
一
、
額
田
王
像
の
変
遷

か
つ
て
額
田
王
は
万
葉
の
花
で
あ
っ
た
。
近
代
に
お
い
て
は
絶
世
の

美
女
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
大
海
人
皇
子
の
子
を
産
み
な
が
ら
、

天
智
天
皇
の
後
宮
に
召
さ
れ
、
そ
れ
が
こ
の
兄
弟
の
対
立
を
生
ん
だ
と

も
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
そ
う
し
た
見
解
に
ほ

こ
ろ
び
が
生
じ
て
、
額
田
王
像
は
、
大
き
く
揺
ら
ぎ
は
じ
め
て
い
る
。

｢

蒲
生
野
唱
和｣

と
呼
ば
れ
る
次
の
二
首
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で

あ
り
、『

万
葉
集』

の
な
か
で
も
高
い
人
気
を
誇
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。

天
皇

す
め
ら
み
こ
と、
蒲
生
野

か

ま

ふ

の

に
遊
猟
み
か
り

し
た
ま
ふ
時
に
、
額
田
王
が
作
る
歌

あ
か
ね
さ
す

紫
野

む
ら
さ
き
の
行
き

標
野

し
め
の

行
き

野
守
の
も
り

は
見
ず
や

君
が
袖
振
る

皇
太
子

ひ
つ
ぎ
の
み
こ

の
答
へ
た
ま
ふ
御
歌

明
日
香
の
宮
に
御
宇
天
皇
、
諡
お
く
り
なし

て
天
武
天
皇
と
い
ふ

紫
草

む
ら
さ
き

の

に
ほ
へ
る
妹
を

憎
く
あ
ら
ば

人
妻
故
に

我あ

れ
恋こ

ひ
め
や
も

紀
に
は

｢

天
皇
の
七
年
丁
卯
ひ
の
と
う

の
夏
の
五
月
五
日
に
、
蒲
生
野
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に
縦
猟
み
か
り

す
。

時
に
大
皇
弟

ひ
つ
ぎ
の
み
こ

・
諸
王

お
ほ
き
み
た
ち、

内
臣

う
ち
の
ま
へ
つ
き
みま
た
群
臣

ま
へ
つ
き
み
た
ち、

皆
悉

こ
と
ご
と

に
従
お
ほ
み
と
もな
り｣

と
い
ふ
。

こ
れ
を
あ
え
て
、
伊
藤
博
の

『

万
葉
集
全
注

巻
第
一』

(

昭
�
・

８
、
有
斐
閣)
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
二
〇
番
、
二
一
番
の
こ
の
歌
は
、

万
葉
を
習
う
時
の
導
入
と
も
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
た
め
、
最
初
に
す
り

込
ま
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
後
々
ま
で
尾
を
引
い
て
し
ま
う
。
す
べ
て
の
学

問
が
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
、
禁
断
の
恋
と
い
う
解
釈
で
習
っ
た
も

の
に
と
っ
て
は
、
宴
で
の
座
興
と
い
う
見
解
は
、
素
直
に
は
受
け
入
れ

が
た
い
に
違
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
私
が
言
い
た
い
の
は
そ
の
先
に
あ
る

が
、
ま
ず
、
こ
の
額
田
王
像
の
劇
的
な
転
換
に
つ
い
て
書
い
て
お
き
た

い
。谷

馨

『

額
田
姫
王』

(

平
６
・
１
、
紀
伊
國
屋
書
店)
に
よ
る
と
、

こ
の
贈
答
歌
は
読
む
も
の
に
一
種
の
危
機
感
を
抱
か
せ
る
と
し
て
、
中

大
兄
皇
子

(

天
智)

の

｢

三
山
の
歌｣

(

巻
１
一
三)

な
ど
に
も
か
ら

め
て
、｢

姫
王
を
め
ぐ
る
両
皇
子
の
関
係
を
か
の
壬
申
の
乱
に
関
係
づ

け
た
く
も
な
る
で
あ
ろ
う｣

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
姫
王
に
つ
い

て
最
初
に
詳
細
に
言
及
し
た
の
は
、
本
居
宣
長
没
後
の
門
人
伴
信
友
の

『

長
等
の
山
風』

で
あ
る
と
い
う
。
信
友
は
、
額
田
王

(

姫
王)

を
め

ぐ
る
三
角
関
係
を
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

｢

そ
も
そ
も
こ
の
姫
王
は
、
既は
や

く
大
海
人
皇
子
に
婚め

さ
れ
て
、
御
子

(

十
市
皇
女)

を
さ
へ
に
生な

し
給
ひ
た
り
し
御
中
な
り
け
れ
ば
、
御
兄

皇
子
に
め
さ
れ
て
在
つ
つ
も
、
し
か
す
が
に
互
み
に
お
も
ひ
は
な
れ
が

た
く
、
し
ぬ
び
し
ぬ
び
に
御
こ
と
か
よ
は
し
な
ど
し
た
ま
ひ
け
る｣

と

述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
読
み
取
り
の
中
で
は
、
天
智
天
皇
の
権
力
が
、
強
け
れ
ば

強
い
ほ
ど
、
額
田
と
大
海
人
と
の
禁
断
の
恋
は
す
さ
ま
じ
く
花
ひ
ら
く

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
説
が
、
後
の
研
究
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
。
こ

う
し
て
額
田
王
像
は
定
着
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
説
の
ほ
こ
ろ
び
が
生
じ
た
の
は
、
額
田
王
の
年
齢
と
、

子
供
ま
で
な
し
た
女
性
が
、
天
智
の
後
宮
に
入
り
、
歌
で
活
躍
す
る
と

い
う
謎
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
の
額

田
王
の
年
齢
は
、
四
十
前
後
と
考
え
ら
れ
、
い
ま
の
ア
ラ
フ
ォ
ー
と
は

違
い
、
早
熟
な
万
葉
時
代
に
お
い
て
、
こ
れ
は
ど
う
に
も
無
理
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
表
れ
た
の
が
、
宴
の
座
興
説
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
、『

万

葉
集
全
注

巻
第
一』

の
伊
藤
博
が
、
こ
の
説
を
唱
え
た
の
で
あ
っ
た
。

伊
藤
は
こ
の
歌
が
、
蒲
生
野
で
の
薬
狩
り
の
後
に
開
か
れ
た
宴
席
で
の

座
興
で
あ
る
と
い
う
山
本
健
吉
、
池
田
弥
三
郎
著

『

万
葉
百
歌』

(

昭
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�
・
８
、
中
公
新
書)

の
説
を
発
展
さ
せ
て
、
額
田
像
を
大
き
く
塗
り

か
え
た
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
歌
が
、
相
聞
の
部
立
て
で
は
な
く
、

｢

雑
歌｣
の
部
立
て
に
入
っ
た
理
由
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

こ
の
日
、
す
べ
て
の
女
性
は
、
天
智
天
皇
の
一
夜
妻
と
認
識
さ
れ
て

い
た
た
め
、
じ
っ
さ
い
は
額
田
王
が
自
分
の
妻
で
あ
っ
て
も
、
大
海
人

皇
子
は
、｢

人
妻
故
に｣
と
、
額
田
に
呼
び
か
け
た
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
歌
が

｢

相
聞｣

で
は
な
く
公
的
な
歌

が
多
く
含
ま
れ
る

｢

雑
歌｣

に
分
類
さ
れ
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
た

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
額
田
王
が
、
大
海
人
皇
子
の
子
供
ま
で
な
し

な
が
ら
、
天
智
天
皇
の
妻
と
な
っ
た
と
い
う
説
が
払
拭
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。

矛
盾
点
が
す
べ
て
ク
リ
ア
に
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、

新
た
な
矛
盾
も
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
最
大
の
矛
盾
は
、
次
の
歌

の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

巻
四
の
四
八
八
番
歌
。｢

額
田
王
、
近
江
天
皇
を
思し

の

ひ
て
作
る
歌
一

首｣

で
あ
る
。

君
待
つ
と
我あ

が
恋
ひ
居
れ
ば
我わ

が
屋や

戸ど

の
簾
動
か
し
秋
の
風
吹
く

こ
れ
は
、
額
田
王
が
、
天
智
天
皇
崩
御
後
に
、
天
皇
を
思
っ
て
つ
く
っ

た
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
伊
藤
の
見
解
で
は
、
こ
の
歌
は

｢

奈
良
朝
人

の
虚
構｣

で
あ
る
と
し
て
片
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
読
み

取
り
の
矛
盾
で
あ
る
。
す
で
に
万
葉
以
外
の
同
時
代
の
歌
集
関
連
資
料

が
失
わ
れ
て
い
る
今
、
我
々
は
、
こ
の
歌
集
を
矛
盾
な
く
読
ん
で
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
儀
礼
歌
の
形
式

こ
こ
に
額
田
王
〈
男
性
説
〉
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
古
く

は
契
沖
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
説
の
存
在
す
ら
歴
史
の
中
に

埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
私
は
、
今
一
度
、
こ
の
契
沖
説
を
掘
り
起

こ
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
契
沖
以
降
の
万
葉
研
究
は
、
な
ぜ
、｢

王
女｣

で
は
な

く
、｢

王｣

と
呼
ば
れ
る
人
物
を
女
性
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
根
拠
と
な
る
の
が

『

日
本
書
紀』

の
記
述
か
ら
で
あ
る
。
天
武
天
皇

二
年

(

六
七
三
年)

二
月
に
、

天
皇
初
娶
鏡
王
女
額
田
姫
王
、
生
十
市
皇
女
。
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(

天
皇
、
初
め
鏡
王
の
女
額
田
姫
王
を
娶
り
て
、
十
市
皇
女
を
生

む
。)

と
記
さ
れ
て
い
る
。(『

日
本
書
紀』

、
平
�
・
６
、
小
学
館

｢

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集｣
、
以
下
引
用
も
同
書)

。
こ
れ
ま
で
の
万
葉
研
究

者
が
、
唯
一
の
拠
り
所
と
し
て
き
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
前
後

に
は
、
天
武
天
皇
の
娶
っ
た
女
性
と
そ
の
子
供
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
天
皇
が
最
初
に

｢

鏡
王｣
の
娘
の

｢

額
田
姫
王｣

を
娶
っ
た
と
い

う
。
二
人
の
間
に
は
、｢

十
市
皇
女｣
が
生
ま
れ
、
こ
の
皇
女
は
、
後

に
大
友
皇
子
と
結
ば
れ
、
葛
野
王
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
故
、
書
紀
は
記

述
し
た
の
で
あ
る
。

書
紀
が
記
す
額
田
王
と
お
ぼ
し
き
人
物
の
記
述
は
、
こ
の
部
分
の
み

と
い
っ
て
い
い
。
し
か
も｢

額
田
姫
王｣

と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
の
万
葉
学
で
は
、
こ
の

｢

額
田
姫
王｣

と

｢

額
田
王｣

を
同
一
人
物

と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
た
い
へ
ん
危
う
い
こ
と

だ
。
万
葉
研
究
は
こ
う
し
た
砂
上
に
築
か
れ
た
楼
閣
の
ご
と
き
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
知
る
べ
き
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
字
義
通
り
よ
め
ば
、
ふ
た
り
は
別
人
で
あ
る
。

む
ろ
ん
額
田
と
い
う
姓
が
同
じ
で
あ
る
以
上
、
同
族
で
あ
る
可
能
性
は

高
い
。
同
時
期
に
複
数
の
額
田
を
名
乗
る
人
物
が
活
躍
す
る
こ
と
は
、

む
し
ろ
理
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、
額
田
王
は
、
万
葉
集
に
し
か
そ
の
名
を
と

ど
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
歌
の
数
は
一
二
首
あ
ま
り
で

あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、｢

額
田
王｣

像
は
、
万
葉
集
を
矛
盾
な
く
読
み

取
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
し
か
立
ち
上
が
っ
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。
一

つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
し
ま
う
と
、
人
間
は
そ
の
呪
縛
か
ら
容
易

に
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
際
、
い
ま
ま
で
の
常
識
を
す
べ

て
リ
セ
ッ
ト
し
て
、
額
田
王
を
考
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

額
田
王
と
い
う
名
前
か
ら
す
れ
ば
、
男
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る

が
、
た
だ
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
私
が
額
田
王
を
男
性
と
考
え
る
わ
け

で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
天
智
天
皇
が
崩
御
し
た
折
の

｢

山
科
御
陵
よ
り
退ま
か

り
散あ
ら

く
る
時
に
、
額
田
王
の
作
る
歌
一
首｣

(

巻
二
、
一
五
五)

と
題
さ
れ

た
挽
歌
が
あ
る
。

や
す
み
し
し

わ
ご
大
君
の

か
し
こ
き
や

御
陵

み
は
か

仕
ふ
る
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山
科
の

鏡
の
山
に

夜
は
も

夜
の
こ
と
ご
と

昼
は
も

日
の
こ
と
ご
と

ね
の
み
を

泣
き
つ
つ
あ
り
て
や

も
も
し
き
の

大
宮
人
は

行
き
別
れ
な
む

天
皇
が
近
江
の
地
で
崩
御
し
て
、
山
科
御
陵
に
葬
ら
れ
、
そ
こ
を
退

散
し
て
く
る
時
に
額
田
王
が
詠
ん
だ
歌
と
題
詞
は
述
べ
る
。｢

大
宮
人｣

ら
が
そ
こ
に
赴
き
、
天
皇
と
別
れ
を
惜
し
む
た
め
慟
哭
し
て
い
る
様
子

が
描
か
れ
る
。
大
宮
人
は
、
天
智
天
皇
に
仕
え
た
官
人
た
ち
を
さ
し
て

い
る
。
こ
の
歌
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
大
宮
人
で
あ
る
自
分
も
、
多
く
の

官
人
ら
と
同
時
に
今
は
亡
き
天
智
天
皇
に
別
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
所
か
ら
、
額
田
の
立
ち
位
置
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
天
智
天
皇
に
仕
え
た

｢

大
宮
人｣

と
し
て
の
王
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
、
葬
儀
で
歌
わ
れ
た
儀
礼
歌
と
み
て
い
い
。
こ
の
儀
礼
歌
に

つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
て
み
た
い
。

さ
て
、
万
葉
集
に
登
場
す
る
額
田
の
歌
は
、
一
二
首
に
す
ぎ
な
い
と

先
に
も
述
べ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
天
智
天
皇

(

中
大
兄
皇
子)

が
権
勢
を
振
る
っ
た
時
代
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
だ
か
ら

天
智
天
皇
の
挽
歌
を
額
田
王
は
詠
み
、
そ
の
天
皇
を
回
想
し
て
、
万
葉

集
か
ら
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
天
武
の
妃
で
あ
る
な
ら
、
壬

申
の
乱
以
降
に
も
活
躍
の
場
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
天
智
挽
歌
以
降
の
額
田
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、

巻
四
の
四
八
八
番
歌
、｢

額
田
王
、
近
江
天
皇
を
思
ひ
て
作
る
歌
一
首｣

で
あ
る
。
先
ほ
ど
、
伊
藤
が

｢

奈
良
朝
人
の
虚
構｣

と
言
っ
た
も
の
で

あ
る
。君

待
登

き
み
ま
つ
と

吾
戀
居
者

あ
が
こ
ひ
を
れ
ば

我
屋
戸
之

わ

が

や

ど

の

簾
動
之

す
だ
れ
う
ご
か
し

秋
風
吹

あ
き
の
か
ぜ
ふ
く

こ
う
し
た
歌
は
、
一
見
個
人
の
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
の
よ
う
に
み
え

て
も
、
額
田
王
特
有
の
儀
礼
的
の
韻
律
が
響
い
て
く
る
。
私
が
そ
も
そ

も
〈
額
田
男
性
説
〉
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
の
は
、
初
期
万
葉
の
文
体
を

考
察
す
る
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

平
成
二
一
年
三
月
に

｢

短
歌
生
成
の
謎
に
迫
る

石
神
遺
跡
の
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木
簡
か
ら
分
か
る
こ
と

｣
(｢

東
海
学
園

言
語
・
文
学
・
文
化｣)

と
い
う
論
文
の
な
か
で
、
私
は
、
短
歌
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
、
定

着
し
た
か
を
論
じ
た
。
そ
の
論
文
を
書
い
て
い
る
時
も
、
私
自
身
、
額

田
王
は
女
性
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
説
を
疑
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
論
を
書
い
た
こ
と
で
、
表
現
史
に
お
け
る
額
田
王
の
立
ち

位
置
が
よ
り
は
っ
き
り
と
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
論
の
梗
概
を
簡
単
に
述
べ
る
と
、
儀
礼
な
ど
で
歌
わ
れ
た
長
歌

の｢

五
七
／
五
七
／
五
七
…
五
七
／
七｣

の
形
式
は
、
楽
器
な
ど
も
伴
っ

て
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
歌
わ
れ
て
い
た
が
、
ど
う
や
ら
そ
の
最

小
の
形
が
短
歌
で
は
な
い
か
と
思
う
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
額
田
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
、｢

五
七
／
五
七
／
七｣

で
あ

る
。
こ
れ
は
長
歌
な
ど
の
儀
礼
歌
の
拍
子
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の

で
あ
る
。
普
通
に
個
人
が
歌
を
詠
む
時
に
は
、
こ
う
し
た
面
倒
な
発
想

を
し
な
い
。
よ
ほ
ど
巧
ま
な
い
限
り

｢

五
七
五
／
七
七｣

と
、
上
句

(

五
七
五)

と
下
句

(

七
七)

と
を
接
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
、

｢

五
／
七
五
七
七｣
｢

五
七
／
五
七
七｣

｢

五
七
五
七
／
七｣

と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
切
れ
目
も
許
容
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

短
歌
は
、
短
い
歌
と
い
い
な
が
ら
、
一
呼
吸
で
読
み
切
る
こ
と
は
で

き
ず
、
必
ず
、
二
つ
以
上
の
イ
メ
ー
ジ
の
束
を
熔
接
し
な
が
ら
、
一
首

を
完
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
互
い
が
陰
と

陽
と
な
っ
て
、
定
型
の
な
か
で
合
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
作
品
に
生
命
を

与
え
る
の
で
あ
る
。

私
が
先
の
論
で
指
摘
し
た
の
は
、｢

五
七
五
七
七｣

が
、
短
歌
形
式

と
呼
ば
れ
な
が
ら
、
じ
つ
は
次
の
二
つ
の
形
態
に
分
類
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

①｢

五
七
／
五
七
／
七｣

②｢

五
七
五
／
七
七｣

(

そ
の
他

｢

五
七
／
五
七
七｣

、｢

五
／
七
五
七

七｣

な
ど
①
以
外)

そ
し
て
、
①
と
②
と
で
は
、
歌
を
創
る
と
き
の
発
想
の
方
法
が
違
う

の
で
あ
る
。
①
は
、
あ
き
ら
か
に
長
歌
の
リ
ズ
ム
を
継
承
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
形
式
は
短
歌
で
あ
っ
て
も
、
内
容
は
、
長
歌
の
最
小
形
で
あ

る
。そ

れ
に
対
し
て
、
②
の
歌
い
方
は
、
最
初
か
ら
短
歌
と
い
う
フ
ォ
ル

ム
を
満
た
す
べ
く
作
ら
れ
て
い
て
、
後
世
に
い
う
和
歌

(

短
歌)

な
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
額
田
の
歌
は
、
①
の
パ
タ
ー
ン
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
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熟
田
津

に

き

た

つ

に

船
乗
ふ
な
の

り
せ
む
と

月
待
て
ば

潮し
ほ

も
か
な
ひ
ぬ

今
は
漕
ぎ
出
で
な

こ
の
歌
は
、
斉
明
天
皇
の
時
代
に
、
唐
と
新
羅
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ

た
百
済
を
再
興
す
る
た
め
、
朝
鮮
半
島
に
出
兵
す
る
時
の
歌
、
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
難
波
津
か
ら
出
航
し
た
船
団
が
、
四
国
の
熟
田
津
で
停

泊
し
、
そ
こ
か
ら
九
州
の
娜
の
大
津

(
博
多
港)

へ
船
出
す
る
時
、
額

田
王
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
博
多
か
ら
朝
鮮
半
島
ま
で
船
団
を

繰
り
出
す
訳
だ
が
、
斉
明
天
皇
は
、
九
州
の
地
で
崩
御
す
る
。

む
ろ
ん
、
総
指
揮
を
と
っ
た
の
は
、
中
大
兄
皇
子
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、

中
大
兄
皇
子
は
、
斉
明
天
皇
を
担
ぎ
上
げ
、
国
家
を
動
か
し
て
い
た
。

こ
の
時
、
額
田
王
が
斉
明
天
皇
の
代
作
を
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
、
額
田
王
が
儀
礼
歌
の
歌
人
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。

こ
の
歌
が
出
航
の
儀
礼
で
歌
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
間
違
っ

た
推
測
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
額
田
が
男
性
で

あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

書
紀
に
よ
れ
ば
、
斉
明
七
年
一
月
六
日
、
船
は
西
征
し
て
海
路
に
つ

い
た
と
い
い
、
十
四
日
に
伊
予
の
熟
田
津
に
停
泊
し
た
と
も
書
か
れ
て

い
る
。
斉
明
天
皇
自
身
が
女
性
で
あ
る
が
、
こ
の
航
路
で
、
大
田
皇
女

が
大
伯
の
海
で
大
伯
皇
女
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
い
て
、

女
性
も
多
く
舟
に
乗
っ
て
の
出
航
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、

そ
の
な
か
に
、
既
に
一
児
の
母
で
あ
っ
た
額
田
姫
王
が
乗
船
す
る
必
要

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
も
な
る
が
、
出
撃
命

令
と
も
い
え
る
よ
う
な
儀
式
歌
を
女
性
が
つ
く
る
こ
と
は
、
大
変
面
白

い
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
違
和
感
を
覚
え
る
。

三
、｢

大
宮
人｣

と
し
て
の
額
田
王

さ
て
、
代
作
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
書
紀
の
な
か
に
は
、

官
吏
が
権
力
者
の
代
作
を
す
る
例
が
書
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
野

中
川
原
史
満
や
秦
大
蔵
造
万
里
が
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た

『

万
葉
集』

に
お
い
て
も
、
中
皇
命
の
代
作
を
し
た
間
人
連
老
な
ど
の
存
在
が
知
ら

れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
、
中
皇
命
自
身
が
代
作
を
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
中
皇

命
と
い
う
人
物
自
体
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
男
と
も
女
と
も
分
か
っ
て
い

な
い
。
そ
れ
に
比
し
て
、
あ
と
の
三
人
は
男
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
額
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田
王
以
降
の
こ
う
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
く
の
は
、
柿
本
人
麻
呂
を
は

じ
め
と
す
る
人
た
ち
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
宮
廷
歌
人
は
、
宮
廷
に
仕
え

た

｢

大
宮
人｣

の
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
額
田
王
女
性
説
を
と
る
研
究
者
は
、
女
帝
で
あ
っ
た
斉
明

天
皇
の
後
宮
が
、
儀
礼
に
ま
で
関
わ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
で
、
額
田
王

に
活
躍
の
場
が
あ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
斉
明
朝
の
陰

の
実
力
者
は
、
中
大
兄
皇
子
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
儀
式
を
陰
で
取
り
仕
切
っ
た
の
も
、
彼
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
書
紀

の
記
述
か
ら
も
明
か
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
孝
徳
天
皇
の
五
年
三
月
に
、
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
大

臣
が
、
蘇
我
臣
日
向
の
讒
言
に
よ
っ
て
無
実
の
罪
を
か
ぶ
せ
ら
れ
て
、

山
田
寺
で
自
害
し
た
事
件
を
、
書
紀
は
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ

の
時
、
石
川
麻
呂
一
族
の
も
の
は
み
な
平
ら
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、

石
川
麻
呂
の
所
有
し
て
い
た
良
書
や
重
宝
に
は
、
す
べ
て
中
大
兄
皇
子

の
名
が
記
さ
れ
て
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
無
実
が
証
さ
れ
た
と
い
う
。
こ

れ
を
聞
い
た
皇
子
は
、
讒
言
し
た
日
向
を
、
筑
紫
太
宰
師
と
し
て
左
遷

し
た
。

じ
つ
は
こ
の
時
、
倉
山
田
麻
呂
の
娘
で
中
大
兄
皇
子
の
妃
と
な
っ
て

い
た
蘇
我
作
媛
が
傷
心
の
あ
ま
り
命
を
落
と
し
た
の
だ
。
こ
の
姫
は
、

遠
智
娘
と
い
い
、
後
の
持
統
天
皇
や
大
田
皇
女
を
生
ん
だ
女
性
で
あ
っ

た
。
嘆
き
悲
し
む
中
大
兄
皇
子
の
た
め
、
野
中
川
原
史
満
は
進
ん
で
歌

を
奉
っ
た
と
い
う
。
書
紀
は
そ
の
歌
を
二
首
記
し
て
い
る
。

山
川
に
鴛を

鴦し

二
つ
居
て
偶た
ぐ

ひ
よ
く
偶
へ
る
妹
を
誰
か
率
に
け
む

本
毎

も
と
ご
と

に
花
は
咲
け
ど
も
何
と
か
も
愛
う
つ
く
し
妹い
も

が
ま
た
咲
き
出で

来こ

ぬ

中
大
兄
皇
子
と
蘇
我
作
媛
と
は
鴛
鴦

お
し
ど
り

の
よ
う
に
仲
む
つ
ま
じ
か
っ
た

が
、
そ
の
妃
を
誰
が
連
れ
去
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
詠
ん
で
い
る
。
さ

ら
に
二
首
目
は
、
株
ご
と
に
花
は
咲
く
の
に
、
ど
う
し
た
こ
と
か
愛
し

い
彼
女
は
ど
う
し
て
咲
い
て
こ
な
い
の
か
と
、
史
満
は
詠
ん
で
い
る
。

皇
太
子
は
、
こ
れ
ら
の
歌
を
聴
い
て
嘆
き
く
ず
れ
て
、｢

善
き
か
も
、

悲
し
き
か
も｣

と
言
っ
て
、
琴
を
与
え
て
唱
和
さ
せ
て
、
作
者
に
褒
美

を
取
ら
せ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
む
と
、
額
田
王
の
立
ち
位
置
も
、
想
像

で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ
こ
で
は
、
中
大
兄
皇
子
が
権
力
者
と
し

て
、
自
在
に
権
勢
を
振
る
う
な
か
で
、
自
分
が
気
に
入
っ
た
歌
を
、
琴

に
よ
っ
て
唱
和
さ
せ
て
、
魂
を
鎮
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
歌
を
披
講
す

る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
楽
曲
に
の
せ
て
歌
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
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お
そ
ら
く
宮
廷
に
は
、
こ
う
し
た
専
門
歌
人
で
は
な
い
が
、
歌
を
巧

み
に
作
る
こ
と
の
で
き
る

｢

大
宮
人｣

た
ち
が
仕
え
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
お
そ
ら
く
宮
廷
歌
人
と
い
う
職
業
の
歌
人
で
は
な
く
、
官
人
の
な

か
で
才
気
の
あ
る
者
が
、
こ
う
し
た
事
態
に
即
応
し
た
の
で
あ
る
。
歌

の
裾
野
は
広
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
か
で
も
額
田
王
は
、｢

王｣

と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
系
譜
を
引
い
て
お
り
、
別
格
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

次
の

｢

春
秋
優
劣
判
定
歌｣
と
い
わ
れ
る
十
六
番
歌
も
、
額
田
王
の

地
位
の
高
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

｢

天
皇
、
内
大
臣
藤
原
朝
臣
に
詔
し
て
、
春
山
の
万
花
の
艶
と
秋
山

の
千
葉
の
彩
と
を
競
ひ
憐
れ
び
し
め
た
ま
ふ
時
に
、
額
田
王
が
歌
を
も

ち
て
判
る
歌｣

と
あ
る
。

天
智
天
皇
が
、
藤
原
鎌
足
に
詔
を
発
し
て
、
春
山
と
秋
山
と
の
ど
ち

ら
に
よ
り
趣
が
あ
る
か
を
争
わ
せ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
額
田
王
が
判
定

を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
歌
が
巧
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、

そ
の
地
位
も
決
し
て
低
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
の

述
べ
る
蒲
生
野
で
の
贈
答
歌
の
左
注
に
、
書
紀
を
引
き
な
が
ら
、｢

大

皇
弟
、
諸
王
、
内
臣｣

と
あ
る
ご
と
く
、
額
田
王
は
、
諸
王
で
あ
り
、

内
臣
で
あ
る
鎌
足
よ
り
、
上
位
な
の
で
あ
る
。

冬
こ
も
り

春
さ
り
来
れ
ば

鳴
か
ず
あ
り
し

鳥
も
来
鳴
き
ぬ

咲
か
ず
あ
り
し

花
も
咲
け
れ
ど

山
を
茂し

み

入
り
て
も
取
ら
ず

草
深
み

取
り
て
も
見
ず

秋
山
の

木
の
葉
を
見
て
は

黄
葉

も
み
ち

を
ば

取
り
て
ぞ
偲
ふ

青
き
を
ば

置
き
て
ぞ
嘆
く

そ
こ
し
恨
め
し

秋
山
我
れ
は

や
は
り
こ
れ
も

｢

五
七｣

リ
ズ
ム
で
す
す
む
ハ
レ
の
歌
の
形
式
で
あ

り
、
額
田
が
即
興
で
判
を
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
ら
か

じ
め
練
ら
れ
た
儀
礼
歌
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
末
尾｢

秋
山
我
れ
は｣

と
い
う
言
い
切
り
は
、
天
皇
に
成
り
代
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
強
い

主
張
が
表
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
は
熟
田
津
の
歌

の
｢

今
は
漕
ぎ
出
で
な｣

と
い
う
強
い
口
調
と
併
せ
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
額
田
王
と｢

姫
王｣

と
は
、
同
一
人
物
と
考
え
に
く
く
、
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も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
斉
明
朝
の
歌
人
と
し
て
終
わ
っ
て
い
た
可
能
性

は
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
額
田
王
は
天
智
朝
に
な
り
、
ま
す
ま
す
そ
の
活

躍
の
幅
を
広
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
後
宮
に
あ
る
女
流
歌
人

で
あ
る
よ
り
、
皇
太
子
時
代
よ
り
天
智
天
皇
と
気
が
合
っ
た｢

大
宮
人｣

で
あ
っ
た
と
解
釈
し
た
方
が
、
こ
の
歌
人
の
活
動
範
囲
を
よ
り
広
げ
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
置
か
れ
た
近
江
遷
都
の
歌
も
儀
式
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
順
番

と
し
て
は
、
春
秋
優
劣
判
定
歌
の
前
に
置
か
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ

う
。

額
田
王
、
近
江
の
国
に
下
る
時
に
作
る
歌
、
井
戸
王
が
即
ち
和

ふ
る
歌

味
酒

う
ま
さ
け

三
輪
の
山

あ
を
に
よ
し

奈
良
の
山
の

山
の
際ま

に

い
隠
る
ま
で

道
の
隈

い
積
る
ま
で
に

つ
ば
ら
に
も

見
つ
つ
行
か
む
を

し
ば
し
ば
も

見み

放さ

け
む
山
を

心
な
く

雲
の

隠
さ
ふ
べ
し
や

反
歌

三
輪
山
を

し
か
も
隠
す
か

雲
だ
に
も

心
あ
ら
な
も

隠
さ
ふ
べ
し
や

左
注
に
よ
れ
ば
、
飛
鳥
か
ら
近
江
へ
遷
都
し
た
折
に
、
天
智
天
皇
が

｢

三
輪
山
を
御
覧
す
御
歌｣

で
あ
る
と
い
う
。
題
詞
と
併
せ
れ
て
考
え

る
と
、
遷
都
の
折
の
儀
式
に
関
わ
る
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

書
紀
の
記
述
を
み
る
と
天
智
六
年

｢

三
月
の
辛
酉
の
朔
に
し
て
己
卯

に
、
都
を
近
江
に
遷
す
。
是
の
時
に
、
天
下
の
百
姓
、
遷
都
す
る
こ
と

を
願
は
ず
し
て
、
諷
諫

そ
へ
あ
さ

む
く
者
多
く
、
童
謡

わ
ざ
う
た

亦
衆
し
。
日
々
夜
々
、
失

火
の
処
多
し｣

と
あ
る
。
こ
の
遷
都
が
多
く
の
人
々
の
反
対
を
押
し
切
っ

て
す
す
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
書
紀
の
記
述
は
表
し
て
い

る
。
引
用
の

｢

童
謡｣

は
、
社
会
的
な
事
件
を
諷
刺
す
る
歌
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
額
田
王
は
、
こ
の
故
郷
の
山
で
あ
る
三
輪
山
を
、
い
つ
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ま
で
も
見
て
い
た
い
と
歌
う
必
要
が
あ
っ
た
。
や
は
り
こ
れ
も
、
練
り

に
練
ら
れ
た
儀
礼
歌
な
の
で
あ
る
。

四
、
男
性
歌
人
と
し
て
の
額
田
王

さ
て
、
こ
こ
ま
で
大
宮
人
と
し
て
の
額
田
王
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た

が
、
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
矛
盾
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
、
最
初
の
述
べ
た
蒲
生
野
贈
答
歌
を
論
破
し
な
い
限
り
、
男
性
説
は

荒
唐
無
稽
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
再
度
、
二
十
番
歌
、
二
一
番
歌

を
検
討
し
て
み
よ
う
。

天
皇
遊
�
蒲
生
野
時
額
田
王
作
歌

茜
草
指

武
良
前
野
逝
標
野
行
野
守
者
不
見
哉
君
之
袖
布
流

皇
太
子
答
御
歌

明
日
香
宮
御
宇
天
皇
、
諡
曰
天
武
天
皇

紫
草
能
尓
保
敝
類
妹
乎
尓
苦
久
有
者
人
嬬
故
尓
吾
戀
目
八
方

紀
曰
天
皇
七
年
丁
卯
夏
五
月
五
日
縦
�
於
蒲
生
野
于
時
大
皇
弟

諸
王
内
臣
及
群
臣
皆
悉
従
焉

こ
の
歌
に
つ
い
て
額
田
王
〈
男
性
説
〉
を
唱
え
た
契
沖
の
意
見
に
耳

を
傾
け
て
み
よ
う
。『

契
沖
全
集
第
一
巻』

(

昭
�
・
１
、
岩
波
書
店)

に

『

万
葉
代
匠
記』

が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
、〈
額
田

王
男
性
説
〉
を
み
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
契
沖
の

『

万
葉
代
匠
記』

に
つ
い
て
簡
単
に
記
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

『

代
匠
記』

は
、
久
松
潜
一

『

人
物
叢
書

契
沖』

(

昭
�
・
８
、
吉

川
弘
文
館)

に
よ
れ
ば
、
下
河
辺
長
流
に
代
わ
っ
て
、
水
戸
家
の
要
請

で
書
い
た
本
格
的
な

『

万
葉
集』

の
注
釈
書
で
あ
る
。

着
手
し
た
の
は
、
天
和
三
年
、
契
沖
、
四
四
歳
の
頃
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
そ
れ
か
ら
五
年
ほ
ど
で

『

初
稿
本』

が
完
成
し
、
水
戸
家
に
納
め

て
い
る
。
し
か
し
、『

初
稿
本』

は
、
校
訂
作
業
が
不
十
分
で
あ
っ
た

た
め
、
水
戸
家
で
諸
本
を
校
訂
し
た『

四
点
万
葉
集』

を
参
考
に
し
て
、

再
度

『

精
選
本』

を
書
き
上
げ
た
。
元
禄
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
水
戸
家
に
保
管
さ
れ
た
が
、『

初
稿
本』

は
、
弟
子
等
に

よ
っ
て
流
布
し
、『

精
選
本』

が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
明
治
以
降
で
あ
っ

た
。『

代
匠
記』
の

『

初
稿
本』

が
完
成
し
た
の
が
、
一
六
八
七
年
で
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あ
る
の
で
、
真
淵
の

『

万
葉
考』

(

一
七
六
〇
年)

や
、
伴
信
友
の

『

長
等
の
山
風』

(

一
八
一
八
年)

よ
り
も
早
く
、
か
つ
網
羅
的
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
水
戸
家
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
貌
を

あ
ら
わ
し
た
の
が
、
塙
保
己
一
が
書
写
し
た
写
本
に
よ
っ
て
、
明
治
以

降
に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
契
沖
は
二
十
番
歌
の
大
意
を

｢

帝
ノ
供
奉
ノ
官
女
袖
打
フ
リ

テ
遊
行
艶
麗
ノ
ア
リ
サ
マ
ヲ
、
皇
太
子
ニ
見
給
フ
ヤ
御
目
ノ
留
ラ
ン
ト

云
意
ナ
ル
ヘ
シ｣

と

『

精
選
本』

で
述
べ
て
い
る
。『

契
沖
全
集』

は
、

『

初
稿
本』

と

『

精
選
本』

を
並
べ
て
印
刷
し
て
い
る
の
で
便
利
で
あ

る
。
二
十
番
歌
、
二
一
番
歌
の
解
釈
は
、『

初
稿
本』
、『

精
選
本』

の

両
者
で
違
い
は
な
い
。

額
田
王
は
こ
う
歌
っ
た
と
、
契
沖
は
記
し
て
い
る
。
天
智
天
皇
に
付

き
従
っ
て
袖
を
振
っ
て
い
る
官
女
ら
を
、
大
海
人
皇
子
は
見
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
か
と
。
こ
の
説
の
特
徴
は
、
野
守
を
大
海
人
皇
子
に
な
ぞ
ら

え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
君
を
官
女
と
み
て
い
る
。

さ
ら
に
二
一
番
歌
は
、｢

〈
紫
ノ
〉
如
ク
匂
ヘ
ル
妹
ヲ
キ
ラ
ハ
シ
ク

思
ハ
、
我
領
セ
ヌ
ヨ
ソ
メ
計
ノ
色
ニ
、
カ
ク
マ
テ
恋
ム
ヤ
ト
也｣

と
述

べ
て
い
る
。

二
一
番
の
歌
は
、
額
田
王
が
詠
ん
だ
歌
に
、
大
海
人
皇
子
が
応
え
る

と
い
う
意
味
で
は
、
従
来
の
説
と
同
じ
で
あ
る
。
額
田
王
が
、
大
海
人

皇
子
を
か
ら
か
う
よ
う
な
物
言
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
皇
子

は
、
苦
し
い
言
い
訳
を
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

契
沖
説
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
袖
を
振
る
の
を
女
官
と
し
て

い
る
点
と
、｢

野
守｣

を
大
海
人
皇
子
と
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
説
が
成
り
立
つ
の
は
、
額
田
王
が
大
海
人
皇
子
と

同
程
度
の
身
分
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
王
で
あ
る
以
上
、
十
分
な

条
件
を
備
え
て
い
た
と
い
え
る
。

一
点
残
念
な
こ
と
は
、
近
代
に
流
行
し
た
禁
断
の
愛
を
説
く
説
の
方

が
、
契
沖
の
解
釈
よ
り
は
る
か
に
面
白
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

後
世
が
、
契
沖
の
説
に
、
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
よ
う

な
気
が
す
る
。

し
か
し
、
額
田
が
、
王
女
で
は
な
く
、
王
で
あ
る
と
し
た
契
沖
説
は
、

傾
聴
す
る
に
値
す
る
。

し
か
し
、
私
の
考
え
は
、
契
沖
と
は
少
し
違
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

歌
に
つ
い
て
も
儀
礼
的
な
匂
い
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。あ

き
ら
か
に
こ
の
歌
は

｢

五
七
／
五
七
／
七｣

の
韻
律
で
書
か
れ
て
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い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

｢

遊
�｣

が
行
わ
れ
た
場
所
は
、｢

蒲
生
野｣

で
あ
る
。
そ
れ
は
特
定
の
地
名
で
は
な
く
、｢

構
ふ
野｣

と
い
う
禁
制

に
さ
れ
た
狩
り
場
で
あ
る
か
ら
だ
。｢

構
ふ｣

は
禁
制
に
す
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
狩
り
を
す
る
前
に
、
や
は
り
歌
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

そ
う
な
る
と
き
、｢
遊
�｣

の
意
味
が
問
わ
れ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、

三
番
歌
に
も
用
例
が
あ
る
。｢
天
皇
遊
�
内
野
之
時
、
中
皇
命
使
間
人

連
老
献
歌｣

の
題
詞
で

｢

遊
�｣
の
文
字
が
す
で
に
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

｢

遊
�｣

と
は
、
薬
狩
り
と
考
え
ら
れ
、
山
野
に
で
て
薬
草
や
鹿
の

角
を
取
る
行
事
を
さ
す
。
も
し
、
額
田
王
を
女
性
と
考
え
る
な
ら
ば
、

こ
れ
を
鹿
狩
り
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
薬
草
を
取
る
行
事
の
方
が

穏
当
で
あ
る
。

し
か
し
、
額
田
王
が
男
で
あ
れ
ば
、
女
官
を
引
き
連
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
鹿
狩
り
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
女
性
は
同
じ
時
に
薬
草
を
取
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
三
番
歌
が
、
舒
明
天
皇

の
愛
用
の
梓
の
弓
を
歌
っ
た
よ
う
に
、
鹿
な
ど
の
狩
り
で
あ
る
。

蒲
生
野
の
歌
を
三
番
歌
の
文
脈
で
詠
ん
で
い
く
の
な
ら
ば
、
同
じ
く

狩
り
に
向
か
う
時
の
儀
式
歌
と
考
え
ら
れ
、｢

内
野｣

が

｢

宇
智｣

と

い
う
具
体
的
な
場
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
天
皇
の
狩
り
場
を
意
味
す
る

｢

内
野｣

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、｢

蒲
生
野｣

も
特
定
の
近
江
の
地

名
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
二
〇
番
歌
が
つ
く
ら
れ

た
場
所
は
、
近
江
で
な
く
て
も
よ
く
な
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
儀
礼

の
歌
は
基
本
的
な
フ
レ
ー
ズ
は
変
わ
ら
ず
、
同
じ
こ
と
ば
が
繰
り
返
し

使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

茜
草
指

武
良
前
野
逝

標
野
行
野
守
者
不
見
哉

君
之
袖
布
流

一
首
の
意
味
は

｢

輝
い
て
い
る
天
皇
の
領
す
る
野
を
、
目
を
輝
か
せ

て
行
き
交
う
野
の
番
人
が
見
な
い
だ
ろ
う
か
、
あ
な
た
が
天
皇
の
女
性

に
袖
を
振
る
の
を｣

と
な
る
。
華
や
か
な
女
性
ら
が
、
天
皇
の
妻
た
ち

で
あ
り
、
ま
ち
が
っ
て
も
天
皇
以
外
の
男
た
ち
と
の
恋
が
成
就
し
な
い

た
め
に
釘
を
刺
し
た
歌
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
う
す
れ
ば
、｢

君｣

は
、
狩
り
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
男
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て
野
の
番
人
の
目
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
示

し
た
歌
で
は
な
か
っ
た
か
。
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こ
う
し
た
儀
式
歌
に
対
し
て
、
二
一
番
歌
は
、
個
人
の
感
慨
の
よ
う

な
趣
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

紫
草
能
尓
保
敝
類
妹
乎
尓
苦
久
有
者

人
嬬
故
尓
吾
戀
目
八
方

と
い
う
具
合
に
、
三
句
で
イ
メ
ー
ジ
が
一
旦
切
れ
る
。
こ
う
し
た
歌
い

方
は
、
そ
の
後
の
歌
の
な
か
で
多
く
表
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公

的
な
歌
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
私
的
な
つ
く
り
か
た
が
な
さ
れ
た
短
歌

で
、
少
な
く
と
も
儀
式
歌
で
は
な
い
。
大
意
は
｢

紫
草
の
よ
う
に
照
り

輝
く
女
官
た
ち
を
憎
い
と
思
う
な
ら
、
天
皇
の
妻
と
わ
か
っ
て
い
な
が

ら
私
が
恋
い
慕
っ
た
り
し
ま
し
ょ
う
か｣

と
な
る
。

ど
う
も
こ
の
歌
に
は
、
ど
こ
か
苦
渋
の
調
べ
が
あ
っ
て
、
書
紀
の
い

う
天
智
天
皇
が
病
に
な
っ
た
と
き
、
大
海
人
皇
子
が

｢

皇
太
子｣
に
な

る
こ
と
を
辞
退
し
て
、
吉
野
へ
逃
が
れ
て
い
く
伏
線
と
考
え
て
い
い
。

あ
え
て
、
万
葉
の
編
者
が
こ
の
歌
を
こ
こ
に
持
っ
て
き
た
意
図
は
、
そ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

万
葉
の
編
者
は
書
紀
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、｢

紀
曰

天
皇
七

年
丁
卯
夏
五
月
五
日
縦
�
於
蒲
生
野
于
時
大
皇
弟
諸
王
内
臣
及
群
臣
皆

悉
従
焉｣

と
あ
え
て
、
皇
太
子
と
い
わ
ず
、｢

大
皇
弟｣

と
し
て
大
海

人
皇
子
を
表
現
し
て
い
て
、
こ
ち
ら
の
方
が
皇
太
子
で
は
な
い
皇
子
の

実
状
に
近
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
後

｢

諸
王｣

と
し
て

額
田
王
の
存
在
を
書
き
記
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
額
田
王
の
す
べ
て
の
歌
に
言
及
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
が
、
額
田
王
を
男
性
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
矛
盾
な
く
額

田
王
の
歌
を
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
き
う
る
限
り
万

葉
の
テ
キ
ス
ト
を
忠
実
の
読
み
、
さ
ら
に
歌
そ
の
も
の
を
最
大
限
に
面

白
く
解
釈
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
す
べ
て
の
額
田
王
の
歌
が
矛
盾
な
く

解
釈
さ
れ
る
た
め
に
は
、
額
田
王
と
い
う
人
が
、
儀
礼
歌
を
得
意
と
し

た

｢

大
宮
人｣

と
捉
え
た
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ

れ
は
、
額
田
王
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
が

｢

五
七
／
五
七
／
七｣

の
形
式
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
短
歌
と
い
う
も
の
が
、
長
歌
か
ら
生
ま
れ
、

そ
の
最
小
形
と
し
て
、｢

反
歌｣

と
い
う
形
で
歌
い
収
め
ら
れ
た
が
、

む
し
ろ
こ
の
短
小
の
形
式
の
方
が
多
く
の
人
た
ち
に
と
っ
て
便
利
が
よ

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
形
式
が
定
着
す
る
に
及
び
、
個

人
の
抒
情
を
詠
む
た
め
の

｢

短
歌｣

が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、｢
長
歌
の
最
小
形｣

は
、
宮
廷
の
儀
礼
に
お
い
て
そ
の
後
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も
残
り
続
け
、
歌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
人
麻
呂
以
降
の

歌
の
流
れ
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
さ
ら
に
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

東
海
学
園
大
学
教
授)
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