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は
じ
め
に

　
　
（
天
平
勝
宝
四
年
）
十
一
月
入
日
在
於
左
大
臣
橘
朝
臣
宅
蜂
宴
歌
四

　
　
首

よ
そ
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ふ
　
み
　
　
　
　
と
し
　
　
わ
す
　
　
　
　
お
も

外
の
み
に
見
れ
ば
あ
り
し
を
今
日
見
て
は
年
に
忘
れ
ず
思
ほ
え
む
か
も

（
巻
十
九
・
四
二
六
九
）

　
右
一
首
太
上
天
皇
御
歌

　
　
　
は
　
　
　
い
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
き
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
し

む
ぐ
ら
延
ふ
賎
し
き
や
ど
も
大
君
の
ま
さ
む
と
知
ら
ば
玉
敷
か
ま
し
を

（
同
・
四
二
七
〇
）

　
右
一
首
左
大
臣
橘
卿

　
　
ま
っ
か
げ
　
　
　
　
　
　
は
ま
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
松
蔭
の
清
き
浜
辺
に
玉
敷
か
ば
君
来
ま
さ
む
か
清
き
浜
辺
に
（
同
・

　
　
四
二
七
一
）

　
　
　
右
一
首
右
大
辮
藤
原
八
束
朝
臣

　
　
あ
め
つ
ち
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
お
ほ
き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
さ
と

　
　
天
地
に
足
ら
は
し
照
り
て
我
が
大
君
敷
き
ま
せ
ば
か
も
楽
し
き
小
里

　
　
（
同
・
四
二
七
二
）

　
　
右
一
首
少
納
言
大
伴
宿
祢
家
持
未
奏

　
題
詞
に
も
あ
る
よ
う
に
こ
の
歌
群
は
、
天
平
勝
宝
四
年
十
一
月
の
橘
諸
兄
宅

で
の
騨
宴
歌
で
あ
る
。
こ
の
騨
宴
歌
群
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
単
な
る
挨
拶
の

取
り
交
わ
し
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
く
、
強
い
て
問
題
を
掲
げ
れ
ば
、

橘
諸
兄
宅
が
都
の
邸
宅
で
あ
る
の
か
、
山
城
の
井
手
の
別
邸
で
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
や
、
家
持
の
「
未
奏
」
と
い
う
注
に
つ
い
て
の
実
態
や
理
由
が
議
論
さ

の鰺一
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誠村
吉

れ
て
き
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
宴
の
聖
武
太
上
天
皇
や
橘
諸
兄
は
、
天

平
時
代
の
中
心
的
な
人
物
で
あ
り
、
単
な
る
挨
拶
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
思

い
が
内
在
し
て
い
る
と
見
ら
れ
、
聖
武
歌
や
諸
兄
の
受
け
答
え
に
は
単
に
歌
表

現
が
示
す
以
外
の
思
い
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら

醸
し
出
さ
れ
る
二
人
の
思
い
を
受
け
て
、
八
束
や
家
持
の
歌
が
存
在
し
て
い
る

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
八
束
歌
で
「
清
き
浜
辺
」
を
歌
の
素
材
と
し

て
い
る
こ
と
は
、
単
に
諸
兄
邸
の
苑
池
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
十
分
な
説
明
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
特
に
聖
武
太
上
天
皇
と
諸
兄
の
問
に
交
わ
さ
れ
た
歌

を
通
じ
て
み
た
思
い
を
掘
り
下
げ
て
考
察
し
、
こ
の
騨
宴
歌
の
意
味
す
る
所
を

考
え
て
み
た
い
。

一
一

ｹ
武
太
上
天
皇
の
歌
の
意
図

　
ま
ず
、
こ
の
騨
宴
歌
の
第
一
首
目
で
あ
る
聖
武
太
上
天
皇
の
歌
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
を
考
え
て
い
く
。
従
来
、
こ
の
歌
の
第
二
句
と
三
句
に
は
原
文
が
「
見

者
」
と
あ
る
た
め
に
、
訓
と
解
釈
に
は
ゆ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
訓
に
つ
い
て
は
、

「
み
れ
ば
」
と
「
み
て
は
」
に
大
き
く
分
か
れ
、
鹿
持
雅
澄
『
万
葉
集
古
義
』

の
よ
う
に
三
句
目
の
「
者
」
は
「
乍
」
の
誤
り
と
し
て
「
み
っ
つ
」
と
訓
む
注

釈
書
も
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
初
句
の
「
外
の
み
に
」
の
解
釈
で
あ
る
。

　
「
外
」
に
見
る
対
象
は
ほ
と
ん
ど
が
「
諸
兄
の
邸
宅
」
と
し
て
い
る
。
明
確

に
し
て
い
な
い
注
釈
書
も
あ
る
が
、
古
く
契
沖
の
『
代
匠
記
』
の
「
左
大
臣
の

家
（
亭
）
を
よ
そ
な
が
ら
御
覧
じ
て
は
（
初
稿
本
・
精
甘
酒
）
」
と
い
う
解
釈

を
始
め
と
し
て
、
『
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
』
に
は
「
諸
兄
邸
を
讃
美
し
た

挨
拶
歌
」
な
ど
と
あ
る
の
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
小
学
館
新
日
本

古
典
文
学
全
集
』
は
「
よ
そ
は
遠
く
離
れ
た
所
。
格
別
に
深
い
関
心
を
持
っ
て

い
な
い
所
。
井
手
の
玉
川
の
諸
兄
の
別
業
か
」
と
述
べ
て
お
り
、
『
小
学
館
日

本
古
典
文
学
全
集
』
と
同
意
見
に
な
っ
て
い
る
。
加
藤
千
蔭
『
万
葉
集
略
解
』

も
「
此
面
を
よ
そ
に
見
給
ひ
て
は
」
と
あ
り
、
ま
た
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』

も
「
こ
の
や
う
に
こ
の
邸
を
見
れ
ば
」
と
解
釈
す
る
。
ま
た
同
様
の
こ
と
は
、

鹿
角
雅
澄
『
万
葉
集
古
義
』
も
「
今
ま
で
は
此
宅
を
、
た
だ
外
目
に
の
み
」
と

述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
、
場
所
と
な
っ
た
諸
兄
の
邸
宅
を
讃
め
た
主
人
へ

の
挨
拶
歌
で
あ
り
、
「
外
の
み
に
」
は
外
部
か
ら
ば
か
り
の
意
味
に
解
し
、
諸

兄
の
邸
宅
を
「
今
日
初
め
て
見
た
」
と
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
で
は
解
説
し
て
い

る
。
従
っ
て
こ
の
諸
兄
宅
は
都
で
は
な
く
井
手
の
別
邸
で
あ
る
と
考
え
る
根
拠

と
も
な
っ
て
い
る
が
、
伊
藤
博
『
万
葉
集
里
並
』
が
「
天
平
十
二
年
五
月
十
日

目
十
二
日
、
諸
兄
の
井
手
別
邸
に
行
幸
し
て
い
る
（
『
続
日
本
紀
』
）
。
従
っ
て

こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
不
審
。
」
と
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
め
て
見
た
と
解

釈
す
る
と
実
情
に
合
わ
な
い
。

　
そ
う
し
た
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
、
大
濱
真
幸
氏
は
、
初
句
の
「
外
の
み
に
」

に
つ
い
て
、
万
葉
集
中
の
他
の
用
例
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
以
前
も
今
も
心
を

寄
せ
て
い
る
対
象
に
「
よ
そ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
上
で
、

聖
武
天
皇
と
諸
兄
の
長
年
の
親
密
良
好
な
関
係
を
考
え
る
と
、
従
来
述
べ
ら
れ

て
き
た
よ
う
な
、
初
め
て
諸
兄
邸
を
訪
れ
た
と
解
釈
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
「
従

来
（
諸
兄
邸
に
）
心
を
寄
せ
な
が
ら
も
こ
れ
ま
で
訪
れ
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ

た
」
聖
武
の
心
情
で
あ
る
と
す
る
（
注
1
）
。
そ
し
て
下
の
句
の
「
年
に
忘
れ
ず
」

と
あ
る
の
は
こ
の
騨
宴
の
日
が
冬
至
で
あ
り
、
聖
武
が
冬
至
の
賀
宴
と
い
う
趣

向
を
理
解
し
た
上
で
の
表
現
意
識
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。

　
大
浜
氏
の
論
は
極
め
て
妥
当
で
は
あ
る
が
、
従
来
の
注
釈
書
と
同
様
、
「
外
」

の
対
象
を
諸
兄
邸
と
し
て
い
る
点
は
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
「
外
」
と
は
外
部
か
ら
邸
宅
を
見
て
い
た
と
い
う
意
味
に
と
ら
え
る

よ
り
も
、
諸
兄
自
身
を
対
象
と
し
て
「
長
い
間
会
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
情
感

で
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
中
の
用
例
は
、
大
浜
氏
が
分
析
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
半
は

具
体
的
な
事
物
や
場
所
を
対
象
と
し
て
、
外
部
や
無
縁
と
い
う
意
味
で
受
け
取

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
妹
や
死
者
と
い
っ
た
人
物
と
の
隔
絶
を
示

す
の
に
事
物
を
象
徴
と
し
て
「
よ
そ
」
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
情
は
心

㊧ω一
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顧
回京

波
難

引
か
れ
る
人
物
に
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
は
「
外
」
の
用
例
は
三
十
五
例
を
数
え
る
。

大
浜
氏
も
掲
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
外
」
と
い
う
語
の
働
き
だ
け
で
考
え
る
と
「
無

縁
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
内
面

に
は
死
者
や
恋
人
へ
の
思
慕
の
情
が
存
在
し
、
「
外
」
と
い
う
状
況
は
逆
説
と

し
て
存
在
す
る
。

　
よ
そ
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ
み
　
　
を
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
み

①
外
に
乱
し
真
弓
の
岡
も
君
ま
せ
ば
常
つ
御
門
と
侍
宿
す
る
か
も

（
巻

二
・
一
七
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

②
心
に
は
思
ひ
わ
た
れ
ど
よ
し
を
な
み
外
の
み
に
し
て
嘆
き
ぞ
我
が
す
る

（
巻
四
・
七
一
四
）

　
よ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
み
　
　
　
ゆ
ふ
た
た
み
た
む
け
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
す
　
　
　
　
　
　
　
い

③
外
の
み
に
君
を
相
見
て
木
綿
畳
手
向
け
の
山
を
明
日
か
越
え
去
な
む

（
巻
一
二
二
二
一
五
こ

　
よ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
は
が
た
く
も
る

④
外
に
の
み
見
て
や
渡
ら
も
難
波
潟
雲
居
に
見
ゆ
る
島
な
ら
な
く
に

二
〇
・
四
三
五
五
）

（
巻

　
①
は
、
草
壁
皇
子
挽
歌
に
お
け
る
舎
人
歌
で
あ
る
が
、
外
部
と
し
て
描
か
れ

る
真
弓
の
岡
は
死
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
愚
者
と
対
立
構
造
を
な
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
し
、
②
③
の
相
聞
歌
は
恋
人
と
の
関
係
で
「
外
」
が
存
在
す
る
。
ま

た
④
の
防
人
歌
は
、
難
波
潟
が
故
郷
の
象
徴
と
し
て
あ
り
、
家
人
と
の
対
立
の

中
に
「
外
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
外
」
の
表
現
は
、

必
ず
そ
の
内
部
に
固
執
す
る
人
物
が
存
在
し
、
そ
の
人
物
に
ま
つ
わ
る
事
物
と

「
自
分
」
と
の
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
と
す
る
と
聖
武
太
上
天
皇
歌
は
、
「
外
」
の
具
体
的
事
物
は
諸

兄
邸
と
し
て
も
あ
な
が
ち
誤
り
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
言
葉
の
内
包
す
る
対

象
は
橘
諸
兄
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
諸
兄
と
の
日
常
的
逢
会
の
な

か
っ
た
事
実
が
「
外
」
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
お
り
、
「
気
に
は
な
っ
て
い
た
が
」

と
い
う
心
情
が
内
部
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
諸
兄
と
の
無
沙
汰
を

指
し
て
い
る
と
見
た
方
が
よ
り
正
確
な
見
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
次
に
注
意
す
る
べ
き
は
、
「
あ
り
し
を
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ

の
語
は
存
続
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
従
来
の
諸
注
で
は
「
さ
て

有
り
し
を
」
（
『
代
匠
記
精
撰
本
』
）
や
、
「
あ
り
来
た
り
し
を
」
（
『
万
葉
集
古
義
』
）

な
ど
、
古
註
に
は
対
応
す
る
形
で
大
意
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
近
代
以
降

の
注
釈
書
で
は
「
何
と
言
ふ
こ
と
も
な
か
っ
た
が
」
（
主
導
久
孝
『
万
葉
集
注

釈
』
）
や
「
そ
れ
で
も
済
ん
だ
の
だ
が
」
（
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈
』
）
、
「
以

前
な
ら
ば
と
も
か
く
」
（
青
木
生
子
『
万
葉
集
全
注
』
）
、
「
何
と
も
思
わ
ず
に
い

た
が
」
（
鴻
巣
盛
広
『
万
葉
集
全
釈
』
）
な
ど
、
「
あ
り
」
を
「
見
れ
ば
（
見
て
は
）
」

か
ら
続
く
心
情
と
し
て
意
訳
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
は
素
直
に

存
続
の
意
味
に
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
存
続
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
他
の
用
例
は
『
万
葉
集
』
に
は
多
数
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
状
態
を
継
続

す
る
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
概
念
を
入
れ
る
こ
と
は
出

来
な
い
。遠

く
あ
ら
ば
わ
び
て
も
あ
ら
む
を
里
近
く
あ
り
と
聞
き
つ
つ
見
ぬ
が
す
べ

な
さ
（
巻
四
・
七
五
七
）

か
し
こ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
し
ぢ
　
　
　
た
む
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

恐
み
と
告
ら
ず
あ
り
し
を
み
越
道
の
手
向
け
に
立
ち
て
妹
が
名
告
り
つ

（
巻
一
五
・
三
七
三
〇
）

　
前
者
は
、
「
わ
び
し
く
過
ご
す
」
と
い
う
意
味
で
解
す
る
こ
と
も
出
来
、
後

者
も
恋
人
の
名
前
を
言
わ
な
い
で
が
ま
ん
し
て
い
た
と
い
う
意
味
を
示
し
て
い

る
が
、
基
本
と
な
る
の
は
そ
の
行
為
の
継
続
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
あ
り
」
の

使
用
例
か
ら
み
る
と
、
太
上
天
皇
の
例
も
「
見
る
」
行
為
の
継
続
と
と
ら
え
る

こ
と
が
自
然
で
あ
り
、
「
見
て
い
て
そ
の
ま
ま
で
あ
る
」
と
い
う
そ
の
ま
ま
の

意
味
に
解
し
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
「
見
て
は
」
や
「
見
れ

ば
」
の
ど
ち
ら
の
訓
で
あ
っ
て
も
、
意
味
的
に
は
大
き
な
変
化
は
な
い
。
以
上

ω
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の
よ
う
に
考
え
て
心
情
的
な
意
味
を
強
め
て
そ
の
意
味
を
解
釈
す
る
と
「
あ
な

た
の
こ
と
を
以
前
と
異
な
り
会
わ
な
い
ま
ま
で
い
る
な
ら
ば
そ
の
ま
ま
で
あ
っ

た
が
、
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
「
会
わ
な
い
こ
と
が
続
い
て
も
特
に
問
題
は
な

い
が
」
と
一
見
冷
た
く
感
じ
ら
れ
る
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
今
日
見

て
は
（
れ
ば
）
」
が
引
き
立
っ
て
く
る
。
久
し
ぶ
り
に
会
う
今
日
の
喜
び
を
表

明
し
、
「
忘
れ
な
い
」
こ
と
の
継
続
が
強
調
さ
れ
る
効
果
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、

歌
全
体
の
意
味
が
今
日
の
宴
の
讃
美
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
宴
よ
り
五
ヶ
月
図
る
天
平
勝
宝
四
年
四
月
八
日
の
大
仏
開
眼
会

に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
両
人
と
も
参
列
し
て
お
り
、
当
然
顔
を
合
わ
せ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
と
ら
え
る
と
天
平
勝
宝
元
年
の
聖
武
譲
位
以
来
、
政

務
上
あ
ま
り
会
わ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
が
、
全
く
の

無
沙
汰
の
状
態
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
長
期
間
の
無
沙
汰
は

更
に
湖
る
時
期
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
過
去
を
湖
っ
て
み
る

と
天
平
後
半
の
恭
仁
京
か
ら
難
波
京
の
一
連
の
遷
都
時
代
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
以
下
に
こ
の
期
間
の
二
人
の
行
動
を
『
凶
日
本
紀
』
か
ら
詳
し
く
確
認
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

三
　
聖
武
天
皇
と
諸
兄

　
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
九
州
太
宰
府
で
藤
原
広
嗣
の
反
乱
の
さ
な
か
で

あ
る
天
平
十
二
年
十
月
二
十
九
日
に
聖
武
天
皇
は
伊
勢
国
に
行
幸
す
る
。
そ
し

て
美
濃
を
経
由
し
て
、
十
二
月
六
日
近
江
國
坂
田
郡
横
川
に
到
着
し
た
日
に
、

橘
諸
兄
が
先
立
っ
て
恭
仁
に
出
発
す
る
記
事
が
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
に
は
、

　
　
ふ
は
た
さ
か
た
よ
か
は
い
た
と
ど
や
ど

　
　
不
破
よ
り
登
ち
て
坂
田
郡
横
川
に
至
り
て
頓
ま
り
宿
る
。
是
の
日
、
右
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
が
ら
か

　
　
臣
事
宿
泊
諸
兄
、
在
前
に
獲
ち
、
山
背
諸
相
樂
郡
恭
仁
郷
を
経
略
す
。
遷

　
　
　
　
は
か

　
　
都
を
配
る
こ
と
を
以
て
の
故
也

と
あ
り
、
恭
仁
京
遷
都
計
画
が
こ
の
過
程
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
十
二
月
十
四
日
に
は
「
山
背
国
相
楽
郡
玉
井
に
到
り
て
頓
ま
り
宿
る
」

と
あ
る
。
一
般
的
に
は
諸
兄
の
井
手
の
別
業
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
場
所
で

あ
る
。
そ
し
て
十
五
日
に
、

　
　
さ
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ゆ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
こ

皇
帝
在
前
に
恭
仁
宮
に
幸
し
た
ま
ふ
。
始
め
て
京
都
を
作
る
。
太
上
天
皇
、

　
　
あ
　
と

皇
后
在
後
に
至
り
た
ま
ふ
。

と
あ
る
。
天
皇
一
行
が
入
っ
た
場
所
は
以
前
か
ら
こ
の
地
に
存
在
し
た
甕
原
離

宮
の
こ
と
で
あ
り
、
『
続
日
本
紀
』
の
「
始
め
て
京
都
を
作
る
」
と
あ
る
の
は
、

こ
れ
か
ら
都
城
の
造
営
を
行
う
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
翌
天
平
十
三

年
正
月
は
こ
の
恭
仁
京
で
「
拝
朝
」
、
閏
三
月
九
日
「
平
城
の
兵
器
を
甕
原
離

宮
に
移
す
」
、
ま
た
五
月
に
は
「
元
正
太
上
天
皇
が
恭
仁
京
に
移
住
」
。
八
月

二
十
八
日
に
は
「
平
城
京
の
東
西
の
市
を
移
す
」
と
あ
っ
て
、
事
実
上
恭
仁
京

が
都
城
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
天
平
十
二
年
十
二
月
十
四
日
置
井
手
別
業
行
幸
以
降
の
聖
武
天
皇
と

橘
諸
兄
の
接
点
を
中
心
に
と
ら
え
て
み
る
と
、
聖
武
天
皇
は
翌
年
か
ら
た
び
た

び
紫
香
楽
行
幸
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

　
当
初
の
紫
香
楽
宮
行
幸
に
お
い
て
恭
仁
留
守
官
に
は
橘
諸
兄
の
名
前
は
見
え

て
い
な
い
の
で
供
奉
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
天
平
十
五
年
正
月
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
き

右
大
臣
橘
宿
祢
諸
兄
を
遣
し
て
、
在
園
に
恭
仁
宮
に
還
ら
し
む

と
あ
る
の
で
、
明
ら
か
に
諸
兄
も
聖
武
天
皇
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
天
平
十
五
年
四
月
三
日
の
紫
香
楽
行
幸
時
の
留
守
官
に
は
橘

諸
兄
の
名
前
が
見
え
る
。
十
六
日
に
は
還
御
し
て
い
る
の
で
わ
ず
か
の
問
の
別

離
で
あ
る
が
、
同
じ
く
恭
仁
京
留
守
官
と
し
て
諸
兄
の
名
前
の
見
え
る
天
平

十
五
年
七
月
二
十
六
日
の
紫
香
楽
行
幸
は
、
還
御
が
十
一
月
二
日
と
な
っ
て
い

て
、
『
続
日
本
紀
』
も
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
四
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
時
の
紫
香
楽
行
幸
の
十
月
十
五
日
に
は
、
盧
舎
那
図
像
建
立
発
願
の

勅
が
出
て
い
る
。
ま
た
こ
の
間
の
八
月
十
六
日
に
大
伴
家
持
の
「
讃
久
遍
京
作
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顧
回京

波
難

歌
（
巻
六
・
一
〇
三
七
）
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
天
平
十
五
年

十
二
月
に
は
恭
仁
宮
太
極
殿
が
完
成
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
恭
仁
京
は
紫
香
楽

堂
の
さ
ら
な
る
造
営
に
よ
る
費
用
超
過
を
理
由
に
造
営
停
止
に
な
る
。

　
そ
し
て
翌
天
平
一
六
年
閏
一
月
十
一
日
、
民
意
に
反
し
て
難
波
行
幸
が
行
わ

れ
る
。
し
か
し
難
波
行
幸
か
ら
二
ヶ
月
を
経
な
い
二
月
二
十
四
日
に
は
聖
武
天

皇
は
紫
香
楽
宮
に
行
幸
す
る
。
橘
諸
兄
と
元
正
太
上
天
皇
は
「
留
難
波
」
と
あ

る
の
で
、
こ
こ
で
聖
武
と
諸
兄
は
別
れ
て
い
る
。
『
続
日
本
紀
』
に
は
こ
の
後

の
諸
兄
の
「
難
波
皇
都
」
の
奉
勅
以
降
、
平
城
還
都
後
の
天
平
一
八
年
四
月
の

太
宰
帥
兼
任
記
事
ま
で
諸
兄
に
関
す
る
記
述
な
な
い
が
、
特
に
諸
兄
が
恭
仁
京

や
紫
香
楽
宮
に
行
っ
た
こ
と
も
窺
う
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
逆
に
聖
武
天
皇
が

難
波
に
還
御
し
た
記
述
も
な
い
。
従
っ
て
天
平
十
七
年
九
月
の
奈
良
還
都
ま
で

の
期
間
、
最
大
限
見
積
も
っ
て
一
年
三
ヶ
月
の
間
、
聖
武
天
皇
と
諸
兄
と
は
別

離
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
天
平
の
後
半
部
分
を
詳
し
く
見
て
き
た
が
、
ま
と
め
る
と
恭

仁
京
遷
都
の
頃
ま
で
は
聖
武
天
皇
と
諸
兄
は
同
一
行
動
を
と
っ
て
い
る
が
、
聖

武
天
皇
が
盧
舎
那
佛
像
建
立
の
発
願
を
出
す
あ
た
り
か
ら
別
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
諸
兄
は
聖
武
不
在
の
難
波
に
あ
っ
て
周
囲
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
難

波
を
皇
都
と
す
る
勅
を
公
表
し
て
お
り
、
難
波
へ
の
執
着
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
聖
武
は
紫
香
楽
の
盧
舎
那
佛
像
建
立
に
興
味
の
中
心
が
あ
る
。
ま
た

そ
の
後
聖
武
は
仏
教
に
帰
依
す
る
方
向
が
さ
ら
に
強
く
な
り
、
遂
に
譲
位
出
家

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
推
移
を
確
認
す
る
と
、
聖
武
と
諸
兄
が
別
行
動
を
と

る
よ
う
に
な
る
分
岐
点
が
難
波
京
時
代
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
別
行
動
と
い
う
の
は
対
立
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

従
来
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
（
注
2
）
紫
香
楽
宮
に
聖
武
を
引
き
つ
け
よ
う
と

し
て
い
た
の
は
、
藤
原
仲
麻
呂
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
援
護
者
で
も
あ
る
光
明
皇

后
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
橘
諸
兄
は
皇
尊
派
と
し
て
存
在
し
、
か
つ
て
同
様

の
立
場
で
あ
っ
た
長
屋
王
を
信
頼
し
て
い
た
元
正
太
上
天
皇
と
親
密
な
関
係
を

保
っ
て
い
る
。
そ
の
関
係
が
、
難
波
に
お
け
る
彼
ら
の
行
動
と
な
っ
て
き
て
い

る
と
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
本
人
同
士
の
意
志
疎
通
が
あ
っ
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
、
こ
の
聖
武
太
上
天
皇
の
歌
の
「
外
」
の
始
ま
り
は
、
難
波
京
を
意

識
し
て
い
た
と
見
ら
れ
、
聖
武
に
と
っ
て
諸
兄
と
の
最
も
印
象
の
深
い
難
波
京

を
思
い
出
し
て
、
「
外
の
み
に
」
と
い
う
句
を
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。

四
　
犀
宴
歌
に
お
け
る
難
波
寺
懐
古

　
聖
武
太
上
天
皇
の
歌
を
受
け
た
諸
兄
歌
の

多
く
指
摘
が
あ
る
と
お
り
、
類
歌
が
あ
る
。

「
玉
敷
か
ま
し
を
」
と
い
う
句
は

九
年
丁
丑
春
正
月
回
少
卿
井
諸
大
夫
等
集
弾
正
サ
門
部
王
家
宴
歌
二

首

　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ど

あ
ら
か
じ
め
君
来
ま
さ
む
と
知
ら
ま
せ
ば
門
に
や
ど
に
も
玉
敷
か
ま
し
を

（
巻
⊥
ハ
・
一
〇
＝
二
）

右
一
首
主
人
門
部
王
後
賜
姓
大
原
真
人
氏
也

お
も
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
へ
　
　
　
　
　
　
お
ほ
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
し

思
ふ
早
来
む
と
知
り
せ
ば
八
重
む
ぐ
ら
覆
へ
る
庭
に
玉
敷
か
ま
し
を

（
巻

一
一
・
二
八
二
四
）

　
　
　
　
い
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
や
　
　
　
い
も
　
　
　
を

玉
敷
け
る
家
も
何
せ
む
八
重
む
ぐ
ら
覆
へ
る
小
屋
も
妹
と
居
り
て
ば

（
同
・
二
八
二
五
）

右
二
首太

上
皇
御
在
於
難
波
宮
之
時
歌
七
首
　
清
足
姫
天
皇
也

　
　
左
大
臣
車
宿
祢
歌
一
首

ほ
り
え
　
　
　
た
ま
し
　
　
　
　
　
　
お
ほ
き
み
　

み
ふ
ね
こ

堀
江
に
は
玉
敷
か
ま
し
を
大
君
を
御
船
漕
が
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
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（
巻
一
八
・
四
〇
五
六
）

　
　
御
製
歌
一
首
　
和

た
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
り
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
か
よ

玉
敷
か
ず
君
が
悔
い
て
言
ふ
堀
江
に
は
玉
敷
き
満
て
て
継
ぎ
て
通
は
む

或
云

　
こ玉

扱
き
敷
き
て
　
（
同
・
四
〇
五
七
）

右
二
首
件
歌
者
御
船
源
江
遊
宴
寧
日
左
大
臣
奏
井
御
製

　
『
万
葉
集
』
中
の
「
玉
敷
か
ま
し
を
」
の
他
例
で
あ
る
。
客
人
の
訪
問
を
突

然
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え
、
自
身
の
場
所
を
謙
遜
し
た
言
い
方
と
し
て
示
し
た

表
現
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
で
あ
る
の
は
『
万
葉
集
』
全
体
と
し
て
も
数

少
な
い
こ
の
歌
い
方
で
諸
兄
が
二
例
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
こ
の
騨
宴
に
お
い
て
諸
兄
は
意
識
的
に
難
波
で
の
過
去
の
歌
を
持
ち
出
し
た

と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
の
堀
江
遊
宴
は
、
『
続
日
本
紀
』
に
は
見
え
な
い
が
、
元
正
天
皇
を
主
賓

と
し
て
い
る
所
か
ら
見
る
と
聖
武
不
在
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ

く
、
聖
武
天
皇
が
紫
香
楽
に
出
発
し
た
天
平
十
六
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
元
正

太
上
天
皇
が
甲
賀
寺
に
出
発
す
る
十
一
月
十
七
日
の
間
で
あ
る
と
推
定
出
来

る
。
そ
し
て
遊
宴
に
適
し
た
季
節
を
考
え
る
と
夏
の
頃
で
あ
ろ
う
。
こ
の
掲
載

歌
群
は
後
日
田
辺
福
麻
呂
の
来
訪
を
受
け
た
越
中
守
家
持
が
記
録
し
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
後
に
二
つ
の
宴
席
か
ら
な
る
五
首
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
歌

は
省
略
す
る
が
最
後
の
華
墨
二
首
は
や
は
り
「
源
江
遊
宴
之
日
」
と
あ
り
重
句

に
も
「
夏
」
と
あ
る
（
巻
一
八
・
四
〇
六
二
）
。

　
ま
た
難
波
京
遷
都
時
の
天
平
十
六
年
閏
正
月
に
は
安
積
皇
子
が
亮
去
し
て
い

る
。
聖
武
天
皇
が
難
波
京
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
は
二
月
十
日
か
ら
十
三
日
ま

で
和
泉
宮
行
幸
や
、
後
述
す
る
が
紫
香
楽
宮
へ
行
幸
す
る
直
前
の
二
月
二
十
二

日
に
は
近
隣
の
安
曇
江
行
幸
が
あ
り
、
騨
宴
の
あ
っ
た
こ
と
は
伺
わ
れ
る
が
、

安
積
皇
子
の
服
喪
期
間
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
難
波
で
の
諸
兄
邸
来
訪

に
お
け
る
粗
宴
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
、
難
波
京
で
は
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
諸
兄
邸
で
の
聖
武
騨
宴

が
そ
れ
か
ら
八
年
後
に
実
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
諸
兄
は
聖
武
臣
の
「
外
の
み

に
」
と
い
う
の
を
「
難
波
京
で
別
れ
て
以
来
」
と
受
け
取
っ
た
上
で
、
諸
兄
が

難
波
京
走
塁
の
再
現
を
意
図
し
よ
う
と
し
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
言

い
換
え
れ
ば
聖
武
の
歌
に
難
波
へ
の
思
い
の
あ
る
こ
と
を
受
け
た
諸
兄
は
、
か

つ
て
難
波
京
で
歌
っ
た
自
歌
を
再
詠
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
藤
原
入
潮
の
歌
を
考
え
て
み
る
。

ま
っ
か
げ
　
　
　
　
　
　
は
ま
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

松
蔭
の
清
き
浜
辺
に
玉
敷
か
ば
君
来
ま
さ
む
か
清
き
浜
辺
に

四
二
七
こ

（
同
・

　
八
束
の
歌
の
特
徴
は
「
玉
敷
か
ば
」
と
い
う
諸
兄
の
歌
を
受
け
て
、
「
君
」

が
来
る
「
清
き
浜
辺
」
を
二
回
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

「
浜
辺
」
を
苑
池
と
と
ら
え
る
こ
と
は
他
例
も
あ
り
、
諸
兄
の
庭
園
の
池
を
指

し
て
い
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
が
、
「
玉
敷
く
」
と
い
う
諸
兄
の
歌
を
受
け

た
形
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
さ
ら
に
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
難
波
」
の
「
浜
辺
」
で
あ
ろ
う
。
特
に
「
君
」

が
「
浜
辺
」
に
来
る
と
い
う
構
図
は
「
遊
覧
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
難

波
遊
覧
と
諸
兄
宅
へ
の
来
訪
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
出
来

る
。　

そ
う
し
た
中
で
、
『
翌
日
本
紀
』
天
平
十
六
年
二
月
二
十
二
日
に
「
安
曇
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
ら
の
こ
に
き
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
へ
ま
つ

に
幸
し
て
松
林
を
遊
覧
す
。
百
濟
王
等
位
濟
樂
を
奏
る
。
」
と
あ
る
こ
と
に

注
目
さ
れ
る
。
安
曇
江
は
、
現
在
の
大
阪
市
北
区
野
崎
町
付
近
を
指
す
と
さ
れ

て
お
り
、
現
在
の
大
阪
駅
の
南
東
、
難
波
宮
か
ら
淀
川
を
渡
っ
て
ま
も
な
く
の

場
所
で
あ
る
。
従
っ
て
「
松
陰
の
浜
辺
」
と
い
う
表
現
は
、
松
原
の
淀
川
沿
い

の
浜
辺
で
あ
る
と
し
て
も
違
和
感
は
な
い
。

　
そ
し
て
聖
武
天
皇
に
と
っ
て
は
約
一
ヶ
月
余
り
の
難
波
宮
滞
在
の
中
で
、
二

月
十
日
の
和
泉
宮
行
幸
に
続
く
二
度
目
の
行
幸
で
あ
る
が
、
こ
の
二
日
後
に
は

「
取
三
嶋
路
行
幸
紫
香
樂
宮
」
し
、
難
波
京
滞
在
の
最
後
の
行
幸
地
で
あ
り
、

勿ω一
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顧
回京

波
難

こ
れ
よ
り
し
ば
ら
く
の
間
は
橘
諸
兄
と
別
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
左
注
に
八
束
は
、
「
右
大
弁
」
と
あ
る
が
、
『
曇
日
本
紀
』
に
は
天
平

勝
宝
四
年
四
月
十
五
日
に
「
為
摂
津
大
夫
」
と
あ
り
、
こ
の
騨
宴
の
頃
は
難
波

京
の
役
職
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
続
生
本
紀
』
に
お
い
て
「
右
大
弁
」

と
あ
る
記
述
は
、
天
平
十
四
年
十
二
月
二
十
九
日
の
恭
仁
行
幸
記
事
中
の
從
四

位
下
垂
朝
臣
飯
麻
呂
の
官
職
を
最
後
と
し
て
、
次
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、

神
護
景
雲
二
年
十
一
月
十
三
日
の
從
四
位
下
藤
原
朝
臣
楓
麻
呂
爲
右
大
辮
と
い

う
任
官
記
事
ま
で
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
摂
津
大
夫
の
記
録
は
大
宝
以
来
か
な

り
細
か
く
出
て
お
り
、
こ
の
前
後
で
み
る
と
ほ
ぼ
二
年
冬
ら
四
年
間
隔
で
任
官

記
録
が
あ
り
、
「
天
平
勝
宝
八
年
六
月
四
日
　
從
三
位
文
室
眞
人
珍
童
舞
藤
津

大
夫
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
交
代
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
る
と
、

諸
兄
の
歌
に
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
役
職
柄
難
波
の
松
林
も
強
調
す
る
意

図
が
あ
る
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
八
束
歌
は
、
難
波
の
松
原
を
想
起
さ
せ
る
表

現
で
諸
兄
の
歌
に
対
応
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
自
身
が
摂
津
大
夫
で
あ
る
こ

と
も
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
聖
武
太
上

天
皇
や
諸
兄
の
歌
の
意
図
を
解
し
た
上
で
の
歌
詠
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が

出
来
よ
う
。
そ
し
て
八
束
歌
を
聞
い
た
聖
武
や
諸
兄
は
、
難
波
京
時
代
へ
の
思

い
を
さ
ら
に
強
く
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

五
　
家
持
の
「
未
奏
」
歌

　
家
持
歌
の
「
未
奏
」
に
つ
い
て
の
事
情
は
、
多
く
は
そ
の
場
で
は
歌
う
機
会

が
与
え
ら
れ
ず
、
あ
ら
か
じ
め
作
っ
て
お
い
た
か
、
後
で
詠
ん
だ
も
の
を
付
け

加
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
あ
ら
か
じ
め
作
っ
た
歌
に
は
「
予
作
」
や
「
儲

作
」
と
題
詞
や
左
注
に
明
記
さ
れ
て
い
た
り
、
後
で
付
け
加
え
た
も
の
は
「
追

和
」
と
さ
れ
る
注
記
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
の
関
係
は
よ
く
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
「
上
奏
」
や
「
不
正
」
歌
は
騨
宴
で
の
大
君
讃
美
歌
作
成
へ
の

意
欲
が
あ
り
な
が
ら
、
歌
う
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
示
そ

う
と
し
た
場
合
に
付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
歌
の
場
合
、
粋
作
で
あ
る
の
か
後
の
付
け
加
え
で
あ
る
の
か
は
明
確
に

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
家
持
の
積
極
的
な
歌
作
の
意
欲
を
見
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
こ
の
場
に
お
い
て
大
君
讃
美
へ
の
積
極
性
を
持
っ
た

か
と
い
う
家
持
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
歌
そ

の
も
の
は
大
君
讃
美
を
中
心
と
し
て
諸
兄
の
宴
の
場
を
讃
美
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
上
三
首
が
難
波
京
へ
の
回
想
と
い
う
主
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と

が
家
持
に
積
極
的
に
歌
を
詠
ま
せ
た
理
由
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
。

　
難
波
京
時
代
は
、
ま
だ
内
舎
人
と
い
う
職
掌
で
あ
っ
た
関
係
も
あ
る
が
、
家

持
は
こ
の
間
の
難
波
に
お
け
る
歌
は
見
ら
れ
な
い
。
天
平
十
六
年
閏
一
月
の

難
波
行
幸
か
ら
十
七
年
十
二
月
の
平
城
還
都
ま
で
の
年
代
の
わ
か
る
全
て
の

歌
は
八
例
三
十
首
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
内
家
持
作
歌
は
、
「
安

積
皇
子
挽
歌
（
巻
三
・
四
七
五
～
四
八
九
）
」
と
「
芝
居
平
城
故
宅
作
歌
（
巻

一
七
・
三
九
一
六
～
三
九
二
一
）
」
の
二
例
六
首
に
過
ぎ
な
い
。

　
安
積
皇
子
挽
歌
は
、
難
波
京
で
の
私
的
な
作
成
に
よ
る
も
の
と
い
う
考
え
と

恭
下
京
で
の
法
会
の
折
の
も
の
と
い
う
下
説
あ
り
、
ど
ち
ら
と
も
確
定
出
来
な

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
家
持
が
難
波
に
滞
在
し
て
い
た
の
か
、
恭
仁
京
に
い
た

の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
る
が
、
先
聖
の
「
堀
江
行
幸
歌
」
が
後
年
の
田
辺

福
麻
呂
の
聞
き
書
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
元
正
太
上
天

皇
の
紫
香
楽
行
幸
の
十
一
月
ま
で
は
難
波
不
在
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
ま

た
「
猫
居
平
城
故
宅
」
作
歌
に
よ
り
四
月
前
後
は
奈
良
故
京
に
滞
在
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
安
積
皇
子
挽
歌
は
、
宮
廷
挽
歌
へ
の
憧
憬
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
、
ま
た
「
宵
居
平
城
故
宅
」
作
歌
に
お
い
て
も
、
以
前
に
も
そ
の
状
況

を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
が
（
注
3
）
、
離
群
に
お
け
る
「
孤
独
」
を
示
し
て
お
り
、

紫
香
楽
宮
の
聖
武
天
皇
を
中
心
と
す
る
宮
廷
や
難
波
京
の
諸
兄
な
ど
を
意
識
し

て
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
家
持
は
恭
仁
京
時
代
（
天
平
十
三
年
一
月
か
ら

同
十
六
年
一
月
十
一
日
ま
で
）
は
三
十
六
首
の
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
と
り
わ
け

3
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誠村
吉

「
讃
両
界
京
作
歌
（
巻
六
・
一
〇
三
七
）
」
や
「
登
黒
道
岡
集
一
株
松
下
鼻
歌
（
巻

六
・
一
〇
四
二
）
」
の
よ
う
な
宮
廷
人
に
交
じ
っ
た
寿
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
う

し
た
点
を
対
比
す
る
と
、
家
持
は
宮
廷
社
会
で
の
歌
詠
へ
の
意
欲
を
持
つ
反
面
、

難
波
に
お
い
て
は
そ
の
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
が
家
持
に

難
波
で
の
宮
廷
歌
詠
へ
の
憧
憬
を
も
た
ら
せ
た
と
指
摘
出
来
る
。
そ
れ
が
「
堀

江
行
幸
歌
」
を
記
録
し
た
理
由
と
も
な
っ
て
い
よ
う
。

　
さ
ら
に
こ
う
し
た
難
波
へ
の
憧
憬
と
い
う
心
情
が
後
年
兵
部
少
輔
と
し
て
難

波
に
滞
在
し
た
時
の
「
陳
拙
懐
歌
（
巻
二
〇
・
四
三
六
〇
～
二
）
の
作
歌
動
機

と
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
、
左
注
に
よ
る
と
天
平
勝
宝
七

年
二
月
十
三
日
に
作
ら
れ
た
と
あ
り
、
難
波
で
の
防
人
検
校
の
折
り
の
も
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
陳
私
蔵
懐
一
首
井
短
歌

す
め
ろ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
よ

皇
祖
の
　
遠
き
御
代
に
も

押
し
照
る

な
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
　
　
　
し
た

難
波
の
国
に
　
天
の
下

知

ら
し
め
し
き
と
　
今
の
緒
に
　
絶
え
ず
言
ひ
つ
つ
　
か
け
ま
く
も
　
あ

　
　
か
し
こ
　
　
　
か
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
き
み

や
に
恐
し
　
神
な
が
ら
　
わ
ご
大
君
の
　
う
ち
な
び
く
　
春
の
初
め
は

や
ち
く
さ

八
千
種
に
　
花
咲
き
に
ほ
ひ
　
山
見
れ
ば
　
見
の
羨
し
く
　
川
見
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

見
の
さ
や
け
く
も
の
ご
と
に
　
栄
ゆ
る
時
と
　
見
し
た
ま
ひ
　
明
ら
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
よ
　
も

た
ま
ひ
　
敷
き
ま
せ
る
　
難
波
の
宮
は
　
聞
こ
し
食
す
　
四
方
の
国
よ
り

た
て
ま
つ
　

み
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
を
び

奉
る
　
御
調
の
船
は
　
堀
江
よ
り
　
水
脈
引
き
し
つ
つ
　
朝
な
ぎ
に

か
ち
　
　
　
　
の
ぼ
　
　
　
　
ゆ
ふ
し
ほ
　
　
　
　
さ
を
　
　
　
　
く
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ら
　
　
　
　
さ
わ
　
　
き
ほ

梶
引
き
上
り
　
夕
潮
に
　
樟
さ
し
下
り
　
あ
ぢ
群
の
　
騒
ぎ
競
ひ
て

　
　
　
　
　
　
う
な
ば
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
へ
　
　
　
　
　
　
う
へ
　
　
　
　
あ
　
ま
を
ぶ
ね

浜
に
出
で
て
　
海
原
見
れ
ば
　
白
波
の
　
八
重
を
る
が
上
に
　
海
人
小
船

　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
み
け
　
　
　
　
つ
か
　
　
ま
っ

は
ら
ら
に
浮
き
で
大
御
食
に
仕
へ
奉
る
と
を
ち
こ
ち
に
　
い
ざ

り
釣
り
け
り
　
そ
き
だ
く
も
　
お
ぎ
う
な
き
か
も
　
こ
き
ば
く
も
　
ゆ

た
け
き
か
も
　
こ
こ
見
れ
ば

　
　
　
か
み
よ

う
べ
し
神
代
ゆ

始
め
け
ら
し
も
（
巻

二
〇
・
四
三
六
〇
）

さ
く
ら
ば
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
は

桜
花
今
盛
り
な
り
難
波
の
海
押
し
て
る
宮
に
聞
こ
し
め
す
な
へ

（
同
・

四
三
六
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

海
原
の
ゆ
た
け
き
見
つ
つ
葦
が
散
る
難
波
に
年
は
経
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ

（
同
・
四
三
六
二
）

右
二
月
十
三
日
兵
部
少
輔
大
伴
宿
町
家
持
．

　
こ
れ
ら
一
群
の
歌
に
つ
い
て
は
、
最
近
で
は
奥
村
和
美
氏
が
讃
美
表
現
の
性

格
を
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
（
注
4
）
、
こ
の
作
歌
理
由
に
つ
い
て
は
、
早
く
加

藤
静
雄
氏
は
、
大
伴
氏
が
難
波
に
本
貫
地
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
家
持

の
氏
族
意
識
が
遠
因
と
な
っ
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
（
注
5
）
。
ま
た
直
接

的
な
理
由
を
探
る
論
と
し
て
は
、
伊
藤
園
氏
は
、
防
人
の
集
結
す
る
難
波
に
お

け
る
賑
わ
い
を
神
亀
二
年
聖
武
行
思
量
の
田
辺
福
麻
呂
や
笠
金
村
の
讃
歌
に
影

響
を
受
け
て
、
「
私
（
ひ
そ
か
）
に
」
思
い
を
述
べ
た
と
さ
れ
（
注
6
）
、
ま
た

松
田
聡
氏
は
、
こ
の
歌
を
都
城
讃
美
の
歌
で
あ
る
と
定
位
さ
れ
た
上
で
、
難
波

遷
都
に
至
る
天
平
十
六
年
閏
一
月
の
行
幸
を
想
起
、
追
懐
し
た
も
の
と
さ
れ

る
（
注
7
）
。
ま
た
鉄
野
昌
弘
氏
は
副
都
と
は
言
え
、
奈
良
を
離
れ
て
い
る
孤

独
と
長
期
間
難
波
に
滞
在
す
る
不
満
を
、
天
皇
招
致
を
仮
想
す
る
こ
と
に
よ
る

「
中
心
の
回
復
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
注
8
）
。
そ
れ
ぞ
れ
分
析
方
法
や

質
も
異
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
様
々
な
要
因
が
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
い
ず
れ
も
当
を
得
た
作
歌
理
由
推
定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一

つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
遠
因
に
は
難
波
京
讃
美
歌
を
詠
む
こ
と
へ
の
憧

憬
が
家
持
に
存
在
し
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
天

平
勝
宝
八
年
の
河
内
、
難
波
行
幸
に
お
け
る
騨
宴
歌
（
巻
二
〇
・
四
四
五
七
～

六
二
）
は
家
持
の
長
年
の
夢
が
実
現
し
た
喜
び
の
歌
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が

のω一
8
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顧
回京

波
難

出
来
る
。

天
平
勝
寳
八
歳
丙
申
二
月
朔
乙
酉
廿
四
日
目
申
太
上
天
皇
大
后
幸

行
於
河
内
離
宮
経
信
以
壬
子
傳
幸
於
難
波
宮
也
　
三
月
七
日
於
河
内

　
　
國
伎
人
郷
馬
國
人
一
家
宴
歌
三
首

す
み
の
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
は
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
を
　
の
　
　
　
　
　
　
か

住
吉
の
浜
松
が
根
の
下
延
へ
て
我
が
見
る
小
野
の
草
な
刈
り
そ
ね

二
〇
・
四
四
五
七
）

　
右
一
首
兵
部
少
輔
大
伴
西
翠
家
持

　
　
ど
り
　
　
お
き
な
が
か
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
つ

に
ほ
鳥
の
息
長
川
は
絶
え
ぬ
と
も
君
に
語
ら
む
言
尽
き
め
や
も

詳
（
同
・
四
四
五
八
）

　
右
一
首
主
人
散
位
寮
散
位
馬
引
國
人

あ
し
が
　
　
　
　
ほ
り
え
こ
　
　
　
　
　
　
か
ち
　
　
お
と
　
　
お
ほ
み
や
ひ
と

葦
刈
り
に
堀
江
漕
ぐ
な
る
梶
の
音
は
大
宮
人
の
皆
聞
く
ま
で
に

四
四
五
九
）

（
巻

古
新
未

（
同
・

右
一
首
式
部
少
丞
大
伴
宿
下
池
和
讃
親
仁
兵
部
大
多
大
原
真
人
今
城

先
日
他
所
讃
歌
者
也

　
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
聖
武
太
上
天
皇
、
光
明
皇
太
后
、
孝
謙
天
皇
が
河
内
の

離
宮
お
よ
び
難
波
宮
に
行
幸
を
行
っ
た
時
の
歌
で
あ
る
。
離
宮
で
の
天
皇
讃
美

の
歌
で
は
な
い
と
言
え
、
家
持
は
騨
宴
に
お
い
て
、
河
内
地
方
の
歌
垣
の
歌
を

踏
ま
え
た
主
賓
と
し
て
の
立
場
で
歌
う
機
会
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
長
年

天
皇
臨
席
で
の
歌
に
憧
憬
を
持
っ
て
い
た
家
持
に
と
っ
て
、
そ
の
思
い
が
か

な
っ
た
場
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
も
こ
の
行
幸
が
終
わ
っ
た
直
後
の
五
月
二

日
に
聖
武
天
皇
は
崩
御
し
て
お
り
、
聖
武
臨
席
の
下
で
の
最
初
で
最
後
の
歌
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
家
持
の
作
歌
状
況
を
と
ら
え
て
く
る
と
、
難
波
京
時
代
は
家

持
に
と
っ
て
十
分
な
作
歌
の
機
会
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
難
波
京
作
歌
へ

の
憧
憬
を
も
た
ら
し
、
特
に
騨
宴
な
ど
に
お
け
る
難
波
京
讃
美
歌
を
歌
う
と
い

う
こ
と
に
強
い
意
欲
を
持
っ
て
い
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
し
た

こ
と
が
家
持
の
「
未
奏
」
歌
作
歌
の
心
情
的
背
景
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
騨
宴
に
お
い
て
難
波
回
顧
の
雰
囲
気
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ

・
つ
。　

ま
た
こ
の
家
持
歌
に
お
け
る
「
小
里
」
と
い
う
語
句
か
ら
、
諸
兄
の
井
出
の

里
で
あ
る
と
い
う
根
拠
に
さ
れ
て
い
る
が
、
「
里
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
村

落
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
平
城
京
に
お
い
て
も
「
元
興
寺
里
」
「
春
日
里
」

「
菅
原
里
」
な
ど
、
都
の
中
で
の
所
在
を
条
坊
に
よ
る
行
政
的
呼
称
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
一
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

直
接
的
に
は
現
在
の
諸
兄
宅
（
都
で
あ
る
か
井
出
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
と
し

て
）
で
あ
る
が
、
難
波
京
に
思
い
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
難

波
京
に
お
け
る
邸
宅
を
比
喩
的
に
「
里
」
と
示
し
て
も
許
容
さ
れ
る
表
現
で
あ

る
。　

と
す
る
と
、
諸
兄
歌
の
「
敷
く
」
と
い
う
表
現
に
端
を
発
し
て
、
意
味
的
に

発
展
さ
せ
て
い
っ
た
聖
武
天
皇
に
対
す
る
讃
美
の
場
所
は
、
二
人
の
意
向
を
汲

ん
だ
「
難
波
」
を
暗
喩
的
に
秘
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
、
結
果
的
に

は
奏
上
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
現
実
の
騨
宴
の
場
と
難
波
へ
の
思
い
を
兼
ね

た
讃
美
の
歌
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

六
　
ま
と
め

聖
武
時
代
の
難
波
京
経
営
は
、
天
武
天
皇
の
陪
都
計
画
の
最
後
の
事
業
で
あ

り
、
本
格
的
な
造
営
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
二
年
十
二

月
の
詔
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
よ
　
　
　
　
み
や
こ
　
お
ほ
み
や
　
　
ひ
と
と
こ
ろ
　
　
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
と
こ
ろ
み
と
こ
ろ

　
　
詔
し
て
曰
は
く
、
「
凡
そ
都
城
・
宮
室
、
一
処
に
慢
ず
。
必
ず
両
端

5
一ω一

8
8一



誠村
吉

つ
く
　
　
　
　
　
　
　
か
れ

造
ら
む
。
故
、

ひ
と
ど
も
　
　
お
の
お
の

　
者
、
　
各

ま
　
　
な
に
は
　
み
や
こ
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
こ
こ
　
　
も
　
　
　
か
さ
つ
か
さ

先
づ
難
波
に
都
つ
く
ら
む
と
欲
ふ
。
是
を
以
て
、
百
寮
の

ま
か
　
　
　
い
へ
ど
こ
ろ
　
た
ま

往
り
て
家
地
を
請
は
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。

と
あ
り
、
以
降
難
波
宮
に
つ
い
て
、
火
災
記
事
が
あ
る
一
方
で
、
文
武
、
元
正

に
行
幸
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
と
り
わ
け
皇
都
と
し
て
の
本
格
的
な
再
建
が
み

ら
れ
る
の
は
、
神
亀
三
年
十
月
二
十
六
日
の
藤
原
二
合
の
知
造
難
波
宮
事
任
命

で
あ
る
。
し
か
し
聖
武
譲
位
後
は
天
平
勝
宝
八
年
に
孝
謙
天
皇
と
行
動
を
共
に

し
た
行
幸
記
事
は
あ
る
も
の
の
、
孝
謙
天
皇
が
積
極
的
に
難
波
を
活
用
し
た
記

述
は
な
い
。
そ
し
て
道
鏡
と
の
関
係
も
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
離
州
後
の
称

徳
天
皇
神
護
景
雲
三
年
一
月
三
十
日
に
は
河
内
由
義
宮
を
西
京
と
す
る
と
い
う

詔
が
出
て
お
り
、
彼
女
は
望
都
設
置
の
天
武
天
皇
の
遺
志
は
継
い
で
い
る
も
の

の
難
波
に
対
す
る
固
執
は
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
孝
謙
天
皇
の
そ
の
後
の
処
置
を
見
る
と
、
天
平
後
年
の
難
波
京

が
最
も
栄
え
た
時
期
で
あ
り
、
天
武
天
皇
の
創
始
と
は
言
え
聖
武
や
諸
兄
は
難

波
宮
へ
の
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
に
こ
の

二
人
が
久
し
ぶ
り
に
会
合
し
た
こ
の
騨
宴
に
お
い
て
往
年
の
難
波
京
時
代
が
話

題
に
な
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
騨
宴
歌
群
は
そ
う
し
た
背

景
の
中
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
12

「
聖
武
太
上
天
皇
御
製
巻
十
九
・
四
二
六
九
番
歌
孜
」
　
『
国
語
と
国
文

学
』
六
八
巻
五
号
平
成
3
・
5

難
波
、
紫
香
楽
遷
都
の
混
乱
期
に
関
す
る
歴
史
的
解
釈
の
論
考
は
多
く

あ
る
が
、
と
り
わ
け
直
木
孝
次
郎
氏
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
光
明
皇
后

と
元
正
太
上
天
皇
と
の
対
立
構
造
の
中
で
解
か
れ
て
お
り
、
聖
武
の
仏

教
へ
の
帰
依
や
紫
香
楽
宮
へ
の
固
執
は
、
光
明
皇
后
の
影
響
が
あ
る
と

見
ら
れ
て
い
る
。

「
天
平
一
六
年
の
難
波
遷
都
を
め
ぐ
っ
て
1
元
正
太
上
天
皇
と
光
明
皇

后
1
」
『
明
日
香
な
ら
時
代
の
研
究
』
塙
書
房
　
昭
和
5
6
・
9

「
心
を
通
わ
せ
る
元
正
太
上
天
皇
と
橘
諸
兄
一
光
明
皇
后
と
藤
原
氏
を

345678
相
手
に
一
」
『
万
葉
集
と
古
代
史
』
吉
川
弘
文
館
　
平
成
1
2
・
6

ま
た
、
そ
れ
を
受
け
て
水
谷
千
秋
氏
は
、
元
正
太
上
天
皇
と
聖
武
と
の

親
密
な
関
係
を
解
か
れ
、
聖
武
が
難
波
、
紫
香
楽
と
彷
復
す
る
混
乱
は
、

安
積
皇
子
の
死
に
よ
る
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。

「
元
明
・
元
正
・
下
々
天
皇
一
天
平
の
女
帝
た
ち
」
『
女
帝
と
譲
位
の
古

代
史
』
文
春
新
書
　
平
成
1
5
・
1
2

拙
稿
「
『
皇
居
平
城
故
宅
作
歌
』
の
意
味
」
『
大
伴
家
持
と
奈
良
朝
和
歌
』

お
う
ふ
う
　
平
成
1
3
・
9

「
家
持
の
難
波
宮
讃
歌
（
上
・
下
）
一
『
下
思
拙
懐
一
首
』
の
讃
美
の

方
法
と
表
現
1
」
『
美
夫
君
志
』
7
5
・
7
6
号
　
平
成
1
9
・
1
1
、
2
0
・
3

「
兵
部
少
輔
大
伴
家
持
」
『
万
葉
の
歌
人
－
文
学
と
時
代
の
間
』
桜
筆
墨

　
昭
和
6
1
・
5

「
防
人
歌
群
」
　
『
万
葉
集
の
歌
群
と
配
列
』
塙
書
房
　
平
成
4
・
3

「
家
持
の
陳
思
拙
懐
一
首
一
万
葉
讃
歌
の
終
焉
一
」
『
美
夫
君
志
』
5
4

号
　
平
成
9
・
3

な
お
、
氏
は
そ
の
後
「
私
の
拙
懐
を
陳
べ
ぶ
る
歌
」
（
『
セ
ミ
ナ
ー
万

葉
の
歌
人
と
作
品
　
第
9
巻
　
大
伴
家
持
（
二
）
』
和
泉
書
院
　
平
成

1
5
・
7
）
に
お
い
て
、
同
様
の
こ
ど
を
再
論
さ
れ
て
い
る
。

「
『

ﾂ
思
拙
懐
』
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
『
万
葉
』
二
〇
二
号
平
成
2
0
・

8

『
万
葉
集
』
の
訓
読
お
よ
び
表
記
は
、
小
学
館
新
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉

集
』
に
よ
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
訓
読
お
よ
び
表
記
は
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』

に
よ
る
。

『
続
日
本
紀
』
の
訓
読
お
よ
び
表
記
は
、
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
『
寧
日
本
紀
』

に
よ
る

鮒司覗


