

「
家

に
あ

れ
ば
」
と

.「
旅

に
し
あ
れ
ば
」
と
を
対
応
さ
せ
た
表
現
を

,

と

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
間

の

つ
な
が
り
、は
決

し
て
弱

い
も

の
で
は
な

,
-い
と
考

え
ら
れ
る
。
従

っ
て
沢
瀉
久
孝
氏
が
、

幽

み
つ

か
ら
の
食
事

と
し
て
こ
そ

「
旅

に
し
あ

れ
ば
」

の
あ

は
れ
は
切
実

紀

感

じ
ら

れ
よ
う
。

、

'
-

!

(8
)

と

い
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
皇
子

の
食
事
と
み

る
方
が
素
直
な
解
釈

で
あ
る
と

」

思
わ

れ
る
。

そ
し

て

「
旅

に
し
み
れ
ば
」
・乏

い
、つ
て

「
旅
」
と

い
う

こ
と
を
強

調
し
た
表
現
を
と

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と

は
、

こ
の
歌
を
作

っ
え

時
点

に
お

い

て
、
、挽
歌
匙

い
う

意
識

の
全
く
な

か

っ
だ

こ
老
を
考
え
ざ
せ

る
。
「し
か
も
「
旅
」

ど

い
う

こ
と
を
強
調
し

て
い
な
が
ら
も
、
家
を
恋
う
と

い
う
旅
愁

の
気
分
は
全

・く
見
ら
れ
ず
、

窪

田
空
穂
氏
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
ヶ

に
、

「
心
全
体
が
眼
前

、

の
笥
と
し

て
の
推

の
葉

に
集
中
さ
れ

て
鹿

」
σ

で
あ

る
・

つ
蓄

食
物

を
椎

の
葉

に
盛
る
と

い
う
普
段
全
く
慣
れ

て
い
な

い
こ
と
を
さ
れ
た
驚
き
を
、
冢

に

み
る
時
と
対
比
し

て
、
旅

で
あ
る

の
で
と
皇

子
自

身
解
釈
し
た
も

の
と
と
ら
え

る
こ
と
ガ
で
・き
る
。

つ
ま
吻
、

こ
の
歌

は
前

の
歌
以
上

に
挽

欲
と
し

て
の
特
徴

が
乏
し
く
卦
旅

の
歌

と
し

て

の
色
彩

が
濃
く
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

.

'

-
以

上

の
よ

う
に
ハ
、皇

子

の
歌

二
首

は
挽
歌

と
し
て

の
特
徴

の
ぎ

わ
め
て
乏
し

い
歌

で
あ

る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
伊

藤
博
氏
は
こ

の
二
首

に

つ
い
て
、

」
そ
れ

は
結
果
的

に
辞
世
歌

と
受

け
と
ら
れ
る
作
で
宀
場
面
的

に
は
旅

の
歌

り

.

.

」

,
で

あ

る

。

ど
い
麓

・
駿

と
し
て
竺

応
特
例
と
し
蔭

外
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
.

・こ
う
し
た
挽

歌
的
性

格

の
稀
薄

な
歌
が
挽
歌

た
り
得

て
い
る
理
由
ど
し
で
は
、
㌧

た
だ
斉

明
四
年

十
」
月

の
事
件

と
結
び

つ
け
て
考

え
ら
れ

て
い
る
か
ら

で
あ

ろ

う
コ

こ
こ
の
よ
う
な
悲
劇
釣
な
背
景

の
も
と
で
こ

の
歌
を
昧

わ
う
時
に
は
じ
、め

・て
挽
歇
的

色
彩

が
濃

く
な
る

の
で
あ

っ
て
・、
も
し
ご

の
事

件
と
切
り
離
し
て
考

え
た
な
ら
ば

、
伊
藤
博

氏
が
指
摘

さ
れ
た
よ
う

に
、
場
面
的

に
は
旅

の
歌
と
み

ら
れ
る
と
思
う
。
皇

子

の
歌
は
挽

歌
と
し
て
は
ま
だ
不
安
定
な
位
置

に
あ

っ
た

の
で
.あ
る
。

、

..

、

そ
れ
で
は

こ
の
よ
う
な
挽
歌
的
性
格

の
稀
薄
な

二
首
が
、
挽

飲

の
中
、・
し
か
、

も
冒
頭

に
収

め
ら
れ
て

い
る
と

い
う
こ
と

は
ど
う

い
う

ご
と

な

の

で

あ

ろ

う

か
。

「

-

.

,

-

三

層「
自

傷

歌

」

と

「
造

和

歌

」
・
の
配

列

及
び

巻

一・二
「
挽

歌

」

の

冒

頭

歌

と

し

て

の

「
自

傷

歌

」

の
意

味

.

-
皇
子

の
歌

は
何
度

か
触

れ
て

い
る
よ
う
に
、
・巻

二
挽

歌

の
冒

頭
歌
で
あ
る
。

そ
七
て
こ

の
二
首

の
自
傷

歌
に
続

い
て
、

一
四
三

・

一
四
四

の
意

吉

麻

呂

の

歌

、
.
一
四
五

の
憶
良

の
追
和
歌

、・
更

に
人
麻

呂
欲
集

の
歌
と

塾
う
よ
う
に
,
.有

間
皇
子

の
歌

に
関

七
た
後
代

の
歌
が

四
首

ま
で
も
ま
と

め
,て
収

め
、ら

れ

て

.い

る
。
皇
子

の
歌

は
天
皇

の
代

で
い
え
ば
斉
明
天
皇

の
時
代

で
あ

り
、
次

の
近
江

暫

妻

上
断
絶
は
な
い
。
し
ぞ

四
首
の
後
の
時
傷
の
繁

あ
る
・、走

よ
「

っ
て
、
配
列

の
上

か
ら
は
時
代
的

に
不
連
続
な
も

の
と
な

っ
て
い

る

の

で

あ

る
。

こ
の
よ
う

に
時
代

の
違
う
歌
ぶ

四
首
も
或
と

め
て
載
せ
ら
れ

て
い
る
巴
一い

う

こ
と

に

つ
い
て
は
、
噛石
億

毋
正
氏
が

、
.幽

,

-

.
,

,

'

之
の
追
和

四
首
を

一,括
し

て
収
載
七
て

い
る
編
輯

の
仕
方
そ

の
も

の
の
中

、
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,層,..

に
、
.
編
者
自
身
が
有
澗
皇
子

に
た
い
し
て
し
め
し
て
い
る
同
情
が
読
み
と

ら
れ
る
。

と
い
わ
れ
蕊

麓

、
こ
の
四
募

異
例
な
配
列
の
仕
方
に
ゲ
い
て
・
単
に
布

間
皇
」子
に
対
す
る
阿
情
か
ら
と

い
う
理
由
だ
け

で
か
た
ず
け

て
レ
ま
う
わ
げ

に

は
い
か
な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
万
葉
集

の
巻

一
・
巻

二
は
古

撰

の
も

の

で
あ
力
、
巻

一
は
雑
歌

、
巻

二
は
相
聞
と
挽
歌

に
部
類
さ
れ
、
両
巻
合
わ
せ
.て

一
つ
の
歌
集

の
鉢
裁
を
成

し
て
い
る
。
し

か
も
集
中

で
最
も
整
然
と
し
た
形
を
f

と

っ
て
お
り

、
も
と
は
勅
撰
集
と
し

て
編
纂
が
企

て
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ

,

て
い
る
。

デ七
う
し
た
公
的
な
性
格
を
持

つ
巻

に
お

い
て
歌

の
配
列
を
み
る
と
い

原
則
と
し

て
年
代
順
と

い
ケ
方
法

ガ
と
ら
れ

て
い
る
乱
う

で
あ

る
。
そ
れ
は
各

部
辛

、
と
に

沼

液
朝
倉
宮
御
宇
天
皇
代
L
と
か

「高
市
岡
本
宮
御
宇
天
皇

代
」
乏
か

い
う

よ
う

に
天
皇

の
時
代
を
明
記
レ
、
天
皇

の
時
代
ご
と
に
年

代

の
,

,明
ら
か
な
も

の
や

、
ほ
ぼ
見
当

の
つ
く
も

の
を
年
代
順

に
配
列
し

て
い
く
と

い

う
方
法

で
あ

る
。
そ
し

て
年
代

の
不
明
な
も
の

で
も
だ

い
た

い
天
皇

の
暗
代

に

一
即
し
,で
配
冽
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
ゆ
こ

の
年
代

順
と

い
う
配

列

の
方
法

は
巻

一
.
二
に
欄
し

て
は
厳
密
に
守

ら
れ

℃
い
ち

ま
う
で
、
例
外
と

い
う

も
σ
は
こ

、
ρ
追
和
歌
四
首

以
外

北
は
み
ら
れ
な

い
。

こ
の
よ
う

に
厳
格

に
守
ら
れ

て
い
る

歌
の
配
列
の
牢
で
、
編

者
の
皇
子
に
対
す
る
同
情
と
い
う
単
奮

理
由
だ
け

で
馬
特
例
的
な
歌

の
醜
列
を
行
う

で
あ
ろ
5

か
。
あ
え
で

こ
う
し
た
配
列
を

行

.売
と
い
う
・」煮

、
や
は
婁

こ
編

者
が
意
図
ザ
る
乾

な
り
の
奮

が

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

」

そ

こ
で
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
巻

一
.

,二
の
巻
頭
歌

で
あ
る
コ
巻

一
は
雄
略

夫

皇

の
御
製

歌

で
一
次

の
歌

の
舒

明
天
皇

ま
で
に
十
三
代

分
隔
た
り
が
あ
り
・
巻

二
は
磐
姫
皇

后

の
歌

で
、
次

の
漱

の
近
扛
輯
ま

で
に
は
二
+

二
代

の
隔
だ
軌
が

.あ

る
。

つ
ま
り
巻

一
.
二
の

巻
頭
歌

は
次

に
続
く
歌

に
対
し

℃
孤
立
し

て
存

在

し
て
い
筍
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と

は
更

に
巻

三

・
巻

四

巻

九

霧

頭
臨

・%
.

`
各
部
立

の
冒
頭

歌
に

つ
い
て
も
伺
じ

こ
と

が

い
え
る
。
,伊
藤
博
氏

は
ヒ

れ
ら
八

-
首

に

つ
い
て
詳

し
く
論
じ

℃
お

ら
れ

、
結
論
と
し

て
は
巻

一
・
二
の
巻
顧
歌
だ

け
で
な
く
春

三
西

先
の
巻
頭
歌
睿
頭
歌
も
∵
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
巻
頭

㎏
遜

繕
凝

舗

諺

轍
製

搬

雑

謹

槻
吠
撮

鱸

夥

鍵

に
各
巻
頭

.ψ
各
冒
頭

に
置

か
れ
た

八
首

の
歌

は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
物
語
的
世

界
を
肩

し
て
い
ゐ
。
巻

一
及
び
巻
九

の
巻
頭
歌

の
雄
路
天
皇
は
・
記
紀
の
中

で

も
糖

性
格

の
は

っ
き
り
と
含

わ
れ
て

い
る
蚕

で
あ
り
、
,そ

の
物

語
的

背

.景
も
広
く
、
当
時
.の
人

々
に
と

ウ
て
な

親
し
み
深

い
天
皇

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
巻

二
相
聞

の
冒
頭

の
磐
姫
皇
后
は
、
、記
紀

に
お

い
で
仁
徳
天
皇
に
灼

す
る

嫉
妬

の
物
語

の
申
心
的
奮

で
あ

っ
距

こ
ど
は
言
う
ま

で
も
な

い
こ
と

で
・
巻

、「二
湘
聞

の
冒
頭
歌
は
そ
う
し
た
皇
后

の
性

格
、
あ
る

い
は
物

語
を
考
慮

に
入
れ

・
説

列
し
窒

の
と
考
え
ら
れ
る
。,更
に
巻
三
挽
歌
の
昼
頭
の
聖
徳
李

の
歌

は
、
推
古
紀
二
+

牽

の
条
の
歌
の
変
型
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
普
然
書

紀
の
指
つ
襯
載
を
こ
の
警

物
語
的
背
景
と
し
て
持
ぞ

い
る
の
で
あ
る
・
こ

の
よ
う
に
巻
頭
歌

恥
冒
頭
歌
と

い
う

も
の
は
、
歌

そ
れ
自
体

の
評
価

に
基
づ

い
,

て
収

ぬ
乞
れ

て
い
る
と

い
う

よ
り
は

、
あ

る
特
定

の
人
物
と
結
び

つ
い
た
物
語
.

と

い
う
も

の
が
収
載

の
重
要
癒
要
素
と
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
こ

れ
ら

の
物
語
が
す
べ

て
記
紀

の
世

界
を
背
景
と
し

て
い
る
と

い
ヶ
こ
と

ぼ
、
そ

れ
ら

の
物
語
が
当
時

の
汰
々
に
と

っ
て
既
に
古
典
と
.し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
乏

、
知

識
階
級

の
汰

々
に
ょ
く
知

ら
れ
て
い
だ
物
語

で
あ

窟
だ
と

い
う

.

こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
以
上

の
よ
う

に
考
え

る
と
、
巻
頭
歌
と
し

て
ふ
き

わ
し

.
い
歌

の
条
件
と

し
て
・、

1
「
そ

の
歌

の
作
者
漆
歴
史
上
有
名

な
人
物

で
あ
る
こ
と
9

4
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2
'
そ

の
人
物

に
ま

つ
わ

る
著
名
な
事
件
、
あ
る

い
は
そ

の
人
物
独
特

の

物
語
的
世
界
を
有
し

て
い
る

こ
と
。

3

そ
れ
ら

の
人
物
及
・び
事

件

・
物

語
等
が
当
時

の
人

々
」に
よ
く
知

む
れ

.」て

い
る
こ
と
。

の
三
点

が
あ
げ

ら
れ
る
と
思
う
。

そ
こ
で
こ
の
三
点

に
関
し
て
、
有
周
皇
子

の

歌
を
考

え
て
み
る
と

、
皇
子

の
歌

の
背
景

に
は
斉
明
紀

の
記
載

に
あ

る
よ
う
な

.

反

乱
事
件
が
存
在
し
た
。
そ

し
て
こ
の
事

件
が
皇
子

の
歌

二
首

の
背
景

に
あ

る

と

い
う

こ
と
が
、

こ
の
歌

に
挽
歌
的
性
格
を
与
え

て
い
る
こ
と
を
考
え

る
と
、

こ
の
事
件

の
持

つ
物
語
的
性
格

億
一.一首

の
歌

に
対
し

て
非
常

に
大
き
な
意
味
を

持

っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
穂
積
朝
臣
老

の
歌
に
次

の
よ
う
な

二
首

が

あ

る
。

吾
が
命

し
真

幸
く
あ
ら
ば
亦
も
見
む
志
賀

の
大
津

に
よ
す

る
白
浪

,・

(巻

三
亅

二
八
八
)

天

地
を
歎
き
乞

ひ
濤
み
幸

く
あ

ら
ば

又
還
り
見
む
滋
賀

の
辛
埼

」

■
厂
-

'
、
.

(巻
十

三
し

三
二
四

一
)

こ
の

二
首

は

.「
真
幸

く
あ
ら
ば
亦
も
見
む
」
や

「
幸
く
あ
ら
ば
又
還
り
見
む
」

と

い
う
語
旬

の
使

い
方

、
全
体
的
な
歌

の
調
べ
な
ど
か
ら
、
明
ら
か

に
皇
子

の

歌
を
念
頭

に
お

い
て
作
歌
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る

。
そ
し

て
こ

の
二
首
は
ど
レ

ち
ら
為
雑
歌

の
中

に
収

め
ら
れ

て
お
り
、
志
賀

の
大
津
あ
る

い
は
志
賀

の
辛

崎

に
よ
蛙
せ

作
ら
れ
た
歌

で
あ
る
。

つ
ま
り
志
賀

に
赴

い
た
時
に
作

っ
た
歌
、
そ

,

し

て
ど
ち
ら
も
同
じ
時
に
作

っ
九
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
、更
に
三

二
四

一
の
左

L

注
に

「或
書

甚
云
ぐ
穂

積
朝

臣
老

、.
佐
渡

に
配

せ
ら
れ
し
時

に
作

れ

る

歌

な

り
」
と

あ
る
と

こ
ろ
を

み
る
と
、
ど
ち

ら
も
佐
渡

に
醜
流
さ
れ
た
時

に
よ
ん
だ

も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
老

は
自
分

の
不
幸
な
身
を
歌
う

の
に
皇
子

0
歌
を
頭

に

お
い
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ

の
認

識

の
仕
方
は
、
完
全

に
皇
子

の
歌
乏
謀
反

」

＼

の
事
件
を
結
び

つ
け

て
考
え

て
い
た

の
で
あ

る
。
皇
子

の
境
遇
と
自
分
め
境
遇

'
と

の
間

に
共
通
点
を
見
出

し
、
そ
れ

に
よ

っ
て
慰
め
を
得

て
い
だ
と

い
う
こ
と

も

か
え
る

の
で
は
な
ひ
だ
ろ
与
か
。
又
、
大
宝

元
年

の
記

伊
国
存
幸

の
時

の
歌

に
、、

藤
白

の
み
叛
を
越

ゆ
と
白
杼

の
我
が
衣
手

は
濡

れ
に
け
る
か
も

(
巻
九
-

一
六
七
五
)

「.

と

い
う
歌
が
あ

る
。
「
藤
白
」

は
有
間
皇
子
が
絞
殺
さ
れ
た
地

で
み

つ
た
。.

従

っ
て

「
藤
白

の
」
と

い
い

「
濡
れ

.に
け

る
か
も
」
と

い

っ
・て
強

い
調
子

で
結
ん

で
い
る
心
の
中
「に
は
、
・
当
然
皇
子

の
事
件

に
対
す
る
思

い
が
あ

っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ

の
歌
か
ら
も
当

時

の
人
,々

に
は
、
藤
白

乏

い
え
ば

有
間
皇

子
、

そ
し

て
皇

子

の
事
件
と

い
う

一
連

の
つ
な

が
り
を
持

っ
-た
も
の
ど

し
て
、
,皇
子

の
事
件

が
認
識
さ

れ
て
い
た
と

い
う

之
と
が

わ
か
る
の
で
あ

る
ゆ
.つ
ま
り
藤
白

と

い
う
抛
名
を

い
ズ
ば
事
件
を
思

い
出
す
程
、
皇
子

の
事
件

は
忘
れ
難

い
事

件

で
あ

っ
た
と

い
う

ア～
と
が

で
き

る
。
厘

に
朱
鳥

四
年

の
紀
伊
国
行
幸

の
時

の
川

嶋

皇
子

の
歌

に
、

鹽
,

.

.

.

-,

ー

白
浪

の
浜
松
が
枝

の
手
向
草
幾
代
ま
で
に
か
年

の
経

ぬ
ら
む
,

「

,

、

、

(
巻

一
-

三
四
)

・

縁

う
繁

あ
る
、
,.」
の
歌

は
巻

九
に
も
山

上
憶
良
作
と

し
℃
収

め
ら
れ
て
い

る

の
で
あ
る
が
、
こ
の

「
白
浪

の
浜
松

ガ
枝
」
.と

い
」う

の
は
、
紀
伊
国
と

い
ケ

場
所

か
ら
考

え
て
、
お
そ
ら
く
有
間
皇
子

の
結

び
松

の
こ
と

で
あ
ろ
う
と
粍
断

で
き

る
コ
「
幾
代
ま
緬

に
ゆ
年

の
経

ぬ
ら
む
」

と

い

っ
七

、

允
だ
手
向
草

の
古

」い
こ
乏
を
強
謝
し

て
い
る
の
は
∴
手
向
草
を
皇
子
が
供
え
た
も
,の
と
し

て
と
ら

え

て
い
る
か
ち

で
あ

つ
て
、
作

者
は
自
身

の
心

の
中

に
皇
子

の
物

語
と

い
う
も

」

'
の
を
意
識
し

て
い
懽
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
歌

が
存

在
し

て
い
る
上
に
意

吉

麻
呂
、
憶

良
、
入
麻
呂

歌
集

の
追
和
歌

が
四
首

も
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
τ

,



」角

輝
∴

こ
れ
ら

の
歌

は
最
も
時
代

の
早

い
も

の
・で
も
皇
子

の
事
件
が
お

こ
.っ
た
時
か
ら

三
十
年
以
上
も
経
過
し

て
い
る
。
以
上

の
よ
う

に
み
て
き

て
も

わ
か

る

よ

う

に
(
・
こ
紅
ら

の
歌
は
皇
子
め
事
件

が
当

時
-の
人
μ
に
と

っ
て
糊
長

く
忘
れ
る
ζ

一
ど

の
で
ぎ

な

い
程
強

い
印
象
を
与

え
た
と
い
う
こ
と

を
物

語

っ
て

い
る
。

そ
し
.

て
有
間
皇
子
と

い
う
人
物

も
、

こ
の
事
件

の
主

人
公
約
存
在
と

し
て
有
名

に
な

一

.,
っ
心
と
思
紅
れ
る

の
で
あ
る
。
要

す
る
に
皇

子
の
自
傷
歌

も
、
巻

頭
歌

に
ふ
さ

、

わ
し

い
歌

の
条
件
と

し
て
あ
げ

た
三

つ
の
条
件
を
兼
ね
具

え
て
い
る
と

い
う

こ
.

と
が

で
ぎ

る
。

し
か
し
こ
の
三
点
だ
け
を
と
り

あ
げ

て
、
皇
子

の
歌
を
前
代

の

雄
略
天
皇

・
磐
姫
皇
后
な
ど

の
歌
と
同
等
に
扱
う

こ
と

は
で
き
な

い
。
雄
略
天

皇
な
ど

の
巻
頭
歌
と
皇
子

の
歌

の
間

に
ば
、
.時
代
と

い
う
点

に
お

い
て
大
き
な

.

相
違
が
あ

る
つ
雄
略
天
皇
や
磐
姫
皇
后
な
ど

の
歌
は
、
た
と
沈
そ
れ
が
後

代

の

、

仮
託
だ
乏
し

て
も
、
題
詞

に
よ

っ
て
表
記
さ
れ

て
い
る
時
代

は
す
べ
で
万
葉
以

前
、

つ
ま
り
記
紀

の
時
代

の
も

の
な

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
皇

子
の
歌

は
、
題

-.詞

に
よ
れ
ば
明
ら
か

に
斉
明
朝

の
も

の
で
あ
り
、
初
期

万
葉

の
時
代

に
入

っ
て

し
ま

っ
て
い
る
。
巻

頭
歌

が

い
つ

れ
も
万
葉

の
時
代

よ
り
も
何
代

か
時
代
を
お

■
い
揮
も

の
で
あ
る
と

い
う
こ
と

は
写
時
代

の
差

に
よ

っ
て
巻
頭
歌
と
ル

て
の
重

み
を

つ
け
る
と

炉
う
意
図

が
あ

う
た

の
だ
と
思
わ
れ

る
。

鹽こ
れ

に
対
し

て
皇
子

.

の
歌

に
は
、
そ

の
よ
う
な
時
代

の
差

に
よ
る
重

み
億
全
く
な

い
コ
皇
子

の
歌
を

雄
略
天
皇
な
ど

の
巻
頭
歌
之
同
じ

に
扱
え
な

い
理
由

が
こ
こ
に
存

在
す
る

の
で

,

'あ
る
9
・

し
か
し
お
た
ぐ
し

は
こ
こ
で
、
四
首

の
追
和
歌

の
異
例

と
も

い
え
る
配
列

に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
の
で
あ
る
。
四
首

の
追
和
歌

ば
斉

明
朝

の
皇

子
の
歌
と

.近
江
朝

の
倭
大
后
等

の
歌
と

の
間
を
完

全
に
分
離

し
で
し
ま

っ
て

い
る
。
.意
吉

麻
呂

・
憶
良

・
人

麻
呂

は
持

統
後
宮
を
中

心
と

し
た
宮
廷
歌
人

で
あ

っ
た
と
考

、

(
41
)

え
ら
れ
る
。
、従

っ
て
追

和
歌
四
首

が
あ
る

と

い
う
こ
と
は
、
斉
明
朝

か
ら
持

統

,
朝

ま
で
、
天
皇

の
代

で
三
代

の
時
代

の
差
を
作

り
あ
げ
て

い
る
と

い
う
こ
と

に

な

る
。

こ
の
時
代

の
差

は
非
常

に
小
さ
な
も

の
で
あ

る
が

.
時
代

の
違
う
追
和

歌

四
首
を
皇
子

の
歌

の
す
ぐ
後

に
続
け

る
と

い
う
異
例
な
配
列
を
お

こ
な

っ
た

編
者

の
意
図

億
、
ま
さ

に
こ
の
時
代

の
差
を
作
り

あ
げ

る
と

い
ケ

点

κ
あ

っ
た

.

あ

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま

り

こ
の
巻

の
編
者
億
ど
う
し

て
も
有
間
皇
子

の
驢

自
傷

歌
を
、
雄
略
天
皇
な
ど

の
巻
頭
歌
と
同
列

の
も

の
と
レ
で
挽

歌

の
冒
頭

に

載

せ
た
か

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
レ
か
し
そ

の
為
忙
は
時
代
的
な
弱
さ
が
あ
ま
り

に
も
目
立
ち
す
ぎ
ゐ
。
『
古
事

記
』
『
旧
本
書

記
』

の
編
纂

に
よ

っ
て
、
日
本
国

家

を
歴
史
的

に
明

ら
か
に
し
て

い
こ
う
と
す
る
気

運

の
強
か

っ
た

時

代

で

あ

る
。
.歴
史
的

・
時
代
的
な

も
の
が
持

つ
意
味

の
重
大
さ

は
、
今

日
の
我

痩
が
考

え
て
,い
る
以
上

に
大
き

か

っ
た
で
あ
ろ
う
。'
こ
う

し
た
時
代
的
特
徴

の
申

で
、

追
和
歌

四
首

は
皇
子

の
臼
傷
歌

の
持

つ
弱
ざ
を
補
う
為

に
添

え
ら
れ
た
も

の
で

は
な

か

っ
た

か
と
老

え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
意
吉
麻
侶
等

三
人

に
ょ
る
追
和
歌

「は
、
'斉
明
朝
と
持
統
朝
之
・い
う

時
代

の
差
を
作
り
あ
げ

て
い
る
と

い
う

こ
と
と

共

に
、
有
間
皇
子

の
事

件
が
当

時

の
人
々

の
間

に
強

い
印
象
を
与
え
た
ら
し

い

'
こ
と
、
し
か
も
そ

の
事

件
が
物

語
的
な
も

の
と
し

て
伝
え
ら
れ

て
い
た
ち

し

い

こ
と
な
ど
を
暗
示
し

て
い
る
点

に
お

い
で
、
充

分
と

い
え
な

い
ま
で
も
皇
子

の

歌

の
持

つ
弱
さ
を
補

っ
て

い
る
と

い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

こ

の
こ
と

は
時
代
的

・
な
重
さ
を

、.
事
件

の
重
大
性
と

す
り
変

え
で

し
ま

っ
て

い
る
と

も
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
れ
だ

け
に
皇

子
の
事
件

は
、、
当
時

の
人

々
に
と

っ
て
重
要
な
意
味
を

持

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
r
皇

子

の
事
件

が
起

っ
た

の
は
斉
明

四
年

の
こ
と

で
あ

っ
た
。

そ
し
て
そ
れ

か
ら
十

二

・
.三
年
程
前

に
は
大
化
改
新
が
行

わ

れ

て

い

る
。
又

、
改
新
後

の
宮
廷
内

で
は
、
大
化
元
年

九
月

に
古
人
大
兄
皇
子
め
謀
反

「事

件

、
大
化

五
年

三
且

に
は
蘇
我
倉
山
田
石
州
麻
呂
冖の
事
件
が
起

0
て
か
る

の

で
あ

る
。
有
間
皇
子

の
事
件

は
、
当

然
そ
れ
以
前

の
こ
う
し
た
事
件

を
宮

廷
人

'



、

'
⑩
間

に
思

い
禮
さ

ぜ
た
で
あ
ろ
う
。
董
七

て
皇
子

の
物
語

姑
改
新
以
後

の
事
件

,
を
集
約
し

た
も

の
ど
し

て
、
人
々

の
間

に
広
ま

っ
て
い

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ

'

.
ゐ
。

こ
の
よ
う
な
状
態
を
考
え
る
と
寸
.時
代
的

弱
さ
を
事

件

の
重
大
さ
と
す
り

.
変
え
た
と

い
う

こ
と
も
、
決
し

て
無

茶
な
と
と
で
ほ
な
か

っ
た

の
で
は
な

い
だ

-
ろ
う
か
。

'
以
上

の
よ
う
な
考

え
の
上
に
立

つ
て
、
皇

子
の
自
傷
歌
と

そ
れ
に
続

く
四
首

幽
の
追
和

歌

の
例
外
的
な
配
列

億
、
自
傷
歌
を
挽
歌

の
冒
頭
と
し

て
載

せ
る
の
に

ふ
さ
わ
し
ぐ
形
を
整

え
る
為

に
、
編
者
が
意
図
的

に
行

っ
た

こ
と

で
あ

る
と
考

、

,
え

た

い
。

そ
七

て
そ
れ

は
雄
略
天
皇
や
磐
姫
皇
后
な
ど

の
.歌
が
、
巻
頭

に
載
せ

ら

れ
て
い
る
の
と
同
じ
意
図

の
も
と

に
行
わ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

四

「
挽

歌

」
.へ
の
定

着

そ

こ
で
最
後
に

∵

こ
の
二
首
が
ど

の
よ
う
に
し

て
挽

歌

の
部

忙
収

め
ら
れ
た

の
か
と

い
う

こ
と

に
つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。
も

り
と
も
こ

の
歌

が

『
万

葉

.

集
』
・に
収

め
ら
れ
た
時
点

に
お

い
セ

は
、
次

に
続
犬
意
吉
麻
呂
辱

φ
追
和
欲
が

噛

あ
る
こ
と
な
ど

か
ち
考

え
て
〉
挽
歌
と

し
て
認
識
ざ

れ
て
い
た

と
い
ヶ

こ
と

は

明
ち

か
な

よ
う

で
あ

る
。
乏
す
れ
ば
場
面
的

に
は
旅

の
歌
と
し

て
作
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る

こ
の
二
首
、
し
か
も
挽

歌
的

特
徴

の
き
わ
め

て
少
な

い
二
首

が
、
,、.

ど

の
よ
う

に
し

て
、

い
つ
頃
挽
歌

と
し

て
定

着
し

て
い

っ
た

の
旗
と

い
う

二
と

,、

が
当
然
考

え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

.
皇

子
の
事
件

は

『
日
本
書
紀
』

に
か
な

り
詳

し
く
記
さ
れ

て
い
る
。
し

か
し

そ
れ
に
為

か
か

」わ

ら
ず

、
皇
子

の
歌

は
表
立

っ
た
文
献

に
は
全
く
現
わ
れ

て
こ

な

い
。
し
が
も
憶
良
や
人
麻
倡
た
ち

の
時
代

に
ま

で
そ

の
歌
億
伝
え
ら
れ

て
い

る

の
で
、あ
る
。
申
西
進
氏

は
、

.

「

厂

こ
の
歌

は
悲
劇

の
皇
子
、
有

衢
皇
子
と

い
う
人
間
像

と
密
接

に
結

び

つ
い

て

伝

誦

さ

れ

た

歌

.
-,

,
・
:

　め
　

で
あ

る
と

い
わ
れ

.て
い
る
。.
こ
の
歌
が
伝
え
ち
れ

る
経
路
と
し
そ

は
、
.中
西
氏

が
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
伝
誦
と

い
う
形

で
と
、昏
え
む
の
が
最
も
ふ
さ
わ

し

い
よ
う

で
あ

る
。
し
か
し
舒
明
朝
以
前
の
伝
誦
期
…の
歌
な
.ら
ば
と
も

が
く
、
.

.
斉
明
朝
と

い
う
比
-較
的
新
し

い
時
代

に
お

い
て
て

こ

の
よ
う
な
伝
誦
が
あ

っ
た

φ
か
ゼ
う
か
と

い
う
疑

欄
が
残
ゐ
。

.そ
こ
で
こ

の
点

に
関
し

て
少

し
考

え
て
み

「た

い
o
.
.

「

「

.

r
.
ー

-

'

斉

咀
朝

の
歌
人
と

し
て
は
中
皇
命

・
斉
明

天
皇
な

ど
が
あ
げ

ら
れ
る
が

・
今

は
斉
明

天
皇

に

つ
い
て
考

え
て

い
こ
ヶ
と
思
う
か
斉
明
天
皇

の
作
品

は
題
詞

に

よ

っ
て
そ
れ
と

わ
か
る
も

の
は

、
巻

四
-

四
八
五
～
四
八
七
㊨
三
首

の
み
と
な

.る
ゆ
も
ち
ろ

ん
中
皇
命
を
斉
明
天
皇
と
す
る
説

に
従

え
ば
、
巻

,一
-

三

・
四

・

十
r.
十

一幽
.
十

二
も
斉
明
作
と
な

る
が
、
中
皇
命
は
間
人
皇
女
と
考
え

て
、
斉

萌

作
と
.い
う
説
は

一
応

除
外

し
た

い
。
又
左
注
に
よ

っ
て
斉

明
作

で
は
な

い
か

と
さ
れ

て
い
る
歌

が
巻

一
-

七

・
八
と
あ
る
炉
、
こ
れ
も
題
詞

0
額

田
王
を
実

作

者
と
し
、
王
が
天
皇

の
代
作

を
し
た
と

い
う
説

に
従

い
た
い
。
,更

に
四
八
五
.

～
四
八
七

の
歌
も

、

「
崗
本
天
皇
御
製

幽
首
」

と

あ
る
だ
け

で
舒
明
天
皇

か
斉

明
天
白王
か
は
書

り
七
な
惨

で
あ
る
。
し
か
し
四
八
亠お

反
歌
に

暑

」
と

い
う
素

毒
る
・芝

か
乃
、
済
朋
作
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
こ
㊨
ら
三
首
の

歌

は
相
聞

の
中

に
収

め
ち
れ

て
.い
る
も

の
で
あ
る
軌

と

こ
ろ
で

「
人
多

に
掴

忙
は
満

ち

て
」

の
「二
句

は
巻
十
三
i

三

二
四
八

の
民

,
謡

「敷

島

の
日
本

の
国
に
人
多

に
満

ち
て
は
あ
れ
ど
も
」
・と
通

い
合

う
も

の
で

み
り
、
,民
謡
的

な
感

じ
が
す
る
。
と
同
時
に

再
相
聞
歌

で
あ
り
な
が

ら
長
歌

で

ま
ま
れ
て
い
る
之

い
ケ

.芝

に
は
自
ず
と
問
題

が
住
じ

て
く

重

思

わ
れ
る
。

こ
の
時
代

に
お

い
て
長
歌

の
持

つ
性
格

は
公
的
な
も

の
で
あ

っ
た
。
相
聞
と

い

う
私
的
な
歌

は
ほ
と

ん
ど
が
短
歌

で
あ
り
、
長
歌

に
ょ
る
相
聞

は
人
麻
呂

に
至

」

、

■
瀞

谿l
If
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1

つ
て
は
じ

め
て
出

現
す

る
の
で
あ

る
ゆ

つ
ま
り
作
歌
年
代

に
つ
い
て
も
う
少
し

.

詳
し
く
検
討
す

る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ

る
。、
し
か
も
相
聞

で
あ
り
な
が
ら
、
、

昼

は

旧

の
く
る
る

ま
で

.
夜

は

夜

の
あ
く
る
き
は
み

.念

ひ
っ
つ

-

寝
も
宿
難

に
と

あ
か
し

つ
ら
く
も
.,
」長
き

こ
の
夜
を

と
い
う

句
は
馬
額
凪
王

の

.
夜

は
も

夜

の
こ
.と
ご
と

.
昼

は
も

日

の
こ
と
こ
乏

哭

の
み
を

泣

き

つ
つ
あ
り

て
や

、

-

(
巻

ニ
ー

一
五
五
)

や
、
持
統
天
皇

の
、

ぺ
夕
さ

れ
ば

あ
や

に
哀

し
み

明
く
れ
ば

噛
う
ら
さ
び
暮
じ

荒
妙

の

・

衣

の
袖

は

乾

る
時

も
な
し

、

.

(
巻

ニ
ー

一
五
九
)

や
、
置
始
東
人

の
、

昼

は
も

日
の
こ
ど
ご

と
,
'
夜

は
も

夜

の
ご
と
ご

と

臥

し
居
嘆
け
ど

飽

き

だ

ら

ぬ

か
も

,-

.

,
…

(
巻

一
丁

・二
〇

四
)

更

に
、
人
麻
呂
の

ー

.

..

.

.

「
.昼

は
も

'
う
ら
さ
び
暮

し

夜

は
も

い

き
づ
き
明

し

嘆
け
ど
も

.
せ

」-

む
す

べ
し
ら

に

恋

ふ
れ
ど
も

あ

ふ
よ
し
を
無

み

(巻

二
ー

一,二

〇
)

な
ど

の
挽
歌

に
み
ら
れ
る
句
と
類
似
点
を
持

っ
て
い
る
。

こ
の

一
連

の
句

が
挽

歌

、
し

か
も
初
期
万
葉

か
ら
第

二
期

に
か
け
て
の
挽
歌

に
み
ら
れ

る
と

い
う

こ

と

は
口、
こ
の
句
が
当
時

の
挽
歌

に
お

い
て
成
句
と
な

っ
て
い
た

こ
と
を
想
像
さ

せ

る
。
従

っ
て
四
八
五
番
歌
が
こ

の
成
句
を
持

っ
て
い
る
と

い
う

ご
と

は
、
当

、

然

の
こ
と
と
し

て
こ
の
歌

に
挽
歌
的
性
格
が
加

っ
.て
い
る
と

い
う

こ
と
を
考
え

,

ざ

せ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
が
挽
歌

で
あ

っ
た
な
ら
ば
長
歌

で
よ
ま
れ

て
い
る

こ
ど

の
疑
問

は
解
け

る
。
し

か
し
そ
う
解

せ
ば
挽
歌

で
あ
か
な
が
ら
相
聞

に
部

類
ざ
れ

て
い
る
こ
と
乏

の
間

に
矛
盾
が
生
じ
る

の
で
あ

る
。
更

に
長
歌

忙
反
歌

二
首
と

い
う
形
式

に
対
す
る
時
代
的

問
題
も
考

え
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
で
あ
ろ

う
.
四

八
五
～
四
八
七

に
み
ち
れ

る
長
歌

に
反
歌

二
首
と

い
う
形
は
、

こ
の
時

、

代

に
お
い

て
は
ま
だ
存
在
し
な

い
も

の
で
あ

っ
冖た

よ
う

に
思
う
⑩
舒

明
天
皇

の

・国
見
歌

(巻

一
擁

二
)

は
長
歌
の

み
で
あ

っ
た
し
、
初
期
万
葉

に
お

い
て
は
最

も
文
学
的
位
置

に
あ

っ
た
額

田
王

で
さ
え
、
巻

一
ー
十

六

・
巻

二
ー

一
五
五

は

長
歌

の
み
で
あ
り
、

反
歌
が
あ

っ
.て
も
そ
れ

は
.一
首

の
み
で
あ

っ
た
。

(
巻

一

卜
十

七
ウ

た
だ
中
大
兄
皇
子

の
三
山
歌

に
は
反
歌
が

二
首

み
ら
れ

る
。
し
か

し
左
注

で
も

い

っ
て
い
る

よ
う

に
、
二
首
目

の
も

の
は
反
歌
と

は
認

め
難
く
、

こ
れ
を
反
歌

か
ち
除
外
す
れ
ば
、

三
山
歌

の
反
歌
も

}
首

の
み
と

考

え

ら

れ

る
。

こ
.の
よ
う

に
初
期
万
葉

は
茜
長
歌
が
反
歌
を
持
た
な

い
も

の
か
ら
持

つ
も

一の

へ
と
変

っ
て
い

っ
た
過
渡
的
な
時
代

で
あ
り
、
,
反
歌

は
あ
う

て̀
も

一
首
と

い

,

う

の
が
普

通
で
あ

っ
お
。

こ
ヴ

し
た
時
代

に
あ

っ
て
;
首

の
反
歌
を
持

つ
と

い

噛う

こ
と

は
、
-こ
の
点

に
関

し
て
も
作
歌
年
代
を
考
え

る
必
要
を
感
じ
さ
せ
る
。

反
歌

二
首

を
持

っ
長
歌
が

は
じ
め
て
現

わ
れ

て
く

る
の
は
、
,人
麻
呂

の
近
江
荒

都

の
歌

(巻

一
-

二
九
～
三

一
)

で
あ

る
ρ
そ
し

て
人
麻
呂

の
歌

の
年
代

の
明

.

・ら
か
な

も
の
の
中

で
、
最
も
年
代

の
早

い
日
並
皇
子

の
挽
歌
も
長
歌

に
反
歌

二

首
と

い
う

形
を
と

っ
て
い
る
。
そ

の
他
巻

二
に
収

め
ら
れ
て
い
る
人
麻
呂

の
挽

.

.歌

は
す
べ
て
、」
長
歌
と
反
歌

二
首
と
い
う
形
を
と

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。
.以
上

の
よ
う

に
長
歌

に
よ

っ
て
相
聞
を
う
た
う

こ
と
と

、
反
歌

二
首
を
持

つ
長
歌
と

.
焼
う

も
の
は
例
外
な

く
人
麻
呂
以
前

に
は
底

く
、
人
麻
呂
を
契
機
と
し

て
そ
れ

以
後

現
わ
れ
て
《

る
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と

は
四
八
五
～
四
八
七

の
歌
だ
け
を

例
外
と

し
て
、
人
麻
倡
以
前

、
し

か
も
斉
睨
朝

の
作
と
す

る
こ
と

へ
の
不
自
然

,

ざ
を
考
え
ざ
せ

6
刃

こ
れ

は
斉
明
天
皇

(岡
本
天
皇
)
,作
ど
し

て
伝

え
ら
れ

て

い
旋
歌
が

、
・人
麻
星
以
後

に
今

の
よ
う
な
形

に
整
え
ら
れ

た
も

の
と

み
る
の
が

一
「番
自
然
な

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し

か
も
歌

の
中

に
挽
歌
的
特
徴
が
か
な

り
み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず

、
相
聞

に
収

め
与
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と

は
、

一28一
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♪

-デ丸
の
歌
が
伝
誦
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
物

語

っ
て

い
る
よ
う
で

あ

る
。

つ

ま
,.

り
、
は
じ
め
は
挽

歌
的

な
も

の
之

し
て
作

ら
れ
た
こ
,れ
ら
の
歌
が

、
.伝
誦
さ
れ
.

て
い
為
憫
に
本
来

の
歌

の
意
味

が
忘

れ
ら
れ
、
■
「
君
」

を
慕
う
と

い
・っ
歌

の
内

容

が
ら
相

聞
と
し

て
伝
誦
さ

れ
て
い

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
之

の
よ
う

に

考

え
て
く

る
と

、
て
の
三
首

の
歌

倣
、
斉
明

作
と

い
う
面
影
は
偲

ば
れ

て
も
、

斉
明
作
と
℃
つ
確
証
は
な
い
と
劣

こ
と
爰

る
。
ル
か
も
書
紀
に
お
廿
る
斉

明
天
皇
は
、
そ

の
性
格
が
か
な
紅
は

っ
き
り
と
記
さ
れ

て
お
り
、
万
藁

の
伝
誦

・

作

冢
が
個
性
め

強

い
人
物

に
限
ら
れ
て

い
た
と

い
う
こ
と
と

、
通
い
合
う
も

の

「

が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
斉
明
作
と

い
う
歌
も
伝
誦
さ
れ
た
ら
レ

い

跡

は
充
分
考

え
ら

れ
る
の
で
あ

っ
て
、
比
較
的
新
し

い
と
考
え
ら
れ

て
い
た
斉

明
朝

の
歌

に
お

い
て
も

、
伝
誦
歌

の
存
在

は
認

め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

、
更

に
時
代

は
下

る
が
、
伝
誦
さ
れ
た
形
跡

σ
あ
る
歌
と
し

て
天
武
天
皇

の
御

,

幽製
歌
(
巻

一
ー

二
五
)
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
歌
に
は
巻

一
ー

二
六

の
別
伝

魁
あ

.
珍

、
更

に
巻
十
三
ー

三
二
六
〇
,・
」三

二
九
三
と

い
う
類
歌

が
存
在

す
る
。

ζ
れ

」

ら

四
.首

の
歌
は
、
歌

の
形
.・
調
べ
な
ど

の
点
か

ら
見

る
と

す
べ
て
民
謡

的
な
歌

で
あ
り
、
,明

ら
か
に
民
間
に
伝
誦
さ
れ

て
い

っ
た

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で

.

賜
)る
。

そ
の
伝
誦

の
前
後
関
係

に

つ
い
て
は
、
数
多
く

の
論
耋

成
さ
れ

て
拘

・り

、
そ
れ
ど
共

に
二
五
番
歌
が
御
製
歌
か
民
謡
か
と

い
う
盟
題
に
関
し

て
も
、

論

の
別
れ
る
と

こ
ろ
と
な

っ
て
影

・,
し
か
し
・
A
三

う
し

裔

題

を
す
べ

て

.
除
外

し

て

二
五
番
歌
を
伝
葡

激
と

し

て
の
み
考

え
る
ど

、
こ
こ
に

二
五
番
歌

と
天
武
天
・王
蘿

び
つ
嚔

鱗

が
耋

ら
れ
る
で
あ
う
・
.
こ
れ
は
冲
西
進

.氏

も
指
摘

し
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、

.「
天
武
と
吉
野
」

と

い
う
結
び

つ
き

に
よ

為

も
の
と
考
え

ち
れ
る
。

つ
裏
り
天
武
天
皇

の
背
景

に
は
、
壬
暗

の
乱

と
層い
う

,古
代
史
上
量
も
重
大
な
事
件
が
あ
か
、
そ
れ
が

一
」つ
の
物
語
的
世
界
と
し

て
存

在

ル
て
い
る
の
で
あ

る
四
そ
し

て
ゴ
作
者
を
持
た
な
か

っ
た

二
五
番
歌
が
、
壬

申

の
乱
後

「
天
武
と
吉
野
」
乏

い
う
結
び

つ
き

に
ょ
り
、
.天
武
天
皇

と

い
う
作

.
者
と
物
語
的
背
景
を
得

て
更

に
広
ぐ
伝
誦
さ
れ
た
と
考
え
ら
紅
る

の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う

に
、
斉
明
朝
あ

る
い
は
天
武
朝

で
さ
え
伝
誦
歌
は
存

在
し

て
い

た
.の
で
あ
り
.
有
間
皇
子

の
歌
が
伝
誦

さ
れ
た
歌

で
あ
る
と
す
ゐ
中

西
氏

の
考

,-え

は
、
時
代

の
土
か
ち

は
支
障

の
な

い
も

の
と

な
惹
。
し
か
し
な
が

ら
皇
子

の

.
二
首

の
歌
は
、
我

々
が

一
般
に
目
に
し
て

い
る
よ
う

な
伝
誦
歌
と

は
多
少

、
趣

を
異
に
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
伝
誦
歌
と

い
え
ば
広
く
民
間

貯
伝
誦
さ

れ
る

の
が
普

通
の
形
で
あ
る
。
従

Lっ
て
歌

の
内
容
も

一
般
的
な
も

の
ど
な
り
こ
,

ド

ロ

歌

の
調
子
も
平
板
な
も

の
固
な

つ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
そ
れ

に
対
し

で
皇
子

の
歌

は
、
内
容
も

一
般
的
な
内
容
と
は
認
め
難

い
、
そ
し

て
揺
れ
動
く
感

情

の

表
現
や
深

い
思

い
入
れ

の
み
ら
れ
る
表
現
は
、
自
然

、
歌

の
調
べ
に
も
は
り

つ

め
た
調
子
を
与
え
、
伝
誦
歌

一
般
に
み
ら
れ

.る
よ
う
な
穏

か
な
調

子
と

は
異
怨

つ
た
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
皇

子
の
歌

あ
る

い
ぼ
物
語
を
念
頭

に
お
い

て
作
歌
さ
れ
た
と

思
わ
れ

る
歌

ぶ
、
す
べ

て
宮
廷
人

、
特

に
宮
廷
人
を
申
心
ど

「し
た
人

々
k
よ

っ
て
歌

わ
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
も
注
意
し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
皇
子

の
歌

は
そ

の
背
景
が
あ
ま
り

に
も
宮
廷
的

で
あ
、

り
す
ぎ
た
為

、
広
ぐ
民
間

に
伝
誦
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
宮
廷
と

い
ケ

一
つ
の

世
界

に
お

い
て
の
み
伝
誦
さ
れ

て
き
た
と

い
う

こ
と
が

で
き
よ
う
。

・そ

こ
で
こ

の
よ
う

に
宮
廷
内
に
伝
誦

さ
れ

て
き
た
皇

子

の
歌

二
首

斛
、
挽

歌

と

し
で
明
確
に
定

着
し
だ

の
憾

い
つ
頃

だ

つ
た

の
で
あ
ぢ
う
か
。
挽
歌

は
普

通

他
人

の
死
を
悼

ん
で
作

る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の

二
首

は
自
.ら
を
悼
む
自

・傷
歌
ど
な

っ
て
お
り
、

一
般
的
な
挽
歌
と

い
う

よ
か

は
辞
世
歌
と

い
う
形

で
扱

わ
れ

て
.い
る
。

こ
の
よ
う
な
辞
世
歌
と

い
う
も

の
は
、
,
一
般
的
な
挽
歌

に
比
べ

る
と

、ら
か
な
り
時
代
が
下

っ
て
か
与
現
わ
れ

て
き

て
い
る

よ
う

で
み

る
。

『
古

事
記
』

に
も
、
弟
橘

姫

の

、
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さ
ね
さ
し

相

模

の
小
野
に
.
燃

ゆ
る
火

の

火

中
に
立
ち

て

問

ぴ
し

,

君
は
も
-

.

.

.

.

-

(紀

二
四
)

や

、
倭

建
命

の
,

・
「

-
　」

.嬢

子

の

床

の
辺
に

我

が
置
き
し

つ
る
ぎ

の
太

刀

そ

の
太

刀
は
や

ー

.

.

・

.

「

,

.

(紀

三
三
)

な
ど

の
よ
う
に
、
辞

世
歌
ら
し
き
も

の
が
見

受
け
ら
れ

る
が
、

こ
れ
ら

の
歌

は

物

語
歌

で
あ
り
、一
後
世

の
仮
託
と

い
う
こ
ど

も
考

え
ら
れ
、
純
粋
な
辞
世
歌
と

・
は
認
め
ら
れ
な

い
。

『
万
葉
集
』

に
お

い
て
も
自
傷
歌

・
辞
世
歌

と

い
う

も
の

は
、

時
代

の
早

い
も

の
で
も
大
津
皇

子
の
辞
世
歌

(巻

三
-

四

一
六
V
・・
入
麻

呂

の
自
傷
歌

(巻

二
ー

二
二
三
)
と

い
う

よ
う
に
、
第

二
期
を
待

た
な
け

れ
ば

現
わ
れ
て
こ
な

い
。
と

す
れ
ば
有
間
皇
子

の
歌
が
挽
歌

(自
傷
歌
)
と
し

て
定

着

し
た
時
期

は
、
、大
津
皇

子
が
辞
世
歌
を
作

っ
た
あ
た
り

か
ら
、
人
麻
呂

の
自

傷
歌

が
出
来

上
る
頃

ま
で
の
時
期
と

み
る
の
が
妥
当

で
は
底

い
だ
ろ
う
か
。

こ

-
の
時
期

は
意
吉
麻
呂

・
憶
良
等
が
追
和
歌
を
作

っ
た
時
期

に
ほ
ぼ
等
し
く

、
追

和
歌

以
外

の
歌

で
皇

子
に
関
係

し
距
歌
も

、
ほ
と

ん
ど

が

こ
の
時
期

忙
作

歌
さ

れ

て

い
る
。
r
更
に

こ
の
時
期

は
、
、伊
藤
博
氏
が

、
持
統
文
武
朝

の
宮
廷
社
会

に

お

い
て
は
宮
廷

ロ
マ
ソ

ス
が
好

ま
れ
て
い
た
と
指
摘
ざ

れ
て
以
翻

の
と
同
時
代

で
あ
る
。
従

っ
て
歴
史
的
背
景
を
持

っ
%
相
欄
歌
が

、
恋
物
語
的
傾
向
を
持

ウ

.で
当
時

の
宮

廷
社
会

で
竜

て
は
や
さ

れ
て
い
た
の
と
同
様

に
、
歴
史
的
背
景
を

'

-・持

っ
た
挽
歌
的
な
歌

も
、
・.一
つ
の
物
語
的
な
も

の
と
七

て
、
当

時

の
宮
廷
人

の

間

で
好

ま
れ
た

の
で
は
な

い
か
と

い
ヶ

こ
と
が
考

え
ぢ
れ
6
。

こ
う
し
た
雰
囲

気

の
中

で
、
皇
子

の
歌
が

こ
の
時
期

に
挽
歌
と
し

て
定
着
し

て
い

っ
た

で
あ
ろ

う
と

い
う
可
能
性

は
よ
り
大
き

く
な

る
の
で
あ

る
』

、

結

び

鹽

私
が

は
じ

め
に
抱

い
た
疑
問

は
、
『
万
葉
集
』

の
編
者

の
意
図
と

い
う

予

想

外

の
問
題

に
ま

で
発
展
し

て
し
ま

っ
た
。

,

.

・

.
、

挽
歌
と
し

て
の
性
格

の
稀
薄
な
皇
子

の
歌
、・
場
面
的

に
は
旅

の
歌
ど
み
ら
れ

.る
皇
子

の
歌

は
、
悲
劇
的
事
件
と

の
結
び

つ
き

の
み

に
よ

っ
て
、
挽

歌
と

い
う

扱

い
を
さ
れ

て
き
た
よ
う

で
あ
る
。
従

つ
て
挽

歌

の
流
れ
と

い
ヶ
大

き
な
次

元

の
中

で
こ
の
二
首
を
考
え
る
な
ぢ

ば
、
物
語
歌
と
し

て
の
挽

歌
か
ら
、
純
粋

に
、

い
挽

歌
と
し

て
存

在
し
得
る
挽

歌

へ
と
移

り
変
つ

て

い
く
過
渡
的

な

も

の

と

し
・

て
、
・重
要
な
意
味
を

持

つ
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ

か
ら
こ
そ
内
巻

二
挽

,

歌

の
冒

頭
,歌
に
ま
で
取

り
あ
げ
ら
れ

た
の
だ
と

も

い
え
よ
う
。

'

注

1

吉

永
登
氏

「
有
間

皇
子
の
悲
劇
」

(『
万
葉

文
学

と
歴
史
の

働
い
だ
』
.

、
所
収
)
,

2

北

山
茂
夫

氏

『
大
北
改
新
』
」(岩
波
新
書
)

'
.

3

『
万
葉
集
各
句
索

引
』

(塙

書
房
)

に
ょ
る
。

4

山
田
孝
雄

氏

『
万
葉
集
講
義
』
・
土

屋
文
明
氏

『
万
葉
集
私
注
』
・
窪

れ

凪
空
穂
氏

『
万
葉
集
評
釈
』
・
武

田
祐
吉
氏

『
万
葉
集
全
註
釈
』

な

ど
。

5

,鴻
巣
盛
広
氏

『
万
葉
集
全
釈
』
・
佐
佐
木
信
綱
氏

『
評
釈
万
葉
集
』
・

沢
,瀉
久
孝
氏
、
『
万
葉
集
注
釈
』
,な

ど
。

:

6

中

西
進
氏

「
真
幸

く
あ
ら

ば
」
(
『
万
葉
史

の
研
究
』
所
収
)

7

池

田
弥
三
郎

氏

『
高
市

黒
人

・
山
部
赤

人
』

8

「
沢
瀉

久
孝

氏

『
万
葉
集
注
釈
』
巻
第

二

-
9

.
窪

田
空
穂
氏

『
方
葉
集
評
釈
』

10

伊
藤
博
氏

「
挽
歌

の
世
界
」

(「
解
釈

ど
鑑
賞
ー

万
葉

の
挽
歌
i
」
昭

和

四
十

五
年
七

月
)

,11

石
母
田
正
氏

「
初
期

万
葉

と
そ
の
背
景
」

(
『
万
葉
集
大
成
』

5
.所

〆

一30一

丶

、
,
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12

・
伊

藤
博

氏

「
編

者
の
意

図
」

(「
個
語
周

文
」
第

二
十
七
巻
第
十

号
y

幽
.,「
磐
姫
皇
后
の
歌
」
,
(コ
国
語
国

文
L

第
二
十
八
巻
第

二
号
)
・
「
舒
…

明
朝
以
揃
め
万
葉
歌

の
性
格
」

(
「
国
語
国
文
」
,第

三
十

二

巻
㌦第

二

朞
)

L13

作
者

の
異
動
に
関

し
て
は
、

憶
良

を
実

作
者
と
し
、,
ル
唸
皇
子
を
形

,
式
作
者
と
す

る
代
作
説
に
従
.か
。

14

橋
本
達
雛
氏

「
初
期

の
憶
良
」
,(
「
跡
見
学
園
女

子
大
学
紀

嬰
」
創
刊

号
)

-
15

中
-西
進
氏

「
伝
誦

の
作
家
た
・ち
」
、(
『
万
葉
集

の
比
較
文
学
的
研
究
』

.所
収
)

16

沢
瀉
久
孝

氏

『
万
葉
集
注
釈
』
・
松
田
好
夫

氏

「
伝
誦
過
程
の
阻
題
」

(『
万
葉

研
究
新

見
と
実
証
』
所
収
)

な
ど

η

天
轟

製
説
に
は

.号

葉
集
注
釈
』
主

黌

氏
な
ど
が
従
ぞ

お
.

紅

、

民

謡

説
-に

は

『
万

葉

集

評
釈

』
・
松

田

好

夫

氏

な

ど

が

従

?
て

い
る

。

18

r注

15

に

同

じ
。

」
.
・

・

19

伊

藤

博

氏

『
万

葉

集

相

聞

の
世

界

』

.

c

、

,

一
丶

「

、
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