
一
は
じ
め
に

二
記
紀
の
「
取
持
」

三
万
葉
集
の
「
取
持
」
１
１
ｍ
（
Ⅶ
以
下
次
号
）

四
周
辺
の
「
坂
持
」

五
結
び

ｊ一
。

ｆ

「
取
持
」
（
ト
リ
モ
チ
）
は
こ
の
表
記
以
外
に
、
「
執
持
」
「
取
以
」
「
登
利

毛
知
」
「
登
里
毛
知
」
「
登
里
母
知
」
「
等
里
毛
知
」
「
等
里
母
知
」
な
ど
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
取
持
」
を
題
目
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、
万
葉
集
に

み
ら
れ
る
ト
リ
モ
チ
の
用
例
二
八
例
の
う
ち
一
九
例
が
「
取
持
」
と
あ
り
、

圧
倒
的
に
多
い
の
で
そ
れ
を
と
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
小
稿
は
そ
の

「
取
持
」
っ
こ
と
が
万
葉
集
の
歌
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の

で
あ
る
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
葉
集
の
歌
を
そ
の
時
代

の
意
味
に
お
い
て
う
け
と
ろ
う
と
す
る
微
視
的
な
試
み
に
す
ぎ
な
い
。

①

古
事
記
伝
は
「
其
事
を
身
に
負
持
て
、
執
行
ふ
を
云
な
り
。
〔
今
ノ
世
に

万
葉
集
に
お
け
る
「
坂
持
」
（
上
）

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
上
）

１
１
．
●
肉》、

い

●

他
の
事
を
、
か
た
は
ら
よ
り
助
け
て
共
々
為
る
を
、
取
り
持
シ
と
云
も
是
よ

り
転
れ
る
な
り
、
源
氏
物
語
な
る
は
今
ノ
世
に
云
う
方
に
ち
か
し
〕
」
と
い

一
つ

Ｏ

万
葉
集
事
典
、
大
言
海
等
従
来
の
諸
解
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

ら
を
変
更
す
べ
き
理
由
も
な
い
。
と
は
い
え
、
万
葉
集
の
歌
を
解
し
よ
う
と

す
る
と
き
、
こ
れ
で
充
分
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
よ
う
で
あ
る
。
文
字
の
意

味
と
し
て
は
正
し
く
て
も
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
た
場
と
結
び
つ
い
た
意
味
と

し
て
受
け
と
ら
れ
な
け
れ
ば
、
何
の
意
味
も
な
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
歌

の
解
釈
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

②

折
口
信
夫
博
士
は
「
も
つ
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
神
事
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
古
い
民
俗
を
「
言
語
の
上
だ
け
に
印
象
し

③

て
ゐ
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
本
田
義
憲
は
「
『
と
り

も
つ
』
と
い
う
語
が
も
と
お
そ
ら
く
古
代
祭
式
類
型
語
と
し
て
」
用
い
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
次
第
に
「
祭
式
性
の
場
の
限
定
を
の
こ
し
な

が
ら
」
描
写
性
を
含
み
、
柔
軟
な
杼
情
的
安
定
を
は
か
る
方
向
に
流
れ
た
と

推
定
し
て
い
る
。

、

本

ノ
ノ田

圭
套
堯
奇



以
上
の
よ
う
に
な
か
ば
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
神
事

あ
る
い
は
祭
式
の
性
格
に
つ
い
て
は
ま
だ
少
し
考
え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
。
小
稿
は
「
取
持
」
が
ど
の
よ
う
な
祭
式
の
場
を
背
景
に

持
つ
言
葉
で
あ
る
か
、
そ
の
背
景
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
万
葉
集
の
歌
に

と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

特
に
「
取
持
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ

は

天
宇
受
売
命
、
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
手
次
に
鑿
け
て
、
天
の
真
折

、
、
、
、
、
、

を
絹
と
為
て
、
天
の
香
山
の
小
竹
葉
を
手
草
に
結
ひ
て
（
記
）

天
釦
女
命
、
則
手
持
茅
纒
之
猪
（
紀
）

と
あ
る
よ
う
な
場
が
、
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

④

こ
の
天
の
岩
戸
の
神
話
が
タ
マ
フ
リ
の
呪
術
で
あ
る
こ
と
は
、
土
橋
寛
博
士

が
説
か
れ
た
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
場
を
背
景
と
す
る
か
ら
こ
そ
、

青
葉
の
枝
を
鬘
と
し
、
蔓
草
を
禅
と
し
、
笹
葉
を
採
物
と
し
て
持
つ
こ
と
な

ど
が
、
き
わ
め
て
日
常
的
な
、
自
分
自
身
の
手
で
行
な
う
呪
術
と
し
て
考
え

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
取
持
」
が
印
象
す
る
場
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
で
は

⑤

な
か
ろ
う
か
。
折
口
博
士
が
、
言
霊
の
内
在
す
る
語
は
、
そ
れ
が
断
片
化
し

て
い
て
も
、
か
っ
て
持
っ
て
い
た
全
体
の
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
示
し

て
お
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

①
古
事
記
伝
一
五
、
吉
川
弘
文
館
昭
一
○
、
増
訂
六
版
。

②
折
口
信
夫
全
集
・
第
九
巻
、
「
万
葉
集
講
義
」

巻
一
’
一
に
つ
い
て
、
「
も
つ
。
此
語
も
あ
ま
り
特
殊
な
注
意
を
せ
ず
に
、
唯
の

語
と
し
て
見
た
方
が
通
り
は
よ
い
様
だ
が
、
こ
こ
の
用
語
例
が
き
は
立
っ
て
ゐ
る

1
6

B

Ｊ一
一Ｋ

古
事
記
に
お
い
て
「
取
持
」
が
最
初
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
天
の
岩
戸
の

祭
式
に
お
い
て
で
あ
る
。

故
是
に
天
照
大
御
神
見
畏
み
て
、
天
の
石
屋
戸
を
開
き
て
刺
許
母
理
坐

し
き
。
…
．
：
是
を
以
ち
て
八
百
万
の
神
、
天
安
の
河
原
に
神
集
ひ
集
ひ
て

、
、

か
ら
注
意
す
る
。
（
神
意
を
伝
へ
又
は
神
事
を
執
り
行
ふ
事
を
古
語
に
も
つ
と
言

っ
て
ゐ
る
か
ら
、
岡
の
上
に
出
る
日
で
、
処
女
が
神
事
の
為
に
農
具
を
扱
っ
て
ゐ

る
状
を
、
目
確
せ
ら
れ
た
こ
と
を
、
言
語
の
上
だ
け
に
印
象
し
て
ゐ
る
様
に
思
は

れ
る
）
・
」
と
あ
る
。

○
同
、
第
二
○
巻
、
「
神
道
宗
教
篇
」

「
も
つ
は
、
と
り
つ
ぐ
、
伝
達
す
る
、
執
達
す
る
と
言
ふ
の
が
古
義
で
あ
っ
た
。
」

③
本
田
義
窓
「
柿
本
人
麻
呂
に
お
け
る
白
鳥
問
題
の
痕
跡
」
。
奈
良
女
子
大
学
文

学
会
研
究
年
報
皿
。

④
土
橋
寛
博
士
「
上
代
の
祭
式
と
歌
と
呪
祷
」
。
解
釈
と
鑑
賞
、
昭
三
九
・
一

⑤
折
口
信
夫
全
集
・
第
二
○
巻
、
「
言
霊
信
仰
」

「
ど
ん
な
語
の
断
片
に
も
言
語
精
霊
が
潜
ん
で
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
完
全
な
言
語

の
一
続
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
外
に
は
嘗
て
一
続
き
の
形
で
あ
っ

た
言
語
の
断
片
化
し
て
残
っ
た
も
の
、
即
、
い
ま
は
断
片
化
し
て
ゐ
る
が
、
本
来

の
意
味
を
、
そ
の
使
用
法
に
よ
っ
て
感
ず
る
こ
と
の
で
き
る
詞
、
こ
れ
以
外
に
は

言
霊
が
内
在
す
る
と
見
た
と
は
い
へ
ね
。
そ
れ
は
呪
文
に
潜
ん
で
ゐ
る
霊
魂
で
単

語
に
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
世
の
呪
文
を
見
る
と
、
そ
れ
が
行

は
れ
る
場
合
に
は
、
嘗
て
持
っ
て
ゐ
た
全
体
の
意
味
を
含
み
、
又
に
ほ
は
し
て
ゐ

る
。
即
、
詞
は
断
片
化
し
て
ゐ
て
も
、
完
全
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
へ
ら
れ
て

ゐ
た
・
」

、

L一
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↑
…
：
天
の
香
山
の
五
百
津
真
賢
木
を
根
許
士
爾
許
士
て
、
上
枝
に
八
尺
の

勾
瑠
の
五
百
津
の
御
須
麻
流
の
玉
を
取
り
著
け
、
中
枝
に
八
尺
鏡
を
取
り

蕊
け
、
下
枝
に
白
丹
寸
手
、
青
丹
寸
手
を
取
り
垂
で
て
、
此
の
種
食
の
物

は
、
布
刀
玉
命
、
布
刀
御
幣
と
取
り
持
ち
て
、
天
児
屋
命
、
布
刀
詔
戸
言

祷
き
白
し
て
、
天
手
力
男
神
、
戸
の
披
に
隠
り
立
ち
て
、
天
宇
受
売
命
、

、
、
、
、
、

、
、
、

天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
手
次
に
蕊
け
て
、
天
の
真
折
を
絹
と
為
て
、
天

、
、
、
、
、

、
、

の
香
山
の
小
竹
葉
を
手
草
に
結
ひ
て
、
天
の
石
屋
戸
に
汗
気
伏
せ
て
踏
み

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

登
杼
呂
許
志
、
神
懸
り
為
て
、
胸
乳
を
掛
き
出
で
裳
緒
を
番
登
に
忍
し
垂

、
、

れ
き
。
爾
に
高
天
原
動
み
て
、
八
百
万
の
神
共
に
咲
ひ
き
。

と
あ
る
。
こ
の
「
取
持
」
の
と
こ
ろ
日
本
書
紀
に
は
「
太
玉
命
執
取
」
と
あ
り
、

古
訓
に
ト
リ
モ
タ
シ
メ
テ
と
訓
ん
で
い
る
。
ま
た
古
語
拾
遺
に
は
「
令
太
玉

命
捧
持
称
讃
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
れ
ば
「
取
持
」
が
神
聖
性
を
保
持
し

て
中
間
的
に
伝
達
す
る
意
で
あ
る
と
言
い
え
よ
う
。
そ
の
神
聖
性
は
天
宇
受

売
命
の
「
手
次
に
蕊
け
」
「
綱
と
為
」
「
手
草
に
結
ひ
」
「
踏
み
登
杼
呂
許

志
、
神
懸
り
為
」
た
一
連
の
行
為
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
タ
マ
フ
リ

の
場
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
「
手
草
に
結
ひ

て
」
の
と
こ
ろ
、
紀
に
「
持
」
と
あ
る
こ
と
は
既
に
記
し
た
が
、
そ
れ
は

、
、
、
、

天
釧
女
命
、
則
手
持
茅
継
之
梢
、
立
於
天
石
窟
戸
之
前
、
巧
作
俳
優
。

と
続
い
て
い
る
。
古
語
拾
遺
は
そ
の
と
こ
ろ
、

以
竹
葉
妖
憩
木
葉
、
為
手
草
、
手
持
着
鐸
之
矛
而
、
於
石
窟
戸
前
覆

誓
槽
、
挙
庭
瞭
作
俳
優
相
与
歌
舞
。
↓

と
し
て
お
り
、
天
宇
受
売
命
の
呪
術
は
、
言
語
詞
章
と
と
も
に
お
こ
な
わ
れ

る
劇
的
所
作
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
上
）

■
』

』

「
踏
み
登
杼
呂
許
志
」
に
つ
い
て
も
、
続
日
本
紀
に

、
、
、
、
、

乙
女
ら
に
男
立
ち
そ
ひ
ふ
み
な
ら
す
西
の
都
は
万
代
の
宮
：
．
…
毎
歌
曲

折
、
挙
挟
為
節

と
あ
り
、
踏
歌
に
「
手
ヲ
連
ネ
テ
歌
上
、
地
ヲ
腸
ン
デ
以
テ
ヲ
節
ヲ
ナ
ス
」

（
通
鑑
、
唐
則
天
紀
註
）
と
あ
っ
て
、
そ
れ
が
呪
術
に
つ
ら
な
る
所
作
で
あ
る

こ
と
が
み
え
る
。
「
胸
乳
を
掛
き
出
で
裳
緒
を
番
登
に
忍
し
垂
れ
」
た
こ
と

も
、
紀
（
天
孫
降
臨
）
に

汝
是
目
勝
於
人
者
、
宜
往
問
之
。
天
釦
女
乃
露
其
胸
乳
、
抑
裳
帯
於
腰

下
而
、
笑
縢
向
立
。

と
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
単
に
熱
狂
的
な
神
懸
り
の
結
果
で
は
な
く
、
や
は

り
呪
術
と
し
て
の
所
作
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
前
に
神
聖
性
を
保
持
し
て
中
間
的
に
伝
達
す
る
意

で
あ
る
と
言
っ
た
布
刀
玉
命
の
「
取
持
」
は
、
天
宇
受
売
命
の
タ
マ
フ
リ
の

呪
術
と
つ
ら
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
呪
術
を
背
景
と
し
て
採
物
を
持
つ
こ
と

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
見
ら
れ
る
の
は
根
国
訪
問
に
お
い
て
で
あ
る
。

其
の
妻
須
世
理
毘
売
を
負
ひ
て
、
即
ち
其
の
大
神
の
生
大
刀
と
生
弓
矢

と
、
及
其
の
天
の
詔
琴
を
取
り
持
ち
て
逃
げ
出
で
ま
す
時
、
其
の
天
の
詔

琴
樹
に
払
れ
て
地
動
み
鳴
り
き
◎

と
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
手
に
携
え
る
意
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
面
か

ら
、
神
事
ま
た
は
祭
式
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
「
取
持
」

っ
た
も
の
が
呪
物
と
し
て
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
弓
・
矢
で
あ
り
、
し
か
も

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

「
大
神
の
生
大
刀
と
生
弓
矢
と
」
「
天
の
詔
琴
」
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、

｜
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や
は
り
神
聖
性
を
含
む
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

次
い
で
天
孫
降
臨
の
折
、

（
天
照
大
御
神
）
「
此
れ
の
鏡
は
ハ
専
ら
我
が
御
魂
と
し
て
、
吾
が
前

を
拝
く
が
如
伊
都
岐
奉
れ
。
次
に
思
金
の
神
は
、
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
、

政
為
よ
・
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
此
の
二
柱
の
神
は
、
佐
久
久
斯
侶
、
伊

須
受
能
宮
に
拝
き
祭
る
。

と
あ
っ
て
、
政
務
を
「
取
持
」
っ
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
確

か
に
中
間
的
に
伝
達
す
る
意
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
も
の
を
「
取
持
」
っ
の

で
は
な
く
、
抽
象
的
に
「
取
持
」
っ
の
で
あ
る
。
天
照
大
御
神
の
御
魂
代
の

鏡
と
思
金
神
が
同
格
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
中
間

的
に
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
直
接
に
政
務
を
と
る
意
と
し
て
当
時
の
人
々
に

⑥

受
け
入
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

や
や
下
っ
て
、
神
武
東
征
の
条
に
、

（
建
御
雷
神
）
「
僕
は
降
ら
ず
と
も
、
専
ら
其
の
国
を
平
け
し
横
刀
有

れ
ば
、
是
の
刀
を
降
す
べ
し
。
此
の
刀
を
降
さ
む
状
は
、
高
倉
下
が
倉
の

頂
を
穿
ち
て
、
其
れ
よ
り
堕
し
入
れ
む
。
故
、
阿
佐
米
余
玖
汝
取
り
持
ち

て
、
天
っ
神
の
御
子
に
献
れ
」
と
ま
を
し
た
ま
ひ
き
。
故
、
夢
の
教
の
如

に
、
且
に
己
が
倉
を
見
れ
ば
、
信
に
横
刀
有
り
き
・
故
、
是
の
横
刀
を
以

、ち
て
献
り
し
に
こ
そ
。

、
、

と
あ
る
。
「
以
ち
て
」
の
と
こ
ろ
、
紀
に
「
果
有
落
剣
倒
立
於
倉
底
板
、
即

取
以
進
之
」
と
あ
る
の
で
「
取
持
」
と
同
様
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
に
用
い
ら
れ
た
場
合
は
、
呪
術
と
か
、
祭
式
と
か
に
は
全
く
関
係
な
く
、

中
間
的
に
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
刀
が
建
御
蕾
仲
の

陣

5

も
の
で
あ
り
、
ま
た
天
っ
神
の
御
子
に
献
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
か
の

神
聖
性
を
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
ま
で
言
う
必
要
が

あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
他
記
紀
を
と
お
し
て
少
数
の
例
が
あ
る
が
、
以
上
記
し
た
い
ず
れ

⑦

か
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
土
居
光
知
氏
が
阿
礼
の
伝
調

し
た
旧
辞
ら
し
い
文
章
に
つ
い
て
、
動
詞
の
性
質
の
点
か
ら
、
「
そ
れ
が
劇

的
に
ま
と
め
ら
れ
、
所
作
事
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
の
詩
的
形
象
が
感
じ

ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
意
味
の
使
い
わ
け
を
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
即
ち
、
具
体
的
な
も
の
を
持
つ
場
合
と
、
抽
象
的
に
「
取
持
」
つ
場

合
と
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
具
体
的
な
も

の
を
「
取
持
」
っ
場
合
、

日
呪
術
、
祭
式
の
場
を
背
景
と
も
、
呪
物
と
し
て
の
採
物
を
持
つ
。

（
天
岩
戸
）

㈲
呪
術
、
祭
式
な
ど
に
直
接
の
関
係
な
く
、
わ
ず
か
に
神
聖
性
を
感
じ

さ
せ
る
が
、
強
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
さ
え
も
ほ
と
ん
ど
な
い
ぐ
ら
い
で
、

た
だ
の
動
作
と
し
て
手
に
携
え
る
。
（
根
国
訪
問
）

目
呪
術
、
祭
式
に
は
全
く
関
係
な
く
、
中
間
的
に
伝
達
す
る
。
（
神
武

東
征
）

抽
象
的
な
「
取
持
」
の
場
合
、

〃

㈲
身
に
負
い
も
つ
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
中
間
的
に
伝
達
す
る
と
言
う
こ

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
場
合
は
白
の
場
合
と
は
異
っ
て
、

伝
達
者
が
そ
の
も
と
の
発
言
者
と
同
一
視
さ
れ
る
と
も
言
え
る
の
で
、

匁

凸

四

／



や
は
り
区
別
を
考
え
て
お
き
た
い
。
（
天
孫
降
臨
）

以
上
の
よ
う
に
、
使
い
わ
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。
勿
論
こ
れ
が
結

論
な
の
で
な
く
、
万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
を
み
る
た
め
の
一
つ
の
手
が

か
り
と
し
て
、
ま
と
め
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。

⑥
折
口
信
夫
全
集
、
第
二
○
巻
「
日
本
古
代
の
国
民
思
想
」
。
「
み
こ
と
も
ち
思
想

に
つ
い
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
そ
れ
が
次
第
に
上
よ
り
下
に
及
ぶ
こ
と
で

あ
り
、
更
に
そ
の
事
に
当
る
人
々
が
、
そ
の
最
初
の
発
言
者
と
同
一
の
聖
な
る
資

格
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
即
、
紗
く
と
も
、
そ
れ
を
宣
る
際
は
、
神
或
は
天
子
と

見
倣
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
」

⑦
土
居
光
知
氏
、
「
古
事
記
に
お
け
る
詩
的
形
象
」
古
代
伝
説
と
文
学
所
収
。

Ｊ
一
一
一ｆ

万
葉
集
に
お
い
て
「
取
持
」
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。

用
字
・
活
用
形
の
差
異
を
問
わ
ず
に
み
る
と
、
二
八
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
中
に
は
沢
鴻
久
孝
博
士
が
「
取
持
而
」
を
「
た
づ
さ
は
り
て
」
（
一
二

○
・
注
釈
）
と
訓
み
か
え
ら
れ
た
も
の
も
含
ん
で
い
る
。
活
用
形
に
つ
い
て

も
「
取
持
之
」
（
一
九
九
）
と
、
「
取
持
流
」
（
一
九
九
）
、
「
取
持
有
」
（
四
一
九

二
）
の
三
例
の
み
が
、
助
動
詞
に
連
る
た
め
に
活
用
形
を
異
に
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
も
も
と
連
用
形
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
す

べ
て
の
例
が
ト
リ
モ
チ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
・
そ
の
上
、

二
八
例
の
中
、
一
九
例
が
「
而
」
「
手
」
「
且
」
「
底
」
の
助
詞
を
と
も
な
っ

て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
や
は
り
そ
こ
に
祭
式
の
条
件
と
し
て
の

特
殊
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

万
葉
集
に
お
け
る
「
坂
持
」
（
上
）

9

＊

こ
の
二
八
例
の
中
、
「
手
に
」
と
い
う
修
飾
語
を
う
け
て
い
る
も
の
が
一

五
例
、
そ
れ
と
同
様
に
考
え
て
よ
い
も
の
が
二
例
、
「
手
に
‐
｜
と
は
記
さ
れ

て
い
な
い
が
「
手
に
」
と
考
え
て
よ
い
も
の
が
八
例
、
計
二
五
例
が
「
手
に

取
持
ち
て
」
と
い
う
類
型
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
手
に
持
つ
場
合

に
は
わ
ざ
わ
ざ
「
手
に
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
「
手
に
」

持
た
な
い
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
残
る
三
例
の
中
の
二
例
、

「
乎
須
久
爾
能
許
等
登
里
毛
知
底
」
（
四
○
○
八
）
、
「
於
保
伎
見
能
末
伎

能
末
爾
末
爾
等
里
毛
知
底
都
可
布
流
久
邇
能
」
（
四
三
六
）
が
そ
れ
で
、

抽
象
的
な
「
取
持
」
、
政
務
に
関
し
た
用
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
他
の
一

例
は
ト
リ
モ
チ
テ
と
訓
め
ば
「
手
に
」
と
考
え
て
よ
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る

が
、
注
釈
で
「
た
づ
さ
は
り
て
」
（
一
二
○
）
と
訓
ま
れ
た
「
取
持
而
」
で
あ

る
。
ま
ず
こ
こ
で
は
政
務
に
関
し
た
も
の
、
四
○
○
八
、
四
二
六
の
二
首

を
除
い
て
考
え
て
み
た
い
。
か
え
っ
て
煩
雑
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
用

⑧

例
が
ご
く
限
ら
れ
た
数
で
あ
る
の
で
、
一
首
ず
つ
見
て
み
よ
う
と
思
う
。

ｊ１１

週
・
相
聞
。
（
三
二
八
六
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
、
、
、
、

玉
檸
懸
け
ぬ
時
な
く
わ
が
思
へ
る
君
に
依
り
て
は
倭
文
幣
を

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

手
に
取
り
持
ち
て
竹
珠
を
繁
に
貫
き
垂
れ
天
地
の
神
を
そ
わ
が

乞
ふ
甚
も
為
方
無
み

と
あ
る
。
そ
の
反
歌
（
三
二
八
七
）
は

天
地
の
神
を
祈
り
て
わ
が
恋
ふ
る
君
い
か
な
ら
ず
逢
は
ざ
ら
め
や
も

な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
三
二
八
四
、
三
二
八
五
の
或
本
歌
日
と
し
て
あ

五

､



げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
三
二
八
四
）
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
わ
が
思
へ
る
妹
に
縁
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
は
言
の
障
も
無
く
あ
り
こ
そ
と
斎
鈴
を
斎
ひ
掘
り
柵
ゑ
竹

、
、
、
、
、
、
、
、
、

珠
を
間
な
く
貫
き
垂
れ
天
地
の
神
祇
を
そ
吾
が
祈
む
甚
も
為
方

無
み（

今
案
。
不
し
可
レ
言
二
之
因
妹
者
至
応
し
謂
二
之
縁
君
一
也
。
何
則
反
歌
云
一

公
之
随
意
一
焉
・
）

（
三
二
八
五
）
、
た
ら
ち
ね
の
母
に
も
言
は
ず
包
め
り
し
心
は
よ
し
ゑ
君
が

ま
に
ま
に

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
或
本
歌
日
、

（
三
二
八
八
）
大
船
の
思
ひ
た
の
み
て
さ
な
葛
い
や
遠
長
く
わ

、
、

が
思
へ
る
君
に
依
り
て
は
言
の
ゆ
ゑ
も
無
く
あ
り
こ
そ
と
木
綿

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

檸
肩
に
取
り
懸
け
斎
玲
を
斎
ひ
掘
り
裾
ゑ
天
地
の
神
祇
に
そ

わ
が
祈
む
甚
も
為
方
無
み

と
あ
る
。
部
立
に
も
あ
る
と
お
り
相
聞
の
歌
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
の
巻
一

三
の
相
聞
の
中
に
は
「
検
一
一
古
事
記
聖
件
歌
者
木
梨
之
軽
太
子
自
死
之
時
所
し

作
者
也
・
」
（
三
二
六
三
・
左
注
）
と
い
う
歌
が
あ
っ
た
り
、
挽
歌
の
常
套
句
と

も
見
え
る
「
里
人
之
吾
丹
告
楽
．
：
・
・
・
人
曾
告
鵺
」
（
三
三
○
三
）
を
持
つ
歌

が
あ
っ
た
り
し
て
、
こ
の
相
聞
の
範
囲
は
か
な
り
広
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ

し
て
ま
た
、
沢
潟
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
、
こ
れ
ら
の
古
い
歌
を
学
ん
だ
歌
、

三
七
九
、
三
八
○
が
巻
三
の
雑
歌
の
中
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
「
大
伴
坂
上

、
、
、

郎
女
祭
神
歌
一
首
丼
短
歌
」
、
「
右
歌
者
。
以
二
天
平
五
年
冬
十
一
月
一
供
一
一
祭

、
、
、

大
伴
氏
神
一
之
時
。
聯
作
一
一
此
謁
毛
故
日
一
一
祭
神
歌
ご
と
い
う
題
詞
、
左
注
を

少

’

一
ハ

持
っ
て
お
り
、
歌
そ
の
も
の
の
内
容
も
す
べ
て
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
同
様

で
あ
る
の
を
見
る
と
、
や
は
り
単
純
に
、
相
聞
即
ち
唱
和
・
贈
答
・
恋
愛
と

か
た
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
み

て
み
る
と
、
や
は
り
「
取
持
」
を
め
ぐ
っ
て
考
え
る
余
地
も
あ
り
そ
う
で
あ

〃
（
〕
Ｏ

そ
れ
で
は
ど
ん
な
ふ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

倭
文
幣
を
手
に
取
り
持
ち
て
竹
珠
を
繁
に
貫
き
垂
れ
（
三
二
八
六
）

斎
玲
を
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
竹
珠
を
間
な
く
貫
き
垂
れ
（
三
二
八
四
）

木
綿
樺
肩
に
取
り
懸
け
斎
登
を
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
（
三
二
八
八
）

と
な
ら
べ
あ
げ
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
「
甚
も
為
方
無
」
い
状
態
に

た
ち
至
っ
た
恋
の
、
か
な
う
こ
と
を
ね
が
う
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
君
い
か
な
ら
ず
逢
は
ざ
ら
め
や
も
」
と
信
じ
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
、

「
天
地
の
神
祇
を
祈
む
」
祭
式
の
形
式
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

玉
澤
懸
け
ぬ
時
な
く
わ
が
思
へ
る

に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

（
二
九
九
三
玉
澤
懸
け
ね
ば
苦
し
懸
け
た
れ
ば
続
ぎ
て
見
ま
く
の
欲
し

き
君
か
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
二
九
九
四
）
玉
か
づ
ら
懸
け
ぬ
時
な
く
恋
ふ
れ
ど
も
何
し
か
妹
に
逢
ふ

時
も
無
き

な
ど
と
も
あ
っ
て
、
「
木
綿
檸
肩
に
取
り
懸
け
」
る
こ
と
が
祭
式
の
形
態
を

残
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
玉
樺
に
し
る
木
綿
葎
に
し
る
玉
か
づ
ら
に
し
ろ
、

樺
を
懸
け
る
こ
と
が
恋
に
直
結
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
も
と
そ

れ
は
天
宇
受
売
命
の
タ
マ
フ
リ
の
呪
術
に
出
る
も
の
で
あ
る
が
、
タ
マ
フ
リ

h



の
意
味
を
次
第
に
淡
く
し
て
、
神
聖
性
の
み
を
う
き
あ
が
ら
せ
つ
つ
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
注
釈
に
「
（
木
綿
手
次
）
木
綿
で
つ
く
っ
た
た
す

き
を
腕
に
か
け
て
。
神
事
に
は
た
す
き
を
か
け
た
の
で
。
『
天
宇
受
売
命
、

手
次
繋
天
香
山
之
日
影
而
』
（
神
武
記
）
と
あ
る
。
」
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
も
あ
り
、
ま
た
、
玉
檸
が
枕
詞
と
し
て
固
定
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
も
あ

る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。

⑨
⑩

伴
信
友
は
「
取
奥
山
賢
木
立
阿
礼
垂
種
々
練
色
」
に
つ
い
て
、
「
ま
づ

阿
礼
と
云
へ
る
も
の
は
上
古
の
幡
の
類
に
て
、
な
く
て
は
布
帛
な
ど
を
竿
に

捧
げ
垂
た
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
い
い
、
「
種
々
の
繰
れ
る
帛
を
数
条
の

阿
礼
に
つ
く
り
、
大
き
な
る
賢
木
に
う
る
は
し
く
垂
錺
り
て
祭
ら
●
し
め
」
た

上
古
祭
式
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
帛
と
し
て
木
綿
が
用

い
ら
れ
た
こ
と
、
「
穀
と
麻
と
二
種
を
兼
て
も
木
綿
と
云
る
例
も
あ
れ
ば
、

由
布
は
も
と
神
事
の
物
の
惣
名
に
て
も
あ
ら
む
か
し
」
と
古
事
記
伝
の
記
す

⑪

と
こ
ろ
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
台
記
に
「
馬
場
立
榊
付
鈴
木
綿
庶

人
或
鳴
之
」
と
あ
っ
て
、
木
綿
を
か
け
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
鈴
を
な
ら
し

た
り
す
る
よ
う
な
所
作
の
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
時
代
と
し
て
は
問

題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

あ
ち
め
一
度
お
お
お
三
度

魂
函
に
木
綿
取
り
垂
で
て
た
ま
ち
と
ら
せ
よ
御
魂
上
魂
上
り
ま

し
し
神
は
今
ぞ
来
ま
せ
る
（
古
代
歌
謡
集
・
雑
歌
）

⑫

と
あ
り
、
そ
れ
が
劇
的
所
作
を
と
も
な
う
こ
と
明
白
で
あ
る
。
ま
た
伴
信
友

が
、
「
採
麻
佐
気
葛
天
多
須
岐
仁
加
気
為
帯
」
に
つ
い
て
、
「
此
葛
を
澤
に
懸

て
御
撰
を
料
理
り
、
ま
た
帯
に
も
せ
る
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
た

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
上
）

4

’

す
き
を
か
け
る
こ
と
が
、
神
聖
性
を
含
む
具
体
的
な
所
作
に
つ
ら
な
る
こ
と

で
あ
る
ら
し
い
。

一
面
、
神
聖
な
祭
式
そ
の
も
の
に
直
接
つ
ら
な
る
も
の
で
は
な
い
と
思
え

る
擢
歌
（
香
島
郡
童
子
松
原
）
に
も

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

伊
夜
是
留
乃
阿
是
乃
古
麻
都
爾
由
布
悉
且
且
和
乎
布
利
弥
由
母

、
、
、

阿
是
古
志
麻
波
母

と
あ
っ
て
、
「
由
布
」
と
「
舞
」
と
が
恋
人
を
婚
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

た
す
き
に
つ
い
て
は
大
体
以
上
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
懸

け
」
る
と
い
う
こ
と
ば
も
ま
た
呪
術
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

⑬

い
。
斎
藤
茂
吉
氏
も
明
確
に
で
は
な
い
が
気
付
い
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
た
す
き
を
懸
け
る
こ
と
と
「
取
持
」
つ
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
対

等
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

手
に
取
り
持
ち
て
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
原
に
出
で
立
ち
て
潔
身

て
ま
し
を
…
…
（
四
二
○
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

木
綿
樺
肩
に
取
り
掛
け
倭
文
幣
を
手
に
取
り
持
ち
て
な
離
け
そ

と
わ
れ
は
祈
れ
ど
…
：
。
（
四
二
三
六
）

な
ど
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
神
楽
歌
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、

（
本
）
三
島
木
綿
肩
に
取
り
掛
け
わ
れ
韓
神
の
韓
招
ぎ
せ
む
や

韓
招
ぎ
韓
招
ぎ
せ
む
や

白
拷
の

乞
ひ
祈
み

、
、
、

木
綿
鯉

（
末
）
八
葉
盤
を
手
に
取
り
持
ち
て
わ
れ
韓
神
の
韓
招
ぎ
せ
む
や

七

幅
の
手
織
を
掛
け
ま
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
天
っ
神
仰
ぎ

ひ
祈
み
・
・
・
：
。
（
九
○
四
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、

柿
禅
か
ひ
な
に
懸
け
て
天
に
あ
る
左
佐
羅
の
小
野
の
七
ふ
菅

Ｈ
ご
劃
甲
詞
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ll
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
天
っ
神
仰
ぎ
乞
ひ
祈
み
地
つ
神
伏
し

て
額
づ
き
：
：
：
立
ち
あ
ざ
り
わ
れ
乞
ひ
祈
め
ど
須
爽
も
快
け
く
は

無
し
に
．
：
…
た
ま
き
は
る
命
絶
え
ぬ
れ
…
…

と
あ
り
、
（
四
二
○
）
・
石
田
王
卒
之
時
の
歌
で
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、

…
…
わ
が
屋
戸
に
御
諸
を
立
て
て
枕
辺
に
斎
盆
を
す
ゑ
竹
玉
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

間
な
く
貫
き
垂
り
木
綿
樺
か
ひ
な
に
懸
け
て
天
に
あ
る
左
佐
羅

文
幣
を
手
に
取
り
持
ち
て
な
離
け
そ
と
わ
れ
は
祈
れ
ど
枕
き
て

寝
し
妹
が
手
本
は
雲
に
た
な
び
く

と
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
死
者
と
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
、
大
切
な
人

に
対
し
て
の
、
現
実
の
再
会
を
期
待
す
る
痛
切
な
ね
が
い
で
あ
る
。
天
岩
戸

祭
式
に
お
け
る
そ
れ
は
天
照
大
御
神
の
復
活
を
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
け

の
小
野
の
七
ふ
菅
手
に
取
り
持
ち
て
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
原
に

出
で
立
ち
て
潔
身
て
ま
し
を
高
山
の
巌
の
上
に
座
せ
つ
る
か
も

と
あ
り
、
（
四
二
三
六
）
・
悲
傷
死
妻
歌
で
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、

…
…
言
は
む
為
方
為
む
為
方
知
ら
に
木
綿
樺
肩
に
取
り
掛
け
倭

韓
招
ぎ
韓
招
ぎ
せ
む
や

と
あ
り
、
小
西
甚
一
氏
も
「
い
つ
も
対
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
承
徳
本
古
謡
集

の
北
御
門
御
神
楽
に
も
出
て
く
る
」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
懸
」
「
取
持
」
が
期
待
す
る
も
の
は
何
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
前
に
少
し
ひ
い
た
（
九
○
四
）
恋
男
子
名
古
日
歌
で
は
、

…
…
何
時
し
か
も
人
と
成
り
出
で
て
悪
し
け
く
も
善
け
く
も
見
む

と
大
船
の
思
ひ
葱
む
に
思
は
ぬ
に
横
風
の
に
ふ
ぶ
か
に
覆

、
、
、
、
、

ひ
来
れ
ば
為
む
術
の
方
便
を
知
ら
に
白
拷
の
手
祇
を
掛
け
ま

ｒ
脇

れ
ど
も
、
こ
こ
に
あ
げ
た
三
例
、
前
に
あ
げ
た
二
九
九
四
に
お
い
て
も
、
逆

接
の
語
を
と
も
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
時
代
と
な
っ
て
い
た
。
呪
的
効
果
の
期

待
は
裏
切
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
そ
う
せ
ざ
る
を
得

な
い
、
そ
れ
に
で
も
す
が
ら
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
こ
の
三
二
八
六
の
恋
は

遠
い
の
で
あ
る
、
激
し
い
の
で
あ
る
。
呪
術
の
場
の
象
徴
と
し
て
「
取
持
」

っ
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
言
う
迄
も
な
く
、
そ

れ
は
「
懸
」
で
あ
り
、
「
貫
垂
」
で
あ
り
、
「
穿
居
」
（
三
二
八
四
・
三
二
八
八
）

の
ど
れ
か
一
つ
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る

と
、
こ
れ
は
相
聞
で
あ
り
人
を
恋
う
歌
で
は
あ
る
が
、
天
岩
戸
祭
式
に
お
け

る
タ
マ
フ
リ
の
系
列
に
あ
る
歌
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
か
く
て
、
こ

の
歌
に
蹟
宮
ま
た
は
墓
前
に
お
い
て
う
た
わ
れ
、
行
な
わ
れ
る
言
語
詞
章
と

劇
的
所
作
の
痕
跡
を
強
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。
「
取
持
」
が
象
徴
す
る
も
の

は
そ
の
タ
マ
フ
リ
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
は
「
路
み
登
杼
呂
許
志

神
懸
り
為
」
た
舞
踏
の
激
し
さ
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

ｊｌＩ

妬
・
有
由
縁
丼
雑
歌
乞
食
詠
二
首

（
三
八
八
五
）
愛
子
吾
背
の
君
居
り
居
り
て
物
に
い
行
く
と
は

韓
国
の
虎
と
ふ
神
を
生
取
り
に
八
頭
取
り
持
ち
来
そ
の
皮
を

畳
に
刺
じ
八
重
畳
平
群
の
山
に
．
…
：

右
歌
一
首
為
鹿
述
痛
作
之
也

（
三
八
八
六
）
：
…
・
陶
人
の
作
れ
る
瓶
を
今
日
行
き
明
日
取
り
持

、

ち
来
わ
が
目
ら
に
塩
漆
り
給
ひ
脂
賞
す
も
謄
賞
す
も

右
歌
一
首
為
齪
述
痛
作
之
也

P
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と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
割
に
古
い
年
代
の
も
の
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の

、

例
で
は
「
取
持
」
っ
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
「
取
持
来
」
と
考
え
る
べ
き
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
が
、
「
取
持
」
を
あ
え
て
い
え
ば
、
全
く
呪
的
意
味
の
な

い
、
単
純
な
動
作
を
表
わ
す
語
と
し
て
、
手
に
携
え
る
の
意
で
あ
ろ
う
。

取
り
持
た
し
御
軍
士
を
あ
ど
も
ひ
た
ま
ひ
斉
ふ
る
鼓
の
音
は
雷

の
声
と
聞
く
ま
で
吹
き
響
せ
る
小
角
の
音
も
敵
見
た
る
虎
か

、
、
、
、
、
、
、

呪
ゆ
る
と
諸
人
の
お
び
ゆ
る
ま
で
に
捧
げ
た
る
幡
の
座
は
冬
ご

も
り
春
さ
り
来
れ
ば
野
ご
と
に
着
き
て
あ
る
火
の
風
の
共
扉

く
が
ご
と
く
取
り
持
た
る
弓
詞
の
騒
み
雪
降
る
冬
の
林
に
瓢

、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
、

風
か
も
い
巻
き
渡
る
と
思
ふ
ま
で
聞
き
の
恐
く
引
き
放
つ
矢

の
繁
け
く
大
雪
の
乱
れ
て
来
れ
服
従
は
ず
立
ち
向
ひ
し
も
露

霜
の
消
な
ば
消
ぬ
ゞ
へ
く
行
く
鳥
の
あ
ら
そ
ふ
間
に
渡
会
の
斎

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
上
）

ｊⅢく

２
．
挽
歌
高
市
皇
子
尊
城
上
蹟
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麿
作
歌
一
首
（
丼

短
歌
）
、
｜
（
一
九
九
）

か
け
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
き
か
も
言
は
ま
く
も
あ
や
に
畏
き
明
日
香

の
真
神
の
原
に
ひ
さ
か
た
の
天
っ
御
門
を
か
し
こ
く
も
定
め

た
ま
ひ
て
神
さ
ぶ
と
磐
隠
り
ま
す
や
す
み
し
わ
ご
大
君
の
き

こ
し
め
す
背
面
の
国
の
真
木
立
つ
不
破
山
越
え
て
高
麗
劒
和

蓬
が
原
の
行
宮
に
天
降
り
座
し
て
天
の
下
治
め
給
ひ
食
す
国

を
定
め
た
ま
ふ
と
鶏
が
鳴
く
吾
妻
の
国
の
御
軍
士
を
召
し
給

ひ
て
ち
は
や
ぶ
る
人
を
和
せ
と
服
従
は
い
国
を
治
め
と
皇
子

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

な
が
ら
任
け
給
へ
ば
大
御
身
に
太
刀
取
り
帯
ば
し
大
御
手
に
弓

ｼ

4

の
宮
ゆ
神
風
に
い
吹
き
惑
は
し
天
雲
を
日
の
目
も
見
せ
ず
常

闇
に
覆
ひ
給
ひ
て
定
め
て
し
瑞
穂
の
国
を
神
な
が
ら
太
敷
き

ま
し
て
や
す
み
し
し
わ
ご
大
王
の
天
の
下
申
し
給
へ
ば
万
代

に
然
し
も
あ
ら
む
と
木
綿
花
の
栄
ゆ
る
時
に
わ
ご
大
王
皇
子
の

御
門
を
神
宮
に
装
ひ
ま
つ
り
て
使
は
し
し
御
門
の
人
も
白
梼

の
麻
衣
着
埴
安
の
御
門
の
原
に
茜
さ
す
日
の
こ
と
ご
と
鹿

じ
も
の
い
詞
ひ
伏
し
つ
つ
ぬ
ば
た
ま
の
夕
に
な
れ
ば
大
殿
を

、
、
、
、
、

ふ
り
放
け
見
つ
つ
鶉
な
す
い
詞
ひ
も
と
ほ
り
侍
へ
ど
侍
ひ
得
ね
ば

春
烏
の
さ
ま
よ
ひ
ぬ
れ
ば
嘆
き
も
い
ま
だ
過
ぎ
ぬ
に
億
ひ
も

い
ま
だ
尽
き
ね
ば
言
さ
へ
く
百
済
の
原
ゅ
神
葬
り
葬
り
い
ま
し

て
麻
裳
よ
し
城
上
の
宮
を
常
宮
と
高
く
ま
つ
り
て
神
な
が
ら

、
、
、
、

鎮
ま
り
ま
し
ぬ
然
れ
ど
も
わ
ご
大
王
の
万
代
と
思
ほ
し
め
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
‐
、

、

作
ら
し
し
香
具
山
の
宮
万
代
に
過
ぎ
む
と
思
へ
や
天
の
如
ふ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
放
け
見
つ
つ
玉
樺
か
け
て
偲
は
む
恐
か
れ
ど
も

、
、
、
、

こ
こ
に
お
い
て
、
「
取
持
」
は
「
大
御
身
に
太
刀
取
り
帯
ば
し
大
御
手

に
弓
取
り
持
た
し
御
軍
士
を
あ
ど
も
ひ
た
ま
ひ
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ

だ
け
を
見
れ
ば
「
取
り
帯
ば
し
」
た
こ
と
と
対
等
の
関
係
に
あ
り
、
身
に
着

け
る
、
軍
装
を
整
え
る
と
い
う
動
作
を
示
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
も
こ
の
部
分
が
、
「
天
の
下
治
め
給
ひ
；
・
…
皇
子
な
が
ら
任
け
給
へ
ば
」

と
い
う
条
件
を
う
け
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
よ
け
い
に
そ
う
み
え
る
の
で

、
、
、
、

あ
る
。
ま
た
、
「
捧
げ
た
る
幡
の
座
は
」
と
「
取
り
持
て
る
弓
調
の
騒
」
と
も
、

「
幡
」
は
軍
防
令
に
よ
る
軍
旗
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
「
捧
げ
」
る
の
と
並
ん

で
、
た
だ
手
に
携
え
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
よ
う
て
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の

九
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場
面
は
戦
い
の
描
写
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
壬
申
の
乱
の
叙
事
詩
で
あ
る
に
と

ど
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
皇
子
生
前
の
功
業
を
た
た
え
る
こ
と
も
間

違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
と
は
い
え
私
に
は
こ
の
裏
に
人
麻
呂
の
古
代
的

な
気
持
ち
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
取
持
」

⑭
。

た
れ
た
弓
が
戦
の
霊
器
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
弓
が
「
瓢
風
か
も
い
巻
き
渡
る
と
思
ふ
ま
で
」
に
ひ
び
く

「
弓
租
の
騒
」
‐
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
そ
れ
は
「
御
軍
土
を
あ
ど

も
ひ
た
ま
」
う
こ
と
に
と
も
な
っ
て
お
こ
る
、
鳴
弦
と
で
も
い
う
べ
き
所
作

を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
「
勝
」
も
た
だ
軍
旗
で
あ
る
と
い
う

に
と
ど
ま
ら
ず
、
伴
信
友
の
「
阿
礼
」
は
「
上
古
の
幡
の
類
」
を
思
い
あ
わ

せ
れ
ば
、
「
捧
げ
た
る
幡
の
廃
」
が
戦
の
霊
器
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
く

る
。
採
物
を
持
ち
、
幡
を
か
か
げ
、
大
き
い
響
を
た
て
、
激
し
い
動
き
に
ひ

た
る
こ
と
、
そ
れ
は
呪
的
祭
式
的
な
、
タ
マ
フ
リ
の
系
列
に
あ
る
聖
な
る
所

作
を
感
じ
さ
せ
る
。
生
前
の
功
業
を
叙
述
し
賛
美
し
つ
つ
、
そ
れ
が
蹟
宮
に

お
け
る
劇
的
所
作
と
言
語
詞
章
を
重
ね
た
か
の
ご
と
く
あ
る
故
に
こ
そ
、
こ

‐
の
長
大
な
叙
事
詩
の
前
半
が
、
挽
歌
を
支
え
る
重
要
な
部
分
と
な
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

そ
の
中
核
た
る
皇
子
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
城
上
の
宮
に
「
神
な

が
ら
鎮
ま
り
ま
し
」
た
の
で
あ
っ
た
。
「
大
殿
を
ふ
り
放
け
見
」
る
こ
と
と

と
も
に
、
「
然
れ
ど
も
…
…
香
具
山
の
宮
万
代
に
過
ぎ
む
と
思
へ
や
」
と

い
う
逆
接
語
、
反
語
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
こ
そ
再

⑮
、
、
、
、
、

び
「
ふ
り
放
け
見
つ
つ
玉
捧
か
け
て
偲
は
む
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
偲

ふ
」
が
、
か
つ
て
あ
っ
た
そ
の
人
と
、
今
な
お
そ
の
時
と
同
じ
く
結
ば
れ
て
い

が

』

る
と
信
じ
、
そ
の
人
に
対
し
て
の
永
遠
の
愛
慕
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
、

今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
玉
檸
か
け
」
る
こ
と
の
意
味
は
半
ば
忘
れ
ら

れ
、
「
日
月
も
知
ら
ず
恋
ひ
渡
る
」
（
二
○
○
）
そ
の
恋
の
、
か
な
う
こ
と
を
ね

⑯

が
う
形
式
と
し
て
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
清
水
克
彦
氏
が

「
古
代
人
の
死
生
観
に
こ
と
よ
せ
て
、
悲
し
み
の
原
因
を
除
去
し
よ
う
と
し

た
人
麻
呂
の
努
力
も
、
結
局
人
麻
呂
の
時
代
の
叡
智
に
よ
っ
て
徒
労
に
終
っ

た
。
」
と
い
わ
れ
た
、
そ
の
努
力
が
、
ど
の
挽
歌
を
支
え
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
の
で
あ
る
。

ｊⅣく

２
．
挽
歌
、
柿
本
朝
臣
人
麿
妻
死
之
後
泣
血
哀
働
作
歌
（
二
首
丼
短
歌
）

（
二
一
○
）

、
、

う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
時
に
取
り
持
ち
て
わ
が
二
人
見
し
走
出
の

堤
に
立
て
る
槻
の
木
の
こ
ち
ど
ち
の
枝
の
春
の
葉
の
茂
き
が
如

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

く
思
へ
り
し
妹
に
は
あ
れ
ど
た
の
め
り
し
児
ら
に
は
あ
れ
ど

、
、
、
や
、
、
、
、
、
、

世
の
中
を
背
き
し
得
ね
ば
か
ぎ
ろ
ひ
の
燃
ゆ
る
荒
野
に
白
梼
の

天
領
巾
隠
り
烏
じ
も
の
朝
立
ち
い
ま
し
て
入
日
な
す
隠
り
に
し

か
ぱ
吾
妹
子
が
形
見
に
置
け
る
み
ど
り
児
の
乞
ひ
泣
く
ご
と
に

取
り
与
ふ
る
物
し
無
け
れ
ば
男
じ
も
の
腋
は
さ
み
持
ち
吾
妹
子

と
二
人
わ
が
宿
し
枕
づ
く
蠕
屋
の
内
に
昼
は
も
う
ら
さ
び
暮

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
夜
は
も
息
づ
き
明
し
嘆
け
ど
も
せ
む
す
べ
知
ら
に
恋
ふ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、

ど
も
逢
ふ
因
を
無
み
大
鳥
の
羽
易
の
山
に
わ
が
恋
ふ
る
妹
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

座
す
と
人
の
言
へ
ば
石
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
吉
け
く
も
そ

な
き
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
妹
が
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
だ
に
も
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見
え
幻
思
へ
ば
そ
の
対
比
的
構
成
に
言
語
場
内
面
へ
の
志
向
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

⑮

こ
こ
に
み
え
る
「
取
持
而
」
に
つ
い
て
、
沢
潟
博
士
は
、
新
校
万
葉
集
に
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
「
見
」
は
二
回
に
お
い
て
、
タ
マ
フ
リ
の
呪
術
を
背
景

⑱

「
と
り
も
ち
て
」
と
訓
ん
で
お
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
、
注
釈
で
は
「
た
づ
さ
は
と
し
て
に
な
っ
て
い
る
言
葉
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
わ
が
こ

り
て
」
と
あ
ら
た
め
ら
れ
、
或
本
歌
と
対
照
し
て
、
「
そ
こ
に
は
『
携
手
』
人
見
し
」
「
百
枝
槻
の
木
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
タ
準
ツ
サ
ハ
リ
テ
と
訓
む
に
し

と
あ
り
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
手
を
取
り
交
は
し
て
、
の
意
を
示
す
た
め
に

て
も
、
「
手
を
取
り
交
は
し
て
の
意
を
示
す
為
」
だ
け
で
な
く
、
「
取
持
而
」

『
取
持
而
」
と
書
き
換
へ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
示
し
て
お
ら
れ
る
。

は
人
麻
呂
の
背
後
に
ひ
そ
む
古
い
民
俗
祭
式
の
痕
跡
で
あ
り
、
象
徴
的
な
も

⑰

そ
の
他
の
諸
本
は
す
べ
て
ト
リ
モ
チ
テ
と
訓
ん
で
い
る
。
本
田
義
憲
も
ト
リ
の
で
あ
る
と
い
う
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
逆
に
「
取
持
而
」
と
あ
っ
た

モ
チ
テ
と
訓
む
の
が
素
直
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
い
、
「
取
持
」
が
「
神
と
こ
ろ
を
、
現
実
的
な
描
写
性
を
重
ん
ず
る
が
故
に
「
携
手
」
と
改
め
た
の

聖
性
を
把
持
し
て
中
間
的
に
伝
達
す
る
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
を
み
で
あ
る
に
し
て
も
、
祭
式
を
印
象
す
る
「
見
」
が
あ
る
限
り
、
本
来
の
呪
術

れ
ば
、
「
槻
」
に
か
か
る
と
い
う
古
説
（
代
匠
記
）
に
も
な
お
棄
て
き
れ
な
い
的
な
意
味
は
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
限
り
素

③

も
の
が
あ
る
。
」
と
い
う
。
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
た
直
に
ト
リ
モ
チ
テ
と
訓
ん
で
、
「
「
槻
」
に
か
か
る
と
い
う
古
説
に
も
な
お
乗

と
え
タ
ヅ
サ
ハ
リ
テ
と
訓
む
に
し
て
も
、
な
ぜ
そ
こ
に
一
‐
取
持
而
」
と
い
う
て
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
」
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
逆
接

字
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
「
手
を
取
り
の
「
ど
も
」
を
含
む
「
嘆
け
ど
も
せ
む
す
べ
知
ら
に
恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
因
を

交
は
し
て
、
の
意
を
示
す
為
」
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
或
本
歌
（
二
無
み
」
に
も
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
タ
マ
フ
リ
が
「
甚
も
為
方
無
」

一
三
）
に
は
い
状
態
に
お
ち
入
っ
た
恋
の
、
か
な
う
こ
と
を
ね
が
う
呪
術
（
三
二
八
六
）

、
、

う
っ
そ
み
と
思
ひ
し
時
携
へ
て
わ
が
二
人
見
し
出
で
立
ち
の
で
あ
る
こ
と
は
、
な
お
人
麻
呂
の
中
に
流
れ
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と

、
、
、
、
、

百
枝
槻
の
木
：
…
は
い
え
「
恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
因
を
無
み
」
、
人
の
言
う
妹
の
と
こ
ろ
へ
「
石

と
あ
っ
て
、
二
一
○
と
共
に
「
見
」
の
も
つ
人
麻
呂
的
な
意
味
を
考
え
あ
わ
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
吉
け
く
も
そ
な
き
」
と
現
実
を
認
め
ざ
る
を
得
な

、

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
一
九
九
の
「
ふ
り
放
け
見
」
る
い
不
幸
な
叡
智
も
、
そ
こ
に
重
な
っ
て
い
る
。

ｊ

こ
と
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
摂
取
の
望
み
の
絶
え
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
執
勘
Ｖく

な
ま
で
の
意
欲
、
切
実
な
怖
恨
は
そ
の
「
ひ
と
」
と
ゆ
か
り
の
も
の
を
「
振
３
．
挽
歌
、
石
田
王
卒
之
時
丹
生
王
作
歌
一
首
（
丼
短
歌
）
（
四
二
○
）

放
見
」
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
ひ
と
」
の
不
在
の
悲
し
な
ゆ
竹
の
と
を
よ
る
皇
子
さ
丹
っ
ら
ふ
わ
ご
大
王
は
隠
国
の

み
を
、
現
に
不
変
に
あ
る
「
も
の
」
と
の
対
比
に
お
い
て
見
る
の
で
あ
り
、
泊
瀬
の
山
に
神
さ
び
に
斎
き
い
ま
す
と
玉
梓
の
人
そ
言
ひ
つ
る

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
上
）
二
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逆
言
か
わ
が
聞
き
つ
る
狂
言
か
わ
が
聞
き
つ
る
も
天
地
に
悔
術
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ま

し
き
事
の
世
間
の
悔
し
き
こ
と
は
天
雲
の
遠
隔
の
極
天
地
の
《
で
何
度
か
記
し
た
よ
う
に
逆
接
表
現
を
と
も
な
う
と
こ
ろ
、
そ
し
て
ま
た
一
」

至
れ
る
ま
で
に
杖
策
き
も
衝
か
ず
も
行
き
て
夕
占
間
ひ
石
占
も
の
歌
の
よ
う
な
、
「
て
ま
し
を
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
、
悲
し
み

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

ち
て
わ
が
屋
戸
に
御
諸
を
立
て
て
枕
辺
に
斎
差
を
す
ゑ
竹
玉
は
い
よ
い
よ
深
ま
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
間
な
く
貫
き
垂
り
木
綿
標
か
ひ
な
に
懸
け
て
天
に
あ
る
左
す
ぐ
後
の
四
二
三
、
同
石
田
王
卒
之
時
山
前
王
哀
傷
作
歌

、
、
、
、
、

、

佐
羅
の
小
野
の
七
ふ
菅
手
に
取
り
持
ち
て
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
っ
の
さ
は
ふ
磐
余
の
道
を
朝
さ
ら
ず
行
き
け
む
人
の
思
ひ
つ
っ

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

原
に
出
で
立
ち
て
潔
身
て
ま
し
を
高
山
の
厳
の
上
に
座
せ
つ
通
ひ
け
ま
く
は
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
五
月
に
は
菖
蒲
草
花
橘
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

る
か
も
玉
に
貫
き
か
づ
ら
に
せ
む
と
九
月
の
時
雨
の
時
は
黄
葉
を
折

ｊ

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
Ｉ
に
お
い
て
部
分
的
に
引
用
し
つ
つ
、
そ
の
祭
式
性
り
か
ざ
さ
む
と
延
ふ
葛
の
い
や
遠
永
く
万
世
に
絶
え
じ
と
思
ひ

く

に
触
れ
た
。
な
お
少
し
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
「
取
持
」
は
そ
れ
に
て
通
ひ
け
む
君
を
ば
明
日
ゆ
外
に
か
も
見
む

続
く
「
天
の
川
原
に
」
お
け
る
「
潔
身
」
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
や
は
右
一
首
或
云
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作

り
呪
的
祭
式
に
お
け
る
劇
的
所
作
を
思
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
と
あ
る
の
も
、
や
は
り
花
や
葉
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
る
マ
ナ
の
観
念
に

こ
の
歌
と
直
接
の
関
係
を
求
め
る
の
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
出
て
、
タ
マ
フ
リ
の
呪
術
の
痕
跡
を
示
し
つ
つ
、
「
万
世
に
絶
え
じ
と
思
」

こ
の
歌
の
前
（
四
一
九
）
、
河
内
王
葬
豊
前
国
鏡
山
之
時
手
持
女
王
作
歌
に
、
う
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
君
を
ぱ
朋
日
ゆ
外
に
か
も
見
む
」
と
い
わ
さ
る

石
戸
破
る
手
力
も
が
も
手
弱
き
女
に
し
あ
れ
ば
術
の
知
ら
な
く
を
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
呪
術
的
祭
式
は
も
は
や
古
い
時
代
の
も
の
と
な
り
、

と
あ
る
の
も
偶
然
で
な
い
よ
う
な
感
が
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
あ
た
り
の
挽
そ
れ
は
徒
労
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
不
幸
な
叡
智
の
時
代
と
な
り
つ
つ
あ

歌
に
は
、
天
岩
戸
以
来
の
呪
術
的
祭
式
の
痕
跡
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ｊ

れ
な
い
。
と
は
い
え
そ
う
い
う
ね
が
い
も
「
潔
身
て
ま
し
を
」
と
な
か
ば
Ⅵく

あ
き
ら
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
孜
證
、
講
義
に
示
さ
れ
た
ご
と
く
、
２
・
挽
歌
、
霊
亀
元
年
歳
次
乙
卯
秋
九
月
志
貴
親
王
莞
時
作
歌
一
首
（
丼

、

外
来
の
知
識
の
影
響
が
あ
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
や
は
り
「
取
持
而
短
歌
）
（
二
三
○
）

：
：
・
・
潔
身
て
ま
し
」
と
い
う
表
現
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
｝
」
の
よ
う
な
「
而
」
梓
弓
手
に
取
り
持
ち
て
大
夫
の
得
物
矢
手
ぱ
さ
み
立
ち
向
ふ

が
「
文
中
に
あ
っ
て
接
続
助
詞
的
用
法
を
な
す
場
合
に
は
順
説
接
続
の
機
能
高
円
山
に
春
野
焼
く
野
火
と
見
る
ま
で
も
ゆ
る
火
を
い
か
に
と

⑲

を
有
す
る
事
実
」
を
み
れ
ば
、
「
取
持
而
」
は
順
当
な
結
果
を
予
想
す
る
呪
問
へ
ば
玉
桙
の
道
来
る
人
の
泣
く
涙
謀
課
に
降
り
て
白
梼
の

■

I

R

b

ご



衣
ひ
づ
ち
て
立
ち
留
り
わ
れ
に
語
ら
く
何
し
か
も
も
と
な
嗜
ふ

聞
け
ば
喪
の
み
し
泣
か
ゆ
語
れ
ば
心
そ
痛
き
天
皇
の
神
の
御

子
の
い
で
ま
し
の
手
火
の
光
そ
こ
こ
だ
照
り
た
る

注
釈
に
は
「
立
ち
向
ふ
」
ま
で
は
「
高
円
山
の
マ
ト
（
的
）
、
と
か
け
言
葉

に
し
た
序
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
古
典
文
学
大
系
も
同
じ
く
序
と
示
し
、
「
得

物
矢
」
に
つ
い
て
、
「
未
開
社
会
に
お
い
て
は
矢
に
霊
力
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
て
、
そ
の
も
た
ら
す
も
の
を
も
意
味
し
、
さ
ら
に
そ
の
も
た
ら
す
も

の
は
幸
福
の
意
味
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
補

注
し
て
い
る
。
全
註
釈
、
折
口
全
集
ま
た
同
様
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
れ

ば
、
序
詞
と
い
わ
れ
た
部
分
の
「
梓
弓
手
に
取
り
持
」
っ
こ
と
も
、
た
だ

』

序
詞
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
え
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
Ⅲ
で
記
し
た
よ
う
に
、

ｌ

何
ら
か
の
弓
矢
に
関
し
た
所
作
、
呪
術
的
背
景
を
持
つ
も
の
が
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
「
莞
時
」
の
挽
歌
で
あ
る
点
、
墓
前
ま
た
は
蹟
宮
に
お
け
る
言

語
詞
章
と
劇
的
所
作
を
思
う
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

同
じ
巻
二
の
挽
歌
一
四
七
、
天
智
天
皇
の
「
聖
躬
不
予
之
時
太
后
奉
御

歌
」
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
大
君
の
御
寿
は
長
く
天
足
ら
し
た
り

と
あ
っ
て
、
タ
マ
フ
リ
の
痕
跡
を
あ
き
ら
か
に
み
せ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た

同
じ
く
高
市
皇
子
蹟
宮
挽
歌
の
或
耆
反
歌
二
○
二
が
、

突
沢
の
神
社
に
神
酒
す
ゑ
祷
祈
れ
ど
も
わ
ご
王
は
高
日
知
ら
し
い

と
あ
り
、
「
ど
も
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
条
件
が
や
は
り
古
い
習
俗
の
片
鱗

を
み
せ
て
い
る
の
を
思
う
と
、
こ
の
巻
二
挽
歌
の
性
格
の
一
面
も
推
測
さ
れ

る
。
と
は
い
え
こ
の
「
梓
弓
手
に
取
り
持
ち
て
大
夫
の
得
物
矢
手
ば

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
上
）

■
翅
４
』

骨

さ
み
立
ち
向
ふ
」
が
序
詞
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

⑳

序
詞
に
つ
い
て
は
土
橋
博
士
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の

序
詞
も
ま
た
本
旨
と
の
比
噛
的
象
徴
的
関
係
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑳
ゞ

な
お
こ
の
歌
を
み
れ
ば
、
こ
れ
が
民
謡
に
お
け
る
掛
合
の
形
式
に
支
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
前
句
の
末
尾
に
疑
問
辞
を
も
つ
基
本
的
な
形
式
を
踏
襲
し

て
い
る
こ
と
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

「
梓
弓
手
に
取
り
持
ち
て
：
…
・
も
ゆ
る
火
を
い
か
に
」
と
問
へ
ば

と
問
い
か
け
が
場
所
十
景
物
の
形
を
も
っ
て
歌
わ
れ
、

「
天
皇
の
神
の
御
子
の
・
・
…
・
こ
こ
だ
照
り
た
る
」

と
答
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
問
答
の
問
に
挿
入
さ
れ
た

玉
桙
の
道
来
る
人
の
・
・
…
・
語
れ
ば
心
そ
痛
き

、
、

、
、
、
、
、
、

、
、
、

の
中
に
、
「
道
来
る
人
の
…
．
：
わ
れ
に
語
ら
く
」
と
あ
る
の
が
、
「
里
人
之

、
、
、
、

、
、
、
、

吾
丹
告
楽
・
…
：
人
曾
告
鶴
」
（
田
・
三
三
○
三
）
と
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
即

ち
挽
歌
の
常
套
句
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
聖
な
る
採
物
と
し
て
の
弓

矢
を
「
取
持
」
「
手
挿
」
こ
と
が
、
単
に
眼
前
の
景
物
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
古
い
民
俗
祭
式
を
印
象
す
る
形
式
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
心
勿
論
、
現
実
に
そ
れ
が
行
な
わ
れ
ず
、
た
だ
言
葉
の
上
の

み
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
序
詞
が
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
修
辞
上
の
技

巧
と
な
る
以
前
の
、
本
来
の
姿
を
も
っ
て
象
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
挽
歌
が
挽
歌
と
し
て
あ
る
た
め
に
は
、
哀
悼
の

⑳

詞
章
を
う
た
う
だ
け
で
こ
と
足
り
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
た

1
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め
に
は
そ
の
詞
章
の
背
後
に
、
古
い
民
俗
が
秘
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

⑧
と
り
あ
げ
る
順
は
主
と
し
て
土
屋
文
明
氏
の
万
葉
集
年
表
に
よ
っ
た
。
年
代
不

詳
の
歌
は
適
宜
に
扱
っ
た
の
で
、
正
確
な
年
代
順
の
配
列
と
い
う
の
で
は
な
い
。

「
取
持
」
の
変
容
を
見
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
に
す
ぎ
な
い
。

⑨
伴
信
友
全
集
、
第
二
巻
、
瀬
見
小
河
二
之
巻
。

⑩
内
蔵
寮
式
諸
祭
幣
帛
・
下
・
賀
茂
祭
。

⑪
台
記
久
寿
二
年
四
月
、
左
大
臣
藤
原
頼
長
、
賀
茂
詣
の
条
。

⑫
高
橋
氏
考
注
。

⑬
斎
藤
茂
吉
氏
、
万
葉
秀
歌
・
上
、

「
こ
の
『
懸
く
』
と
い
ふ
如
き
云
ひ
方
は
そ
の
時
代
に
発
達
し
た
云
ひ
方
で
あ
る

の
で
、
現
在
の
私
等
が
直
ち
に
そ
れ
を
取
っ
て
歌
語
に
用
ゐ
、
心
の
直
接
性
を
得

る
と
い
ふ
訣
に
行
か
な
い
か
ら
、
私
等
は
、
語
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
語
の
出

来
た
心
理
を
学
ぶ
方
が
い
い
。
」
／

⑭
折
口
信
夫
全
集
、
第
一
三
巻
、
未
勘
国
防
人
歌
。

阜
停
ヨ

チ
ら
西

一
四

⑮
森
重
敏
氏
「
万
葉
集
の
『
見
』
」
、
万
葉
二
四
号
。

⑯
清
水
克
彦
氏
「
軽
の
妻
の
死
せ
る
時
の
歌
」
万
茎
一
二
号
。

⑰
塙
書
房
本
、
古
典
大
系
本
、
大
成
、
全
註
釈
、
全
釈
、
等
。

⑱
土
橋
寛
博
士
「
見
る
こ
と
の
タ
言
ブ
リ
的
意
義
」
万
葉
三
九
号
。

⑲
峰
岸
明
氏
「
平
安
時
代
記
録
資
料
に
お
け
る
『
而
』
字
の
用
法
に
つ
い
て
」
。

国
語
学
六
二
集
（
武
蔵
野
書
院
）

⑳
土
橋
博
士
「
枕
詞
の
源
流
」
、
立
命
館
文
学
二
三
号
、
「
そ
の
原
初
形
態
は
、

出
し
歌
で
眼
前
の
景
物
を
『
場
所
十
景
物
』
の
形
で
提
示
し
て
問
い
、
附
歌
で
は

歌
の
場
に
応
じ
て
寿
祝
の
芯
や
恋
愛
の
意
を
持
つ
詞
章
で
答
え
る
こ
と
」
で
あ
っ

た
こ
と
を
実
証
さ
れ
、
「
記
紀
歌
謡
や
万
葉
歌
で
も
、
前
句
と
後
句
が
句
切
れ
を

具
え
た
独
立
形
式
で
あ
る
も
の
が
多
く
、
且
前
句
又
は
序
が
即
境
的
景
物
を
用
い

る
の
は
、
序
詞
本
来
の
姿
を
な
お
保
存
し
て
い
る
も
の
と
云
え
る
。
」
と
記
し
て

お
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
「
即
境
的
景
物
か
ら
一
般
的
景
物
を
用
い
る
よ
う
に

〃

な
っ
て
も
、
そ
れ
は
本
旨
と
の
比
嚥
的
象
徴
的
関
係
に
於
い
て
用
い
ら
れ
る
。
」

と
も
示
し
て
お
ら
れ
る
。

⑳
土
橋
博
士
「
民
謡
の
形
態
」
、
国
語
国
文
、
昭
。
二
七
・
二
一
、
昭
・
二
八
・
二
・

⑫
国
崎
望
久
太
郎
博
士
、
日
本
文
学
の
古
典
的
構
造
。

L
房


