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五
〇

柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論

村

田

右

富
　
実

は
じ
め
に

　
柿
本
人
麻
呂
が
泊
瀬
部
皇
女
と
忍
坂
部
皇
子
と
に
た
て
ま
つ
っ
た
献
呈

挽
歌
（
一
九
四
一
一
九
五
）
は
、
そ
の
左
注
か
ら
川
嶋
皇
子
の
亮
去
に
際

し
て
の
挽
歌
で
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
も
の
の
、
題
詞
に
明
示
的
に
死
者

の
名
を
記
さ
な
い
特
異
な
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
歌
わ
れ
て
い
る
内
容
か
ら

川
嶋
皇
子
に
は
妻
が
い
た
と
思
わ
れ
、
題
詞
に
名
前
の
あ
る
と
こ
ろ
が
ら

そ
の
妻
は
泊
瀬
部
皇
女
と
目
さ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
点
に
疑
義
を
さ
し
は

さ
む
つ
も
り
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
該
歌
の
特
異
性
は
人
麻
呂

挽
歌
の
中
で
も
際
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
特
異
性
は

題
詞
ば
か
り
で
な
く
、
歌
の
内
容
に
ま
で
及
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
献
二
泊
瀬
部
皇
女
忍
坂
部
皇
子
一
半
一
首

飛
ぶ
鳥
明
日
香
の
川
の
上
つ
瀬
に
生
ふ
る
玉
藻
は
下
つ
瀬
に

流
れ
触
ら
ば
ふ
　
玉
藻
な
す
　
か
寄
り
か
く
寄
り
　
靡
か
ひ
し
　
嬬
の

命
の
　
た
た
な
つ
く
　
柔
肌
す
ら
を
　
剣
太
刀
　
身
に
添
へ
寝
ね
ば

ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
床
も
荒
る
ら
む
（
　
云
　
荒
れ
な
む
）
　
そ
こ
故
に

慰
め
か
ね
て
　
け
だ
し
く
も
　
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
（
一
云
　
君
も
逢
ふ
や

と
）
　
玉
垂
の
　
越
智
の
大
野
の
　
朝
露
に
　
玉
裳
は
ひ
っ
ち
　
夕
霧
に

衣
は
濡
れ
て
　
草
枕
　
旅
寝
か
も
す
る
　
逢
は
ぬ
君
故
（
一
九
四
）

　
　
反
歌
一
首

し
き
た
へ
の
　
袖
か
へ
し
君
　
玉
垂
の
　
越
智
野
過
ぎ
行
く
　
ま
た
も

逢
は
め
や
も
（
一
足
　
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
）
（
】
九
五
）

　
　
聖
母
本
日
葬
二
河
嶋
皇
子
越
智
野
三
時
献
二
泊
漱
部
皇
女
廠

　
　
也
　
日
本
紀
云
　
朱
鳥
五
年
辛
卯
秋
九
丹
己
巳
朔
丁
丑
浄
大
参
皇

　
　
子
川
嶋
莞



二
　
語
句
を
め
ぐ
る
問
題

　
あ
る
い
は
、
献
呈
挽
歌
は
人
麻
呂
作
歌
の
中
で
も
っ
と
も
解
釈
に
揺
れ

の
あ
る
歌
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
基
本
的
な
語

句
の
解
釈
か
ら
作
歌
事
情
に
ま
で
お
よ
ぶ
広
範
囲
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
問
題
が
相
互
に
干
渉
し
あ
い
な
が
ら
当
該
歌
の
印
象
を
不
透
明
な

も
の
に
し
て
い
る
。

　
当
該
歌
を
論
じ
る
に
は
、
基
本
的
な
語
句
の
解
釈
の
揺
れ
を
お
さ
め
る

と
こ
ろ
が
ら
は
じ
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
該
当
箇
所
は

長
歌
第
九
句
（
「
靡
か
ひ
し
」
）
か
ら
第
十
六
句
（
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
）

ま
で
の
八
句
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
く
、
そ
の
問
題
点
は
次
の
よ
う
に
要

約
で
き
る
。

ア
・
「
嬬
の
命
」
は
男
性
か
女
性
か

イ
・
コ
命
の
し
の
コ
の
し
は
主
格
か
所
有
格
か

ウ
・
「
柔
肌
」
は
誰
の
肌
か

エ
・
「
身
に
添
へ
寝
」
る
主
体
は
誰
か

オ
・
「
夜
床
」
は
「
共
寝
の
床
」
か
「
死
者
の
床
」

た
だ
し
、

ア
～
エ
は
互
い
に
連
関
し
あ
っ
て
お
り
、

柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論

か
別
個
に
論
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
従
来
の
説
を
一
括
し
て
示
し
て
お
く

（
な
お
、
末
尾
の
表
も
参
照
さ
れ
た
い
）
。

一
・
嬬
の
命
の
柔
肌
（
男
性
の
肌
）
を
（
女
性
が
）
身
に
添
へ
寝
な
い

二
・
嬬
の
命
の
柔
肌
（
女
性
の
肌
）
を
（
男
性
が
）
身
に
添
へ
寝
な
い

三
・
嬬
の
命
（
男
性
）
が
、
柔
肌
（
女
性
の
肌
）
を
身
に
添
へ
寝
な
い

　
さ
て
、
順
を
追
っ
て
述
べ
て
ゆ
く
が
、
ま
ず
「
つ
ま
」
は
、
従
来
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
配
偶
者
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
り
、
妻

と
夫
と
の
ど
ち
ら
を
も
指
し
示
す
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
岡
内
弘

子
氏
「
『
命
』
考
i
万
葉
集
を
中
心
に
I
」
（
万
葉
一
一
〇
号
／
］
九
入
二

年
六
月
）
は
、
「
～
の
命
」
が
神
に
か
か
わ
る
用
法
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

こ
の
「
嬬
の
命
」
を
死
者
で
あ
る
川
嶋
皇
子
で
あ
る
と
し
た
。
た
し
か
に

「
一
の
命
」
は
神
に
か
か
わ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
死
者
を
そ
の
ま

ま
神
と
し
て
扱
う
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
か
り
に
死

者
を
神
と
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
神
で
あ
る
愚
筆
皇
子
に
対
し
て
、

他
に
は
一
切
敬
意
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
に
不
審
が
残
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
や
は
り
、
「
嬬
の
命
」
そ
の
句
だ
け
か
ら
「
つ
ま
」
の

性
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ

は
作
品
世
界
に
描
か
れ
て
い
る
「
嬬
の
命
」
を
全
体
的
に
捉
え
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
「
嬬
の
命
」
の
性
別
の
問
題
は
後
に
触
れ
る
と
し

て
、
順
は
前
後
す
る
が
、
先
に
「
の
」
の
格
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
「
の
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
所
有
格
に
解
さ
れ
て
い
た
が
、
大
野
保

氏
「
嬬
の
命
の
た
た
な
つ
く
柔
膚
」
（
「
万
葉
」
二
四
号
／
一
九
五
七
年
七

月
）
が
、

　
「
玉
藻
な
す
か
寄
り
か
く
寄
り
靡
か
ひ
し
」
と
い
ふ
述
語
（
述
部
）

が
そ
れ
だ
け
で
「
嬬
の
命
」
を
修
飾
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
、
そ

の
上
に
省
略
さ
れ
て
み
る
主
語
、
す
な
は
ち
こ
の
献
呈
歌
の
対
象
で
あ

る
泊
瀬
部
皇
女
を
意
味
す
る
語
と
の
合
体
し
た
も
の
が
「
嬬
の
命
」
を

修
飾
し
て
み
る
の
で
、
い
は
ば

　
　
（
貴
女
様
ガ
）
玉
藻
の
如
く
、
彼
方
へ
寄
り
此
方
へ
寄
り
し
て
靡

　
き
寝
た
、
そ
の
夫
の
君
が
…
…

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
五
入
頁
）

と
、
主
格
説
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
橋
本
達
雄
氏
「
人
麻
呂
作

『
献
泊
瀬
部
皇
女
忍
坂
部
皇
子
歌
』
の
解
釈
」
（
「
万
葉
」
六
四
号
／
一
九

六
七
年
七
月
・
『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』
所
収
）
に
、

こ
の
部
分
の
叙
述
は
、
同
じ
人
麻
呂
作
の
「
浪
の
む
た
　
か
寄
り
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

く
寄
り
　
玉
藻
な
す
　
寄
り
寝
し
妹
を
L
（
2
1
一
三
一
）
と
酷
似
し
、

こ
の
場
合
と
同
じ
く
見
れ
ば
「
嬬
」
は
泊
瀬
部
と
と
る
の
が
自
然
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

る
。
ま
た
、
大
野
氏
が
類
似
し
た
句
法
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
同
じ
く

人
麻
呂
の

　
　
…
…
何
し
か
も
　
わ
が
大
君
の
　
立
た
せ
ば
　
玉
藻
の
も
こ
ろ

　
こ
や
せ
ば
・
川
藻
の
如
く
　
靡
か
ひ
し
　
よ
ろ
し
き
君
の
　
朝
宮
を

　
忘
れ
給
ふ
や
　
夕
宮
を
　
背
き
給
ふ
や
…
…
（
2
1
一
九
六
）

の
部
分
に
は
大
野
氏
自
身
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
わ
が
大
君
」
が
省

略
さ
れ
ず
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
省
略
し
て
も
明
白
に
主
語

の
判
る
場
合
は
別
だ
が
、
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
時
に
は
今
の
一

九
六
番
歌
の
よ
う
に
主
語
の
あ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

当
面
歌
に
主
語
の
な
い
の
は
、
な
く
て
そ
の
ま
ま
通
じ
た
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
一
三
一
番
歌
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
わ
せ
て

い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
（
『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』
一
四
五

頁
）

と
、
的
確
な
批
判
が
あ
る
。
ま
た
、
宮
田
持
江
氏
「
万
葉
集
巻
ニ
ー
9
4

番
歌
の
一
考
察
一
『
嬬
の
命
』
に
つ
い
て
i
」
（
コ
高
知
女
子
大
国
文
L
二

一
号
／
一
九
入
五
年
十
月
）
は
、



こ
の
「
の
」
に
つ
い
て
は
～
中
略
～
「
1
の
一
を
一
ば
」
と
い
う
構
文

中
で
、
「
一
ば
」
と
い
う
述
部
の
主
語
を
表
す
働
き
を
し
て
い
る
用
例

は
一
例
も
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
（
四
頁
）

と
、
現
象
面
か
ら
主
格
説
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
他
に
も
身

離
壽
氏
「
柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
」
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
二
集
／
｝
九

七
七
年
十
二
月
）
、
稲
岡
耕
二
氏
『
万
葉
集
全
優
　
巻
第
二
』
（
一
九
入
五

年
）
な
ど
に
主
格
説
の
成
立
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
論
が
あ
り
、
主
格

説
の
成
立
は
か
な
り
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
主
格
説
を
と
る
と
「
柔
肌
す
ら
を
」
の
「
す
ら
を
」

と
の
関
係
も
難
解
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
す
ら
を
」
は
、

な
非
通
常
性
し
が
成
立
す
る
の
は
、
そ
の
「
柔
肌
」
が
生
前
「
靡
か
ひ
し
」

も
の
、
つ
ね
に
「
身
に
添
へ
寝
」
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
「
柔
肌
」
の
属
性
を
示
す
も
の
と
し
て
「
靡
か
ひ
し
」
が

「
柔
肌
」
の
連
体
格
と
し
て
文
脈
に
参
画
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
非
通
常
性

は
成
立
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
嬬
の
命
」
の
性
別
は
さ
て
お
き
、

や
は
り
、
「
嬬
の
命
の
」
は
連
体
格
と
し
て
下
の
「
柔
肌
」
を
修
飾
し
て

い
る
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
す
る
と
、
下
の
「
柔
肌
」
が
誰
の
肌

で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
嬬
の
命
」

の
性
別
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
柔
肌
』
と
『
身
に
添
へ
寝
』
る
主
体
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
契
沖

『
万
葉
代
匠
記
』
が
、

　
こ
の
ス
ラ
の
指
示
す
る
語
句
と
そ
れ
を
受
け
る
べ
き
述
語
の
意
味
と

の
間
に
は
逆
接
的
な
非
通
常
性
が
成
り
立
つ
の
が
常
で
あ
る
。
そ
れ
は

ス
ラ
に
係
助
詞
ヲ
を
下
接
し
た
ス
ラ
ヲ
の
形
を
と
る
と
き
に
著
し
い
。

（『

梠
纒
ﾊ
立
語
大
辞
典
　
上
代
篇
』
三
九
四
頁
）

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
逆
接
的
な
働
き
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
歌
に

即
し
て
い
え
ば
、
「
柔
肌
」
（
「
ス
ラ
の
指
示
す
る
語
句
」
）
と
「
身
に
添
へ

寝
ね
ば
」
（
「
そ
れ
を
受
け
る
べ
き
述
語
の
意
味
」
）
と
の
間
の
「
逆
接
的

　
　
　
　
柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論

太
刀
は
を
の
こ
と
あ
る
も
の
の
身
を
は
な
た
ず
、
よ
る
も
あ
た
り
を
さ

け
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
此
集
に
お
ほ
く
か
や
う
に
よ
め
り
。
只
身
に
そ
へ

ね
ね
ば
と
い
は
ん
た
め
な
り
。
皇
女
に
あ
は
ぬ
や
う
に
は
み
る
べ
か
ら

ず
。
（
『
万
葉
含
煮
記
　
初
稿
本
』
／
『
契
沖
全
集
　
第
一
巻
』
五
五
五

頁
）

と
し
た
よ
う
に
、
「
柔
肌
」
を
男
性
の
肌
と
と
り
、
そ
の
「
柔
肌
」
を
「
身

に
添
へ
寝
」
る
主
体
を
女
性
と
す
6
解
釈
が
通
説
化
し
た
（
「
嬬
の
命
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



は
必
然
的
に
男
性
を
し
め
す
こ
と
に
な
る
）
。
こ
の
通
説
に
対
し
て
、
西

郷
信
綱
氏
『
万
葉
私
記
』
（
一
九
五
九
年
／
引
用
は
未
来
社
版
に
よ
る
）

は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

よ
う
に
「
柔
肌
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
男
性
を
連
想
す
る
こ
と
は
む
ず

か
し
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
日
本
後
紀

（
類
聚
国
史
・
日
本
紀
略
に
よ
る
）
の
延
暦
十
四
年
条
に
は
、

な
る
ほ
ど
「
剣
刀
」
は
「
身
に
添
へ
」
に
冠
し
た
枕
詞
に
す
ぎ
な
い
。

だ
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
こ
と
ば
の
意
味
を
抽
象
し
掬
い
あ
げ
る
だ
け

で
い
い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
剣
刀
身
に
副
ふ
妹
」
（
一
二
・

二
六
三
七
、
一
四
・
三
四
入
五
）
と
い
う
風
に
機
能
す
る
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
ツ
マ

「
剣
刀
身
に
添
ふ
夫
」
と
は
い
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
人
麿
も
采
女
の
死
を
う
た
っ
た
作
で
「
し
き
た
へ
の
、
手
枕
ま
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
マ

て
、
剣
刀
、
（
采
女
を
）
身
に
副
へ
課
け
む
、
若
草
の
、
そ
の
夫
」
（
二
・

二
一
七
）
と
よ
ん
で
い
る
。
～
中
略
一
笠
女
郎
が
家
持
に
贈
っ
た
「
剣

刀
身
に
取
り
添
ふ
と
夢
に
見
つ
何
の
し
る
し
そ
も
君
に
逢
は
む
た
め
」

（
四
・
六
〇
四
）
は
、
必
ず
し
も
証
歌
に
な
る
ま
い
。
（
二
四
三
頁
）

と
、
「
身
に
添
へ
寝
」
る
主
体
が
男
性
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を

述
べ
、
間
接
的
に
「
柔
肌
」
が
女
性
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

た
し
か
に
、
斎
藤
茂
吉
氏
『
評
釈
篇
』
（
引
用
は
『
柿
本
人
麿
』
二
／
一

九
入
二
年
に
よ
る
）
が
、
「
此
辺
だ
け
を
抽
出
し
て
味
へ
ば
、
男
性
が
女

性
に
対
し
て
い
ふ
語
気
の
や
う
で
も
あ
る
。
（
六
〇
五
頁
）
」
と
、
述
べ
る

君
こ
そ
は

玉

忘
れ
た
る
ら
め

葬
た
わ
や
め
我
は
　
常
の
白

と
見
え
、
女
性
の
属
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
に
き
」
が
認
識
さ
れ
て
い
た

可
能
性
を
示
唆
す
る
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
前
掲
西

郷
論
文
は
首
肯
で
き
る
卓
説
で
は
あ
る
が
、
「
身
に
添
へ
寝
」
る
主
体
を

女
性
と
と
る
通
説
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
六
〇
四
番
歌
を
手
放
し
に
「
証

歌
に
は
な
る
ま
い
」
と
す
る
点
に
若
干
の
不
安
を
感
じ
る
。
六
〇
四
番
歌

を
適
切
に
定
位
す
る
こ
と
こ
そ
が
当
該
歌
の
解
釈
の
一
助
に
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
て
、
そ
の
六
〇
四
番
歌
は
、
契
沖
『
万
葉
代
匠
記

精
撰
本
』
が
、

太
刀
ハ
男
ノ
具
ナ
ル
ヲ
、
女
ノ
夢
二
身
二
三
副
ト
見
ル
ハ
、
逢
ベ
キ
コ

ト
ワ
リ
ノ
相
ナ
リ
。
六
帖
二
、
打
靡
キ
独
シ
宿
レ
バ
マ
ス
鏡
取
ト
夢
ミ

ツ
妹
二
二
ム
カ
モ
。
是
又
鏡
ハ
女
ノ
具
ナ
レ
バ
、
今
ト
表
裏
シ
テ
意
相

通
ズ
。
（
『
万
葉
学
匠
記
　
精
上
本
』
／
『
契
沖
全
集
　
第
二
巻
』
四
〇



一
頁
）

と
、
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
的
に
は
女
性
が
「
身
に
添
ふ
」
は
ず
の

な
い
「
剣
太
刀
」
を
身
に
添
う
夢
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
「
逢
ベ
キ
コ
ト

ワ
リ
ノ
相
」
、
と
し
て
歌
っ
て
い
る
。
夢
と
い
う
非
現
実
の
世
界
に
起
き
る

特
殊
な
状
況
が
逢
瀬
の
前
兆
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
六
〇
四
番
歌
は
、
通
説
の
論
拠
と
は
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
日
常
で

は
「
剣
太
刀
」
を
「
身
に
添
へ
」
る
主
体
が
男
性
で
あ
る
こ
と
を
導
く
例

歌
と
い
え
よ
う
。
す
る
と
、
男
性
が
「
身
に
添
へ
寝
」
る
「
た
た
な
つ
く

柔
肌
」
を
男
性
の
そ
れ
と
す
る
必
然
性
は
見
当
た
ら
ず
、
「
嬬
の
命
の

た
た
な
つ
く
　
柔
肌
」
は
女
性
の
肌
の
表
現
と
み
て
間
違
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
「
柔
肌
」
を
「
身
に
添
へ
寝
」
な
い
こ
と
が
条
件
句
と
な

っ
て
喚
起
さ
れ
る
「
夜
床
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
夜
床
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
古
へ
は
、
旅
行
し
あ
と
の
床
を
あ
や

ま
ち
せ
じ
と
謹
む
也
」
（
『
万
葉
考
』
／
『
賀
茂
真
淵
全
集
　
第
一
巻
』
一

四
九
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
武
田
祐
吉
氏
『
全
註
釈
』
が
「
莞
去
し

た
皇
子
の
枢
中
の
寝
床
を
推
量
し
て
」
（
五
一
九
頁
／
引
用
は
『
増
訂
万

葉
集
全
註
釈
』
に
よ
る
）
と
し
、
こ
れ
を
受
け
た
前
掲
西
郷
論
文
が
、
石

中
死
人
歌
（
二
二
〇
）
の
「
荒
床
に
　
こ
ろ
ふ
す
君
」
を
援
用
し
つ
つ
、

　
　
　
　
柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論

私
の
理
解
で
は
、
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
は
こ
の
「
荒
床
」
に
、
お
の

ず
と
同
一
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
状
況
の
ち
が
い
は
む
ろ
ん
あ
る
に
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
「
ぬ
ば
た
ま
の
、
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
の
句
は
、
死

者
の
荒
涼
た
る
寝
床
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
く
、
人
麿
の
辞
世
歌

に
も
「
鴨
山
の
岩
根
し
飽
け
る
わ
れ
を
か
も
…
」
（
注
略
）
と
あ
る
よ

う
に
、
死
者
は
下
床
に
伏
す
と
想
像
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
「
夜
床
」

と
い
っ
た
の
は
、
相
落
た
夫
で
あ
る
か
ら
だ
。
（
二
四
四
頁
）

と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
前
掲
身
暗
論
文
が
、

こ
の
「
夜
床
」
を
川
島
の
そ
れ
か
泊
瀬
部
の
そ
れ
か
と
す
る
よ
う
な
問

題
の
た
て
か
た
が
そ
も
そ
も
お
か
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
語

は
た
ん
な
る
夜
の
寝
床
と
い
う
だ
け
で
な
く
男
女
の
共
寝
す
る
そ
の
夜

の
し
と
ね
を
指
す
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
二
〇
四
頁
）

と
し
た
よ
う
に
、
「
夜
床
」
を
死
者
の
床
と
見
る
の
は
難
し
い
よ
う
で
あ

る
。
さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
「
夜
床
」
は
、

一
は
し
き
ょ
し
　
妻
の
命
の
　
衣
手
の
　
別
れ
し
時
よ
　
ぬ
ば
た
ま
の

夜
床
片
さ
り
　
朝
寝
髪
　
掻
き
も
椀
ら
ず
～
（
四
一
〇
一
）

五
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
と
こ

筑
波
嶺
の
　
さ
百
合
の
花
の
　
蓼
　
か
な
し
け
妹
ぞ
　
昼
も
か

な
し
け
（
四
三
六
九
）

衣
こ
そ
　
二
重
も
良
き
　
さ
夜
床
を
　
並
べ
む
君
は
　
恐
き
う
か
も

（
紀
四
七
）

と
あ
る
よ
う
に
、
上
代
の
用
例
の
い
ず
れ
も
が
共
寝
の
床
を
意
味
す
る
（
四

三
六
九
番
歌
は
「
ゆ
と
こ
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
含
め
て
も
問
題
な
か
ろ

う
）
。
ま
た
、
「
身
に
添
へ
寝
ね
ば
」
が
「
夜
床
」
の
「
荒
れ
」
る
理
由
と

し
て
条
件
句
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
や
は
り
「
全

註
釈
』
の
説
は
成
立
せ
ず
、
「
夜
床
」
は
「
共
寝
の
床
」
と
解
釈
し
て
大

過
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
解
釈
に
揺
れ
の
生
じ
て
い
る
箇
所
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
の
み
い
え
ば
『
全
注
』
の
説
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
当
該
部
は
「
嬬
の
命
（
女
性
）
の
柔
肌
な
の
に
、
（
男
性
は
）
そ
れ

を
（
剣
太
刀
の
よ
う
に
）
身
に
添
え
寝
な
い
の
で
、
（
共
寝
の
）
夜
床
は

荒
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

三
　
話
者
を
め
ぐ
る
問
題
（
［
）

基
本
的
な
語
句
の
解
釈
の
揺
れ
が
収
ま
っ
て
も
な
お
、
当
該
歌
の
不
透

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

明
な
印
象
を
払
拭
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
そ
の
不
透
明
さ

は
当
該
歌
の
話
者
の
問
題
に
起
因
す
る
面
も
ま
た
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
該
歌
に
お
け
る
話
者
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
『
万
葉
集
総
釈

第
一
』
（
一
九
三
五
年
／
当
該
歌
担
当
は
土
屋
文
明
氏
）
に
、

此
の
長
短
二
首
は
人
麿
が
泊
瀬
部
皇
女
に
代
っ
て
そ
の
夫
君
川
島
皇
子

を
悲
し
む
情
を
拝
べ
た
も
の
で
所
謂
代
作
で
あ
る
が
、
人
麿
の
力
量
は

よ
く
皇
女
の
心
情
を
汲
ん
で
深
切
に
至
っ
て
居
る
所
が
あ
る
。
（
一
二

二
頁
）

と
、
あ
る
の
が
最
初
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
土
屋
説
は
あ
ま
り
か
え
り
み
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
当
該
歌
の
読
み
の
可
能
性
を
拓
い
た
論
と
し
て
注

目
に
値
し
よ
う
。
そ
の
後
、
こ
の
土
屋
説
は
語
句
の
解
釈
に
違
い
は
あ
る

も
の
の
、
山
本
健
吉
氏
『
柿
本
人
麻
呂
』
（
一
九
六
二
年
五
月
）
、
阪
下
圭

八
氏
「
人
麻
呂
挽
歌
の
構
造
1
「
泊
瀬
部
皇
女
遺
棄
」
を
め
ぐ
っ
て
l
L

（
東
京
経
済
大
学
人
文
自
然
科
学
論
集
十
二
号
／
一
九
六
六
年
二
月
）
へ

と
受
け
継
が
れ
て
行
く
（
な
お
、
末
尾
の
表
も
参
照
さ
れ
た
い
）
。
こ
う

し
た
流
れ
の
中
で
、
前
掲
橋
本
論
文
が
、



　
こ
の
挽
歌
は
、
前
段
を
忍
坂
部
が
歌
い
、
そ
れ
を
う
け
て
後
段
を
泊

瀬
部
が
う
た
っ
た
形
と
な
り
、
と
も
に
亡
き
河
島
皇
子
に
自
分
の
立
場

か
ら
歌
い
か
け
て
い
る
形
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
前

掲
書
、
　
一
四
七
頁
一
一
四
糞
壷
）

と
、
当
該
長
歌
は
「
そ
こ
ゆ
ゑ
に
」
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

前
後
に
お
い
て
話
者
の
転
換
が
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
人
麻
呂
歌
集

歌
に
長
歌
の
途
中
で
話
者
の
転
換
す
る
歌
（
三
三
〇
九
）
の
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
「
献
～
歌
」
と
い
う
題
詞
が
私
的
な
性
格
の
強
い
歌
に
用
い
ら

て
い
る
こ
と
を
も
含
み
こ
ん
だ
上
で
の
、
こ
の
橋
本
論
文
の
発
言
は
当
該

歌
に
新
し
い
豊
か
な
解
釈
を
与
え
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
後
、
こ

の
橋
本
論
文
を
批
判
的
に
継
承
す
る
形
で
、
『
注
釈
万
葉
集
選
』
（
一
九
七

入
年
十
二
月
・
当
該
歌
担
当
は
渡
瀬
昌
忠
氏
）
が
一
云
系
統
と
本
文
系
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
は
ロ

と
は
全
く
性
質
の
違
う
歌
で
あ
り
、
初
案
と
見
ら
れ
る
一
云
系
統
に
お
け

る
話
者
は
泊
瀬
部
皇
女
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
本
文
系
統
に
改
稿

さ
れ
る
に
お
よ
び
前
掲
橋
本
論
文
の
述
べ
る
話
者
転
換
の
存
在
す
る
歌
に

な
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
曽
田
友
紀
子
氏
「
河
島
皇
子
挽
歌
の
手
法
一
葬

歌
と
の
関
係
か
ら
i
」
（
「
早
稲
田
大
学
古
代
研
究
」
十
入
管
／
一
九
入
六

年
三
月
）
は
、
前
半
部
が
忍
坂
部
皇
子
か
ら
泊
瀬
部
皇
女
へ
、
後
半
部
は

泊
瀬
部
皇
女
か
ら
忍
坂
部
皇
子
へ
歌
わ
れ
た
も
の
だ
と
論
じ
た
（
愚
暗
壽

　
　
　
　
柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論

氏
『
宮
廷
挽
歌
の
世
界
』
一
九
九
四
年
九
月
も
同
）
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
話
者
に
関
す
る
問
題
は
門
倉
王
氏
「
『
献
血
田
部
皇
子
歌
』
と
そ
の
表

現
主
体
」
（
「
早
稲
田
大
学
古
代
研
究
」
十
三
号
／
一
九
入
一
年
六
月
・
『
日

本
文
学
研
究
資
料
新
集
　
2
　
万
葉
集
』
　
一
九
八
九
年
所
収
）
が
題
詞
や

左
注
に
「
献
」
の
文
字
の
あ
る
歌
に
つ
い
て
、

創
作
主
体
と
献
歌
対
象
と
の
間
接
性
と
い
う
情
報
を
題
詞
・
左
注
か
ら

読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
「
代
作
」
性
と
い
う
情

報
も
出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
ゴ
（
『
日
本
文
学
研
究
資
料
新
線
　
2

万
葉
集
』
八
四
頁
）

と
述
べ
た
よ
う
に
、

り
、

作
品
の
側
か
．
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ

話
者
が
前
後
半
で
異
な
る
と
い
う
の
は
肯
け
な
い
。
や
は
り
前
後
半
を

統
一
し
た
視
点
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
（
『
万
葉
集
全
注
』
三
三
二
頁
）

と
、
作
品
の
外
側
か
ら
規
定
す
る
こ
と
に
は
肯
け
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
話
者
転
換
を
認
め
る
方
向
に
論
が
傾
き
つ
つ
あ
る
中
で
、

倉
持
し
の
ぶ
氏
「
人
麻
呂
『
献
呈
挽
歌
』
試
論
」
（
美
夫
書
志
四
九
号
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



一
九
九
四
年
十
月
）
は
前
半
部
は
忍
坂
部
皇
子
が
話
者
で
あ
り
、
そ
れ
が

な
だ
ら
か
に
漸
次
泊
瀬
部
皇
女
に
変
化
し
て
行
く
と
述
べ
る
。
し
か
し
、

話
者
転
換
は
問
答
体
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
と
思
わ
れ
（
前
掲
身
崎
著
）
、

明
確
な
話
者
の
転
換
点
を
持
た
な
い
と
考
え
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
当
該
歌
に
お
け
る
話
者
の
問
題
は

前
節
に
お
い
て
述
べ
た
語
句
を
め
ぐ
る
問
題
以
上
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し

て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
語
句
の
解
釈
を
中
心
に
据
え
た
話
者
設

定
の
あ
り
よ
う
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
　
話
者
を
め
ぐ
る
問
題
（
二
）

　
靡
く
「
玉
藻
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
女
性
の
姿
態
か
ら
歌
い

起
す
当
該
長
歌
の
手
法
は
、
石
見
相
聞
歌
（
一
三
一
～
一
三
九
）
や
明
日

香
皇
女
挽
歌
（
一
九
六
～
一
九
八
）
の
長
歌
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
人
麻
呂
作
歌
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
麻
呂
作
歌
に
お

け
る
「
玉
藻
」
が
女
性
の
姿
態
と
強
く
む
す
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は

縷
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
玉
藻
」
の
表
現
が

は
た
し
て
人
麻
呂
の
創
造
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
一
概
に
は
い

え
な
い
が
、
人
麻
呂
作
歌
に
お
い
て
の
み
い
え
ば
、
そ
れ
は
男
性
の
側
か

ら
見
た
女
性
の
姿
態
で
あ
り
、

て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
勿
論
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
入

男
性
の
側
に
視
座
を
据
え
た
表
現
と
い
っ

集
中
に
は
、

さ
寝
が
に
は
　
誰
と
も
息
め
ど

我
を
（
二
七
入
二
）

わ
た
つ
み
の
　
沖
つ
玉
藻
の

苦
し
も
（
三
〇
七
九
）

沖
つ
藻
の
　
靡
き
し
君
が
　
言
待
つ

靡
き
寝
む

は
や
来
ま
せ
君
　
待
た
ば

な
ど
の
よ
う
に
、
女
性
が
己
の
靡
い
た
こ
と
に
つ
い
て
「
藻
」
を
使
用
し

た
例
も
あ
る
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
は
多
分
に
枕
詞
的
な
用

い
方
で
あ
り
、
人
麻
呂
作
歌
に
お
け
る
用
法
と
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
隔

た
り
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
の
問
題
は
表
現
の
発
想
基
盤

に
か
か
わ
る
作
者
の
側
の
問
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
冒
頭
の
「
玉

藻
」
の
表
現
は
前
半
部
の
表
現
が
男
性
の
側
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
玉
藻
」
の
表
現
を
受
け
る
形
で
当
該
長
歌
中
、
唯
一

敬
意
を
含
ん
だ
語
で
あ
る
「
嬬
の
命
」
が
導
か
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う

に
「
嬬
の
命
」
は
女
性
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
話
者
に
つ
い
て
の
論
は
多

く
な
い
。
集
中
に
は
「
嬬
の
命
」
が
二
例
（
当
該
歌
は
含
ま
ず
）
あ
り
、



～
は
し
き
よ
し
　
妻
の
命
も
～
中
略
～
夕
さ
れ
ば
　
床
打
ち
払
ひ
　
ぬ

ば
た
ま
の
　
黒
髪
敷
き
て
　
い
つ
し
か
と
　
嘆
か
す
ら
む
ぞ
～
（
三
九

六
二
）

～
は
し
き
よ
し
　
妻
の
命
の
　
衣
手
の
　
別
れ
し
時
よ
　
ぬ
ば
た
ま
の

夜
床
片
去
り
　
朝
寝
髪
　
掻
き
も
杭
ら
ず
　
出
で
て
来
し
　
月
日
数
み

っ
つ
　
嘆
く
ら
む
　
心
な
ぐ
さ
に
～
（
四
　
〇
一
）

い
ず
れ
も
家
持
の
用
例
で
あ
る
が
、
二
例
と
も
逢
お
う
に
も
逢
え
な
い
妻

に
対
し
て
遠
く
か
ら
思
い
や
る
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
妻
は
「
床
打

ち
払
ひ
」
嘆
く
妻
で
あ
り
、
「
夜
床
片
去
り
」
嘆
く
妻
で
あ
る
。
こ
の
歌

い
方
は
共
寝
の
で
き
な
い
こ
と
を
条
件
句
と
し
て
「
夜
床
」
の
荒
れ
る
こ

と
を
想
像
す
る
当
該
歌
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
集
中
三
例
し
か
な

い
「
夜
床
」
を
共
通
の
語
句
と
し
て
持
つ
四
一
〇
一
番
歌
が
、
当
該
歌
の

影
響
の
下
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
い
か
え

る
な
ら
、
家
持
は
当
該
歌
前
半
部
を
旅
に
あ
る
男
の
歌
と
考
え
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
、
記
紀
の
歌
に
も
「
嬬
の
命
」
の
句
が
一

例
見
ら
れ
、

こ
れ
も
集
中
の
例
と
同
様
、
自
分
の
妻
に
対
し
て
呼
び
か
け
る
例
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
表
現
は
実
作
者
に
よ
る
敬
語
使
用
の
混
乱
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
が
、
こ
う
し
た
歌
が
自
分
の
妻
に
呼
び
か
け
る
歌
と
し
て
通
用
し
て
い

た
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
用
例
か
ら
帰
納
す
る
に
限
っ

て
い
え
ば
、
「
嬬
の
命
」
は
夫
が
自
分
の
妻
に
対
し
て
用
い
て
い
る
二
人

称
的
な
用
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
時
代
別

国
語
大
辞
典
　
上
代
篇
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
ツ
マ
」
と
い
う
呼
称

そ
の
も
の
が
、
相
手
を
呼
ぶ
場
合
に
普
通
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
菊
川
恵

三
氏
「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
呼
称
と
意
義
」
（
『
万
葉
集
研
究
』
第
二
十

集
／
一
九
九
四
年
六
月
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
遠
く
逢
え
な
い
妻
に
対

し
て
の
呼
称
と
し
て
「
ツ
マ
」
が
存
在
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
当
該
歌
も
ま
た
そ
の
例
外
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
実
際
に
前
半
部
に
は
全
く
挽
歌
的
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
表
現
は
妻
を
思
う
一
人
の
男
の
口
吻
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
当
該
歌
前
半
の
叙
述
は
死
者
で
あ
る
川

嶋
皇
子
の
意
を
擬
え
た
発
話
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
前
掲
橋
本
論
文
は
、

～
項
暫
し
　
汝
が
泣
か
さ
ま
く
　
朝
雨
の
　
霧
に
立
た
む
ぞ

妻
の
命
　
事
の
　
語
り
言
も
　
此
を
ば
（
記
四
）

　
　
　
柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論

若
草
の

　
死
者
と
生
者
で
あ
る
そ
の
妻
と
の
問
答
と
と
る
こ
と
も
、
想
像
上
あ

り
え
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
が
、
死
者
は
「
朝
ご
と
に
御
言
問
は
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



ぬ
し
（
2
1
一
六
七
∀
人
で
あ
り
、
「
目
言
も
絶
え
」
（
2
1
一
九
六
）

た
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
不
自
然
な
感
は
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
（
一

五
〇
～
一
五
一
頁
）

と
、
そ
の
説
の
可
能
性
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
も
否
定
す
る
。
た
し
か
に

死
者
そ
の
も
の
は
「
目
言
も
絶
え
」
た
存
在
で
あ
る
が
、
集
中
に
は
他
な

ら
ぬ
人
麻
呂
自
傷
歌
群
に
、

　
　
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
在
二
石
見
國
一
巻
レ
死
時
自
傷
作
歌
一
首

戸
山
の
　
岩
根
し
ま
け
る
　
我
を
か
も
　
知
ら
に
と
妹
が
　
待
ち
つ
つ

あ
る
ら
む
（
二
二
三
）

　
　
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
死
時
妻
依
羅
娘
子
作
歌
二
首

今
日
今
日
と
　
我
が
待
つ
君
は
　
石
川
の
　
貝
に
（
注
略
）
交
じ
り
て

あ
り
と
い
は
ず
や
も
（
二
二
四
）

た
だ
に
逢
は
ば
逢
ひ
か
つ
ま
し
じ
　
石
川
に
雲
立
ち
渡
れ
見
つ

つ
偲
は
む
（
二
二
五
）

　
　
丹
比
真
人
（
三
略
）
擬
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
意
報
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

荒
波
に
　
寄
り
来
る
玉
を
　
枕
に
置
き
　
我
こ
こ
に
あ
り
と
　
誰
か
告

げ
け
む
（
二
二
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

と
、
死
者
で
あ
る
人
麻
呂
の
意
を
擬
え
て
の
歌
が
あ
る
。
妻
を
思
う
人
麻

呂
の
自
傷
歌
に
対
し
、
妻
の
答
歌
と
も
い
う
べ
き
二
首
が
あ
り
、
そ
れ
を

受
け
て
丹
比
真
人
の
報
歌
が
つ
づ
く
。
旅
の
途
次
に
死
に
行
く
夫
と
家
で

帰
り
を
待
つ
妻
と
の
間
の
擬
制
の
問
答
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
話
者
が
死
者

（
こ
の
場
合
は
人
麻
呂
）
に
設
定
さ
れ
つ
つ
も
、
死
者
が
口
を
き
く
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
誰
か
（
こ
の
場
合
は
丹
比
真
人
）
が
死

者
の
意
を
擬
え
て
歌
う
歌
の
形
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
家
持
が
当
該
歌
の
「
嬬
の
命
」
の
性
格
を
正
し
く
捉
え
て
い
る
と
考
え

る
限
り
、
前
半
部
は
死
者
で
あ
る
川
嶋
皇
子
の
意
を
擬
え
て
の
作
之
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
前
半
部
を
解
釈
す
る
と
、
「
靡
き
あ

っ
た
あ
な
た
の
柔
肌
な
の
に
、
（
私
は
）
そ
れ
を
身
に
添
え
寝
な
い
の
で
、

（
私
た
ち
の
）
夜
床
は
荒
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
な
る
。
こ
れ
は
第

二
節
で
述
べ
た
語
句
の
解
釈
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
旅
に
あ
る
男

の
こ
と
ば
と
し
て
も
特
に
突
出
し
た
点
は
見
出
し
難
い
。
す
る
と
、
題
詞

に
忍
坂
部
皇
子
の
名
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
、
そ
の
意
を

擬
え
る
人
間
（
前
例
で
い
え
ば
丹
比
真
人
）
と
し
て
忍
坂
部
皇
子
が
措
定

さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、
「
た
た
な
つ

く
　
柔
肌
」
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
な
ど
と
い
っ
た
夫
婦
の
機
微
に
触
れ

る
よ
う
な
思
い
切
っ
た
表
現
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
理
解
が
と
ど
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



五
　
話
者
を
め
ぐ
る
問
題
（
三
）

　
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
を
う
け
て
「
そ
こ
故
に
　
慰
め
か
ね
て
　
け
だ

し
く
も
　
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
と
歌
は
後
半
部
へ
と
は
い
る
。
こ
の
後
半

部
を
前
半
部
同
様
に
川
嶋
皇
子
の
意
を
擬
え
て
い
る
歌
と
解
釈
す
る
と
、

「
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
の
部
分
で
文
脈
は
破
綻
す
る
（
特
に
異
谷
町
の
「
君

も
逢
ふ
や
と
」
に
お
い
て
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
）
。
や
は
り
、
前
掲
橋
本

論
文
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
そ
こ
故
に
」
が
話
者
の
転

換
点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
後
半

部
に
絞
っ
た
形
で
こ
れ
ま
で
の
説
を
か
え
ワ
み
る
と
、
泊
瀬
部
皇
女
を
そ

の
話
者
と
認
め
る
か
否
か
に
大
別
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
論
の
焦
点
と

な
る
の
は
、
「
玉
裳
は
ひ
っ
ち
」
と
「
旅
寝
か
も
す
る
」
と
の
二
句
で
あ

る
。
例
え
ば
、
伊
藤
博
氏
「
七
夕
歌
の
世
界
」
（
『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
』

上
一
九
七
五
年
十
一
月
）
は
、

　
「
か
も
す
る
」
は
諸
隊
こ
ぞ
っ
て
認
め
る
よ
う
に
、
や
は
り
疑
問
表

現
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
～
中
略
～
「
か
も
」
の
係
り
結
び
は
疑
問

表
現
と
き
ま
っ
て
い
る
。
詠
嘆
の
表
現
で
あ
る
な
ら
、
こ
こ
は
～
中
略

～
「
草
枕
　
旅
寝
す
る
か
も
　
逢
は
ぬ
君
故
」
と
う
た
つ
た
で
あ
ろ
う
。

一
中
略
～

　
　
　
柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論

　
な
お
、
つ
い
で
な
が
ら
、
「
朝
露
に
　
玉
垂
は
ひ
っ
ち
」
の
「
玉
裳
」

も
、
泊
瀬
部
の
呼
び
か
け
と
す
る
と
き
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。
む

ろ
ん
、
「
は
し
き
や
し
逢
は
ぬ
君
穿
い
た
づ
ら
に
こ
の
川
の
瀬
に
玉
藻

濡
ら
し
つ
」
（
二
七
〇
五
）
と
い
う
よ
う
な
例
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、

こ
う
い
う
例
は
一
つ
だ
け
で
、
し
か
も
、
こ
の
歌
の
類
歌
に
は
、
「
は

し
き
や
し
逢
は
ぬ
子
故
に
い
た
づ
ら
に
宇
治
川
の
瀬
に
裳
裾
濡
ら
し

つ
」
（
二
四
二
九
）
と
あ
り
、
他
の
「
玉
戸
」
（
四
〇
・
一
六
七
二
・
三

六
一
〇
・
四
四
五
二
V
は
い
ず
れ
も
他
人
の
裳
に
関
し
て
言
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
「
旅
寝
か
も
す
る
」
と
の
か
か
わ
り

に
お
い
て
見
る
な
ら
、
こ
の
「
玉
裳
」
は
人
麻
呂
か
ら
見
た
美
称
で
、

万
葉
通
例
の
「
玉
」
と
同
一
用
法
と
観
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
二
〇
四

一
二
〇
五
頁
V

と
、
こ
の
二
句
を
も
っ
て
泊
瀬
部
皇
女
が
話
者
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
。

　
し
か
し
、
「
玉
串
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
逢
瀬
の
か
な
わ
な
い
男
を
探

し
求
め
て
自
ら
の
玉
裳
を
濡
ら
す
と
歌
う
二
七
〇
五
番
歌
（
前
掲
伊
藤
論

文
参
照
）
は
当
該
歌
と
類
想
の
表
現
で
あ
り
、
「
玉
裳
」
は
か
な
ら
ず
し

も
泊
瀬
部
皇
女
を
話
者
と
見
る
こ
と
の
障
害
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
「
か

も
す
る
」
に
関
し
て
も
前
掲
倉
持
論
文
が
「
か
も
寝
む
」
な
ど
の
用
例
か
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ら
詳
細
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
逆
に
泊
瀬
部
皇
女
が
話
者
で
あ
る
こ
と

の
証
し
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
。
ど
う
や
ら
こ
の
二
二
の
み
か
ら
話
者
を

決
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
後
半
部
全
体
の
皇
女
の
行
動
や
心
情
の
表
現
に
つ
い
て
み
る

と
、
「
慰
め
か
ね
て
」
、
「
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
、
「
玉
裳
は
ひ
っ
ち
」
、
「
衣

は
濡
れ
て
」
、
「
旅
寝
か
も
す
る
」
と
い
ず
れ
も
敬
語
が
使
用
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
後
半
部
に
設
定
さ
れ
て
い
る
話
者
は
皇
女
自
身
、
あ

る
い
は
皇
女
に
ご
く
親
し
い
人
間
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
い
。
ま
た
、
そ
の

人
物
は
死
者
で
あ
る
川
嶋
皇
子
を
「
逢
は
ぬ
君
故
」
と
表
現
で
き
る
人
間

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
集
中
の
「
逢
は
ぬ
君
（
妹
・
子
）
」
の
例
は
、

当
該
歌
を
除
き
十
例
（
三
七
二
・
五
六
二
・
一
九
〇
二
・
一
九
三
〇
・
二

二
四
四
・
二
三
九
五
・
二
四
二
九
・
二
四
七
四
・
二
七
〇
五
・
二
七
三

〇
）
見
ら
れ
、
そ
の
す
べ
て
が
二
人
称
で
あ
り
、
雑
歌
で
あ
る
三
七
二
番

歌
を
含
め
（
他
の
九
例
は
相
聞
歌
）
、
い
ず
れ
も
が
相
聞
的
な
文
脈
の
中

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
前
掲
伊
藤
論
文
に
引
か
れ
て
い
る
二

四
二
九
・
二
七
〇
五
番
歌
や
、

行
き
行
き
て
　
逢
は
ぬ
妹
故
　
ひ
さ
か
た
の

る
か
も
（
二
三
九
五
　
人
麻
呂
歌
集
）

天
の
露
霜
　
濡
れ
に
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

と
い
う
歌
い
方
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
苦
し
み
の
原
因
は
思
う
人
に
「
逢

え
な
い
」
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
断
定
す
る
表
現
は
、
そ
の
逢
え
な
い
対
象

に
向
け
て
の
く
ど
き
の
こ
と
ば
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は

な
い
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
》
泊
瀬
部
皇
女
を
話
者
と
す
る
反
歌
（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
問
題
な
か
ろ
う
）
に
目
を
向
け
る
と
、
「
ま
た
も
逢
は
め
や

も
」
は
「
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
・
「
逢
は
ぬ
君
故
」
を
う
け
て
い
る
し
、
「
袖

か
へ
し
君
」
は
「
逢
は
ぬ
君
」
と
対
応
し
て
お
り
、
こ
の
反
歌
が
後
半
部

と
密
接
な
呼
応
関
係
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
呼
応

関
係
は
長
歌
後
半
と
反
歌
と
の
話
者
の
同
一
性
を
示
唆
す
る
。
や
は
り
、

後
半
部
の
話
者
は
泊
瀬
部
皇
女
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

　
当
該
歌
は
共
鳴
皇
子
の
意
を
擬
え
る
形
で
家
に
一
人
残
さ
れ
た
妻
を
思

い
や
る
前
半
部
と
、
そ
れ
を
う
け
る
妻
の
自
叙
に
よ
る
後
半
部
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
た
。
旅
の
夫
と
家
の
妻
と
の
間
の
擬
制
の
問
答
と
い
っ
て
も
よ

か
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
後
半
部
は
ど
の
よ
う
な
表
現
内
容
を
持
ち
具
え
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
妻
の
自
叙

夫
の
死
を
知
っ
た
妻
は
心
や
り
を
求
め
て
「
玉
垂
の
　
越
智
の
大
野
」

へ
と
向
か
う
。
こ
の
「
玉
垂
の
　
越
智
」
と
い
う
連
合
表
現
は
反
歌
に
も



用
い
ら
れ
、
「
越
智
野
」
の
修
飾
句
と
し
て
特
徴
的
な
措
辞
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
連
合
表
現
は
集
中
こ
こ
以
外
に
は
見
え
ず
、
ま
た
「
越
智
」

に
か
か
る
枕
詞
に
「
ま
た
ま
つ
く
」
（
六
七
四
・
＝
二
四
一
・
二
九
七
三
・

二
八
五
三
）
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
が
選
択
的
な
使
用
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
「
玉
垂
の
」
は
集
中
に
、

濡
れ
な

我
妹
子
が

の
浜

～
娘
子
ら
が

（一

Z
九
〇
）

　
　
赤
裳
ひ
っ
ち
て
　
う
ゑ
し
田
を

（」

ｵ
一
〇
）

　
　
　
春
菜
摘
ま
す
と
　
紅
の

刈
り
て
収
め
む
　
倉
無

ほ
ひ
ひ
っ
ち
て
～
（
三
九
六
九
）

赤
裳
の
裾
の
　
春
雨
に
　
口

玉
垂
の
　
小
簾
の
間
通
し
　
一
人
居
て
　
見
る
し
る
し
な
き
　
夕
月
夜

か
も
（
一
〇
七
三
）

玉
垂
の
　
小
簾
の
す
け
き
に
　
入
り
通
ひ
来
ね
　
た
ら
ち
ね
の
　
母
が

問
は
さ
ば
　
風
と
申
さ
む
（
二
三
六
四
）

玉
垂
の
　
小
簾
の
垂
簾
を
　
行
き
か
ち
に
　
眠
は
寝
さ
ず
と
も
　
君
は

通
は
せ
（
二
五
五
六
）

と
い
う
よ
う
に
女
性
の
美
し
い
容
姿
を
思
わ
せ
る
用
例
を
持
つ
一
方
、

～
泣
く
涙
　
こ
さ
め
に
降
れ
ば

○
　
志
貴
皇
子
挽
歌
V

白
た
へ
の
　
衣
ひ
っ
ち
て
～
（
二
三

の
三
例
を
数
え
る
。
い
ず
れ
も
女
の
自
叙
の
形
を
と
っ
た
、
現
わ
れ
な
い

男
へ
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
玉
垂
の
越
智
の
大
野
」
は
逢
え
な

い
夫
を
探
し
求
め
る
妻
の
こ
と
ば
と
し
て
選
び
と
ら
れ
た
連
合
表
現
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
つ
づ
く
、
「
朝
露
に
　
玉
裳
は
ひ
っ
ち
」
の
句
は
、

我
妹
子
が
　
赤
裳
の
裾
の
　
ひ
っ
ち
な
む

　
　
　
柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論

今
日
の
小
雨
に
　
我
さ
へ

一
こ
い
ま
ろ
び
　
ひ
っ
ち
泣
け
ど
も
　
せ
む
す
べ
も
な
し
（
四
七
五

安
積
皇
子
挽
歌
）

～
臥
い
ま
ろ
び
　
ひ
っ
ち
泣
け
ど
も
　
飽
き
足
ら
ぬ
か
も
（
三
三
二
六

某
皇
子
挽
歌
）

～
た
ら
ち
ね
の
　
母
も
妻
ら
も
　
朝
露
に
　
裳
の
裾
ひ
っ
ち
　
夕
霧
に

衣
手
濡
れ
て
（
三
六
九
一
　
雪
宅
満
挽
歌
）

と
い
う
よ
う
に
、
失
っ
た
も
の
へ
の
悲
し
み
の
涙
や
葬
儀
の
儀
礼
的
な
所

作
を
背
景
に
持
ち
合
わ
せ
た
表
現
で
あ
り
、
こ
の
泊
瀬
部
皇
女
の
行
動
の

自
叙
は
そ
の
ま
ま
川
嶋
皇
子
へ
の
偲
ひ
の
詞
章
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



い
え
よ
う
。
さ
ら
に
「
朝
露
に
　
玉
裳
は
ひ
っ
ち
」
と
対
句
を
形
成
す
る

「
夕
霧
に
　
衣
は
濡
れ
て
」
は
山
田
孝
雄
氏
『
万
葉
集
講
義
』
が
、
「
衣

の
盛
る
る
は
霧
の
み
に
あ
ら
ず
涙
も
あ
る
べ
し
（
三
八
九
頁
）
」
と
述
べ

る
よ
う
に
こ
の
対
句
は
、
単
に
さ
ま
よ
い
歩
く
皇
女
の
姿
を
客
観
的
に
描

写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
皇
女
自
身
の
悲
し
み
に
裏
打
ち
さ
れ
た
偲
ひ
の

表
現
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
長
歌
は
「
旅
寝
か
も
す
る
　
逢
は
ぬ
性
急
」
と
閉
じ
ら
れ
る
。

先
述
の
よ
う
に
「
逢
は
ぬ
君
故
」
は
逢
え
な
い
夫
に
対
す
る
く
ど
き
文
句

で
あ
り
、
後
半
部
は
一
貫
し
て
川
嶋
皇
子
に
対
す
る
偲
ひ
の
こ
と
ば
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
夫
を
「
逢
は
ぬ
君
」
と
表
現
す
る
結
句
は
、
女
性
の
自
分
を
「
旅
寝
」

へ
と
誘
っ
た
夫
の
死
の
確
認
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
玉
裳
」
を
濡
ら
し
つ

つ
「
旅
寝
」
を
す
る
自
分
へ
の
解
答
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

た
大
き
な
要
因
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、

当
該
歌
以
前
に
も
問
答
形
式
の
長
歌
や
死
者
の
意
を
擬
え
る
形
式
の
歌
は

存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
点
を
と
り
た
て
て
人
麻
呂
の
創

作
と
す
る
の
は
こ
と
の
本
質
を
見
誤
る
と
思
う
。
大
切
な
の
は
人
麻
呂
が

当
該
歌
制
作
時
（
持
統
五
年
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
）
に
、
そ
の
時
々

の
公
表
の
場
に
適
し
た
話
者
設
定
を
作
歌
の
方
法
と
し
て
身
に
付
け
て
い

た
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
話
者
設
定
の
問
題
は
表
現
の
上
に

露
出
し
て
い
る
「
わ
れ
」
の
問
題
と
も
大
き
く
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
が

（
拙
稿
「
柿
本
人
麻
呂
石
中
死
人
歌
論
」
女
子
大
文
学
四
五
号
／
　
九
九

四
年
三
月
を
参
照
さ
れ
た
い
）
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ

る
こ
と
と
す
る
。

（
注
）

本
稿
に
お
い
て
は
異
伝
に
触
れ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
存
在
は

当
該
歌
に
複
数
の
発
表
機
会
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
て
い
る
。

七
　
む
す
び

　
献
呈
挽
歌
は
旅
立
っ
た
夫
と
残
さ
れ
た
妻
と
の
問
答
と
い
う
形
式
の
挽

歌
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
諸
説
も
指
摘
す
る
よ
う
に
当
該
歌
は
積
宮
挽

歌
よ
り
も
私
的
な
場
に
お
け
る
公
表
が
制
作
の
前
提
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
前
提
が
当
該
歌
に
問
答
形
式
の
長
歌
と
い
う
枠
組
を
も
た
ら
し



献
呈
挽
歌
に
お
け
る
、
語
句
及
び
話
者
の
問
題
に
つ
い
て
の
諸
説
　
覧

書
名
／
題
名

成
立
／
発
表

著
　
　
　
者

ツ
マ
ノ
ミ
コ
ト

ニ
キ
ハ
ダ

話
　
　
　
　
者

備
　
　
　
　
考

1
・
注
釈
書
等

万
葉
集
管
見

一
六
七
三
年

下
河
辺
長
流

（
女
）
？

女

万
葉
集
拾
穂
抄

一
六
八
六
年

北
村
季
吟

女

女

訓
は
「
い
も
の
み
こ
と
」

万
葉
代
匠
記
（
初
稿
本
）

一
六
八
七
年

契
沖

男

男

人
麻
呂
？

万
葉
代
匠
記
（
精
撰
本
）

一
六
九
〇
年

契
沖

男

男

万
葉
集
童
蒙
抄

一
七
二
五
年

荷
田
春
満
・
信
名

男

男

万
葉
考

一
七
六
〇
年

賀
茂
真
淵

（
男
）

（
男
）

万
葉
集
略
解

一
七
九
六
年

橘
千
蔭

男

（
男
）

万
葉
集
楢
の
杣

一
入
○
○
年

上
田
秋
成

（
女
）

女

万
葉
集
孜
謹

一
入
二
八
年

岸
本
由
豆
流

（
女
）

女

万
葉
集
古
義

一
八
三
九
年

鹿
持
雅
澄

男

（
男
）

人
麻
呂
？

万
葉
集
檜
嬬
手

一
八
四
八
年

橘
守
部

男

（
男
）

人
麻
呂
？

万
葉
集
註
疏

一
八
六
八
年
頃

近
藤
芳
樹

男

男

万
葉
集
美
夫
君
志

一
九
一
】
年

木
村
正
辞

（
女
）

女

口
訳
万
葉
集

一
九
一
七
年

折
口
信
夫

男

男

人
麻
呂
？

万
葉
集
新
考

一
九
二
八
年

井
上
通
泰

男

（
男
）

万
葉
集
全
釈

一
九
三
〇
年

鴻
巣
盛
広

男

男

人
麻
呂
？

万
葉
集
講
義

一
九
三
一
…
年

山
田
孝
雄

男

男

人
麻
呂

万
葉
集
総
釈

一
九
三
五
年

土
屋
文
明

男

男

泊
瀬
部
皇
女

万
葉
集
評
釈

一
九
三
五
年

金
子
元
臣

男

男

人
麻
呂
？

柿
本
人
麻
呂
評
釈
篇

［
九
三
七
年

斎
藤
茂
吉

男

男

人
麻
呂
？

万
葉
集
評
釈

一
九
四
七
年

窪
田
空
穂

男

男

人
麻
呂

評
釈
万
葉
集

｛
九
四
八
年

佐
佐
木
信
綱

男

男

万
葉
集
私
注

一
九
四
九
年

土
屋
文
明

男

男

泊
瀬
部
皇
女

増
訂
万
葉
集
全
註
釈

一
九
五
】
年

武
田
祐
吉

女

女

人
麻
呂
？

日
本
古
典
全
書

一
九
五
五
年

佐
伯
梅
友
他

男

男

日
本
古
典
文
学
大
系

一
九
五
七
年

高
木
市
之
助
他

男
（
主
格
）

女

人
麻
呂
？

万
葉
集
注
釈

一
九
五
八
年

澤
潟
久
孝

男

男

人
麻
呂
？

万
葉
秀
歌
鑑
賞

一
九
六
三
年

山
本
健
吉

男

男

泊
瀬
部
皇
女

日
本
古
典
文
学
全
集

一
九
七
㎜
年

小
島
憲
之
他

男

男

人
麻
呂
？

柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
論

六
五



六
六

旺
文
社
文
庫

一
九
七
四
年

桜
井
満

男

男

人
麻
呂
？

日
本
古
典
集
成

一
九
七
六
年

青
木
生
子
他

男
（
主
格
）

女

人
麻
呂
？

講
談
社
文
庫

】
九
七
入
年

中
西
進

男
（
主
格
）

女

泊
瀬
部
皇
女

注
釈
万
葉
集
選
（
異
伝
）

一
九
七
八
年

渡
瀬
昌
忠

男
（
主
格
）

女

泊
瀬
部
皇
女

注
釈
万
葉
集
選
（
本
文
）

一
九
七
入
年

渡
瀬
昌
忠

女

女

前
半
（
忍
坂
部
↓
川
島
）
、
後
半
〔
泊
瀬
部
↓
川
島
）

万
葉
集
全
注

一
九
八
五
年

稲
岡
耕
二

女

女

第
三
者
、
あ
る
い
は
忍
坂
部
皇
子

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

一
九
九
四
年

小
島
憲
之
他

男

男

葬
送
の
参
列
の
代
表
で
あ
る
人
麻
呂

2
・
論
　
文

人
麿
の
献
呈
挽
歌

一
九
五
四
年
十
【
月
吉
永
登

男

男

文
学

嬬
の
命
の
た
た
な
つ
く
柔
膚

一
九
五
七
年
七
月

大
野
保

男
（
主
格
）

女

人
麻
呂
？

万
葉

集
麻
呂
挽
歌
の
構
造

一
九
六
六
年
二
月

阪
下
吉
敷

男
（
主
格
）

女

泊
瀬
部
皇
女

東
京
経
済
大
学
人
文
自
然
科
学
論
集

人
麻
呂
作
「
献
泊
瀬
部
皇
女
忍
坂
部
皇
子
歌
」
の
解
釈

一
九
、
六
七
年
七
月

橋
本
達
雄

女

女

前
半
（
忍
坂
部
↓
川
島
｝
、
後
半
〔
泊
瀬
部
↓
川
島
）

万
葉

七
夕
歌
の
世
界

一
九
七
五
年
十
月

伊
藤
博

男
（
主
格
）

女

第
三
者

『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
上

河
島
皇
子
挽
歌

一
九
七
六
年
四
月

土
井
清
民

女

女

泊
瀬
部
皇
女

『
柿
本
人
麻
呂
』

柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌

一
九
七
七
年
十
二
月
身
金
壽

女

女

忍
坂
部
皇
子
↓
泊
瀬
部
皇
女

『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
二
集

人
麻
呂
の
表
現
意
図

【
九
八
二
年
六
月

稲
岡
耕
二

女

女

全
国
大
学
文
学
語
学

「
命
」
考

｝
九
八
二
年
六
月

岡
内
弘
子

男

万
葉

人
麻
呂
「
献
呈
挽
歌
」
の
論

一
九
八
四
年
三
月

岡
内
弘
子

男
（
主
格
）

女
、

第
三
者

和
歌
文
学
研
究

万
葉
集
巻
ニ
ー
9
4
番
歌
の
一
考
察

一
九
八
五
年
十
月

宮
田
持
江

女

女

高
知
女
子
大
国
文

「
泊
瀬
部
皇
女
献
呈
挽
歌
」
考

】
九
八
六
年
二
月

伊
藤
敦
子

男
（
主
格
）

女

泊
瀬
部
皇
女

日
本
女
子
大
学
国
文
目
白

河
島
皇
子
挽
歌
の
手
法

一
九
八
六
年
三
月

曽
田
友
紀
子

男

男

前
半
（
忍
坂
部
↓
泊
瀬
部
）
、
後
半
（
泊
瀬
部
↓
忍
坂
部
）

早
稲
田
大
学
古
代
研
究

人
麻
呂
の
献
呈
挽
歌

一
九
八
六
年
十
月

高
津
百
合

男

男

泊
瀬
部
皇
女

花
園
大
学
国
文
学
論
究

人
麻
呂
儀
礼
歌
の
作
歌
主
体

一
九
八
七
年
四
月

劇
道
響

女

女

泊
瀬
部
皇
女
以
外
の
立
場

国
語
と
国
文
学

河
島
皇
子
葬
歌
の
構
成

一
九
八
九
年
一
月

上
野
理

男

男
女

葬
儀
の
参
列
者

早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
（
文
学
・
蓑
術
学
）

人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
主
体
の
複
眼
的
性
格

一
九
九
］
年
五
月

品
田
悦
一

女

第
三
者

『
万
葉
集
研
究
』
第
十
八
集

「
河
島
皇
子
挽
歌
」
論

一
九
九
四
年
九
月

太
田
豊
明

男
（
主
格
）

女

泊
瀬
部
皇
女

早
稲
田
大
学
古
代
研
究

『
宮
廷
挽
歌
の
世
界
』

一
九
九
四
年
九
月

身
暗
壽

女

女

前
半
（
忍
坂
部
↓
泊
瀬
部
）
、
後
半
（
泊
瀬
部
↓
忍
坂
部
）

人
麻
呂
「
献
呈
挽
歌
」
試
論

一
九
九
四
年
十
月

倉
持
し
の
ぶ

男
（
主
格
）

女

前
半
か
ら
後
半
へ
徐
々
に
第
三
者
か
ら
泊
瀬
部
へ
変
化

美
．
夫
君
志

（
む
ら
た
　
み
ぎ
ふ
み
・
本
学
専
任
講
師
）


