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一
、
序

　

万
葉
集
巻
第
三
に
は
、
山
部
赤
人
の
「
富
士
の
山
を
望み

る
歌
」（
三
一
七
〜

八
番
歌
）
と
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
所
出
で
虫
麻
呂
作
と
認
め
ら
れ
る
「
富
士
の
山

を
詠
む
歌
」（
三
一
九
〜
三
二
一
番
歌
）が
並
列
さ
れ
て
い
る
。
歌
を
掲
げ
れ
ば
、

次
の
と
お
り
。

　
　

山
部
宿す
く
ね禰
赤
人
、
富
士
の
山
を
望み

る
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌

天あ
め

地つ
ち

の
分わ

か
れ
し
時
ゆ　

神か
む

さ
び
て
高
く
貴た

ふ
とき　

駿す
る
が河

な
る
富
士
の
高た

か

嶺ね

を　

天あ
ま

の
原
振ふ

り
放さ

け
見
れ
ば　

渡
る
日
の
影
も
隠か

く

ら
ひ　

照
る
月

の
光
も
見
え
ず　

白し
ら

雲く
も
も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り　

時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け

る　

語
り
告つ

げ
言
ひ
継つ

ぎ
行ゆ

か
む　

富
士
の
高
嶺
は
（
三
一
七
番
歌
）

　
　

反
歌

田た

子ご

の
浦
ゆ
う
ち
出い

で
て
見
れ
ば
真ま

白し
ろ
に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り

け
る
（
三
一
八
番
歌
）
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山
部
赤
人
の
「
富
士
の
山
を
望
る
歌
」
と

　
　

高
橋
虫
麻
呂
の
「
富
士
の
山
を
詠
む
歌
」
の
影
響
関
係
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富
士
の
山
を
詠よ

む
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌

並な
ま

吉よ

み
の
甲か

斐ひ

の
国　

う
ち
寄
す
る
駿
河
の
国
と　

こ
ち
ご
ち
の
国
の

み
中
ゆ　

出い

で
立
て
る
富
士
の
高
嶺
は　

天あ
ま

雲く
も

も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り　

飛
ぶ
鳥
も
飛
び
も
上の
ぼ

ら
ず　

燃
ゆ
る
火
を
雪
も
ち
消け

ち　

降
る
雪
を
火

も
ち
消
ち
つ
つ　

言
ひ
も
得え

ず
名な

付づ

け
も
知
ら
ず　

く
す
し
く
も
い
ま

す
神
か
も　

せ
の
海
と
名
付
け
て
あ
る
も　

そ
の
山
の
堤つ
つ

め
る
海
ぞ　

富
士
川
と
人
の
渡
る
も　

そ
の
山
の
水
の
た
ぎ
ち
ぞ　

日ひ

の
本も
と

の
大や
ま
と和

の
国
の　

鎮し
づ

め
と
も
い
ま
す
神
か
も　

宝た
か
らと

も
な
れ
る
山
か
も　

駿
河

な
る
富
士
の
高
嶺
は　

見
れ
ど
飽あ

か
ぬ
か
も
（
三
一
九
番
歌
）

　
　

反
歌

富
士
の
嶺ね

に
降
り
置
く
雪
は
六み
な

月つ
き
の
十も

ち
五
日
に
消け

ぬ
れ
ば
そ
の
夜よ

降
り

け
り
（
三
二
〇
番
歌
）

富
士
の
嶺ね

を
高
み
畏か
し
こ
み
天
雲
も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の
を

（
三
二
一
番
歌
）

右
の
一
首
は
、
高
橋
連む
ら
じ

虫
麻
呂
が
歌
の
中う

ち
に
出
づ
。

類た
ぐ
ひを
も
ち
て
こ
こ
に
載の

す
。

　

こ
の
二
つ
の
富
士
讃
歌
に
つ
い
て
、
先
師
伊
藤
博
は
、『
萬
葉
集
釋
注
二（
注
1
）』

に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
両
作
は
、
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
何
ほ
ど
か
意
識
し
て
織
り
な

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
双
方
に
登
場
す

る
「
白
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
」（
赤
人
）、「
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
」

（
虫
麻
呂
）
と
い
う
相
似
た
表
現
に
も
、
目
に
見
え
ぬ
火
花
が
ひ
そ
ん
で

い
る
か
も
し
れ
ず
、
対
象
の
と
ら
え
方
や
措
辞
の
相
違
に
は
ま
た
別
の

燃
焼
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
こ
に
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
富
士
の
歌
の
至
宝

―
―
山
部
赤
人
歌
と
高
橋
虫
麻
呂
歌
―
―
」（「
富
士
」
第
３
号
、
平
成
十
九

〈
二
〇
〇
七
〉
年
五
月
一
日
、
富
士
短
歌
会
発
行
）
に
論
じ
た
。
本
稿
は
そ
の

後
の
調
査
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
の
論
述
で
あ
る
。

　
　
　

二
、
両
歌
の
影
響
関
係

　

二
つ
の
富
士
讃
歌
の
影
響
関
係
を
考
察
す
る
上
で
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
表
現

が
、
先
掲
『
釋
注
二
』
に
挙
げ
る
赤
人
歌
三
一
七
の
「
白
雲
も
い
行ゆ

き
は
ば
か

り
」
と
虫
麻
呂
歌
三
一
九
・
三
二
一
の
「
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
」
で
あ
る
。

「
白
雲
」
の
「
白
」
は
色
の
表
現
、「
天
雲
」
の
「
天
」
は
高
さ
の
程
度
の
表
現

と
し
て
機
能
し
て
い
る
（
前
掲
拙
稿
「
富
士
の
歌
の
至
宝
」）。「
…
…
も
い
行

き
は
ば
か
り
」
の
表
現
は
共
通
で
あ
る
の
で
、「
白
雲
」
と
「
天
雲
」
は
、
ど

ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
意
識
し
て
成
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
、
疑
え
な
い
。

　

こ
の
問
題
を
解
く
上
で
、注
視
さ
れ
る
の
が
赤
人
歌
三
一
七
の
表
現
で
あ
る
。

冒
頭
か
ら
「
天
地
の
分
か
れ
し
時
ゆ　

神か
む

さ
び
て
高
く
貴
き　

駿
河
な
る
富
士

の
高
嶺
を　

天
の
原
振
り
放さ

け
見
れ
ば
」
と
、「
天
」
と
「
高
」
が
密
接
に
関
わ
っ

て
、
富
士
の
山
の
高
さ
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
天
の
原
振
り
放さ

け
見

れ
ば
」
の
行
為
に
よ
る
、
日
・
月
・
白
雲
・
雪
の
富
士
四
景
を
次
の
よ
う
に
叙

述
し
て
い
る
。

渡
る
日
の
影
も
隠
ら
ひ
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照
る
月
の
光
も
見
え
ず

白
雲
も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り

時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る

　

以
上
の
よ
う
な
表
現
の
在
り
方
は
、「
天
の
原
」
の
「
天
」
と
「
白
雲
」
の

「
雲
」
を
合
わ
せ
て
「
天
雲
」
と
い
う
言
葉
を
成
す
契
機
と
な
る
。
事
実
、
虫

麻
呂
は
三
一
九
番
歌
に
「
な
ま
よ
み
の
甲
斐
の
国　

う
ち
寄
す
る
駿
河
の
国
と

　

こ
ち
ご
ち
の
国
の
み
中
ゆ　

出
で
立
て
る
富
士
の
高
嶺
は　

天
雲
も
い
行
き

は
ば
か
り
…
…
」
と
詠
み
、
反
歌
第
二
首
三
二
一
に
「
富
士
の
嶺
を
高
み
恐か
し
こみ

天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の
を
」と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。「
白

雲
」
と
「
天
雲
」
の
影
響
関
係
は
、「
白
雲
」
か
ら
「
天
雲
」
へ
と
見
る
の
が

自
然
で
あ
る
。

　

富
士
四
景
の
う
ち
の「
時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る
」（「
け
る
」は
係
助
詞「
ぞ
」

を
受
け
て
の
連
体
形
）
の
「
雪
は
降
り
け
る
」
も
、
反
歌
三
一
八
の
「
富
士
の

高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
」
と
と
も
に
、
虫
麻
呂
富
士
讃
歌
と
の
影
響
関
係
を
考

察
す
る
上
で
重
要
な
表
現
で
あ
る
。
虫
麻
呂
も
こ
の
「
雪
は
降
り
け
る
」
の
基

本
文
型
を
反
歌
第
一
首
三
二
〇
に
次
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
前

掲
拙
稿
）。

富
士
の
嶺ね

に
降
り
置
く
雪
は
六み
な

月つ
き
の
十も

ち
五
日
に
消け

ぬ
れ
ば
そ
の
夜よ

降
り

け
り

　
　

　

こ
の
歌
は
、『
駿
河
国
風
土
記
』
逸
文
の
、

富
士
ノ
山
ニ
ハ
雪
ノ
フ
リ
ツ
モ
リ
テ
ア
ル
ガ
、
六み
な
つ
き
の
も
ち
の
ひ

月
十
五
日
ニ
ソ
ノ
雪

ノ
キ
エ
テ
、
子ね

ノ
時
ヨ
リ
シ
モ
ニ
ハ
又ま
た

フ
リ
カ
ハ
ル
（
仙
覚
『
萬
葉
集

註
釋
巻
第
三
』
所
引
）

に
拠
っ
て
詠
ま
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
だ

け
で
は
「
雪
は
…
…
降
り
け
り
」
と
い
う
歌
の
結
構
に
な
っ
て
い
る
理
由
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
歌
の
結
構
は
、
虫
麻
呂
が
赤
人
歌

三
一
七
、三
一
八
の
「
雪
は
降
り
け
る
」
を
意
識
し
て
応
用
し
た
と
考
え
る
こ

と
で
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
第
二
句
の
「
雪
は
」
を
「
富
士
の
嶺
に

降
り
置
く
」
と
い
う
状
況
説
明
で
修
飾
し
、
第
五
句
の
「
降
り
け
り
」
を
「
六

月
の
十
五
日
に
消
ぬ
れ
ば
そ
の
夜
」
と
い
う
状
況
説
明
で
修
飾
し
た
歌
が
、
虫

麻
呂
の
三
二
〇
番
歌
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
六
月
の
十
五
日
に
消

ぬ
れ
ば
そ
の
夜
降
り
け
り
」
は
「
六
月
の
十
五
日
に
消
え
る
と
、
そ
の
夜
降
り

積
も
っ
た
こ
と
だ
」
の
意
で
、
赤
人
の
三
一
七
歌
の
「
時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け

る
」
と
同
様
の
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、赤
人
歌
の
「
雪

は
降
り
け
る
」
が
昼
の
情
景
で
あ
る
の
に
対
し
、
虫
麻
呂
三
二
〇
歌
は
、「
そ

の
夜
降
り
け
り
」
と
夜
の
景
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
虫
麻
呂
が
赤
人

歌
を
意
識
し
て
歌
っ
た
こ
と
を
語
り
告
げ
て
い
る
。

　

赤
人
三
一
七
歌
の
「
時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る
」、
三
一
八
歌
の
「
真
白
に

ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
係
助
詞
「
ぞ
」
を
用
い
て

の
強
調
表
現
で
あ
る
。「
真
白
に
ぞ
」
の
「
ぞ
」
は
下
の
文
脈
に
対
し
て
は
係

助
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
第
一
句
か
ら
の
文
脈
で
は
「
真
白
で

あ
る
ぞ
」
と
い
う
終
助
詞
的
強
調
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う

な
赤
人
歌
の
助
詞
「
ぞ
」
の
用
法
を
意
識
し
て
、
虫
麻
呂
は
、
三
一
九
歌
に
お

い
て
「
そ
の
山
の
堤
め
る
海
ぞ
」「
そ
の
山
の
水
の
た
ぎ
ち
ぞ
」
と
、「
ぞ
」
を

終
助
詞
と
し
て
用
い
、
臨
場
感
強
く
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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赤
人
三
一
七
歌
の
日
・
月
・
白
雲
・
雪
の
富
士
四
景
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
、

虫
麻
呂
は
、

天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り

飛
ぶ
鳥
も
飛
び
も
上の
ぼ
ら
ず

燃
ゆ
る
火
を
雪
も
ち
消
ち

降
る
雪
を
火
も
ち
消
ち
つ
つ

と
、
天
雲
・
鳥
・
火
（
雪
）・
雪
（
火
）
の
四
景
で
対
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、

虫
麻
呂
歌
が
赤
人
歌
を
意
識
し
て
の
応
用
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
る
こ
と
を
告

げ
て
い
よ
う
（
拙
稿
「
高
橋
虫
麻
呂
の
『
富
士
の
山
を
詠
む
歌
』
―
―
表
現
・

構
成
と
旅
程
―
―
」、
都
留
文
科
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
十
四
集
、
二
〇
二
〇

年
三
月
）。
こ
の
四
景
の
順
は
、
赤
人
歌
三
一
七
の
第
三
景
「
白
雲
も
い
行
き

は
ば
か
り
」を
意
識
し
て
先
述
の
よ
う
に「
白
雲
」を「
天
雲
」に
改
変
し
た「
天

雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
」
を
第
一
景
に
あ
げ
て
展
開
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
赤
人
歌
三
一
七
は
、
日
と
月
、
白
雲
と
雪
が
対
に
な
っ
て
の
四
景
で
あ
る

が
、虫
麻
呂
歌
三
一
九
も
「
天
雲
」
と
「
飛
ぶ
鳥
」、「
燃
ゆ
る
火
」
と
「
降
る
雪
」

が
対
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
も
赤
人
歌
の
用
法
を
意
識
し
て
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
赤
人
歌
の
よ
う
に
、
第
一
景
の
「
天
雲
」
と
第
四
景
の
「
降

る
雪
」
が
対
応
す
る
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
赤
人
歌

の
四
景
の
第
一
か
ら
第
三
景
ま
で
の
渡
る
日
、
月
、
白
雲
が
横
方
向
へ
の
動
き

を
伴
う
景
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
四
景
の
雪
の
み
上
か
ら
下
へ
の
動
き
に
基
づ

い
て
降
り
積
も
っ
て
い
る
景
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
虫
麻
呂
歌
の

富
士
四
景
は
第
一
景
の
「
天
雲
」
が
赤
人
歌
と
同
様
、
横
方
向
に
移
動
す
る
景

で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
景
「
飛
ぶ
鳥
」
と
第
三
景
の
「
燃
ゆ
る
火
」
は
下
か

ら
上
へ
の
動
き
、
第
四
景
の
「
降
る
雪
」
は
上
か
ら
下
へ
の
動
き
の
景
と
な
っ

て
お
り
、
こ
と
に
第
三
・
四
景
は
上
か
ら
の
雪
と
下
か
ら
の
火
の
せ
め
ぎ
あ
い

の
活
力
を
描
写
し
て
い
る
（
拙
稿
「
高
橋
虫
麻
呂
の
富
士
の
歌
」、富
士
第
２
号
、

二
〇
〇
七
年
三
月
一
日
、富
士
短
歌
会
発
行
）。
色
彩
的
に
は「
雪
」の「
白
」と
、

赤
人
歌
に
な
い
「
火
」
の
「
赤
」
を
対
照
的
に
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点

も
虫
麻
呂
が
赤
人
歌
を
意
識
し
た
こ
と
に
拠
ろ
う
。
さ
ら
に
、虫
麻
呂
歌
に
は
、

赤
人
歌
に
な
い
「
飛
ぶ
鳥
」
も
登
場
さ
せ
富
士
の
高
さ
を
描
い
て
い
る
こ
と
も

注
目
さ
れ
る
。
虫
麻
呂
歌
は
、
こ
の
「
鳥
」
の
目
で
富
士
の
偉
容
を
捉
え
、「
せ

の
海
と
名
付
け
て
あ
る
も　

そ
の
山
の
堤
め
る
海
ぞ　

富
士
川
と
人
の
渡
る
も

　

そ
の
山
の
水
の
た
ぎ
ち
ぞ
」
と
鳥
敢
図
的
に
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

赤
人
歌
三
一
七
の
富
士
四
景
の
第
一
景
の
「
渡
る
日4

」
は
、
虫
麻
呂
歌

三
一
九
の
「
日
の
本
の
大
和
の
国
の
」
の
「
日4

の
本
」
に
生
か
さ
れ
て
お
り
、「
渡

る
」
も
「
富
士
川
と
人
の
渡
る
4

4

も
」
と
地
上
の
「
渡
る
」
に
応
用
さ
れ
て
い

る
。
同
じ
く
「
照
る
月
の
光
」
も
、
虫
麻
呂
の
反
歌
三
二
〇
の
「
六
月
の
十
五

日
」
と
い
う
日
の
満
月
の
光
に
応
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
拙
著
『
甲
斐　

万
葉
の
歌
譜（
注
2
）』
の
43
節
に
紹
介
し
た
飯
田
龍
太
氏
「
富
士
山
と
詩
歌（
注
3
）」
の
「
水

無
月
の
満
月
の
夜
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
じ
ょ
う
じ
ょ
う
の
余
韻
を
曳
い
て
、
秀

峰
の
背
景
を
大
き
く
描
出
し
た
。」
と
い
う
見
解
が
参
考
に
な
る
。

　

虫
麻
呂
歌
が
赤
人
の
富
士
讃
歌
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
ま

だ
他
に
も
存
す
る
。
赤
人
歌
三
一
八
に
は
「
田
子
の
浦
」
と
い
う
海
に
関
わ
る

固
有
名
詞
が
登
場
し
て
い
る
が
、
虫
麻
呂
歌
三
一
九
に
は
「
せ
の
海
」（
富
士

山
北
側
に
存
し
た
巨
大
湖
）
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
赤
人
歌
の
海
に

内
陸
の
海
で
あ
る
湖
を
対
応
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
虫
麻
呂
は
常
陸
国

在
任
中
に
「
筑
波
山
に
登
る
歌
」（
巻
九
・
一
七
五
七
〜
八
番
歌
）
を
詠
ん
で
お

り
、
そ
の
長
歌
一
七
五
七
に
、「
新に
ひ
治ば
り
の
鳥と

羽ば

の
淡あ
ふ
み海
」（
茨
城
県
下
妻
市
大
宝
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八
幡
宮
周
辺
に
あ
っ
た
湖
沼
）
を
詠
み
入
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
湖
に
視

点
を
お
い
て
「
せ
の
海
」
を
詠
む
下
地
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
せ
の
海
」

を
詠
み
入
れ
た
こ
と
が
、「
富
士
川
」
を
詠
み
入
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

赤
人
歌
の
「
神
さ
び
て
」（
神
々
し
く
、の
意
）
を
意
識
し
て
虫
麻
呂
は
「
言

ひ
も
得
ず
名
付
け
も
知
ら
ず　

く
す
し
く
も
い
ま
す
神4

か
も
」「
日
の
本
の
大

和
の
国
の　

鎮
め
と
も
い
ま
す
神4

か
も
」
と
、
富
士
の
山
そ
の
も
の
を
神
と
し

て
崇あ
が

め
て
い
る
。「
神
」
か
ら
「
神
さ
び
て
」
へ
の
流
れ
は
考
え
に
く
く
、
赤

人
歌
の
「
神
さ
び
て
」
か
ら
虫
麻
呂
歌
の
「
神
」
へ
の
流
れ
を
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
虫
麻
呂
の
富
士
讃
歌
は
、
赤
人
の
富
士
讃
歌
の
影
響
を
受

け
て
詠
み
成
さ
れ
た
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
赤
人
歌
三
一
七
の
「
語
り
告
げ

言
ひ
継
ぎ
行ゆ

か
む　

富
士
の
高
嶺
は
」
を
受
け
て
の
、
ま
さ
に
そ
の
実
践
の
歌

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

赤
人
富
士
讃
歌
か
ら
虫
麻
呂
富
士
讃
歌
へ
と
い
う
影
響
関
係
は
、
二
つ
の
歌

の
詠
作
年
と
詠
作
事
情
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な

る
。

　
　
　

三
、
両
歌
の
詠
作
年
と
詠
作
事
情

　

山
部
赤
人
の
富
士
讃
歌
は
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
直

前
の
中
納
言
大
伴
旅
人
の
三
一
五
〜
六
番
歌
が
、神
亀
元
年
暮
春
三
月
の
作（
未

奏
歌
）で
あ
り
、そ
の
三
首
前
の
三
一
二
番
歌
に
、養
老
六
、七
年（
七
二
二
〜
三
）

こ
ろ
に
式
部
卿
の
任
に
就
い
た
と
推
察
さ
れ
る
（
注
4
）藤

原
宇
合
の
歌
が
存
す
る
か
ら

で
あ
る
。

　

一
方
の
高
橋
虫
麻
呂
の
富
士
讃
歌
は
、
い
つ
頃
詠
ま
れ
た
の
か
。
こ
の
問
題

を
解
く
鍵
が
虫
麻
呂
富
士
讃
歌
の
左
注
で
あ
る
。
こ
の
左
注
に
は
、
前
記
の
よ

う
に
、
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
の
所
出
で
あ
る
こ
と
と
、
赤
人
の
富
士
讃
歌
と
同
様

の
富
士
讃
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
類
を
も
ち
て
こ
こ
に
載
す
。」
こ
と
と
を
編

者
が
記
し
て
い
る
。
同
様
の
注
記
は
、
万
葉
集
中
他
に
八
例
ほ
ど
が
存
す
る
。

次
の
と
お
り
。

①
右
の
件く
だ
りの

歌
ど
も
は
、
柩
（
ひ
つ
ぎ
）
を
挽
（
ひ
）
く
時
に
作
る
と
こ
ろ

に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
歌
の
意こ
こ
ろを

准な
ず
ら擬

ふ
。
こ
の
故
に
挽
歌
の
類
に

載
す
。（
巻
二
・
一
四
一
〜
五
番
歌
左
注
）

②
去
に
し
神
亀
二
年
に
作
る
。
た
だ
し
、
類
を
も
ち
て
の
故
に
、
さ
ら
に
こ

こ
に
載
す
。（
巻
五
・
九
〇
三
番
歌
脚
注
）

③
右
は
、
年
月
審
（
つ
ば
ひ
）
ら
か
に
あ
ら
ず
。
た
だ
し
、
歌
の
類
を
も
ち

て
こ
の
次つ
ぎ
てに
載の

す
。
或
本
に
は
「
養
老
七
年
の
五
月
に
、
吉
野
の
離
宮

に
幸い
で
ます
時
の
作
」
と
い
ふ
。（
巻
六
・
九
一
三
〜
六
番
歌
左
注
）

④
右
は
、
作
歌
の
年
月
い
ま
だ
詳
ら
か
に
あ
ら
ず
。
た
だ
し
、
類
を
も
ち
て

の
故
に
、
こ
の
次
に
載
す
。（
巻
六
・
九
四
二
〜
七
番
歌
左
注
。
こ
の
六

首
は
山
部
赤
人
歌
）

⑤
右
は
、
作
歌
の
年
審
ら
か
に
あ
ら
ず
。
た
だ
し
、
歌
の
類
を
も
ち
て
、
す

な
は
ち
こ
の
次
に
載
す
。（
巻
六
・
九
五
四
番
歌
左
注
）
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⑥
右
の
一
首
は
、
譬
喩
歌
の
類
に
あ
ら
ず
。
た
だ
し
、
闇
の
夜
の
歌
人
の
所

心
の
故
に
、並（
と
も
）に
こ
の
歌
を
作
る
。
よ
り
て
、こ
の
歌
を
も
ち
て
、

こ
の
次
に
載
す
。（
巻
七
・
一
三
七
五
番
歌
左
注
。
一
三
七
四
番
歌
と
同

作
者
、
同
時
の
歌
で
あ
る
こ
と
の
注
）

⑦
右
の
一
首
は
、
或
本
に
は
「
小
弁
が
作
」
と
い
ふ
。
或
い
は
姓
氏
を
記
せ

れ
ど
名
字
を
記
す
こ
と
な
く
、
或
い
は
名
号
を
偁い

へ
れ
ど
姓
氏
を
偁
は

ず
。
し
か
れ
ど
も
、
古
記
に
よ
り
て
す
な
は
ち
次
を
も
ち
て
載
す
。
す

べ
て
か
く
の
ご
と
き
類
は
、
下
み
な
こ
れ
に
倣な
ら

へ
。（
巻
九
・
一
七
一
九

番
歌
左
注
）

⑧
右
の
一
首
は
、
秋
の
歌
に
類
せ
ず
。
和
す
る
を
も
ち
て
載
す
。（
巻
十
・

二
三
〇
八
番
歌
左
注
。
二
三
〇
七
番
歌
と
同
時
の
和
す
る
歌
）

　

以
上
の
八
例
に
関
連
す
る
例
と
し
て
、
巻
六
の
、「
神
亀
二
年
乙き
の
と

丑う
し

の
夏

の
五
月
に
、
吉
野
の
離
宮
に
幸い
で
ます
時
に
、
笠
朝
臣
金
村
が
作
る
歌
」（
九
二
〇

〜
九
二
二
番
歌
）
と
「
山
部
宿
禰
赤
人
が
作
る
歌
」（
九
二
三
〜
九
二
七
番
歌
）

の
先
後
が
明
ら
か
で
な
く
、
便
宜
上
、
こ
の
順
序
に
載
せ
た
旨
の
「
右
は
、
先

後
を
審
ら
か
に
せ
ず
。
た
だ
し
、
便
を
も
ち
て
の
故
に
、
こ
の
次
に
載
す
。」

の
左
注
が
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
例
も
、「
類
を
も
ち
て
‥
‥
載
す
」
及
び
そ
の
類
似
の
表
現
と
関

わ
っ
て
、
詠
作
時
・
詠
作
年
（
年
月
）
に
つ
い
て
の
注
記
が
あ
る
。
⑦
の
「
古

記
に
よ
り
て
」
も
こ
れ
に
準
じ
て
捉
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
考
慮
し
て
、
虫
麻
呂
の
富
士
讃
歌
三
一
九
〜
三
二
一
の

左
注
を
見
る
と
、「
右
の
一
首
は
、
高
橋
連
虫
麻
呂
が
歌
の
中
に
出
づ
。
類
を

も
ち
て
こ
こ
に
載
す
。」と
い
う
記
載
し
か
な
く
、「
作
歌
年
月
未
詳
也
」と
か「
不

審
先
後
」
等
の
注
記
が
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
面
の
虫
麻
呂
富
士
讃
歌
が

収
録
さ
れ
て
い
た
高
橋
連
虫
麻
呂
歌
集
の
中
の
当
面
歌
の
配
列
位
置
か
ら
、
詠

作
年
の
推
定
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
虫
麻
呂
の
富
士

讃
歌
は
、
も
と
も
と
巻
九
の
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
歌
で
あ
る
「
霍
公
鳥
を
詠
む
一

首
幷
せ
て
短
歌
」（
一
七
五
五
〜
六
番
歌
）
の
直
後
に
配
列
さ
れ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
る
。
二
つ
の
「
詠
む
」
歌
が
並
び
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
霍

公
鳥
詠
の
直
前
に
は「
検
税
使
大
伴
卿
が
、筑
波
山
に
登
る
時
の
歌
」（
一
七
五
三

〜
四
番
歌
）
が
あ
り
、
養
老
六
年
（
七
二
二
）
の
夏
五
月
〜
六
月
の
一
時
期
の

歌
と
推
定
さ
れ
る
（
拙
稿
「
富
士
の
高
嶺
の
鳴
沢
の
歌
（
注
5
）」）。

編
者
は
山
部
赤
人

の
富
士
讃
歌
と
高
橋
虫
麻
呂
の
富
士
讃
歌
の
詠
作
時
期
を
同
じ
年
で
、
赤
人
の

歌
の
方
が
や
や
は
や
い
と
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
詠
作
時
に
つ
い
て
の
注
記
を
ほ
ど
こ
さ
ず
に
、
赤
人
歌
の
次
に
虫
麻
呂
歌

を
並
べ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

赤
人
の
富
士
讃
歌
が
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
歌
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
虫

麻
呂
の
富
士
讃
歌
も
神
亀
元
年
の
歌
と
推
定
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、『
続
日
本
紀
』
を
検
す
る
に
（『
続
日
本
紀
二（
注
6
）』
に
拠
る
）、
こ
の

神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
四
月
七
日
に
、海
道
（
東
北
地
方
の
太
平
洋
側
一
帯
）

の
蝦
夷
の
征
討
の
た
め
、
式
部
卿
正
四
位
上
藤
原
宇
合
を
持
節
大
将
軍
と
し
、

宮
内
大
輔
従
五
位
上
高
橋
朝
臣
安
麻
呂
を
副
将
軍
と
し
た
と
い
う
記
述
が
目
を

ひ
く
。

　

高
橋
虫
麻
呂
の
庇
護
者
藤
原
宇
合
が
持
節
大
将
軍
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
虫
麻

呂
は
こ
の
東
国
へ
の
旅
に
つ
き
従
っ
た
で
あ
ろ
う
。
副
将
軍
が
同
じ
高
橋
氏
の

安
麻
呂（
注
7
）で
あ
り
、
安
麻
呂
に
と
っ
て
宇
合
と
と
も
に
常
陸
国
赴
任
の
経
験
の

あ
る
虫
麻
呂
が
い
る
こ
と
は
、
何
か
と
心
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
四
月
七
日
同
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日
に
、
判
官
八
人
、
主
典
八
人
（
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
氏
名
な
し
）
も
任
命
さ
れ

て
い
る
。
先
掲
『
続
日
本
紀
二
』
の
脚
注
に
は
、「
こ
の
場
合
、
判
官
は
軍
監
、

主
典
は
軍
曹
（
軍
防
令
24
義
解
に
『
軍
曹
者
大
主
典
也
。
録
事
者
少
主
典
也
』）」

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
虫
麻
呂
は
録
事
を
行
な
う
少
主
典

に
抜
擢
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

旅
す
る
虫
麻
呂
の
脳
裏
に
は
、
東
海
道
十
二
国
（
伊
勢
・
尾
張
・
参
河
・
遠
江
・

駿
河
・
甲
斐
・
伊
豆
・
相
模
・
武
蔵
・
総
・
常
陸
・
陸
奥
）
の
荒
ぶ
る
神
を
平

定
し
、
ま
つ
ろ
は
ぬ
蝦
夷
等
を
従
わ
せ
た
倭
建
命
の
こ
と
が
刻
ま
れ
て
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

　

東
国
で
は
常
陸
国
府
を
本
部
基
地
と
し
、
多
賀
城
を
前
線
基
地
と
し
て
蝦
夷

平
定
に
あ
た
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
任
を
終
了
し
た
時
、
宇
合
は
、
行
路

に
お
い
て
、
内
陸
の
国
ゆ
え
目
く
ば
り
が
で
き
な
か
っ
た
甲
斐
の
国
の
視
察
を

虫
麻
呂
に
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
何
か
問
題
が
あ
れ
ば
宇
合
ら
も
甲
斐
の

国
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
。

　

虫
麻
呂
は
、
倭
建
命
が
平
定
の
任
終
え
て
帰
京
の
途
次
に
入
っ
た
甲
斐
の
国

に
東
海
道
甲
斐
路
か
ら
倭
建
命
の
足
跡
を
辿
る
よ
う
に
し
て
入
り
、
甲
斐
の
国

の
様
子
を
目
に
焼
き
付
け
、
か
つ
記
録
し
た
で
あ
ろ
う
。
倭
建
命
と
同
様
、
富

士
の
山
や
せ
の
海

4

4

4

を
近
く
に
見
、
甲
斐
国
府
に
も
寄
り
、
酒
折
宮
に
も
参
詣
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
甲
斐
国
の
西
側
を
流
れ
る
富
士
川
沿
い
に
下

り
、
駿
河
の
国
の
東
海
道
に
出
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
虫
麻
呂
た
ち
を
出
迎

え
て
く
れ
た
の
は
、富
士
郡
の
郡ぐ
う
家け

（
郡ぐ
ん
衙が

）
（
注
8
）の
人
た
ち
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

富
士
郡
の
郡
家
（
郡
衙
）
は
富
士
の
山
に
関
す
る
祭
祀
や
信
仰
の
中
心
的
場
所

で
あ
っ
た
（
令
和
二
年
度
山
梨
県
立
考
古
博
物
館
夏
季
企
画
展
「
異
世
界
と
現

世
の
交
差
点
―
富
士
山
と
考
古
学
―
」
の
展
示
資
料
に
拠
る
）。
そ
の
富
士
郡

の
郡
家
が
宇
合
た
ち
と
の
合
流
地
点
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
郡

家
で
先
に
訪
れ
て
い
た
山
部
赤
人
の
富
士
讃
歌
の
写
し
を
見
て
感
動
し
、
そ
れ

を
写
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
（
後
述
）。
そ
し
て
、
こ
の
富
士
郡
の
郡
家
か
、

駿
河
国
府
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
双
方
で
、『
駿
河
国
風
土
記
』
逸
文
の
富

士
の
雪
の
伝
説
を
知
る
に
至
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
宇
合
た
ち
と
合
流
し

た
虫
麻
呂
は
、
さ
っ
そ
く
甲
斐
の
国
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
東
海
道
を
都
へ
と
上
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

虫
麻
呂
は
帰
京
後
、
倭
建
命
追
体
験
で
あ
る
甲
斐
臨
場
体
験
に
基
づ
く
富
士

讃
歌
を
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
倭
建
命
の
足
跡
を
た
ず
ね
た
こ
と
に
よ
っ
て

生
ま
れ
た
文
学
的
表
現
が
「
並な
ま

吉よ

み
の

（
注
9
）甲

斐
の
国
」
の
表
現
で
あ
り
、
倭
建
命

が
見
た
よ
う
に
富
士
の
山
と
そ
の
環
境
を
よ
り
近
く
で
実
感
し
た
経
験
が
、
富

士
讃
歌
の
内
容
に
結
実
し
た
と
言
え
る
。「
並な
ま

吉よ

み
の
甲
斐
の
国
」
の
表
現
に

は
、
倭
建
命
が
見
た
甲
斐
の
国
の
う
る
わ
し
い
山
々
の
景
へ
の
思
い
が
投
影
さ

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
倭
建
命
が
「
倭や
ま
とは　

国
の
ま
ほ
ろ
ば　

た
た
な
づ
く　

靑
垣

山
隠ご
も

れ
る　

倭
し
う
る
は
し
」
と
詠
ん
だ
大
和
の
う
る
わ
し
い
山
々
の

景
を
倭
建
命
に
想
起
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
甲
斐
の
国
の
う
る
わ
し
い
山
々
の
景
へ

の
思
い
を
、虫
麻
呂
自
身
の
同
様
の
思
い
と
と
も
に
、投
影
さ
せ
た
表
現
が
「
並

吉
み
の
甲
斐
の
国
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

虫
麻
呂
の
富
士
讃
歌
は
、
宇
合
へ
行
な
っ
た
甲
斐
報
告
の
和
歌
化
で
あ
る
と

と
も
に
、
重
要
な
任
務
を
成
し
遂
げ
た
藤
原
宇
合
や
高
橋
安
麻
呂
へ
の
祝
意
歌

で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
そ
の
「
日
の
本
の
大
和
の
国
の　

鎮
め
と
も

い
ま
す
」
の
と
こ
ろ
に
込
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
宇
合
ら
の
鎮
護
国
家
の
た
め

の
任
務
遂
行
を
富
士
も
見
守
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
祝
意
を
こ
め
て
い
よ
う
。

　

高
橋
虫
麻
呂
に
対
し
て
、
山
部
赤
人
は
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）、
高
橋
虫

麻
呂
よ
り
早
く
東
国
へ
と
下
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
駿
河
の
国
の
田

子
の
浦
を
通
っ
て
富
士
の
見
え
る
所
に
出
た
時
の
感
動
に
基
づ
い
て
、
富
士
讃
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歌
を
成
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
駿
河
国
府
の
場
所
を
通
過
し
て
お
り
、
富

士
郡
の
郡
家
に
お
い
て
、
詠
み
成
し
た
富
士
讃
歌
を
披
露
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
赤
人
は
富
士
讃
歌
の
歌
稿
の
写
し
を
置
き
み
や
げ
の
よ
う
に
そ

の
郡
家
に
残
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
く
し
く
も
、
高
橋
虫
麻
呂
も
、
先
述

の
よ
う
に
富
士
川
沿
い
に
下
っ
て
き
て
駿
河
国
富
士
郡
の
郡
家
に
至
っ
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
赤
人
や
そ
の
富
士
讃
歌
の
こ
と
を
聞
き
、
赤
人
が

残
し
て
い
っ
た
富
士
讃
歌
の
写
し
を
見
た
り
、
そ
れ
を
写
し
た
り
す
る
機
会
に

恵
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

別
案
と
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
東
国
に
赴
任
す
る
赤

人
た
ち
も
藤
原
宇
合
の
一
行
に
つ
い
て
都
を
旅
立
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
虫
麻
呂
は
富
士
郡
の
郡
家
で
赤
人
が
富
士
讃
歌
を
披

露
し
た
の
を
直
接
聞
い
た
で
あ
ろ
う
。
赤
人
か
ら
そ
の
歌
稿
の
写
し
を
入
手

す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
赤
人
歌
と
虫
麻
呂
歌

の
表
記
の
面
に
お
い
て
、「
不
盡
山
」「
布
士
」「
駿
河
有
」「
伊
去
波
伐
加
利
」

（
以
上
、
三
一
七
と
三
一
九
）、「
落ふ
り
」（
三
一
七
）・「
零ふ
り
」（
三
一
八
）
と
「
落ふ
る
」

（
三
一
九
）・「
零ふ
り
」（
三
二
〇
）
な
ど
が
共
通
し
、
表
現
に
お
い
て
も
、「
光
も4

見
え
ず4

」（
三
一
七
）
と
「
飛
び
も4

上
ら
ず4

」「
言
ひ
も4

得
ず4

」「
名
付
け
も4

知

ら
ず4

」（
以
上
、
三
一
九
）
な
ど
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
富
士
郡
の
郡
家

に
お
け
る
、
如
上
の
接
点
の
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

　

赤
人
の
富
士
讃
歌
と
虫
麻
呂
の
富
士
讃
歌
は
同
じ
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の

作
と
推
定
で
き
る
け
れ
ど
も
、
赤
人
歌
の
方
が
虫
麻
呂
歌
よ
り
早
く
成
立
し
て

い
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
虫
麻
呂
は
赤
人
歌
を
意
識
し
、
そ

の
影
響
を
受
け
な
が
ら
個
性
的
な
富
士
讃
歌
を
詠
み
成
し
た
の
で
あ
る
。
結
果

的
に
、
行
路
の
赤
人
富
士
讃
歌
は
帰
路
の
虫
麻
呂
富
士
讃
歌
を
照
ら
し
出
し
、

虫
麻
呂
富
士
讃
歌
は
赤
人
富
士
讃
歌
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
つ

の
富
士
讃
歌
は
日
本
の
至
宝
の
富
士
歌
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
輝
き
続
け
る
で

あ
ろ
う
。
日
本
人
の
心
に
清
く
力
強
く
響
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
四
日
）

（
注
）

１
、
一
九
九
六
年
二
月
二
十
五
日
、
集
英
社
発
行

２
、
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
九
月
二
十
八
日
、
山
梨
日
日
新
聞
社
発
行

３
、『
飯
田
龍
太
全
集
第
四
巻
随
想
Ⅱ
』
所
収
。
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年

八
月
三
十
一
日
、
角
川
学
芸
出
版
発
行

４
、
拙
論
「
富
士
の
高
嶺
の
鳴
沢
の
歌
」（「
甲
斐
」
第
一
二
一
号
、
特
集
富
士

山　

創
立
七
十
周
年
記
念
論
文
集
、
平
成
二
十
二
〈
二
〇
一
〇
〉
年
二

月
六
日
、
山
梨
郷
土
研
究
会
発
行
。
論
文
は
平
成
二
十
一
〈
二
〇
〇
九
〉

年
五
月
三
十
一
日
受
理
）
に
推
定
し
た
よ
う
に
、
養
老
六
年
（
七
二
二
）

年
夏
の
五
月
〜
六
月
の
一
時
期
に
検
税
使
と
し
て
常
陸
国
を
訪
れ
た
大

伴
卿
（
大
伴
旅
人
と
覚
し
い
）
に
関
わ
る
、「
筑
波
山
に
登
る
時
の
歌
」

（
一
七
五
三
〜
四
番
歌
）
と
「
鹿
島
の
郡
の
刈
野
の
橋
に
し
て
、
大
伴
卿

と
別
る
る
歌
」（
一
七
八
〇
〜
八
一
番
歌
）
が
巻
九
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

藤
原
宇
合
が
式
部
卿
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
後
、
常
陸
国
守
の
任

を
終
え
て
帰
京
し
て
か
ら
の
こ
と
で
、
養
老
六
〜
七
年
（
七
二
二
〜
三
）

の
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。

５
、
注
４
に
掲
げ
た
拙
論
に
同
じ
。

６
、
一
九
九
〇
年
九
月
二
十
七
日
、
岩
波
書
店
発
行

７
、『
万
葉
集
』
の
天
平
十
年
（
七
三
八
）
八
月
二
十
日
の
、
右
大
臣
橘
諸
兄
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の
家
で
の
宴
歌
一
〇
二
七
の
左
注
に
「
右
の
一
首
は
、
右
大
弁
高
橋
安

麻
呂
卿
語
り
て
『
故
豊
島
采
女
が
作
な
り
』
と
い
ふ
。」
と
あ
る
。

８
、「
郡
家
」
の
語
を
押
し
立
て
、「
郡
衙
」
を
カ
ッ
コ
書
き
で
示
し
た
の
は
、

佐
藤
信
著
『
古
代
の
地
方
官
衙
と
社
会
』（
二
〇
〇
七
年
二
月
二
十
五
日
、

山
川
出
版
社
発
行
）
の
「
①
―
律
令
国
家
と
地
方
官
衙
」
に
、
平
安
時

代
後
期
ご
ろ
か
ら
「
郡
衙
」
と
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
八
世
紀
に

は
そ
う
し
た
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、「
郡
家
」
の
語
を
用
い

る
と
述
べ
て
い
る
の
に
拠
る
。

９
、
本
稿
筆
者
が
「
並な
ま
吉よ

み
の
甲
斐
」
説
を
発
表
し
て
い
る
論
文
・
著
書
は
左

記
の
と
お
り
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　

　
　

①
「『
な
ま
よ
み
の
甲
斐
』
考
」、都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
第
六
十
七
集
、

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
三
月
二
十
四
日
、
都
留
文
科
大
学
発
行

②
「
続
『
な
ま
よ
み
の
甲
斐
』
考
」、『
文
化
の
継
承
と
展
開
』
所
収
、
平

成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
三
月
十
日
、
勉
誠
出
版
発
行

③
『
甲
斐　

万
葉
の
歌
譜
』（
第
４
節
）、
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）

九
月
二
十
八
日
、
山
梨
日
日
新
聞
社
発
行　
　
　
　
　

④
「『
な
ま
よ
み
の
甲
斐
』
補
考
」、
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
第
九
十
一

集
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
三
月
、
都
留
文
科
大
学
発
行

「
並な
ま

吉よ

み
の
」
の
「
並な
ま
」
の
表
記
は
万
葉
集
を
参
照
し
た
表
記
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
拙
論
①
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
高
橋
虫
麻
呂
が
『
常
陸
国
風
土

記
』行
方
郡
の
倭
建
命
関
係
説
話
に
存
す
る「
行な
め
く
は
し細」「

行な
め

方か
た

」の「
行な

め
」（
行

列
、配
列
、並
べ
方
の
意
味
）に
基
づ
い
て
考
案
し
た
枕
詞
が「
並な
ま

吉よ

み
の
」

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
行な
ま

吉よ

み
の
」
と
書
く
方
が
、
よ
り
一
層
、
虫
麻

呂
の
意
に
か
な
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
が
、
虫
麻
呂
歌
に
「
二ふ

た

並な
ら
ぶ
筑

波
の
山
」（
巻
九
・
一
七
五
三
番
歌
）
の
原
文
「
並
」
の
文
字
使
用
例
が

あ
り
、
虫
麻
呂
自
身
も
「
行
」
と
「
並
」
の
双
方
の
文
字
を
考
慮
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
行な
ま

」
と
同
じ
意
味
を
表
す
「
並な

ま
」
と

い
う
、
万
葉
集
の
わ
か
り
や
す
い
一
般
的
文
字
を
用
い
て
「
並な
ま

吉よ

み
の
」

と
表
記
す
る
次
第
で
あ
る
。

受
領
日
：
二
〇
二
〇
年
十
二
月
六
日

受
理
日
：
二
〇
二
〇
年
十
二
月
七
日
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