
書
　
　
　
評

土
橋
　
寛
薯
「
古
代
歌
謡
論
」

「
従
来
の
古
代
歌
謡
の
研
究
を
か
え
り
み
て
痛
感

さ
れ
る
こ
と
は
、
歌
謡
と
は
何
か
と
い
う
、
ざ
わ
め

て
平
凡
な
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
問

題
を
、
も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
の
ま
え
が
き
の
中
の
言
葉

が
端
的
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
が
本
書
で
扱

っ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
古
代
歌
謡
と
は
一
体
な
に
で

あ
る
の
か
、
と
い
う
最
も
根
本
的
な
問
題
な
の
だ
と

言
っ
て
い
い
。
こ
う
し
た
重
要
な
苺
柄
を
抜
き
に
し

て
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
な
お
ざ
り
に
し
て
来
た

と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ま
で
の
古
代
歌
謡
研
究
の
混
迷
と

立
ち
遅
れ
が
あ
っ
た
と
言
え
ば
わ
か
る
通
り
、
土
橋

氏
の
問
題
提
起
は
そ
の
控
え
め
な
表
現
に
も
か
か
わ

ら
ず
非
常
に
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
今
後
、

古
代
歌
謡
の
研
究
を
志
し
、
あ
る
い
は
、
歌
謡
に
つ
・

い
て
何
事
か
を
語
ろ
う
と
す
る
人
達
の
、
必
ず
目
を

通
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
数
少
な
い
書
物

の
一
つ
だ
と
言
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。

黒
　
　
住
　
　
嘉
　
　
輝

勿
論
、
氏
の
古
代
歌
謡
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方

は
、
本
書
の
出
現
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な

っ
た
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
古
事

記
大
成
」
　
（
文
学
篇
）
所
収
の
「
記
紀
歌
謡
の
諸
問

題
」
と
か
「
日
本
古
典
文
学
大
系
　
古
代
歌
謡
集
」

の
解
説
な
ど
で
は
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
形
で
述
べ
て

お
ら
れ
る
し
、
ま
た
本
書
自
体
、
ほ
ぼ
十
年
間
に
わ

た
っ
て
書
か
れ
、
時
々
に
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の

を
集
め
た
論
文
集
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
に
は
、

論
文
集
に
は
し
ば
し
ば
あ
り
が
ち
な
重
複
や
、
不
統

一
と
い
っ
た
も
の
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
十
篤
よ
り
な

る
各
章
は
そ
の
底
を
貫
い
て
い
る
或
る
基
本
的
な
考

え
方
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ

た
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
本
書
が
単
な
る
論
文
の
寄
せ
集
め

で
な
く
、
著
者
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
比
較
的

基
礎
的
な
問
題
を
扱
っ
た
も
の
を
選
ば
れ
た
こ
と
、

ま
た
、
十
篤
の
う
ち
四
篤
は
全
部
書
き
改
め
他
の
諸

四
〇

第
に
も
そ
れ
ぞ
れ
手
を
加
え
た
と
あ
る
通
り
、
ま
と

め
る
際
に
手
を
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
氏
の
内
部
に
確
か
な
、
一
つ

の
学
問
的
な
体
系
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
と

思
わ
れ
る
。
氏
が
、
戦
後
特
に
古
代
歌
謡
研
究
の
分

野
で
め
ざ
ま
し
い
業
績
を
あ
げ
て
来
ら
れ
、
現
在
あ

げ
つ
つ
い
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
そ
の

輝
か
し
い
業
績
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
、
古
代
歌
謡

研
究
の
観
点
乃
至
は
方
法
論
の
一
応
の
集
大
成
と
し

て
、
か
つ
ま
た
、
氏
が
提
唱
し
て
お
ら
れ
る
歌
謡
学

確
立
の
為
の
重
要
な
足
が
か
り
と
し
て
、
本
書
の
編

ま
れ
た
こ
と
は
、
単
に
我
々
後
学
に
稗
益
す
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
ば
か
り
で
な
く
、
学
問
水
準
の
向
上
と

い
っ
た
面
か
ら
も
学
界
に
多
大
の
貢
献
を
な
す
も
の

だ
と
言
わ
ね
は
な
る
ま
い
。
こ
う
し
た
書
き
方
は
、

幾
分
儀
礼
的
な
響
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
受
け
と
ら

れ
そ
う
で
あ
る
が
、
先
に
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に

土
橋
氏
の
提
起
し
て
お
ら
れ
る
問
題
が
、
研
究
の
根

幹
に
つ
い
て
で
あ
る
だ
け
に
、
卒
直
に
言
え
ば
従
来

の
古
代
歌
謡
研
究
の
全
面
的
な
再
検
討
が
要
請
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ

ぅ
。
歌
謡
学
的
方
法
の
必
要
性
、
少
く
と
も
歌
謡
は

狭
義
の
抒
情
詩
（
個
人
的
創
作
歌
）
と
は
異
る
七
い

ぅ
氏
の
立
言
の
真
の
意
味
を
、
正
し
く
受
け
と
め
る

の
で
な
い
限
り
今
後
研
究
の
発
展
は
望
め
な
い
と
さ

え
言
え
る
の
だ
。

本
書
が
十
章
よ
り
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前
は
述
べ

た
が
先
ず
第
一
章
「
古
代
歌
謡
研
究
の
問
題
点
」
で

は
、
古
代
歌
謡
研
究
の
在
り
方
、
従
来
の
方
法
の
批

判
と
そ
の
原
因
で
あ
る
抒
情
詩
的
歌
謡
観
の
由
来
や

そ
の
根
強
さ
に
対
す
る
警
告
、
そ
し
て
ま
た
歌
謡
学

的
方
法
の
必
要
性
と
い
っ
た
論
を
通
じ
て
本
書
を
一

貫
し
て
い
る
土
橋
氏
の
基
本
的
な
考
え
方
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
氏
に
ょ
れ
ば
従
来
の
歌
謡
研
究
を
根

本
の
と
こ
ろ
で
誤
ら
せ
妨
げ
て
い
た
も
の
は
、
歌
謡

も
ま
た
抒
情
詩
な
り
と
す
る
考
え
方
、
つ
ま
り
抒
情

詩
的
歌
謡
観
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
古
代
歌

謡
研
究
の
大
切
な
基
礎
を
な
す
歌
謡
の
実
態
把
握
と

い
っ
た
事
が
お
ろ
そ
か
に
き
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
ま

た
歌
詞
解
釈
ま
で
を
も
誤
ら
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い

た。
従
っ
て
無
理
も
な
い
こ
と
だ
が
、
歌
謡
の
研
究
が

本
来
必
要
と
し
て
い
る
独
自
の
研
究
法
な
り
観
点
に

対
し
て
の
関
心
が
払
わ
れ
ず
、
歌
謡
学
の
創
成
と
い

つ
た
こ
と
も
説
か
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
氏
は
、
第
二
・
第
三
軍
に
於
て
歌
謡
と
は
な
に
か

と
い
う
問
題
を
理
論
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
ぎ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
、
数
多
く
の
民
謡
を
資

書
　
　
　
評

料
と
し
て
用
い
て
お
ら
れ
る
点
に
、
氏
の
方
法
の
ユ

ニ
ー
ク
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
本
書
の
一
つ
の
特

色
を
も
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
見
出
し
を
見
て

も
わ
か
る
通
り
古
代
歌
謡
諭
と
題
さ
れ
た
本
書
は
、

ま
た
民
謡
諭
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か

も
民
謡
諭
と
し
て
見
て
も
、
お
そ
ら
く
今
ま
で
に
な

い
ま
と
ま
っ
た
、
立
派
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
氏
の
指
向
し
て
お
ら
れ
る
の
が
前
述
し

た
よ
う
に
、
広
く
歌
謡
学
的
方
法
の
確
立
乃
至
は
歌

謡
学
の
創
成
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
た
だ
記
紀
歌
謡
を
解
明
す
る
た
め
に
部
分
的
に

民
謡
を
借
り
る
と
か
、
援
用
す
る
と
い
っ
た
も
の
と

は
質
的
に
違
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

二
軍
の
「
民
謡
の
原
理
」
で
は
先
ず
歌
謡
、
民
謡
、

抒
情
詩
の
概
念
規
定
か
ら
は
じ
ま
り
、
豊
富
な
民
謡

資
料
を
駆
使
し
て
そ
の
本
質
を
説
か
れ
た
論
考
は
簡

単
な
紹
介
を
困
難
だ
と
感
じ
さ
せ
る
が
、
最
も
重
要

な
点
は
、
民
謡
の
社
会
性
と
い
っ
た
観
点
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
民
謡
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
う
だ
わ
れ
る
場

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
た
と
え
ば
労
働
の
場
で
あ
れ

ば
作
業
の
能
率
を
高
め
る
た
め
と
い
っ
た
目
的
を
も

っ
て
い
る
。
餞
礼
の
場
、
恋
の
場
と
い
う
風
な
い
ず

れ
も
集
団
的
な
場
に
於
て
、
歌
は
あ
る
機
能
を
果
た

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
歌
自
体
が
目
的
な
の
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
抒
情
詩
と
興
り
そ
の
歌
の
内
容

と
う
た
わ
れ
る
目
的
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か

ら
、
素
材
だ
け
を
見
て
歌
を
判
断
す
れ
ば
誤
る
し
、

そ
こ
に
或
る
感
情
が
う
た
お
れ
て
い
る
場
合
で
も
そ

れ
を
特
定
の
個
人
の
感
情
な
の
だ
と
受
け
と
っ
て
は

い
け
な
い
訳
で
あ
る
。
ま
た
民
謡
の
社
交
性
と
い
っ

た
面
に
対
す
る
無
智
や
無
理
解
か
ら
、
従
来
何
ら
現

実
的
イ
ン
タ
レ
ス
と
を
持
た
な
い
歌
に
つ
い
て
、
た

と
え
ば
笑
わ
せ
歌
を
、
至
極
真
面
目
に
解
釈
し
て
い

だ
と
い
っ
た
例
は
多
い
が
、
そ
う
し
た
こ
と
も
同
様

な
誤
り
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

三
軍
の
「
民
謡
の
様
式
」
で
は
、
こ
こ
で
も
多
く

の
民
謡
を
、
氏
独
特
の
方
法
で
分
析
し
て
お
ら
れ
、

こ
の
あ
た
り
は
土
橋
氏
の
独
壇
場
と
い
っ
た
感
じ
が

あ
る
が
、
内
容
紹
介
は
ま
す
ま
す
困
難
で
、
即
い
て

見
ら
れ
る
こ
と
を
す
す
め
る
他
は
な
い
。
の
基
本
的
な

概
念
と
し
て
は
、
対
立
様
式
と
い
う
も
の
を
あ
げ
て

い
ら
れ
る
が
、
先
ず
民
謡
の
詞
形
は
、
短
少
な
、
ほ

ほ
長
さ
の
等
し
い
独
立
し
た
前
後
旬
か
ら
な
っ
て
お

り
、
最
も
普
通
に
は
、
前
句
に
景
物
、
そ
の
場
に
即

し
た
と
い
う
愚
昧
に
お
い
て
即
境
的
景
物
と
氏
が
呼

ば
れ
る
も
の
が
う
た
わ
れ
、
後
句
に
お
い
て
人
事
が

歌
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
主
題
の
提
示
と
そ
の

説
明
と
い
う
結
果
に
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
様
式
的

四
一



に
は
前
後
句
の
間
に
対
立
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
を
結

び
つ
け
る
た
め
に
し
ば
し
ば
繰
返
し
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
氏
は
、
景
物
を
A
、
入
幕
を
B
、
対

立
的
繰
返
し
を
C
と
し
て
こ
の
三
つ
を
民
謡
の
構
成

原
理
と
さ
れ
、
こ
の
A
B
C
を
頂
点
と
す
る
三
角
形

を
描
い
て
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
前
句
と

後
句
の
関
係
に
は
、
問
答
形
式
を
ほ
じ
狂
と
す
る
い

く
つ
か
の
型
が
あ
る
が
、
基
本
的
な
も
の
は
や
は
り

問
答
形
式
で
あ
り
、
他
は
そ
の
分
化
で
あ
っ
て
、
古

く
は
前
後
句
が
掛
け
合
い
で
う
だ
わ
れ
た
ろ
う
と
さ

れ
て
い
る
。

つ
い
で
第
四
章
「
古
代
民
謡
論
」
以
下
は
こ
れ
ま

で
、
民
謡
を
分
析
、
考
察
し
て
得
ら
れ
た
、
歌
謡
の

一
嬢
的
特
質
、
原
理
、
様
式
な
ど
の
観
点
と
、
そ
れ

に
も
と
づ
く
新
た
な
方
法
で
古
代
歌
謡
を
考
察
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
先
ず
こ
の
章
で
は
、
古
代
民
謡

の
一
等
資
料
即
ち
民
謡
と
し
て
の
素
性
の
明
ら
か
な

風
土
記
歌
謡
の
分
析
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察

の
結
果
が
、
古
代
民
謡
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
、
ま

た
そ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
従
来
誤
ら
れ
て
い
た
そ
れ

ら
の
歌
の
解
釈
を
是
正
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

第
五
章
「
宮
廷
寿
歌
と
そ
の
社
会
的
背
景
」
に
於

て
は
、
天
語
歌
を
中
心
に
そ
れ
が
宮
廷
に
お
い
て
餞

式
の
際
に
う
だ
わ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
の
歌
謡
が
、
支
配
、
服

従
関
係
の
再
確
認
と
し
て
の
、
社
会
的
機
能
を
担
っ

て
う
た
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
豊
富
な
資
料
の
裏
づ

げ
と
鋭
い
分
析
を
通
し
て
、
明
快
に
立
証
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

第
六
章
「
久
米
歌
と
英
雄
物
語
」
は
副
題
に
も
あ

る
通
り
、
一
時
学
界
を
に
ぎ
わ
せ
た
例
の
英
雄
時
代

論
争
を
、
こ
れ
ま
で
の
諭
の
混
乱
を
整
理
し
な
が
ら
、

歌
謡
及
び
記
紀
の
物
語
の
考
察
に
も
と
づ
い
て
論
じ

ら
れ
た
も
の
で
、
結
論
的
に
は
、
英
雄
時
代
諭
に
対

す
る
否
定
的
見
解
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

第
七
章
「
古
代
歌
謡
の
様
式
」
は
、
古
代
歌
謡
の

様
式
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
原
理
や
本
質
が
、
実

は
二
、
三
、
四
章
な
ど
で
考
察
さ
れ
た
民
謡
の
そ
れ

と
等
し
い
こ
と
を
、
例
の
独
特
の
方
法
に
よ
る
分
析

を
通
じ
て
詳
し
く
諭
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
－
詩

歌
起
源
諭
の
た
め
に
－
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
詩
歌
起
源
の
問
題

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
意
図
し
て
お
ら
れ
る
が
、
詩
歌

の
源
流
が
民
謡
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
か
ら
従
来

の
起
源
説
が
多
く
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
こ
と
な
ど

を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
だ
が
特
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
従
来
平
面
的
に
し
か
把
え
ら
れ
・

′
て
い
な
か
っ
た
、
歌
謡
の
質
的
な
発
展
段
階
と
い
つ

四
二

た
面
を
追
求
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
、
今
後
の
研
究

は
こ
の
方
面
に
も
力
を
注
が
ね
は
な
る
ま
い
。

以
下
第
八
章
「
序
詞
の
概
念
と
そ
の
源
流
」
九
章

「
枕
詞
の
概
念
と
種
類
」
十
章
「
枕
詞
の
源
流
」
の

三
軍
は
、
従
来
の
序
詞
及
び
枕
詞
の
研
究
が
犯
し
て

い
た
誤
り
が
、
同
じ
く
抒
情
詩
的
歌
謡
観
に
根
ざ
し

た
、
修
辞
法
と
し
て
の
抱
え
方
に
基
づ
く
こ
と
を
指

摘
し
、
そ
の
掴
み
直
し
を
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

中
で
も
従
来
単
に
長
さ
が
違
う
だ
け
だ
と
さ
れ
て
い

た
序
詞
と
枕
詞
が
、
実
は
本
質
的
な
差
異
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
て
、
序
詞
が
歌
謡
の
発
想
形
式
に
発
す
る

も
の
で
、
一
方
枕
詞
は
神
託
に
発
し
て
は
め
言
葉
と

し
て
の
本
質
を
も
つ
も
の
だ
と
さ
れ
た
点
は
注
目
に

償
い
し
ょ
う
。
再
読
三
読
し
て
、
多
く
の
知
見
を
得

だ
が
、
最
後
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
提
出
し
て
、
つ

た
な
い
紹
介
を
終
り
た
い
と
思
う
。

先
ず
第
二
章
で
あ
る
が
、
そ
の
民
謡
解
釈
の
中
に
、

た
と
え
ば
「
労
働
も
男
女
の
協
同
作
業
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は
恋
の
機
会
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
労
働

の
苦
労
を
忘
れ
さ
せ
、
そ
の
た
め
に
労
勘
を
待
ち
望

む
心
持
も
歌
わ
れ
て
い
る
。
」
　
と
し
て
い
く
つ
か
の

例
を
引
い
て
お
ら
れ
る
（
p
，
g
）
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の

歌
が
労
勘
の
場
で
う
た
わ
れ
る
も
の
だ
と
言
っ
て
お

ら
れ
る
の
に
は
賛
成
だ
が
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
労
働

の
楽
し
み
を
う
た
っ
て
い
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
む

し
ろ
そ
れ
は
労
駒
の
菅
蒲
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
少
く
と
も
労
働
を
待
ち

望
む
心
持
だ
と
は
解
せ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

抒
情
詩
的
民
謡
観
の
残
淫
だ
と
言
っ
た
ら
揚
げ
足
と

り
に
類
す
る
で
あ
ろ
う
か
…
：
。
し
か
し
氏
御
自
身

の
考
え
方
の
中
に
も
、
そ
う
し
た
危
惧
を
抱
か
せ
る

も
の
が
ま
だ
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
第
六
章
の
中
で
久

米
歌
に
関
し
て
、
「
前
妻
」
　
「
後
妻
」
を
持
ち
得
る

よ
う
な
部
下
は
云
々
（
p
．
お
e
）
と
言
っ
て
お
ら
れ

る
の
な
ど
も
、
歌
詞
の
中
に
そ
れ
が
う
た
わ
れ
て
い

る
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
う
だ
っ
て
い
る
人
達
が

「
前
妻
」
　
「
後
妻
」
を
持
っ
て
い
た
と
解
し
て
い
い

の
か
ど
う
か
、
勿
論
他
の
社
会
的
情
況
を
考
慮
し
て

の
発
言
で
あ
る
と
思
う
が
、
少
く
と
も
歌
謡
を
も
と

に
し
て
そ
う
し
た
立
論
は
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
反

映
諭
だ
と
言
わ
れ
て
も
、
民
謡
の
例
な
ど
か
ら
す
れ

ば
そ
の
ま
ま
首
肯
は
出
来
な
い
し
、
鯨
の
解
釈
を
さ

れ
た
立
場
と
矛
盾
を
き
た
す
の
で
は
な
い
か
…
：

そ
う
し
て
、
そ
う
し
た
考
え
方
の
著
し
い
例
が
第

四
章
の
、
古
代
民
謡
の
最
後
の
歌
の
解
釈
だ
と
思
う
。

こ
の
「
こ
ち
た
け
ば
」
の
歌
は
他
の
そ
れ
と
違
っ
て
、

歌
の
場
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
歌
そ
の

も
の
の
性
格
も
違
う
よ
う
だ
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
慎

書
　
　
　
評

重
に
な
ら
れ
、
従
来
の
解
釈
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
結
果

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
氏
は
万
葉
葉

巻
十
六
の
類
歌
と
比
較
し
な
が
ら
こ
う
述
べ
て
い
ら

れ
る
。
「
『
風
土
記
』
で
は
『
言
痛
げ
は
』
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
句
を
受
け
て
い
る
『
石
城
に
も
率
て

こ
も
ら
な
む
』
や
『
隠
ら
ば
共
に
』
と
の
関
係
を
見

る
と
万
葉
の
方
は
自
然
で
あ
る
が
、
風
土
記
の
方
は

不
自
然
な
飛
躍
が
あ
る
。
今
の
言
葉
で
言
え
ば
『
心

申
し
ょ
う
』
と
い
う
よ
う
な
決
意
を
憲
味
す
る
こ
の

語
は
、
最
悪
の
尋
態
を
意
味
す
る
『
事
し
あ
ら
は
』

を
受
け
て
こ
そ
自
然
で
あ
る
が
『
言
痛
げ
は
』
つ
ま

り
人
の
噂
が
ひ
ど
い
と
い
う
程
度
の
危
機
に
対
す
る

語
と
し
て
は
飛
躍
を
免
れ
な
い
。
云
々
」
（
p
L
∞
e
i

至
）
、
ま
た
「
結
婚
ま
で
は
男
女
関
係
の
自
由
な
東

国
の
農
村
に
お
い
て
、
人
の
噂
か
ら
す
ぐ
死
を
考
え

る
と
い
う
こ
と
は
い
ぶ
か
し
い
こ
と
で
あ
り
、
恋
に

関
し
て
死
を
考
え
る
こ
と
は
、
万
葉
の
東
歌
に
も
例

が
な
い
。
」
（
p
．
－
∞
N
）
と
も
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
そ

し
て
そ
の
結
論
と
し
て
、
万
葉
の
創
作
歌
が
流
伝
し

て
風
土
記
の
歌
謡
に
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
一

つ
の
証
拠
と
し
て
、
万
葉
の
「
な
思
ひ
吾
背
」
が
風

土
記
で
は
「
な
思
ひ
吾
味
」
と
男
の
歌
に
な
っ
て
い

る
の
も
、
特
殊
な
も
の
の
一
妓
化
で
あ
る
（
p
L
∞
∞
）

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
論
に
は
極
く

素
朴
に
こ
の
本
の
一
読
者
と
し
て
も
納
得
出
来
な
い

の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。
自
然
、
不
自
然
と
い
う
観
点

か
ら
す
れ
ば
確
か
に
、
心
中
し
よ
う
と
い
う
の
か
女

で
あ
る
方
が
自
然
で
あ
り
、
風
土
記
の
方
で
男
の
歌

に
な
っ
て
い
る
の
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
だ
が
現
に

氏
御
自
身
が
こ
の
す
ぐ
前
で
、

心
中
し
ま
し
よ
か
髪
切
り
ま
し
よ
か

髪
は
生
え
も
の
身
は
大
事

命
が
け
な
ら
わ
し
や
行
き
は
せ
ぬ

命
あ
つ
て
の
恋
じ
ゃ
も
の

と
い
っ
た
民
謡
を
引
い
て
、
恋
の
不
幸
や
危
機
が
、

民
謡
で
は
か
え
っ
て
笑
い
の
素
材
に
な
る
こ
と
を
諭

証
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
p
・
－
∞
○
）
。

ま
た
特
殊
的
な
も
の
の
一
般
化
と
氏
は
言
わ
れ
る

が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
言
痛
げ
は
」
か
ら
「
事
し
あ

ら
は
」
に
な
っ
て
ゆ
く
方
に
認
め
ら
れ
る
し
、
氏
の

言
わ
れ
る
、
自
然
な
（
つ
ま
り
合
理
的
な
）
歌
詞
を

も
っ
た
元
歌
が
、
不
自
然
な
も
の
へ
と
改
変
き
れ
て

ゆ
く
と
い
う
道
順
も
妙
で
、
こ
れ
は
流
伝
の
一
般
的

な
法
則
に
も
合
わ
な
い
と
思
う
。
だ
が
そ
れ
よ
り
も

先
に
、
氏
が
本
書
中
、
こ
の
個
所
に
限
っ
て
、
自
然

だ
と
か
不
自
然
だ
と
か
、
飛
躍
が
あ
る
と
か
、
い
ぶ

か
し
い
こ
と
だ
と
か
い
う
言
葉
を
連
発
し
て
お
ら
れ

四
三
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る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
万
葉
の
そ
れ
を
本
歌
だ
と

す
る
諸
注
の
一
致
（
全
注
釈
を
除
く
）
と
い
つ
た
こ

と
も
考
慮
さ
れ
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
し
て
も
一
こ
れ
こ
そ
、
氏
の
言
わ
れ
る
、
合
理
的

民
謡
解
釈
で
あ
り
、
氏
が
排
撃
し
て
お
ら
れ
る
抒
情

詩
的
歌
謡
観
に
根
ざ
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

氏
が
不
自
然
で
あ
り
、
不
合
理
で
あ
る
と
ぎ
れ
る
ま

さ
に
そ
の
点
こ
そ
が
、
す
べ
て
こ
の
歌
謡
の
古
代
民

謡
と
し
て
の
素
性
の
正
し
さ
を
物
語
る
も
の
だ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
重
ね
て
言
え
ば
、
現

実
に
噂
く
ら
い
で
心
中
な
ど
し
ま
う
と
言
う
筈
が
な

い
か
ら
こ
そ
、
ま
た
男
が
女
に
向
か
っ
て
そ
う
言
う

か
ら
こ
そ
、
即
ち
現
実
的
な
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
持
た

ぬ
か
ら
こ
そ
、
氏
の
引
か
れ
た
民
謡
な
ど
と
同
様
、

笑
わ
せ
歌
と
し
て
う
だ
わ
れ
も
民
謡
な
の
だ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
は
こ
れ
も
ま
た
第
六
章
の
久
米
歌
の
問
題
で
あ

る
が
、
氏
が
B
群
に
分
類
し
て
お
ら
れ
る
歌
謡
の
車

の
「
撃
ち
て
し
止
ま
む
」
の
詞
章
を
伴
っ
た
歌
に
つ

い
て
で
あ
る
。
氏
は
B
群
の
歌
謡
が
「
天
語
歌
」
や

「
国
柄
の
歌
」
と
同
様
に
、
天
皇
に
忠
誠
を
誓
う
歌

と
し
て
宮
廷
儀
礼
の
場
に
於
て
成
立
し
た
も
の
（
p
．

N
㌶
）
と
正
し
く
指
摘
さ
れ
、
か
つ
ま
た
第
五
章
の
中

の
「
風
俗
歌
の
意
義
」
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
が
自

己
の
職
掌
に
属
す
る
生
産
な
ど
を
う
た
う
の
は
、
生

産
生
活
を
歌
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
天
皇
へ
の
奉
仕

の
意
味
を
持
つ
か
ら
で
、
生
産
そ
れ
自
体
を
う
た
う

こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
い
（
p
．
g
∽
1
g
①
）
と
さ

れ
な
が
ら
、
こ
の
「
撃
ち
て
し
止
ま
む
」
の
詞
章
の

意
味
だ
け
は
、
文
字
通
り
主
体
的
若
し
く
は
書
聖
心
的

に
敵
を
打
ち
滅
ぼ
そ
う
と
い
う
の
だ
（
p
．
N
諾
）
と

解
し
て
お
ら
れ
る
の
は
納
得
し
難
い
。
つ
ま
り
私
見

に
よ
れ
ば
、
戦
闘
を
職
掌
と
す
る
久
米
部
が
、
戦
闘

の
こ
と
を
う
た
う
の
は
、
他
の
部
が
生
産
を
う
た
う

の
と
本
質
的
に
は
同
じ
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
輩

ち
て
し
止
ま
む
」
の
意
味
は
、
氏
も
引
用
し
て
い
ら

れ
る
大
伴
氏
の
「
辺
に
こ
そ
死
な
め
、
の
ど
に
は
死

な
じ
」
と
い
う
誓
約
と
同
じ
意
義
を
も
つ
の
に
過
ぎ

な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
　
「
撃
ち
て

し
止
ま
む
」
は
久
米
部
の
主
体
的
な
童
心
な
ど
で
は

な
く
、
天
皇
氏
の
都
民
た
る
久
米
部
が
、
主
人
へ
の

忠
誠
を
誓
っ
た
言
葉
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

久
米
歌
の
次
の
も
の

み
つ
み
つ
し
久
米
の
子
ら
が

垣
下
に
植
え
し
淑

口
ひ
び
く
我
は
忘
れ
じ
撃
ち
て
し
止
ま
む

の
「
忘
れ
じ
」
を
大
系
本
の
頭
注
に
氏
が
言
わ
れ

る
如
く
、
楕
敵
に
対
す
る
敵
慌
心
と
解
す
る
こ
と

四
四

が
、
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
高
木
博
士
の
提

言
を
氏
も
是
と
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
我
」

を
久
米
部
の
族
長
と
解
し
、
こ
の
歌
謡
の
歌
わ
れ
た

場
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
敵
慌
心
は
ま
さ

に
自
己
を
服
属
さ
せ
た
、
天
皇
（
氏
）
そ
の
人
に
向

け
ら
れ
た
も
の
と
な
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
忘
れ

ぬ
」
の
は
、
自
分
達
が
（
狙
先
が
）
服
属
さ
せ
ら
れ

事
実
と
解
き
ね
は
な
る
ま
い
。
そ
の
点
で
大
系
本
の

頭
注
に
於
て
も
、
氏
が
「
久
米
部
は
皇
軍
で
あ
る
か

ら
」
と
い
っ
た
従
来
の
語
注
の
抒
情
詩
的
歌
謡
観
に

基
づ
く
素
朴
な
解
釈
を
、
根
本
的
に
は
踏
襲
し
て
お

ら
れ
る
よ
う
の
は
、
や
は
り
物
足
ら
な
く
思
わ
れ

る。

以
上
、
浅
学
を
も
か
え
り
み
ず
敢
て
無
礼
の
言
を

綴
っ
た
の
は
、
氏
が
折
角
す
ぐ
れ
た
方
法
論
を
創
造

し
て
ゆ
か
れ
な
が
ら
、
ま
だ
そ
の
実
際
の
適
用
に
お

い
て
は
不
十
分
な
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
ず

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
も
う
少
し
論
じ
残
し
た
点

も
あ
る
が
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
と
う
に
越
え
た
の

で
、
ひ
と
ま
ず
ペ
ン
を
置
き
た
い
と
思
う
。
粗
雑
か

っ
礼
を
失
し
た
評
で
あ
る
こ
と
を
、
文
中
敬
称
を
略

し
た
こ
と
と
共
に
お
詫
び
し
て
お
き
た
い
。
（
昭
和

三
五
年
十
一
月
刊
・
A
5
判
・
四
五
六
頁
・
一
二
〇

〇
円
・
三
一
董
尻
）

狂
詩
の
歴
史
は
古
い
。
し
か
し
狂
詩
が
隆

盛
し
た
の
ほ
、
萄
山
人
や
銅
脈
な
ど
が
出
た

明
和
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
は

明
治
に
な
っ
て
も
存
続
し
て
い
た
が
、
大
正

も
十
二
年
の
大
阪
に
な
お
狂
詩
が
生
き
つ
づ

け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
文
学
が

生
活
の
中
に
あ
っ
た
よ
き
時
代
の
こ
と
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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上

近
来
狂
詩
大
流
行
、
猫
杓
子
極
一
－
込
大
将
↓

此
度
同
人
致
一
一
申
合
一
賑
々
敷
欲
レ
会
二
堂
一

七
月
十
日
後
四
時
、
書
林
蔵
部
道
順
宜
、

一
味
徒
党
大
寄
合
、
風
流
先
開
鋼
脈
忌

銅
脈
先
生
是
医
師
、
狂
詩
壇
上
能
廻
レ
匙
、

然
有
一
二
世
一
無
一
三
代
↓
　
文
墨
世
界
事
可

ム

レ
悲

由
レ
之
而
定
一
－
適
当
人
－
立
一
一
机
二
代
－
再
欲

レ
振
、
英
人
誰
吸
江
博
士
、
同
業
因
縁
難

レ
引
レ
身

二
世
銅
脈
贋
銅
脈
、
煩
－
－
同
業
－
欲
レ
慰
－
一
魂

塊
へ
同
好
諸
君
御
賛
成
、
続
々
乞
レ
給
レ
桂
一
】

木
琴大

正
十
二
年
七
月

覆
車
老
人

右
霞
亭
先
生
御
口
上
ノ
如
ク
来
ル
七
月

十
日
午
後
正
四
時
ヨ
リ
書
林
倶
楽
部
ニ

テ
銅
脈
忌
相
営
候
間
狂
詩
三
関
ル
書
画
、

書
籍
並
二
線
輿
ノ
交
換
優
等
晶
御
携
帯

御
出
席
被
下
慶
候
　
　
丼
会
幹
事

こ
こ
に
見
え
て
い
る
吸
江
高
安
六
郎
博
士

の
同
じ
頃
の
書
簡
に
、

昨
日
与
芦
風
会
同
人
遊
於
京
旬
仏
上
人

金
剛
厳
阪
本
雷
鳥
亦
来
会
唯
憾
謹
之
輔

狂
　
　
　
詩

大
　
橋
　
清
　
秀

翁
病
篤
一
座
憤
然
久
之

芦
風
同
人
会
一
瓢
亭
一
猿
誇
不
レ
振
酒
易
レ
醍

陽
春
長
歌
老
師
病
南
禅
寺
畔
姻
雨
冥

・
・
、
ノ
ヨ
リ
ー
∴
パ
∴
テ
　
ラ
　
ク

鴨
東
箋
外
飛
レ
事
行
皆
是
一
騎
当
千
兵
筒

中
大
本
天
大
燻
渓
圃
圭
二
好
弟
兄
脅
間
藤

酒
割
鳳
酔
愁
レ
師
願
心
上
人
情
若
先
手
願

力
ハ
ラ
　
　
　
　
ラ
、
、
、
ハ
ル

思
在
内
描
レ
玉
似
レ
頸
皆
限
騨

注
目

師
を
愁
ふ
願
心
も
春
の
沓
　
　
上
人
句

行
春
の
杏
の
間
さ
び
し
蔀
酒
　
雷
鳥
旬

若
先
　
着
先
生
ノ
略
殿
ノ
称

叱
正

四
月
念
二
　
　
　
　
　
　
吸
江
拝

宙
大
居
士
　
虎
皮
下

と
あ
る
の
を
見
て
、
先
日
味
方
健
さ
ん
か
ら

高
安
六
郎
博
士
の
う
た
い
本
の
研
究
の
す
ぐ

れ
て
い
る
こ
と
を
さ
か
き
れ
た
時
、
わ
た
く

し
が
高
安
六
郎
博
士
の
よ
う
な
人
は
も
う
出

な
い
か
も
し
れ
な
い
と
言
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
た
。

現
代
の
大
阪
に
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な

人
を
産
み
出
す
温
床
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
村
田
穆
先
生
か
ら
昭
和
十
年
の

こ
ろ
に
、
「
諷
刺
家
銅
脈
先
生
」
　
（
近
世
作

家
研
究
」
所
収
）
の
執
筆
者
で
あ
る
中
村
幸

彦
民
ら
と
一
緒
に
狂
詩
を
つ
く
っ
た
り
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
と
う
か
が
っ
た
。

狂
詩
の
歴
史
は
、
こ
の
事
を
最
後
と
し
て

終
罵
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

－
　
三
六
・
四
・
三
〇
　
－

四
五


