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大
伴
家
持
「
挽
歌
一
首
」
の
う
つ
そ
み
・
う
つ
せ
み

│
『
萬
葉
集
』
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番

│小

原

茉

莉

序

天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）、
大
伴
宿
祢
家
持
は
、
聟
の
藤
原
二
郎

の
母
の
訃
報
を
受
け
、『
萬
葉
集
』
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
と
反
歌

二
首
を
詠
ん
だ
。
天
皇
の
命
に
従
っ
て
越
中
に
赴
任
し
た
た
め
に
聟
と

疎
遠
に
な
っ
た
寂
し
さ
や
、
使
者
か
ら
聟
の
母
の
訃
報
を
受
け
て
哀
傷

す
る
心
中
を
表
現
し
て
い
る
。
家
持
は
こ
の
歌
で
、「
う
つ
そ
み
」
と

「
う
つ
せ
み
」
の
二
語
を
一
度
ず
つ
使
用
し
た
。

　
　
　

挽ば
ん

歌か

一
首　
　
短
歌
を
幷あは
せ
た
り

天あ
め

地つ
ち

の　

初
め
の
時
ゆ　

宇う

都つ

曾そ

美み

の　

八や

十そ

伴と
も

の
男を

は　

大お
ほ

君き
み

に　

ま
つ
ろ
ふ
も
の
と　

定さ
だ

ま
れ
る　

官つ
か
さに

し
あ
れ
ば　

大お
ほ

君き
み

の　

命み
こ
と

恐か
し
こみ　

鄙ひ
な

離ざ
か

る　

国
を
治を
さ

む
と　

あ
し
ひ
き
の　

山や
ま

川か
は

隔へ
な

り　

風か
ぜ

雲く
も

に　

言こ
と

は
通か
よ

へ
ど　

直た
だ

に
逢
は
ず　

日
の
重か
さ

な
れ
ば　

思
ひ

恋
ひ　

息い
き

づ
き
居を

る
に　

玉た
ま

桙ほ
こ

の　

道
来く

る
人
の　

伝つ

て
言こ
と

に　

我わ
れ

に
語
ら
く　

は
し
き
よ
し　

君
は
こ
の
こ
ろ　

う
ら
さ
び
て　

嘆な
げ

か
ひ
い
ま
す　

世
の
中
の　

憂う

け
く
辛つ
ら

け
く　

咲
く
花
も　

時

に
う
つ
ろ
ふ　

宇う

都つ

勢せ

美み

も　

常
な
く
あ
り
け
り　

た
ら
ち
ね
の　

御み

母は
は

の
命み
こ
と　

な
に
し
か
も　

時
し
は
あ
ら
む
を　

ま
そ
鏡　

見
れ

ど
も
飽あ

か
ず　

玉た
ま

の
緒を

の　

惜を

し
き
盛さ
か

り
に　

立
つ
霧
の　

失う

せ

ゆ
く
ご
と
く　

置
く
露
の　

消き

え
ゆ
く
が
ご
と　

玉
藻
な
す　

な

び
き
臥こ

い
伏ふ

し　

行ゆ

く
水
の　

留と
ど

め
も
え
ぬ
と　

狂た
は
こ
と言

か　

人
の

言
ひ
つ
る　

逆お
よ

言づ
れ

か　

人
の
告
げ
つ
る　

梓
あ
づ
さ

弓ゆ
み　

爪つ
ま

引び

く
夜よ

音お
と

の　

遠と
ほ

音お
と

に
も　

聞
け
ば
悲
し
み　

に
は
た
づ
み　

流
る
る
涙な
み
だ　

留と
ど

め

か
ね
つ
も�

（
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
）
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反
歌
二
首

遠と
ほ

音お
と

に
も
君
が
嘆
く
と
聞
き
つ
れ
ば
音ね

の
み
し
泣
か
ゆ
相あ
ひ

思お
も

ふ
我わ
れ

は�
�

（
同
、
四
二
一
五
）

世
の
中
の
常つ
ね

な
き
こ
と
は
知
る
ら
む
を
心
尽つ

く
す
な
ま
す
ら
を
に

し
て�

（
同
、
四
二
一
六
）

右
は
、
大お
ほ
と
も
の
す
く
ね

伴
宿
祢
家や
か

持も
ち

の
、
聟む
こ

の
南
み
な
み

右う

大だ
い

臣じ
ん

家け

の
藤ふ
ぢ

原は
ら
の

二じ

郎ら
う

の
慈じ

母ぼ

を
喪う
し
なひ

し
患う
れ

へ
を
弔と
ぶ
らひ

し
も
の
な
り
。
五
月
二
十
七
日）（
（

従
来
の
注
釈
書
で
は
、「
う
つ
そ
み
」「
う
つ
せ
み
」
の
二
語
の
持
つ

意
味
・
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
特
に
区
別
し
て
い
な
い
。
大
別
し
て
、「
う
つ

そ
み
」
は
「
う
つ
せ
み
」
と
同
じ
と
す
る
も
の
（『
新
編�

日
本
古
典
文

学
全
集
』
な
ど
）
と
、「
う
つ
そ
み
」
が
「
う
つ
せ
み
」
の
古
形
だ
と

す
る
も
の
（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
な
ど
）
が
あ
る
。

し
か
し
、
家
持
が
「
う
つ
そ
み
」
と
「
う
つ
せ
み
」
と
い
う
異
な
る

語
形
を
、
無
意
識
に
同
語
と
し
て
使
用
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

両
語
に
使
い
分
け
の
意
図
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
私
が
調
べ

た
範
囲
で
は
、
廣
瀬
誠
氏）

（
（

・
鉄
野
昌
弘
氏）

（
（

・
新
沢
典
子
氏）

（
（

・
原
田
直
保

美
氏）

（
（

の
み
で
あ
る
。
廣
瀬
氏
と
原
田
氏
は
、『
萬
葉
集
』
も
し
く
は
家

持
の
歌
す
べ
て
を
通
し
て
「
う
つ
そ
み
」
と
「
う
つ
せ
み
」
に
そ
れ
ぞ

れ
一
貫
し
た
固
有
の
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と
し
、
家
持
は
そ
の

流
れ
に
沿
っ
て
両
語
を
使
い
分
け
た
と
し
て
い
る
。
鉄
野
昌
弘
氏
は
、

使
い
分
け
が
「
無
常
の
意
の
有
無
」
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
新
沢
氏
は
、

柿
本
人
麻
呂
が
両
語
を
使
い
分
け
て
お
り
、
家
持
も
そ
れ
に
倣
っ
た
と

述
べ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、「
う
つ
そ
み
」「
う
つ
せ
み
」
の
用
例
を
具
体
的
に
分
析

し
、
諸
氏
と
異
な
る
見
解
と
し
て
、
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
の
「
う

つ
そ
み
」
は
家
持
の
官
人
意
識
に
、「
う
つ
せ
み
」
は
無
常
観
に
基
づ

い
て
独
自
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

一
、「
う
つ
せ
み
」
と
「
う
つ
そ
み
」

一
八
五
頁
の
表
「『
萬
葉
集
』
の
「
う
つ
せ
み
」
と
「
う
つ
そ
み
」」

は
、『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
「
う
つ
せ
み
」
と
「
う
つ
そ
み
」
の
二
語

の
使
用
例
を
年
代
順
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
う
つ
せ
み
」
は
『
萬
葉
集
』
に
三
九
首
・
四
〇
例
、「
う
つ
そ
み
」

は
五
首
・
六
例
見
ら
れ
る
。「
う
つ
せ
み
」
が
『
萬
葉
集
』
全
体
を
通

し
て
ほ
ぼ
偏
り
な
く
使
わ
れ
、
特
に
巻
第
二
・
巻
第
十
九
に
頻
出
す
る

の
に
対
し
、「
う
つ
そ
み
」
は
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
か
ら
文
武
四
年

（
七
〇
〇
）
の
巻
第
二
収
録
の
歌
に
六
例
中
五
例
が
集
中
し
て
い
る
。

残
り
の
一
例
が
、
先
に
挙
げ
た
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
の
家
持
の
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巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
で
あ
る
。
な
お
、
六
例
の
中
に
は
、
人
麻
呂

の
巻
第
二
、
二
一
〇
番
に
異
伝
（
一
云
）
と
し
て
記
さ
れ
た
「
う
つ
そ

み
」
や
、
こ
の
歌
の
異
伝
で
あ
る
巻
第
二
、
二
一
三
番
の
「
う
つ
そ

み
」
二
例
を
含
む
。
ま
た
、「
う
つ
せ
み
」
は
挽
歌
と
相
聞
を
中
心
に

部
立
の
記
載
が
な
い
歌
や
雑
歌
に
も
見
ら
れ
る
が
、「
う
つ
そ
み
」
は

挽
歌
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

「
う
つ
せ
み
」「
う
つ
そ
み
」
の
語
源
は
大
野
晋
氏
が
提
唱
し
た
よ
う

に
『
古
事
記
』
の
「
宇う

つ

し

お

み

都
志
意
美（
現
し
臣
）」
と
い
う
語
だ
と
す
る

説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
が）

（
（

、「
宇
都
志
意
美
」
の
解
釈
が
分
か
れ
て
お

り
、「
う
つ
せ
み
」
の
原
義
に
も
諸
説
あ
る）

（
（

。

「
う
つ
せ
み
」
の
最
初
の
使
用
例
は
斉
明
七
年
（
六
六
一
）
に
中
大

兄
皇
子
が
詠
ん
だ
大
和
三
山
歌
（
巻
第
一
、
十
三
番
）
で
、
こ
の
歌
で

は
「
う
つ
せ
み
」
と
「
古
い
に
し
へ」

と
を
対
比
し
て
い
る
。

香か

具ぐ

山や
ま

は　

畝う
ね
び傍

を
惜を

し
と　

耳み
み

梨な
し

と　

相あ
ひ

争あ
ら
そひ

き　

神か
み

代よ

よ
り　

か
く
に
あ
る
ら
し　

古
い
に
し
へも　

然し
か

に
あ
れ
こ
そ　

虚う
つ

蟬せ
み

も　

妻つ
ま

を　

争あ
ら
そふ

ら
し
き�

（
巻
第
一
、
十
三
）

天
智
十
年
（
六
七
一
）
に
姓
氏
不
明
の
婦
人
が
詠
ん
だ
巻
第
二
、
一

五
〇
番
で
は
、
神
で
は
な
く
人
間
で
あ
る
自
ら
を
「
う
つ
せ
み
」
と
称

し
て
い
る
。
天
武
四
年
（
六
七
五
）
の
巻
第
一
、
二
四
番
は
、
流
罪
に

処
せ
ら
れ
た
麻
続
王
が
「
う
つ
せ
み
の
命い

の
ち」

を
惜
し
む
内
容
で
あ
る
。

「
う
つ
せ
み
の
」
を
「
命い
の
ち」
に
掛
か
る
枕
詞
と
す
る
注
釈
書
が
多
い
が
、

「
人
間
の
命
」
の
意
と
も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
初
期
の
使
用
例
で
は
、

現
実
に
肉
体
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
人
間
を
古
の
時
代
や
神
な
ど
と
対

比
し
て
「
う
つ
せ
み
」
と
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
歌
で
は

「
う
つ
せ
み
」
が
独
立
し
た
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
う
つ
そ
み
」
の
最
初
の
使
用
例
は
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
に
大
来

皇
女
が
弟
の
大
津
皇
子
を
哀
傷
し
て
詠
ん
だ
挽
歌
で
あ
る
巻
第
二
、
一

六
五
番
で
、
こ
こ
で
は
弟
を
亡
く
し
て
遺
さ
れ
た
自
分
自
身
を
「
う
つ

そ
み
の
人
な
る
我わ
れ

」
と
形
容
し
て
い
る
。

宇う

都つ

曾そ

見み

の
人
な
る
我わ
れ

や
明あ

日す

よ
り
は
二ふ
た

上が
み

山や
ま

を
弟い
ろ
せと

我あ

が
見
む�

�

（
巻
第
二
、
一
六
五
）

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
に
は
「
う
つ
せ
み
」
と
「
う
つ
そ
み
」
両
方
の
使

用
例
が
あ
り
、
二
つ
の
語
形
が
存
在
す
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
持
統
六
年
（
六
九
二
）
以
降
の
作
と
さ
れ
る
巻
第
二
、
二

一
〇
番
で
は
、
初
め
は
亡
く
な
っ
た
相
手
の
生
前
の
姿
を
「
臣
」
と
い

う
字
を
用
い
て
「
う
つ
そ
み
」
の
語
形
で
表
し
た
が
、
最
終
的
に
「
う
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つ
せ
み
」
に
訂
正
し
た
よ
う
で
あ
る）

（
（

。

打う
つ

蟬せ
み

と　

思
ひ
し
時
に　
一
に
云
ふ
、「
宇う
都つ
曾そ
臣み
と　

思
ひ
し
」　

取
り
持

ち
て　

我わ

が
二ふ
た
り人
見
し　

走は
し

り
出で

の　

堤つ
つ
みに
立
て
る　

槻つ
き

の
木
の　

こ
ち
ご
ち
の
枝え

の　

春
の
葉
の　

し
げ
き
が
ご
と
く　

思
へ
り
し　

妹い
も

に
は
あ
れ
ど　

頼た
の

め
り
し　

児こ

ら
に
は
あ
れ
ど　

世
の
中
を　

背そ
む

き
し
え
ね
ば�
…
…　

岩い
は
ね根

さ
く
み
て　

な
づ
み
来こ

し　

良よ

け

く
も
そ
な
き　

打う
つ

蟬せ
み

と　

思
ひ
し
妹
が　

玉
か
ぎ
る　

ほ
の
か
に

だ
に
も　

見
え
な
く
思お
も

へ
ば�

（
巻
第
二
、
二
一
〇
）

人
麻
呂
も
家
持
と
同
様
に
「
う
つ
せ
み
」「
う
つ
そ
み
」
を
別
語
と

し
て
認
識
し
て
い
た
が
、
内
容
に
応
じ
て
使
い
分
け
を
行
っ
た
の
で
は

な
く
、
一
つ
の
事
象
に
対
す
る
表
現
の
正
確
性
を
求
め
た
と
言
う
べ
き

だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
後
に
別
個
の
事
象
に
そ
れ
ぞ
れ
「
う
つ
そ
み
」

と
「
う
つ
せ
み
」
を
充
て
た
家
持
と
は
大
き
く
異
な
る
。

人
麻
呂
に
よ
る
持
統
十
年
（
六
九
六
）
の
巻
第
二
、
一
九
九
番
に

「
行ゆ

く
鳥
の
」
の
異
伝
と
し
て
「
う
つ
せ
み
と
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、

命
を
散
ら
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
軍
士
の
覚
悟
を
表
し
た
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
し
、「
う
つ
せ
み
」
は
あ
く
ま
で
最
終
稿
で
な
い
と
さ
れ
る

異
伝
で
の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
、
人
麻
呂
の
意
図
を
ど
の
程
度
反
映
し

て
い
る
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
文
武
四
年
（
七
〇
〇
）
に
巻
第
二
、
一

九
六
番
で
明
日
香
皇
女
の
挽
歌
を
詠
ん
だ
際
に
は
、
皇
女
の
生
前
の
様

子
を
「
う
つ
そ
み
と�

思
ひ
し
時
に
」
と
回
想
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
人
麻
呂
の
用
例
は
す
べ
て
挽
歌
で
、
巻
第
二
、
二
一

〇
番
と
異
伝
の
巻
第
二
、
二
一
三
番
は
仏
教
的
無
常
観
を
前
提
と
し
た

歌
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
影
響
を
受
け
て
、
後
に
家
持
が
「
う
つ
せ
み
」

の
語
そ
の
も
の
を
無
常
観
と
結
び
つ
け
た
り
、
中
古
以
降
の
歌
人
た
ち

が
蝉
・
蝉
の
抜
け
殻
を
「
う
つ
せ
み
」
で
表
し
た
り
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。家

持
は
、「
う
つ
そ
み
」
と
「
う
つ
せ
み
」
の
二
語
に
差
異
が
あ
る

こ
と
や
、
こ
れ
ら
が
「
臣
」
と
し
て
の
自
覚
と
も
無
常
観
と
も
結
び
つ

き
う
る
語
で
あ
る
こ
と
を
、
人
麻
呂
の
歌
か
ら
着
想
し
た
の
だ
ろ
う
。

人
麻
呂
の
歌
以
降
、「
う
つ
せ
み
」
は
三
〇
年
間
ほ
ど
、「
う
つ
そ

み
」
は
五
〇
年
間
ほ
ど
使
用
例
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
た
だ
し
「
う
つ

せ
み
」
に
は
詠
ま
れ
た
年
が
明
ら
か
で
な
い
使
用
例
が
十
四
首
あ
る
た

め
、
こ
の
期
間
に
も
「
う
つ
せ
み
」
は
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。そ

の
後
、
七
〇
〇
年
代
以
降
に
歌
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
笠
女
郎
や
大

伴
坂
上
郎
女
ら
に
よ
っ
て
、
相
聞
歌
で
恋
愛
関
係
に
あ
る
相
手
以
外
の

他
者
を
「
う
つ
せ
み
の
人
」
と
呼
ぶ
例
（
巻
第
四
、
六
一
九
番
や
巻
第
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四
、
七
二
九
番
な
ど
）
が
登
場
す
る
。「
世
間
の
人
」
と
訳
さ
れ
る
場

合
が
多
い
が
、
仏
教
的
無
常
観
を
込
め
た
「
世
間
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は

な
い
た
め
、
単
に
「
人
々
」
と
す
る
の
が
よ
り
適
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

神
亀
五
年
（
七
二
八
）
の
巻
第
九
、
一
七
八
五
番
か
ら
、
笠
金
村
が

「
う
つ
せ
み
」
を
「
う
つ
せ
み
の�

世
の
人
な
れ
ば
」
の
形
で
三
度
使
用

し
た
。
こ
れ
ら
は
「
う
つ
せ
み
の
」
を
「
世
」
に
掛
か
る
枕
詞
と
し
て

使
用
し
た
最
初
の
例
で
も
あ
る
。

…
…�

死
に
も
生
き
も　

君
が
ま
に
ま
と　

思
ひ
つ
つ　

あ
り
し

間あ
ひ
だに　

虚う
つ

蟬せ
み

の　

世
の
人
な
れ
ば　

大お
ほ

君き
み

の　

命
み
こ
と

恐か
し
こみ　

天あ
ま

ざ
か

る　

夷ひ
な

治を
さ

め
に
と�

…
…�

（
巻
第
九
、
一
七
八
五
）

こ
れ
ら
は
「
う
つ
せ
み
の�

世
の
人
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
大お
ほ

君き
み

の�

命み
こ
と

恐か
し
こみ
」、
官
人
と
し
て
任
務
に
当
た
る
と
い
う
意
識
を
表
出
し
た
使

用
例
で
あ
る
。「
う
つ
せ
み
」
と
官
人
意
識
の
結
び
つ
き
は
金
村
に
よ

っ
て
生
ま
れ
て
お
り
、
家
持
の
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
の
「
う
つ
そ

み
の�

八や

十そ

伴と
も

の
男を

」
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
伴
宿
祢

三
中
は
、
天
平
元
年
（
七
二
九
）
に
丈
部
竜
麻
呂
の
官
人
意
識
を
称
賛

し
た
巻
第
三
、
四
四
三
番
を
詠
ん
だ
が
、「
う
つ
せ
み
の
」
と
い
う
枕

詞
は
「
惜を

し
き
こ
の
世
」
に
掛
か
っ
て
お
り
、
初
期
の
生
き
て
い
る
人

間
を
示
す
「
う
つ
せ
み
」
の
使
用
例
に
近
い
文
脈
で
の
用
法
と
言
え
る
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、「
う
つ
せ
み
」
は
独
立
し
た
名
詞
で
は
な
く
、

枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
内
容
面
で
も
か
つ
て
の
よ
う

に
、
時
に
は
古
と
、
時
に
は
神
と
対
比
さ
れ
な
が
ら
人
間
の
肉
体
や
命

を
意
識
さ
せ
て
い
た
頃
と
は
変
質
し
た
例
が
増
え
る
。

最
も
多
く
「
う
つ
せ
み
」
を
用
い
て
歌
を
詠
ん
だ
の
が
、
天
平
十
一

年
（
七
三
九
）
以
降
の
家
持
で
あ
る
。
家
持
は
「
う
つ
せ
み
の
」
を
枕

詞
と
し
て
使
う
当
時
の
流
れ
を
汲
ん
だ
歌
を
作
り
つ
つ
も
、
天
平
勝
宝

二
年
（
七
五
〇
）
以
降
は
独
立
し
た
名
詞
と
し
て
用
い
る
語
法
も
復
活

さ
せ
た
。

そ
し
て
、「
う
つ
せ
み
」
を
用
い
つ
つ
無
常
観
を
表
現
し
た
人
麻
呂

の
使
用
例
を
発
展
さ
せ
、
明
確
に
「
う
つ
せ
み
」
と
無
常
観
を
結
び
つ

け
た
。
そ
の
最
初
の
例
が
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
の
巻
第
三
、
四
六

五
番
で
あ
る
。

虚う
つ

蟬せ
み

の
世
は
常
な
し
と
知
る
も
の
を
秋
風
寒
み
偲し
の

び
つ
る
か
も�

�

（
巻
第
三
、
四
六
五
）

い
っ
ぽ
う
、
家
持
が
「
う
つ
せ
み
」
を
用
い
た
歌
で
官
人
意
識
を
最

初
に
表
出
し
た
の
は
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
の
巻
第
十
七
、
三
九
六

二
番
で
あ
る
。
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大お
ほ

君き
み

の　

任ま

け
の
ま
に
ま
に　

ま
す
ら
を
の　

心
振ふ

り
起お

こ
し　

あ
し
ひ
き
の　

山や
ま

坂さ
か

越こ

え
て　

天あ
ま

離ざ
か

る　

鄙ひ
な

に
下く
だ

り
来き　

息い
き

だ
に

も　

い
ま
だ
休
め
ず　

年と
し

月つ
き

も　

い
く
ら
も
あ
ら
ぬ
に　

宇う

都つ

世せ

美み

の　

世
の
人
な
れ
ば　

う
ち
な
び
き　

床と
こ

に
臥こ

い
伏ふ

し�

…
…�

�

（
巻
第
十
七
、
三
九
六
二
）

家
持
は
神
代
か
ら
軍
事
・
宮
門
守
護
を
職
能
と
し
て
き
た
大
伴
氏
の
家

長
と
し
て
、
自
ら
の
家
柄
と
職
に
強
い
責
任
と
誇
り
を
持
っ
て
い
た
。

こ
の
歌
で
は
、
天
皇
の
命
に
応
じ
て
平
城
京
を
離
れ
国
守
と
し
て
越
中

に
赴
任
し
て
き
た
も
の
の
、
忙
し
い
日
々
の
中
で
病
床
に
伏
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
悲
傷
し
て
い
る
。

天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
の
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
で
は
「
う

つ
そ
み
」
と
「
う
つ
せ
み
」
の
二
語
を
一
首
の
中
で
用
い
て
い
る
。

「
う
つ
そ
み
」
は
柿
本
人
麻
呂
以
来
の
五
〇
年
ぶ
り
の
用
例
で
あ
り
、

家
持
の
官
人
意
識
と
結
び
つ
い
た
用
法
で
あ
る
。「
う
つ
せ
み
」
に
は

巻
第
三
、
四
六
五
番
の
よ
う
な
仏
教
的
無
常
観
の
実
感
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
萬
葉
集
』
の
用
例
か
ら
、「
う
つ
せ
み
」「
う
つ

そ
み
」
の
二
語
が
多
様
な
用
法
で
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
や
、
家
持
が

先
達
の
歌
を
学
び
、
か
つ
独
自
の
語
法
を
も
追
求
し
た
歌
人
だ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る）

（
（

。

二
、
家
持
の
葛
藤
と
作
歌
意
識

歌
人
・
家
持
は
、
官
人
意
識
と
無
常
観
を
併
せ
持
っ
て
い
た）
（1
（

。
家
持

が
こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
意
識
の
間
で
葛
藤
し
て
い
た
こ
と
は
、
巻
第

二
十
、
四
四
六
五
︲
四
四
六
七
番
で
官
人
意
識
を
表
現
し
た
同
日
に
、

無
常
観
に
基
づ
い
た
巻
第
二
十
、
四
四
六
八
︲
四
四
七
〇
番
を
詠
ん
で

い
る
点
な
ど
に
顕
著
に
表
れ
て
お
り
、「
同
じ
人
物
が
一
日
に
詠
ん
だ

歌
と
し
て
は
振
幅
が
甚
だ
大
き
い
（
岩
波
文
庫
『
万
葉
集
（
五
）』）」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
意
識
の
間
で
の
葛
藤
が
よ
く
表

れ
た
の
が
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
や
そ
の
反
歌
で
あ
り
、
特
に
「
う

つ
そ
み
」
と
「
う
つ
せ
み
」
の
二
語
だ
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
家
持
は
、
過
去
の
歌
に
学
ん
で
歌
語
を
獲
得
し
た
り
、
独
自

の
語
法
を
編
み
出
し
た
り
し
て
よ
り
良
い
表
現
を
模
索
し
た
。
こ
の
こ

と
は
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
で
用
い
ら
れ
た
「
う
つ
そ
み
」「
う
つ

せ
み
」
以
外
の
語
句
や
、
そ
れ
に
類
す
る
表
現
に
も
表
れ
て
い
る
。

巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
の
よ
う
な
他
者
か
ら
人
の
死
を
伝
え
ら
れ

て
弔
意
を
表
す
形
式
の
挽
歌
は
、
人
麻
呂
・
金
村
ら
を
筆
頭
に
先
例
が

多
い
。
人
麻
呂
が
家
持
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
数
指
摘
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が
あ
る
が
、
家
持
は
金
村
の
歌
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、「
玉た
ま

桙ほ
こ

の�

道
来く

る
人
の
」、「
我わ
れ

に
語
ら
く
」
と
い

う
句
は
金
村
と
家
持
を
含
む
ご
く
少
数
人
に
使
用
例
が
限
ら
れ
て
お
り
、

ど
ち
ら
も
金
村
の
巻
第
二
、
二
三
〇
番
と
家
持
の
巻
第
十
九
、
四
二
一

四
番
に
共
通
し
て
い
る
。「
う
つ
せ
み
の�

世
の
人
な
れ
ば
」
と
い
う
句

や
「
八
十
伴
の
男
」
と
い
う
語
も
、
使
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
金
村
と
家

持
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

小
野
寛
氏
は
、
家
持
が
「
大
君
の
ま
け
の
ま
に
ま
に
」
を
「
大
君
の

命
か
し
こ
み
」
と
い
う
定
型
表
現
の
代
わ
り
に
多
く
用
い
た
こ
と
を
、

天
皇
に
積
極
的
に
従
属
す
る
ま
す
ら
を
意
識
の
強
さ
と
、
自
ら
の
意
識

を
正
し
く
表
現
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
表
れ
だ
と
論
じ
た）

（（
（

。
巻
第
十
九
、

四
二
一
四
番
は
、
官
人
で
あ
る
自
ら
の
こ
と
を
述
べ
つ
つ
も
消
極
的
な

「
命
み
こ
と

恐か
し
こみ

」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
数
少
な
い
例
外
で
あ
る
。
小
野

氏
は
こ
の
こ
と
を
「
意
識
の
緊
張
が
ゆ
る
ん
だ
」
と
評
し
て
い
る
が
、

官
人
意
識
だ
け
で
な
く
無
常
観
を
も
表
現
し
た
歌
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
句

を
用
い
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
金
村
が
「
う
つ
せ
み
の�

世

の
人
な
れ
ば�

大お
ほ

君き
み

の�

命み
こ
と

恐か
し
こみ

」
と
詠
ん
だ
こ
と
も
影
響
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

他
に
も
、
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
の
「
思
ひ
恋
ひ
」
に
つ
い
て
は

清
水
明
美
氏
が）

（1
（

、「
玉
藻
な
す�

な
び
き
臥こ

い
伏ふ

し
」
に
つ
い
て
は
新
沢

典
子
氏
が）

（1
（

、
家
持
独
自
の
表
現
だ
と
論
じ
て
い
る
。

結

前
述
し
た
よ
う
に
、『
萬
葉
集
』
で
「
う
つ
せ
み
」
や
「
う
つ
そ

み
」
は
、
時
期
・
作
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
用
法
・
内
容
で
用
い

ら
れ
て
き
て
お
り
、
語
法
が
一
貫
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
家
持
は
、

先
例
を
継
承
し
つ
つ
再
構
成
し
、
独
自
の
用
法
も
考
案
す
る
こ
と
で
、

巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
を
完
成
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
う
つ
そ
み
」
は
、
家
持
が
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
を
詠
ん
だ
約

五
〇
年
前
を
最
後
に
使
用
例
が
な
か
っ
た
語
形
で
、
家
持
が
人
麻
呂
ら

の
歌
に
学
ん
で
意
識
的
に
選
択
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う

「
う
つ
せ
み
」
は
、
約
三
〇
年
間
の
空
白
期
間
は
あ
る
も
の
の
、
詠
ま

れ
た
年
の
記
載
が
な
い
十
四
首
を
含
め
継
続
的
に
使
用
例
が
あ
っ
た
。

「
う
つ
そ
み
」
と
い
う
語
形
が
官
人
意
識
と
紐
付
い
た
前
例
は
な
い
。

家
持
が
、
金
村
の
表
現
「
う
つ
せ
み
の�

世
の
人
な
れ
ば�

大お
ほ

君き
み

の�

命
み
こ
と

恐か
し
こみ

」
と
人
麻
呂
の
用
字
「
宇
都
曾
臣
」
の
「
臣
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、

独
自
に
再
構
成
し
て
生
み
出
し
た
表
現
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

金
村
は
「
う
つ
せ
み
の�

世
の
人
な
れ
ば�

大お
ほ

君き
み

の�

命み
こ
と

恐か
し
こみ

」
と
い

う
表
現
を
三
度
用
い
、
官
人
と
し
て
天
皇
の
命
を
受
け
て
地
方
に
遣
わ
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さ
れ
る
心
情
を
詠
っ
た
。
金
村
と
違
い
「
う
つ
そ
み
」
と
い
う
語
形
で

は
あ
る
が
似
た
文
脈
で
の
用
法
で
あ
り
、
宮
廷
歌
人
・
笠
金
村
か
ら
家

持
へ
の
影
響
が
見
て
と
れ
る
。

「
宇
都
曾
臣
」
と
い
う
用
字
は
人
麻
呂
独
自
の
も
の
で
、
竹
尾
正
子

氏
が
漢
籍
の
成
語
「
曽
臣
」
を
念
頭
に
置
い
た
表
記
だ
と
指
摘
し
て
い

る）
（1
（

。
人
麻
呂
が
「
臣
」
と
い
う
用
字
で
直
接
「
臣
下
」
の
意
を
表
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
家
持
が
「
う
つ
そ
み
」
と
い
う
語
形
に
官
人

と
し
て
の
自
覚
を
込
め
る
上
で
の
参
考
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る

）
（1
（

。

ま
た
、「
う
つ
せ
み
」
は
人
麻
呂
の
使
用
例
の
時
点
で
間
接
的
に
無

常
観
と
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
こ
の
繋
が
り
を
直
接
的
に
し
た
の
は
家

持
で
あ
る
。
人
麻
呂
は
他
者
の
死
に
際
し
て
世
間
無
常
を
実
感
し
た
旨

を
歌
に
し
、
そ
の
歌
で
「
う
つ
そ
み
」「
う
つ
せ
み
」
を
複
数
回
使
用

し
た
。
家
持
は
「
う
つ
せ
み
の�

借
れ
る
身
な
れ
ば
」「
う
つ
せ
み
の�

世
は
常
な
し
と
」
な
ど
と
、
無
常
観
と
「
う
つ
せ
み
」
の
結
び
つ
き
を

強
固
に
し
た
。
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
に
お
い
て
「
う
つ
せ
み
」
を

含
む
一
連
の
言
葉
は
、
歌
の
中
で
は
都
か
ら
来
た
使
者
の
発
語
と
い
う

扱
い
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
れ
は
修
辞
上
の
問
題
で
、
家
持
が
感
じ
て

い
た
無
常
観
が
表
れ
た
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
過
去
の
歌
か
ら
着
想

を
得
つ
つ
よ
り
強
い
実
感
を
表
出
す
る
方
法
と
し
て
、「
う
つ
せ
み
」

を
用
い
て
無
常
観
を
表
す
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

『
萬
葉
集
』
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
「
挽
歌
一
首
」
は
、
挽
歌
と

し
て
は
形
式
的
で
内
容
に
特
段
の
独
自
性
が
な
い
と
の
評
価
が
多
い
。

し
か
し
「
う
つ
そ
み
」
と
「
う
つ
せ
み
」
の
二
語
に
は
、
官
人
意
識
と

無
常
観
の
狭
間
に
あ
る
家
持
の
葛
藤
が
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
古
歌
の

歌
語
に
対
す
る
観
察
眼
、
人
麻
呂
・
金
村
の
影
響
、
新
し
い
表
現
を
生

み
出
そ
う
と
す
る
歌
人
と
し
て
の
姿
勢
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
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年号 西暦 巻 歌番号 部立 表記 該当の句（異伝） 次句 作者
斉明七年 （（（ （ （（ 雑歌 虚蟬 うつせみも 妻を 中大兄皇子
天智十年 （（（ （ （（0 挽歌 空蟬 うつせみし 神に堪へねば 婦人（姓氏未詳）
天武四年 （（（ （ （（ 雑歌 空蟬 うつせみの 命を惜しみ 麻続王
朱鳥元年 （（（ （ （（（ 挽歌 宇都曾見 うつそみの 人なる我や 大来皇女
（持統六年以降) （（（以降 （ （（0① 挽歌 打蟬 うつせみと 思ひし時に 柿本朝臣人麻呂
（持統六年以降）（（（以降 （ （（0①異伝 挽歌 宇都曾臣 うつそみと（うつせみと）思ひし時に 柿本朝臣人麻呂
（持統六年以降）（（（以降 （ （（0② 挽歌 打蟬 うつせみと 思ひし妹が 柿本朝臣人麻呂

（持統六年以降）（（（以降 （ （（（①（（（0①異伝） 挽歌 宇都曾臣 うつそみと 思ひし時に 柿本朝臣人麻呂
（（（0異伝）

（持統六年以降）（（（以降 （ （（（②（（（0②異伝） 挽歌 宇都曾臣 うつそみと 思ひし妹が 柿本朝臣人麻呂
（（（0異伝）

持統十年 （（（ （ （（（異伝 挽歌 打蟬 うつせみと（行く鳥の） 争ふはしに 柿本朝臣人麻呂
文武四年 （00 （ （（（ 挽歌 宇都曾臣 うつそみと 思ひし時に 柿本朝臣人麻呂

神亀五年 （（（ （ （（（（ 相聞 虚蟬 うつせみの 世の人なれば 笠朝臣金村
（娘子の代作）

天平元年 （（（ （ （（（ 挽歌 鬱蟬 うつせみの 惜しきこの世を 大伴宿祢三中

天平元年 （（（ （ （（（（ 相聞 虚蟬 うつせみの 世の人なれば 笠朝臣金村
（班田使の代作）

天平五年 （（（ （ （（（（ 相聞（春） 虚蟬 うつせみの 世の人なれば 笠朝臣金村
天平十一年 （（（ （ （（（ 挽歌 虚蟬 うつせみの 世は常なしと 大伴宿祢家持
天平十一年 （（（ （ （（（ 挽歌 打蟬 うつせみの 借れる身なれば 大伴宿祢家持
天平十二年 （（0 （ （（（（ 相聞（秋） 打蟬 うつせみの 人なる我や 大伴宿祢家持
天平十六年 （（（ （ （（（ 挽歌 打背見 うつせみの 世の事なれば 高橋朝臣
天平十九年 （（（ （（ （（（（ 宇都世美 うつせみの 世の人なれば 大伴宿祢家持
天平勝宝元年 （（（ （（ （（0（ 宇都世美 うつせみの 世の理と 大伴宿祢家持
天平勝宝元年 （（（ （（ （（（（ 宇都世美 うつせみの 世の人我も 大伴宿祢家持
天平勝宝二年 （（0 （（ （（（0 宇都勢美 うつせみも かくのみならし 大伴宿祢家持
天平勝宝二年 （（0 （（ （（（（ 宇都世美 うつせみの 常なき見れば 大伴宿祢家持
天平勝宝二年 （（0 （（ （（（（ 宇都世美 うつせみは 恋を繁みと 大伴宿祢家持
天平勝宝二年 （（0 （（ （（（（ 宇都勢美 うつせみは 物思ひ繁し 大伴宿祢家持
天平勝宝二年 （（0 （（ （（（（ 宇都勢美 うつせみの 名を争ふと 大伴宿祢家持
天平勝宝二年 （（0 （（ （（（（① 挽歌（題詞） 宇都曾美 うつそみの 八十伴の男は 大伴宿祢家持
天平勝宝二年 （（0 （（ （（（（② 挽歌（題詞） 宇都勢美 うつせみも 常なくありけり 大伴宿祢家持
天平勝宝二年 （（0 （（ （（（0 宇都世美 うつせみの 世の理と 大伴坂上郎女

天平勝宝七年 （（（ （0 （（0（ 宇都世美 うつせみの 世の人なれば 大伴宿祢家持
（防人として）

天平勝宝八年 （（（ （0 （（（（ 宇都世美 うつせみは 数なき身なり 大伴宿祢家持
不明 （ （（（ 相聞 宇都蟬 うつせみの 人目を繁み 笠女郎
不明 （ （（（ 相聞 空蟬 うつせみの 人か障ふらむ 大伴坂上郎女
不明 （ （（（ 相聞 鬱瞻 うつせみの 世の人なれば 大伴坂上大嬢
不明 （ （（（ 相聞 空蟬 うつせみの 世やも二行く 大伴宿祢家持
不明 （0 （（（（ 雑歌（春） 空蟬 うつせみの 世の人我し 不明
不明 （（ （（（（ 寄物陳思 虚蟬 うつせみの 妹が笑まひし 不明
不明 （（ （（（（ 正述心緒 虚蟬 うつせみの 人目を繁み 不明
不明 （（ （（（0 正述心緒 虚蟬 うつせみの 現し心も 不明
不明 （（ （（（（ 正述心緒 虚蟬 うつせみの 常の言葉と 不明
不明 （（ （（0（ 問答歌 空蟬 うつせみの 人目を繁み 不明
不明 （（ （（0（ 問答歌 空蟬 うつせみの 人目繁くは 不明
不明 （（ （（（（ 相聞 打蟬 うつせみの 命を長く 不明
不明 （（ （（（（ 挽歌 空蟬 うつせみ世人 （結句） 不明
不明 （（ （（（（ 相聞 宇都世美 うつせみの 八十言の上は 不明

表・『萬葉集』の「うつせみ」と「うつそみ」
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注（
１
）��

佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校

注
『
万
葉
集
（
五
）』（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
）。
以

降
の
『
萬
葉
集
』
収
録
歌
も
岩
波
文
庫
『
万
葉
集
』
か
ら
引
用
す

る
。
ま
た
、
原
文
の
表
記
は
佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力

男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注
『
原
文
万
葉
集
』（
岩
波
文
庫
、

岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
︱
六
）
に
依
る
。

（
２
）��

廣
瀬
誠
「
万
葉
集
の
「
う
つ
せ
み
」
と
「
う
つ
そ
み
」」（『
秋
桜
』

第
六
巻
、
富
山
女
子
短
期
大
学
国
文
学
会
、
一
九
八
九
）。

（
３
）��

鉄
野
昌
弘
「
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
の
異
伝
と
本
文�

〜
「
宇
都
曽

臣
」
と
「
打
蝉
」
〜
」（『
萬
葉
』
第
一
四
一
巻
、
萬
葉
学
会
編
輯

委
員
会
、
一
九
九
二
）。

（
４
）��

新
沢
典
子
「
大
伴
家
持
の
古
歌
注
釈
︱
︱
人
麻
呂
歌
の
「
一
云
」

と
巻
十
九
の
表
記
」（『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
第
九
三
号
、

名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
〇
三
）。

（
５
）��

原
田
直
保
美
「
大
伴
家
持
の
「
挽
歌
一
首
」
考
︱
︱
「
宇
都
曽
美

の
八
十
伴
の
男
」
と
し
て
の
共
感
︱
︱
」（『
国
語
国
文
研
究
』
第

一
五
九
巻
、
北
海
道
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
二
二
）。

（
６
）��

長
ら
く
「
う
つ
せ
み
」
の
語
源
は
「
現
し
身
」
と
さ
れ
て
い
た
。

大
野
晋
氏
は
「「
う
つ
せ
み
」
の
語
義
に
就
い
て
」（『
文
學
』
第
十

五
巻�

第
二
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
）
で
、
上
代
特
殊
仮
名
遣

い
を
根
拠
に
こ
れ
を
否
定
し
、
雄
略
記
の
「
宇
都
志
意
美
」
と
い

う
語
を
「
う
つ
せ
み
」「
う
つ
そ
み
」
の
語
源
、「
う
つ
そ
み
」
を

「
う
つ
せ
み
」
の
古
形
と
し
た
。

（
７
）��

毛
利
正
守
氏
は
、「「
宇
都
志
意
美
」
考
」（『
萬
葉
』
第
七
四
巻
、

萬
葉
学
会
編
輯
委
員
会
、
一
九
七
〇
）
で
一
度
「
宇
都
志
意
美
」

語
源
説
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、「「
う
つ
し
お
み
」
と
「
う
つ
せ

み
・
う
つ
そ
み
」
考
」（『
萬
葉
語
文
研
究
』
第
十
巻
、
和
泉
書
院
、

二
〇
一
四
）
で
、
奥
村
紀
一
「「
う
つ
せ
み
」
の
原
義
」（『
国
語
国

文
』
第
五
二
巻�

第
十
一
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究

室
、
一
九
八
三
）
を
下
敷
き
に
、「
宇
都
志
意
美
」
が
「
う
つ
せ

み
」
の
語
源
で
あ
る
と
論
を
修
正
し
た
。
大
野
氏
の
よ
う
に
「
臣
」

が
直
接
人
間
を
示
す
語
だ
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
臣
」
を
臣
下
と

い
う
意
味
で
解
釈
す
る
点
で
も
奥
村
氏
の
論
と
一
致
す
る
。
た
だ

し
、「
宇
都
志
意
美
」
を
神
の
臣
下
で
あ
る
人
間
と
す
る
か
現
実
の

臣
下
と
す
る
か
、
両
者
で
解
釈
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
８
）��

巻
第
二
、
二
一
〇
番
の
「
う
つ
そ
み
」
は
「
う
つ
せ
み
」
の
異
伝
、

巻
第
二
、
二
一
三
番
は
巻
第
二
、
二
一
〇
番
の
異
伝
で
あ
る
。
人

麻
呂
の
歌
の
異
伝
に
関
し
て
は
、
伝
誦
さ
れ
た
た
め
に
生
じ
た
と

す
る
説
と
、
推
敲
さ
れ
た
た
め
に
生
じ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
曽

倉
岑
氏
は
「
う
つ
せ
み
」
と
「
う
つ
そ
み
」
の
二
語
を
含
む
種
々

の
語
句
に
着
目
し
、「
万
葉
集
巻
一
・
二
に
お
け
る
人
麻
呂
歌
の
異

伝
︱
語
句
の
比
較
を
通
し
て
︱
」（『
國
語
と
國
文
學
』
第
四
〇
巻�

第
八
号
、
明
治
書
院
、
一
九
六
三
）
で
、
伝
承
の
影
響
が
存
在
す

る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
し
つ
つ
、
異
伝
の
多
く
が
推

敲
の
過
程
を
示
す
も
の
だ
と
論
じ
た
。
巻
第
二
、
一
九
六
番
の

「
う
つ
そ
み
」
が
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
修
正
が
不
可
能
だ
っ

た
た
め
か
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
判
然
と
し
な
い
。
廣
瀬
氏

（
注
２
）
は
、
大
来
皇
女
と
人
麻
呂
が
「
う
つ
そ
み
」
を
使
用
し
た

対
象
が
皇
女
・
皇
子
と
い
っ
た
皇
室
関
係
者
に
限
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
差
異
が
生
じ
る
理
由
と
し
て
音

調
の
差
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
点
に
は
同
意
し
か
ね
る
。

（
９
）��

以
上
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
青
木
生
子
「
万
葉
集
に
お
け
る
「
う

つ
せ
（
そ
）
み
」
︱
挽
歌
か
ら
哀
傷
歌
へ
」（『
国
文
目
白
』
第
六

巻
、
日
本
女
子
大
学
、
一
九
六
七
）、
尾
崎
富
義
「
万
葉
「
う
つ
せ

み
」
歌
考
」（『
野
州
國
文
學
』
第
二
二
巻
、
國
學
院
大
學
栃
木
短

期
大
學
國
文
學
會
、
一
九
七
八
）
で
も
同
様
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
）��

萬
葉
歌
か
ら
読
み
取
れ
る
家
持
の
官
人
意
識
・
ま
す
ら
を
意
識
に

つ
い
て
は
、
小
野
寛
氏
が
「
家
持
の
皇
統
讃
美
の
表
現
︱
「
あ
ま

の
ひ
つ
ぎ
」
︱
」（『
論
集
上
代
文
学
』
第
二
冊
、
笠
間
書
院
、
一
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九
七
一
）
に
て
「
あ
ま
の
ひ
つ
ぎ
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
て
論

じ
て
い
る
。
家
持
の
無
常
観
に
つ
い
て
は
、
山
田
孝
雄
氏
が
「
萬

葉
集
に
佛
教
あ
り
や
」（『
萬
葉
集
考
叢
』、
宝
文
館
、
一
九
五
五
）

で
、
市
村
宏
氏
が
「
万
葉
集
と
仏
教
」（『
万
葉
集
新
論
』、
東
洋
大

学
通
信
教
育
部
、
一
九
六
四
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
教
と
の
関
係
か

ら
論
じ
て
い
る
。
特
に
弟
や
妻
の
死
、
病
気
な
ど
の
経
験
が
世
間

無
常
の
実
感
を
強
め
た
よ
う
で
あ
る
。

（
（（
）��

小
野
寛
「
大
君
の
任
の
ま
に
ま
に
︱
家
持
の
「
ま
す
ら
を
」
の
発

想
︱
」（『
大
伴
家
持
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
〇
）。

（
（（
）��

清
水
明
美
「
大
伴
家
持
の
「
思
恋
」
︱
歌
語
獲
得
の
方
法
と
し
て

の
漢
語
の
受
容
︱
」（『
日
本
文
学
』
第
四
七
巻�

第
一
号
、
日
本
文

学
協
会
、
一
九
九
八
）。

（
（（
）��

新
沢
典
子
「
大
伴
家
持
作
「
挽
歌
一
首
」
の
表
現
と
主
題
︱
「
玉

藻
な
す�

な
び
き
臥
い
伏
し
」
を
め
ぐ
っ
て
︱
」（『
鶴
見
大
学
紀
要

第
一
部�

日
本
語
・
日
本
文
学
編
』
第
四
七
巻
、
鶴
見
大
学
、
二
〇

一
〇
）。

（
（（
）��

竹
尾
正
子
「
柿
本
人
麿
の
表
記
字
面
に
見
ら
れ
る
成
語
︱
「
宇
都

曽
臣
」
に
つ
い
て
︱
」（『
福
岡
学
芸
大
学
久
留
米
分
校
教
育
研
究

所
研
究
紀
要
』
第
十
四
巻
、
福
岡
学
芸
大
学
久
留
米
分
校
教
育
研

究
所
、
一
九
六
四
）。

（
（（
）��

奥
村
紀
一
氏
は
、
人
麻
呂
が
「
宇
都
曾
臣
」
と
表
記
し
た
「
う
つ

そ
み
」
を
後
の
家
持
が
官
人
の
自
覚
を
表
現
す
る
の
に
使
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、「
原
義
の
よ
く
分
ら
ぬ
ま
ま
『
臣
』
の
感
じ
だ
け
を

頼
り
に
古
形
を
模
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
し
か
し

『
古
事
記
』
の
「
宇
都
志
意
美
」
を
神
の
臣
下
た
る
人
間
と
す
る
奥

村
氏
の
解
釈
に
は
疑
問
が
残
り
、
家
持
が
自
覚
的
に
こ
の
語
形
を

選
択
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
巻
第
十
九
、
四
二
一
四
番
の
「
宇

都
曾
美
」
と
い
う
用
字
は
家
持
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
の

「
宇
都
曾
臣
」
の
「
臣
」
と
い
う
用
字
の
影
響
が
窺
わ
れ
な
が
ら
も

「
美
」
と
い
う
表
記
な
の
は
、
甲
類
ミ
を
「
美
」
と
表
記
す
る
こ
と

が
巻
第
十
九
に
表
れ
た
家
持
の
用
字
の
特
徴
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

�

（
お
は
ら
・
ま
り　

成
城
大
学
文
芸
学
部
国
文
学
科
四
年
生
）


