
｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣
考

1
万
葉
集
巻
三

･
四
二
〇
番
歌
を
中
心
に

-

勝

俣

O
n
th
e
.S
a
s
ara･no
･O
n
o
.
F
o
c
u
s
s
ing
E
sp
e
cialty
o
n
th
e
V
erse
o
f

N
o
.4
2

0
V
o
1.
3
in
th
e

M
any
oshu.

T
a
k
a

sh
i
K
A
T
S
U
M
A
T
A

さ
さ
ら
の
小
野
は
'
万
葉
集
の
巻
三

･
四
二
〇
番
歌
と
巻
十
六

･
三
八

八
七
番
歌
に
登
場
す
る
｡
本
稿
で
は
､
前
者
を
中
心
に
'
さ
さ
ら
の
小
野

に
つ
い
て
種
々
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
｡

J
､
さ
さ
ら
の
小
野
に
関
す
る
諸
税

ま
ず
'
さ
さ
ら
の
小
野
に
関
す
る
諸
説
を
見
た
い
｡

A
､
天
上
界
に
想
像
さ
れ
た
野

(敬
称
略
)

①
天
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
想
像
上
の
野
｡

(管
見
･
槻
落
葉

･
放
証

･
古
義

･
講
義

･
全
註
釈

･
私
注

･
全
書

･

注
釈

･
大
系

･
全
集

･
集
成

･
完
訳

･
全
注

･
新
編
全
集
等
多
数
)

②
天
界
の
野
｡
神
秘
的
で
静
寂
の
世
界
｡
(大
久
間
喜

一
郎
｢
天
界
憧
慣

長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
-
人
文
科
学
-

第
六
三
号

の
思
想
｣)

③
天
界
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
野
｡
･‥
菅
や
笹
や
茅
な
ど
が
群
生

し
て
い
る
小
野

(伊
藤
博

『寓
集
樺
注
し)

B
t
地
上
世
界
の
野

①
大
和
国
の
地
名

(契
沖
)

②
大
和
国
山
辺
郡
｡
所
在
不
明

(折
口
信
夫

『高
菜
集
辞
典
』
)

③
大
和
国
山
辺
郡
や
河
内
国
賓
良
郡

(丸
山
林
平

『上
代
語
辞
典
』
)

④
大
和
国
山
辺
郡
､
香
具
山
付
近

(中
西
進

『万
葉
集
辞
典
』
の
一
説
)

c
t
月
世
界
の
野
'
ま
た
は
月
と
関
係
あ
る
野
｡

①
サ

､
ラ
男
'
月
名
也
｡
サ

エ
フ
エ
男
'
サ

ゝ
ラ
ノ
小
野
Q
(拾
遺
栄
菓

抄
)

②
サ

ゝ
ラ
ノ
ヲ
ノ
ハ
月
ノ
名
也

(常
葉
見
安
)

l



勝

俣

隆

③
月
を
さ
さ
ら
え
を
と
こ
と
申
も
'
こ
の
野
を
し
め
給
ふ
意
に
や

(牧

証
)

④
月
世
界
の
野

(松
前
健

『日
本
神
話
の
新
研
究
』)

以
上
の
諸
説
の
中
で
有
力
な
も
の
は
､
A
の
想
像
の
産
物
と
す
る
見
方

と
C
の
月
世
界
と
す
る
説
で
あ
る
｡
後
者
は
'
万
葉
集
の
次
の
歌
を
根
拠

と
す
る
｡大

伴
坂
上
郎
女
の
月
の
歌
三
首
の
中
の
一
首

.･:.K:..=[
二

.
､∵
.
"
=:削?L./

...7三
':.=即
.iLU:I:'･,.:I..'二

...'';

.;..;I,:::::+I:I.:I:j':.E.∴

÷

之
好
藻右

盲

歌
,
或
云
,
月
朋
郎
日
か
敵
か
お
里
土
也
,
操
此
辞
作
此
歌
｡

こ
こ
で
は
,
月
の
別
名
と
し
て
,
｢聾

｣
が
登
場
す
る
｡
月

二

れ
る
｡｢月

読
｣
と
当
該
の

｢
さ
さ
ら
｣
と
は
'
名
義
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る

さ
さ
ら

が
､
｢左
散
良
｣
が

｢月
読
｣
に
相
当
L
t
月
を
意
味
す
る
こ
と
は
否
定
で

き
ま
い
｡

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『寓
菓
集
』
頭
注
で
は
'

左
注
に
あ
る
よ
う
に
'
月
の
異
名
で
あ
る
が
'
本
来
'
サ
サ
ラ
は

-
細
か
-
小
さ
い
こ
と
を
表
し
'
上
弦
の
月
を
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

あ
る
い
は
こ
こ
は
｢
天
な
る
さ
さ
ら
の
小
野
｣
(四
二
〇
)
な
ど
と
も

関
係
あ
る
か
｡

と
す
る
｡
そ
こ
で
'
次
に

｢
さ
さ
ら
｣
の
語
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

ヽ
0
_∨

を
と
こ

を

｢壮
士
｣
に
見
立
て
る
の
は
､
万
莱
隻
に
■-

あ
め
に

①
巻
六

･
九
八
五

天

水

座 手

匡

月

読

壮

こ
よ
ひ

の
なが
さ

い
は
よ

,J

I)
◆し

一U
J′~.t<
.Iく

..V

今

夜

乃

長

者

五

育

夜

縦 盲士

つ-
よ
み
を
と
こ

月
読
壮
士
｣
が
あ
る
｡

ま
ひ
は
せ
む

幣

者

将

為

こ

そ

許

増

②
巻
七

二

三
七

1

一憲
覇

聾

里

中

霜

か

戯

鵬

郎

よ
るよ
し
も
な
し

因
縁
毛
無

あ
め

に

ま
す

み

そ
ら
ゆ
く

①
で
は
｢
天

ホ

座

｣

と
歌
わ
れ
､
②
で
は

｢三
空

往

｣

と
詠
ま
れ
る
が
､

い
ず
れ
も
天
上
世
界
に
存
在
し
､
天
上
を
移
動
す
る
月
の
擬
人
化
で
あ
る
｡

ま
た
,
｢聾

｣

の

｢聾

｣
は
･
古
事
記
上
巻
の
伎
･美

二
神
の
結
婚
で
'
伊
邪
那
美
命
が
伊
邪
那
岐
命
を
費
え
る
言
葉
に
出
て
-

る
｡

の
ち

い
も

い

ざ

な

み
の
み
こ
と

あ

な

に

や

し

.

.巨

後

に
妹

伊

耶

郡

美

命

､

｢阿
部

連

夜

志

､
愛

東
登
古

蓑
｣
と
言
ふ
｡

他
に
､
万
葉
集
の
｢月
読
｣
､
古
事
記
の
｢月
読
命
｣､
日
本
書
紀
の
｢月

読
尊
｣
｢月
弓
尊
｣
｢月
夜
見
尊
｣
も
す
べ
て
月
齢
'
月
の
形
'
出
現
時
間

に
拠
る
月
の
命
名
で
あ
っ
て
'
月
が
人
格
化
'
神
格
化
さ
れ
て
い
る
点
に

お
い
て

｢
さ
さ
ら
え
を
と
こ
｣
と
発
想
並
び
に
語
構
成
が
等
し
い
と
思
わ

二
㌧
｢
さ
さ
ら
｣
の
静
養
に
つ
い
て

古
辞
書
の
用
例
は
､
こ
う
で
あ
る
｡

ab
tヽ

Cd
tヽ

e

新
撰
字
鏡

硝

佐
々
良
石

倭
名
類
衆
抄

泊
湘

図
書
寮
本
類
東
名
義
抄

泊
湘

観
智
院
本
類
衆
名
義
抄

硝

同

混

･
泊

･
潤

･
湘
等

左
々
良
奈
美

左
々
良
奈
美

サ

ゝ
ラ
イ
シ

サ

ニ
フ
ナ
ミ

以
上
の
例
で
は
'
｢さ
さ
ら
｣
は

｢
石
｣
や

｢波
｣
と
共
に
複
合
語
を
成

す
｡
こ
の
場
合
'
｢さ
さ
ら
｣
か

｢さ
ざ
ら
｣
か
清
濁
に
問
題
は
残
る
が
'

複
合
語
の

｢細
か
な
石
｣
｢小
さ
な
波
｣
と
い
う
語
義
か
ら
判
断
す
れ
ば
､

｢
さ
さ
ら
｣
か
ら
は
､
｢細
か
い
｣
｢小
さ
い
｣
と
い
-
意
味
を
抽
出
で
き

よ

､つ

｡
一
万
㌧
万
葉
集
の
用
例
で
は
'
サ
サ
ナ
JJ,は
'
琵
琶
湖
の
西
南
岸

一
帯



の
地
名
の
捻
称
と
し
て
使
わ
れ
お
り
､
所
謂

｢小
さ
い
波
｣
の
意
味
で
は
､

サ
ザ
レ
ナ
ミ

(巻
十
二

二
二
〇
二

一等
)
が
使
用
さ
れ
､
清
濁
が
異
な
る
｡

こ
れ
は
'
｢細
か
な
石
｣
の
場
合
も
同
様
で
'
万
葉
集
の
用
例
で
は
､
｢佐

射
礼
伊
思
｣
(巻

一
四

二
二
五
四
二
)､
｢左
射
札
息
｣
(巻

一
四

･
三
四
〇

〇
)
と
､
サ
ザ
と
濁
音
表
記
で
あ
っ
て
サ
サ
ラ
と
は
清
濁
が
異
な
る
｡
こ

の
こ
と
は
'
サ
サ
ラ
と
サ
ザ
レ
は
'
上
代
に
あ
っ
て
は
区
別
が
あ
っ
た
可

能
性
を
示
唆
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡

ま
た
､
万
葉
集
､
巻

一
四

二
二
四
四
六
で
は
'

①
恥

動

か

か

秒

敵

中

か

恥

か

1即

か

鮮

轡

即
新

野

あ
し
と
ひ
と
ご

と

か
た
り
よ
ら
し

も

安

志

等

比

登

共

等

加

多

理

与

良

斯

母

と
あ
る
｡
こ
れ
は
､
愛
す
る
女
性
を
荻
に
例
え
る
例
で
､
｢
さ
さ
ら
荻
｣
は

普
通
'
｢細
い
ヲ
ギ
｣
(新
編
全
集
本
頭
注
)
と
さ
れ
る
.

1
般
的
に
荻
の

葉
は
細
長
い
形
状
で
か
な
り
の
長
さ
に
な
る

(牧
野
日
本
植
物
図
鑑
等
)0

｢
さ
さ
ら
｣
が
小
さ
い
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
れ
ば
､
長
い
形
状
は
､

そ
の
語
義
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
｡
そ
れ
故
'
こ
の
場
合
は
､
長
さ
で
は
な
く

そ
の
葉
の
細
さ
を
指
す
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
か
ら
判
断
す
れ
ば
､

本
来
'
｢細
-
て
長
い
状
態
｣
を

｢さ
さ
ら
｣
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

も
推
測
さ
れ
よ
う
｡

允
恭
天
皇
紀
八
年
二
月
に
は
'
次
の
如
-
あ
る
｡

_

に
し
き
ひも

と

さ

あ
ま
た

②
さ
さ
ら
が
た

(佐
瑳
羅
餓
多
)

錦

の

紐

を

解

き
放

け
て

数

は

ね

ただ
ひと
よ

寝

ず
に

唯

一
夜

の
み

さ
さ

ね

要
が
あ
ろ
う
｡
｢
さ
さ
が
ね
｣
は
､
本
来
｢
笹

が
根

｣
で
､
平
安
時
代
に
入

ささが
に

ささ

り
｢
笹

蟹

｣

に
な
っ
た
と
さ
れ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
｢笹
｣
と
関
係
し
た

言
葉
で
あ
る
｡

一
方
､
｢
さ
さ
ら
が
た
｣
も
｢
さ
さ
｣
の
音
は
共
通
し
て
い
る
｡
こ
の
｢さ

さ
ら
が
た
｣
に
付
き
'
例
え
ば
'
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
'
｢サ
サ
ラ

の
サ
サ
は
､
イ
サ
サ
カ
の
サ
サ
と
同
源
｡
こ
ま
か
い
意
｡
カ
タ
は
模
様
｡

サ
サ
ラ
ガ
タ
は
細
紋
｡
｣
と
説
明
す
る
｡
確
か
に
､
そ
の
よ
う
に
も
採
れ
る

が
､
も
う

一
つ
の
解
釈
が
可
能
で
な
い
か
｡
そ
れ
は
'
サ
サ
を
笹
(さ
さ
)

と
同
源
と
見
て
'
細
長
い
形
状
を
指
す
言
葉
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
｡
サ

サ
に
接
尾
語
ラ
が
付
い
た
サ
サ
ラ
が
細
長
い
形
状
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ

ば
､
｢さ
さ
ら
が
た
錦
の
紐
｣
と
は

｢幅
が
狭
-
､
(笹
の
よ
う
に
)
細
長

い
錦
の
紐
｣
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
な
か
ろ
う
か
｡

継
体
紀
七
年
九
月
に
は
､
是
-
あ
る
｡

わ

おは
き
み

お

③
-
我

が
大

君

の

帯

ば
せ
る

細

こ
れ
は
'
衣
通
郎
姫
の

わ

せ
こ

く

よ
ひ

我

が
夫

子

が

釆

べ
き
夕

な
り

さ
さ
が
ね
の

こ

よ
ひ
し
る

是
夕
著
し
も

く

も

お
こ
な

蜘

味

の

行

ひ

の
歌
に
対
し
て
､
允
恭
天
皇
が
歌
っ
た
歌
で
'
｢
さ
さ
が
ね
の
｣
に
対
し

て
'
｢
さ
さ
ら
が
た
｣
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
点
は
踏
ま
え
て
お
-
必

｢さ
さ
ら
の
小
野
｣
考

i
)

郎
び
奉
れ

こ
の

｢鄭
僻
掛
静
卦
軸
掛
｣
も
､
r大
系
J
の
口
訳
で
は
､
｢細
か
い
模

様
の
御
帯
｣
と
あ
り
'
そ
の
よ
う
に
も
理
解
で
き
る
が
'
帯
も
紐
と
同
様

に
長
い
形
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
｢幅
が
狭
-
細
長
い
御
帯
｣
の
意

味
に
も
採
れ
よ
う
｡

①

｢荻
｣
②

｢紐
｣
③

｢帯
｣
の
共
通
点
は
'
そ
の
形
状
の
細
長
さ
に

あ
る
｡

故
に
'
｢さ
さ
ら
｣
は
'
｢細
か
｣
さ
よ
り
も

｢細
長
｣
さ
を
表
わ
す
語

と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
｡

実
際
'
｢細
波

(さ
さ
な
み
)｣
に
つ
い
て
も
'
確
か
に
､

一
般
に
言
わ

れ
る

｢小
さ
な
渡
｣
と
い
う
こ
と
で
理
解
は
十
分
出
来
る
｡
し
か
し
な
が

ら
､
そ
の
形
状
は
､
注
意
深
-
観
察
す
れ
ば
分
か
る
こ
と
だ
が
'

一
つ
一

三
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つ
の
波
の
形
は
'
細
長
い
､
ま
さ
に
｢笹
形
｣
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
｢
さ
ざ

な
み
｣
の

｢
さ
さ
｣
の
語
源
も
'
あ
る
い
は
､
｢笹
｣
と
関
係
す
る
か
も
知

れ
な
い
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
少
な
-
と
も
'
｢
さ
さ
な
み
｣
に
は
'

｢小
さ
-
'
細
長
い
波
｣
と
い
う
語
義
が
'
古
-
は
存
在
し
た
可
能
性
が

あ
る
の
で
な
い
か
｡

｢
さ
さ
ら
｣
の

｢
さ
さ
｣
に
つ
い
て
は
'
｢狭

(さ
)
し
｣
の
語
幹

｢
さ
｣

の
繰
り
返
し
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
(日
本
国
語
大
辞
典
)｡
是
か
ら

す
れ
ば
'
｢
さ
さ
｣
は

｢
さ

(秩
)
｣
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強

調
さ
れ
た
'
｢大
変
狭
い
｣
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な

い
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
'
植
物
の

｢笹

(さ
さ
)
｣
と
い
う
名
も
'
そ
の
葉
の

形
状
が
他
の
植
物
と
比
べ
て
'
大
層
狭
-
長
い
こ
と
に
由
来
す
る
可
能
性

が
あ
ろ
う
｡

当
該
の

｢さ
さ
ら
え
を
と
こ
｣
の

｢
さ
さ
ら
｣
も

｢
さ
さ
｣
は
大
層
細

長
い
こ
と
を
表
わ
し
､
｢ら
｣
は
接
尾
語
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡

そ
の

｢さ
さ
ら
え
を
こ
と
｣
が

｢月
｣
の
異
名
で
あ
る
こ
と
は
'
そ
の
場

合
の
月
が
か
な
り
細
長
い
形
状
を
為
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
｡

月
は
新
月
か
ら
'
段
々
と
膨
ら
み
､
細
長
い
形
状
か
ら
円
み
を
帯
び
て

行
-
｡
太
陽
が
常
に
円
形
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
細
長
い
形
状
に
も
成
る

こ
と
が
月
の
特
徴
で
､
そ
れ
故
に
'
図
像
上
で
も
､
三
日
月
形
が
月
の
シ

ン
ボ
ル
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
｡
｢
さ
さ
ら
｣
の
場
合
も
'
月

の
細
長
い
形
状
に
特
徴
を
認
め
て
､
月
の
異
名
を

｢
さ
さ
ら
え
を
と
こ
｣

と
言
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
｡
｢
さ
さ
ら
｣
が
月
'
特
に
､
細
長
い
形
状
の

月
の
呼
称
で
あ
れ
ば
､
天
上
世
界
と
い
う
広
々
と
し
た
世
界
､
天
の
原
の

別
名
を
持
つ
大
き
な
空
間
の
中
で
､
そ
の
細
長
い
月
の
占
め
る
面
積
の
小

さ
さ
か
ら
'
あ
る
い
は
'
満
月
に
比
べ
て
の
小
さ
さ
か
ら

｢
小
野
｣
と
意

四

識
さ
れ
'
そ
の
形
状
と
面
積
の
両
者
を
併
せ
て
､
｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣
と
言

わ
れ
た
と
い
う
推
定
は
十
分
に
蓋
然
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

三
'
巻
三
･
四
二
〇
番
歌
の
さ
さ
ら
の
小
野

歌
に
即
し
て
へ
さ
き
ら
の
小
野
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
'
ま
ず
'

(-)

巻
三

･
四
二
〇
番
歌
の
全
文
を
掲
げ
る
｡

石
田
王
卒
之
時
､
丹
生
王
作
歌

一

な
ゆ
た
け
の

とを
よ
る
み
こ

き
に

名
湯

竹
乃
十
線
皇
子

せ

の
や
ま

に
か

む
さ
ぴ
に

瀬

乃

山

林

神

左

備

春

よ
づ
れ
か

わが
きき
つ
る

余

頭

礼

可

吾

開

都

流

珪

狭
丹

'一【 坐 享頼言首
我 袈等 と相ふ井

短
聞 き十..rh討,

こと
の

よ
の
な
か
の
-
や
しさ
こと
は

事
乃

世
間
乃

悔

言
者

そ蔀 三重蔓草を歌

者は

IJもhソく
隠
久

ひ
と
そ
いひ

人
曽
言
鶴言乃のく早

悔盲於お始竺

私
淑
か
か
】ul
粘
黙
呑

飛
掛
蔑

称

か
恥
か

わが
や
ど
に

み
もろ
を
たて
て

ま-らへ
に

いはひへ
を
すゑ

吾
屋
戸
ホ

御
諸
乎
立
而

枕
辺
布

斎
戸
乎
居

4き
た
れ

ゆ
ふ
だ
す
さ

か
ひ
な
に
かけ
て

あ
め
な
る

き

耶
郵

わ
掛
率
期

中
か
知
和
酎
和

讃

｣
･砕
轡
掛
藤
舟
妙
趣

･璃恥
部
和
郎
轍
酔
bi<o蟹
か
頑
仰邪
知
齢
蚕
耐
郡如
融
和

索

郎
鵬
か

跳
掛
か

烏

矩

恥
戯
恥
掛
か
掛

右
の
歌
で
､
丹
生
王
が

｢瑚
郡
か
衝
掛
静
小
野
｣
に
出
掛
け
よ
う
と
し

た
の
は
何
故
か
｡
｢菓

酢
｣
と
は
､
何
処
に
存
在
し
,
当
該
歌
に

と
っ
て
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
先
行
論
に
お

い
て
'
十
分
に
納
得
の
行
-
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え

な
い
｡
そ
こ
で
､
具
体
的
な
表
現
に
沿
っ
て
､
検
討
し
た
い
o

当
該
歌
に
お
い
て
､
さ
さ
ら
の
小
野
と
の
関
わ
り
が
問
題
と
な
る
の
は
､

｢
天
雲
の

そ
-
へ
の
棲
み
｣
か
ら

｢
ひ
さ
か
た
の

天
の
河
原
に

出

で
立
ち
て

み
そ
ぎ
て
ま
L
を
｣
の
部
分
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
丹
生
王
が

石
田
王
の
死
に
直
面
L
t
石
田
王
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ず
に
葬
っ



て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
た
部
分
で
あ
る
｡
今
､
石
田
王
の
復
活
と
い
う

言
葉
を
使
っ
た
が
'
こ
れ
に
は
異
論
も
あ
る
｡

四
二
〇
番
歌
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
'
石
田
王
の
状
況
に
関
し
て
二
説

あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

一
つ
は
､
危
篤
状
態
に
あ
る
が
生
存
し
て
い
る
と
い

う
解
釈
で
あ
り
'
も
う

一
つ
は
'
既
に
死
亡
し
て
'
婿
宮
に
安
置
さ
れ
て

い
る
状
態
だ
と
い
う
解
釈
で
あ
る
｡
そ
れ
に
伴
い
､
丹
生
王
の
行
動
の
解

釈
に
も
二
説
あ
る
｡

一
つ
は
､
石
田
王
が
死
な
ず
に
済
む
方
法
を
開
-
た
め
だ
と
い
う
説
で

あ
り
､
も
う

一
つ
は
､
招
魂

･
蘇
生
を
計
る
た
め
だ
と
い
う
説
で
あ
る
｡

ど
ち
ら
が
t
よ
り
適
切
か
'
以
下
'
吟
味
し
た
い
｡

①
天
雲
の

そ
-
へ
の
棲
み

天
地
の

至
れ
to
ま
で
に

(天
の
雲
が

逮
-
離
れ
て
見
え
る
そ
の
果
て
の
､
天
と
地
が

一
つ
に
寄
り
合
っ
て
い
る
'

そ
の
接
合
点
ま
で
)
-
こ
れ
は
､

1
つ
に
は
､
｢百
方
手
を
尽
-
し
て
石
田

王
が
死
な
ず
に
済
む
す
べ
を
教
わ
り
に
行
-
｣
(新
編
全
集
)
と
い
う
こ
と

の
比
境
と
も
取
れ
る
｡
し
か
し
､
さ
ら
に
積
極
的
な
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ

う
｡
そ
れ
は
､
上
代
日
本
人
の
世
界
観
を
踏
ま
え
た
解
釈
で
あ
る
｡

上
代
日
本
人
が
有
し
て
い
た
天
空
観
に
つ
い
て
は
'
先
に
拙
稿
に
お
い

(っこ

て
何
度
か
論
じ
て
き
た
｡

そ
こ
で
推
測
し
た
天
空
観
は
､
天
は

一
定
の
厚
さ
を
持
っ
た
層
状
の
物

質
か
ら
成
り
立
ち
､全
体
の
形
状
は
半
球
状
を
成
し
て
､大
地
や
海
を
す
っ

ぽ
り
と
覆
っ
て
お
り
'
そ
の
天
の
涯
は
､
地
の
涯
'
海
の
涯
と
接
合
し
て

い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
'
祈
年
祭
祝
詞
､
古
事
記
序
文
と

天
若
日
子
の
段
'
播
磨
国
風
土
記
託
賀
郡
や
出
雲
国
風
土
記
安
来
郡
'
万

葉
集
の

｢
天
地
之
依
相
之
極
｣
(巻
二
･
一
六
七
)
等
と
言
っ
た
表
現

(但

し
､
万
葉
集
で
は
'
空
間
的
無
限
性
が
時
間
的
永
遠
性
に
転
化
さ
せ
ら
れ

｢さ
さ
ら
の
小
野
｣
考

て
い
る
｡
)
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
天
空
観
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
天
地

･
天
海
が
そ
の
涯
で
接
合
し
た
ド
ー
ム
状
の
天
空
観

に
あ
っ
て
は
'
地
の
涯
'
海
の
涯
ま
で
到
達
で
き
れ
ば
'
そ
こ
か
ら
天
の

層
を
伝
わ
り
､
天
上
世
界
へ
登
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
｡
丹
後
国

風
土
記
逸
文
浦
島
子
の
条
で
､
島
子
が
五
色
の
亀
か
ら
変
身
し
た
亀
比
売

に
連
れ
ら
れ
､
舟
に
乗

っ
て
蓬
山
に
出
掛
け
'
そ
こ
で
､
昂
星
や
畢
生
に

出
逢
う
の
も
'
海
の
涯
が
天
上
世
界
と
繋
が
っ
て
い
る
と
古
代
人
が
観
念

(りこ

し
て
い
た
た
め
と
言
え
る
｡

こ
う
し
た
'
地
の
涯
､
海
の
涯
か
ら
天
上
世
界
へ
到
達
で
き
る
と
い
う

観
念
は
'
中
国
の
古
文
献
に
先
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡
例
え
ば
'
晋

の
張
華

F博
物
誌
』
巻
十
へ
雑
説
下
篇
で
は
､

境

野
に
1㌢

,
夢

｡
削
畢

b<"
の
獣

に
掛
る
都
か

E
o
･･････&

とほ
よ
か
ちう
なほ
せ
いげ
つに
つし
ん

み

十
余
日

中

猶
星
月
日
辰
を
観
る
が
ご

と
し
｡
か
齢
潜
潜
鮎
鮎
と
し
て
那
獣
ら
ず
｡
･･･-
碗
妻

.

･･･-
朝
卦

兼

,

蔀

,
緋
ひ
て
か
は

く,

｢僻の雌
か

野

苛

｣
と
;<
&

の揮

∵

漕

筋

管

空

と
狩

へ
て
臥
は
く
'
還

り
て

萄

郡

に
至

り
'
厳

君

平

を
訪

ぬ
れ
ば

則

ち

し

のち

しよ
く

いた

く
んペ
い

と

l

を
知
ら
ん
｡｣
と
｡
-
-
後
､
苛
に
至
り
君
平

に
間

ふ
｡
日

は
-
｢

某 官之 孟答孟

ね
ん
が
っ
ぴ
か-
せ
い
あ

け
んぎ
う
し
書く
お
か

年

月

日

客

星

有

り
て
'
牽

牛

宿

を

犯

せ

匙

㌢

許

し
刷
畢

｣

Illノ
I,J
lh■JJJl

}

lr■ー
･

l
ILノ

り
.
三

菱

と
あ
っ
て
､
海
の
果
て
か
ら
'
桂
に
乗
っ
て
天
上
世
界
に
赴
い
た
人
の
話

が
見
ら
れ
る
｡
ま
た
'
｢刑
楚
歳
時
記
』
で
も
'
張
寮
が
'
黄
河
を
逆
上

り
､
天
上
世
界
に
達
し
､
織
女
と
出
逢
う
話
が
知
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
が
'
奈
良
時
代
の
日
本
の
知
識
人
に
も
'
広
-
知
ら
れ
た
説
話

で
あ
っ
た
こ
と
は
､
r横
風
藻
j
の
次
の
詩
句
に
兄
だ
せ
る
.

32

藤
原
史
.
書
か
に
臥
ぶ
.
r尉
新
香

卜知
り
去

る
｣

五



勝

俣

隆

36

伊
予
部
の
馬
菱
の
連

｢鵬
警

｣

92

藤
原
朝
臣
事
合

｢霊

灯
｣

さ
ら
に
'
こ
う
し
た
天
空
観
は
'
『晋
書
』
天
文
志
所
収

｢考
天
論
｣
の

て
ん

かた
ち

きう
りう

とり
の
こ

まく

ご
と

そ

き
は

し
か
い

天

の

形

は

弓

隆

す
る
こ
と
､
鶏

子

の
幕

の
如

し
｡
其

の
際

は
'
四

海

おも
て
あ
ま

せ
つ

げ
ん
き

う
へ

う

の

表

に

周

ね
-
摸

し
'
元

気

の
上

に
浮

か
ぶ
｡

(3
)

と
似
て
い
る
｡
こ
う
し
た
天
地
接
合
の
世
界
観
に
お
い
て
は
､
地
の
涯
ま

で
行
け
ば
'
そ
こ
に
は
天
の
壁
が
降
り
て
来
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
'
そ
こ

か
ら
天
の
壁
を
登
り
'
あ
る
い
は
､
天
の
河
を
逆
上
り
'
不
老
不
死
の
世

界
で
あ
る
月
世
界
即
ち

｢さ
さ
ら
の
小
野
｣
へ
行
っ
て
､
石
田
王
を
蘇
生

さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
も
解
せ
る
｡

②
械
つ
き
も

つ
か
ず
も
行
き
で

(杖
を
つ
い
て
で
も
､
衝
か
な
い
で

も
'
何
と
し
て
で
も
行
き
着
い
て
)
-
杖
は
､
長
距
離
の
旅
の
必
需
品
｡

何
と
し
て
で
も
､
地
の
涯
へ
行
き
､
石
田
王
の
死
な
ず
に
済
む
方
法
を
聞

き
出
し
､
石
田
王
の
延
命
を
図
る
の
か
'
あ
る
い
は
､
さ
ら
に
､
さ
さ
ら

の
小
野
ま
で
石
田
王
の
霊
を
探
し
に
出
掛
け
､
王
の
蘇
生
を
図
り
た
い
と

い
う
丹
生
王
の
決
意
が
窺
わ
れ
る
｡
西
宮

一
民
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
'

万
葉
集
巻
十
三

二
二
三

1
九
の

｢杖
つ
き
も

つ
か
ず
も
我
は

行
か
め

ど
も

君
が
釆
ま
き
む

道
の
し
ら
な
-
｣
の
歌
と
関
連
が
あ
る
と
見
る

の
が
自
然
で
'
｢亡
き
石
田
王
を
探
し
に
行
-
行
為
の
表
現
｣
と
述
べ
ら
れ

た
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
巻
二

二

五
八

｢
山
吹
の

立
ち
よ
そ
ひ
た
る

山
清
水

＼汲
み
に
行
か
め
ど

道
の
知
ら
な
-
｣
や
同

･
二
〇
八

｢秋
山

の

黄
葉
を
紫
み

惑
ひ
ぬ
る

妹
を
求
め
む

山
路
知
ら
ず
も
｣
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
､
｢道
の
知
ら
な
-
｣
や

｢山
路
知
ら
ず
も
｣
と
は
､
死
者

が
冥
土
へ
と
旅
立
っ
た
そ
の
跡
を
追
い
求
め
る
道
が
分
か
ら
な
い
と
い
う

意
味
で
あ
る
｡
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
､
当
該
歌
で
も
､
石
田
王
が
瀕
死
の
状

六

態
に
あ
る
の
を
救
う
手
だ
て
を
見
つ
け
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
､
亡
き
石

田
王
の
魂
を
追
い
求
め
て
い
る
丹
生
王
の
姿
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
｡

③
列
習

(夕
方
辻
に
出
て
占
い
を
L
t
ま
た
t

を
投
げ
て
､
あ
る
い
は
､
石
を
使
っ
て
占
い
を
し
)
-

｢夕
占
｣
は
'
万

葉
集
で
は
､
次
の
如
き
こ
と
を
占
う
場
合
に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
｡

①
夫
の
訪
れ
を
占
う
場
合

(巻
十

1
二

一六

二
二
､
巻
十

1
･
二
六
二

五
､
巻
十

一
二

一六
八
六
､
巻
十
三

二
二
l三

八
､
巻
十
四

･
三
四

六
九
㌧
巻
十
六

二
二
八

二

㌧
巻
十
七

･
三
九
七
八
)

②
妻
を
訪
れ
る
べ
き
機
会
を
占
う
場
合

(巻
四

･
七
三
六
)

③
恋
人
た
る
女
性
の
自
分

へ
の
気
持
ち
を
占
う
場
合

(巻
十

一
二

一五

〇
六
)

①
か
ら
③
に
共
通
し
て
い
る
の
は
､
妻
や
夫
､
あ
る
い
は
恋
人
が
相
手

の
訪
れ
や
気
持
ち
を
占
う
と
い
う
点
で
､
圧
倒
的
に
多
い
の
は
'
妻
が
夫

や
恋
人
の
訪
れ
を
占
う
場
合
で
あ
る
｡
本
例
の
場
合
も
'
丹
生
王
が
夫
の

石
田
王
の
訪
れ
を
占
う
と
い
う
意
味
合
い
が
推
測
さ
れ
る
｡

一
方
､
石
占

に
つ
い
て
は
､
本
例
以
外
見
ら
れ
な
い
の
で
､
比
較
で
き
な
い
が
､
そ
の

目
的
は
､
夕
占
と
恐
ら
-
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
行
為
で
あ
ろ
う
｡
い
ず
れ

に
せ
よ
､
本
例
は
'
万
葉
集
巻
十
三
･三
三

一
八
で
､
｢行
き
し
君

い
つ

来
ま
き
む
と

玉
梓
の

道
に
出
で
立
ち

夕
占
を

我
が
間
ひ
し
か
ば

夕
占
の

我
に
告
ら
-
-

君
は
釆
ま
き
ぬ
｣
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る

と
い
う
西
宮

一
民
氏
の
御
指
摘
が
当
を
得
て
い
よ
う
｡
こ
こ
で
は
､
出
掛

け
て
行
っ
て
帰
ら
な
い
石
田
王
の
行
方
を
占
う
'
あ
る
い
は
'
既
に
冥
界

に
旅
立
っ
た
石
田
王
に
逢
う
べ
き
手
だ
て
を
占
う
の
で
あ
ろ
う
｡



④
わ
が
や
町
に

み
も
ろ
を
立
て
て

枕
辺
に

斎
毛
を
据
え

竹
玉

を
間~
な
-
貫
き
革t
叫
.…木
綿
だ
射
創
｢
加
ひ~
軸
q
掛
叫
て-
(私
の
家

(或

い
は
'
旅
の
宿
)
に

神
霊
の
宿
る
場
所
を
立
て
て

丹
生
王
の
体

(或

い
は
亡
骸
)
の
頭
の
辺
り
に

神
を
祭
る
神
聖
な
瓶
を
備
え

竹
の
管
玉

で
出
来
た
首
飾
り
を
首
か
ら
垂
れ
て

木
綿
で
作

っ
た
棒
を

両
腕
に
掛

け
て
)
-
こ
の
場
合
､
類
似
表
現
が
何
首
か
に
見
ら
れ
る
の
で
､
そ
れ
を

表
と
し
て
､

一
覧
し
て
み
た
い
｡

ま
ず
'
｢
わ
が
宿
｣
に
つ
い
て
は
'
①

｢都
の
丹
生
王
の
家
｣
と
②

｢旅

先
で
の
丹
生
王
の
仮
の
宿
り
｣
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
｡
丹
生
王
の
行
為

を

一
連
の
も
の
と
見
な
し
た
場
合
'
①
で
は
'
丹
生
王
は
'
天
と
凍
す
る

地
の
涯
へ
行
っ
た
か
と
思
う
と
'
都
の
家
へ
戻
り
､
ま
た
､
天
上
世
界

へ

出
掛
け
て
行
-
と
い
う
不
自
然
な
動
作
を
行
う
こ
と
に
な
る
｡
②
で
あ
れ

ば
'
丹
生
王
は
'

一
貫
し
て
'
天
上
世
界
で
､
石
田
王
の
復
活
の
た
め
の

行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
な
り
､
流
れ
が
自
然
で
あ
る
｡
た
だ
'
西
宮

一
民

氏

『仝
注
』
の
よ
う
に
'
丹
生
王
の
行
為
を

1
連
の
も
の
と
は
見
な
さ
ず

に
へ
亡
き
石
田
王
を
捜
し
求
め
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
と

見
な
せ
ば
､
都
で
の
動
作
と
天
上
世
界
で
の
動
作
が
併
記
さ
れ
て
い
て
も
'

不
自
然
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
｡

丹
生
王
の
行
動
を

一
貫
し
た
も
の
と
見
な
せ
ば
'
｢我
が
宿
｣
は
､
②
｢旅

先
で
の
丹
生
王
の
仮
の
宿
り
｣
の
意
味
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
但
し
､

｢
わ
が
｣
と
い
う
修
飾
語
が
､
旅
先
の
宿
り
の
意
味
の

｢
や
ど
｣
に
本
当

に
使
え
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡
｢や
ど
｣
と
い
う
言
葉
自
体
が
自

宅
ば
か
り
で
な
-
､
旅
先
の
宿
泊
所
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
こ
と
は
'
例

え
ば
､
〓

語
の
辞
典

家
』
(阪
倉
篤
義

･
浅
見
徹
氏
著
'
三
省
堂
)
で

｢
『や
ど
か
る
』
『や
ど
か
す
l
と
い
う
語
が
あ
る
よ
う
に
'｣
や
ど
｣
は
倒

忍

宿
泊
所
内
親
塊
に
用
い
らI
q
引
魂
相
で
も~
動
.3
m叫
訓
｣
と
指
摘
す
る
よ
う

｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣
考

木綿樺.竹玉 斎歪 御諸 我が宿 目 的 作 者 歌

○ ○ ○ ○ ○ 丹生王 当該歌

○ ○ ○ × × 悲 .神祭 大伴坂上郎女 ≡ .三七九

○ × ○ × × 旅の安全 大伴宿爾三中 ≡ .内四三

○ ○ ○ × × 旅の安全 遣唐使の母 九 .一七九〇

× ○ ○ × × 恋 或る女性 一三 .三 二 八四

○ × ○ × × 悲 或る女性 二三 .三二八八

× × ○ × × 旅の安全 大伴坂上郎女 一七 .三九二七

× × ○ × × 旅の安全 大伴宿爾家持 二〇.四三三一

七



勝

俣

隆

に
問
題
は
な
い
｡

さ
ら
に
'
ヤ
ド
の
ド
は
甲
類
､
ヤ
ド
リ
の
ド
は
乙
類
だ
が
'
両
者
は
混

乱
し
て
使
わ
れ
る
面
が
あ
っ
た
｡
例
え
ば
'
巻

一
五

･
三
五
八
〇
｢君
が

行
-
海
辺
の
宿
に
(海
辺
乃
夜
行
ホ
)

霧
立
た
ば

我
が
立
ち
嘆
-

息

と
知
り
ま
せ
｣
で
は
'
ヤ
ド
の
ド
は
乙
類
だ
が
､
旅
先
の
海
辺
の
宿
泊
施

設
を
指
し
て
い
る
｡

そ
れ
故
'
ヤ
ド
に
旅
先
の
宿
泊
所
の
意
味
が
あ
れ
ば
､
こ
の
場
合
の
｢
わ

が
や
ど
｣
も
'
都
の
自
宅
で
は
な
く

天
地
の
接
す
る
そ
の
涯
で
の
'
仮

の
宿
り
と
し
て
の

｢や
ど
｣
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
｡

若
し
そ
う
で
あ
れ
ば
'
こ
の
部
分
は
'
天
上
世
界
に
至
っ
た
丹
生
王
が
､

仮
の
宿
り
を
天
上
世
界
に
作
り
'
石
田
王
の
蘇
生
を
願
っ
て
､
そ
の
霊
魂

を
呼
び
寄
せ
る
呪
術
を
し
た
場
面
と
言
え
よ
う
｡

一
方
､
｢我
が
宿
｣
の

｢我
が
｣
は
旅
先
の
宿
に
は
使
え
な
い
と
い
う
見

方
も
あ
ろ
う
｡
万
葉
集
の
用
例
で
､
｢我
が
宿
｣
と
あ
る
場
合
､
ほ
と
ん
ど

例
外
な
-
､
自
分
の
住
ん
で
い
る
家
屋
そ
の
も
の
'
あ
る
い
は
自
分
の
家

の
庭
の
植
え
込
み
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

用
例
か
ら
言
え
ば
'
｢我
が
宿
｣
は
'
丹
生
王
の
自
宅
で
あ
る
可
能
性
の

方
が
高
い
｡
｢我
が
宿
｣
が
､
都
の
丹
生
王
の
家
で
あ
る
な
ら
ば
'
ど
う
理

解
す
べ
き
か
｡

西
宮

一
民
氏

『全
注
』
の
よ
う
に
'
亡
き
石
田
王
に
逢
う
た
め
の
手
段

を
羅
列
し
て
い
る
だ
け
と
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
自
宅
に
､
石
田
王
(の

魂
)
に
逢
う
べ
き
呪
術
的
装
飾
を
成
し
た
と
い
う
こ
と
で
､
意
味
は
通
る
｡

仮
に
も
し
ま
た
､
こ
れ
ら
の
行
為
が

一
貫
し
た
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
'

時
間
的
に
前
後
す
る
が
､
丹
生
王
は
､
都
の
家
に
石
田
王
の
魂
寄
せ
の
為

の
呪
術
的
装
置
を
用
意
し
'
そ
の
後
で
'
杖
を
た
よ
り
に
'
地
の
果
て
ま

で
'
石
田
王
の
魂
を
探
し
に
行
っ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡

八

次
に
表
の
中
で
'
｢笥

｣
が
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
の
で
､

そ
れ
が
如
何
な
る
行
為
で
あ
る
の
か
'
検
討
し
て
み
た
い
｡
万
葉
集
の
用

例
は
'
九
例
あ
る
が
､
当
該
歌
以
外
の
歌
の
目
的
は
'
次
の
通
り
で
あ
る
｡

①
旅
の
安
全
を
祈
る
た
め

(巻
三

･
四
四
三
､
巻
九

二

七
九
〇
㌧
巻

十
七

･
三
九
二
七
､
巻
二
十

･
四
三
三

1
､
巻
二
十
､
四
三
九
三
)

②
神
を
祭
る
た
め

(巻
三
･三
七
九
㌧
巻

二
二
二
二
二
八
四
､
巻

一
三
･

三
二
八
八
)

③
逢
い
が
た
い
恋
人
に
逢
う
た
め

(巻
三

･
三
七
九
､
巻

二
二
二
二
二

八
四

巻

二
二
･
三
二
八
八
)

こ
の
分
類
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
②
と
③
は
歌
が
重
複
し
て
い
る
が
､

①
か
ら
③
に
共
通
し
て
い
る
の
は
'
今
現
在
こ
の
場
所
を
離
れ
て
い
る
存

在
に
対
し
て
､
速
や
か
に
此
処
に
帰
来
す
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
点
で

あ
る
｡
即
ち
､
旅
行
-
肉
親
や
'
祖
先
の
神
や
訪
れ
ぬ
恋
人
の
帰
着
や
来

訪
を
祈
願
す
る
場
合
に

｢斎
歪
を
据
え
｣
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
'
旅
人
や
神
や
恋
人
の
魂
を
閉
じ
込
め
て
お

-
た
め
の
ウ
ツ
ホ
的
意
味
合
い
､
ま
た
'
離
れ
て
し
ま
っ
た
魂
を
呼
び
戻

す
た
め
の
依
代
的
な
意
味
合
い
が
'
｢斎
歪
｣
に
は
あ
る
の
で
な
か
ろ
う

か
｡当

該
歌
に
即
し
て
言
え
ば
､
天
上
世
界
へ
旅
行
-
丹
生
王
自
身
の
安
全

を
祈
願
す
る
た
め
と
も
取
れ
な
-
は
な
い
が
､
他
の
例
か
ら
見
れ
ば
､
石

田
王
の
霊
魂
を
呼
び
戻
す
た
め
の
舞
台
装
置
と
見
な
し
た
方
が
よ
り
適
切

で
あ
ろ
う
｡

お
く
や
ま

当
該
部
分
は
'
大
伴
坂
上
郎
女
神
を
祭
る
歌

一
首
た
る
｢
奥

山

の

さ

か
き
の
根
に

し
ら
か
仲
け

芽

報
謝
訂

都
乱

引

野

鵬
玉
を

し
じ
に
か
き
垂
れ
｣
｢召

｢
封

叫

馳
引
か

刷
｣
が
'
表
で
も
分
か
る
よ
う
に
'
最
も
類
似
性
が
高
い
｡



こ
の
歌
は
題
詞
の
如
上

神
を
祭
る
行
為
を
歌
っ
た
歌
で
あ
る
｡
こ
の

神
は
大
伴
氏
の
祖
先
神
天
忍
日
命
と
も
､
郎
女
の
夫
で
あ
っ
た
大
伴
宿
奈

麿
の
霊
魂
と
も
言
わ
れ
る
が
､
ど
ち
ら
も
､
既
に
こ
の
世
に
は
存
在
し
な

い
者
が
祭
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
敷
街
す
れ
ば
､
丹
生
王
が
大

伴
坂
上
郎
女
と
同
様
な
呪
術
を
行
う
の
も
､
既
に
死
者
と
な
っ
て
い
る
石

田
王
の
魂
を
呼
び
戻
し
て
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
ろ
う
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
万
葉
集
の
も
う

一
首
の

｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣
の

おそ

例
で
あ
る
｢
伯

ろ
し
き
物
の
歌
三
首
｣
の
第

1
が
参
考
に
な
ろ
う
｡

あ
め

八
八
七

天

な
る
や

榔

軸

部

仙
軸

に

新

郎

朴

り

即

妙

り

･けけ
k

ソ

ば
か
に

鶏

を

立
つ
も

こ
の
歌
で
'
｢神
楽
良
の
小
野
に
｣
｢鵜
｣
が
出
て
-
る
の
は
'
金
関
丈

夫
氏
'
『改
訂
綜
合
日
本
民
俗
語
柔
』
'
東
光
治
氏

『高
菜
動
物
考
』
で
説

か
れ
る
よ
う
に
'
人
が
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
近
づ
-
と
急
に
飛
び
立
つ
鶏
の
性

質
､
｢鵜
成
す
1
い
は
ひ
も
と
ほ
り
､
巻
二

二

九
九
､
巻
三

･
二
三
九
｣

等
が
あ
る
よ
う
に
､
死
者
の
死
を
悼
む
葡
旬
儀
礼
と
の
関
連
'
ま
た
､
鳥

と
霊
魂
の
関
係
が
係
わ
ろ
う
｡
鳥
と
霊
魂
の
密
接
な
関
係
は
倭
健
命
の
霊

3iL凸

が
八
尋
白
智
鳥
に
成
る
点
に
も
見
ら
れ
'
多
数
の
論
が
あ
る
｡
｢霊
魂
が
鳥

に
乗
っ
て
天
上
界
や
冥
界
へ
自
由
に
移
動
で
き
る
と
考
､三
｢霊
魂
そ
の
も

の
が
鳥
形
で
顕
現
す
る
と
信
じ
｣
た

｢鳥
霊
信
仰
｣
が
､
鶏
が
さ
さ
ら
の

小
野
に
出
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
'
恐
ら
-
間
違
あ
る
ま
い
｡

丹
生
王
が
さ
さ
ら
の
小
野
に
出
掛
け
た
理
由
が
石
田
王
の
霊
魂
の
復
活

に
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
の
石
田
王
の
霊
魂
に
逢
え
る
場
所
が
さ
さ
ら
の
小

野
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
｡

な
お
'
丹
生
王
の
姿
は
'
記
紀
神
話
の
天
字
受
売
命
の
天
の
岩
屋
戸
に

お
け
る
姿
と
も
似
る
が
'
天
宇
受
売
命
の
行
為
が
'
天
照
大
神
の
岩
屋
戸

｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣
考

か
ら
の
復
活
を
祈
る
呪
術
で
あ
れ
ば
､
同
じ
く

石
田
王
の
復
活
を
祈
る

呪
術
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
故
の
類
似
と
言
え
よ
う
｡

⑤
天
な
る

さ
さ
ら
の
小
野
の

七
ふ
警

手
に
取
り
持
ち
て

(天
上

界
の
さ
さ
ら
の
小
野
に
あ
る
七
節
あ
る
菅
を
手
に
取
っ
て
持
っ
て
)
-
｢
天

な
る

さ
さ
ら
の
小
野
｣
は
'
上
述
し
た
如
-
月
世
界
そ
の
も
の
'
ま
た

は
月
世
界
の
1
部
で
あ
る
小
さ
な
野
原
の
謂
と
言
え
る
｡
そ
の
場
合
､
三

日
月
型
の
よ
う
な
細
長
い
月
の
イ
メ
ー
ジ
が
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
は

先
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
｡
こ
こ
で
'
丹
生
王
が
石
田
王
の
霊
魂
の
復

活
を
目
指
す
と
い
う
行
為
の
中
で
'
月
世
界
で
あ
る
さ
さ
ら
の
小
野
が
出

て
-
る
必
然
性
を
解
明
し
た
い
｡
先
行
論
で
は
'
当
該
歌
に
'
こ
う
し
た

状
況
の
中
で
さ
さ
ら
の
小
野
が
出
て
-
る
理
由
に
つ
い
て
､
あ
ま
り
明
確

な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
は
､
さ
さ
ら
の

小
野
が
あ
る
､
あ
る
い
は
､
さ
さ
ら
の
小
野
そ
の
も
の
で
あ
る
月
世
界
に

つ
い
て
､
古
代
人
が
ど
う
い
う
思
い
を
抱
い
て
き
た
の
か
を
振
り
返
る
必

要
が
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
'
上
代
文
学
で
､
月
が
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
き
た
か
'
分

類
し
て
見
る
と
'
｢月
読
命
｣
｢月
読
壮
士
｣
･
｢月
人

(壮
士
)｣
の
如
き
人

格
化

(神
格
化
)
､
｢月
船
｣
の
如
き
比
喰
'
生
活
の
光
源
､
美
的
対
象
､

永
遠
性
や
無
常
性
の
象
徴
等
'
様
々
な
観
念
が
あ
る
が
'
当
該
歌
と
関
係

が
深
い
の
は
､
｢不
死
の
霊
薬
･霊
水
の
あ
る
不
老
不
死
の
世
界
｣
と
見
な

(LL')

す
見
方
で
あ
ろ
う
｡
丹
生
王
が

｢さ
さ
ら
の
小
野
｣
ま
で
出
掛
た
理
由
が

石
田
王
の
延
命
ま
た
は
蘇
生
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

月
と
不
死
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
以
前
か
ら
多
-
の
研
究
が
な
さ
れ
て

き
た
｡

例
え
ば
t
N
･
ネ
フ
ス
キ
ー
'
石
田
芙

一
郎
､
松
前
健
氏
等
の
論
が
あ

九



勝

俣

隆

り
'
月
が
そ
の
盈
虚
に
よ
り
､
死
と
復
活
と
結
び
つ
き
､
不
死
の
存
在
と

見
な
さ
れ
､

(6
)

さ
れ
た
｡

実
際
､
万

あ
ま
はし
も

天

橋

文

菓
長 慕集

鴎 碧±

不
老
不
死
の
霊
薬
が
存
在
す
る
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
論
証

い
とり
き
て

伊
取
釆
而

公差董 言草
ま
つりて

高 宝二

夏山 言三
幸文も蒜一四

五
に
は
'

対

郎
割
郎

耶
掛
か
か

掛
郁
鮎
ポ

し
か
も

奉
而

趨
得
之
早
物

を
ち
みず

と
あ
り
'
月
に
不
老
不
死
の
霊
薬

｢変
若

水

｣

が
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
て

い
る
｡

こ
れ
は
'
准
南
子
に
'

げ
い
ふ
し

-
すり

せ
いおう
ぽ

こ

こ
う

が

ぬ
す

も
つ

つ
き

は
し

罪

不

死

の

薬

を

西

王

母

に
請

ふ
｡
恒

蛾

窺

み
て
以

て
月

に
奔

る
｡
(『覧

冥
訓
』
)

と
あ
る
如
上

中
国
に
先
例
が
見
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
'
月
の
不
老
不
死
性

と
の
関
連
か
ら
､
当
該
歌
を
解
釈
し
た
い
｡

｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣
が
月
世
界
の
小
野
で
あ
れ
ば
'
そ
こ
は
不
死
の
世

界
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
月
世
界
の
不
死
の
力
で
､
石
田
王
の
霊
魂
の
蘇
生

を
図
ろ
う
と
す
る
の
が
'
こ
の
部
分
の
趣
旨
と
言
え
よ
う
｡

七
ふ
菅
は
､
そ
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
の
呪
物
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の

場
合
､
何
故

｢七
ふ
菅
｣
と
あ
っ
て

｢
七
｣
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
､
検

討
し
た
い
｡

津
清
久
孝
氏
は
､
『注
釈
』
で

｢七
節
に
編
め
る
程
の
長
い
菅
の
意
｣
と

｢
七
ふ
菅
｣
の
説
明
を
し
て
お
り
､
そ
れ
が

一
般
的
な
解
釈
と
な
っ
て
い

る
｡
し
か
し
'
何
故
､
他
の
数
字
で
は
な
-
'
｢七
ふ
菅
｣
な
の
か
｡

ミ
ル
チ
ャ
･
エ
リ
ア
-
デ
は

『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
の
中
で
'
次
の
如

=-l

-
述
べ
て
い
る
｡

ヴ
ォ
グ
ー
ル
人
も
七
つ
の
階
層
の
あ
る
梯
子
を
登
っ
て
天
に
到
達

す
る
と
信
じ
て
い
る
｡
こ
の
七
つ
の
天
の
概
念
は
東
南
シ
ベ
リ
ア
全

十

域
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
-
七
と
い
う
神
話
的
な
数
が
､
シ
ャ
ー

マ
ン
の
技
術
や
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

小
南

一
郎
氏
は
､
『中
国
の
神
話
と
物
語
り
』
｢七
夕
と
西
王
母
｣
に
お

(8
)

い
て
､
斯
-
論
ず
る
｡

七
月
七
日
の
夜
､
水
時
計
の
七
刻
と
い
う
の
み
な
ら
ず
､
七
勝
(顔

に
つ
け
る
飾
り
)'
七
個
の
桃
と
､
西
王
母
に
関
し
て
七
と
い
う
数
字

が
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
物
語
り
の
基
盤
に

な
っ
た
伝
承
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
'
-
七
月
七
日
の
儀
礼
の
背

後
に
あ
る
七
の
数
の
呪
術
も
､
-
宇
宙
の
構
造
に
結
び
つ
い
た
神
話

的
な
観
念
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
-

さ
ら
に
'
氏
は
､
同
書

｢入
日
と
玉
勝
｣
に
お
い
て
､
次
の
如
-
述
べ

る
｡

中
国
に
お
い
て
七
日
が
祭
日
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
は
-
ま
た
七

を
聖
数
と
考
え
る
古
い
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
麻
を
受
け
た
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
の
上
で
'
同
書

｢七
月
七
日
1

祖
霊
の
帰
還
｣
で
は
'
以
下
の
よ

う
に
説
明
す
る
｡

-

一
月
七
日
と
七
月
七
日
は
祖
霊
を
迎
え
入
れ
る
日
で
あ
り
､
-

七
月
七
日
は
､
｢内
伝
｣
で
は
武
帝
の
も
と
に
西
王
母
と
上
元
夫
人
と

が
降
臨
す
る
日
で
あ
り
､
王
胡
の
入
実
評
で
は
叔
父
の
霊
が
や
っ
て

来
て
幽
途

(冥
土
)
を
案
内
す
る
日
と
な
っ
て
い
る
｡

他
に
も
'
正
道
寺
康
子
氏
は
'
う
つ
ほ
物
語
で
'
七
月
七
日
の
夜
､
七

絃
琴
で
俊
蔭
の
霊
を
呼
び
出
す
の
は
､
｢七
｣
の
数
字
の
呪
術
的
使
用
で
あ

･1∴

り
'
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
が
影
響
し
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡



当
該
の

｢七
相
菅
｣
も
､
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
重
要
視
さ
れ
る

｢七
｣

の
数
字
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
､
そ
の

｢七
｣
に
'
石
田
王
の
霊
魂
を
招

-
と
い
う
呪
術
的
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
な
か

ろ
う
か
｡

つ
ま
り
､
こ
の
部
分
は
､
シ
ャ
ー
マ
ン
の
呪
具
と
し
て
の
七
相
菅
に
よ
っ

て
'
遊
離
し
た
石
田
王
の
霊
魂
を
繋
ぎ
止
め
､
次
の
硬
ぎ
で
､
そ
の
復
活

を
計
る
と
い
う
段
取
り
を
描
い
た
も
の
と
亨

え
な
い
だ
ろ
う
か
.

従
っ
て
､
丹
生
王
に
は
､
以
下
の
如
き
丞
女

(女
シ
ャ
ー
マ
ン
)
的
意

味
合
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

①
地
の
涯
か
ら
'
天
上
へ
昇
ろ
う
と
し
た
点
｡

②
招
魂
儀
礼
を
行
お
う
と
し
た
点
｡

③
大
伴
坂
上
郎
女
と
行
動
が
似
て
い
る
が
､
郎
女
も
丞
女
的
性
格
が
あ

る
と
さ
れ
る
点
｡

④
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
聖
数
で
あ
る

｢
七
｣
の
付
-
呪

物
を
持
っ
て
魂
を
取
り
返
そ
う
と
し
た
点
｡

そ
れ
故
'
丹
生
王
が
行
お
う
と
し
た
天
界

(月
世
界
や
天
の
河
)
訪
問

は
､
あ
る
意
味
で
'
シ
ャ
ー
マ
ン
の
-
ラ
ン
ス

(シ
ャ
ー
マ
ン
自
体
の
霊

魂
が
､
シ
ャ
ー
マ
ン
の
肉
体
か
ら

一
時
的
に
抜
け
出
し
て
､
天
界
へ
上
昇

し
た
り
､
地
下
界

へ
下
降
し
て
'
目
的
の
魂
を
探
す
旅
に
出
掛
け
る
こ
と
)

に
相
当
す
る
と
も
言
え
る
の
で
な
か
ろ
う
か
｡

と
こ
ろ
で
'
丹
生
王
が
目
指
し
た
の
が
'
石
田
王
の
霊
魂
の
復
活
だ
と

す
る
と
'
古
代
日
本
人
が
霊
魂
の
復
活
に
つ
い
て
'如
何
な
る
観
念
を
持
っ

て
い
た
の
か
確
認
し
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡

松
村
武
雄
氏
は
､
『
日
本
神
話
の
研
究
｣
の
中
で
次
の
如
-
論
じ
ら
れ

た
｡

古
代
日
本
民
族
の
霊
魂
観
も
'
多
-
の
低
層
文
化
民
族
が
さ
う
で

｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣
考

あ
る
や
う
に
､

川魂
の
肉
体
に
対
す
る
去
就
に
死
生
の
因
を
見
る
こ

と
'

㈲生
と
死
と
の
間
の
限
界
線
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
'
そ
の

主
要
な
性
質
と
し
て
ゐ
た
｡
人
が
死
ぬ
の
は
'
魂
が
体
を
離
れ
る
か

ら
で
あ
り
､
従
っ
て
何
等
か
の
方
法
に
よ
っ
て
魂
を
留
ま
ら
せ
又
呼

び
返
せ
ば
復
活
す
る
と
信
じ
て
ゐ
た
｡

松
村
氏
に
拠
れ
ば
'
魂
を
体
内
に
戻
せ
ば
蘇
生
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
'

丹
生
王
が
目
指
し
た
の
は
､
ま
さ
に
石
田
王
の
魂
を
石
田
王
の
肉
体
に
戻

す
こ
と
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
｡

⑥
ひ
さ
カ
た
の

天
の
F.原
に

出

ち
て
み
そ
き
て
ま
L
を

(天

の
河
の
河
原
に
立
ち
出
て
行
っ
て
'
敢
ぎ
を
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
に
)
-

こ
の
顧
ぎ
は
'
何
の
た
め
に
'
何
故
へ
天
の
河
原
で
執
り
行
な
わ
れ
る
の

か
､
次
に
そ
れ
を
考
え
た
い
｡

万
葉
集
の
敢
ぎ
の
用
例
は
次
の
通
り
で

き
み

こと

しげ

①
巻
四

･
六
二
六

君

に
よ
り
言

の
兼

に
み

そ
ぎ

(潔
身
し
に き あ
い を る
く o
〈 放 言

- 郷 至

の の
尾 tF

に 明 あ

云 い目 す

ふ 香 か

た

こ

み
つ

はま
へ

田

越

え

三

津

の
浜

辺

ち
ど

り
な

.>

に

み
そ
ぎ
L
に
行
-

さ
は
が
は

いは

お

②
巻
六

･
九
四
八

･･･千
鳥

嶋

-

そ
の
佐

保

川

に

岩

に
生

ふ b r の
立 至川 窪

すが

ね
と

くさ

菅

の
根

取

り
て

し
の
ふ
葺

みヴ

く
水

に

み
そ
ぎ
て
ま
L
を

は
ら

敵

へ
て
ま
L
を

行

(潔
而
益
乎
)
-

たま

さよ

か
はら

③
巻
十

二
二
四
〇
三

玉

-
せ
の

清

き
川

原

に

み
そ
ぎ
し
て
(身

いは

いのち

いも

敢
為
)

斎

ふ

命

も

妹

が
た
め
こ
そ

右
の
諸
例
は
､
汚
れ
級
の
日
的
'
あ
る
い
は
③
の
如
上

長
寿

･
健
康

増
進
の
た
め
と
言
え
る
｡
ま
た
､
古
事
記

･
上
巻

･
伊
邪
那
岐
命
の
硬
級

の
段
で
は
､
天
照
大
御
神
､
月
読
命

･
建
速
須
佐
之
男
が
誕
生
L
t
生
命

の
生
成

･
復
活
と
深
-
係
わ
る
も
の
と
し
て
'
敢
ぎ
が
描
か
れ
て
い
る
｡

十

1



勝

俣

隆

従
来
'
顧
ぎ
の
意
味
は
次
の
如
-
説
か
れ
て
き
た
｡

①
水
辺
に
行
っ
て
身
の
汚
れ
を
除
-
0

②
自
ら
の
罪
を
償
う

(蔽
え
と
混
同
)
0

③
水
の
浄
化
力
で
新
し
い
生
命
に
生
ま
れ
変
わ
る
｡

④
水
の
生
命
力
で
､
死
者
の
蘇
生
を
計
る
｡

硬
ぎ
に
つ
い
て
は
､
青
木
紀
元
氏
､
西
宮

一
民
氏
を
初
め
と
L
t
多
-

の
論
が
あ
る
が
､
当
該
歌
に
つ
い
て
は
､
｢水
と
い
う
始
源
的
混
沌
を
浴
び

る
こ
と
が
再
生
を
意
味
す
る
｣
と
い
う
西
郷
信
綱
氏
の
説
に
依
り
､
水
の

生
命
力
に
よ
っ
て
'
死
者
で
あ
る
石
田
王
の
生
命
の
復
活
を
図
っ
た
も
の

と
考
え
た
い
｡

そ
れ
に
し
て
も
､
丹
生
王
は
､
何
故
天
の
河
で
顧
ぎ
を
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
｡
天
の
河
が
天
上
世
界
の
唯

一
の
聖
な
る
川
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で

あ
ろ
う
が
､
小
島
憲
之
氏
が

『上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
で
指
摘
さ

れ
た
よ
う
に
'
七
夕
伝
説
に
月
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
､
そ
れ
故
'
天

I,:
,

の
河
と
月
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡

さ
ら
に
､
出
石
誠
彦
氏
が
､
『支
那
神
話
伝
説
の
研
究
』
で
述
べ
た
点
が

l‖
､

注
目
さ
れ
る
｡

第

1
は
'
天
の
河
を
死
者
の
霊
魂
の
集
り
帰
る
所
､
も
し
-
は
霊

魂
昇
天
の
道
と
す
る
も
の
で
'
-
霊
魂
の
道
と
か
'
昇
天
の
道
と
か

の
思
想
は
天
の
河
が
地
平
線
に
接
せ
ん
ば
か
り
に
見
え
る
と
こ
こ
ろ

か
ら
､
大
地
と
続
い
て
い
る
か
の
如
-
考
へ
､
且
つ
輝
-
無
数
の
星

の
間
を
南
北
に
つ
ら
な
る
美
し
き
を
思
っ
て
､
お
の
づ
か
ら
そ
の
や

う
な
考

へ
も
起
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡

『博
物
誌
』
や

『刑
楚
歳
時
記
』
等
で
､
海
渚
に
居
る
者
や
張
案
が
天

の
河
を
逆
上
っ
て
天
上
に
赴
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
'
丹
生
王
も
､

地
の
涯
ま
で
出
掛
け
､
地
平
線
ま
で
降
り
て
き
た
霊
魂
の
道
で
あ
る
天
の

十
二

河
を
逆
上
っ
て
､
丹
生
王
の
霊
魂
が
待
つ
月
世
界
で
あ
る

｢
さ
さ
ら
の
小

野
｣
に
赴
こ
う
と
し
た
と
い
う
見
方
も
可
能
で
な
か
ろ
う
か
｡

四
㌧
巷
十
六

･
三
八
八
七
春
歌
の

｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣

一
方
､
巻
十
六
の
三
八
八
七
番
歌
の

｢神
楽
良
の
小
野
｣
で
あ
る
が
､

こ
れ
は
､
｢伯
し
き
物
の
歌
三
首
｣
の

7
つ
で
あ
る
｡

何
で
､
こ
の
歌
が

｢恐
ろ
し
い
物
｣
を
詠
ん
だ
歌
と
さ
れ
て
い
た
の
か

を
考
え
て
み
た
い
｡

上
述
の
如
上

巻
三
･四
二
〇
番
歌
で
'
｢さ
さ
ら
の
小
野
｣
は
'
石
田

王
の
魂
が
そ
こ
に
あ
り
､
そ
れ
を

｢
七
ふ
菅
｣
で
招
き
寄
せ
て
復
活
さ
せ

る
た
め
の
場
所
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
'
端
的
に
言
え
ば
'
｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣

は
死
者
の
魂
の
集
ま
る
場
所
な
の
で
あ
る
｡
同
じ
｢伯
し
き
物
の
歌
三
首
｣

の
第
三
昔
日
に

｢人
魂
｣
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
人
の
亡
-

な
っ
た
時
'
肉
体
か
ら
遊
離
す
る
魂
は
'
｢伯
し
｣
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

は
'
ほ
と
ん
ど
疑
い
得
な
い
｡
こ
れ
は
､
現
代
人
に
と
っ
て
も
'
恐
ろ
し

い
存
在
で
あ
る
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
心
理
で
あ
ろ
う
｡
｢人
魂
｣
を

恐
れ
る
の
は
､
人
の
死
自
体

へ
の
恐
怖
が
根
本
に
あ
る
こ
と
も
'
恐
ら
く

間
違
い
あ
る
ま
い
｡
実
際
､
『古
事
記
』
の
伊
邪
那
岐
命
の
黄
泉
国
訪
問
講

に
お
い
て
も
'
死
後
の
世
界
は
恐
怖
に
満
ち
た
恐
ろ
し
い
世
界
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
｡
｢伯
し
き
物
の
歌
三
首
｣
の
第
二
首
に
つ
い
て
'
松
前
健
氏

は
､
｢当
時
現
実
に
月
を
恐
ろ
し
い
も
の
と
考
え
て
い
た
｣
と
し
た
後
で
､

三
八
八
八
の
舟
の
歌
も
月
の
舟
の
恐
ろ
し
い
姿
を
う
た
っ
た
も
の
と
さ
れ

(ヽA
.)

て
い
る
｡
巻
三

･
四
二
〇
番
歌
で
は
､
如
何
に
恐
ろ
し
-
て
も
何
で
も
､

石
田
王
の
魂
を
探
し
て
､
そ
れ
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
丹
生
王
の
意
気

込
み
が
感
じ
ら
れ
る
が
､
こ
の
巻

1
六

･
三
八
八
七
番
歌
の

｢神
楽
良
の



小
野
｣
で
は
､
人
魂
が
溢
れ
て
い
て
恐
ろ
し
い
世
界
と
し
て
'
月
世
界
が

描
か
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
場
合
'
｢鶴
｣
は
､
上
述
し

た
よ
う
に
､
魂
の
仮
の
姿
'
あ
る
い
は
'
魂
そ
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
と
言
っ
て
も
良
か
ろ
う
｡
古
代
人
が
野
原
を
横
切
っ
て
い
て
'
急
に

鴇
が
飛
び
立
っ
て
驚
い
た
経
験
が
背
景
に
あ
り
､
こ
の
死
者
の
魂
が
集

ま
っ
て
い
る

｢神
楽
良
の
小
野
｣
に
お
い
て
'
魂
が
目
に
見
え
る
形
で
'

鶏
と
い
う
鳥
の
形
で
飛
び
立
っ
た
の
で
'
恐
ろ
し
く
思
っ
た
と
い
う
意
味

に
理
解
出
来
る
の
で
は
な
ろ
う
か
｡
魂
が
存
在
し
て
も
､
人
に
は
姿
が
見

え
な
い
も
の
だ
と
い
う
認
識
は
'
『万
葉
集
』
巻
二
二

四
五
番
の
山
上
憶

良
が
有
馬
皇
子
の
魂
を
詠
ん
だ

｢異
な
す

(鳥
期
成
)

あ
り
通
ひ
つ
つ

見
ら
め
ど
も

人
こ
そ
知
ら
ね

松
は
知
る
ら
む
｣
の
歌
に
如
実
に
示
さ

れ
て
い
よ
う
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
'
巻

〓
ハ
･
三
八
八
七
番
歌
の

｢神
楽
良
の
小
野
｣
は
'

死
者
の
魂
の
集
ま
る
恐
ろ
し
い
月
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡

冶
輪以

上
'
巻
三

･
四
二
〇
番
歌
は
'
丞
女
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
丹
生

王
が
石
田
王
を
蘇
生
さ
せ
る
た
め
に
､
石
田
王
の
霊
魂
が
遊
離
し
て
昇
っ

て
い
っ
た
天
界
へ
赴
き
､
そ
の
霊
魂
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
が
､
結
局
実

現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
ん
だ
歌
と
理
解
し
た
い
｡
丹
生
王
が
天
界

へ
昇
ろ
う
と
し
た
の
は
､
地
の
涯
か
ら
天
の
壁
を
伝
わ
っ
て
'
あ
る
い
は

天
の
河
を
逆
上
っ
て
で
あ
り
'
そ
こ
に
は
'
上
代
人
の
抱
い
た
天
地
接
合

の
天
空
観
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
｡

そ
の
場
合
'
さ
さ
ら
の
小
野
は
'
広
大
な
天
の
原
の
中
で
は
小
さ
な
'

或
い
は
'
満
月
に
比
べ
狭
い

｢細
長
い
月
の
小
さ
な
野
｣
を
意
味
し
た
可

｢さ
さ
ら
の
小
野
｣
考

能
性
が
あ
る
｡
｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣
の

｢
さ
さ
ら
｣
は
'
｢細
長
い
形
状
｣

を
意
味
す
る
語
で
､
｢笹

(さ
さ
)｣
や

｢細
波
｣
の

｢細

(さ
さ
)
｣
と
語

源
が
共
通
す
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
｡
月
は
そ
の
盈
虚
に
よ
り
不
老
不
死
の

世
界
と
観
念
さ
れ
た
の
で
､
魂
復
活
の
場
と
し
て
相
応
し
い
｡
特
に
､
｢
さ

さ
ら
｣
と
い
う
細
長
い
月
の
形
状
は
､
三
日
月
等
の
場
合
に
も
､
二
十
三

夜
月
等
の
場
合
も
､
遅
か
れ
早
か
れ
い
ず
れ
は
満
月
に
向
か
っ
て
復
活
し

て
い
-
と
い
う
点
に
お
い
て
､
満
月
そ
れ
自
体
よ
り
も
復
活
の
力
が
強
い

と
思
わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
ま
た
'
七
相
菅
の
｢七
｣
に
は
､
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
聖
数
の
観
念
が
兄
い
だ
さ
れ
､
そ
の
七
の
数
字
の
呪
術
で
招

魂
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
の

｢七
相
菅
｣
が
生
え
る

｢さ
さ
ら
の
小
野
｣
は
'
死
者
の
魂
に
出

逢
う
場
所
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
万
㌧
巻

一
六

･
三
八
八
七
番
歌
で
は
'
同
様
に
'
月
世
界
の
野
で
､

死
者
の
魂
に
出
会
え
る
場
所
で
あ
る
が
､
巻
三

･
四
二
〇
番
歌
と
違
い
､

死
者
の
魂
が
集
ま
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
が
前
面
に
出
て
い
る
描
写
が
な
さ

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
若
干
の
描
写
の
視
点
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
､
巻

三

･
四
二
〇
番
歌
も
巻

〓
ハ
･
三
八
八
七
番
歌
も
､
｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣

が
'
月
世
界
に
あ
る
小
さ
な
野
原

(或
い
は
､
細
長
い
形
の
月
世
界
そ
の

も
の
と
し
て
の
小
さ
な
野
原
)
と
し
て
､
死
者
の
魂
が
集
ま
り
'
そ
こ
に

行
け
ば
'
死
者
の
魂
に
出
会
え
る
場
所
で
あ
る
と
万
葉
人
が
意
識
し
て
い

た
点
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

注
(1
)
引
用
は
'
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
る
｡
以
下
'
同
じ
｡

十
三



勝

俣

隆

(2
)

｢天
の
八
衛
の
解
釈
に
つ
い
て
｣
(『古
事
記
年
報
』
二
七
号
､
昭

和
六
〇
年

1
月
)
･
｢浦
島
伝
説
の
1
要
素
-

丹
後
国
風
土
記
逸
文

を
中
心
に
-

｣
(『国
語
国
文
』
五
十
四
巻
二
号
'
昭
和
六
〇
年
二

月
)
･
｢万
葉
集
巻
三
･四
二
〇
番
歌
の
解
釈

へ
の
一
方
法
-

｢
天
地

乃
至
流
左
右
二
｣
か
ら
見
た
古
代
日
本
人
の
天
空
観
を
通
し
て
-

｣

(『静
大
国
文
』
三
〇
号
､
昭
和
六
〇
年
三
月
)
･
｢
日
本
神
話
の
星
と

宇
宙
観

(1
)｣
(『天
文
月
報
』
八
十
八
巻
十

1
号
､
平
成
七
年
十

1

月
)
･
｢浦
島
伝
説
の
淵
源
｣
(『国
語
と
国
文
学
』
七
三
巻
十
号
､
平

成
八
年
十
月
)
等
｡

そ
ら

(3
)
日
本
語
の

｢空
｣
も

『大
言
海
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
天
空
が

弓
な
り
に
反
っ
て
ド
ー
ム
状
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で

そ
ら

そ

そ

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
｡
｢空

(反
ら
)
-
反
る
｣
と
同
様
な
語
構
成

も
ぐ
ら

もぐ

も
ぐ

ほ
ら

は

ま

の
も
の
に
は
､
｢土
竜

(潜
ら

)
-
潜
る
｣
､
｢洞

(掘
ら
)
-
掛
る
｣

等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡

(4
)
平
林
章
仁
氏
『鹿
と
鳥
の
文
化
史
-

古
代
日
本
の
儀
礼
と
呪
術
｣

(白
水
社

･
平
成
四
年
九
月
)､
内
田
賢
徳
氏

｢記
紀
歌
謡
の
方
法
｣

『万
葉
集
研
究
』
十
六
集
'
今
井
昌
子
氏
｢
『大
御
葬
歌
』
試
論
｣
『同

志
社
国
文
学
』
四
十
二
号
･平
成
七
年
三
月
､
ウ
ノ
･
ハ
ル
ヴ
ァ
『
シ
ャ

マ
ニ
ズ
ム

ア
ル
タ
イ
系
諸
民
族
の
世
界
像
』
三
省
堂
'
昭
和
四
十

六
年
九
月
等
｡

(5
)
若
浜
汐
子
氏
｢万
葉
の
月
｣
『風
土
文
学
選
書
3

月
と
文
学
』
(昭

和
五
二
年
四
月
)
に
万
葉
集
に
お
け
る
月
の
分
類
が
あ
る
｡

(6
)
N
-
不
フ
ス
キ
ー
｢月
と
不
死
｣
(
一
二
一)
(『民
族
三
二
巻
二
号
･

四
号
､
昭
和
三
年
二
月
･E
]月
)
､
石
田
英

1
郎
氏
｢月
と
不
死
｣
『民

族
学
研
究
』
十
五
巻

1
号
､
松
前
健
氏

｢死
の
由
来
辞
と
月
の
信
仰
｣

『日
本
神
話
の
新
研
究
』
桜
楓
社

･
昭
和
E
]六
年
十
月
'
同

｢月
と

十
四

水
｣
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
2

太
陽
と
月
-
古
代
人
の
宇
宙
観
と
死

生
観
』
小
学
館

･
昭
和
五
八
年
四
月
等
｡

(7
)
堀

一
郎
訳

･
冬
樹
社
'
昭
和
五
六
年
九
月
｡

(8
)
岩
波
書
店
､
昭
和
五
九
年
二
月
｡

(9
)

｢
『う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
七
夕
-

琴
と
の
関
係
を
中
心
に

ー

｣
(『現
代
社
会
文
化
研
究
』

一
号
､

平
成
六
年

一
二
月
)0

(10
)
第
九
章

｢七
夕
を
め
ぐ
る
詩
と
歌
｣
'
塙
書
房
'
昭
和
三
九
年
三

月
｡

(1
)
中
央
公
論
社
'
増
補
改
訂
版
'
昭
和
E
]八
年
十
月
O

(12
)
松
前
健
氏
｢死
の
由
来
講
と
月
の
信
仰
｣
(『日
本
神
話
の
新
研
究
』

桜
楓
社
､
昭
和
四
六
年
十
月
)0

(捕
)
｢
さ
さ
ら
｣
の

｢
さ
｣
に
関
し
て
､
土
橋
寛
氏
は
､
｢繁
栄

･
強
力

の
意
を
表
わ
す
讃
め
詞
｣
(『古
代
歌
謡
全
注
釈
』
古
事
記
編
)
と
さ

れ
､
さ
ら
に
､
｢
サ
サ
･
サ
サ
ラ
･
サ
ザ
レ
は
単
に
小
さ
い
意
ば
か
り

で
な
-
､
小
さ
い
波
や
石
や
小
模
様
が
た
-
さ
ん
群
が
っ
て
い
る
こ

と
で
｣
｢小
さ
い
も
の
の
群
が
り
を
生
命
力
の
現
象
形
態
と
し
て
尊
ぶ

観
念
｣
だ
と
説
か
れ
る
｡
し
か
し

｢サ
サ
波
｣
は
あ
っ
て
も

｢
サ
サ

石
｣
と
い
う
言
葉
は
な
十

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
､
濁
音
の
｢
サ

ザ
｣
は

｢小
さ
い
｣
意
で
も
､
清
音
の

｢
サ
サ
｣
は

｢細
長
い
｣
意

で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
｡
ま
た
'
単
に
'
｢小
さ
い
も
の
の
群
が
り
｣

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
'月
と
ど
う
関
わ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
｡従
っ

て
､
土
橋
説
は
'
｢
さ
さ
ら
の
小
野
｣
の
解
釈
に
関
す
る
限
り
､
語
義

的
に
問
題
が
残
ろ
う
｡


