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ひ
と
　
　
く
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
∴
∴
は
　
　
ひ

他
国
に
　
詰
婿
に
行
き
て

大
刀
が
路
も
　
い
ま
だ
解
か
ね
は
　
さ
夜
そ
明
け
に
け
る

作
者
未
詳
（
巻
十
二
・
二
九
〇
六
）

歌
に
「
結
婚
」
の
二
文

字
が
見
え
ま
す
ね
。
『
万

葉
集
』
に
「
結
婚
」
と
書

か
れ
た
歌
は
3
例
あ
り
ま

す
。
今
回
の
「
結
婚
に
行

く
」
と
い
う
例
の
ほ
か
、

「
結
婚
に
来
る
」
と
い
う

例
、
そ
し
て
二
人
の
男
性

が
一
人
の
女
性
に
「
浩
娼

す
る
」
と
い
う
例
で
す
。

ど
う
や
ら
、
今
の
「
結
婚
」

と
は
意
味
が
違
い
そ
う
で

すね。『
互
墓
室
の
「
結
婚
」

は
「
よ
は
ふ
」
ど
よ
み
、

男
性
が
女
性
に
求
婚
す
る

こ
と
を
表
し
ま
す
。
「
呼

ぶ
」
に
継
続
の
「
ふ
」
が

付
い
た
形
で
、
元
来
は
呼

び
続
け
る
と
い
う
意
味
で

す。
こ
の
歌
の
男
性
は
、
わ

ざ
わ
ざ
他
の
国
ま
で
求
婚

に
行
っ
て
、
邪
魔
な
太
刀

の
紐
す
ら
解
か
な
い
ま

ま
、
夜
が
明
け
て
し
ま
っ

た
よ
、
と
嘆
い
て
い
ま
す
。

女
性
に
思
い
を
受
け
入
れ

て
も
ら
え
な
か
っ
た
男
性

の
歌
で
す
が
、
実
は
神
話

の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

『
古
事
記
』
上
巻
に
的

旬
に
も
及
謹
転
職
あ

り
ま
す
。
八
千
矛
神
（
大

国
主
神
の
別
名
）
は
「
遠

避
し
高
熱
の
国
」
（
北
壁

鴫
壌

驚
訴
誰
咽

て
、
出
雲
か
ら
「
さ
呼
は

ひ
に
」
出
か
け
ま
す
。
そ

し
て
「
大
刀
が
緒
も
　
い

ま
だ
解
か
ず
て
」
、
太
刀

の
紐
も
解
か
ず
上
着
も
身

に
着
け
た
ま
ま
、
乙
女
の

霞
て
い
る
扉
を
押
し
た
り

引
い
た
り
し
て
立
っ
て
い

る
う
ち
に
、
鳥
が
鳴
く
朝

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
の
腹
立
た
し
い
烏

を
撃
っ
て
く
れ
な
い
か
、

使
い
の
者
よ
。
と
呼
び
か

け
て
終
わ
り
ま
す
。

は
『
薙
撃
謹

枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
、
恋
の
歌
に

「
大
刀
」
そ
の
も
の
が
詠
ま

れ
る
こ
と
は
他
に
お
り
ま

せ
ん
。
今
回
の
軟
は
、
八

千
矛
神
の
軟
を
利
用
し
た

も
の
と
い
え
ま
す
。

な
る
ほ
ど
、
女
性
の
家

に
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ

た
時
の
男
性
に
ぴ
っ
た
り

の
歌
で
す
ね
。

（
県
立
万
葉
文
ル
結
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
他
郷
へ
遠
く
求
婚
に
来
て
太
刀
の
緒
も
ま
だ

解
か
な
い
の
に
、
も
う
夜
は
明
け
て
し
ま
っ
た
よ
。
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真
珠
つ
く

わ
れ
刈
ら
ず

越
の
菅
原

人
の
刈
ら
ま
く
　
惜
し
き
菅
原

作
者
未
詳
（
巻
七
・
二
一
一
四
一
）

『
万
葉
集
』
全
2
0
巻
は

巻
に
よ
っ
て
個
性
が
あ
り

ま
す
。
巻
七
は
と
い
う
と

「
ま
と
ま
り
の
悪
さ
の
点

で
類
諾
い
」
い
「
万
葉

集
の
吹
溜
り
、
較
寄
せ
の

先
取
り
と
言
わ
れ
か
ね
な

い
」
　
（
小
学
館
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
』
）
と

解
説
さ
れ
ま
す
。
な
ん
と

も
歯
に
衣
着
せ
ぬ
印
象
的

な
解
説
で
す
ね
。

で
っ
　
か
∴
∴
∴
ひ

ゆ
だ
の
鷲
は
雑
歌
・
馨

喩
歌
・
挽
歌
と
い
う
三
つ

の
ジ
ャ
ン
ル
が
収
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
今
回
の
歌
は

醤
喩
歌
に
入
っ
て
お
り
、

何
か
に
替
え
て
恋
心
を
詠

む
も
の
で
す
。
そ
の
ま
ま

読
む
と
恋
の
歌
に
は
見
え

ま
せ
ん
ね
。
こ
れ
は
、
女

性
を
菅
原
に
砦
え
だ
、
男

性
の
恋
の
軟
で
す
。

「
真
珠
つ
く
」
は
枕
詞

I

i

／た
、
ヽ
＼

と
　
l
n
V

高
鍋
瑠
璃
績
淘

で
、
玉
を
貫
く
の
は
「
繕
」

な
の
で
同
じ
発
音
を
も
っ

「
ヲ
ヂ
」
と
い
う
地
名
に

か
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

越
に
あ
る
菅
原
（
女
性
）

を
手
に
入
れ
た
い
の
に
、

他
の
男
性
が
手
に
入
れ
る

の
か
借
し
い
よ
、
と
い
う

切
な
い
歌
で
す
。

女
性
を
菅
に
害
え
る
歌

は
『
万
葉
集
』
に
複
数
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
嘗
喩
の

方
法
は
『
古
事
記
』
下
巻

の
歌
に
明
ら
か
で
す
。

「
八
田
の
－
義
蔀
は

れ
訴
た
器
議

を
こ
そ
　
菅
原
と
一
言
は
め

僧
ら
瀞
し
ぎ
（
八
田

の
一
本
管
は
子
も
持
た
ず

立
ち
荒
れ
る
の
だ
ろ
う

か
、
惜
し
い
菅
原
よ
。
言
葉

こ
そ
菅
原
と
言
お
う
、
借

離
籍
攫

女
と
別
れ
る
時
の
歌
で
、

「
借
ら
菅
原
」
が
「
慣
ら

溝
し
き
を
意
味
し
て
い

ま
す
。
菅
原
の
「
琶
」
は

「
溝
」
と
発
音
が
同
じ
で
、

清
ら
か
な
女
性
が
想
像
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
。

冒
頭
の
寵
の
続
き
で

「
と
っ
つ
き
易
さ
が
利
星

と
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
て
い
る

巻
七
。
中
で
も
聖
職
歌
は

真
意
を
想
像
し
な
が
ら
読

む
と
楽
し
め
る
の
で
ば
な

い
で
し
ょ
う
が
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
窒
貝
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
真
珠
を
つ
け
る
ヲ
チ
の
菅
原
よ
。
私
が
刈
ら

ず
、
他
人
が
刈
る
だ
ろ
う
こ
と
の
残
念
な
菅
原
よ
。


