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鈴

木
　

喬

『
万
葉
集
』
三
三
六
番
歌
考

︱
︱ 

筑
紫
の
宴
と
志
向
す
る
「
今
」
を
め
ぐ
っ
て 

︱
︱

は
じ
め
に

　
『
一
万
葉
集
』
に
お
い
て
筑
紫
の
特
産
物
で
あ
る
「
綿
」
が
次
の

よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　
　

沙
弥
満
誓
、
綿
を
詠
む
歌
一
首　

造
筑
紫
観
音
寺
別
当
、
俗
姓

は
笠
朝
臣
麻
呂
也

・
白し
ら
ぬ
ひ縫　

筑
紫
の
綿
は　

身
に
付
け
て　

い
ま
だ
は
着
ね
ど　

暖
け

く
見
ゆ	

（
③
三
三
六
）

（（
し
ら
ぬ
ひ
）
筑
紫
の
綿
は
、
ま
だ
身
に
つ
け
て
着
て
は
い
な
い
け

れ
ど
、
暖
か
そ
う
に
み
え
る
）

　

大
伴
旅
人
が
大
宰
府
長
官
時
に
お
け
る
沙
弥
満
誓
の
歌
で
あ
る

当
該
歌
は
、
宴
席
の
歌
で
あ
る
と
さ
れ
、
歌
の
背
景
に
あ
る
大
伴

旅
人
の
状
況
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
歌
わ
れ
た
場
の
問
題
が
具
体

的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
当
該
歌
に
先
行
す
る
三
二
八
～
三
三
五

番
歌
の
宴
席
の
歌
群
と
同
じ
場
で
歌
わ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
二
説

や
、「
綿
」
を
筑
紫
の
女
性
の
寓
意
と
と
ら
え
る
三
説
な
ど
指
摘
さ

れ
て
き
た
。

　

無
論
、題
詞
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
歌
を
理
解
す
る
こ
と
は
、

推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
歌
の
場
の
想
定
に
は
限
界
が
あ

り
、
作
品
と
し
て
ど
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
か
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
当
該
歌
は
、
譬
喩
歌
に
収
録
さ
れ
ず
、
雑
歌
に
配
列
さ
れ
る
。

歌
の
集
ま
り
と
し
て
考
え
る
と
、
寓
意
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
て

も
、
当
該
歌
に
お
い
て
『
万
葉
集
』
の
編
纂
者
の
志
向
は
、「
雑
歌
」

で
あ
り
、
寓
意
に
は
な
い
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
当
該
歌
に
用
い
ら
れ
る
「
綿
」
は
、
四
大
久
保
廣
行
が
木
簡

な
ど
か
ら
指
摘
す
る
よ
う
に
、
筑
紫
に
お
け
る
特
産
物
と
し
て
の
実
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態
が
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
筑
紫
滞
在
の
万
葉
び
と
に
お
い
て

共
有
さ
れ
、
和
歌
と
し
て
形
成
、
昇
華
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
歌
表
現
に
用
い
ら
れ
る
、
こ
の
「
綿
」
の
筑
紫
で
の
状
況

を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
当
該
歌
を
理
解
で
き
た
こ
と
に
つ
な
が
ら
な

い
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、
今
一
度
、
当
該
歌
が
置
か
れ
て
い
る
配
列
や

表
現
を
お
さ
え
な
が
ら
、
特
産
物
の
実
態
を
考
察
し
、
歌
の
解
釈
を

考
え
て
い
く
。

一
、
配
列
か
ら
見
る
三
三
六
番
歌

　

当
該
三
三
六
番
歌
は
、
沙
弥
満
誓
の
歌
で
あ
り
、『
万
葉
集
』
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
、
五
伊
藤
博
は
、
こ
れ
ら
の
歌
群
に

つ
い
て
大
伴
旅
人
を
中
心
と
す
る
一
つ
の
宴
席
の
場
と
想
定
す
る
。

　
　
　
　

大
宰
少
弐
小
野
老
朝
臣
の
歌
一
首

　

①
あ
を
に
よ
し　

奈
良
の
都
は　

咲
く
花
の　

に
ほ
ふ
が
ご
と
く　

今
盛
り

な
り	

（
三
二
八
）

　
　
（（
あ
を
に
よ
し
）
奈
良
の
都
は
、
咲
く
花
の
美
し
く
薫
る
が
ご
と
く
、
今

が
ま
っ
盛
り
）

　
　
　
　

防
人
司
佑
大
伴
四
綱
の
歌
二
首

　

②
や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

敷
き
ま
せ
る　

国
の
中
に
は　

都
し
思
ほ

ゆ	

（
三
二
九
）

　
　
（（
や
す
み
し
し
）
我
が
大
君
が　

お
治
め
に
な
る
国
々
の
う
ち
、（
奈
良
の
）

都
こ
そ
一
番
懐
か
し
く
思
わ
れ
る
）

　

③
藤
波
の　

花
は
盛
り
に　

な
り
に
け
り　

奈
良
の
都
を　

思
ほ
す
や
君	

	

（
三
三
〇
）

　
　
（
藤
の
花
は
盛
り
に
な
り
ま
し
た
。
奈
良
の
都
を　

思
い
出
さ
れ
ま
す
か
、

あ
な
た
さ
ま
は
）

　
　
　
　

帥
大
伴
卿
の
歌
五
首

　

④
我
が
盛
り　

ま
た
を
ち
め
や
も　

ほ
と
ほ
と
に　

奈
良
の
都
を　

見
ず
か

な
り
な
む	

（
三
三
一
）

　
　
（
私
の
盛
り
が　

ま
た
戻
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
て　

奈
良
の

都
を　

見
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
）

　

⑤
我
が
命
も　

常
に
あ
ら
ぬ
か　

昔
見
し　

象き
さ

の
小
川
を　

行
き
て
見
む
た

め	

（
三
三
二
）

　
　
（
私
の
命
も　

永
遠
で
あ
っ
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
昔
見
た　

吉
野
の
象

の
小
川
を　

も
う
一
度
行
っ
て
見
る
た
め
に
）

　

⑥
浅
茅
原　

つ
ば
ら
つ
ば
ら
に　

物
思
へ
ば　

古
り
に
し
里
し　

思
ほ
ゆ
る

か
も	

（
三
三
三
）

　
　
（（
あ
さ
ぢ
は
ら
）
つ
く
づ
く
と　

も
の
を
思
っ
て
い
る
と
、
ふ
る
さ
と
の

こ
と
が　

思
い
出
さ
れ
て
な
ら
な
い
）

　

⑦
忘
れ
草　

我
が
紐
に
付
く　

香
具
山
の　

古
り
に
し
里
を　

忘
れ
む
が
た

め	

（
三
三
四
）

　
　
（
忘
れ
草
を　

私
の
下
紐
に
付
け
た
の
だ
。
香
具
山
の　

ふ
る
さ
と
を
忘
れ

る
た
め
に
）

　

⑧
我
が
行
き
は　

久
に
は
あ
ら
じ　

夢
の
わ
だ　

瀬
に
は
な
ら
ず
て　

淵
に

も
あ
り
こ
そ	

（
三
三
五
）

　
　
（
私
の
旅
は　

も
う
長
く
は
あ
る
ま
い
。（
吉
野
川
の
）
夢
の
わ
だ
よ
、
ど

う
か
瀬
に
な
ら
ず　

淵
の
ま
ま
で
い
て
く
れ
）

　
　
　
　

沙
弥
満
誓
、
綿
を
詠
む
歌
一
首　

造
筑
紫
観
音
寺
別
当
、
俗
姓
は
笠

朝
臣
麻
呂
也
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・
白し

ら
ぬ
ひ縫　

筑
紫
の
綿
は　

身
に
付
け
て　

い
ま
だ
は
着
ね
ど　

暖
け
く
見
ゆ	

	
	

（
三
三
六
）

　
　
　
　

山
上
憶
良
臣
、
宴
を
罷
る
歌
一
首

　

⑨
憶
良
ら
は　

今
は
罷ま
か

ら
む　

子
泣
く
ら
む　

そ
れ
そ
の
母
も　

我
を
待
つ

ら
む
そ	

（
三
三
七
）

（
憶
良
め
は　

こ
こ
で
失
礼
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
子
ど
も
が
泣
い
て
い
る
で

し
ょ
う
し　

そ
の
母
親
も
私
を
待
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
）

　

①
は
、
小
野
老お
ゆ

が
天
平
元
年
（
七
二
九
）
大
宰
府
に
赴
任
し
た
際

の
宴
の
歌
と
さ
れ
る
。「
に
ほ
ふ
」
は
本
来
、
視
覚
的
に
美
し
い
こ

と
を
あ
ら
わ
す
が
、「
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
」
を
原
文
で
は
、「
薫
如
」

と
記
し
、「
薫
」
字
が
嗅
覚
的
な
字
義
を
あ
ら
わ
す
こ
と
か
ら
、
視

覚
で
も
嗅
覚
で
も
、「
花
が
盛
り
」
だ
と
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
都
は
、
今
ま
さ
に
栄
華
を
誇
る
と
都
を
讃
え
る
歌
と

な
っ
て
い
る
。
一
方
、
小
野
老
を
含
め
宴
席
出
席
者
は
、
対
極
に
あ

る
鄙
の
地
、
筑
紫
大
宰
府
に
身
を
置
く
。
栄
え
て
い
る
都
を
遠
く

か
ら
想
う
「
望
郷
歌
」
の
構
造
を
有
す
る
。「
み
や
こ
」
と
「
ひ
な
」

の
対
立
構
造
を
一
首
は
表
現
す
る
。
②
は
「
国
の
中
に
は
都
し
思
ほ

ゆ
」
と
、
自
身
が
勤
務
す
る
筑
紫
で
は
な
く
、「
都
」
が
思
い
出
さ

れ
る
と
表
現
す
る
。
③
は
、大
宰
府
の
長
官
で
あ
る
大
伴
旅
人
に「
奈

良
の
都
を
思
ほ
す
や
君
」
と
、
筑
紫
の
地
に
て
花
が
盛
り
の
時
期
に

あ
っ
て
、
都
を
想
い
奈
良
の
都
の
讃
美
が
歌
わ
れ
る
。

　
『
万
葉
集
』
巻
三
の
雑
歌
の
約
八
割
が
旅
の
歌
と
さ
れ
、

　

・
い
ざ
子
ど
も　

大
和
へ
早
く　

白
菅す

げ

の　

真
野
の
榛は

り
は
ら原　

手
折
り
て
行
か

む	

（
二
八
〇
）

（
さ
あ
皆
の
者
、
大
和
へ
早
く
帰
ろ
う
。
白
菅
の　

生
え
て
い
る
真
野
の
榛

の
林
の
枝
を
、（
旅
の
記
念
に
）
手
折
っ
て
帰
ろ
う
）

　

・
伊
勢
の
海
の　

沖
つ
白
波　

花
に
も
が　

包
み
て
妹
が　

家
づ
と
に
せ
む	
	

（
三
〇
六
）

（
伊
勢
の
海
の　

沖
の
白
波
が　

花
で
あ
っ
た
ら
よ
い
の
に
。　

そ
れ
を
包

ん
で
妻
へ
の
土
産
に
し
よ
う
）

奈
良
の
都
や
家
に
い
る
妻
を
想
い
歌
う
よ
う
に
、
巻
一
、二
に
比
し

て
、私
的
な
感
情
を
表
出
す
る
歌
が
多
い
。
歌
の
場
は
旅
に
あ
っ
て
、

そ
の
視
線
は
強
い
郷
愁
と
と
も
に
都
に
向
い
て
い
る
。
①
か
ら
③
も

宴
席
の
歌
で
は
あ
る
も
の
の
、
都
か
ら
離
れ
た
筑
紫
大
宰
府
の
地
に

て
、
一
種
の
旅
の
歌
の
構
造
を
有
す
る
。

　

続
く
、
大
伴
旅
人
の
④
か
ら
⑧
も
、「
古
り
に
し
里
し　

思
ほ
ゆ

る
か
も
」
と
都
を
見
た
い
、
忘
れ
ら
れ
な
い
と
心
中
を
吐
露
す
る
。

④
は
、
①
や
③
の
「
盛
り
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
栄
華
を
誇
る

都
と
、
鄙
の
地
に
い
て
、
衰
え
て
い
く
ば
か
り
の
自
身
が
対
比
さ
れ

る
。
大
伴
旅
人
個
人
の
想
い
で
は
な
く
宴
席
の
出
席
者
と
想
い
を
共

有
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
大
宰
府
官
人
は
、
眼
前
の
筑
紫

の
も
の
で
は
な
く
、「
見
る
」
こ
と
の
対
象
は
「
都
」
に
あ
り
、
故

郷
や
家
を
思
う
、
旅
の
歌
の
様
式
を
有
す
る
。
大
宰
府
と
い
う
任
地

に
お
い
て
も
都
や
家
か
ら
離
れ
た
旅
路
で
あ
り
、
表
出
さ
れ
る
思
い

の
先
は
都
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

他
の
巻
に
お
い
て
も
、
筑
紫
大
宰
府
に
赴
任
し
た
官
人
た
ち
は
、

望
郷
の
想
い
を
歌
う
。
巻
五
の
梅
花
の
宴（「
梅
の
花
歌
三
十
二
首
」）
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に
お
い
て
も
、

　

・
梅
の
花　

折
り
か
ざ
し
つ
つ　

諸
人
の　

遊
ぶ
を
見
れ
ば　

都
し
ぞ
思
ふ	

	

（
⑤
八
四
三
）

（
梅
の
花
を　

折
っ
て
髪
に
さ
し
な
が
ら　

み
な
さ
ん
が
遊
ん
で
い
る
の
を

見
る
と　

都
の
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
ま
す
）

梅
花
宴
を
興
じ
る
、
み
や
び
な
筑
紫
の
官
人
た
ち
の
振
る
舞
い
を
見

る
と
、
都
で
の
生
活
が
思
い
だ
さ
れ
る
と
歌
う
。
ま
た
「
梅
の
花
歌

三
十
二
首
」
の
後
に
配
列
さ
れ
た
「
六
員
外
故
郷
を
思
ふ
歌
」
で
は
、

　

・
我
が
盛
り　

い
た
く
く
た
ち
ぬ　

雲
に
飛
ぶ　

薬
食は

む
と
も　

ま
た
を
ち

め
や
も	

（
⑤
八
四
七
）

（
私
が
身
の
盛
り
は　

す
っ
か
り
過
ぎ
た
。
空
を
飛
ぶ　

仙
薬
を
の
ん
で
も
、

ま
た
若
返
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
）

　

・
雲
に
飛
ぶ　

薬
食は

む
よ
は　

都
見
ば　

賤い
や

し
き
我
が
身　

ま
た
を
ち
ぬ
べ

し	

（
⑤
八
四
八
）

（
空
を
飛
ぶ　

仙
薬
な
ん
か
を
飲
む
よ
り
も
、
都
を
見
れ
ば
賤
し
き
我
が
身

も
ま
た
若
返
る
に
違
い
な
い
）

④
と
同
様
「
我
が
盛
り
」
や
「
を
ち
め
や
も
」
が
表
現
さ
れ
、
対
比

的
に
衰
え
ゆ
く
自
身
が
表
現
さ
れ
る
。
鄙
の
地
に
、
歳
を
重
ね
る
こ

と
の
焦
り
、
無
常
の
想
い
の
な
か
で
、
仙
薬
よ
り
も
都
を
見
れ
ば
若

返
る
の
だ
と
表
現
す
る
。
都
へ
の
強
い
想
い
と
そ
れ
が
叶
わ
な
い
焦

燥
感
が
表
出
さ
れ
る
。気
象
に
お
い
て
も
望
郷
の
想
い
を
起
こ
さ
せ
、

　
　
　
　

大
宰
帥
大
伴
卿
、
冬
の
日
に
雪
を
見
て
、
京
を
憶
ふ
歌
一
首

　

・
沫
雪
の	

ほ
ど
ろ
ほ
ど
ろ
に	

降
り
敷
け
ば	

奈
良
の
都
し	

思
ほ
ゆ
る
か
も

	
	

（
⑧
一
六
三
九
）

（
沫
雪
が　

う
っ
す
ら
地
面
に
降
り
積
も
る
と　

奈
良
の
都
が　

思
い
出
さ

れ
る
）

筑
紫
の
地
に
降
る
雪
が
郷
愁
の
想
い
を
引
き
出
す
と
歌
い
あ
げ
る
。

鄙
で
催
さ
れ
る
宴
の
一
つ
の
型
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　

一
方
、
沙
弥
満
誓
の
当
該
歌
と
、
つ
づ
く
⑨
の
山
上
憶
良
の
歌
は

望
郷
の
想
い
を
表
現
し
な
い
。
大
久
保
廣
行
は
、
当
該
三
三
六
番
歌

と
、
⑨
の
憶
良
の
歌
は
、
題
詞
に
お
い
て

　
　

大
宰
少
弐
小
野
老
朝
臣
の
歌
一
首
（
三
二
八
）

　
　

防
人
司
佑
大
伴
四
綱
の
歌
二
首
（
三
二
九
・
三
三
〇
）

　
　

帥
大
伴
卿
の
歌
五
首
（
三
三
一
～
三
三
五
）

　
　

沙
弥
満
誓
、
綿
を
詠
む
歌
一
首
（
三
三
六
）

　
　

山
上
憶
良
臣
、
宴
を
罷
る
歌
一
首
（
三
三
七
）

三
三
六
、三
三
七
番
歌
に
は
、
人
名
に
官
職
名
の
記
載
が
無
く
、
ま

た
題
詞
が
「〔
人
名
〕
の
歌
」
と
あ
る
の
に
対
し
、「
綿
を
詠
め
る
」「
宴

を
罷
る
歌
」
と
記
載
様
式
が
異
な
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
③
に
「
藤

波
の
花
」
が
詠
ま
れ
る
初
夏
に
お
い
て
、「
綿
」
を
取
り
上
げ
、「
暖

か
さ
」
を
讃
え
る
の
は
季
節
に
合
わ
な
い
と
し
、
①
か
ら
⑧
と
は
、

別
の
場
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
①
の
題
詞
に
お
い
て
詳
細
な
宴
の
場
に
関
す

る
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、
①
か
ら
⑧
も
配
列
的
な
ま
と
ま
り
で
、

同
じ
場
で
あ
る
と
享
受
者
で
あ
る
我
々
が
想
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
実
態
的
に
は
異
な
る
場
で
あ
っ
て
も
、「
宴
」
の
場
と
い
う
ま

と
ま
り
以
外
に
、
配
列
さ
れ
た
編
者
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
、

留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

ま
た
題
詞
の
記
載
様
式
が
異
な
る
も
の
も
、望
郷
を
歌
う
歌
々
と
、
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詠
題
を
有
す
る
歌
と
い
う
、
一
見
す
る
と
大
き
な
隔
た
り
に
見
え
る

も
の
の
、「
宴
」
の
歌
と
い
う
、
緩
や
か
な
大
き
な
ま
と
ま
り
に
お

い
て
共
通
し
て
い
る
。

二
、
雑
歌
に
収
録
さ
れ
る
三
三
六
番
歌

　

当
該
三
三
六
番
歌
は
、
七
岸
本
由
豆
流
『
萬
葉
集
攷
証
』
が
「
こ

の
歌
譬
喩
の
歌
に
て
、
満
誓
、
女
な
ど
見
ら
れ
て
、
た
は
ぶ
れ
に
詠

れ
た
る
に
て
、
か
の
綿
を
積
か
さ
ね
な
ど
し
た
る
が
、
暖
げ
に
見

ゆ
る
を
、
女
に
よ
そ
へ
ら
れ
た
る
に
も
あ
る
べ
し
」
と
し
て
以
来
、

八
新
全
集
が
「
異
性
の
寝
心
地
の
良
さ
そ
う
な
さ
ま
を
読
ん
だ
も
の

か
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、「
綿
」
を
筑
紫
の
女
に
譬
え
た
寓
意
歌
で

あ
る
九
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
〇
市
村
宏
な
ど
は
、
そ
の
満
誓
の

男
女
関
係
の
実
態
的
な
様
相
を
言
及
を
す
る
。
ま
た
一
一
大
久
保
廣

行
は
「
譬
喩
表
現
を
巧
み
に
駆
使
し
、
相
聞
的
な
発
想
を
か
ら
ま
せ

た
表
出
が
満
誓
歌
の
顕
著
な
傾
向
」
と
し
、
綿
に
寓
意
を
込
め
る
こ

と
が
、
む
し
ろ
満
誓
歌
の
特
徴
で
あ
る
と
も
指
摘
す
る
。

　

た
し
か
に
当
該
歌
の
「
身
に
付
け
て　

い
ま
だ
は
着
ね
ど
」
は
、

次
の
一
二
九
六
番
に
も
見
え
る
。

　

・
今
作
る　

斑ま
だ
ら

の
衣　

面
影
に　

我
に
思
ほ
ゆ　

い
ま
だ
着
ね
ど
も

	
	

（
⑧
一
二
九
六
）

（
今
ま
さ
に
縫
い
上
が
る　

ま
だ
ら
の
衣
は　

幻
と
な
っ
て
私
に
は
身
近
に

思
わ
れ
る
。
ま
だ
手
を
通
し
て
い
な
い
け
れ
ど
）

「
近
く
結
婚
で
き
る
見
通
し
が
で
き
て
い
る
」
こ
と
を
譬
喩
し
た
歌

と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
歌
に
お
い
て
も
、
男
女
間
の
寓
意
を

持
つ
こ
と
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
さ
ら
に
⑨
に

「
子
」
や
「
妻
」
が
表
現
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
当
該
歌
の
寓

意
を
受
け
て
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
二
九
六
番
歌

は
、
巻
八
の
譬
喩
歌
「
衣
に
寄
す
る
」
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
雑
歌

に
収
録
さ
れ
る
当
該
歌
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

当
該
歌
が
収
載
さ
れ
る
『
万
葉
集
』
巻
三
に
も
、「
譬
喩
歌
」
の

部
立
て
が
あ
り
、
沙
弥
満
誓
の
歌
が
二
首
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

造
筑
紫
観
世
音
寺
別
当
沙
弥
満
誓
の
歌
一
首

　

⑩
と
ぶ
さ
立
て　

足
柄
山
に　

舟
木
伐
り　

木
に
伐
り
行
き
つ　

あ
た
ら
舟

木
を	

（
三
九
一
）

（
と
ぶ
さ
を
立
て
て　

せ
っ
か
く　

足
柄
山
で
船
材
に
な
る
良
い
木
を
伐
っ

た
の
に　

た
だ
の
材
木
と
し
て
伐
っ
て
行
っ
た
よ
。
立
派
な
舟
木
に
な
っ

た
も
の
を
）

　

⑪
見
え
ず
と
も　

誰た

れ
恋
ひ
ざ
ら
め　

山
の
は
に　

い
さ
よ
ふ
月
を　

よ
そ

に
見
て
し
か	

（
三
九
三
）

（
見
え
な
く
て
も　

誰
が
恋
し
く
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
山
の
端
に　

出
か

ね
て
い
る
月
を
、
よ
そ
目
に
で
も
見
た
い
も
の
だ
）

⑩
は
、
一
二
新
大
系
お
よ
び
一
三
岩
波
文
庫
が
「
思
い
を
か
け
た
美
女

が
凡
庸
な
男
に
嫁
し
た
こ
と
を
惜
し
む
心
で
あ
ろ
う
か
」
と
指
摘
す

る
よ
う
に
、
男
が
想
う
女
を
「
舟
木
」
に
譬
え
、
そ
れ
が
他
の
男
に

取
ら
れ
た
こ
と
の
寓
意
を
持
つ
。
⑪
は
、
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
女
を
「
い
さ
よ
ふ
月
」
に
譬
え
、
男
の
見
た
い
願
望
を
表
現

す
る
。
仮
に
、
当
該
歌
も
編
者
に
お
い
て
寓
意
を
主
眼
に
持
つ
も
の
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で
あ
る
な
ら
ば
、
⑩
⑪
と
同
じ
く
譬
喩
歌
に
収
載
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
当
該
歌
は
、
む
し
ろ
配
列
に
お
い
て
は
大
宰
府
の
宴
席
歌
と
し

て
①
か
ら
⑨
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

①
か
ら
⑧
に
お
い
て
、
都
を
見
た
い
と
望
郷
の
念
を
表
現
す
る
。

い
わ
ば
旅
の
歌
の
型
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
一
つ
の
様
式
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
連
な
る
当
該
歌
は
、「
筑
紫
の
綿
」
が
暖
か
そ
う
に
み

え
る
と
、
そ
の
視
座
は
、
筑
紫
に
置
か
れ
る
。

『
万
葉
集
』
巻
三
が
、
あ
る
主
題
を
基
準
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、夙
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
一
四
全
注
』

（
万
葉
集
巻
三
概
説
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
式
部
卿
藤
原
宇
合
卿
、

難
波
の
都
を
改
め
造
ら
し
め
ら
る
る
時
に
作
る
歌
一
首
」
が

　

・
昔
こ
そ	

難
波
ゐ
な
か
と	

言
は
れ
け
め	

今
は
都
引
き	

都
び
に
け
り

	
	

（
三
一
二
）

（
昔
こ
そ
難
波
田
舎
と
言
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
今
は
都
を
移
し
て
、
都
ら
し

く
な
っ
た
も
の
だ
）

主
眼
が
「
今
」
に
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
続
く
土
理
宣
令
の

　

・
み
吉
野
の　

滝
の
白
波　

知
ら
ね
ど
も　

語
り
し
継
げ
ば　

古
思
ほ
ゆ

	
	

（
三
一
三
）

（
吉
野
の　

宮
滝
の
白
波
よ
。
昔
の
こ
と
は
知
ら
な
い
が　

語
り
継
い
で
き

た
の
で　

そ
の
昔
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
）

と
、「
い
に
し
へ
」
に
主
眼
が
置
か
れ
る
。
三
一
二
番
歌
と
三
一
三

番
歌
が
「
新
」
と
「
古
」
の
対
比
が
テ
ー
マ
と
し
て
組
み
を
な
す
。

さ
ら
に
波
多
朝
臣
少
足
の
次
の
歌
は
、

　

・
さ
ざ
れ
波　

磯
越
道
な
る　

能
登
瀬
川　

音
の
さ
や
け
さ　

た
ぎ
つ
瀬
ご

と
に	

（
三
一
四
）

（
さ
ざ
れ
波
が　

磯
を
越
す
と
い
う
そ
の
越
の
国
へ
行
く
道
筋
の　

能
登
瀬

川
の　

音
が
さ
や
か
に
澄
ん
で
聞
こ
え
る
こ
と
よ
。
激
し
く
流
れ
る
瀬
ご

と
に
）

越
の
国
の
歌
で
あ
り
、
先
の
三
一
三
番
歌
と
連
関
し
な
い
。
こ
の
歌

の
「
た
ぎ
つ
瀬
」
は
、
三
一
三
番
歌
の
「
滝
」
と
の
連
想
に
お
い
て

配
列
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
巻
三
は
、
強
い
主

題
と
つ
な
が
り
、
緩
や
か
な
つ
な
が
り
に
お
い
て
配
列
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。

三
、
今
を
生
き
る
想
い

　

当
該
歌
が
①
～
⑨
の
歌
と
同
じ
場
で
歌
わ
れ
た
歌
を
前
提
と
す

る
、一
五
伊
藤
益
の
「
望
郷
の
歌
々
の
閉
め
と
し
て
」
表
現
さ
れ
た
「
座

の
文
芸
」
と
す
る
当
該
歌
の
理
解
は
、
題
詞
に
お
い
て
「
場
」
の
記

述
が
無
い
以
上
、
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
配

列
さ
れ
た
歌
群
で
あ
る
以
上
、
何
か
し
ら
の
構
造
を
有
す
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、「
筑
紫
の
綿
」
を
中
心
に
当
該
歌
と
、

①
～
⑨
の
歌
群
に
配
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　

当
該
歌
が
「
筑
紫
の
綿
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
一
六
「
綿
」
は
筑

紫
の
特
産
物
で
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』
天
武
十
四
年
十
一
月
二
日

条
に
「
筑
紫
大
宰
、
儲
用
の
物
、
絁
一
百
疋
、
絲
一
百
斤
、
布
三
百

端
、
庸
布
四
百
常
、
鐵
一
萬
斤
、
箭
竹
二
千
連
を
請
ふ
。
筑
紫
に
送

り
下
す
」
と
い
う
記
事
が
み
え
、
儲
用
の
物
と
し
て
大
宰
府
が
都
に
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請
求
す
る
品
に
「
綿
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
天
武
十
四

年
の
段
階
で
、
綿
は
既
に
筑
紫
の
産
物
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
（
七
二
九
）
九

月
三
日
条
に
よ
れ
ば
「
大
宰
府
に
仰
せ
て
、
調
綿
一
十
万
屯
を
進
め

し
む
」
と
大
宰
府
か
ら
奈
良
の
都
へ
大
量
の
綿
が
貢
進
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
当
該
歌
の
「
筑
紫
」
は
九
州
全
体
を
あ
ら
わ
し
、
次
の

一
七
平
城
宮
出
土
木
簡
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

　
　

・
筑
前
国
怡
土
郡
調
綿
壱
伯
屯　

四
両　
養
老
七
年　

『
日
本
古
代
木
簡
選
』

　
　

・
肥
後
国
恰
志
郡
調
綿
壱
伯
屯　

四
両　
養
老
七
年　

『
平
城
宮
木
簡　

一
』

　
　

・
肥
前
国
神
埼
郡
調
綿
壱
伯
屯　
　
　
　
□
亀
二
年

『
平
城
宮
木
簡　

一
』

九
州
各
地
か
ら
奈
良
の
都
に
「
綿
」
が
貢
進
さ
れ
て
い
る
実
態
が
わ

か
る
。木
簡
に
記
載
さ
れ
る「
百
屯
」は
、約
二
十
二
・
五
㎏
に
相
当
し
、

郡
ご
と
に
ま
と
め
て
綿
の
包
み
に
木
簡
が
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
木
簡
に
使
用
さ
れ
る
材
が
い
ず
れ
も
広
葉
樹
で

あ
り
、
切
り
込
み
の
形
状
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
八
酒
井
芳

司
に
よ
る
と
「
長
年
蓄
積
し
て
い
た
真
綿
を
都
に
貢
進
す
る
時
に
、

諸
国
進
上
の
旧
荷
札
木
簡
の
内
容
を
、
大
宰
府
が
一
括
し
て
新
荷
札

に
転
記
し
て
作
成
し
た
」
と
し
、
大
宰
府
の
地
に
西
海
道
諸
国
か
ら

綿
が
一
九
集
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
海
道
諸
国
（
九

州
各
地
）
か
ら
大
宰
府
に
納
め
ら
れ
る
「
綿
」
に
お
い
て
、
大
宰
府

の
官
人
た
ち
に
と
っ
て
、
日
常
業
務
に
お
い
て
目
に
触
れ
る
機
会
は

多
く
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。大
宰
府
役
人
た
ち
に
お
い
て「
筑

紫
の
綿
」
は
大
宰
府
の
生
活
そ
の
も
の
を
さ
す
と
い
え
る
。

　

他
の
万
葉
び
と
が
都
を
想
い
歌
で
表
現
す
る
の
に
対
し
、
沙
弥
満

誓
の
三
三
六
番
歌
は
、
目
の
前
の
「
筑
紫
綿
」、
つ
ま
り
大
宰
府
の

生
活
の
「
い
ま
」
を
歌
う
の
で
あ
る
。

　

沙
弥
満
誓
の
当
該
歌
は
、

　

・
し
ら
ぬ
ひ　

筑
紫
の
綿
は　

身
に
付
け
て　

い
ま
だ
は
着
ね
ど　

暖
け
く

見
ゆ　

「
暖
け
く
見
ゆ
」と
自
発
・
可
能
の「
ゆ
」を
用
い
て
対
象
を
表
現
す
る
。

「
見
ゆ
」
は
、「
～
ば
」
な
ど
の
条
件
節
を
伴
い
な
が
ら

　

・
天
ざ
か
る　

鄙
の
長
道
ゆ　

恋
ひ
来
れ
ば　

明
石
の
門
よ
り　

大
和
島
見

ゆ	

（
③
二
五
五
）

（（
あ
ま
ざ
か
る
）
遠
い
鄙
か
ら
の
長
い
道
の
り
を　
（
我
が
家
を
）
恋
し
く

や
っ
て
来
る
と　

明
石
の
海
峡
か
ら
、
大
和
の
山
々
が
見
え
て
き
た
）

　

・
難
波
潟　

潮
干
に
立
ち
て　

見
渡
せ
ば　

淡
路
の
島
に　

鶴
渡
る
見
ゆ

（
⑦
一
一
六
〇
）

（
難
波
潟
の　

干
潟
に
立
っ
て
見
渡
す
と　

淡
路
の
島
を
め
ざ
し
て　

鶴
が

飛
ん
で
行
く
の
が
見
え
る
）

突
然
視
界
に
入
り
、
対
象
へ
の
讃
美
や
、
そ
の
美
し
さ
や
感
動
等
を

表
現
す
る
。
そ
の
た
め
、
二
〇
阿
蘇
瑞
枝
の
『
全
歌
講
義
』
が
「
九
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州
産
の
上
質
の
綿
を
ほ
め
る
気
持
。
中
央
か
ら
来
た
者
と
し
て
土
地

の
特
産
の
品
を
ほ
め
る
の
は
、
土
地
の
行
政
監
督
者
、
こ
こ
は
宴
の

主
催
者
で
あ
る
大
宰
帥
へ
の
讃
美
と
も
な
ろ
う
。
特
産
の
綿
が
話
題

に
な
り
、
現
物
が
示
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。」
と
い

う
当
該
歌
の
評
は
、
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
。

　

一
方
、
当
該
歌
の
「
筑
紫
綿
」
は
、
大
宰
府
官
人
に
お
い
て
日
常

目
に
触
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
突
然
視
界
に
入
る
こ
と

は
考
え
に
く
い
。
見
え
て
い
る
も
の
が
見
え
て
い
な
い
状
態
、
当
該

歌
の
「
見
ゆ
」
は
、
見
る
側
の
主
体
性
や
志
向
性
が
失
わ
れ
た
結
果

の
状
態
を
あ
ら
わ
す
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

　

・
大
君
の　

遠
の
朝み

か
ど廷

と　

あ
り
通
ふ　

島
門
を
見
れ
ば　

神
代
し
思
ほ
ゆ

（
③
三
〇
四
）

（
わ
が
大
君
の　

遠
く
離
れ
た
政
庁
と
し
て　

人
々
が
往
来
す
る
海
峡
を
見

る
と
、
神
代
の
時
代
が
思
わ
れ
る
）

「
見
れ
ば
～
思
わ
れ
る
」
の
よ
う
に
、「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
導
き

出
さ
れ
る
思
い
が
あ
る
な
か
、「
見
る
」
こ
と
の
主
体
性
の
欠
如
は
、

そ
の
よ
う
な
連
動
が
起
こ
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

都
を
想
い
歌
う
大
伴
旅
人
た
ち
大
宰
府
官
人
の
視
座
そ
の
も
の
だ
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、「
い
ま
だ
は
着
ね
ど
」
や
満
誓
自
身
も
「
見

ゆ
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
沙
弥
満
誓
も
ま
た
旅
人
た
ち
同
様
、
都

人
と
し
て
遠
い
鄙
の
地
に
て
都
へ
の
視
座
は
共
有
し
て
い
る
と
も
言

え
る
。

　

大
宰
府
に
お
い
て
身
近
な「
筑
紫
綿
」を
詠
じ
る
沙
弥
満
誓
は
、「
都

人
で
あ
っ
た
我
々
は
筑
紫
の
綿
を
身
に
付
け
よ
う
と
も
思
わ
な
か
っ

た
し
、
着
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
実
際
に
筑
紫
に
来
て
み
た
ら
暖

か
そ
う
に
見
え
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
み
な
さ
ん
も
過
去
や
都
の

こ
と
ば
か
り
思
い
を
は
せ
る
け
ど
、
今
は
今
で
す
。」
と
、
今
見
え

る
も
の
（
筑
紫
綿
）
を
見
よ
う
と
し
な
い
旅
人
た
ち
に
、ま
る
で
「
今

を
生
き
る
」
こ
と
を
諭
し
、
励
ま
す
が
如
く
歌
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

続
く
憶
良
の
⑨
も
、

　
　

⑨
憶
良
ら
は　

今
は
罷さ

か

ら
む　

子
泣
く
ら
む　

そ
れ
そ
の
母
も　

我
を
待

つ
ら
む
そ

「
今
は
」
と
歌
中
に
表
現
す
る
。

　

当
時
、
筑
前
の
国
守
で
あ
っ
た
憶
良
は
既
に
七
十
歳
を
超
え
、
父

を
求
め
泣
き
騒
ぐ
幼
子
や
、
そ
れ
を
一
人
あ
や
す
幼
い
妻
の
存
在
は

考
え
に
く
く
、
歌
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

が
、
二
一
伊
藤
益
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
満
座
の
笑
い
を
誘
う
諧
謔
」

で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
確
か
に
言
え
る
の
は
、「
今
は
」

と
表
現
し
な
が
ら
、
妻
と
子
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
に
お
け
る
日
常
生

活
を
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
視
座
は
、
沙
弥
満
誓
の
当
該
歌
と

も
共
通
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

旅
の
歌
の
一
種
と
し
て
、
都
へ
の
想
い
を
も
っ
て
筑
紫
大
宰
府
の

宴
の
歌
は
表
現
さ
れ
る
。
一
方
で
、
梅
花
の
宴
で

　

・
梅
の
花　

今
盛
り
な
り　

思
ふ
ど
ち　

か
ざ
し
に
し
て
な　

今
盛
り
な
り

（
⑤
八
二
〇
）
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（
梅
の
花
は
今
満
開
だ　

親
し
い
皆
様
よ　

髪
に
挿
し
ま
し
ょ
う
よ　

今
満

開
だ
）

　

・
梅
の
花　

折
り
て
か
ざ
せ
る　

諸
人
は　

今
日
の
間
は　

楽
し
く
あ
る
べ

し	

（
⑤
八
三
二
）

（
梅
の
花
を
折
っ
て
髪
に
挿
し
て
い
る　

諸
人
は
今
日
一
日
は
、
楽
し
そ
う

だ
）

今
を
楽
し
も
う
と
歌
う
表
現
も
存
在
し
た
。
同
じ
く
梅
花
の
宴
で
、

満
誓
は

　

・
青
柳　

梅
と
の
花
を　

折
り
か
ざ
し　

飲
み
て
の
後
は　

散
り
ぬ
と
も
よ

し	

（
⑤
八
二
一
）

（
青
柳
と
梅
の
花
と
を
折
っ
て
髪
に
挿
し
、楽
し
く
飲
ん
だ
そ
の
後
は
、散
っ

て
し
ま
っ
て
も
よ
い
）

や
は
り
「
い
ま
」
を
見
る
こ
と
を
志
向
す
る
の
で
あ
る
。
当
該

三
三
六
番
歌
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
歌
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
ま
と
め

　

以
上
、
当
該
三
三
六
番
歌
を
配
列
や
、「
見
る
」
こ
と
の
対
象
や

大
宰
府
官
人
の
視
座
を
中
心
に
考
察
し
た
。
当
該
歌
の
前
に
配
さ
れ

る
歌
群
が
望
郷
の
想
い
を
表
現
し
、今
み
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
都
」

を
歌
う
の
に
対
し
、
当
該
歌
お
よ
び
憶
良
の
歌
は
、「
い
ま
」
を
歌

う
。
そ
の
よ
う
な
対
立
構
造
に
お
い
て
、
当
該
「
大
宰
府
宴
」
歌
群

は
、
編
者
に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

大
宰
府
の
宴
の
歌
は
、
旅
の
歌
の
郷
愁
を
歌
う
様
式
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
一
方
、
旅
の
歌
に
は
眼
前
の
モ
ノ
を
賛
美
す
る
も
の
が
あ

る
。

　

・
天
地
の　

分
れ
し
時
ゆ　

神
さ
び
て　

高
く
貴
き　

駿
河
な
る　

富
士
の

高
嶺
を　

天
の
原　

振
り
放
け
見
れ
ば　

渡
る
日
の　

影
も
隠
ら
ひ　

照

る
月
の　

光
も
見
え
ず　

白
雲
も　

い
行
き
は
ば
か
り　

時
じ
く
そ　

雪

は
降
り
け
る　

語
り
継
ぎ　

言
ひ
継
ぎ
行
か
む　

富
士
の
高
嶺
は

（
③
三
一
七
）

（
天
と
地
と
が　

分
か
れ
た
神
代
の
遠
い
昔
か
ら　

神
々
し
く
て
高
く
尊
い

駿
河
の
国
に
あ
る　

富
士
の
高
嶺
を　

大
空
は
る
か
に　

振
り
仰
い
で
見

や
る
と　

空
を
渡
る
日
の
光
も
隠
れ　

照
る
月
の
光
も
見
え
な
い
。
白
雲

も
行
く
の
を
た
め
ら
い　

時
と
な
く
い
と
も
雪
は
降
り
積
も
っ
て
い
る
こ

と
だ
。
い
つ
ま
で
も
語
り
継
い
で
行
こ
う　

こ
の
富
士
の
高
嶺
を
）

こ
の
よ
う
な
眼
前
に
見
え
る
も
の
を
讃
美
す
る
様
式
が
大
宰
府
の
宴

の
歌
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
当
該
歌
の
「
筑
紫
＋
の
＋
綿
」
と

表
現
さ
れ
る
「
地
名
＋
の
＋
名
詞
」
に
は
、「
田
口
益
人
大
夫
、
上

野
の
国
司
に
任
ず
る
時
に
、
駿
河
の
清
見
の
崎
に
至
り
て
作
る
歌
」

に
み
え
る

　

・
廬
原
の　

清
見
の
崎
の　

三
保
の
浦
の　

豊
け
き
見
つ
つ　

物
思
ひ
も
な

し	

（
③
二
九
六
）

（
廬
原
の
清
見
の
崎
の
、
三
保
の
浦
の
広
々
と
し
た
海
原
を
見
て
い
る
と
、

何
の
心
配
事
も
な
い
）

の
よ
う
に
、「
地
名
＋
の
＋
名
詞
」
山
や
島
な
ど
、
眼
前
に
見
え
る

讃
美
の
対
象
と
な
る
景
で
あ
っ
た
。
巻
三
の
雑
歌
と
し
て
三
三
六
番

歌
に
配
列
さ
れ
る
、
当
該
歌
の
編
者
の
主
眼
は
「
今
を
見
る
」
こ
と
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で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

（
注
）

一　
『
万
葉
集
』
の
本
文
は
、
小
島
憲
之
他
校
注
・
訳
『
新
日
本
文
学
全
集　

萬

葉
集
』
①
～
④
（
小
学
館
、
一
九
九
四
～
一
九
九
六
年
）
を
用
い
、
意
訳
は

筆
者
に
よ
る
。

二
　
伊
藤
博
（
一
九
七
五
）「
古
代
の
歌
壇
」『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
　
上
』（
第

二
章
第
一
節
）（
初
出
、『
和
歌
文
学
講
座
　
第
三
巻
』、桜
楓
社
、一
九
六
九
年
）

な
ど

三
　 

岸
本
由
豆
流
（
一
八
二
八
）『
萬
葉
集
攷
證
』（『
萬
葉
集
叢
書
　
第
五
輯
』

古
今
書
院
、
一
九
二
五
年
所
収
）、
な
ど

四
　
大
久
保
廣
行
（
二
〇
〇
六
）『
筑
紫
文
学
圏
と
高
橋
虫
麻
呂
』
笠
間
書
院

（
初
出
、「
綿
と
紫
草
―
筑
紫
文
学
圏
の
背
景
―
」『
文
学
論
藻
』
第
七
五
号
、

二
〇
〇
一
年
）

五
　
伊
藤
博
　
前
掲
論
文

六
　 

作
者
に
も
複
数
の
説
が
あ
り
、
ま
た
「
員
外
」
の
理
解
に
お
い
て
、
梅
花

の
宴
と
同
じ
場
で
詠
ま
れ
た
歌
と
い
う
武
田
祐
吉
『
全
註
釋
』
の
指
摘
や
、

後
に
追
和
し
た
と
す
る
澤
瀉
『
注
釋
』
の
説
に
分
か
れ
る
。
本
論
で
は
、
そ

の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
大
宰
府
で
行
わ
れ
た
「
宴
席
」
の
歌
の
一
つ
と

し
て
解
釈
し
て
お
く
。

七
　 

岸
本
由
豆
流
　
前
掲
論
文

八
　 

小
島
憲
之
他
校
注
・
訳
（
一
九
九
四
）『
新
日
本
文
学
全
集
　
萬
葉
集
①
』

小
学
館

九
　 

武
田
祐
吉
『
全
註
釋
』、
伊
藤
博
『
釋
注
』、『
新
大
系
』
な
ど

一
〇
　 

市
村
　
宏
（
一
九
六
四
）「
沙
弥
満
誓
の
恋
」『
万
葉
集
新
論
』
桜
楓
社

一
一
　 

伊
藤
　
博
前
掲
論
文

一
二
　 

佐
竹
昭
広
他
校
注
（
一
九
九
九
）『
新
日
本
文
学
大
系
　
萬
葉
集
一
』

岩
波
書
店

一
三
　 

佐
竹
昭
広
他
校
注
（
二
〇
一
三
）『
万
葉
集
（
一
）』（
岩
波
文
庫
）
岩

波
書
店

一
四
　 

西
宮
一
民
『
萬
葉
集
全
注
　
巻
第
三
』
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年

一
五
　 

伊
藤
　
益
（
二
〇
〇
〇
）「
沙
弥
満
誓
の
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人

と
作
品
　
第
四
巻
』
和
泉
書
院

一
六
　 

当
時
の
「
綿
」
は
、
生
糸
を
取
っ
た
あ
と
に
で
き
る
「
真
綿
」（
絹
綿
）

を
さ
す
。

一
七
　 

木
簡
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
「
木
簡
庫
」（http://m

okkanko.
nabunken.go.jp/ja/

　
二
〇
一
九
年
三
月
二
〇
日
検
索
）
を
利
用
し
た
。

一
八
　 

九
州
歴
史
資
料
館
（
二
〇
一
八
）『
大
宰
府
史
跡
発
掘
50
年
記
念
特
別

展
　
大
宰
府
へ
の
道
―
古
代
都
市
と
交
通
―
』
九
州
歴
史
資
料
館

一
九
　 

そ
れ
を
裏
付
け
る
大
宰
府
政
庁
跡
出
土
の
木
簡
等
は
、
未
だ
例
を
見
な

い
が
、
綿
の
集
積
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
大
宰
府
跡

出
土
木
簡
に
「
綿
鎖
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
あ
る
。

二
〇
　
阿
蘇
瑞
枝
（
二
〇
〇
六
）『
萬
葉
集
全
歌
講
義
』
笠
間
書
院

二
一
　
伊
藤
　
益
（
一
九
九
九
）「
逸
脱
の
文
芸
―
憶
良
罷
宴
歌
の
論
」『
倫
理
学
』

第
十
六
号

（
す
ず
き
　
た
か
し
）


