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万
葉
集
に
現
れ
た
古
代
信
仰
と
い
ふ
題
で
す
が
、
問
題
が
広
過
ぎ
て
、
と
り

と
め
も
な
い
話
に
な
り
さ
う
で
す
。
そ
れ
で
極
め
て
狭
く
限
つ
て
、
只
今
は

た﹅
ま﹅
に
関
し
て
話
し
て
み
ま
す
。

玉
と
い
へ
ば
、
光
り
か
ゞ
や
く
美
し
い
装
飾
具
と
し
て
の
、
鉱
石
の
類
を
お

考
へ
に
な
る
で
せ
う
。
又
、
万
葉
集
で
「
玉
何
」
と
修
飾
の
言
葉
と
し
て
つ

い
て
ゐ
る
の
は
、
そ
の
美
し
さ
を
讚
美
し
た
言
葉
だ
、
と
お
考
へ
に
な
る
で

せ
う
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
昔
か
ら
の
学
者
の
間
違
ひ
の
伝
承
で
す
。

我
々
が
、
神
道
の
認
識
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
時
に
当
つ
て
、
そ
れ
と
関
係

の
深
い
た﹅
ま﹅
に
つ
い
て
の
考
察
に
、
一
つ
の
別
の
立
場
を
作
る
の
も
、
思
索

上
の
よ
い
稽
古
に
な
る
と
思
ひ
ま
す
。
万
葉
集
に
、
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む
ら
さ
き
の
　
粉
滷
コ
ガ
タ
の
海
に
か
づ
く
鳥
。
玉
か
づ
き
い
で
ば
、
わ
が

　
　
　
玉
に
せ
む
（
三
八
七
〇
）

と
い
ふ
歌
が
あ
り
ま
す
。
お
な
じ
万
葉
集
で
も
「
寄
物
陳
思
」
の
歌
は
、
概

し
て
つ
ま
ら
な
い
歌
が
多
い
も
の
で
す
が
、
こ
れ
な
ど
も
文
学
的
に
言
へ
ば
、

大
き
に
失
望
さ
せ
ら
れ
る
歌
で
す
。
併
し
、
昔
の
歌
は
文
学
的
な
動
機
で
作

つ
た
も
の
が
少
く
て
、
も
つ
と
外
の
動
機
　
　
ひ
つ
く
る
め
て
言
へ
ば
、
信

仰
的
な
動
機
　
　
で
作
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
此
歌
の
意
味
は
「
粉
滷
の
海
に

も
ぐ
つ
て
、
餌
を
あ
さ
つ
て
ゐ
る
鳥
　
　
そ
の
鳥
が
、
潜モグ
つ
て
玉
を
取
り
出

し
て
来
た
ら
、
お
れ
は
、
そ
の
玉
を
自
分
の
玉
に
し
よ
う
よ
」
と
い
ふ
の
で
、
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誰
が
見
て
も
、
す
ぐ
何
か
も
つ
と
奥
の
方
の
意
味
が
あ
り
相
な
気
が
し
ま
す
。

ま
づ
極
平
凡
に
考
へ
て
み
て
も
、
古
代
人
の
饗
宴
の
歌
だ
と
言
ふ
こ
と
は
思

ひ
浮
び
ま
す
。

年
齢
も
、
身
分
も
ま﹅
ち﹅
﹅〳

﹅〵

で
せ
う
が
、
お
よ
そ
同
じ
程
度
の
知
識
を
持
つ

た
同
時
代
の
人
々
が
集
つ
て
、
饗
宴
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
場
合
で
す
。

そ
の
席
で
歌
は
れ
る
歌
は
、
列
席
の
人
々
の
知
識
で
、
解
決
出
来
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
併
し
、
昔
の
人
に
訣
つ
た
歌
だ
か
ら
と
い
つ

て
、
今
の
人
に
訣
る
訣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
の
人
の
間
だ
け
に
訣
つ
た
知

識
を
詠
ん
だ
歌
ほ
ど
、
今
人
の
知
識
に
は
訣
り
に
く
い
の
で
す
。
こ
の
海
に

は
、
玉
が
沈
ん
で
居
相
だ
。
そ
れ
を
自
分
の
玉
と
し
て
装
身
具
に
し
よ
う
と

い
ふ
事
に
よ
つ
て
、
列
座
の
人
々
の
興
味
を
そ
ゝ
つ
て
ゐ
る
の
で
、
つ
ま
り
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海
辺
の
饗
宴
の
歌
に
な
り
ま
せ
う
。
「
か
づ
く
」
と
い
ふ
事
は
、
水
に
潜
る

と
い
ふ
事
で
す
が
、
獲
も
の
を
得
る
為
に
、
も
ぐ
り
込
ん
で
行
つ
て
、
又
も

ぐ
り
出
て
来
る
と
い
つ
た
過
程
を
含
ん
だ
言
葉
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
「
玉

か
づ
き
い
で
ば
」
は
、
も
ぐ
つ
て
玉
を
取
つ
て
来
た
ら
、
と
い
ふ
事
で
す
。

か
う
い
ふ
詞
が
、
古
人
を
し
て
、
一
時
颯
爽
た
る
生
活
に
、
遊
ば
し
め
た
も

の
で
し
た
。

万
葉
集
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
く
、
平
安
朝
の
民
謡
の
中
に
も
、
玉
が
海
辺

に
散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
様
に
歌
つ
た
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
此
は
我
々
の
経

験
に
は
無
い
事
だ
け
れ
ど
、
本
と
う
に
阿ア
古コ
屋ヤ
貝
か  

鮑    

珠  

ア
ハ
ビ
ダ
マ

を
歌
つ
て
ゐ

る
の
だ
ら
う
、
其
に
幾
分
誇
張
を
加
へ
て
歌
つ
た
の
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
位
、
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玉
の
歌
は
う﹅
ん﹅
と﹅
あ
り
ま
す
。
又
世
間
の
人
は
さ
う
信
じ
て
ゐ
る
様
で
す
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
昔
の
人
が
真
実
を
歌
つ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
う
い
う
場
合
、
あ
ゝ
い
ふ
場
合
と
い
ふ
風
に
、
歌
を
作
る
機
会
が
習
慣
で

き
ま
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
機
会
に
適
当
な
題
材
が
あ
り
、
約
束
的
な
、

も
の
ゝ
い
ひ
方
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
玉
だ
の
、
海
の
鳥
だ
の
、
島
の

遠
望
だ
の
と
、
列
座
の
人
の
知
つ
た
類
型
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
皆
簡
単
に
興

味
を
感
じ
る
事
が
出
来
る
の
で
す
。
鳥
や
海
人
が
も
ぐ
つ
て
、
容
易
に
玉
を

得
て
来
る
様
に
言
つ
て
ゐ
る
が
、
誰
も
そ
れ
を
信
じ
て
ゐ
た
と
思
つ
て
は
、

い
け
な
い
の
で
す
。
唯
、
玉
を
さ
う
い
ふ
風
に
歌
ふ
の
に
は
別
の
原
因
が
あ

つ
て
、
そ
の
上
に
、
類
型
を
襲
う
て
歌
ふ
習
慣
が
出
て
来
た
の
で
す
。
そ
れ

は
、
我
々
の
様
な
平
凡
な
生
活
の
中
か
ら
得
ら
れ
る
経
験
で
な
く
て
、
特
殊
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な
性
格
を
持
つ
た
人
が
、
特
殊
な
場
合
に
出
会
ふ
事
の
出
来
る
経
験
か
ら
来

る
も
の
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
特
質
を
持
つ
て
ゐ
る
人
は
、
我
々
に

は
認
め
る
事
の
出
来
ぬ
神
霊
の
あ
り
場
所
を
つ
き
と
め
る
能
力
を
持
つ
て
を

り
、
又
霊
魂
の
在
り
所
を
始
終
探
し
て
も
ゐ
ま
す
。
日
本
人
は
霊
魂
を
た﹅
ま﹅

と
い
ひ
、
た﹅
ま﹅
し﹅
ひ﹅
は
そ
の
作
用
を
い
ふ
の
で
す
。
そ
し
て
又
、
そ
の
霊
魂

の
入
る
べ
き
も
の
を
も
、
た﹅
ま﹅
と
い
ふ
同
じ
こ
と
ば
で
表
し
て
ゐ
た
の
で
す
。

凡
信
仰
に
無
関
心
な
人
々
も
、
装
身
具
の
玉
は
、
信
仰
と
多
少
の
関
係
を
持

つ
て
ゐ
る
と
考
へ
て
ゐ
ま
す
が
、
は
つ
き
り
と
は
考
へ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
昔
の

人
は
、
其
を
密
接
に
考
へ
て
ゐ
ま
し
た
。
即
、
尊
い
た﹅
ま﹅
（
霊
）
が
身
に
這

入
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
、
力
強
い
機
能
を
発
揮
す
る
事
は
出
来
な
い
と

信
じ
て
ゐ
ま
し
た
。
だ
か
ら
威
力
あ
る
霊
魂
が
、
其
身
に
内
在
す
る
事
が
、
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宗
教
的
な
自
覚
を
持
つ
た
人
々
に
は
、
重
要
な
条
件
で
あ
り
、
さ
う
し
た
人

々
が
、
霊
魂
の
あ
り
か
を
つ
き
と
め
て
ゆ
く
考
へ
が
、
玉
に
到
達
す
る
の
で

す
。
日
本
の
歌
に
、
海
岸
と
玉
と
の
関
係
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
の
は
、
此

場
合
も
、
海
岸
に
玉
が
屡
、
散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、

霊
魂
を
つ
き
と
め
る
特
異
な
経
験
が
、
海
岸
の
あ
る
時
期
に
多
か
つ
た
こ
と

を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
其
特
殊
事
を
、
さ
う
で
な
い
時
期
に
も
歌
ふ
や

う
に
な
つ
た
か
ら
、
何
だ
か
、
常
住
、
玉
が
散
布
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る

の
で
す
。
た
と
へ
ば
、
暴
風
雨
の
後
の
海
岸
は
、
そ
の
印
象
が
平
時
と
は
、

す
つ
か
り
変
つ
て
ゐ
る
。
い
ろ
〳
〵
な
物
が
、
遠
く
か
ら
押
し
流
さ
れ
て
来

て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
が
、
普
通
に
言
ふ 

寄  
神 

ヨ
リ
ガ
ミ

の
信
仰
の
元
で
、
主
と
し
て
は

石
体
で
す
。
こ
の
信
仰
は
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
続
い
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
発
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見
す
る
の
が
、
宗
教
的
経
験
を
積
ん
だ
人
の
力
な
の
で
す
。
我
々
か
ら
見
る

と
、
一
種
の
狂
的
な
神
経
だ
と
言
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
が
、
ど
う
せ
異
常
精
神

か
ら
来
る
宗
教
的
経
験
を
、
そ
ん
な
調
子
に
、
か
れ
こ
れ
常
識
的
な
あ﹅
げ﹅
つ﹅

ら﹅
ひ﹅
を
す
る
事
は
、
は
じ
め
か
ら
間
違
つ
て
ゐ
ま
す
。
普
通
人
に
も
認
め
ら

れ
る
方
が
、
都
合
の
よ
い
処
か
ら
、
さ
う
し
た
岩
石
が
、
人
の
形
や
、
人
の

顔
を
備
へ
て
ゐ
る
様
に
考
へ
て
行
く
の
で
す
。
我
々
の
幼
い
頃
、
京
都
辺
で
、

夜
、
き﹅
む﹅
す﹅
め﹅
と
い
ふ
も
の
が
よ
く
見
え
る
と
言
は
れ
ま
し
た
。 

処  

女 

キ
ム
ス
メ

の

意
味
と
、
木
が
娘
の
姿
に
見
え
る
、
と
い
ふ
二
つ
を
掛
け
た
、
し﹅
や﹅
れ﹅
た
呼

び
名
だ
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
事
で
、
さ
う
見
え
る
と
言
へ
ば
、
な
る

程
と
、
人
間
の
雷
同
性
が
こ
れ
を
信
じ
る
や
う
に
な
つ
て
来
ま
す
。
名
高
い

大
洗 

磯  

前 

イ
ソ
ザ
キ

の
神
が
、
或
朝
、
忽
然
と
海
岸
に
現
れ
た
大
汝
・
少
彦
名
の
神カ
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像 

石 
ム
カ
タ
イ
シ
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
斉
衡
三
年
十
二
月
の
出
来
事
で
御
存
じ
の
筈
で

す
。

日
本
の
信
仰
で
は
、
霊
魂
が
人
間
の
体
に
入
る
前
に
、 

中  

宿 

ナ
カ
ヤ
ド

と
し
て
色
々

な
物
質
に
寓
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
其
代
表
的
な
も
の
は
石
で
、
そ
の

中
で
、
皆
の
人
が
承
認
す
る
の
は
、
神
の
姿
に
似
て
ゐ
る
と
か
、
特
殊
な
美

し
さ
・
色
彩
・
形
状
を
具
へ
て
ゐ
る
と
か
言
ふ
特
徴
の
あ
る
物
で
す
。
神  

カ
ム
カ

像 

石 

タ
イ
シ

の
場
合
は
、
石
全
体
を
神
と
感
じ
る
様
に
な
つ
た
の
で
す
。
又
、
玉

だ
と
思
つ
て
ゐ
る
も
の
ゝ
中
に
は
、
獣
の
牙
だ
つ
た
り
、
角
だ
つ
た
り
す
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。
之
を
一
つ
の
紐
に
通
し
て
お
く
の
が
、
古
語
で
言
ふ
み﹅

す﹅
ま﹅
る﹅
の﹅
た﹅
ま﹅
で
す
。
だ
か
ら
、
考
古
学
の
方
で
、
玉
の
歴
史
を
調
べ
る
前
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に
、
ど
う
し
て
も
霊
魂
の
貯
蔵
所
と
し
て
の
玉
と
い
ふ
事
を
考
へ
て
み
な
け

れ
ば
訣
ら
ぬ
も
の
が
、
装
身
具
の
玉
に
な
つ
た
後
に
も
あ
る
の
で
す
。
古
代

に
は
、
単
な
る
装
飾
と
は
考
へ
て
ゐ
ず
、
霊
的
な
力
を
自
由
に
発
動
さ
せ
る

場
合
が
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
の
で
す
。
併
し
そ
れ
は
、
非
常
に
神
秘
的
な
機

会
だ
か
ら
、
文
字
に
記
さ
れ
る
事
が
少
か
つ
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
又
、
古
事
記
・
日
本
紀
や
万
葉
集
に
は
、
玉
が
触
れ
合
ふ
音
に
対

す
る
、
古
人
の
微
妙
な
感
覚
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
我
々
な
ら
何
で
も
な
い

音
だ
け
れ
ど
、
昔
の
人
は
、
玉
を
通
し
て
霊
魂
の
所
在
を
考
へ
て
ゐ
る
し
、

た﹅
ま﹅
の
発
動
す
る
場
合
の
深
い
聯
想
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
音
を
非
常
に

美
し
く
神
秘
な
も
の
に
感
じ
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
「
瓊
音
ヌ
ナ
ト
も
ゆ
ら
に
」

と
い
う
風
に
表
現
し
て
ゐ
ま
す
。
み﹅
す﹅
ま﹅
る﹅
の﹅
玉﹅
が
音
を
た
て
ゝ
触
れ
合
ふ
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時
、
中
か
ら
霊
魂
が
出
て
来
る
と
信
じ
て
ゐ
た
の
で
す
。
結
局
、
た﹅
ま﹅
の
窮

極
の
収
容
場
所
は
、
そ
れ
に
適
当
す
る
人
間
の
肉
体
な
の
で
す
。
其
所
へ
収

ま
る
迄
に
、
一
時
、
貯
へ
て
置
く
所
と
し
て
玉
を
考
へ
、
又
誘
ひ
出
す
為
の

神
秘
な
行
事
が
行
は
れ
ま
し
た
。
手
に
つ
け
た
鞆トモ
な
ど
も
、
狩
猟
の
為
の
霊

の
あ
り
か
で
、
と﹅
も﹅
と
言
ふ
音
が
、
た﹅
ま﹅
と
の
関
係
を
示
し
て
ゐ
る
や
う
で

す
。

日
本
に
は
、
中
国
古
代
の
装
飾
具
と
し
て
の
玉
を
讚
め
る
文
学
的
な
表
現
に

同
感
し
て
、
喜
悦
の
情
を
陳
べ
る
様
に
な
つ
た
前
に
、
玉
を
た
ゝ
へ
る
詞
章

　
　
つ
ま
り
玉
が
含
ん
で
い
る
霊
魂
を
た
ゝ
へ
る
詞
章
　
　
が
多
く
現
れ
て

ゐ
た
の
で
す
。

か
う
言
ふ
信
仰
が
合
体
し
て
、
万
葉
集
に
は
、
中
途
半
端
な
表
現
を
し
た
歌
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が
沢
山
あ
り
ま
す
。
又
、
さ
う
い
ふ
所
か
ら
起
つ
て
来
る
意
味
の
上
の
錯
覚

が
、
新
し
い
表
現
を
展
い
て
来
た
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
か
う
言
ふ
こ
と

も
知
ら
な
け
れ
ば
、
古
い
詞
章
の
意
義
は
訣
ら
な
い
の
で
す
。

　
　
　
あ
も
刀ト
自ジ
も
　
玉
に
も
が
も
や
。
戴
き
て
、
み
づ
ら
の
中
に
、
あ
へ

　
　
　
巻
か
ま
く
も
（
四
三
七
七
）

　
　
　
　
　
　
お
つ
か
さ
ん
が
玉
で
あ
つ
て
く
れ
ゝ
ば
よ
い
。
そ
れ
を
と
つ

　
　
　
　
　
　
て
お
い
て
、
何
時
も
頭
の
み
づ
ら
の
中
に
交
へ
て
纏
か
う
や

　
　
　
　
　
　
う
に
、
玉
で
あ
つ
て
く
れ
ゝ
ば
よ
い
。

　
　
　
月
日
ツ
ク
ヒ
夜
は
　
過
ぐ
は
行
け
ど
も
、 
母  
父 
ア
モ
シ
ヽ

が
　
玉
の
姿
は
、
わ
す
れ

　
　
　
せ
な
ふ
も
（
四
三
七
八
）
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月
日
や
夜
は
と
ほ
り
過
ぎ
て
行
く
け
れ
ど
も
、
父
母
の
た
ま

　
　
　
　
　
　
の
如
き
姿
は
、
忘
れ
な
い
事
よ
。

父
母
の
円
満
な
姿
を
、
「
玉
の
す
が
た
」
と
言
つ
た
の
で
、
其
と
同
じ
様
で
、

一
歩
進
め
て
ゐ
る
の
が
前
の
歌
で
す
。
一
つ
は
、
み
づ
ら
の
中
に
入
れ
よ
う

と
言
ひ
、
一
つ
は
直
接
に
讚
へ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
結
局
は
、
父
母
の
霊
魂
の

一
部
を
、
旅
に
持
つ
て
行
つ
て
、
自
分
の
守
り
に
し
よ
う
と
考
へ
て
ゐ
る
の

と
、
さ
う
し
た
習
慣
が
変
じ
て
別
の
歌
に
な
つ
て
出
て
ゐ
る
の
で
す
。
家
に

居
る
人
が
、
自
分
の
た﹅
ま﹅
の
一
部
分
を
添
へ
て
、
旅
行
者
に
持
た
せ
る
の
は
、

古
代
日
本
で
は
主
に
愛
人
か
、
妻
が
す
る
形
式
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
沖
縄

で
は
、
最
近
ま
で
妹
や
姪
・
女
い﹅
と﹅
こ﹅
の
す
る
事
だ
つ
た
の
で
す
。
こ
の
二
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首
は
、
親
の
生
身
の
霊
を
分
割
す
る
信
仰
か
ら
出
て
ゐ
る
と
言
へ
ま
す
。
前

の
歌
は
、
母
の
霊
魂
を
身
に
つ
け
て
行
き
た
い
と
言
ふ
、
信
仰
上
の
現
実
が
、

装
身
具
の
玉
と
し
て
身
に
つ
け
て
行
き
た
い
と
言
ふ
、
文
学
的
な
表
現
に
推

移
し
て
ゐ
る
事
が
訣
り
ま
せ
う
。
後
の
歌
に
し
て
も
、
自
分
の
身
体
に
添
へ

て
行
く
父
母
の
霊
魂
か
ら
、
玉
に
な
り
、
そ
れ
を
通
り
越
し
て
、
父
母
の
姿

そ
の
も
の
を
ほ
め
て
、
玉
と
感
じ
て
ゐ
る
の
で
す
。

　
　
　
人
言
の
し
げ
き
こ
の
ご
ろ
。
玉
な
ら
ば
、
手
に
纏マ
き
も
ち
て
、
恋
ひ

　
　
　
ざ
ら
ま
し
を
（
四
三
六
）

　
　
　
　
　
　
人
の
評
判
が
う
る
さ
い
此
頃
だ
。
あ
の
愛
人
が
玉
だ
つ
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
人
目
に
つ
か
な
い
様
に
手
に
纏
き
つ
け
て
お
い
て
、
常
に
離
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さ
な
い
で
暮
し
て
、
こ
ん
な
に
こ
が
れ
な
い
で
居
ら
れ
た
ら

　
　
　
　
　
　
う
の
に
…
…

こ
の
歌
は
、
表
現
が
二
つ
に
別
れ
て
、
気
の
多
い
言
ひ
方
を
し
て
ゐ
ま
す
。

五
句
が
「
手
に
ま
き
も
ち
て
あ
ら
む
と
思
ふ
」
と
単
純
に
あ
る
べ
き
の
が
、

ま
う
一
つ
別
な
方
に
進
ん
で
、
「
恋
ひ
ざ
ら
ま
し
を
」
と
い
ふ
風
に
、
結
ん

で
ゐ
る
。
か
う
し
た
表
現
は
、
万
葉
集
の
歌
の
悪
い
方
面
を
示
し
て
ゐ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
一
首
の
内
容
は
、
「
あ
も
と
じ
も
」
の
歌
と
同
じ
事
を
言

つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
こ
の
類
型
は
非
常
に
多
い
の
で
す
。
か
う
い
ふ
言
ひ
方

を
す
る
の
は
、
ま
う
一
つ
前
に
、
霊
魂
な
ら
、
あ
る
点
す
ぐ
自
由
に
分
離
し

た
り
、
結
合
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
ふ
考
へ
が
あ
つ
た
か
ら
の
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事
で
す
。
そ
の
表
現
が
、
霊タマ
の
中
心
観
念
か
ら
装
身
具
の
玉
に
移
つ
て
行
つ

て
も
、
つ
い
て
廻
る
の
で
す
。
文
字
の
上
に
も
、
信
仰
の
推
移
が
、
非
常
に

影
響
し
て
ゐ
る
事
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

所
が
、
玉
の
歌
に
は
、
ま
だ
相
当
に
訣
ら
な
い
歌
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
沖
つ
波
来
寄
る
荒
巌
ア
リ
ソ
を
　
し
き
た
へ
の
枕
と
ま
き
て
、
寝ナ
せ
る
君
か

　
　
　
も
（
二
二
二
、
柿
本
人
麻
呂
）

　
　
　
　
　
　
沖
の
方
の
波
が
来
寄
せ
る
所
の
、
岸
の
荒
い
岩
石
を
、
枕
の

　
　
　
　
　
　
如
く
枕
し
て
、
寝
て
い
ら
つ
し
や
る
あ
な
た
よ
。

死
者
の
霊
の
荒
び
を
和
め
る
為
に
、
慰
撫
し
た
歌
で
す
が
、
ま
う
一
つ
、
大
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伴
坂
上
郎
女
　
　
家
持
の
叔
母
　
　
の
作
つ
た
歌
と
つ
き
合
せ
て
考
へ
て
み

る
と
、
我
々
が
既
に
忘
却
し
去
つ
た
、
あ
る
事
が
考
へ
ら
れ
ま
す
。

　
　
　 

玉  
主 

タ
マ
ヌ
シ

に
玉
は
さ
づ
け
て
、
か
つ
／
″
＼
も
　
枕
と
我
は
、
い
ざ
二

　
　
　
人
ね
む
（
六
五
二
）

こ
れ
は
、
自
分
の
娘
を
嫁
に
や
つ
た
母
の
気
持
ち
を
詠
ん
で
ゐ
る
の
で
す
。

「
か
つ
／
″
＼
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
二
人
寝
る
と
い
ふ
条
件
を
、
完
全
に
は

具
備
し
て
ゐ
な
い
事
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
枕
と
自
分
と
だ
け

で
は
、
や
つ
と
形
だ
け
二
人
寝
る
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
、
も
つ
と
何
か
特

別
な
条
件
が
つ
か
な
い
と
、
完
全
な
二
人
寝
で
は
な
い
の
で
す
。
た﹅
ま﹅
の
本
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来
の
持
主
に
た﹅
ま﹅
を
授
け
た
、
保
管
せ
ら
る
べ
き
所
に
か
へ
つ
た
、
と
い
ふ

の
が
「
玉
主
に
た
ま
は
授
け
て
」
と
い
ふ
事
な
の
で
す
が
、
こ
の
意
味
が
、

は
つ
き
り
訣
れ
ば
、
「
か
つ
／
″
＼
も
」
が
解
け
る
の
で
す
。
こ
れ
は
唯
、

今
ま
で
二
人
ね
て
居
て
淋
し
く
は
思
は
な
か
つ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
そ
れ

が
出
来
な
い
か
ら
、
枕
と
二
人
寝
し
よ
う
よ
と
言
ふ
事
だ
け
で
は
訣
ら
な
い

と
思
ひ
ま
す
。
つ
ま
り
、
枕
べ
に
玉
を
置
い
て
お
く
の
は
、
そ
こ
に
、
そ
の

人
の
魂
が
あ
る
と
い
ふ
事
な
の
で
す
。
其
で
完
全
な
一
人
な
の
で
、
そ
こ
へ

自
分
を
合
せ
て
二
人
と
な
る
の
で
す
。
旅
行
と
か
、
外
出
し
又
、
他
の
場
合
、

死
者
の
床
　
　
の
時
に
は
玉
を
枕
べ
に
添
へ
て
置
く
。
さ
う
す
る
と
、
「
た

ま
ど
こ
」
と
い
ふ
言
葉
で
表
さ
れ
る
条
件
が
整
つ
て
来
ま
す
。
「
た
ま
床
の

外
に
向
き
け
り
。
妹
が
こ
枕
」
と
言
ふ
の
は
、
も
う
魂
が
な
く
な
つ
て
ゐ
る
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事
を
言
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
は
、
嫁
に
や
つ
た
娘
と
私
と
、
二
人

分
を
表
す
も
の
は
な
い
が
、
こ
れ
く
ら
ゐ
で
二
人
寝
て
ゐ
る
の
だ
と
条
件
不

足
だ
が
、
ま
あ
、
さ
う
思
う
て
寝
よ
う
と
言
ふ
意
味
で
す
。
だ
か
ら
、
枕
辺

に
玉
を
置
く
ま﹅
じ﹅
つ﹅
く﹅
が
あ
つ
た
事
を
、
考
へ
に
入
れ
て
解
か
な
け
れ
ば
、

此
等
の
歌
は
訣
ら
な
い
の
で
す
。

人
麻
呂
の
歌
も
、
本
道
な
ら
、
枕
に
玉
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

岩
の
枕
だ
け
だ
と
い
ふ
の
で
、
昔
の
人
に
は
、
こ
れ
だ
け
で
霊タ
魂マ
が
な
く
な

つ
て
死
ん
で
ゐ
る
事
が
訣
つ
た
の
で
す
。

　
　
　
荒
波
に
よ
り
来
る
玉
を
枕
に
置
き
、
吾
こ
ゝ
な
り
と
、
誰
か
告
げ
な

　
　
　
む
（
二
二
六
、
丹
比
真
人
某
）
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こ
れ
は
、
人
麻
呂
の
思
ひ
に
擬
し
て
作
つ
た
も
の
と
伝
へ
て
ゐ
ま
す
。
枕
べ

に
玉
を
お
か
ず
に
寝
て
ゐ
る
の
で
は
、
旅
の
死
者
と
言
ふ
事
に
な
る
か
ら
、

「
玉
を
枕
に
お
き
」
と
い
ふ
風
に
、
条
件
を
具
備
し
て
ゐ
る
や
う
に
言
つ
た

の
で
す
。
具
備
は
し
て
ゐ
る
が
、
其
は
海
辺
の
荒
床
だ
。
其
処
で
行
き
仆
れ

て
寝
て
ゐ
る
こ
と
を
、
誰
が
彼
女
に
告
げ
た
ら
う
か
、
と
い
ふ
の
で
す
。

私
ら
の
、
そ
こ
で
行
き
づ
ま
る
事
は
、
枕
に
這
入
つ
て
ゐ
る
霊
魂
と
、
人
間

が
生
き
て
ゐ
る
上
に
持
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
霊
魂
と
は
、
同
じ
も
の
か

ど
う
か
、
と
い
ふ
事
で
す
。
此
ま
で
は
、
別
の
も
の
と
考
へ
て
ゐ
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
神
事
を
行
ふ
時
、
霊
的
な
枕
を
す
る
と
、
た﹅
ま﹅
が
体
に
這
入
つ
て

来
て
、
神
秘
な
力
を
発
揮
し
て
来
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
神
事
の
時
の
た﹅
ま﹅
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と
、
平
生
、
身
体
に
あ
る
た﹅
ま﹅
と
は
別
だ
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
す
。
併
し
、

枕﹅
の﹅
た
ま
と
人
間
の
霊
魂
と
は
、
深
い
関
係
に
あ
る
ら
し
い
事
が
、
前
の
歌

々
を
見
る
と
考
へ
ら
れ
て
来
ま
す
。
さ
う
な
る
と
、
こ
の
点
は
ま
だ
、
私
に

も
疑
問
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

と
に
か
く
、
か
う
い
ふ
風
に
、
神
の
霊
・
人
の
霊
・
旅
行
中
の
霊
魂
と
、
霊

魂
を
考
へ
て
行
け
ば
、
い
ろ
ん
な
古
代
の
信
仰
問
題
が
訣
つ
て
来
る
と
思
ひ

ま
す
。
万
葉
集
の
歌
に
も
、
従
来
の
研
究
で
は
、
半
分
位
し
か
意
味
の
訣
ら

な
い
も
の
も
沢
山
あ
り
ま
し
た
が
、
さ
う
し
た
点
も
追
つ
て
、
十
分
理
会
が

出
来
る
様
に
な
る
で
せ
う
。

既
に
皆
さ
ん
が
正
し
い
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
知
識
も
、
今
は
改
め
る
必
要
の

あ
る
事
、
そ
し
て
今
迄
、
問
題
に
な
ら
な
か
つ
た
事
を
、
新
し
く
問
題
に
と
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り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
と
い
ふ
事
を
、
今
日
は
お
話
し
し
た
の
で
す
。
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