
古
代
地
域
の
設
定
と
そ
の
方
法

|
|
歌
謡
の
系
譜
と
そ
の
理
論
1
1
1

桜

井

正

信

(ー)

ひ
と
つ
の
地
域
を
見
る
と
き
に
、
そ
こ
に
で
て
く
る
も
ろ
も
ろ
の
も
の
が
地
域
と
か
か
わ
り
あ
い
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
意
味
を
も
っ

古代地域の設定とその方法

て
、
複
合
さ
れ
て
ひ
と
つ
の
価
値
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
重
な
り
あ
い
な
が
ら
そ
こ
で
生
命
力
を
も
っ
て
む
か
え
ら
れ
る
と
き
に
、
そ

の
基
盤
が
器
に
ひ
と
し
い
と
み
ら
れ
て
、

は
じ
め
て
地
域
文
化
が
育
つ
と
こ
ろ
と
な
る
。

こ
と
に
文
化
圏
と
な
る
と
、
地
域
を
い
く
つ
も
複
合
す
る
か
、
ま
た
は
同
じ
よ
う
な
要
素
を
も
と
に
、
包
括
し
た
も
の
を
総
称
し
て
、

」
こ
に
認
承
す
る
仕
方
で
、
肯
定
す
る
立
場
を
と
る
か
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
論
理
の
た
て
か
た
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
圏
を
平
面
的
で
み
る
の
と
、
あ
く
ま
で
圏
を
つ
く
り
だ
す
行
為
者
ゃ
、
そ
の
時
代

を
み
き
わ
め
て
、
そ
こ
に
出
来
て
く
る
背
景
や
行
為
し
た
時
間
や
、
な
い
し
は
進
行
し
て
い
っ
た
因
果
を
み
な
い
と
平
列
さ
れ
た
陳
列
場

に
な
る
。

25 

こ
と
に
地
域
圏
を
決
定
す
る
段
に
な
る
と
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
、
た
く
さ
ん
で
て
く
る
。
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と
く
に
こ
の
問
題
は
文
化
・
経
済
・
社
会
と
い
う
よ
う
な
立
場
を
み
な
が
ら
、
地
域
と
圏
と
を
同
一
に
論
ず
る
場
合
と
、
地
域
を
複
合

L
て
区
画
す
る
と
き
と
、
も
う
「
つ
は
地
域
の
内
に
、
圏
を
も
っ
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
圏
の
立
場
を
小
に
し
て
、
地
域
を
大
に
し
た
と

き
と
の
三
つ
の
立
場
が
あ
る
。

そ
れ
で
も
お
お
く
広
域
を
説
明
す
る
と
き
に
、
首
都
圏
と
か
、
近
畿
圏
と
い
う
こ
と
を
、
通
例
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
同
じ
地
方
の
広

い
生
活
地
域
を
、
総
合
し
た
呼
名
で
あ
る
が
、
単
純
に
そ
う
し
た
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
文
化
圏
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
背
景
は
、
た
だ
必
要
だ
か
ら
地
域
を
あ
つ
め
て
、
網
に
か
け
る
と
い
う
安
易
な
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
必
要
条
件
が
、
じ
つ
は
さ
し
せ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o

例
え
ば
首
都
圏
の
場
合
な
ど
は
、
首
都
圏
法
ま
で

で
き
て
い
る
と
な
る
と
、
圏
、
が
行
政
力
ま
で
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
じ
つ
は
固
と
い
う
決
定
は
、
日
本
の
場
合
政
治
的
に
は
、
広

域
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
内
在
さ
れ
た
も
の
は
、
小
地
域
の
場
所
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
あ
く
ま
で
、
圏
内
に
は
地
域
が
よ
り
あ

っ
て
、

ひ
と
つ
の
目
的
の
た
め
に
、
指
導
さ
れ
て
、
生
活
圏
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
多
く
の
場
合
、
広
域
の
場
所
を
認
承
す
る
と
き
に
決
め
た
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
同
じ
地
域
の
卓
越
な
も
の
を
、
他
の
地
域
と
比

較
し
て
、
わ
く
を
つ
く
っ
て
、
そ
こ
に
た
た
き
こ
む
方
法
を
み
せ
て
い
る
o

地
理
学
の
場
合
は
、
お
お
く
自
然
の
因
子
や
行
政
な
ど
の
と
り
や
す
い
方
法
で
、
こ
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
安
易
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ

れ
が
日
本
の
地
理
学
の
古
習
と
あ
わ
せ
て
、
今
日
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
も
、
こ
の
方
法
を
つ
か
う
こ
と
で
、
他
の

人
に
説
明
し
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
し
て
い
る
。
し
か
し
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
も
う
一
歩
前
進
し
て
、
自
然
規
定
を
こ
え
る
、
文
化

認
証
の
立
場
で
、
地
域
決
定
に
せ
ま
る
必
要
が
あ
る

T
V



(ニ)

歴
史
地
理
の
立
場
で
古
代
空
聞
を
み
よ
う
と
、

い
く
つ
か
の
地
域
を
研
究
対
象
に
、
こ
こ
ろ
が
け
て
み
た
が
、
文
献
史
学
の
方
法
と
ち

が
っ
た
、
空
間
規
定
を
せ
ま
ら
れ
る
と
な
る
と
、
歴
史
学
と
ち
が
っ
た
、

ひ
と
つ
の
方
法
を
こ
こ
ろ
み
て
、
そ
こ
に
内
在
す
る
、
物
的
な

事
実
や
伝
承
な
い
し
は
、
そ
こ
か
ら
く
る
要
因
の
条
件
を
ど
う
導
き
だ
す
か
と
い
う
、

一
歩
あ
や
ま
れ
ば
、
資
料
す
ら
反
古
に
な
る
厳
し

さ
が
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

し
ば
ら
く
手
が
け
た
問
題
の
地
域
を
、
研
究
の
対
象
に
し
ぼ
っ
て
論
究
す
る
こ
と
に
し
た
ハ
2
d
o

そ
の
研
究
地
域
は
東
国
と
俗
に
い
わ
れ
る
、
古
代
空
間
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
地
が
と
き
に
よ
っ
て
、
近
国
と
い
わ
れ
る
近
畿
圏
か

ら
、
外
側
に
な
る
と
こ
ろ
で
、
東
北
日
本
を
総
称
し
て
、
い
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
地
は
、
律
令
の
時
代
に
な
る
と
、
中
央
政
府
が
確

古代地域の設定とその方法

立
し
て
、
地
域
名
も
、
中
国
、
東
国
、
道
奥
と
い
う
よ
う
に
、
近
畿
圏
を
中
心
に
し
た
、
地
域
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り

も
、
中
央
政
府
の
支
配
が
お
よ
ん
だ
と
こ
ろ
を
、
距
離
に
よ
っ
て
名
づ
け
た
行
政
単
位
で
あ
っ
た
。
東
国
の
呼
称
に
し
て
も
、
初
期
の
こ

ろ
と
後
の
時
代
と
で
は
ち
が
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
な
に
も
行
政
の
う
え
ば
か
り
で
な
く
、
古
代
歌
謡
の
代
表
作
を
結
集
し
た
万
葉
集

に
も
、
そ
の
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

東
国
は
ま
た
、
中
央
政
府
の
あ
っ
た
飛
鳥
や
奈
良
な
ど
、
日
本
の
中
央
都
府
の
外
縁
部
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
政
庁
か
ら
の
遠
距
離
の

国
を
、
遠
国
と
名
づ
け
た
が
、
九
州
や
佐
渡
と
お
な
じ
に
、
東
国
も
京
か
ら
は
速
い
国
で
あ
っ
た
の
で
、
遠
因
の
地
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た。
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こ
の
地
は
ま
た
古
代
以
後
、
中
世
の
初
期
ま
で
は
、
重
要
指
定
の
犯
罪
人
、
こ
と
に
政
治
や
思
想
の
重
罪
人
は
、
こ
の
地
に
流
さ
れ
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た
。
古
代
で
は
下
毛
国
の
薬
師
寺
(
弓
削
道
境
)
や
佐
野
に
は
藤
原
秀
郷
な
ど
の
ほ
か
、
伊
豆
に
源
頼
朝
な
ど
が
、
こ
の
地
方
に
遠
流
の

人
と
な
っ
て
い
る
。

東
国
は
そ
れ
よ
り
も
、
開
拓
地
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
中
国
(
の
ち
に
中
部
地
方
)
確
立
後
は
、
東
国
の
治
安
や
経
済
社
会
と
い
う
文
化

か
ら
は
、
西
の
京
に
近
い
国
か
ら
見
る
と
、
遅
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
野
育
ち
で
組
野
で
あ
っ
た
。

そ
れ
よ
り
も
京
畿
の
皇
室
の
支
配
地
天
皇
直
轄
領
の
屯
倉
ゃ
、
皇
后
支
配
地
の
私
市
領
な
ど
の
ほ
か
伊
勢
の
神
宮
領
な
ど
が
、
広
域
に

わ
た
っ
て
、
中
央
政
府
の
支
配
体
制
が
確
立
す
る
と
、
土
地
所
有
が
国
家
の
支
配
で
、
肥
沃
地
は
分
割
さ
れ
て
い
る
。

じ
つ
は
こ
の
支
配
形
態
は
、
国
造
た
ち
の
先
祖
が
支
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
中
央
政
府
の
進
展
で
分
割
統
治
に
く
り
い
れ
た
の
か
、

ま
た
は
国
造
族
た
ち
の
寄
進
に
よ
っ
た
か
は
詳
で
は
な
い
。
た
だ
武
蔵
国
の
場
合
は
多
摩
の
屯
倉
地
に
は
、
国
造
族
の
支
配
地
で
あ
っ
た

も
の
が
、
朝
廷
に
帰
属
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
国
家
統
一
を
す
る
過
程
で
お
こ
な
わ
れ
、
後
に
道
奥
地
方
を
開
拓
す
る
と
き
の
、
中
央
政
庁
の
統
治
の
方
法
と
お

な
じ
で
あ
っ
て
、
国
造
を
、
地
域
の
長
と
認
め
な
が
ら
、
そ
の
地
に
開
拓
の
鍬
が
入
る
と
、
自
動
的
に
国
家
の
統
一
機
構
に
は
い
る
と
い

ぅ
、
地
主
的
な
独
占
形
態
を
、
す
で
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。

東
国
の
坂
東
で
は
古
墳
文
化
が
、
こ
の
頃
開
花
し
て
い
て
、
国
造
た
ち
の
開
発
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
西
か
ら
の
新
勢
力
が
、
侵
入
し

て
き
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
、
屯
倉
地
や
私
市
の
設
置
は
、
こ
れ
ら
古
墳
を
つ
く
り
得
た
大
き
な
豪
族
が
発
生
し
た
基
盤
の
と
こ
ろ
に
、
収
奪
の
形
で
形

成
さ
れ
て
、
稔
の
あ
る
稲
作
地
が
、
国
家
に
収
用
さ
れ
て
い
る
。

東
国
ば
か
り
で
な
く
、
大
和
朝
廷
の
為
政
者
た
ち
は
、
こ
う
し
て
水
田
可
能
で
、
し
か
も
多
収
穫
の
と
こ
ろ
を
、
国
家
の
直
轄
地
に
編



入
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地
域
を
区
切
っ
て
、
あ
た
か
も
計
画
決
定
し
な
が
ら
、
用
地
の
取
得
を
す
る
、
土
地
収
用
で
あ
っ
て
、

国
家
の
進
展
と
と
も
に
、
逗
し
い
ほ
ど
の
東
進
を
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
国
家
が
近
園
、
中
国
、
東
国
と
地
域
拡
大
を
は
か
る
と
と
も
に
、
た
だ
地
域
拡
大
だ
け
で
な
く
、
圏
と
も
み
ら
れ
る
ひ

と
つ
の
方
法
が
し
め
さ
れ
て
い
る
o

多
摩
川
の
沖
積
地
両
岸
の
肥
沃
な
米
作
地
域
を
、

政
府
直
轄
に
い
れ
、

ま
た
利
根
川

た
と
え
ば
、

(
古
利
根
)
が
江
戸
湾
に
は
い
る
地
域
の
米
作
地
帯
を
皇
后
領
に
し
て
、
政
府
の
北
辺
地
域
拡
大
の
境
域
を
つ
く
っ
た
の
と
同
時
に
、
東

国
の
圏
を
一
応
は
、
足
柄
碓
氷
以
東
利
根
川
ま
で
を
、
関
の
東
を
東
国
と
呼
称
し
た
。
こ
こ
で
一
区
切
の
ブ
ロ

y

ク
を
つ
く
り
、
更
に
利

根
川
を
渡
っ
て
東
に
、
次
い
で
東
国
の
圏
を
拡
大
し
て
い
る
。

拡
大
方
式
の
最
初
は
、
重
要
指
定
の
米
作
地
帯
を
お
さ
え
、
そ
こ
が
安
定
し
て
か
ら
、
更
に
圏
を
拡
大
し
て
い
く
方
法
を
つ
く
り
だ
し

て
い
る
。
そ
う
し
な
が
ら
境
域
を
確
立
し
て
か
ら
、
次
の
開
拓
と
発
展
を
お
し
す
す
め
る
策
を
も
っ
て
き
て
い
る
。

古代地域の設定とその方法

こ
の
方
法
は
道
奥
を
大
和
朝
廷
に
、
帰
属
さ
す
と
き
に
お
こ
な
っ
た
、
仕
方
と
お
な
じ
方
法
で
、
地
域
圏
の
確
立
を
は
か
り
、
そ
の
後

に
圏
内
の
文
化
政
策
を
す
る
方
法
に
も
も
ち
い
て
い
る
。
東
国
関
東
が
、
東
エ
ピ
ス
と
い
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
国
家
統
一
の
方
法
は
、
大

な
り
小
な
り
、
こ
の
方
法
が
一
つ
の
指
導
方
針
で
あ
っ
た
。
た
だ
道
奥
の
よ
う
な
停
囚
と
い
う
、
他
文
化
を
高
姿
勢
で
支
配
す
る
し
と
い

ぅ
、
い
い
方
を
し
な
い
だ
け
で
、
統
治
の
方
法
は
道
奥
よ
り
早
く
、
ま
た
西
南
日
本
と
あ
ま
り
変
ら
な
い
、
米
作
地
造
成
の
開
拓
の
方
法

が
、
っ
か
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
と
東
国
坂
東
は
、
関
の
と
こ
ろ
が
山
地
や
山
よ
り
で
あ
っ
て
、
あ
と
は
高
地
と
い
え
ば
、
筑
波
と
多
賀
の
山
地
に
つ
づ
く
勿
来
や

白
川
の
山
地
と
い
う
よ
り
も
、
丘
陵
に
ひ
と
し
い
小
高
さ
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
、
圏
と
い
う
蹟
域
か
ら
す
る
と
、
道
奥
や
中
部
の
高
山
地

29 

区
を
ひ
か
え
た
と
こ
ろ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
異
る
領
域
を
な
し
て
い
る
。
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ま
た
こ
の
東
国
坂
東
は
、
日
本
で
ま
れ
に
み
る
広
大
な
平
野
を
も
っ
て
、
西
南
日
本
の
盆
地
文
化
を
背
景
に
育
っ
た
京
畿
の
文
化
と
は

お
の
ず
か
ら
異
質
の
地
形
風
土
が
、
か
さ
な
っ
て
ひ
と
つ
の
文
化
圏
を
つ
く
り
だ
す
、
関
の
東
姿
勢
が
あ
っ
た
o

同
時
に
こ
こ
は
、
そ
の

後
に
く
る
エ
ゾ
地
開
拓
の
い
わ
ば
武
器
庫
で
あ
っ
た
し
、
軍
団
な
ど
の
演
習
場
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
地
の
国
家
協
力
は
、
土
地
開
発
と

同
時
に
、
東
国
の
特
殊
事
情
に
な
っ
て
、
地
域
住
居
に
異
郷
を
背
お
う
文
化
交
流
の
一
面
が
あ
た
え
ら
れ
、
時
代
と
と
も
に
変
る
特
種
な

機
能
が
加
え
ら
れ
た
。(三)

こ
の
地
域
の
国
家
統
制
の
初
見
は
、
文
献
史
学
の
う
え
か
ら
は
、
各
論
者
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら

は
資
料
の
う
え
で
上
野
国
の
鏑
川
の
畔
に
、
古
代
の
建
郡
の
記
念
碑
が
現
存
し
て
、
上
毛
三
碑
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
国

の
郡
の
制
定
に
な
っ
た
、
唯
一
つ
の
記
録
で
あ
っ
て
、
全
国
に
も
例
を
み
な
い
。

時
期
は
和
銅
四
(
七
一
一
)
年
で
あ
っ
て
、
関
東
の
西
北
部
の
、
小
流
の
畔
に
農
耕
人
た
ち
の
、
村
里
を
聞
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い

る
す
〉
O

こ
の
期
は
こ
の
地
よ
り
南
下
し
て
、
神
流
川
周
辺
や
秩
父
上
流
の
国
神
周
辺
に
、
朝
鮮
か
ら
の
鉱
山
技
術
者
が
は
い
り
、
日
本
の
鉱
業

を
お
こ
す
探
鉱
に
努
力
し
た
時
代
で
、
た
ま
た
ま
慶
雲
四
(
七

O
七
)
年
に
秩
父
黒
谷
で
銅
が
発
掘
さ
れ
て
、
自
然
銅
の
ム
カ
デ
型
の
も

の
が
、
京
に
運
ば
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
時
代
背
景
の
も
と
に
、
東
国
こ
と
に
坂
東
が
部
分
的
に
開
拓
地
域
が
ふ
え
、
戸
の
入
殖
を
は
じ
め
村
落
も
出
来
あ
が
り
、
行

政
が
し
だ
い
に
確
立
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。



神
流
川
畔
金
鏑
神
社
は
武
蔵
国
の
延
喜
式
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
古
社
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
御
神
体
は
、
現
在
ま
で
鏡
岩
と
い
わ
れ
る

鉄
分
を
ふ
く
ん
だ
岩
で
あ
っ
て
、
山
全
体
が
御
神
体
で
あ
る
の
と
、
こ
の
地
域
に
は
、
古
代
は
大
伴
部
の
一
族
、
が
お
お
く
姓
氏
と
す
る
こ

と
か
ら
、
兵
役
者
で
エ
ゾ
地
や
防
人
に
、
九
州
に
旅
立
つ
も
の
に
あ
た
え
る
、
武
器
を
製
造
さ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
の
守
神
と
伝
え
ら
れ
る
。

大
伴
部
一
族
は
鉱
山
技
術
者
で
は
な
い
か
ら
、
武
器
を
製
造
し
た
わ
け
で
な
い
が
、
大
伴
部
は
も
と
も
と
兵
役
者
を
出
し
、
日
本
の
農

兵
を
指
揮
す
る
家
柄
で
あ
る
と
同
時
に
、
閥
拓
の
前
線
に
は
、
皇
室
の
先
鋒
隊
の
役
割
を
す
る
家
柄
で
あ
る
。
の
ち
に
武
人
で
歌
謡
の
結

集
者
、
大
伴
家
持
が
、
越
の
国
や
道
奥
の
要
衝
地
に
国
の
長
官
で
任
命
さ
れ
て
、
赴
任
し
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
る
。

同
時
に
大
伴
家
系
譜
の
人
達
が
、
坂
東
に
も
配
置
さ
れ
、
他
の
部
氏
と
同
居
し
て
い
た
こ
と
は
、
兵
役
の
義
務
が
強
制
で
あ
っ
た
だ
け

で
な
く
、
徴
用
さ
れ
て
い
く
農
民
は
武
器
が
自
費
調
達
で
あ
っ
た
か
ら
、
鉄
製
具
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
、
鉱
山
地
と
鉱
業
技
術
者
の
地
域

内
の
同
居
が
必
要
で
あ
っ
た
。

古代地域の設定とその方法

当
時
こ
の
よ
う
な
技
術
の
修
得
者
は
、
お
お
く
朝
鮮
半
島
か
ら
の
帰
化
人
た
ち
の
技
術
を
導
入
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
こ
の
証
を
み
せ

る
も
の
に
、
武
蔵
国
で
銅
を
発
見
し
た
帰
化
人
の
探
鉱
者
、
金
上
元
・
日
下
部
老
・
津
島
堅
石
を
、
和
銅
発
見
者
と
た
た
え
て
従
五
位
下

に
位
を
あ
た
え
て
い
る
ハ
4
〉

O

こ
こ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
筆
頭
者
は
帰
化
人
姓
で
あ
る
し
、
こ
う
し
た
人
達
と
和
人
が
協
力
し
て
、
日
本
の
東
国
坂
東
圏
に
、
国
の

重
要
事
で
あ
る
、
日
本
国
内
産
の
銅
鉱
発
掘
事
業
の
端
緒
を
つ
け
た
。
こ
れ
以
後
日
本
各
地
か
ら
、
和
銅
の
献
納
が
は
じ
め
ら
れ
、
日
本

の
国
力
に
自
信
が
つ
き
、
奈
良
の
都
平
城
京
建
設
の
計
画
実
行
が
可
能
と
な
っ
た
。

同
時
に
東
国
に
も
国
に
そ
っ
た
、
政
治
行
政
の
わ
く
が
固
め
ら
れ
、
郷
・
里
の
村
落
の
基
礎
も
、
着
実
に
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。
地
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域
か
た
め
の
基
本
は
、
自
然
村
的
な
開
拓
集
落
で
あ
る
が
、
そ
の
指
導
者
層
は
お
お
く
、
も
と
か
ら
い
た
日
本
人
よ
り
も
、
大
陸
や
半
島
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か
ら
帰
化
し
て
、
関
東
に
移
住
し
て
き
た
、
教
養
人
に
ひ
き
い
れ
ら
れ
た
、
異
郷
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

政
府
は
こ
の
た
め
に
、
す
で
に
関
東
圏
を
確
立
さ
せ
る
手
段
に
、
国
造
の
任
命
で
一
応
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
統
一
さ
せ
て
い
た
が
、
次

第
に
戸
籍
の
作
製
や
粗
庸
調
の
納
付
基
本
資
料
作
製
に
は
、
無
教
育
の
豪
族
地
方
人
を
起
用
す
る
よ
り
も
、
中
央
の
任
命
で
先
進
国
で
生

活
経
験
の
あ
る
、
帰
化
人
を
採
用
し
た
。

そ
れ
も
単
に
た
だ
の
帰
化
人
を
登
用
し
た
の
で
は
な
く
、
知
識
人
を
起
用
し
て
、
大
陸
文
化
の
日
本
の
風
土
に
あ
っ
た
仕
方
を
と
と
の

え
る
、
先
達
者
に
起
用
し
て
い
る
。

東
国
の
果
て
道
奥
と
接
す
る
東
海
道
の
終
点
常
陸
の
国
で
は
、
百
済
の
遠
宝
が
常
陸
の
守
に
任
命
さ
れ
て
、
大
化
の
改
新
後
の
諸
制
度

を
と
と
の
え
て
い
る
。
こ
れ
と
お
な
じ
よ
う
に
、
東
山
道
の
最
終
地
の
国
造
は
、
や
は
り
辺
境
の
地
で
エ
ゾ
地
に
接
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
の
で
、
文
化
指
導
の
役
割
で
、
お
お
く
の
帰
化
人
が
起
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
那
須
の
国
造
碑
の
文
体
と
、
墓
碑
文
が
語
っ
て
い

て
東
国
の
道
奥
と
接
触
す
る
と
こ
ろ
が
、
国
の
初
期
に
開
拓
の
指
導
者
に
、
異
国
の
人
の
手
を
か
り
て
お
こ
な
わ
れ
た
事
実
を
し
め
し
て

い
る
(
5〉
O

つ
ま
り
領
域
圏
の
設
定
は
、
大
和
朝
廷
の
勢
力
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
定
め
、
そ
の
後
大
和
で
育
っ
た
日
本
人
の
文
官
が
こ
れ
に
変
わ

る
と
い
う
方
策
が
な
さ
れ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
行
政
文
化
の
内
容
を
次
第
に
密
度
を
ま
し
て
、
国
の
政
策
を
ち
く
じ
完
全
な
も
の
に
し

て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。

東
国
は
こ
の
頃
ま
だ
東
エ
ピ
ス
の
呼
称
で
い
わ
れ
、
文
化
未
踏
の
地
域
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
異
国
人
の
思
想
を
か
り
て
、
村
落

の
定
着
や
産
業
開
発
に
地
域
、
が
開
拓
さ
れ
て
い
る
。

当
時
政
府
の
官
吏
に
な
る
に
は
、
百
済
語
や
高
麗
語
が
出
来
な
け
れ
ば
、
官
吏
任
用
試
験
に
合
格
で
き
な
い
こ
と
は
、
こ
の
頃
日
本
の
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日
本
の
場
合
、
古
代
い
ら
い
、

い
ち
お
う
の
勢
力
圏
を
設
定
し
、

し
か
る
後
に
内
部
を
か
た
め
る
方
法
が
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
が
た
だ

っ
て
い
た
。

文
化
水
準
を
高
め
て
、
官
吏
の
側
か
ら
も
地
域

を
そ
だ
て
て
、
産
業
開
発
と
あ
い
ま
っ
て
行
政

那須国造碑(栃木県那須郡湯津上村)

面
で
も
、
国
家
統
一
の
路
線
を
、
確
実
な
も
の

に
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
う
か
が
え
る
。
ち
な

み
に
日
本
は
こ
の
頃
か
ら
戸
籍
制
度
が
と
と
の

え
ら
れ
、
国
の
中
心
地
に
国
街
の
営
舎
を
、
ま

た
国
の
確
立
で
聖
武
天
皇
の
勅
に
こ
た
え
る
、

国
分
寺
造
営
期
に
な
っ
て
い
る
。
勅
が
天
平
十

一
年
と
い
わ
れ
る
か
ら
七
四
一
年
で
あ
る
が
、

常
陸
で
も
下
毛
で
も
、
こ
の
期
に
は
帰
化
役
人

を
指
導
者
に
内
部
構
造
を
整
え
る
と
き
に
あ
た

大
和
朝
廷
か
ら
の
勅
命
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
異
国
人
た
ち
が
彼
国
で
実
施
し
て
い
た
、
開
拓
や
住
民
を
土
地
に
定
着
さ
せ
る
方

草
創
に
は
、

法
を
、
自
然
に
お
こ
な
わ
せ
て
、
圏
内
か
ら
、
お
の
お
の
地
域
全
体
の
力
を
だ
す
こ
と
に
努
め
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
東
国
の
初
期
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L
進
め
ら
れ
た
。 い

ろ
い
ろ
な
困
難
に
あ
た
り
な
が
ら
も
、
開
拓
地
故
の
理
由
や
、
お
や
と
い
外
国
人
の
能
力
を
か
つ
て
、
す
べ
て
実
践
で
お
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(四〉

こ
う
し
て
地
域
圏
の
設
定
を
し
た
あ
と
に
、
内
部
構
造
を
中
央
政
府
の
指
導
で
、
次
第
に
領
域
内
の
諸
制
度
や
、
文
化
を
高
め
る
こ
と

を
は
か
つ
て
い
っ
た
。

こ
の
制
度
は
、
ま
ず
律
令
制
度
を
整
え
て
い
る
、
が
、
各
地
域
に
よ
っ
て
、
そ
の
令
が
そ
の
ま
ま
実
施
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
東
国
坂
東

の
場
合
は
、
上
野
国
の
多
胡
郡
を
み
る
と
大
宝
令
施
行
の
七

O
一
年
よ
り
も
十
年
も
お
く
れ
て
和
銅
四
(
七
一
一
年
)
に
、
国
郡
の
設
置

が
一
応
お
え
て
の
ち
に
、
多
胡
郡
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
朝
廷
が
上
野
国
で
、
三
郡
の
う
ち
か
ら
、
コ
一
百
戸
を
さ
い
て
、
新
た
に
一
郡
を
つ
く
っ
て
、
帰
化
人
に
ま
か
せ
て
、
多
胡
郡
を

創
設
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

お
お
く
こ
う
し
た
郡
の
司
は
、
国
造
が
中
央
政
府
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
国
造
は
そ
の
地
域
の
豪
族
旧
家
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
土

地
の
実
力
者
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
上
野
国
で
は
十
三
郡
で
あ
る
か
ら
、
国
造
が
十
三
郡
を
統
括
す
る
に
は
、
容
易
で
な
か
っ
た
し
、
任

命
す
る
中
央
政
府
の
機
構
を
み
る
と
、
郡
の
設
置
は
民
部
省
で
あ
り
、
郡
司
の
任
命
は
式
部
省
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
伝
達
す
る
役
人
は
左

弁
宮
で
あ
る
が
、

」
の
命
令
を
だ
す
の
は
、

式
部
と
民
部
が
別
で
あ
る
な
ど
の
点
で
、

郡
司
が
き
ま
ら
な
い
こ
と
、
が
、

し
ば
し
ば
あ
っ

た。
そ
れ
に
国
造
の
者
達
が
、
戸
籍
を
と
と
の
え
る
、
文
書
記
録
を
検
分
す
る
の
に
、
必
ず
し
も
適
し
た
人
ば
か
り
は
い
な
い
の
で
、
こ
の

機
構
が
そ
う
速
か
に
出
来
て
は
い
な
い
。

し
か
し
律
令
制
度
の
内
容
を
み
る
と
、



凡
そ
戸
は
五
十
戸
を
以
っ
て
里
と
為
よ
。
里
毎
に
長
一
人
を
置
け
。
(
戸
口
を
検
校
し
、
農
桑
を
課
せ
殖
え
し
め
、
非
違
を
禁
察
し
、
賦
役
を
催
を

駈
は
ん
こ
と
を
掌
る
。
)
若
し
山
谷
阻
険
に
し
て
、
地
遠
く
人
稀
な
る
処
に
は
、
使
に
随
ひ
て
量
り
置
け
。
(
令
義
解
戸
令
)

し
か
し
戸
令
が
で
て
、
し
だ
い
に
地
域
内
の
諸
制
度
が
整
っ
て
き
て
い
る
。

こ
れ
と
同
時
に
、
田
制
・
税
制
・
罪
者
に
は
犯
を
き
め
る
、
提
の
司
法
制
度
を
も
整
え
て
い
る
ほ
か
、
野
放
し
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
、

自
然
発
生
の
ご
と
く
生
活
を
つ
づ
け
た
庶
民
に
、
経
済
文
化
の
重
要
さ
を
自
覚
さ
せ
る
、
蓄
銭
叙
位
令
(
続
日
本
紀
)
を
発
布
し
て
い
る
。

し
か
し
東
国
坂
東
で
も
、
例
外
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

い
ま
ま
で
組
織
に
よ
ら
な
か
っ
た
、
東
国
社
会
は
、

し
だ
い
に
地
域
内

の
機
構
が
、
縦
か
ら
の
強
力
な
働
き
か
け
で
、
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。

ま
た
こ
れ
に
加
え
て
、
天
平
十
三
(
七
四
一
年
)
に
は
、
聖
武
天
皇
が
国
家
統
一
機
構
を
と
と
の
え
る
礎
に
、
各
国
に
国
分
寺
創
建
の

詔
を
だ
し
て
、
国
分
寺
及
び
国
分
尼
寺
の
二
寺
の
設
置
と
、
僧
寺
の
封
戸
五
十
戸
と
水
田
十
町
歩
を
結
び
つ
け
て
、
国
家
の
中
央
政
権
を

古代地域の設定とその方法

確
立
し
よ
う
と
し
た
(
続
日
本
紀
)

0

こ
れ
は
七
四
一
年
の
勅
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
内
の
諸
制
度
を
整
え
て
、
地
域
内
部
の
固
め
に
し
て
い
る
。
こ

れ
は
地
域
と
い
う
も
の
が
、
た
だ
単
に
拡
大
な
土
地
が
、
固
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
の
、
内
側
の
地
方
地
域
内
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
内

容
の
細
目
を
、
地
域
に
あ
て
は
め
て
い
る
。
じ
つ
は
こ
れ
を
文
化
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
こ
と
が
、
新
天
地
に
ひ
と
し
い

東
国
関
東
で
ど
れ
も
が
、
確
実
に
で
き
あ
が
っ
た
証
は
な
い
。

し
か
し
地
域
内
に
遺
構
と
し
て
の
こ
る
、
条
皇
制
の
あ
と
や
、
国
分
寺
や
国
分
尼
寺
の
建
設
さ
れ
た
こ
と
は
、
関
東
で
は
明
か
で
あ
っ

て
、
し
か
も
規
模
も
他
地
方
に
比
べ
る
と
、
海
老
名
の
相
模
国
分
寺
や
武
蔵
国
の
国
分
寺
な
ど
は
、
広
大
な
敷
地
の
な
か
に
、
大
建
築
を
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み
せ
る
。
そ
れ
に
こ
の
地
域
で
は
、
旧
来
か
ら
あ
っ
た
古
寺
を
、
勅
に
応
え
て
国
分
寺
に
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
い
。
地
域
が
新
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し
い
時
代
を
求
め
る
の
に
、
協
力
を
お
し
ま
な
い
、

い
わ
ば
開
拓
の
路
線
に
そ
っ
て
、
巨
大
な
建
築
を
う
み
だ
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
内
の
固
定
化
を
は
か
り
、
大
型
化
し
て
い
く
、
中
央
政
府
の
地
方
統
御
の
方
法
は
、
支
配
体
制
の
強

固
さ
を
、
し
め
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
と
も
に
、
東
国
の
開
発
や
新
体
制
づ
く
り
に
協
力
し
て
き
た
、
高
麗
を
は
じ
め
百
済
・
新
羅
な
ど
の
人
達
を
武
蔵
国
の
高
麗
郡

に
、
高
麗
郷
を
つ
く
っ
て
、
東
国
に
散
在
し
て
い
た
。

一
七
九
九
人
を
霊
亀
二
(
七
二
ハ
年
)
に
集
団
で
移
動
さ
せ
て
い
る
。

地
域
圏
の
関
東
の
拡
が
り
を
、

一
つ
の
小
地
域
高
麗
に
封
じ
た
こ
と
は
、
諸
制
度
が
と
と
の
う
と
同
時
に
、
帰
化
人
達
を
固
定
さ
せ
、

一
つ
の
生
活
地
に
縮
小
さ
せ
、
中
央
政
府
は
、
帰
化
人
た
ち
に
、
新
し
い
時
代
の
開
拓
方
法
を
、
秩
父
山
地
下
の
郷
に
土
蒼
さ
せ
た
。

い
わ
ば
、
初
期
の
開
拓
地
は
、
街
道
や
河
川
ぞ
い
の
路
線
と
、
農
耕
地
を
も
っ
た
場
所
を
点
に
、
東
北
に
北
上
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で

は
点
に
線
を
延
長
さ
せ
て
、
広
域
に
開
拓
の
鍬
を
い
れ
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
お
お
ま
か
に
、

一
つ
の
圏
を
策
定
し
て
、
そ
こ
に
国
家
の
東

北
進
展
の
ひ
と
つ
の
、
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
た
。

こ
の
方
法
を
実
証
す
る
と
こ
ろ
は
、

エ
ゾ
地
を
攻
略
し
て
、
大
和
朝
廷
の
領
国
に
編
入
し
て
く
、
過
程
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(五)

こ
の
よ
う
な
政
治
や
経
済
の
確
立
を
は
か
る
と
き
に
、
圏
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て
、
圏
内
に
領
域
を
い
れ
る
と
、
こ
ん
ど
は
領
域
内

の
生
活
地
の
内
容
を
豊
か
に
し
て
、
地
域
の
人
達
の
安
定
と
、
そ
こ
へ
の
土
着
に
全
力
を
投
球
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
東
国
の
帰
化

人
達
の
初
期
日
本
、
こ
と
に
関
東
を
中
心
と
し
た
、
遅
れ
て
い
る
未
開
発
の
と
こ
ろ
に
、
再
投
入
し
て
、
地
方
文
化
に
協
力
さ
せ
ら
れ
た

帰
化
人
た
ち
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。



東
国
で
遠
国
の
こ
の
関
東
で
は
、
地
域
圏
が
規
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
範
囲
で
地
域
内
の
事
象
や
事
件
な
ど
が
、
政
治
や
経
済
の
生
活
に

支
え
ら
れ
な
が
ら
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
文
化
の
面
に
現
わ
れ
て
、
地
域
を
語
り
つ
ぐ
重
要
な
役
割
を
し
て
く
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
重
要
な
地
位
を
し
め
る
も
の
に
、
土
地
の
表
現
を
伝
え
る
、
風
土
記
や
万
葉
に
謡
わ
れ
る
、
地
域
が
認
め
ら
れ

る
o

こ
れ
は
た
だ
、
物
語
や
言
葉
の
綴
り
だ
け
で
な
く
、

ひ
と
つ
の
領
域
を
圏
と
い
う
よ
う
な
、
処
理
の
仕
方
で
な
く
、
も
っ
と
綿
密
な

地
域
の
思
想
や
感
情
を
も
伝
え
る
、
生
活
に
直
結
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
先
の
地
域
の
性
格
が
語
ら
れ
、
政
治
や
経
済
や
そ
れ
を
う
け
る
地
域
住
民
の
時
代
の
思
惟
が
よ
み
と
れ
る
。

風
土
記
で
は
、
元
明
天
皇
和
銅
六
(
七
二
二
年
)
詔
に
よ
っ
て
、
こ
の
東
国
に
唯
一
つ
献
上
さ
れ
た
地
誌
で
、
常
陸
の
国
で
編
せ
ら
れ

た
も
の
が
の
こ
る
。
出
雲
や
播
磨
・
肥
前
・
豊
後
な
ど
と
と
も
に
、
政
府
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
東
国
辺
境
の
生

長
は
、
国
造
の
任
命
と
評
ま
た
は
郡
の
設
置
、
ま
た
国
府
や
駅
家
の
交
通
宿
駅
を
整
え
て
、
中
央
と
の
連
絡
が
密
に
な
っ
て
、
東
北
日
本

古代地域の設定とその方法

の
漸
移
地
帯
が
地
域
内
部
を
か
た
め
な
が
ら
、
次
第
に
政
情
が
安
定
し
て
、
日
本
の
外
域
圏
の
対
朝
鮮
や
大
陸
の
防
衛
に
ま
で
、
こ
の
地

方
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
東
国
坂
東
八
ヶ
国
の
関
東
で
は
、
新
た
な
任
務
が
あ
た
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
と
同
時
に
坂
東
の
農
民
の
男
子
は
、
東
北

日
本
の
エ
ゾ
地
経
営
に
、
意
欲
を
そ
そ
ぐ
中
央
政
府
に
、
こ
れ
ま
た
動
員
さ
れ
て
、
磐
城
地
区
の
諸
軍
図
に
配
属
さ
れ
、

エ
ゾ
地
の
反
政

府
軍
に
対
抗
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
期
に
は
停
囚
の
エ
ゾ
人
達
は
、
関
東
の
内
陸
に
移
住
し
農
耕
に
つ
く
者
も
い
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
エ
ゾ
地
の
屯
田
兵
へ
の
徴
用
の

ほ
う
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
東
国
の
人
達
で
構
成
さ
せ
ら
れ
た
、
白
川
軍
固
な
ど
は
、
白
川
関
の
北
方
の
高
山
地
区
に
、
四
千
人
に
及
ぶ

37 

兵
員
が
動
員
さ
れ
て
、
兵
姑
基
地
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。



38 

4415' 
4-+11> 
#18 

D ;)0 l.J:ek." 
"--ーゐー一---&.. 

立

里

父

足

大

秩

-

d

告

唱

i

ヴ
4

唱

i

η

ム

二重円:国府所在地， 4413"'4424，万葉集防人歌番号

1. 久良 2. 都筑 3， 多摩 4. 橘樹 5. 荏原 6. 豊島
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22. (葛飾) 武蔵国の防人と妻歌の集録歌とその郡名

」
う
し
て
東
国
の
人
達
は
、
東
と
西
へ
防
人
に
動

員
さ
れ
て
い
る
の
で
、
東
園
地
域
に
安
住
し
て
い
た

人
た
ち
の
動
員
令
は
、
農
耕
土
着
の
家
族
た
ち
に
は

厳
し
い
現
実
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
事
情
は

万
葉
集
の
巻
三
や
、
巻
二
十
に
出
て
く
る
、
防
人
歌

に
語
ら
れ
て
い
る
@
o

と
り
わ
け
東
国
歌
の
防
人
の
妻
歌
は
、
こ
の
地
域
の

思
想
や
感
情
、
生
活
状
況
は
文
献
史
学
に
も
見
聞
で

き
な
い
、
人
間
の
生
き
る
叫
び
を
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
れ
は
、
地
域
外
に
動
員
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
く
る
、
不
安
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
地
域

が
、
す
で
に
土
着
し
た
文
化
維
持
の
地
域
を
つ
く
り

同
族
集
団
が
固
定
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
新
し
い
国
家

要
請
に
応
え
る
、
特
殊
な
任
務
に
出
る
こ
と
の
、
家

族
や
同
族
た
ち
と
の
、
文
化
交
渉
が
、
歌
謡
の
地
域

言
葉
と
な
っ
て
、
語
ら
れ
て
い
る
o

た
し
か
に
相
周
歌
が
お
お
い
が
、

」
れ
は
な
に
も



東
国
の
歌
謡
だ
け
で
な
く
、
万
葉
と
い
う
か
、
こ
の
時
代
の
ひ
と
つ
の
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
地
域
を
あ
ら
わ
す
、

語
り
言
葉

ゃ
、
う
っ
た
え
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
東
国
坂
東
を
よ
く
握
む
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
な
か
で
も
歌
謡
の
詠
歌
は
、
東
国
坂
東
の
圏
内
に
平
均
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
国
府
や
そ
の
地
域
を
代
表
す
る
、
目
標
と
な
る

山
容
や
駅
・
港
津
や
峠
路
・
草
花
な
ど
に
、
集
約
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
顕
著
な
と
こ
ろ
は
、
東
国
で
も
東
山
道
と
東
海
道
の
両
道
使
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
武
蔵
国
に
卓
越
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
武

蔵
国
の
歌
は
、
各
代
に
わ
た
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
歌
謡
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
地
域
を
語
り
つ
つ
、
そ
こ
に
生
活
を
あ
ら
わ
す
語
り
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
詩
歌
探
勝
の
立
場
を
と
る
と
、
素
朴
で
純
情
で
あ
る
こ
と
と
と
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
は
、
地
域
が
現
わ
す
手
が

か
り
と
し
て
地
域
内
の
行
動
ゃ
、
言
語
生
活
や
そ
こ
で
の
労
動
の
仕
方
と
、
こ
の
地
の
生
産
構
造
が
、
地
域
内
で
ど
の
よ
う
に
配
置
さ

れ
、
そ
れ
が
地
域
内
機
能
の
な
か
で
、
内
容
変
化
を
し
な
が
ら
、
中
央
政
庁
の
要
請
に
応
え
て
い
る
か
が
わ
か
る
。

古代地域の設定とその方法

採
録
さ
れ
た
万
葉
歌
の
な
か
で
、
地
域
内
を
語
り
、
そ
れ
が
他
地
方
と
の
か
か
わ
り
あ
い
で
、

で
て
く
る
も
の
に
は
、
防
人
歌
に
多
い

が
、
こ
れ
と
て
も
急
に
こ
の
歌
、
が
自
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
に
は
万
葉
歌
に
集
録
さ
れ
る
背
景
に
は
、
大
伴
家
持
の
歌
集
か
ら
の
収
録
で
あ
る
だ
け
に
、
勇
壮
で
あ
る
こ
と
と
、
現
実
に
兵
士

の
難
渋
を
訴
え
て
い
る
。
こ
れ
は
家
持
自
身
の
悩
み
で
も
あ
っ
た
が
、
地
域
を
自
己
の
意
志
で
な
く
、
国
家
要
請
で
離
脱
す
る
と
い
う
、

ひ
と
つ
の
現
わ
れ
が
、
訴
え
の
形
で
詠
わ
れ
て
い
る
。

防
人
歌
は
防
人
役
の
安
曇
宿
弥
三
国
が
、
撰
述
し
て
献
上
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
集
録
し
結
集
し
た
家
持
は
、
地
域
の
個
性
と
み
る
風

土
性
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
、
編
ん
で
い
る
。
そ
れ
と
撰
述
さ
れ
た
も
の
が
、
地
域
等
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
捨
て
去
っ
た
歌
謡
で

39 

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
や
評
を
代
表
し
て
献
歌
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
武
蔵
野
歌
の
、
背
景
に
な
る
地
域
が
、
す
で
に
生
活
内
容
が
、



40 

東
国
と
い
う
地
域
を
あ
ら
わ
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
小
地
域
の
文
化
姿
勢
を
し
め
す
、
士
蒼
の
言
語
や
生
活
へ
の
意
欲
、
人
間
関
係
と
い

う
き
ず
な
が
、
地
域
文
化
と
い
う
価
値
を
創
り
だ
し
て
い
る
。

(六)

文
化
地
域
を
単
一
に
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
域
の
歴
史
の
て
だ
て
が
、
ど
の
よ
う
に
前
時
代
か
ら
、
そ
の
地
域
に
土
差
し
沈
化

し
て
、
そ
の
土
地
の
生
活
や
そ
の
歴
史
を
支
え
る
産
業
構
造
が
、
ど
の
よ
う
に
揃
い
整
っ
て
い
る
か
を
の
ぞ
き
見
し
て
い
る
こ
と
に
な

る。
こ
こ
で
い
う
地
域
は
た
だ
の
土
地
の
拡
が
り
ゃ
、
区
画
を
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
土
地
や
区
画
が
、
文
化
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
か
と

い
う
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
土
地
が
あ
る
か
ら
、
地
域
と
み
な
す
、
地
理
学
を
い
う
の
で
は
な
い
。

こ
と
に
歴
史
地
理
や
文
化
地
理
の
立
場
か
ら
す
る
と
そ
こ
に
根
づ
い
た
、
歴
史
や
文
化
の
条
件
が
、
時
代
に
よ
っ
て
、
ま
た
行
為
者
た

ち
の
人
間
性
に
よ
っ
て
、
創
造
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
や
、
そ
の
創
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
ほ
か
の
文
化
生
産
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
、
そ

れ
が
地
域
の
な
か
に
、

土
着
し
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
、

ま
た
伝
承
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
過
去
形
で
記
録
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
、
他
地
域

と
異
っ
た
ひ
と
つ
の
特
性
や
機
能
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
こ
と
は
、
時
代
と
と
も
に
価
値
を
こ
と
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
域
に
よ
っ
て
も
、
価
値
を
こ
と
に
す
る

と
い
う
こ
と
を
再
考
し
な
い
と
、
文
化
地
域
や
歴
史
地
域
の
決
定
や
、
そ
の
拡
大
方
式
で
圏
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
と
、
た
く
さ
ん
の
あ

や
ま
ち
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

現
代
の
方
式
で
い
え
ば
、
地
域
開
発
の
場
合
で
も
、
二
・
三
年
前
ま
で
の
価
値
観
を
、
こ
の
と
こ
ろ
の
公
害
や
労
働
市
場
の
方
向
や
、



そ
れ
に
と
も
な
う
配
分
と
か
、
脱
公
害
地
域
の
設
定
ぞ
、
社
会
の
流
動
と
行
為
者
達
の
方
向
づ
け
が
、
新
し
い
価
値
に
再
確
認
す
る
。

歴
史
地
理
の
場
合
は
、
こ
う
し
た
と
き
の
理
論
の
す
す
め
方
を
、
十
分
に
過
去
の
現
象
や
過
去
の
沈
下
し
た
様
相
を
発
見
や
発
掘
し
て

一
等
資
料
に
し
、
こ
れ
だ
け
で
学
問
の
方
法
を
見
定
め
る
と
、
真
の
歴
史
社
会
文
化
の
価
値
を
見
出
せ
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
と
き
は

過
去
の
業
績
や
沈
下
し
て
い
る
内
容
を
時
代
と
と
も
に
、
見
比
べ
て
、
現
代
の
価
値
に
い
た
る
一
つ
の
線
で
む
す
び
あ
わ
せ
、
現
時
点
に

ま
で
到
達
し
得
た
、

ひ
と
つ
の
地
域
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
た
い
へ
ん
な
作
業
が
い
る
し
、
他
の
諸
科
学
や
所
見
の
教
養
を
必
要
と
す
る
の
で
、
容
易
な
技
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
に

は
、
ど
れ
だ
け
学
問
分
野
を
広
め
し
か
も
深
め
て
、
知
識
度
だ
け
で
な
い
、
学
問
の
基
本
線
で
あ
る
、
智
恵
を
も
っ
て
体
系
を
立
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

地
域
を
表
現
す
る
も
の
を
見
き
わ
め
る
資
料
を
、
時
代
に
よ
っ
て
ひ
ろ
い
出
す
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
作
業
の
第
一
で
あ
る
が
、
そ
の

古代地域の設定とその方法

場
合
時
代
の
価
値
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、

一
つ
の
課
題
に
な
る
。

そ
の
価
値
も
現
代
の
価
値
観
と
は
ち
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
も
の
を
、
求
め
て
時
代
を
処
し
た
り
、
時
代
を

克
服
す
る
こ
と
の
必
要
条
件
と
す
る
こ
と
が
あ
る
o

そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
、
当
時
の
生
活
な
い
し
は
、
そ
の
時
代
が
要
求
す
る
多
元

な
価
値
を
探
求
す
る
こ
と
が
、
自
然
に
必
要
に
な
り
、
ま
た
当
然
ゆ
き
あ
た
る
帰
結
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
当
然
そ
う
で
あ
る
と
一
い

ぅ
、
表
現
は
な
い
。
む
し
ろ
埋
れ
て
流
さ
れ
て
現
在
で
は
所
在
な
い
も
の
す
ら
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
生
活
の
探
求
や
系
譜
な
い
し
は
そ
の
か
か
わ
り
あ
い
に
、
ど
う
生
存
し
て
現
在
に
到
っ
た
か
を
、
人
文
学
の
方

法
で
一
つ
の
わ
く
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
科
学
で
は
、
及
ん
で
な
い
い
く
つ
も
の
点
が
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
整
理
し
て

41 

考
え
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
試
論
で
あ
る
。
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