
一

は
じ
め
に

『

万
葉
集』

に
は
、｢

神｣

の
語
を
含
む
歌
が
二
三
〇
首
以
上
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
名
詞

〈

神
な
び〉

や
動
詞

〈

神
さ
ぶ〉

、
副
詞

〈

神
な
が
ら〉

な
ど
で
あ
る
。
一
方
で

｢

八
千
矛
神｣

(

６
一
〇
六
五)

な
ど
記
紀
神
話
に
も
登
場
す
る
神
名
を

詠
み
込
ん
だ
歌
も
若
干
数
み
ら
れ
、｢

大
汝
少
彦
名｣

(
３
三
五
五)

の
よ
う
に
、｢

神｣

の
語
を
含
ま
な
い
も
の
の
記
紀
神
話
に
登

場
す
る
神
と
み
な
せ
る
名
が
詠
ま
れ
た
例
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
葦
原
中
国
平
定
の
神
話
に
登
場
す
る

｢

天
探

女｣

を
詠
ん
だ
、
次
の
歌
群
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。

角
麻
呂
の
歌
四
首

ひ
さ
か
た
の
天あ

ま

の
探
女

さ
ぐ
め

の
石
船

い
は
ふ
ね

の
泊は

て
し
高た

か

津つ

は
浅あ

せ
に
け
る
か
も

(

３
二
九
二)
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角
麻
呂
歌
四
首

久
方
乃

天
之
探
女
之

石
船
乃

泊
師
高
津
者

淺
尓
家
留
香
裳

塩し
ほ

干ひ

の
三み

津つ

の
海あ

女ま

の
く
ぐ
つ
持
ち
玉た

ま

藻も

刈
る
ら
む
い
ざ
行
き
て
見
む

(

３
二
九
三)

塩
干
乃

三
津
之
海
女
乃

久
具
都
持

玉
藻
将
苅

率
行
見

風
を
疾い

た

み
沖
つ
白
波

し
ら
な
み

高
か
ら
し
海あ

人ま

の
釣つ

り

船ふ
ね

浜
に
帰
り
ぬ

(

３
二
九
四)

風
乎
疾

奥
津
白
波

高
有
之

海
人
釣
船

濱
眷
奴

住
吉

す
み
の
え

の
岸
の
松
原

ま
つ
ば
ら

遠と
ほ

つ
神か

み

わ
ご
大
君
の
い
で
ま
し
ど
こ
ろ

(

３
二
九
五)

清
江
乃

木
笶
松
原

遠
神

我
王
之

幸
行
處

本
歌
群
は
、
作
者
で
あ
る

｢
角
麻
呂｣

の
閲
歴
等
が
不
明
で
あ
り
、
四
首
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
詠
ま
れ
た
も
の
か
は
わ
か
っ
て

い
な
い
。
こ
と
に
二
九
二
番
歌
は
、｢
天
の
探
女｣

｢

石
船｣

と
い
っ
た
神
話
を
彷
彿
さ
せ
る
こ
と
ば
が
詠
み
込
ま
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
現
存
す
る

『

古
事
記』

や

『

日
本
書
紀』
に
収
載
さ
れ
た
神
話
と
は
異
な
る
内
容
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
当
該
歌
群
の
表
現
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
歌
群
の
構
成
と
記
紀
神
話
と
は
異
な
る

〈

神
話〉

が
歌
に
詠
ま
れ

た
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二

従
来
の
議
論
と
問
題
点

従
来
、
注
釈
書
類
に
お
い
て
、
作
者
で
あ
る

｢

角
麻
呂｣

に
つ
い
て
、
二
九
三
番
歌
の

｢

潮
干｣

｢

海
女｣

の
訓
に
つ
い
て
、
二

九
五
番
歌
の

｢

笶｣

字
の
異
同
お
よ
び
訓
に
つ
い
て
、
な
ど
が
論
点
と
な
っ
て
き
た
。
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二
九
三
番
歌
の

｢

塩
干
乃｣

｢

海
女
乃｣

の
訓
に
つ
い
て
は
、
紀
州
本
万
葉
集
な
ど
複
数
の
古
写
本
で
シ
ホ
カ
レ
ノ
、
ア
マ
メ
ノ

と
さ
れ
て
お
り
、
仙
覚

『

萬
葉
集
註
釋』

(

一
二
六
九
年)

も

｢

�
か
れ
の｣
｢

み
つ
の
あ
ま
め
の｣

と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
一
句
の
音

数
が
五
音
と
七
音
と
に
な
る
よ
う
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
現
行
テ
キ
ス
ト
の
一
部
で
も
こ
の
訓
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る

(

１)

。

た
だ
し
、
荷
田
春
満

『

萬
葉
童
蒙
抄』

(

一
七
二
五
年)

が

こ
れ
を
し
ほ
が
れ
の
と
よ
め
る
、
其
意
得
が
た
し
。
外
に
句
例
な
け
れ
ば
信
用
し
難
き
也

と
指
摘
し
た
よ
う
に
、｢

塩
干｣

を
シ
ホ
カ
レ
と
訓
む
例
は
集
中
に
な
く
、
シ
ホ
ヒ
と
訓
む
べ
き
か
と
思
わ
れ
る

(

２)

。

ま
た
、｢

海
女｣

に
つ
い
て
も
、
鹿
持
雅
澄

『

萬
葉
集
古
義』

(

一
八
二
三
年
頃)

が
、

ミ
ツ
ノ
ア
マ
ノ
と
訓
て
、
六
言
一
句
と
す
べ
し

(

舊
本
に
ア
マ
メ
と
よ
め
れ
ど
、
ア
マ
メ
と
云
る
例
な
し
、)

海
女
と
書
る
は
、

海
夫
、
海
子
な
ど
書
る
と
、
同
様
の
こ
ゝ
ろ
な
り

と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
マ
と
訓
読
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
だ
ろ
う

(

３)

。

初
句
が
四
音
で
あ
る
例
も
、
二
句
が
六
音
で
あ
る
例
も
皆
無
で
は
な
く
、
最
近
の
注
釈
書
で
も

｢

塩
干｣

を
シ
ホ
ヒ
、｢

海
女｣

を
ア
マ
と
訓
ん
で
い
る

(

４)

。
集
中
の
用
例
か
ら
み
て
、
い
ず
れ
も
首
肯
で
き
る
訓
と
考
え
る
。

次
に
、
二
九
五
番
歌
の

｢

笶｣

字
に
つ
い
て
は
、
前
後
に
異
同
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ど
う
訓
読
す
る
か
と
い
う
問
題
と
と
も
に
議

論
さ
れ
て
き
た
。
当
該
歌
の
現
存
最
古
の
写
本
は
紀
州
本
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

｢

清
江
乃
野
木
笶
松
原｣

と
あ
り
、
集
中
で
は

｢

笶｣

が
ノ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ス
ミ
ノ
エ
ノ
ノ
ギ
ノ
マ
ツ
バ
ラ
と
訓
読
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
類
聚
古
集
に
は

｢

清
江
野
木
笶
野
松
原｣

と
あ
り
、｢

笶｣

字
は
本
来
の
音
が
シ
、
訓
が
ヤ

(

矢)

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ス
ミ
ノ
エ
ノ
キ
シ
ノ
マ
ツ
バ

ラ
と
訓
読
で
き
る
。｢

住
吉
の
岸
の
―｣

と
い
う
例
が
多
い

(

６
九
三
二
、
７
一
一
四
四
、
７
一
一
五
九
な
ど)

こ
と
も
あ
っ
て
現

行
テ
キ
ス
ト
の
多
く
は
こ
ち
ら
に
拠
っ
て
お
り
、
穏
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
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当
該
歌
群
の
作
者
で
あ
る

｢

角
麻
呂｣

に
つ
い
て
は
、
契
沖
が

『

万
葉
代
匠
記』

初
稿
本

(

一
六
八
七
年)

に
お
い
て
、

是
は
続
日
本
紀
に
見
え
た
る
角
兄
麻
呂
を
、
兄
の
字
を
お
と
せ
る
な
る
へ
し

と
指
摘
し
た
こ
と
か
ら
、｢

角
兄
麻
呂｣

な
る
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
橘
千
蔭『

萬
葉
集
略
解』

(

一
七
九
六
年)

は
、

こ
ゝ
は
�
を
角
に
誤
、
兄
を
脱
せ
し
な
る
べ
し
。
續
紀
に
、
此
氏
を
�
と
も
�
と
も
書
り
。
字
書
は
�
音
�
と
あ
れ
ば
、
通
し

用
ひ
し
も
の
也

と
し
て
、
本
来
は
ロ
ク
ノ
エ
マ
ロ
と
い
う
人
物
で
あ
る
と
し
た
。

『

続
日
本
紀』

大
宝
元
年
八
月
条
に
、
恵
耀
と
い
う
僧
侶
が
勅
に
よ
っ
て
還
俗
し
本
姓
で
あ
る

｢

録｣

に
復
し
た
記
事
が
見
え
、

｢

姓
は
録
、
名
は
兄
麻
呂｣
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
書
養
老
三
年
正
月
条
に
は
、
正
六
位
上
の

｢

角
兄
麻
呂｣

が
従
五
位
下
を
授
け

ら
れ
た
記
事
も
あ
り
、
同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
金
子
元
臣

『

萬
葉
集
評
釋

第
二
冊』

(

一
九
三
八
年)

は
、
養

老
五
年
正
月
条
に

｢

陰
陽
従
五
位
下
�
兄
麻
呂｣

が
物
を
賜
っ
た
記
事
に
着
目
し
、｢

こ
の
作
者
の
本
姓
が
�
で
あ
り
、
陰
陽
道
の

達
者
で
あ
る
点
か
ら
見
る
と
、
そ
の
先
は
韓
国
あ
た
り
の
帰
化
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
思
は
れ
る｣

と
も
述
べ
て
い
る
。

一
方
、
吉
澤
義
則
担
当

『

萬
葉
集
總
釋

第
二』

(

一
九
三
五
年)

は
、｢

角
麻
呂
は
傳
未
詳｣

で
あ
る
と
し
た
。
山
田
孝
雄

『

萬

葉
集
講
義

第
巻
三』
(

一
九
三
七
年)

も
、
代
匠
記
以
降
の
諸
説
を
整
理
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

古
来
一
の
本
も
そ
れ
ら
の
一
件
を
も
證
す
る
に
足
る
べ
き
證
を
見
ず
。
況
ん
や
二
件
共
に
お
い
て
を
や
。
又
、｢

角
兄
麿｣

の

｢

兄｣

を
脱
せ
り
と
い
ふ
も
憶
測
に
止
ま
る
。

従
っ
て
、｢

伝
未
詳｣

と
す
る
の
が
穏
や
か
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

戦
後
の
注
釈
書
類
で
は
こ
れ
を
踏
襲
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
上
で
、『
新
撰
姓
氏
録』

に
載
る

｢

角
朝
臣｣

や
、『

日
本
書
紀』

雄
略
天
皇
九
年
五
月
条
に
み
え
る
周
防
の｢

角
臣｣

、
同
天
武
天
皇
一
三
年
三
月
条
の｢

都
努
臣
牛
甘｣

、
同
年
一
一
月
条
の｢

角
臣｣
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の
朝
臣
賜
姓
記
事
、『

古
事
記』

孝
元
天
皇
条
の

｢

都
奴
臣｣

な
ど
、｢

角｣

氏
に
関
わ
る
記
事
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い

え
、｢

角
麻
呂｣

は
、
史
書
に
名
が
見
え
ず
、『

万
葉
集』

中
に
お
い
て
も
本
歌
群
を
残
す
の
み
で
あ
り
、
や
は
り
伝
未
詳
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
。

伊
藤
博

『
萬
葉
集
釋
注

二』
(

一
九
九
六
年)

は
、
当
該
歌
群
を

｢

難
波
に
遊
ん
で
の
歌
。
起
承
転
結
の
構
成
を
持
つ
と
読
め

る｣

と
し
、
角
麻
呂
は
伝
未
詳
な
が
ら
、｢

四
首
を
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
さ
せ
て
の
従
来
の
鑑
賞
は
、
作
者
に
と
っ
て
い
た
く
不
服
な
こ

と
に
ち
が
い
な
い｣
と
指
摘
し
た
。

た
だ
、｢

―
歌
四
首｣
と
作
者
名
を
題
に
冠
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
四
首
は
、
詠
ま
れ
た
時
期
や
主
題
が
一
致
し
な
い
場
合
も
多
い

(

５)

。

ま
た
、『

萬
葉
集
釋
注』

は

｢
凡
例｣

に

こ
れ
ま
で
の
万
葉
集
の
注
釈
書
は
、
一
首
ご
と
に
注
解
を
加
え
る
こ
と
が
一
般
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
万
葉
歌
に
は
、
前
後
の
歌

と
と
も
に
歌
群
と
し
て
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
真
価
を
表
わ
す
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
本
書
に
お
い
て
は
、

歌
群
ご
と
に
本
文
を
提
示
し
、
こ
れ
に
注
解
を
加
え
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
。

と
明
記
し
て
お
り
、
歌
群
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
果
た
し
て
当
該
歌
群
は
、
伊
藤
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
緊
密
な
構
成
で
あ
る
の
か
否
か
、
表
現
の
分
析
を
踏
ま
え
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
二
九
二
番
歌
の

｢

石
船｣

と

｢
天
探
女｣

と
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
記
紀
神
話
と
は
異
な
っ
て
お

り
、
諸
注
釈
書
で
は

｢

摂
津
国
風
土
記
逸
文｣

と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
当
時
の

｢

神
話｣

が

『

古
事
記』

『

日
本
書
紀』

に
書
か
れ
た
内
容
だ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
契
機
で
知
り
得
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
歌

と
し
て
詠
ん
だ
の
か
、
現
存
資
料
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
興
味
は
尽
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
歌
群
四
首
の
構
成
に
つ
い
て
と
歌
に
詠
ま
れ
た

〈

神
話〉
に
つ
い
て
と
が
、
当
該
歌
群
に
お
け
る
目
下
の
課
題
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で
あ
る
と
考
え
る
。

三

記
紀
に
お
け
る
天
探
女
と
石
船

当
該
歌
群
の
第
一
首
で
あ
る
二
九
二
番
歌
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
に
藤
原
清
輔

『

奥
義
抄』

(

一
一
二
四
年
〜
一
一
四
四
年)

が
、

『

日
本
書
紀』

巻
第
三
神
武
天
皇
三
十
一
年
四
月
条
を
あ
げ
、

天
磐
船
に
の
り
た
り
し
も
の
は
、
河
内
国
に
磐
船
明
神
と
て
お
は
す
。
歌
の
お
こ
り
は
、
こ
の
こ
と
そ
侍
め
れ

(

６)

。

(『

奥
義
抄』

中
巻
二
十
六)

と
指
摘
し
た
。

ま
た
、
順
徳
院

『

八
雲
御
抄』

初
稿
本

(

一
二
二
一
年
頃)

に
も
言
及
が
あ
る
。

い
は

国
見
す
る
な
と
い
へ
り

天
神
駕
給
也

万
久
か
た
の
あ
ま
の
さ
く
め
か
い
は
舟
の
と
め
し
た
か
つ
は
あ
せ
に
け
る
か

も

(

７)

(

巻
第
三
枝
葉
部

雑
物
部
付
調
度

｢

舟｣

の
項)

歌
語

｢

い
は
舟｣

の
解
説
に
当
該
歌
を
引
用
し
、
天
神
の
乗
る
物
で
あ
り
、
国
見
を
す
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
天
神

と
は
い
っ
て
も
、
当
該
歌
に
詠
ま
れ
た

｢

い
は
舟

(

石
船)｣
の
主
は

｢

あ
ま
の
さ
く
め

(

天
之
探
女)｣

で
あ
り
、『

八
雲
御
抄』

で
も
そ
れ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

あ
ま
の
さ
く
め

岩
舟
の
ぬ
し
な
り

(

巻
第
三
枝
葉
部

人
倫
部

｢

人｣

の
項)

北
村
季
吟

『

萬
葉
拾
穂
抄

巻
第
三』

(

一
六
八
六
年)

は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

ひ
さ
か
た
の
あ
ま
の
さ
く
め

天
探
女

ア
マ
ノ
サ
ク
メ

は
無
名
雉

ナ
ナ
シ
キ
シ

を
奇

鳥

ア
ヤ
シ
キ
ト
リ

来キ
タ

れ
り
と
天
稚
彦

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ

に
告ツ
ケ

た
る
事
日
本
紀
二
に
有
。
高
津
は
津
の
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国
な
り
。
彼
天
稚
彦
天
神

ア
マ
ツ
カ
ミ
の
御
使
い
に
て
弓
矢
を
給
り
て
下
り
け
る
時
、
天
探
女
も
岩
船
に
の
り
て
く
た
り
て
此
高
津
に
と
ゝ

ま
り
し
、
其
岩
船
と
て
磐
の
大
な
る
か
埋
れ
て
今
も
此
所
に
在
と
か
や
。
奥
義
抄
に
は
、
此
歌
の
注
に
日
本
紀
神
武
天
皇
の
記

に
天
岩
舩

ア
マ
ノ
イ
ハ
フ
ネ

に
乗
て
飛
降
れ
る
物
有
と
い
ふ
を
引
て
、
其
岩
舩
に
乗
し
物
は
河
内
に
磐
舩
明
神
と
て
お
は
す
此
事
の
由
有
。
是
は

饒ニ
キ

速ハ
ヤ

日ヒ
ノ

命
也
。
国
も
別
也
。

｢

饒
速
日
命｣
の
乗
る

｢

天
磐
船｣

の
挿
話
を
河
内
の

｢

磐
舩
明
神｣

と
結
び
つ
け
た

『

奥
義
抄』

に
対
し
て
、
神
名
も
国
名
も

異
な
る
と
反
論
し
て
い
る
。
一
方
で
、｢

天
探
女｣

は

『

日
本
書
紀』

巻
第
二

(

神
代
巻
下)

に
み
え
、
無
名
雉
を

｢

奇
鳥
来
れ
り｣

と
天
稚
彦
に
告
た
こ
と
、
天
稚
彦
天
神
が
弓
矢
を
給
り
下
る
時
、
天
探
女
も
岩
船
に
乗
っ
て
下
り
来
て
高
津
に
留
ま
っ
た
こ
と
、
が

紹
介
さ
れ
、
そ
の
際
の
岩
船
と
さ
れ
る
大
磐
が
今
も
そ
の
場
所
に
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
、
天
稚
彦
に

｢

奇
鳥
来
れ
り｣

と
告
げ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
確
か
に
神
代
紀
に
み
え
る
が
、
そ
れ
以
外
は
現
存
す
る

『

日
本

書
紀』

に
は
み
ら
れ
な
い
内
容
で
あ
る
。｢

磐
船｣

に
つ
い
て
も
、
現
存
す
る
大
岩
に
比
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
石
製
の
船
と
解
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
現
代
で
は
堅
固
な
船
と
解
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
下
河
辺
長
流

『

萬
葉
集
管
見

第
三
巻』

(

一
六
六
一
年
頃)

も
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

久
か
た
の
天
の
さ
く
女
か
石
船

久
か
た
は
、
天
と
い
は
ん
枕
こ
と
は
な
り
。
わ
か
国
開
闢
の
は
し
め
を
い
ふ
に
も
天
先
成

て
地
後
に
定
る
と
云
々
。
よ
り
て
久
し
く
堅
し
と
い
ふ
心
な
り
。
天
の
さ
く
女
は
、
鬼
の
名
な
り
。
む
か
し
天
孫
を
、
天
く
た

し
奉
り
て
、
葦
原
の
国
の
あ
る
し
と
な
さ
ん
と
思
し
め
し
け
る
に
、
其
国
に
邪
神
お
ほ
か
り
け
れ
は
、
先
そ
の
あ
し
き
神
を
た

い
ら
け
よ
と
て
、
天
稚
彦
と
い
ふ
神
に
、
天
津
神
の
弓
矢
を
た
ま
は
せ
て
、
く
た
し
給
ふ
時
に
、
天
の
探
女
も
と
も
に
天
の
磐

船
に
の
り
て
く
た
り
て
、
難
波
の
高
津
に
と
ま
れ
る
こ
と
を
よ
め
る
な
り
。
そ
の
い
は
舟
な
り
と
て
、
大
き
な
る
岩
の
埋
れ
て
、

今
に
此
所
に
は
侍
る
な
り
。
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や
は
り
、
天
探
女
は
天
稚
彦
と
と
も
に
天
の
磐
船
に
乗
っ
て
天
よ
り
下
り
、
難
波
の
高
津
に
と
ま
っ
た
と
し
、
そ
の
石
船
だ
と
さ

れ
る
大
き
な
岩
が
今
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
天
探
女
と
は

｢

鬼
の
名｣

で
あ
る
と
も
い
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら

は

『
日
本
書
紀』

に
は
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

一
方
、｢
石
船｣

は
、『

古
事
記』

に
お
い
て
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
生
ん
だ
神
と
し
て

｢

鳥
之
石
楠
船
神｣

や

｢

天
鳥
船｣

(『

古
事
記』
上
巻)

と
あ
る
も
の
や
、『

日
本
書
紀』

に
お
い
て
蛭
兒
を
載
せ
て
遺
棄
し
た
と
い
う

｢

天
磐
�
樟
船｣

(『

日
本
書
紀』

巻
第
一
神
代
上

[
第
五
段]

正
文)

、
大
己
貴
神
が
海
に
遊
ぶ
た
め
に
造
っ
た

｢

天
鳥
船｣

(『

日
本
書
紀』

巻
第
二
神
代
下

[

第
九

段]

一
書
第
二)

な
ど
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に
あ
げ
る

『

日
本
書
紀』

神
武
天
皇
条
に
登
場
す
る

｢

天
磐
船｣

が
も
っ

と
も
関
連
深
い
と
考
え
ら
れ
、『
奥
義
抄』

以
来
、
多
く
の
注
釈
書
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

抑
又
、
聞
於
塩
土
老
翁
。
曰
、
東
有
美
地
。
青
山
四
周
。
其
中
、
亦
有
乗
天
磐
船
而
飛
降
者
。
余
謂
、
彼
地
必
当
足
以
恢
弘
大

業
、
光
宅
天
下
。
蓋
六
合
之
中
心
乎
。
厥
飛
降
者
、
謂
是
饒
速
日
歟
。
何
不
就
而
都
之
乎
。

[

抑
又
、
塩
土
老
翁
に
聞
き
き
。
曰
し
し
く
、『

東
に
美
地
有
り
。
青
山
四
周
れ
り
。
其
の
中
に
、
亦
天
磐
船
に
乗
り
て
飛
び
降

る
者
有
り』

と
い
ひ
き
。
余
謂
ふ
に
、
彼
の
地
は
、
必
ず
大
業
を
恢
め
弘
べ
、
天
下
に
光
宅
る
に
足
り
ぬ
べ
し
。
蓋
し
六
合
の

中
心
か
。
厥
の
飛
び
降
る
者
は
、
謂
ふ
に
是
饒
速
日
か
。
何
ぞ
就
き
て
都
つ
く
ら
ざ
ら
む
や｣

と
の
た
ま
ふ
。]

(『

日
本
書
紀』

巻
第
三

神
武
即
位
前
紀
甲
寅
年
十
月)

三
十
有
一
年
夏
四
月
乙
酉
朔
、
皇
輿
巡
幸
。
因
登
腋
上
�
間
丘
、
而
廻
望
国
状
曰
、
妍
哉
乎
国
之
獲
矣
。
妍
哉
、
此
云
鞅
奈
珥
夜
。

雖
内

木
綿
之
真
�
国
、
猶
如
蜻
蛉
之
臀
�
焉
。
由
是
始
有
秋
津
洲
之
号
也
。
昔
伊
奘
諾
尊
目
此
国
曰
、
日
本
者
浦
安
国
、
細
戈
千
足

国
、
磯
輪
上
秀
真
国
。
秀
真
国
、
此
云
袍
図
芥
句
�
。

復
大
己
貴
大
神
目
之
曰
、
玉
牆
内
国
。
及
至
饒
速
日
命
乗
天
磐
船
而
翔
行
太
虚
也
、
睨

是
郷
而
降
之
、
故
因
目
之
、
曰
虚
空
見
日
本
国
矣
。
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[

三
十
有
一
年
の
夏
四
月
の
乙
酉
の
朔
に
、
皇
輿
巡
幸
す
。
因
り
て
腋
上
の
�
間
丘
に
登
り
ま
し
て
、
国
状
を
廻
望
み
て
曰
は

く
、｢

妍
哉
、
国
獲
つ
る
こ
と
。
妍
哉
、
此
に
は
鞅
奈
珥
夜
と
云
ふ
。

内
木
綿
の
真
�
国
と
雖
も
、
猶
し
蜻
蛉
の
臀
�
せ
る
が
如
も
あ
る
か
も｣

と
の
た
ま
ふ
。
是
に
由
り
て
、
始
め
て
秋
津
州
の
号
有
り
。
昔
伊
奘
諾
尊
、
此
の
国
を
目
け
て
曰
は
く
、｢

日
本
は
、
浦
安
の

国
、
細
戈
の
千
足
る
、
国
、
磯
輪
上
の
秀
真
国｣

と
の
た
ま
ひ
き
。
秀
真
国
、
此
に
は
袍
図
芥
句
�
と
云
ふ
。

復
大
己
貴
大
神
、
目
け
て
曰
は
く
、

｢

玉
牆
の
内
つ
国｣

と
の
た
ま
ひ
き
。
饒
速
日
命
、
天
磐
船
に
乗
り
て
、
太
虚
を
翔
行
り
、
是
の
郷
を
睨
み
て
降
り
た
ま
ふ
に

及
至
り
て
、
故
、
因
り
て
目
け
て
、｢

虚
空
見
つ
日
本
の
国｣

と
曰
ひ
き
。]

(『

日
本
書
紀』

巻
第
三

神
武
天
皇
三
十
一
年
四
月)

た
だ
、『

萬
葉
拾
穂
抄』
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
こ
に
描
か
れ
た

｢

天
磐
船｣

の
主
は

｢

饒
速
日
命｣

で
あ
る
の
に
対
し
て
、

万
葉
歌
で
は

｢

天
探
女｣

で
あ
る
。
こ
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、『

日
本
書
紀』

に
お
け
る
天
探
女
の
登
場
箇
所
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

①
其
雉
飛
降
、
止
於
天
稚
彦
門
前
所
植
植
、
此
云
多
底
�
。

湯
津
杜
木
之
杪
。
杜
木
、
此
云
可
豆
邏
。

時
天
探
女
天
探
女
、
此
云
阿
麻
能
左
愚
謎
。

見
、
而
謂
天
稚
彦

曰
、
奇
鳥
来
居
杜
杪
。
天
稚
彦
乃
取
高
皇
産
霊
尊
所
賜
天
鹿
児
弓
・
天
羽
羽
矢
、
射
雉
斃
之
。
其
矢
洞
達
雉
胸
、
而
至
高
皇
産

霊
尊
之
座
前
也
。

[

其
の
雉
飛
び
降
り
、
天
稚
彦
が
門
前
に
植
て
る
植
、
此
に
は
多
底
�
と
云
ふ
。

湯
津
杜
木
の
杪
に
止
る
。
杜
木
、
此
に
は
可
豆
邏
と
云
ふ
。

時
に
天
探
女
天
探
女
、

此
に
は
阿
麻
能
左
愚
謎
と
云
ふ
。

見
て
、
天
稚
彦
に
謂
り
て
曰
く
、｢

奇
し
き
鳥
来
り
、
杜
の
杪
に
居
り｣

と
い
ふ
。
天
稚
彦
、
乃
ち
高
皇
産
霊

尊
の
賜
り
し
天
鹿
児
弓
・
天
羽
羽
矢
を
取
り
、
雉
を
射
て
斃
す
。
其
の
矢
、
雉
の
胸
を
洞
達
り
て
、
高
皇
産
霊
尊
の
座
前
に
至

る
。]

(『

日
本
書
紀』

巻
第
二

神
代
下

[

第
九
段]

正
文)

②
其
雉
飛
下
、
居
于
天
稚
彦
門
前
湯
津
杜
樹
之
杪
、
而
鳴
之
曰
、
天
稚
彦
何
故
八
年
之
間
未
有
復
命
。
時
有
国
神
、
号
天
探
女
。
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見
其
雉
曰
、
鳴
声
悪
鳥
、
在
此
樹
上
。
可
射
之
。
天
稚
彦
乃
取
天
神
所
賜
天
鹿
児
弓
・
天
真
鹿
児
矢
、
便
射
之
。
則
矢
達
雉
胸
、

遂
至
天
神
所
処
。

[
其
の
雉
飛
び
下
り
、
天
稚
彦
が
門
前
の
湯
津
杜
樹
の
杪
に
居
て
、
鳴
き
て
曰
く
、｢

天
稚
彦
、
何
の
故
に
か
八
年
の
間
未
だ
復

命
有
ら
ぬ｣

と
い
ふ
。
時
に
国
神
有
り
。
天
探
女
と
号
ふ
。
其
の
雉
を
見
て
曰
く
、｢

鳴
く
声
悪
し
き
鳥
、
此
の
樹
上
に
在
り
。

射
る
べ
し｣
と
い
ふ
。
天
稚
彦
、
乃
ち
天
神
の
賜
り
し
天
鹿
児
弓
・
天
真
鹿
児
矢
を
取
り
、
便
ち
射
つ
。
則
ち
矢
、
雉
の
胸
よ

り
達
り
て
、
遂
に
天
神
の
所
処
に
至
る
。]

(『

日
本
書
紀』

巻
第
二

神
代
下

[

第
九
段]

一
書
第
一)

神
代
下
第
九
段
の
正
文

(

①)

で
は
、
天
探
女
が
天
稚
彦
に

｢

奇
し
き
鳥
来
り｣

と
告
げ
た
こ
と
で
、
天
稚
彦
が
天
鹿
児
弓
・
天

羽
羽
矢
で
雉
を
射
て
斃
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
返
し
矢
と
な
っ
て
天
稚
彦
も
死
亡
す
る
。
一
方
、
同
段
の
一
書
第
一(

②)

で
は
、

天
探
女
は
雉
の

｢

天
稚
彦
、
何
の
故
に
か
八
年
の
間
未
だ
復
命
有
ら
ぬ｣

と
い
う
声
を
聞
き
取
っ
て
、
天
稚
彦
に

｢

鳴
く
声
悪
し
き

鳥｣

で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
さ
ら
に

｢
射
る
べ
し｣

と
言
う
。
①
に
お
い
て
は
、
雉
を
射
た
の
は
天
稚
彦
の
判
断
で
あ
る
と
い
え
る

が
、
②
に
お
い
て
は
、
天
探
女
の
判
断
に
従
う
か
た
ち
で
天
稚
彦
が
雉
を
射
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
天
探

女
は
天
神
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
き
た
雉
の
性
質
を
見
抜
く
力
を
有
し
て
い
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
②
の
天
探
女
は
、

天
稚
彦
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
雉
の

〈
鳴
き
声〉

を
、
意
味
の
あ
る

〈

言
葉〉

と
し
て
聞
き
取
る
特
殊
な
能
力
を
持
つ

者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で

｢

国
神｣
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
天
稚
彦
が
葦
原
中
国
に
留
ま
り
天

神
の
命
に
背
く
こ
と
に
よ
り
落
命
す
る
構
造
が
、
よ
り
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

あ
わ
せ
て
、『

古
事
記』

に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

③
故
尓
、
天
照
大
御
神
・
高
御
産
巣
日
神
、
亦
問
諸
神
等
、
天
若
日
子
、
久
不
復
奏
。
又
遣
曷
神
以
問
天
若
日
子
之
淹
留
所
由
。

於
是
、
諸
神
及
思
金
神
、
答
白
、
可
遣
雉
名
鳴
女
時
、
詔
之
、
汝
行
問
天
若
日
子
状
者
、
汝
所
以
使
葦
原
中
国
者
、
言
趣
和
其
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国
之
荒
振
神
等
之
者
也
。
何
至
于
八
年
不
復
奏
。

故
爾
、
鳴
女
、
自
天
降
到
、
居
天
若
日
子
之
門
湯
津
楓
上
而
、
言
委
曲
、
如
天
神
之
詔
命
。
爾
、
天
佐
具
売
、
此
三
字
以
音
。

聞
此

鳥
言
而
、
語
天
若
日
子
言
、
此
鳥
者
、
其
鳴
音
甚
悪
。
故
、
可
射
殺
、
云
進
、
即
天
若
日
子
、
持
天
神
所
賜
天
之
波
士
弓
・
天

之
加
久
矢
、
射
殺
其
雉
。
爾
、
其
矢
、
自
雉
胸
通
而
、
逆
射
上
、
逮
坐
天
安
河
之
河
原
天
照
大
御
神
・
高
木
神
之
御
所
。

[

故
爾
に
天
照
大
御
神
、
高
御
産
巣
日
神
、
亦
諸
の
神
等
に
問
ひ
た
ま
ひ
し
く
、｢

天
若
日
子
久
し
く
復
奏
さ
ず
。
又
曷
れ
の
神

を
遣
は
し
て
か
、
天
若
日
子
が
淹
留
ま
る
所
由
を
問
は
む
。｣

と
と
ひ
た
ま
ひ
き
。
是
に
諸
の
神
及
思
金
神
、｢

雉
、
名
は
鳴
女

を
遣
は
す
べ
し
。｣
と
答
へ
白
し
し
時
に
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、｢

汝
行
き
て
天
若
日
子
に
問
は
む
状
は
、『

汝
を
葦
原
中
国
に

使
は
せ
る
所
以
は
、
其
の
国
の
荒
振
る
神
等
を
、
言
趣
け
和
せ
と
な
り
。
何
に
か
八
年
に
至
る
ま
で
復
奏
さ
ざ
る
。』

と
と
へ
。｣

と
の
り
た
ま
ひ
き
。

故
爾
く
し
て
、
鳴
女
、
天
よ
り
降
り
到
り
て
、
天
若
日
子
が
門
の
湯
津
楓
の
上
に
居
て
、
言
の
委
曲
け
き
こ
と
、
天
つ
神
の

詔
命
の
如
し
。
爾
く
し
て
、
天
佐
具
売
、
此
の
鳥
の
言
を
聞
き
て
、
天
若
日
子
に
語
り
て
言
は
く
、｢

此
の
鳥
は
、
其
の
鳴
く

音
甚
悪
し
。
故
、
射
殺
す
べ
し｣

と
、
云
ひ
進
む
る
に
、
即
ち
天
若
日
子
、
天
つ
神
の
賜
へ
る
天
の
は
じ
弓
・
天
の
か
く
矢
を

持
ち
て
、
其
の
雉
を
射
殺
し
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
矢
、
雉
の
胸
よ
り
通
り
て
、
逆
ま
に
射
上
が
り
て
、
天
の
安
の
河
の
河
原

に
坐
す
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
御
所
に
逮
り
き
。]

(『

古
事
記』

上
巻)

神
名
の
表
記
は

｢

天
佐
具
売｣

と

『

日
本
書
紀』

と
は
異
な
る
が
、
先
に
見
た
②
と
よ
く
似
た
内
容
で
あ
る
。『

古
事
記』

と

『

日
本
書
紀』

一
書
第
一
と
の
類
似
は
、
当
該
部
分
に
限
ら
ず
随
所
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

②
の

『

日
本
書
紀』

と
よ
く
似
た
内
容
で
は
あ
る
が
、
③
で
は
、｢

此
の
鳥
の
言
を
聞
き
て｣

と
、｢

鳴
女｣

の
鳴
き
声
を

｢

言｣

と
明
記
し
て
い
る
点
が
留
意
さ
れ
る
。｢

言
の
委
曲
け
き
こ
と
、
天
つ
神
の
詔
命
の
如
し｣

と
表
現
さ
れ
、
発
言
内
容
は
直
前
の
部
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分
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
な
ぜ
天
若
日
子
を
葦
原
中
国
に
使
わ
し
た
か
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
天
佐
具
売
が
鳥
の

〈

鳴
き
声〉

を

｢

言｣

と
し
て
理
解
す
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
天
若
日
子

は
、
大
国
主
神
の
娘
で
あ
る
下
照
比
売
を
妻
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
天
佐
具
売
の
発
言
に
よ
っ
て
天
に
弓
を
引
く
の
で
あ
る
。
①
②

③
総
じ
て
、
隠
れ
た
物
事
を
探
り
出
し
顕
在
化
さ
せ
る
能
力
が
あ
る
女
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
サ
グ
メ
の
名
に
相
応
し
い

特
性
で
あ
る
。

そ
の
名
に

｢
天｣
を
冠
す
る
こ
と
か
ら
、
天
稚
彦
に
付
き
従
っ
て
天
か
ら
下
っ
て
き
た
と
も
さ
れ
る
が

(

８)

、
②
に
あ
る
と
お
り

｢

国

つ
神｣

で
あ
る
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
名
に

｢

天｣

を
冠
し
な
が
ら
も
天
か
ら
下
り
来
た
神
で
は
な
い
例
は
、

他
に
も

｢

天
津
豊
媛
命｣

(
孝
昭
紀)

、｢

天
日
槍
／
天
之
日
矛｣

(

垂
仁
紀
／
応
神
記)

、｢

天
事
代
虚
事
代
玉
籤
入
彦
厳
之
事
代
神｣

(

神
功
紀)

な
ど
が
あ
る
。｢

天｣
は
一
種
の
美
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

少
な
く
と
も
、
①
②
③
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
探
女
が
石
船
に
乗
っ
て
天
か
ら
下
り
来
た
と
い
う
直
接
の
描
写
は
な
く
、
石
船
の
主

と
い
う
記
述
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

四

摂
津
国
風
土
記
逸
文
に
お
け
る
天
探
女
と
石
船

上
述
の
問
題
点
を
解
消
し
た
の
が
、
下
河
辺
長
流

『

続
歌
林
良
材
集』

上
巻

(

一
六
七
七
年
刊)

に
採
ら
れ
た

｢

摂
津
国
風
土
記

逸
文｣

の
記
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

天
の
岩
船
の
事
付
天
の
さ
く
女
か
い
は
舟

一
飛日
本
紀
竟
宴
歌

か
け
る
天
の
い
は
船
た
つ
ね
て
そ
秋
つ
嶋
に
は
宮
は
し
め
け
る
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右
日
本
紀
竟
宴
に
神
武
天
皇
を
よ
み
奉
る
う
た
也
。
…
中
略
…
か
れ
天
の
岩
船
に
駕
し
て
あ
ま
ね
く
虚
空
を
め
く
り
ま
す
時
、

是コ
ノ

郷
コ
ノ
ク
ニを
見
て
天
く
た
り
て
、
空
み
つ
や
ま
と
の
国
と
は
の
給
ひ
そ
め
し
な
り
。
萬
葉
十
九
家
持
か
長
歌
に
、
あ
き
つ
島
や
ま
と

の
国
を
天
雲
に
い
は
舟
う
け
て
と
も
に
へ
に
ま
か
い
し
ゝ
ぬ
き
い
こ
き
つ
ゝ
国
見
し
せ
し
て
あ
も
り
ま
し
は
ら
ひ
た
ひ
ら
け
な

と
よ
め
り
。
今
河
内
国
に
磐
舟
の
明
神
と
て
お
は
す
る
は
か
の
饒
速
日
を
い
は
ひ
申
と
云
々
。
亦
萬
葉
に
角
麻
呂
か
う
た
に
云
、

久
か
た
の
天
の
さ
く
女
か
い
は
舟
の
は
て
し
高
津
は
あ
せ
に
け
る
か
も

右
天
の
さ
く
め
か
岩
ふ
ね
は
亦
別
の
事
也
。
津
国
風
土
記
に
云
、
難
波
高
津
は
天
稚
彦
天
下
り
し
時
、
天
稚
彦
に
属
て
下
れ
る

神
天
の
探
女

サ
ク
メ

磐
舟
に
乗
し
て
爰
に
至
る
。
天
磐
舟
の
泊
る
故
を
以
て
高
津
と
号
す
と
云
々
。
萬
葉
一
本
に
天
の
さ
く
め
か
鳥
船

と
も
よ
め
り
。

こ
れ
に
よ
り
、
同
じ
く
下
河
辺
長
流
の
著
し
た
先
掲
の

『

萬
葉
集
管
見』

(

一
六
六
一
年
頃)

も
、
北
村
季
吟

『

萬
葉
拾
穂
抄』

(

一
六
八
六
年)

も
、
記
紀
に
は
な
い
伝
承
で
は
あ
る
が
、
古
風
土
記
の
伝
え
る
伝
承
と
考
え
て
注
を
付
し
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
現
代
の
目
で
見
る
と
、
こ
の｢
摂
津
国
風
土
記
逸
文｣

に
奈
良
時
代
の
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

伊
藤
純
氏
は
次
に
あ
げ
る

『

神
趾
名
所
小
橋
車』
を
参
照
し
、
漢
文
体
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
当
該
の

｢

摂
津
国

風
土
記
逸
文｣

は
古
態
を
伝
え
て
い
る
と
結
論
し
た

(
９)

。

摂
津
国
風
土
記
曰
。
難
波
高
津
者
、
天
稚
彦
天
降
臨
之
時
、
属
天
稚
彦
而
降
臨
天
探
女
、
乗
磐
舟
而
至
于
此
。
以
天
磐
船
泊
故
、

号
高
津
云
々
。

(

釈
聖
観

『

神
趾
名
所
小
橋
車』

巻
上)

大
阪
歴
史
博
物
館

｢

大
阪
歴
史
博
物
館
館
蔵
品
複
製
本
公
開
資
料｣
に
拠
る
と
、『

神
趾
名
所
小
橋
車』

は
、
寛
政
元
年

(

一
七

八
九)

に
記
さ
れ
た
東
成
郡
小
橋
村
付
近
の
地
誌
で
あ
り
、
天
明
八
年

(
一
七
八
八)

小
橋
村
に
来
住
し
た
僧
寂
聞
聖
観
が
、
村
の

神
社
か
ら
発
見
さ
れ
た
古
神
宝
を
見
て
当
地
を
古
書
に
見
え
る
味
原
郷
と
判
断
、
そ
こ
に
展
開
し
た
古
跡
を
考
証
し
て
記
し
た
書
で
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あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
下
河
辺
長
流

『

続
歌
林
良
材
集』

か
ら
一
〇
〇
年
以
上
も
後
に
記
さ
れ
た
書
で
あ
り
、
漢
文
体
と
い
う
だ

け
で
古
風
土
記
の
伝
承
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『

風
土
記』

に
お
い
て
も
、
当
該
の

｢
摂
津
国
風
土
記
逸
文｣

に
つ
い
て
は

｢

古
風
土
記
の
逸
文
と
は
認
め
ら
れ
な
い
後
世
の
風
土
記
の
断
片
等
で
、
研
究
史
上
よ
く
引

用
さ
れ
て
き
た
も
の｣

と
み
な
し
、｢

参
考｣

と
し
て
掲
載
し
て
い
る

(

�)

。

近
世
に
お
い
て
、
当
該
の
伝
承
が
流
布
し
た
こ
と
は
、『

摂
津
名
所
図
会』

(

一
七
九
六
〜
八
年
刊)

で
も
確
認
で
き
る
。

磐
船
旧
蹟

小
橋
村
の
西
南
、
田
圃
の
中
に
一
堆
の
丘
あ
り
。
字
を
下
至
土
野
原
と
い
ふ
。
土
人
は
俗
に
磐
船
山
と
よ
ぶ
。
是

則
天
探
女
命
磐
船
に
乗
り
て
天
降
り
給
ふ
時
、
其
と
ゞ
ま
り
し
地
な
り
と
ぞ
。
故
に
高
津
と
い
ふ
名
あ
り
。
下
至
土
野
原
と

い
へ
る
は
、
そ
の
磐
船
土
中
に
鎮
座
し
給
ふ
よ
り
も
下
至
土
と
呼
べ
り
。
こ
れ
比
売
古
曽
大
神
の
御
正
体
な
り
。
此
磐
船
土

中
に
蔵
れ
ま
し
�
�
ぬ
る
よ
り
も
、
比
売
語
曽
と
い
ふ
。

[

風
土
記]

に
云
ふ
、
天
探
女
。
乗
磐
船
到
于
此
。
以
天
磐
舟
泊
。
故
号
高
津
云
々
。[

萬
葉]

の
註
こ
れ
に
同
じ
。
…
中

略
…
又
順
徳
院
の
。[

八
雲
御
抄]
に
も
、
あ
め
の
い
は
ふ
ね
の
泊
る
所
を
高
津
と
い
ふ
と
ぞ
記
し
給
ふ
。
…
中
略
…

萬
葉

久
堅
の
あ
め
の
探
女
が
い
は
ぶ
ね
の
は
て
し
高
津
は
あ
せ
に
け
る
か
も

角

麿

こ
こ
で
は
、『

八
雲
御
抄』

や

『

萬
葉
集
註』

な
ど
の
注
釈
書
の
記
事
が
引
か
れ
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
土
地
の
伝
説
な
ど
も
盛
り

込
み
つ
つ
内
容
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
同
書
で
は
、
天
探
女
に
つ
い
て
、
比
売
許
曽
神
社
の
祭
神
で
あ
り
天
稚
彦
命
の
妻
で
あ
る

｢

下
照
比
売
命｣

の
別
名
と
も

言
及
さ
れ
て
い
る
。

比
売
許
曽
神
社

味
原
郷
小
橋
村
に
あ
り
。[

延
喜
式]

に
曰
く
、
東
生
郡
比
売
許
曽
神
社
、
名
神
大
、
月
次
相
嘗
・
新
嘗
。
…

後
略
…
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祭
神
下
照
比
売
命

大
己
貴
命
の
御
女
に
し
て
、
天
稚
彦
命
の
妻
、
味
耜
高
彦
命
の
妹
な
り
。
亦
の
名
、
稚
国
玉
媛
、
或
は

天
探
女
と
も
号
す
。
神
代
に
天
磐
船
に
駕
り
給
ひ
、
此
地
に
天
降
り
給
ふ
に
よ
り
、
高
津
と
号
し
け
る
。

こ
の
比
売
許
曽
神
社
に
つ
い
て
は
、『

古
事
記』

に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

故
、
赦
其
賎
夫
、
将
来
其
玉
、
置
於
床
辺
、
即
化
美
麗
嬢
子
。
仍
婚
為
嫡
妻
。
尓
、
其
嬢
子
、
常
設
種
々
之
珍
味
、
恒
食
其
夫
。

故
、
其
国
主
之
子
、
心
奢
詈
妻
、
其
女
人
言
、
凡
、
吾
者
、
非
応
為
汝
妻
之
女
。
将
行
吾
祖
之
国
、
即
窃
乗
小
船
、
逃
遁
度
来
、

留
于
難
波
。
此
者
坐
難
波
之
比
売
碁
曽
社
、
謂
阿
加
流
比
売
神
者
也
。

[

故
、
其
の
賎
し
き
夫
を
赦
し
て
、
其
の
玉
を
将
ち
来
て
、
床
の
辺
に
置
く
に
、
即
ち
美
麗
し
き
嬢
子
と
化
り
き
。
仍
ち
婚
ひ

て
、
嫡
妻
と
為
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
嬢
子
、
常
に
種
々
の
珍
味
を
設
け
て
、
恒
に
其
の
夫
に
食
ま
し
め
き
。
故
、
其
の
国

主
の
子
、
心
奢
り
て
妻
を
詈
る
に
、
其
の
女
人
が
言
は
く
、｢

凡
そ
、
吾
は
、
汝
が
妻
と
為
る
べ
き
女
に
非
ず
。
吾
が
祖
の

国
に
行
か
む｣

と
い
ひ
て
、
即
ち
窃
か
に
小
船
に
乗
り
て
、
逃
遁
げ
渡
り
来
て
、
難
波
に
留
ま
り
き
。
此
は
難
波
の
比
売
碁
曽
の
社
に
坐
す
阿
加

流
比
売
神
と
謂
ふ
。]

(『

古
事
記』

中
巻
・
応
神
天
皇
条)

こ
れ
は

｢

天
之
日
矛｣

と

｢

阿
加
流
比
売
神｣
と
の
挿
話
で
あ
り
、
同
じ
摂
津
国
内
で

｢

天｣

を
冠
す
る
名
で
あ
る
と
は
い
え
、

『

摂
津
名
所
図
会』

が

｢

比
売
碁
曽
社｣

の
祭
神
下
照
比
売
命
と
天
探
女
を
結
び
つ
け
た
理
由
は
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、
次
に
あ

げ
る
謡
曲

｢

岩
船｣

が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ワ
キ
・
ワ
キ
ツ
レ

げ
に
治
ま
れ
る
四
方
の
国
。
げ
に
治
ま
れ
る
四
方
の
国
。
関
の
戸
さ
ゝ
で
通
は
ん
。

ワ
キ

そ
も
�
�
こ
れ
ハ
当
今
に
仕
え
奉
る
臣
下
な
り
。
さ
て
も
我
が
君
賢
王
に
ま
し
ま
す
に
よ
り
。
吹
く
風
枝
を
鳴
ら
さ
ず
。

民
戸
ざ
し
を
さ
ゝ
ず
。
実
に
め
で
た
き
御
代
に
て
候
。
さ
る
間
摂
州
住
吉
の
浦
に
。
始
め
て
浜
の
市
を
立
て
。
高
麗
唐
土
の

宝
を
買
ひ
取
る
べ
し
と
の
宣
旨
に
任
せ
。
只
今
津
の
国
住
吉
の
浦
に
下
向
仕
り
候
。
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ワ
キ
・
ワ
キ
ツ
レ

げ
に
今
と
て
も
神
の
代
の
。
げ
に
今
と
て
も
神
の
代
の
。
誓
ひ
ハ
尽
き
ぬ
証
と
て
。
神
と
君
と
の
御
恵
み
。

真
な
り
け
り
。
あ
り
が
た
や
真
な
り
け
り
あ
り
が
た
や
。

シ
テ

我
ハ
こ
れ
。
下
界
に
住
ん
で
神
を
敬
ひ
君
を
守
る
秋
津
島
根
の
。
龍
神
な
り
。

地

あ
る
ひ
は
神
代
の
嘉
例
を
移
し
。

シ
テ

又
ハ
治
ま
る
御
代
に
出
で
ゝ

地

宝
の
御
船
を
守
護
し
奉
り

シ
テ

勅
も
重
し
や
勅
も
重
し
や
こ
の
岩
船

地

宝
を
寄
す
る
波
の
鼓
。
拍
子
を
揃
へ
て
え
い
や
�
�
。

シ
テ

引
け
や
岩
船

地

天
の
探
女
ハ

シ
テ

波
の
腰
鼓

地

て
い
と
う
の
拍
子
を
。
打
つ
な
り
や
さ
ゞ
ら
波
経
廻
り
廻
り
て
。
住
吉
の
松
の
風
。
吹
き
寄
せ
よ
え
い
さ
。
え
い
さ
ら
え

い
さ
と
。
押
す
や
唐
艪
の
。
押
す
や
か
ら
艪
の
潮
の
満
ち
来
る
波
に
浮
か
ん
で
。
八
大
龍
王
ハ
。
海
上
に
飛
行
し
御
船
の
綱

手
を
手
に
繰
り
か
ら
巻
き
。
汐
に
引
か
れ
波
に
乗
つ
て
。
長
居
も
め
で
た
き
住
吉
の
岸
に
。
宝
の
御
船
を
着
け
納
め
。
数
も

数
万
の
捧
げ
物
。
運
び
出
す
や
意
の
如
く
。
金
銀
珠
玉
ハ
降
り
満
ち
て
。
山
の
如
く
津
守
の
浦
に
。
君
を
守
り
の
。
神
ハ
千

代
ま
で
栄
う
る
御
代
と
ぞ
。
な
り
に
け
る
。

(

二
十
四
世
観
世
左
近
訂
正
／
観
世
流
大
成
版

『

岩
船』

〈

檜
書
店〉

二
〇
一
一
年)

｢

高
津｣

の
名
こ
そ
登
場
し
な
い
も
の
の
摂
津
国
住
吉
の
話
と
し
て
展
開
し
、｢
岩
船｣

も

｢

宝
の
御
船｣

と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
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の
船
の
主
は

｢

天
の
探
女｣

と
謡
わ
れ
る
。
当
曲
の
シ
テ
は
龍
神
で
あ
り
、
神
代
の
嘉
例
と
し
て
の
言
及
と
は
い
え
、
角
麻
呂
が
詠

ん
だ
歌
の
要
点
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。

謡
曲

｢

岩
船｣

に
つ
い
て
は
、
成
立
年
・
作
者
と
も
に
不
詳
で
あ
る
が
、
音
阿
弥
に
よ
る
上
演
記
録

(『

飯
尾
宅
御
成
記』

寛
正

七
年

〈
一
四
六
六〉)

が
確
認
で
き
る
記
録
と
し
て
は
最
古
で
あ
る
と
い
う

(

�)

。
謡
曲
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
際
に
は
本
来
の
伝
承
そ
の

ま
ま
で
は
な
く
適
宜
改
変
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
り
、｢

岩
船｣

で
も
そ
の
ま
ま
の
内
容
が
中
世
の
伝
承
で
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い

な
い

(

�)

。
観
世
流
大
成
版

『

岩
船』

の
解
説
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

本
曲
は
天
の
探
女
が
難
波
津
に
天
降
つ
た
と
い
ふ
説
話
に
拠
つ
た
も
の
で
、
万
葉
集
巻
三
に
は
、｢

久
方
の
天
の
探
女
が
石
船

の
泊
て
し
高
津
は
浅
せ
に
け
る
か
も｣

と
い
ふ
角
兄
麻
呂
の
歌
を
載
せ
、
又
摂
津
風
土
記
に
も
、｢

難
波
の
高
津
は
、
天
稚
彦

天
降
り
し
時
、
之
に
属
き
し
神
天
探
女
磐
船
に
乗
り
て
爰
に
至
り
、
其
磐
船
の
泊
て
し
所
な
る
が
故
に
、
高
津
と
号
ぶ｣

と
見

え
て
ゐ
る
。
然
し
、
是
等
は
何
れ
も
、
古
事
記
応
神
天
皇
の
条
に
、｢

ま
た
昔
、
新
羅
の
国
王
の
子
、
名
は
天
之
日
矛
と
謂
ふ

あ
り
。(

中
略)

其
の
妻
の
遁
れ
し
こ
と
を
聞
き
て
、
乃
ち
追
い
渡
り
来
て
、
難
波
に
到
ら
む
と
す
る
程
に
、
其
の
渡
の
神
塞

へ
て
入
れ
ざ
り
き
。
か
れ
更
に
還
り
て
、
多
遅
摩
の
国
に
泊
て
つ
。(

中
略)

か
れ
其
の
天
之
日
矛
の
持
ち
渡
り
来
つ
る
物
は
、

玉
津
宝
と
云
ひ
て
、
珠
二
貫
、
又
振
浪
比
礼
、
切
浪
比
礼
、
振
風
比
礼
、
切
風
比
礼
、
又
奥
津
鏡
、
辺
津
鏡
、
并
せ
て
八
種
な

り｣

と
あ
る
天
之
日
矛
の
妻
即
ち
阿
加
流
比
売
神
を
天
の
探
女
と
混
同
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
摂
津
国
風
土
記
逸
文
な
ど
と
記
紀
と
の
相
違
に
加
え
て
、『

古
事
記』

応
神
天
皇
条
の

｢

天
之
日
矛｣

と

｢

阿
加
流
比
売
神｣

と
の
挿
話
を
指
摘
し
て
い
る
。
折
口
信
夫
が

『
口
訳
万
葉
集』

(

一
九
一
六
年)

に
お
い
て
、
二
九
二
番
歌
を

昔
か
ら
の
傳
へ
に
、
朝
鮮
か
ら
其
夫
の
手
を
逃
れ
て
、
我
が
國
に
や
つ
て
來
た
、
あ
の
天
の
探
女
の
岩
船
が
到
着
し
た
、
と
云

ふ
浪
速
の
高
津
は
、
水
が
淺
く
な
つ
て
し
ま
つ
て
、
そ
の
頃
の
俤
も
殘
つ
て
い
な
い
こ
と
よ
。
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と
訳
し
た
の
は

(

�)

、
能
楽
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
か
ら
謡
曲

｢

岩
船｣

を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
先
掲
の

『

摂
津
名
所
図
会』

が
｢

比
売
碁
曽
社｣

の
祭
神
の
別
名
を

｢

天
探
女｣

と
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
中
世
の
伝
承
が
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

当
該
歌
の
現
存
最
古
の
写
本
は
、
紀
州
本
で
あ
り
、
巻
一
〜
十
は
鎌
倉
末
期

(

一
四
世
紀)

の
書
写
と
さ
れ
る
。
一
三
世
紀
に
仙

覚
が
諸
本
を
校
合
し
新
点
を
付
し
て
以
降
、『

万
葉
集』

の
書
写
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
、
同
じ
一
四
世
紀
に
西
本
願
寺
本
万

葉
集
な
ど
も
書
写
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
注
釈
書
類
も
増
え
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
時
代
的
な
背
景
に
も
拠
る
も
の
か
、

中
世
に
大
成
し
た
能
の
中
に
も
天
探
女
と
岩
船
の
伝
承
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

い
ず
れ
も
後
世
の
附
会
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
新
た
な
内
容
が
付
加
さ
れ
伝
承
が
流
布
し
て
い
く
過
程
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
翻
っ
て
、
古
代
に
お
い
て

｢

天
探
女｣

と

｢

石
船｣

｢

高
津｣

を
結
び
つ
け
た
資
料
は
角
麻
呂
の
万
葉
歌
以
外

に
は
現
存
し
な
い
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
、
時
代
を
超
え
て
人
々
の
興
味
を
引
き
、
い
わ
ば
新
た
な

〈

神
話〉

の
根
拠
と
な
っ
た
と

い
え
よ
う
。

五

四
首
の
構
成

最
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
表
現
か
ら
角
麻
呂
歌
四
首
の
構
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

伊
藤
博
氏
は
当
該
歌
群
に
つ
い
て
、｢

難
波
に
遊
ん
で
の
歌｣
と
し
、｢

起
承
転
結
の
構
成
を
持
つ｣

と
指
摘
し
た

(

�)

。
ま
た
、
阿
蘇

瑞
枝
氏
も

｢

一
見
四
首
は
不
統
一
で
興
味
が
分
散
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
第
四
首
で
全
体
を
総
括
し
て
お
り
、
難
波
離
宮
周
辺

を
讃
美
し
た
歌
と
わ
か
る｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。

｢

高
津｣

と
い
え
ば
、
一
般
的
に
は
記
紀
に
み
え
る
仁
徳
天
皇
の
難
波
高
津
宮
が
想
起
さ
れ
、『

万
葉
集』

に
お
い
て
も
、｢

難
波
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高
津
宮
御
宇
天
皇
代｣

の
歌
と
し
て
磐
姫
皇
后
の
歌
と
さ
れ
る
相
聞
歌

(

２
八
五
〜
八
九)

が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
歌
中
に

詠
ま
れ
た

｢

高
津｣

は
当
該
歌
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
仁
徳
天
皇
で
は
な
く
天
探
女
の
伝
承
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
留
意

さ
れ
る
。
し
か
し
、
天
探
女
と

｢

高
津｣

と
の
関
連
が
記
紀
に
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
こ
は
地
名
と

い
う
よ
り
も
、
天
か
ら
下
り
来
た
神
が
泊
ま
る

｢

津

(

港)｣

と
し
て
、｢

高｣

を
冠
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢

高
殿
を
高
知
り
ま
し
て｣

(

１
三
八)

、｢

高
照
ら
す
日
の
御
子｣

(

１
四
五)

、｢

高
光
る
日
の
朝
廷｣

(

５
八
九
四)

な
ど
に
み
ら
れ

る

｢

高｣

は
、
褒
め
言
葉
で
あ
り
、
当
該
歌
の

｢

高
津｣

も
そ
う
し
た
概
念
を
含
む
表
現
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

そ
の

｢

高
津｣

が
浅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
詠
む
こ
と
で
遠
い
過
去
を
想
起
さ
せ
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
変
容
し
た
現
景
観
を

認
識
さ
せ
て
い
る
。
同
様
の
手
法
は
次
の
歌
に
も
み
ら
れ
る
。

三
年
辛
未
に
大
納
言
大
伴
卿
の
寧
楽
の
家
に
在
り
て
故
郷
を
思
へ
る
歌
二
首

(

第
一
首)

し
ま
し
く
も
行
き
て
見
て
し
か
神
な
び
の
淵
は
あ
せ
に
て
瀬
に
か
な
る
ら
む

(

６
九
六
九)

こ
の
歌
は
、
天
平
三
年

(

七
三
一)

に
大
伴
旅
人
が
詠
ん
だ
、
平
城
京
の
家
に
あ
っ
て
故
郷
を
し
の
ぶ
歌
で
あ
る
。『

万
葉
集』

に
お
い
て

｢

故
郷｣

と
し
て
回
顧
さ
れ
る
の
は
飛
鳥
で
あ
っ
た

(

�)

。｢

神
な
び
の
淵｣

と
表
現
さ
れ
た
の
は
明
日
香
川
の
淵
で
あ
り
、

川
の
流
れ
に
よ
っ
て
淵
が
瀬
に
変
わ
る
こ
と
は
、
後
世
に
お
い
て
歌
枕
化
し
た｢

明
日
香
川｣

の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
も
な
っ
て
い
っ

た

(

�)

。
た
だ
し
、
当
該
歌
で
は
、
後
世
の
よ
う
に
昨
日
・
今
日
・
明
日
の
言
語
遊
戯
的
な
要
素
を
含
み
、
川
の
流
れ
の
速
さ
を
表
現
す

る
の
で
は
な
く
、
淵
が
瀬
に
な
る
ま
で
に
か
か
る
時
間
の
経
過
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
飛

鳥
か
ら
藤
原
京
へ
と
遷
都
し
て
四
十
年
近
く
を
経
て
、
懐
か
し
い
故
郷
・
飛
鳥
を
し
の
ぶ
と
い
う
題
が
生
き
て
く
る
。

二
九
二
番
歌
の

｢

高
津｣

は
、
天
か
ら
下
り
て
き
た
船
が
泊
ま
っ
た
概
念
的
な
場
所
と
し
つ
つ
も
、
お
そ
ら
く
は
現
実
の
港
の
機

能
を
念
頭
に｢

浅
せ
に
け
る
か
も｣

と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
旅
人
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
時
間
の
経
過
を
表
出
す
る
た
め
の
描
写
で
あ
っ
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た
と
み
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
た
め
に
、
仁
徳
天
皇
の
時
代
よ
り
も
古
い
、

〈

神
話〉

を
盛
り
込
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の

〈
神
話〉

が
現
存
資
料
中
に
み
え
な
い
と
は
い
え
、
歌
中
で
の
働
き
と
し
て
重
要
な
の
は

｢

浅
せ
に
け
る
か
も｣

と
い
う
慨
嘆
を
導

く
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
そ
し
て
万
葉
歌
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば

｢

神
代
よ
り｣

(

１
一
三
、
４
四
八
五
、
５
八

九
四
、
13
三
二
二
七
な
ど)

と
い
う
表
現
で
遠
い
過
去
が
示
さ
れ
る
。
難
波
の
地
で

｢

神
代｣

を
想
起
さ
せ
る
の
に
相
応
し
い
名
と

し
て

｢

天
探
女｣
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
窪
田
空
穂
は
、

天
稚
彦
を
い
わ
ず
に
、
天
の
探
女
の
方
を
い
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
特
殊
な
精
神
力
を
も
っ
た
女
に
魅
力
を
感
じ
た
が
た
め
で
、

時
代
性
の
影
響
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

と
し
た
が

(

�)

、
次
の
二
九
三
番
歌
と
の
繋
が
り
を
密
に
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
当
時
の
海
女
と
遠
い
神
話
世
界
の
探
女
と
を
響
き
合
わ
せ

る
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
二
九
三
番
歌
で
は
、｢

高
津｣
で
は
な
く

｢

三
津｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
集
中
の
用
例
を
み
て
み
る
と
、｢

大
伴
の
御
津

(

大

伴
乃
御
津)｣

(

１
六
三)

、｢

住
吉
の
御
津

(
住
吉
乃
三
津)｣

(

19
四
二
四
五)

、｢

難
波
の
御
津

(

難
波
能
美
津)｣

(

20
四
三
三
一)

な
ど
、
遣
唐
使
や
遣
新
羅
使
ら
の
歌
や
防
人
歌
に
見
出
さ
れ
る
。
大
阪
湾
が
海
の
玄
関
口
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、｢

大
伴
の
―｣

｢

住
吉
の
―｣

｢

難
波
の
―｣

が
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
大
阪
湾
の
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
港
が
潮
の
引

い
た
状
態
で
あ
る
と
き
、
海
女
が
ク
グ

(

莎
草)

で
編
ん
だ
籠

(

�)

を
持
っ
て
海
藻
を
刈
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
の
様
子
を
想
像
し
、｢

さ

あ
行
っ
て
見
よ
う｣

と
第
三
者
を
誘
う
よ
う
に
結
ぶ
。

玉
藻
刈
る
海
少
女
ど
も
見
に
行
か
む
船
梶
も
が
も
波
高
く
と
も

(

６
九
三
六)

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
角
麻
呂
に
と
っ
て
海
女
や
玉
藻
刈
り
や
彼
女
ら
の
持
つ
ク
グ
ツ
は
珍
し
い
風
物
で
あ
り
、
興
趣
が
湧
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
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た
だ
し
、
集
中
で

｢

い
ざ
―
む｣

の
表
現
を
持
つ
歌
に
は
、｢

枕
と
わ
れ
は
い
ざ
二
人
寝
む｣

(

４
六
五
二)

、｢

わ
が
舟
は
い
ざ
漕

ぎ
出
で
む｣

(

10
二
〇
五
九)

、｢

い
ざ
告
げ
遣
ら
む
旅
の
宿
り
を｣

(

15
三
六
四
三)

の
よ
う
な
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
独
白
の
よ
う

な
趣
が
あ
っ
て
必
ず
し
も
第
三
者
に
呼
び
か
け
る
表
現
と
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
初
句
と
第
二
句
が
四

音
と
六
音
と
い
う
破
調
で
あ
る
点
で
、｢

歌
い
も
の
の
風
格
を
存
し
て
い
る｣

と
す
る
指
摘
も
あ
る

(

�)

。
伊
藤
氏
は
、
当
該
歌
群
は
行

幸
時
の
詠
唱
か
と
も
言
及
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
で
詠
ま
れ
た
の
か
、
こ
の
表
現
か
ら
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。

二
九
四
番
歌
で
は
、
沖
か
ら
浜
に
帰
っ
て
き
た

｢

海
人
釣
船｣

が
詠
ま
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
沖
で
は
風
が
激
し
い
の
で
白
波

が
高
く
立
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
当
該
歌
群
を

｢

起
承
転
結｣

と
評
し
た
伊
藤
説
で
は
、

一
転
し
て
、
沖
に
高
々
と
う
ね
る
白
波
に
視
線
を
向
け
、
海
人
の
釣
舟
が
み
な
浜
に
帰
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
難
波

の
海
の
躍
動
を
う
た
う
。

と
し
て
い
る
が
、｢

白
波
に
視
線
を
向
け｣

て
は
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
浜
に
帰
っ
て
き
た

｢

海
人
釣
船｣

を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、

視
点
を
転
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

武
庫
の
海
の
庭
よ
く
あ
ら
し
漁
す
る
海
人
の
釣
船
波
の
上
ゆ
見
ゆ

(

15
三
六
〇
九)

の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
視
点
が
沖
に
あ
る
例
も
あ
る
が
、
当
該
歌
の
場
合
は
む
し
ろ
一
貫
し
て｢

浜｣

に
視
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

｢

海
女｣

と
同
様
に
、｢

海
人｣

も

｢

釣
船｣

も
珍
し
く
興
趣
を
誘
う
景
物
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
。

そ
し
て
二
九
五
番
歌
で
は
、｢

住
吉｣

の
地
を

｢

遠
つ
神
わ
ご
大
君
の
い
で
ま
し
ど
こ
ろ｣

と
表
現
す
る
。
同
じ
表
現
は

｢

幸
讃

岐
國
安
益
郡
之
時
軍
王
見
山
作
歌｣

(

１
五)

に
も
み
え
、
詠
ま
れ
た
の
は
讃
岐
で
あ
る
が
、｢

網
の
浦
の

海
人
娘
子
ら
が

焼
く

塩
の

思
ひ
ぞ
焼
く
る

我
が
下
心｣

と
あ
り
、
行
幸
の
地
を
顕
彰
す
る
で
な
く
、
関
心
が

｢

海
人
娘
子｣

に
あ
る
点
で
、
角
麻
呂

歌
と
通
底
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
歌
の
作
者
で
あ
る
軍
王
も
角
麻
呂
も
と
も
に
不
詳
で
あ
り
、
作
歌
年
代
も
不
明
で
あ
る
た
め
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の

｢

わ
ご
大
君｣

も
特
定
で
き
な
い
。
角
麻
呂
歌
に
つ
い
て
は
、
当
該
歌
の
次
に
収
載
さ
れ
た
二
九
六
番
歌
が
、
和

同
元
年

(

七
〇
八)

に
上
野
国
司
に
任
じ
ら
れ
た
田
口
益
人
の
歌
で
あ
り
、
二
八
八
番
歌
の
作
者
で
あ
る
穂
積
老
が
大
宝
三
年

(

七

〇
三)
か
ら
史
書
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
初
頭
の
作
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
む
し
ろ
特
定
す
る
必
要
が
な

い
表
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
五
番
歌
に
お
い
て
は

｢

い
で
ま
し
ど
こ
ろ｣

は
単
に

｢

山｣

と
さ
れ
、
題
詞
に
も

｢

山
を

見
て｣

と
し
か
登
場
し
な
い
。
漠
然
と
讃
岐
国
の
山
と
遠
い
神
代
と
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
特
定
は
必

要
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
に
、
二
九
五
番
歌
に
お
い
て
も
、
特
定
の
天
皇
を
想
起
す
る
必
要
は
な
く
、
遠
い
神
の

時
代
を
想
起
し
、

〈
今〉
の
住
吉
の
景
に
情
趣
を
添
え
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

｢

住
吉｣

は
難
波
離
宮
の
あ
っ
た
上
町
台
地
か
ら
南
に
約
十
キ
ロ
離
れ
て
い
る
が
、
住
吉
大
社
の
あ
る
地
で
あ
り
、
難
波
行
幸
の

際
に
立
ち
寄
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
現
在
と
は
大
き
く
景
観
が
異
な
り
、
古
代
の
海
岸
線
は
社
殿
の
近
く
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る

(

�)

。
航
海

の
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
、
海
や
船
と
の
ゆ
か
り
は
深
い
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
ま
ず
神
話
世
界
を
想
起
さ
せ
る

｢

天
の
探
女｣

を
詠
み
込
み
、
第
四
首
目
に

｢

遠
つ
神｣

を
詠
み
、

｢

高
津｣

｢

三
津｣

｢

住
吉｣

と
い
っ
た

｢

い
で
ま
し
ど
こ
ろ｣

の
景
と
し
て
、｢

海
女｣

｢

海
人｣

の

｢

玉
藻
刈
り｣

や

｢

釣
り｣

を

表
現
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
神
話
の
時
代
と
歌
の
当
時
と
を
繋
ぐ
の
は
、
探
女
の｢

石
船｣

と
海
人
の｢

釣
船｣

で
も
あ
ろ
う
。

角
麻
呂
歌
四
首
は
、
作
歌
時
の
状
況
は
ど
う
あ
れ
、
一
組
の
歌
群
と
し
て

『

万
葉
集』

に
収
載
さ
れ
た
時
点
で
、
連
動
さ
せ
て
読
む

こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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六

お
わ
り
に

以
上
の
と
お
り
、
角
麻
呂
の
四
首
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
が
歌
の
中
で
ど
う
作
用
す
る
か
に
留
意
し
つ
つ
読
む
こ
と

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
間
で
連
動
す
る
内
容
が
見
出
さ
れ
た
。

四
首
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
氏
や
阿
蘇
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
起
承
転
結
や
角
麻
呂
自
身
の
意
図
、
作
歌
状
況
ま
で
を
云
々

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
四
首
一
組
の
歌
群
と
し
て
収
載
さ
れ
た
段
階
で
、
一
連
の
歌
と
し
て
読
む
べ
き

も
の
と
な
っ
た
と
は
い
え
よ
う
。

筆
者
の
関
心
は
記
紀
・
風
土
記
に
載
ら
な
い
伝
承
を
伝
え
る
二
九
二
番
歌
に
も
あ
っ
た
。
中
世
・
近
世
の
注
釈
に
お
い
て
、
地
誌

や
芸
能
と
い
っ
た
隣
接
す
る
分
野
も
含
め
て
新
た
な
要
素
が
加
え
ら
れ

〈

神
話〉

が
伝
承
さ
れ
て
い
く
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
た
。
同
様
の
こ
と
は
、
古
代
に
も
起
こ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
記
紀
と
は
異
な
る

〈

神
話〉

が
万
葉
歌
に
詠
ま

れ
た
例
は
、
他
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る

(

２
一
六
七
、
13
三
二
二
七
、
18
四
〇
九
四
、
20
四
四
六
五
な
ど)

。
そ
う
し
た

〈

神
話〉

を
伝
え
る
一
例
と
し
て
も
、
当
該
歌
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

※『

万
葉
集』

に
つ
い
て
は
、
中
西
進
校
注

『

万
葉
集

全
訳
注
原
文
付』

(

講
談
社)

一
九
七
八
年
、『

古
事
記』

『

日
本
書
紀』

に
つ
い
て
は
、
山

口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１

古
事
記』

(
小
学
館)

一
九
九
七
年
、
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・

蔵
中
進
・
毛
利
正
守
校
注

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２

日
本
書
紀
①』

(
小
学
館)

一
九
九
四
年
、
に
拠
っ
た
。
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註(
１)

小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
６

萬
葉
集
①』

(

小
学
館)

一
九
九
四
年
／
佐
竹
昭
広
・
山
田
英

雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注

『

新
日
本
古
典
文
学
大
系
１

萬
葉
集

一』
(

岩
波
書
店)

一
九
九
九
年

(

２)
荷
田
春
満

『

萬
葉
童
蒙
抄』

一
七
二
五
年
／
賀
茂
真
淵

『

万
葉
考』

一
七
六
〇
年
頃
／
鹿
持
雅
澄

『

萬
葉
集
古
義』

一
八
二
八
年
頃
な
ど

(

３)

澤
瀉
久
孝

『

萬
葉
集
注
釋

巻
第
三』

(

中
央
公
論
社)

一
九
五
八
年
／
西
宮
一
民

『

萬
葉
集
全
注

巻
第
三』

(

有
斐
閣)

一
九
八
四
年
な

ど

(

４)

阿
蘇
瑞
枝
校
注

『
萬
葉
集
全
歌
講
義』

(

笠
間
書
院)

二
〇
〇
六
年
／
多
田
一
臣
訳
注

『

万
葉
集
全
解』

(

筑
摩
書
房)

二
〇
〇
九
年
な
ど

(

５)
｢

磐
姫
皇
后
思
天
皇
御
作
歌
四
首｣

(

２
八
五
〜
八)

、｢

山
部
宿
禰
赤
人
歌
四
首｣

(

８
一
四
二
四
〜
七)

ほ
か

(

６)

佐
佐
木
信
綱
編

『

日
本
歌
学
大
系

第
一
巻』

(

風
間
書
院)

一
九
五
八
年

(

７)

片
桐
洋
一

『

八
雲
御
抄
の
研
究

枝
葉
部
言
語
部』

(

和
泉
書
院)

一
九
九
二
年

(

８)

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
な
ど
。

(

９)

伊
藤
純

｢

摂
津
国
風
土
記
の
逸
文
に
つ
い
て｣

『

続
日
本
紀
研
究』

二
七
四
号
、
一
九
九
一
年
四
月

(

�)

上
垣
節
也
校
注

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５

風
土
記』

(

小
学
館)

一
九
九
七
年

な
お
、
廣
岡
義
隆
氏
に
よ
る
同
書
解
説
に
お
い
て
、[
参
考]

と
し
て
あ
げ
た
も
の
は

｢

疑
逸
文｣

で
あ
る
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

佐
成
謙
太
郎

『

謡
曲
大
観』

第
一
巻
〈
明
治
書
院
〉
一
九
三
〇
年

(

�)

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
に
材
を
採
る

｢

淡
路｣
や
、
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
に
材
を
採
る

｢

鵜
羽｣

な
ど
が
あ
る
。
謡
曲
と
記
紀
神

話
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

(

�)

二
十
四
世
観
世
左
近
訂
正
／
観
世
流
大
成
版

『

岩
船』

〈
檜
書
店
〉
二
〇
一
一
年

(

�)

折
口
信
夫

『

口
訳
万
葉
集』

巻
第
三
／

『

折
口
信
夫
全
集

第
四
巻』

(
中
央
公
論
社)

一
九
六
六
年

(

�)

伊
藤
博

『

萬
葉
集
釈
注

二』
(

集
英
社)

一
九
九
六
年
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(

�)

阿
蘇
瑞
枝

『

萬
葉
集
全
歌
講
義

第
二
巻

(

巻
第
三
・
巻
第
四)』

(

笠
間
書
院)

二
〇
〇
六
年

(
�)

上
野
誠

｢

故
郷
・
飛
鳥
思
慕
の
文
芸｣

『

古
代
日
本
の
文
芸
空
間
―
万
葉
挽
歌
と
葬
送
儀
礼』

(

雄
山
閣)

一
九
九
七
年

(
�)

世
中
は
な
に
か
つ
ね
な
る
あ
す
か
ゞ
は
き
の
ふ
の
ふ
ち
ぞ
け
ふ
は
せ
に
な
る

(

古
今
和
歌
集
雑
下
・
九
三
三
／
読
人
し
ら
ず)

、
ほ
か
の
せ

は
ふ
か
く
な
る
ら
し
あ
す
か
河
昨
日
の
ふ
ち
ぞ
わ
が
身
な
り
け
る

(

後
撰
和
歌
集
９
恋
一
・
五
二
五)

な
ど

(

�)

窪
田
空
穂

『

萬
葉
集
評
釈

巻
第
三』

(

角
川
書
店)

一
九
六
六
年

(

�)

山
田
孝
雄

『
萬
葉
集
講
義

巻
第
三』

(

寶
文
館)

一
九
三
七
年

(

�)

武
田
祐
吉

『
増
訂

萬
葉
集
全
註
釋

四

巻
の
三』
(

角
川
書
店)

一
九
五
七
年

(

�)

日
下
雅
義

『

古
代
景
観
の
復
元』

(

中
央
公
論
社)

一
九
九
一
年
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