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古
代
の
「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
に
つ
い
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は
じ
め
に 

 

古
事
記
に
「
志し

都つ

歌う
た

」「
志し

都つ

歌う
た

の
歌

う
た
ひ

返
か
へ
し

」
が
み
え
る
。「
志
都
歌
」

は
雄
略
記
、「
志
都
歌
の
歌
返
」
は
仁
徳
記
の
歌
謡
物
語
中
に
み
え
、
ど

ち
ら
も
歌
数
多
く
、
ま
と
ま
っ
た
歌
群
と
し
て
も
あ
る
。
一
方
琴
歌
譜

に
も
「
茲し

都つ

歌う
た

」「
歌
返

う
た
ひ
か
へ
し

」
が
み
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
琴
歌
譜
所
載

二
十
二
曲
中
の
冒
頭
に
置
か
れ
、
十
一
月
節
（
新
嘗
会
）
で
大
歌
所
に
よ

っ
て
最
初
に
奏
さ
れ
た
大
歌
と
い
う
地
位
を
占
め
て
い
る
。
古
事
記
と

琴
歌
譜
の
「
し
つ
歌
」「
（
し
つ
歌
の
）
歌
返
」
は
同
じ
歌
曲
名
と
み
な
さ

れ
、
両
者
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
推
さ
れ
る
。
そ
し
て
琴
歌
譜
の
も

の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
古
事
記
の
歌
々
も
そ
の
編
纂
時
代
に
何
ら
か
の

宮
廷
行
事
に
お
い
て
実
演
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
事
記
か
ら

琴
歌
譜
へ
と
至
る
そ
の
よ
う
な
両
者
の
あ
り
方
は
、
両
書
の
深
い
関
係

性
を
示
す
と
と
も
に
、
七
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
九
世
紀
へ
と
い
た
る
宮

廷
歌
謡
史
の
流
れ
の
主
要
な
一
部
を
示
唆
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
で
は
そ
の
両
者
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

か
、
ま
た
そ
の
宮
廷
歌
謡
と
し
て
の
性
格
や
意
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
歌
が
行
わ
れ
て
き
た
場
の
問

題
も
含
め
て
、
今
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
両

者
の
時
代
的
な
へ
だ
た
り
、
琴
歌
譜
の
読
み
に
く
さ
扱
い
に
く
さ
、
そ

し
て
後
述
す
る
よ
う
に
歌
曲
名
は
同
じ
で
も
歌
詞
や
い
わ
れ
な
ど
が
必

ず
し
も
十
分
に
交
差
し
な
い
両
者
の
見
か
け
の
あ
り
方
な
ど
が
そ
の
理

由
で
あ
っ
た
ろ
う
。
両
者
の
関
係
、
お
よ
び
古
代
宮
廷
歌
謡
史
に
お
け

る
「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
の
性
格
や
意
義
を
い
ま
少
し
明
ら
か

に
し
た
い
。 

 



26 

 

 
 

一 

「
し
つ
歌
」
「
し
つ
歌
の
歌
返
」
の
あ
り
方 

 

ま
ず
は
「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
の
両
書
に
お
け
る
あ
り
方
の

整
理
か
ら
始
め
る
。 

 

古
事
記
に
お
い
て
は
、
雄
略
記
に
ま
ず
雄
略
天
皇
と
引
田
部

ひ

け

た

べ

の

赤あ
か

猪
子

ゐ

こ

の
求
婚
物
語
の
段
に
あ
る
二
人
の
贈
答
歌
四
首
、 

① 

御み

諸も
ろ

の
い
つ
白
檮

か

し

が
本も

と

白
檮
が
本
ゆ
ゆ
し
き
か
も
白
檮
原
嬢
子

を

と

め

（
天

皇
） 

② 

引
田

ひ

け

た

の
若わ

か

栗く
る

栖す

原ば
ら

若
く
へ
に
率ゐ

寝ね

て
ま
し
も
の
老
い
に
け
る
か
も

（
天
皇
） 

③ 

御
諸
に
築つ

く
や
玉
垣
斎つ

き
余
し
誰
に
か
も
依
ら
む
神
の
宮
人
（
赤
猪

子
） 

④ 

日
下
江
の
入
江
の
蓮

は
ち
す

花
蓮
身
の
盛
り
人
羨と

も

し
き
ろ
か
も
（
赤
猪
子
） 

を
「
故か

れ

、
此
の
四
つ
の
歌
は
志し

都つ

歌う
た

ぞ
」
と
す
る
。
さ
ら
に
「
豊
楽

と
よ
の
あ
か
り

」

の
段
で
春
日

か
す
が
の

袁
杼
比
売

を

ど

ひ

め

が
天
皇
に
献
じ
た
一
首
、 

⑤ 

や
す
み
し
し 

わ
が
大
君
の 

朝
と
に
は 

い
倚
り
立
た
し 
夕

と
に
は 

い
倚
り
立
た
す 

脇わ
き

机づ
き

が
下
の 

板
に
も
が 

あ
せ
を 

も
「
此
は
志
都
歌
ぞ
」
と
す
る
。 

次
に
「
仁
徳
記
」
で
、
ま
ず
仁
徳
天
皇
が
こ
っ
そ
り
八
田
若
郎
女

や

た

の

わ

き

い

ら

つ

め

と

婚
し
た
こ
と
に
ま
つ
わ
る
大
后
石
之

い

は

の

日
売

ひ

め

の
嫉
妬
物
語
の
段
に
大
后
と

天
皇
の
歌
六
首
、 

⑥ 

つ
ぎ
ね
ふ
や 

山
代
河
を 

河
上
り 

わ
が
上
れ
ば 

河
の
上へ

に 

生
ひ
立
て
る 

烏
草
樹

さ

し

ぶ

を 

烏
草
樹
の
木 

其し

が
下
に 

生
ひ
立

て
る 

葉
広 

斎ゆ

つ
真
椿 

其
が
花
の 

照
り
坐
し 

其
が
葉
の 

広
り
坐
す
は 

大
君
ろ
か
も
（
大
后
） 

⑦ 

つ
ぎ
ね
ふ
や 

山
代
河
を 

宮
上
り 

わ
が
上
れ
ば 

青あ
を

土に

よ
し 

奈
良
を
過
ぎ 

小
楯 

倭
を
過
ぎ 

わ
が
見
が
欲
し
国
は 

葛
城

高
宮 

我
家

わ

ぎ

へ

の
あ
た
り
（
大
后
） 

⑧ 

山
代
に
い
及し

け
鳥
山
い
及
け
い
及
け
吾あ

が
愛は

し
妻
に
い
及
き
遇
は

む
か
も
（
天
皇
） 

⑨ 

御
諸
の 

そ
の
高
城き

な
る 

大お
ほ

猪ゐ

子こ

が
原 

大
猪
子
が 

腹
に
あ

る 

肝き
も

向
か
ふ 

心
を
だ
に
か 

相
思
は
ず
あ
ら
む
（
天
皇
） 

⑩ 

つ
ぎ
ね
ふ 

山
代

や
ま
し
ろ

女め

の 

木こ

鍬く
は

持
ち 

打
ち
し
大
根 

根
白
の 

白

腕
た
だ
む
き 

枕
か
ず
け
ば
こ
そ 

知
ら
ず
と
も
言
は
め
（
天
皇
） 

⑪ 

つ
ぎ
ね
ふ 

山
代
女
の 

木
鍬
持
ち 

打
ち
し
大
根 

さ
わ
さ
わ

に 

汝
が
言
へ
せ
こ
そ 

う
ち
渡
す 

八や

桑が
は

枝え

な
す 

来
入
り
参ま

ゐ

来く

れ
（
天
皇
） 

を
「
此
の
天
皇
と
大
后
と
の
歌
は
し
し
六
つ
の
歌
は
、
志
都
歌
の
歌
返

う
た
ひ
か
へ
し

ぞ
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、「
枯か

ら

野の

」
と
い
う
船
の
焼
け
残
っ
た
一
部
を
琴

に
作
っ
た
段
の
、 
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⑫ 
枯
野
を 

塩
に
焼
き 

其し

が
余
り 

琴
に
作
り 

掻
き
弾
く
や 

由
良
の
門と

の 

門
中
の
海
石

い

く

り

に 

振
れ
立
つ 

な
づ
の
木
の 

さ

や
さ
や 

を
や
は
り
「
此
は
志
都
歌
の
歌
返
ぞ
」
と
す
る
。
な
お
、
以
上
の
古
事

記
歌
謡
も
後
に
引
く
琴
歌
譜
歌
謡
も
、
原
文
で
は
い
ず
れ
も
万
葉
仮
名

表
記
で
あ
る
。 

古
事
記
に
は
歌
曲
名
が
計
一
六
種
、
歌
曲
名
を
有
す
る
歌
が
計
三
七

首
ほ
ど
み
え
る
。
そ
れ
ら
は
、
古
事
記
編
纂
当
時
、
音
楽
を
管
掌
す
る

役
所
、「

楽
う
た
ま
ひ

府
の
つ
か
さ

」（
神
武
即
位
前
紀
、
持
統
紀
元
年
正
月
に
み
え
る
。
令
制

に
お
け
る
「
雅
楽
寮
」
）
が
伝
習
・
管
理
し
て
い
た
も
の
で
、
宮
廷
行
事

で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一

六
種
の
う
ち
で
「
夷
振
」・「
片
歌
」・「
本
岐
歌
の
片
歌
」・「
志
良
宜
歌
」・

「
宮
人
振
」・「
夷
振
の
片
下
」
・
「
宇
岐
歌
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
カ
所
一
首

ず
つ
し
か
み
え
な
い
。
他
は
「
思
国
歌
」
・「
酒
楽
の
歌
」・「
夷
振
の
上

歌
」・「
読
歌
」
が
二
首
ず
つ
、「
天
田
振
」・
「
天
語
歌
」
が
三
首
ず
つ
、

「
神
語
」
が
四
首
あ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
一
カ
所
に
し
か
み
え
な

い
。
そ
う
し
た
中
で
、
以
上
に
挙
げ
た
よ
う
に
「
志
都
歌
」
が
二
カ
所

計
五
首
、「
志
都
歌
の
歌
返
」
が
二
カ
所
計
七
首
、
両
者
を
「
志
都
歌
」

の
類
と
し
て
ま
と
め
る
と
結
局
計
四
カ
所
一
二
首
も
み
え
る
の
は
突
出

し
て
多
い
。
こ
こ
か
ら
は
そ
れ
ら
「
志
都
歌
」
の
類
が
当
時
の
宮
廷
歌

謡
中
に
あ
っ
て
主
要
な
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

早
く
渡
部
和
雄
氏
も
こ
の
よ
う
な
「
志
都
歌
」
の
類
の
多
さ
に
つ
い
て

指
摘
し
て
、「
志
都
歌
と
い
う
も
の
が
宮
廷
の
儀
式
行
事
に
最
も
重
要
な

意
味
、
或
は
役
割
を
持
つ
歌
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
推
測
す
る
の
も
不

可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
「
こ
の
こ
と
は
大
変
重

要
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
宮
廷
の
儀
式
、
行
事
は
或
は
志
都
歌
を

中
心
に
行
わ
れ
て
来
た
ら
し
い
面
さ
え
推
測
出
来
る
訳
で
あ
る
」
と
ま

で
言
及
し
て
い
る
（
１
）
。 

し
か
も
こ
の
「
志
都
歌
」
と
「
志
都
歌
の
歌
返
」
は
、
古
事
記
で
も

記
事
量
多
く
、
重
視
さ
れ
て
い
る
雄
略
朝
と
仁
徳
朝
に
の
み
属
し
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
を
主
人
公
と
す
る
歌
謡
物
語
中
に
あ
っ
て
、
い

わ
ば
「
志
都
歌
」
は
雄
略
天
皇
の
ゆ
か
り
、「
志
都
歌
の
歌
返
」
は
仁
徳

天
皇
の
ゆ
か
り
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
大
事
な
一
点
で
あ
ろ
う
。 

た
だ
し
、「
志
都
歌
」
と
「
志
都
歌
の
歌
返
」
は
、
そ
の
名
が
両
者
の

深
い
関
係
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
事
記
に
お
い
て
は
以

上
の
よ
う
に
別
々
の
天
皇
記
に
あ
っ
て
交
差
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
を

ど
う
見
る
か
が
一
課
題
で
あ
る
。 

 
他
方
、
琴
歌
譜
で
は
、「
十
一
月
節
」（
新
嘗
会
）
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ

る
歌
群
十
二
曲
の
最
初
に
「
茲し

都つ

歌う
た

」
と
し
て
、 

御み

諸も
ろ

に 
築つ

く
や
玉
垣 

斎つ

（
き
）
余
す 

誰た

に
か
も
よ
ら
む 

神
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の
宮
人 

の
歌
を
歌
譜
・「
縁
記
」
と
と
も
に
載
せ
る
。
こ
れ
は
雄
略
記
の
赤
猪
子

の
歌
③
と
同
歌
で
あ
り
、
縁
記
に
も
雄
略
記
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
琴
歌
譜
編
者
自
身
は
こ
の
雄
略
天
皇
に
対
し
て
赤
猪
子
が
詠

ん
だ
と
す
る
縁
記
を
「
此
の
縁
記
、
歌
と
異
な
る
な
り
」
と
否
定
し
、

別
に
「
一
説
に
云
く
」
と
し
て
崇
神
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
垂
仁
天
皇
が

妹
い
も
う
と

の
豊と

よ

次す
き

入い
り

日
女

ひ

め

の

命
み
こ
と

と
と
も
に
三
輪
山
に
上
っ
て
神
前
で
拝
み
祭
り
、

作
っ
た
と
い
う
縁
記
を
掲
げ
、「
此
の
縁
記
、
正
説
に
似
た
り
」
と
肯
定

し
て
い
る
。
以
前
に
検
討
し
た
よ
う
に
（
２
）
、
先
の
方
の
縁
記
は
琴
歌
譜

編
纂
の
も
と
に
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
に
す
で
に
あ
っ
た
も
の
で
、
お
そ
ら

く
は
古
事
記
編
纂
時
代
以
来
、
長
く
こ
の
歌
の
縁
記
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
平
安
初
期
ご
ろ
の
琴
歌
譜
編
纂
の
時
代
に
は
ま
た
異
説
も
説
か
れ

て
い
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
よ
っ
て
縁
記
と
し
て
は
、
古
く
か
ら
雄

略
天
皇
に
対
し
て
赤
猪
子
が
詠
ん
だ
歌
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
点
が
ま
ず
は
重
視
さ
れ
る
。 

ま
た
「
茲
都
歌
」
の
次
に
、「
歌
返

う
た
ひ
か
へ
し

」
と
し
て
、 

島
国
の 

淡
路
の 

三
原
の
篠し

の 

さ
根
掘こ

じ
に 

い
掘
じ
持
ち
来

て 

朝
妻
の 

御
井
の
上
に 

植
ゑ
つ
や 

淡
路
の 

三
原
の
篠 

の
歌
を
や
は
り
歌
譜
・
縁
記
と
と
も
に
載
せ
る
。
縁
記
は
三
種
載
る
が
、

琴
歌
譜
編
纂
以
前
か
ら
付
属
し
て
い
た
の
は
一
番
目
の
縁
記
と
考
え
ら

れ
、
そ
れ
は
仁
徳
天
皇
が
八
田
皇
女
を
妃
と
し
て
納
れ
た
が
皇
后
の
嫉

妬
に
あ
っ
て
長
く
逢
え
ず
、
平
群
と
八
田
山
の
間
で
八
田
皇
女
を
恋
い

偲
ん
で
詠
ん
だ
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
琴
歌
譜
の
縁
記
自
体
に
注
す
る

よ
う
に
、
こ
の
歌
も
縁
記
も
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
み
え
な
い
。 

 

「
茲
都
歌
」
は
古
事
記
の
歌
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
歌
返
」
は
歌
詞
は

異
な
る
。
縁
記
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
た
だ
皇
后
の
仁
徳
天
皇
と
八
田

皇
女
と
を
め
ぐ
る
嫉
妬
物
語
を
背
景
と
し
て
い
る
点
は
古
事
記
と
ひ
と

し
い
。 

し
か
も
琴
歌
譜
の
「
茲
都
歌
」
と
「
歌
返
」
は
、
二
曲
が
続
い
て
い

る
の
み
な
ら
ず
、
音
楽
面
で
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
歌
譜
・
琴
譜
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
後
半

部
で
、
い
ち
じ
る
し
く
歌
詞
を
繰
り
返
し
て
歌
う
点
で
共
通
す
る
。
す

な
わ
ち
「
茲
都
歌
」
で
は
「
み
も
ろ
に 

つ
く
や
た
ま
が
き 

つ
き
あ

ま
す
」
と
い
う
歌
譜
の
歌
詞
の
、「
つ
き
あ
ま
す
」
の
部
分
を
六
度
、
繰

り
返
し
て
歌
い
（
歌
詞
の
後
半
部
「
誰
に
か
も
よ
ら
む 

神
の
宮
人
」
は
歌

わ
れ
な
い
）
、「
歌
返
」
で
は
歌
詞
の
末
尾
部
分
を
、「
う
ゑ
つ
し
の 

あ

は
ぢ
の
み
は
ら
の
し
の 

う
ゑ
つ
し
の 

し
の 

う
ゑ
つ
し
の 

し
の 

う
ゑ
つ
し
の 

し
の
」
と
繰
り
返
し
て
歌
う
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
部
分

の
琴
譜
や
拍
子
記
号
を
比
較
・
分
析
す
る
と
、
両
曲
そ
れ
ぞ
れ
の
後
半

部
は
旋
律
が
共
通
部
分
を
も
ち
、
ま
た
リ
ズ
ム
（
拍
子
）
に
お
い
て
対
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応
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
前
半
部
の
拍
子
数
は
「
茲
都
歌
」

は
少
な
く
ゆ
っ
く
り
と
し
て
、「
歌
返
」
は
多
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
「
茲
都
歌
に
対
す
る
歌
返
は
、
前
曲
の
一
部
の
旋
律
を
後

曲
の
一
部
の
旋
律
と
し
て
、
拍
子
を
も
か
え
て
う
た
う
歌
謡
の
一
形
式
」

（
３
）

と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
歌
返
」
の
名
も
そ
う
し
た
音
楽
的
な
意
味
合

い
で
「
（
あ
る
歌
に
）
歌
い
返
す
歌
」
ま
た
は
「
歌
い
応
ず
る
歌
」
の
意

味
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
琴
歌
譜
に
お
い
て
は
「
茲
都
歌
」
と

「
歌
返
」
は
た
ん
に
連
続
す
る
ば
か
り
で
な
く
音
楽
性
に
お
い
て
も
セ

ッ
ト
を
な
し
、
一
種
の
組
曲
の
関
係
と
し
て
存
在
す
る
。 

 

古
事
記
の
「
志
都
歌
」「
志
都
歌
の
歌
返
」
と
琴
歌
譜
の
「
茲
都
歌
」

「
歌
返
」
は
以
上
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
整
理
を
加

え
る
な
ら
、
両
者
の
共
通
点
は
、 

・ 

歌
曲
名
が
同
じ
で
あ
る
。 

・
「
し
つ
歌
」
の
一
首
（
「
御み

諸も
ろ

に 

築つ

く
や
玉
垣
…
…
」
）
は
同
じ
歌

で
あ
る
。 

・「
し
つ
歌
」
は
雄
略
天
皇
に
関
し
、「
し
つ
歌
の
歌
返
」
は
仁
徳
天

皇
に
関
す
る
。 

と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
に
あ
り
、
相
違
（
と
み
え
る
）
点
は
、 

・
古
事
記
で
は
「
志
都
歌
」
と
「
志
都
歌
の
歌
返
」
は
別
々
の
天
皇

記
に
あ
っ
て
交
差
し
な
い
が
、
琴
歌
譜
で
は
「
茲
都
歌
」
と
「
歌

返
」
が
連
続
し
て
音
楽
的
に
も
密
接
な
組
曲
の
関
係
と
し
て
あ
る
。 

・「
し
つ
歌
の
歌
返
」
の
歌
詞
は
両
書
で
重
な
ら
な
い
。 

と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
に
あ
る
。 

 

両
者
は
こ
の
よ
う
に
、
ま
る
で
ね
じ
れ
の
位
置
に
あ
る
よ
う
に
現
前

し
て
い
る
。
共
通
点
か
ら
い
え
ば
両
者
は
た
し
か
に
深
い
関
係
を
も
っ

て
い
る
が
、
相
違
点
か
ら
い
え
ば
そ
の
関
係
の
し
か
た
は
十
分
な
対
応

を
示
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
や
や
奇
妙
な
見
か
け
を
両
者
は
示
す
の
で
、

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
因
は
こ

こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
以
上
の
整
理
の
中
に
も
関
係
解

読
の
糸
口
は
も
う
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

カ
ギ
は
、
こ
れ
ら
の
歌
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
場
の
考
察
に
あ
る
。 

 
  
 

二 

新
嘗
の
「
豊
楽

と
よ
の
あ
か
り

」
の
歌 

 

琴
歌
譜
で
は
両
曲
の
歌
の
場
は
「
十
一
月
節
」、
つ
ま
り
宮
中
の
新
嘗

祭
に
と
も
な
う
酒
宴
（
新
嘗
会
）
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
内
裏

式
（
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
成
立
）
の
「
十
一
月
新
嘗
会
式
」
の
宣
命

に
、 

 
 

今
日
は
新
嘗
の
直
相

な
ほ
ら
ひ

の
豊
楽

と
よ
の
あ
か
り

聞
こ
し
食
す
日
に
在
り
。
故
に
是
を

以
て
黒
き
白
き
の
御
酒
を
赤
丹
の
穂
に
食た

ま

へ
ゑ
ら
き
罷
れ
と
し
て
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な
も
、
常
も
賜
ふ
御
物
賜
は
く
と
宣
り
た
ま
ふ
。 

と
あ
る
。「
新
嘗
の
直
相
（
会
）
の
豊
楽
」
は
、
新
嘗
祭
の
間
の
物
忌
み

を
解
い
て
平
常
に
返
る
た
め
の
酒
宴
で
あ
り
、
参
列
者
は
黒
き
・
白
き

の
御
酒
を
顔
を
赤
く
す
る
ま
で
い
た
だ
き
、
気
分
を
昂
揚
さ
せ
て
笑
い

興
ず
る
の
で
、
こ
れ
は
宮
廷
で
古
く
か
ら
続
く
伝
統
行
事
だ
っ
た
。「
豊

と
よ
の

楽
あ
か
り

（
明
）
」
の
語
は
、
古
事
記
伝
に
、「
豊
」
は
称
辞
、「
明
り
」
は
「
も

と
大
御
酒
を
食め

し

て
、
大
御
顔
色
の
赤
ら
み
坐
す
を
申
せ
る
言
」
で
あ
り
、

「
天
皇
を
始
め
奉
り
、
人
皆
も
大
御
酒
を
食た

べ

て
、
顔
を
赤
ら
め
て
、
咲
楽

ゑ
ら
ぎ
た
ぬ
し

む
よ
し
の
名
な
り
」
と
い
わ
れ
、
公
的
な
酒
宴
を
意
味
す
る
。 

や
は
り
内
裏
式
に
よ
る
と
、
新
嘗
会
は
供
饌
―
―
觴
行
一
周
―
―
吉

野
国
栖
に
よ
る
歌
笛
の
奏
・
御
贄
の
奉
献
―
―
大
歌
所
に
よ
る
大
歌

奏
・
五
節
の
舞
―
―
雅
楽
寮
に
よ
る
立
歌
―
―
宣
命
・
賜
禄
と
進
行
す

る
。
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
の
一
つ
、「
大
歌
所
に
よ
る
大
歌
奏
」
で
奏

さ
れ
た
の
が
琴
歌
譜
所
載
の
歌
謡
に
あ
た
る
。
琴
歌
譜
に
よ
れ
ば
、
そ

こ
で
は
ま
ず
「
茲
都
歌
」、
次
い
で
「
歌
返
」
が
歌
わ
れ
、
さ
ら
に
「
片

降
」、
次
い
で
「
高
橋
扶
理
」
か
ら
「
大
直
備
歌
」
ま
で
九
曲
の
「
小
歌
」

が
歌
わ
れ
た
。
そ
の
歌
の
場
で
、
「
茲
都
歌
」
「
歌
返
」
両
曲
は
最
初
に

二
つ
の
「
大
歌
」
と
し
て
、
組
曲
の
体
を
な
し
て
歌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

一
方
、
古
事
記
の
「
志
都
歌
」
や
「
志
都
歌
の
歌
返
」
は
古
事
記
編

纂
時
代
に
楽
府
で
管
掌
さ
れ
、
や
は
り
何
ら
か
の
宮
廷
行
事
で
行
わ
れ

て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
で
は
そ
の
宮
廷
行
事
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。 

手
が
か
り
は
物
語
中
の
「
豊
楽
」
の
語
に
あ
る
。
雄
略
記
の
⑤
は
物

語
中
に
お
い
て
歌
の
場
を
「
豊
楽
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
天
皇
、

長
谷

は

つ

せ

の
百
枝
槻

も

も

え

つ

き

の
下
に
坐
し
ま
し
て
、
豊
楽
き
こ
し
め
し
し
時
」
に
、

「
天あ

ま

語
が
た
り

歌う
た

」
三
首
（
一
〇
〇
～
一
〇
二
。
古
事
記
を
通
し
て
の
歌
番
号
は
土

橋
寛
編
『
古
代
歌
謡
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
が

歌
わ
れ
、
ま
た
同
じ
「
豊
楽
」
の
日
に
、
天
皇
の
「
宇う

岐き

歌う
た

」（
一
〇
三
）

と
袁
杼
比
売
の
「
志
都
歌
」（
一
〇
四
。
⑤
）
が
唱
和
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
し
て
一
〇
〇
の
歌
詞
中
に
「
…
…
真
木
栄
く 

檜
の
御
門 

新に
ひ

嘗な
へ

屋や

に 

生
ひ
立
て
る 

百
足
る 

槻
が
枝
は
…
…
」
と
あ
り
、
一
〇
一
の

歌
詞
中
に
も
「
…
…
新
嘗
屋
に 

生
ひ
立
て
る 

葉
広 

ゆ
つ
真
椿
…

…
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
時
の
「
豊
楽
」
が
新
嘗
祭
に
と
も
な

う
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
君
を
讃
え
る
内
容
の
⑤
は
新
嘗

の
酒
宴
で
歌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
し
か
し
そ
れ
は
物
語
中
で

の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
歌
の
本
来
の
歌
の
場
は
別
に
あ
っ
た
、
と
考

え
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
ま
た
歌
曲
名
を
記
さ
れ
る
こ
の
歌
や
そ
の

物
語
が
、
た
ん
に
机
上
の
創
作
に
よ
る
と
も
考
え
に
く
い
。
こ
と
は
逆

で
、
い
わ
れ
を
と
も
な
い
つ
つ
実
際
に
宮
中
の
酒
宴
で
行
わ
れ
て
い
た

歌
謡
が
、
ま
た
そ
の
酒
宴
の
場
そ
の
も
の
が
古
事
記
中
に
取
り
込
ま
れ
、
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お
そ
ら
く
は
そ
の
歌
謡
の
起
源
譚
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
益
田

勝
実
氏
も
「
天
語
歌
」
三
首
に
つ
い
て
、
そ
の
歌
曲
名
の
語
義
に
こ
だ

わ
っ
て
出
自
を
求
め
て
い
く
従
来
説
に
対
し
、
古
事
記
で
こ
れ
ら
が
「
と

よ
の
あ
か
り
」
の
歌
謡
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
そ
重
視
す
べ
き
で
、

「
逆
に
考
え
て
い
っ
て
」、
「
と
よ
の
あ
か
り
」
の
時
歌
わ
れ
つ
づ
け
て

伝
承
さ
れ
て
き
た
歌
謡
が
古
事
記
に
取
ら
れ
た
の
だ
、
と
し
て
い
る
（
４
）
。

こ
の
「
天
語
歌
」「
宇
岐
歌
」「
志
都
歌
」
を
擁
す
る
盛
大
な
新
嘗
の
「
豊

楽
」
は
、
雄
略
記
の
終
わ
り
に
あ
っ
て
天
皇
讃
仰
の
意
図
を
も
っ
て
描

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
歌
は
、
古
事
記
編
纂
当
時
の
新
嘗
の
「
豊
楽
」

で
実
演
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
古
事
記
の
物
語
は
そ
れ
を
濃
厚
に
反
映

し
て
い
る
の
だ
（
５
）
。
な
お
、
中
で
「
宇
岐
歌
」（
ウ
キ
は
盞
の
意
。
酒
宴

歌
謡
）
は
、
琴
歌
譜
に
お
い
て
も
「
宇う

吉き

歌う
た

」
と
し
て
正
月
元
日
節
の

大
歌
に
配
さ
れ
、
古
事
記
の
こ
の
物
語
を
縁
記
と
し
て
い
る
。 

仁
徳
記
の
「
志
都
歌
の
歌
返
」
六
首
（
⑥
～
⑪
）
は
、
石
之
日
売
の
嫉

妬
物
語
の
中
に
あ
る
。
そ
の
物
語
の
発
端
は
、「
大
后
、
豊
楽
し
た
ま
は

む
と
し
て
、
御み

綱つ
な

柏
が
し
わ

を
採
り
に
木
の
国
に
幸
行

い

で

ま

し
し
間
に
、
天
皇
、
八

田
の
若
郎
女
に
婚あ

ひ
た
ま
ひ
き
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
集
成
本

古
事
記
（
西
宮
一
民
氏
）
は
、
こ
の
「
豊
楽
」
を
「
新
嘗
祭
の
酒
宴
」
と

解
し
て
い
る
。「
大
后
、
御
綱
柏
を
御
船
に
積
盈

つ

み
て
還
り
幸
す
時
に
」、

天
皇
の
浮
気
を
知
っ
て
恨
み
怒
る
。
そ
の
船
に
満
載
し
た
御
綱
柏
を
全

部
海
に
投
げ
捨
て
、
高
津
宮
に
は
帰
ら
ず
、
山
代
を
目
指
す
。
そ
れ
か

ら
二
人
が
六
首
を
歌
う
。
こ
の
い
か
に
も
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
歌
謡
物
語

に
つ
い
て
は
、
宮
廷
歌
舞
劇
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
推
測
も
な
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
（
６
）
、
こ
こ
で
は
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
の
解
釈
が

参
照
さ
れ
る
。
西
郷
氏
は
こ
の
段
に
つ
き
、 

こ
れ
は
や
は
り
饗
宴
に
さ
い
し
演
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
段
が
「
大
后
、
豊
楽

ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ

し
た
ま
は
む
と
為
て
、
御
綱
柏
を

採
り
に
、
木
国

キ
ノ
ク
ニ

に
幸
行

イ

で
ま
し
し
間
に
、
云
々
」
と
語
り
出
さ
れ

て
い
る
の
は
、
以
下
が
た
ん
な
る
話
で
は
な
く
、
饗
宴
時
の
出
し

も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
、
す
で
に
暗
示
す
る 

と
い
う
。
そ
し
て
⑥
の
歌
詞
中
に
「
其
が
下
に 

生
ひ
立
て
る 

葉
広 

斎
つ
真
椿 

其
が
花
の 

照
り
坐
し 

其
が
葉
の 

広
り
坐
す
は 

大

君
ろ
か
も
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
の
雄
略
記
「
天
語
歌
」
一
〇
一
の

「
…
…
新
嘗
屋
に
、
生
ひ
立ダ

て
る
、
葉
広
、
ゆ
つ
真
椿
、
其ソ

が
葉
の
、

広
り
坐
し
、
そ
の
花
の
、
照
り
坐
す
、
高
光
る
、
日
の
御
子
に
、
云
々
」

と
類
似
し
て
お
り
、「
椿
の
花
は
春
の
こ
と
ぶ
れ
で
、
そ
の
盛
り
は
ほ
ぼ

新
嘗
祭
の
こ
ろ
と
一
致
す
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
志
都
歌
の

歌
返
」
六
首
は
新
嘗
の
「
豊
楽
」
で
実
際
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
み
て

い
る
。
そ
の
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
新
嘗
の
「
豊
楽
」
の

あ
り
さ
ま
が
古
事
記
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
な
お
西
郷
氏
が
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同
じ
個
所
で
、
記
紀
歌
謡
と
古
代
の
饗
宴
と
の
深
い
関
係
に
つ
い
て
、

「
人
び
と
が
酒
を
飲
ん
で
え
ら
ぎ
楽
し
む
古
代
の
饗
宴
は
、
今
日
か
ら

予
想
す
る
よ
り
遥
か
に
歌
謡
の
ゆ
た
か
な
淵
叢
で
あ
り
、
そ
れ
が
古
事

記
で
も
大
き
な
役
を
果
た
し
て
い
る
の
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
、

「
記
紀
歌
謡
は
口
承
歌
で
あ
っ
た
と
よ
く
い
わ
れ
る
け
れ
ど
、
ど
う
い

う
場
で
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
た
か
を
考
え
て
み
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
述

べ
て
い
る
の
は
今
で
も
傾
聴
に
値
す
る
。 

「
志
都
歌
の
歌
返
」
の
も
う
一
首
（
⑫
）
は
、「
枯
野
の
琴
」
の
歌
で

あ
る
。
兔
寸

と

の

き

河
の
ほ
と
り
の
大
樹
を
切
っ
て
作
ら
れ
た
枯
野
と
い
う
名

の
船
は
朝
夕
淡
路
島
の
清
水
を
宮
廷
に
運
び
、
大
御
水

お

ほ

み

も

ひ

に
奉
仕
し
た
。

壊
れ
て
そ
の
焼
け
残
っ
た
船
木
で
琴
を
作
っ
た
と
こ
ろ
七
里
に
鳴
り
響

い
た
、
と
い
う
物
語
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
枯
野
の
話
の
前
に
は
、

雁
の
卵
の
祥
瑞
を
め
ぐ
る
天
皇
と
建
内
宿
禰
の
歌
問
答
が
あ
る
。
そ
の

発
端
は
、
あ
る
時
に
天
皇
が
「
豊
楽
し
た
ま
は
む
と
し
て
」
日
女

ひ

め

島
に

出
か
け
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
雁
の
卵
を
め
ぐ
っ
て
歌
問
答
を

行
っ
た
後
、
建
内
宿
禰
は
御
琴
を
給
わ
っ
て
、「
な
が
御
子
や 

つ
ひ
に

知
ら
む
と 

雁
は
卵
生

こ

む

ら
し
」
と
歌
い
、
天
皇
治
世
を
讃
え
た
。
そ
し

て
こ
の
歌
は
「
本
岐

ほ

き

歌
の
片
歌
」
で
あ
る
と
い
う
。「
本
岐
歌
」
は
寿
祝

の
歌
の
義
で
あ
る
。
こ
の
「
雁
の
卵
」
と
「
枯
野
の
琴
」
の
話
は
、
天

皇
治
世
の
讃
美
、
ま
た
琴
を
め
ぐ
る
話
と
い
う
点
で
共
通
し
、
連
続
し

て
い
る
。
そ
し
て
一
方
が
「
本
岐
歌
の
片
歌
」
で
あ
り
、
他
方
が
「
志

都
歌
の
歌
返
」
で
あ
っ
て
、
や
は
り
宮
廷
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

お
り
、「
豊
楽
」
に
ゆ
か
り
を
も
つ
。 

以
上
の
よ
う
に
、
古
事
記
の
「
志
都
歌
」
や
「
志
都
歌
の
歌
返
」
は

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
謡
物
語
中
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
現
実
の
歌
の
場
が
酒
宴

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
中
で
も
「
志
都
歌
」
⑤
や
「
志
都

歌
の
歌
返
」（
⑥
～
⑪
）
は
新
嘗
の
「
豊
楽
」
で
歌
わ
れ
た
ら
し
い
。
同

じ
名
を
も
つ
雄
略
天
皇
と
引
田
部
赤
猪
子
の
「
志
都
歌
」
四
首
（
①
～

④
）
も
、
そ
の
物
語
に
ま
つ
わ
る
演
劇
性
、
ま
た
③
「
御
諸
に
築
く
や

玉
垣
…
…
」
が
琴
歌
譜
に
伝
わ
り
新
嘗
会
で
歌
わ
れ
て
い
る
点
に
お
い

て
、
古
く
か
ら
新
嘗
の
「
豊
楽
」
で
行
わ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
と
い
う
推

測
は
し
や
す
い
。 

古
事
記
の
「
志
都
歌
」
や
「
志
都
歌
の
歌
返
」
が
新
嘗
の
「
豊
楽
」

で
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
す
る
と
つ
ま
り
、『
記
紀
歌
謡

全
註
解
』（
相
磯
貞
三
氏
）
に
も
「
も
と
は
節
会
の
時
な
ど
の
「
志
都
歌
」

の
奏
楽
の
後
に
、
こ
の
「
歌
返
」
が
再
び
奏
せ
ら
れ
た
も
の
で
」
と
短

い
言
及
が
あ
る
よ
う
に
、
両
者
は
同
じ
時
同
じ
場
で
行
わ
れ
て
い
た
の

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
ら
の
名
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
琴
歌
譜
で
も
新

嘗
会
の
歌
と
し
て
「
茲
都
歌
」「
歌
返
」
と
続
い
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
ま

ず
雄
略
天
皇
ゆ
か
り
の
「
志
都
歌
」
が
歌
わ
れ
、
そ
れ
に
仁
徳
天
皇
ゆ
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か
り
の
「
志
都
歌
の
歌
返
」
が
合
わ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
両
者
は
音
楽

的
に
も
響
き
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
の
実
演
や
歌
ど
う
し
の
響
き

あ
い
の
中
に
何
ら
か
の
熱
狂
や
陶
酔
が
と
も
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

琴
歌
譜
は
後
世
の
も
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
「
茲
都
歌
」「
歌
返
」
両

曲
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
後
半
部
の
執
拗
な
リ
フ
レ
イ
ン
、
し
か
も
音

楽
的
な
対
応
を
示
し
て
い
る
そ
の
リ
フ
レ
イ
ン
こ
そ
は
そ
の
ふ
ん
い
き

の
一
部
を
伝
え
て
い
る
だ
ろ
う
。 

一
見
ね
じ
れ
の
位
置
の
関
係
の
よ
う
に
み
え
る
古
事
記
と
琴
歌
譜
の

「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
読
解
か
ら
導
か
れ

る
よ
う
に
、
実
は
両
者
の
密
接
な
関
係
と
歴
史
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

そ
こ
に
は
不
変
と
変
遷
の
両
面
が
認
め
ら
れ
る
。
不
変
と
い
う
の
は
、

「
し
つ
歌
」
と
「
し
つ
歌
の
歌
返
」
が
組
曲
と
し
て
宮
中
の
新
嘗
祭
の

宴
で
伝
統
と
し
て
長
く
行
わ
れ
続
け
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
古
代
の
数

あ
る
宮
廷
祭
祀
の
中
で
、
収
穫
に
ま
つ
わ
る
新
嘗
祭
こ
そ
は
最
も
重
視

さ
れ
た
。
そ
の
直
会
の
宴
で
奏
さ
れ
た
そ
れ
ら
は
、
最
も
重
ん
じ
ら
れ

た
宮
廷
歌
謡
で
あ
り
続
け
た
。 

変
遷
と
い
う
の
は
、
歌
数
の
減
少
で
あ
る
。
琴
歌
譜
編
纂
当
時
の
新

嘗
会
で
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
琴
歌
譜
を
信
ず
る
限
り
、「
し
つ
歌
」
も

「
し
つ
歌
の
歌
返
」
も
わ
ず
か
に
一
曲
ず
つ
で
し
か
な
い
。
歌
数
の
減

少
は
お
そ
ら
く
宴
の
場
に
お
け
る
歌
謡
物
語
の
衰
退
を
意
味
す
る
。
古

事
記
編
纂
の
段
階
で
は
、
両
曲
は
古
事
記
に
載
る
よ
う
に
一
群
の
歌
が

物
語
を
背
景
に
新
嘗
の
「
豊
楽
」
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
故
、

此
の
四
つ
の
歌
は
志
都
歌
ぞ
」、
「
此
の
天
皇
と
大
后
と
の
歌
は
し
し
六

つ
の
歌
は
、
志
都
歌
の
歌
返
ぞ
」
な
ど
の
古
事
記
の
統
括
的
な
説
明
は
、

歌
の
現
場
に
開
か
れ
て
そ
の
実
演
の
情
景
を
想
わ
せ
る
。
し
か
し
そ
れ

か
ら
百
年
以
上
隔
た
っ
た
時
代
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
曲
ず
つ
し
か
行
わ

れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
一
曲
ず
つ
で
用
が
足
り
た
と
い
う
こ
と
は
、
歌

謡
物
語
全
体
は
演
じ
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
だ
い
ぶ
背
景
に
後
退
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
琴
歌
譜
編
者
は
両
曲
の
縁
記
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
雄
略

や
仁
徳
と
は
別
の
天
皇
代
の
縁
記
を
「
一
説
に
云
く
」「
古
事
記
に
云
く
」

な
ど
と
し
て
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
後
世
に
お
い
て
は
、
古

拙
な
宮
廷
歌
謡
全
体
の
衰
退
の
過
程
で
「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」

が
も
と
の
物
語
と
密
接
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
証
拠
の
一
つ
と
み

ら
れ
よ
う
。 

も
と
楽
府
で
管
掌
さ
れ
て
い
た
こ
の
両
曲
を
含
む
大
歌
は
、
聖
武
朝

ご
ろ
に
は
「
歌
儛
所

う
た
ま
ひ
ど
こ
ろ

」
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
時
代
に
合
う
琴
歌
と
し

て
刷
新
さ
れ
た
ら
し
い
。
ま
た
そ
れ
が
、
八
世
紀
後
半
に
は
「
大
歌
所
」

に
引
き
継
が
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
よ
う
な
管
掌
部
署
や
歌
び
と
の
変
遷

な
ど
も
経
な
が
ら
、
長
く
新
嘗
会
の
伝
統
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
「
し

つ
歌
」
と
「
し
つ
歌
の
歌
返
」
は
、
琴
歌
譜
に
み
る
よ
う
に
い
わ
ば
縮



34 

 

小
整
備
さ
れ
た
あ
り
方
に
至
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

  
 

三 
二
人
の
天
皇
、
歌
曲
の
名
義 

 

変
遷
や
衰
退
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
、
し
か
し
古
事
記
の
時

代
か
ら
琴
歌
譜
の
時
代
に
か
け
て
「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
は
組

曲
と
し
て
宮
中
の
新
嘗
の
酒
宴
で
長
く
行
わ
れ
て
い
た
。
あ
ら
た
め
て

そ
の
意
義
を
問
お
う
。 

古
事
記
で
は
「
志
都
歌
」
が
雄
略
天
皇
に
ゆ
か
り
の
歌
、「
志
都
歌
の

歌
返
」
が
仁
徳
天
皇
に
ゆ
か
り
の
歌
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と

を
も
う
一
度
想
起
し
た
い
。
古
事
記
下
巻
は
仁
徳
天
皇
か
ら
始
ま
り
、

仁
徳
は
「
聖
帝
」
と
讃
え
ら
れ
、
多
く
の
歌
謡
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
。

雄
略
記
も
天
皇
の
倭
の
国
の
支
配
者
と
し
て
の
権
威
を
示
す
話
を
多
く

収
め
、
歌
謡
物
語
が
豊
富
で
あ
る
。
記
紀
編
纂
中
の
天
武
朝
か
ら
奈
良

時
代
の
初
め
に
か
け
て
の
人
々
は
、
両
天
皇
を
現
国
家
の
基
礎
を
築
い

た
存
在
と
し
て
重
ん
じ
、
ま
た
親
し
み
も
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
は
、
新
嘗
祭
の
直
会
の
場
で
そ
の
よ

う
な
両
天
皇
を
想
起
さ
せ
た
だ
ろ
う
。
古
事
記
編
纂
の
時
代
に
は
、
雄

略
と
赤
猪
子
の
物
語
が
数
首
の
歌
を
も
っ
て
演
じ
ら
れ
、
続
い
て
仁
徳

天
皇
と
石
之
姫
の
物
語
が
や
は
り
数
首
の
歌
を
も
っ
て
歌
い
返
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
直
会
の
人
々
は
自
ら
の
一
つ
の
、
い
や
二

つ
の
始
原
に
立
ち
帰
っ
た
。
熱
狂
や
陶
酔
が
と
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

酒
宴
の
場
で
は
、
雄
略
と
赤
猪
子
の
歌
謡
の
贈
答
な
ど
は
お
も
し
ろ
お

か
し
い
物
語
と
し
て
哄
笑
を
誘
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
７
）
。
仁
徳
と
石

之
日
売
皇
后
の
歌
謡
物
語
も
、
深
刻
と
い
う
よ
り
は
ユ
ー
モ
ア
を
含
む

色
好
み
と
嫉
妬
の
話
で
あ
る
。
同
時
に
、
春
日
袁
杼
比
売
が
天
皇
に
献

じ
た
と
さ
れ
る
⑤
の
歌
を
含
む
「
天
語
歌
」
や
、
お
そ
ら
く
琴
の
伴
奏

で
歌
わ
れ
た
だ
ろ
う
⑫
の
枯
野
の
琴
の
歌
も
、
ゆ
か
し
い
天
皇
治
世
の

讃
歌
と
し
て
演
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
両
天
皇
の

想
起
、
そ
し
て
讃
仰
と
い
う
こ
と
に
、「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」

を
奏
す
る
主
要
な
意
義
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
新

穀
を
神
と
共
食
し
、
天
皇
霊
を
更
新
す
る
と
い
う
新
嘗
祭
の
意
義
に
も

か
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
簡
略
化
の
歴
史
を
た
ど
っ
た
と
は
い

え
、
両
首
を
新
嘗
の
酒
宴
で
行
う
こ
と
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
意
義
を

も
っ
て
い
た
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
は
長
く
行
わ
れ
、
琴
歌
譜
編
纂
の
時
代

ま
で
も
伝
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
（
８
）
。 

な
お
、
「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
に
よ
る
両
天
皇
の
想
起
は
、

万
葉
集
冒
頭
の
あ
る
ふ
ん
い
き
と
も
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
万
葉
集
の

古
層
を
な
す
巻
一
・
二
に
お
い
て
雄
略
は
巻
一
の
巻
頭
歌
の
作
者
、
仁

徳
は
巻
二
の
冒
頭
で
皇
后
の
思
慕
の
相
手
で
あ
る
。
し
か
も
雄
略
歌
は
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野
遊
び
に
お
け
る
求
婚
歌
で
あ
っ
て
引
田
部
赤
猪
子
の
話
に
類
似
し
、

磐
姫
皇
后
の
天
皇
を
思
慕
し
て
煩
悶
す
る
連
作
四
首
は
古
事
記
の
嫉
妬

物
語
の
裏
面
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
が
「
し
つ
歌
」
や
「
し
つ
歌
の
歌

返
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
年
ご
と
に
新
嘗
の

宴
で
繰
り
返
さ
れ
た
「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
と
こ
の
万
葉
冒
頭

の
歌
の
あ
り
方
は
両
天
皇
の
想
起
と
い
う
点
で
共
通
す
る
も
の
が
あ
る

（
９
）
。 

  
 

お
わ
り
に 

 

繰
り
返
す
が
、
「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
は
、
七
世
紀
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
前
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
宮
廷
の
酒
宴
、
特
に
新
嘗
の
酒

宴
で
長
く
連
綿
と
歌
い
継
が
れ
て
き
た
歌
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
組
曲
と

し
て
奏
さ
れ
、
古
事
記
に
お
い
て
は
雄
略
・
仁
徳
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
謡
物

語
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
新
嘗
の
酒
宴
で
奏
す
る
主
要
な
意
義
は
、
二

帝
の
想
起
と
讃
仰
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
宮
廷
歌
謡
中
で
も
重
ん
じ
ら
れ
、

音
楽
的
に
も
熱
狂
や
陶
酔
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
古
事
記

と
琴
歌
譜
に
み
え
る
そ
れ
ら
の
あ
り
方
か
ら
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と

が
推
定
で
き
る
。 

論
の
錯
綜
を
避
け
る
た
め
に
後
回
し
に
し
た
が
、
終
わ
り
に
「
し
つ

歌
」
の
語
義
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。 

古
事
記
伝
で
宣
長
は
、「
志
都
歌
」
の
「
都
」
は
清
音
で
あ
り
、「
し

つ
」
の
意
味
は
「
静シ

ツ

」、
つ
ま
り
「
静
歌
」
で
、「
（
神
楽
歌
の
）
韓
神
ノ

歌
に
、
静シ

ツ

韓
神
早ハ

ヤ

韓
神
と
云
こ
と
あ
り
、
早ハ

ヤ

に
対
へ
て
、
静シ

ツ

と
云
を
以

て
見
れ
ば
、
志
都

シ

ツ

歌
は
、
徐

シ
ヅ
カ

に
歌
ふ
由
の
名
な
る
べ
し
」
と
説
い
て
い

る
。
近
代
に
な
っ
て
も
宣
長
説
が
参
照
さ
れ
つ
つ
、「
（
揚
げ
拍
子
に
対
す

る
）
閑
拍
子
の
歌
」（
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈 

古
事
記
編
』）
と
す
る

説
が
あ
り
、
あ
る
い
は
「
上
げ
歌
」
に
対
す
る
「
下し

つ
歌
」（
下
げ
調
子

の
歌
）
、
ま
た
は
「
鎮し

づ

歌
」（
鎮
魂
の
歌
）
で
あ
る
可
能
性
も
説
か
れ
て
き

た
。 古

事
記
の
仮
名
表
記
に
お
い
て
「
都
」
は
も
っ
ぱ
ら
清
音
仮
名
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
宣
長
の
言
う
よ
う
に
「
志
都
歌
」
は
「
し

づ
歌
」
で
な
く
「
し
つ
歌
」
で
あ
る
。
琴
歌
譜
に
お
い
て
も
、「
都
」
は

濁
音
に
用
い
ら
れ
る
「
豆
」
に
対
し
て
清
音
を
現
わ
す
強
い
傾
向
を
も

つ
。「
茲
都
歌
」
は
や
は
り
「
し
つ
歌
」
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
「
し
つ
」

に
い
か
な
る
語
義
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、「
静
」「
下
つ
」

「
鎮
」
説
い
ず
れ
も
濁
音
「
し
づ
」
の
語
例
は
あ
っ
て
も
清
音
「
し
つ
」

の
確
例
を
も
た
な
い
点
、
同
様
に
難
点
を
も
つ
。
し
か
し
古
代
に
あ
っ

て
も
古
い
言
葉
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
「
し
つ
」
の
語
性
を
み
よ
う
と
す
る

時
、
清
濁
が
決
定
的
だ
と
も
い
え
な
い
。「
下し

づ
枝
」
と
濁
る
が
、「
下し

た

」
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と
も
清
む
。
ま
た
「
下し

づ
」
は
語
義
を
考
慮
し
て
も
「
垂し

づ
」、「
沈し

づ

く
」、

「
鎮し

づ

む
」
な
ど
と
関
連
す
る
言
葉
だ
ろ
う
（

10
）

こ
と
を
思
う
と
、「
し
つ

歌
」
は
「
下
つ
歌
」
ま
た
は
「
鎮
つ
歌
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

神
楽
歌
の
鍋
島
家
本
裏
書
に
は
「
尻
挙
歌
」
と
対
照
さ
れ
て
「
志
川
歌
」

が
み
え
、「
し
つ
歌
」
あ
る
い
は
「
し
づ
歌
」
と
読
ん
で
曲
調
を
表
す
ら

し
い
か
ら
、
後
世
に
は
「
静
歌
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
（

11
）
。 

念
の
た
め
に
言
う
が
、「
し
つ
歌
」
が
「
下
つ
歌
」、「
鎮
つ
歌
」
あ
る

い
は
「
静
歌
」
の
義
だ
と
し
て
も
、
先
述
し
た
両
曲
に
よ
る
「
熱
狂
」

「
陶
酔
」
と
い
う
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
。
琴
歌
譜
の
歌
譜
に
つ
け
ば
、

「
茲
都
歌
」
は
「
手
」
の
字
で
示
さ
れ
る
拍
子
が
少
な
く
（
全
体
で
十
）

ま
ば
ら
で
、
抑
え
た
調
子
で
お
も
む
ろ
に
歌
わ
れ
た
よ
う
だ
。「
茲
都
歌

は
、
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
、
し
ず
か
に
、
そ
し
て
不
均
拍
に
神
楽
風

に
う
た
わ
れ
た
も
の
」（
12
）

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
歌
い
方
が
曲
名
と
関
係

す
る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
後
半
部
の
「
つ
き
あ
ま

す
」
の
執
拗
な
リ
フ
レ
イ
ン
は
静
か
な
中
に
も
あ
る
高
潮
を
示
し
て
い

る
。
続
く
「
歌
返
」
は
、「
茲
都
歌
」
と
対
照
的
に
拍
子
数
多
く
（
全
体

で
七
十
三
）
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
歌
わ
れ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
の
後
半
部

で
は
「
茲
都
歌
」
の
後
半
部
の
旋
律
を
模
倣
し
て
二
曲
が
組
曲
で
あ
る

こ
と
を
現
し
つ
つ
、「
し
の
（
篠
）
」
を
焦
点
化
す
る
。「
う
ゑ
つ
し
の 

し

の
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
部
で
高
潮
す
る
。 

 

古
事
記
の
歌
ま
た
歌
曲
名
に
は
琴
歌
譜
の
そ
れ
と
共
通
す
る
も
の
が

あ
る
。
そ
こ
で
古
事
記
の
歌
を
読
む
た
め
に
時
に
琴
歌
譜
を
参
照
で
き

る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
琴
歌
譜
か
ら
古
事
記
を
見
る
こ
と
も
意

義
が
大
き
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
事
記
歌
謡
の
宮
廷
歌
謡
的

性
格
、
い
わ
ば
そ
の
三
次
元
的
な
あ
り
方
を
あ
る
程
度
見
通
す
こ
と
が

で
き
る
。
琴
歌
譜
の
歌
は
節
会
の
歌
謡
と
し
て
奏
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
り
、
ま
た
歌
い
方
を
記
す
歌
譜
や
わ
ず
か
な
が
ら
も
琴
譜
も
記

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

「
し
つ
歌
」「
し
つ
歌
の
歌
返
」
は
古
代
の
宮
廷
行
事
に
と
も
な
う
酒

宴
で
行
わ
れ
た
宮
廷
歌
謡
の
太
い
流
れ
を
示
し
て
い
る
。
古
事
記
と
琴

歌
譜
で
共
通
す
る
他
の
「
酒
楽
の
歌
」「
志
良
宜
歌
」
「
宇
岐
歌
」
な
ど

も
ま
た
宮
中
の
酒
宴
の
場
で
長
く
歌
い
継
が
れ
た
歌
々
で
あ
り
、
そ
の

歌
詞
の
背
後
に
は
古
代
の
宮
廷
人
た
ち
の
盛
ん
な
歓
楽
の
声
が
響
い
て

い
る
。 

 注
記 

（
１
） 

渡
部
和
雄
「
志
都
歌
試
論
」（「
美
夫
君
志
」
四
、
一
九
六
一
年
十
月
）。 

（
２
） 
拙
稿
「
琴
歌
譜
の
成
立
過
程
」（「
萬
葉
」
一
六
四
、
一
九
九
八
年
一 

月
）。 
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（
３
） 

林
謙
三
「
琴
歌
譜
の
音
楽
的
解
釈
の
試
み
」
（
『
雅
楽
―
古
楽
譜
の
解 

読
―
』
所
収
、
一
九
六
九
年
）
。 

（
４
） 
益
田
勝
実
『
記
紀
歌
謡
』
一
〇
四
ペ
ー
ジ
（
一
九
七
二
年
）。 

（
５
） 

文
脈
は
や
や
異
な
る
が
、
渡
部
和
雄
「
志
都
歌
の
伝
承
」（「
国
語
国 

 
 

文
研
究
」
二
九
、
一
九
六
四
年
十
月
）
も
こ
れ
ら
の
歌
や
後
に
ふ
れ
る
仁

徳
記
の
「
志
都
歌
の
歌
返
」
な
ど
を
「
大
（
新
）
嘗
祭
儀
式
次
第
歌
謡
」

と
と
ら
え
、
ま
た
古
事
記
編
纂
時
に
は
「
古
事
記
の
中
で
最
多
数
の
頻
度

を
持
つ
志
都
歌
及
歌
返
が
大
（
新
）
嘗
祭
に
於
て
非
常
に
重
要
な
歌
で
あ

っ
た
」
と
「
回
想
さ
れ
て
い
た
」
と
説
い
て
い
る
。 

（
６
） 

西
條
勉
「
埋
れ
た
宮
廷
歌
舞
劇
―
―
仁
徳
記
「
志
都
歌
之
歌
返
」
を

読
む
―
―
」
（
「
上
代
文
学
」
五
七
、
一
九
八
六
年
十
一
月
）。 

（
７
）
井
口
樹
生
「
大
嘗
祭
と
歌
謡
及
び
和
歌
―
―
『
琴
歌
譜
』
十
一
月
節
を

中
心
に
―
―
」（
「
芸
文
研
究
」
六
五
、
一
九
九
四
年
三
月
）
に
、
琴
歌
譜

の
「
茲
都
歌
」
は
「
宴
席
の
笑
い
を
誘
っ
た
歌
と
解
せ
る
」
と
し
て
い
る
。 

（
８
） 

琴
歌
譜
の
時
代
に
お
い
て
新
嘗
会
で
両
曲
を
奏
す
る
意
義
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
琴
歌
譜
歌
謡
の
構
成
―
―
「
大
歌
の
部
」
に
つ
い
て
―
―
」

（
「
萬
葉
語
文
研
究
」
八
、
二
〇
一
二
年
九
月
）
で
も
考
察
し
た
。 

（
９
） 

同
趣
旨
の
考
察
は
、
注
（
５
）
の
論
文
に
も
み
ら
れ
る
。 

（
10
） 

参
考
、
川
端
善
明
『
活
用
の
研
究
II
』
二
四
四
ペ
ー
ジ
（
一
九
七
九

年
）
。 

（
11
） 

注
（
１
）
の
論
文
に
も
名
義
の
検
討
が
あ
り
、
鎮
魂
歌
の
義
と
説
い

て
い
る
。 

（
12
） 

注
（
３
）
に
同
じ
。 

 


