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ま

水
た
ま
る
　
池
田
の
朝
臣
が
　
鼻
の
上
を
掘
れ

大
神
奥
守
（
巻
十
六
二
一
八
四
一
）

こ
の
歌
は
、
奈

籍の宮人であった大神

轟
－
で
…
お
古
な
ら

朝
臣
籍
誓
同
じ
く
宮

人
の
池
田
朝
臣
に
対
し
て

詠
ん
だ
歌
で
、
三
八
四
〇

千
つ
で
つ
　
　
　
め
　
が
　
き
　
害

番
歌
蓮
々
の
攻
餓
魂
申

さ
く
大
神
の
男
餓
鬼
賜
り

て
そ
の
子
捕
ま
む
」
の
返

歌
で
す
。

両
方
の
歌
の
題
詞
に

「
曜
う
一
（
あ
ざ
笑
う
）

と
い
う
文
言
が
入
っ
て
お

り
、
大
神
奥
守
の
体
が
餓

鬼
の
よ
う
に
痩
せ
こ
け
て

い
る
の
を
池
田
が
か
ら

か
っ
た
の
に
対
し
、
奥
守

が
「
お
前
の
鼻
だ
っ
て
真

っ
赤
じ
ゃ
な
い
か
」
と
笑

っ
て
応
酬
し
て
い
ま
す
。

二
人
の
男
性
が
互
い
の

身
体
を
笑
い
含
つ
と
い

う
他
愛
の
な
い
内
容
で

す。

貢
朱
」
と
は
「
丹
」

と
も
呼
ば
れ
た
水
銀
朱

（
硫
化
水
銀
）
の
こ
と
で
、

赤
色
の
天
然
顔
料
と
し
て

古
く
か
ら
利
用
さ
れ
ま
し

た
。
真
朱
が
必
要
な
ら
赤

鼻
の
上
を
掘
れ
ば
よ
い
と

は
、
赤
色
を
帯
び
た
地
の

掘
削
に
よ
り
水
銀
朱
を
採

取
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
た

表
現
で
す
。
こ
こ
か
ら
、

水
銀
朱
は
採
掘
方
法
も
含

め
て
よ
く
知
ら
れ
た
鉱
物

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ます。さ
ら
に
興
味
深
い
の

は
、
水
銀
朱
が
仏
を
造
る

た
め
の
素
材
だ
薫
れ

て
い
る
点
で
す
。
鍍
金
（
金

メ
ッ
キ
）
を
施
し
た
銅
製

の
仏
像
は
金
銅
仏
と
呼
ば

れ
、
金
と
水
銀
の
合
金
（
金

ア
マ
ル
ガ
ム
）
を
鏑
の
表

面
に
塗
り
、
加
熱
し
て
水

銀
成
分
を
蒸
発
さ
せ
て
金

の
被
膜
を
形
成
す
る
と
い

う
手
法
で
遣
ら
れ
ま
す
。

こ
の
金
ア
マ
ル
ガ
ム
法
に

用
い
ら
れ
る
水
銀
は
水
銀

朱
を
精
製
し
て
作
ら
れ
ま

した。大
神
奥
守
ら
が
宮
人
と

し
て
活
動
し
て
い
た
頃
、

東
大
寺
で
嶋
埴
奈
金
銅

仏
で
あ
る
塵
合
邦
仏
像
が

造
ら
れ
、
大
仏
の
仏
身
に

ば
監
護
で
見
つ
か
っ
た

金
が
金
ア
マ
ル
ガ
ム
法
に

よ
り
塗
ら
れ
ま
し
た
。
大

仏
の
鍍
金
作
業
に
使
わ
れ

た
水
銀
は
2
・
5
ノ
（
一

説
に
は
0
・
8
少
）
に
も

及
び
ま
す
。
大
仏
道
立
と

い
う
国
家
的
大
事
業
に

よ
っ
て
、
仏
を
造
る
た
め

に
水
銀
が
必
要
で
あ
る
こ

と
が
「
常
識
」
と
な
り
、

歌
の
文
言
に
も
反
映
さ

れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん。
（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
巻
貝
・
竹
内
亮
）

＝
次
回
は
1
6
日

【
訳
】
仏
像
を
造
る
の
に
必
要
な
真
朱
が
足
り
な
か
っ
た
ら
、

水
の
た
ま
る
池
の
池
田
朝
臣
の
鼻
の
上
を
掘
る
が
よ
い
よ
。
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高
円
の
　
野
の
上
の
宮
は
　
荒
れ
に
け
り

立
た
し
し
君
の
　
御
代
遷
そ
げ
は

大
伴
家
持
（
巻
二
十
・
四
五
〇
六
）

こ
の
歌
は
、
7
5
8
（
天

申
肝
癌
軒

で
開
か
れ
た
宴
席
に
て
詠

ま
れ
た
計
1
8
首
の
短
歌

（
「
万
葉
集
」
四
四
九
六
～

四
五
三
一
番
歌
）
の
う
ち

の
一
首
碕
一
。
題
詞
に
よ

る
と
、
宴
の
出
席
者
た

ち
が
興
趣
の
お
も
む
く
ま

ま
に
高
円
離
宮
へ
思
い
を

寄
せ
て
詠
ん
だ
と
あ
り
、

こ
の
歌
か
ら
始
ま
る
5
首

れ
ま
し
た
。

方
、
高
円
山

ば
い
ず
れ
も
高
田
離
宮
を

触
ぶ
内
容
の
短
歌
で
す
。

高
田
離
宮
と
は
、
平
城

京
課
現
在
の
奈
良

市
自
重
寺
町
付
近
に
あ

っ
た
聖
武
天
皇
の
離
宮

で
、
春
日
離
宮
と
も
呼
ば

あ
∴
か
き

醒
山
の
南

の
小
高

い
場
所
に
あ
た
り
、
西
に

広
が
る
大
和
竃
を
一
望

で
き
る
風
光
明
媚
な
土
地

で
す
。
こ
の
離
宮
は
平
城

I

t

／た

し
r
J
 
l
n
V

需
棟

遷
都
以
前
か
ら
存
注
し
、

元
明
天
皇
ら
代
々
の
天
皇

が
滞
在
し
ま
し
た
。
特
に

聖
武
天
皇
は
好
ん
で
い
た

ら
し
く
、
家
持
な
ど
臣
下

の
人
々
に
と
っ
て
、
高
円

離
宮
に
立
っ
て
眼
下
の
景

色
を
見
下
ろ
す
聖
武
天
皇

の
姿
は
と
り
わ
け
印
象
深

か
っ
た
こ
と
が
歌
か
ら
も

読
み
取
れ
ま
す
。

聖
武
太
上
天
皇
は
7
5

6
年
（
天
平
勝
宝
八
歳
）

に
亡
く
な
り
、
道
産
の
多

く
は
光
明
皇
太
后
と
孝
謙

天
皇
に
よ
っ
て
東
大
寺
へ

寄
付
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

時
、
東
大
寺
へ
納
め
ら
れ

た
の
は
正
倉
院
宝
物
と
し

て
現
在
ま
で
伝
わ
る
遁
愛

の
品
々
だ
け
で
な
く
、
離

宮
と
そ
れ
に
付
属
す
る
土

地
な
ど
も
含
ま
れ
ま
し

た
。
高
田
離
宮
も
そ
の
一

箋
讃
詫

園
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
当

時
、
高
円
離
宮
は
す
で
に

一
都
の
施
設
を
除
い
て
東

大
寺
領
荘
園
と
な
り
、
離

宮
で
あ
っ
た
頃
の
に
ぎ
わ

い
は
過
去
の
景
色
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
「
荒
れ
に
け

り
」
と
い
う
表
燕
峯
は
、

離
宮
に
あ
っ
た
裏
書
な
宮

殿
建
築
や
調
度
な
ど
も
失

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。
聖
武
太
上
天

皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
離
宮

と
し
て
の
役
目
を
終
え
た

高
円
離
宮
の
光
景
は
、
在

り
し
日
の
聖
武
天
皇
の
姿

と
と
も
に
臣
下
た
ち
の
記

憶
の
中
に
と
ど
め
ら
れ
、

堅
強
天
皇
を
偲
ぶ
よ
す
が

と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

（
県
立
万
葉
文
ル
結
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

＝
次
回
は
0
0
日

【
訳
】
高
田
の
野
の
ほ
と
り
の
離
宮
は
荒
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。

宮
に
お
立
ち
に
な
っ
た
我
が
君
の
御
代
も
遠
ざ
か
っ
た
の
で
。
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六
月
の

地
さ
へ
削
げ
て
　
照
る
日
に
も

わ
が
袖
乾
め
や

君
に
逢
は
ず
し
て

（
作
者
未
詳
　
巻
十
・
一
九
九
五
）

暑
い
日
が
続
い
て
い
ま

す
。
今
回
は
万
葉
集
の
中

で
1
、
2
を
争
っ
暑
い
歌

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

実
は
、
万
葉
集
で
「
暑

い
」
と
い
う
言
葉
は
一
例

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
暑
く

て
汗
を
か
き
な
が
ら
筑
波

山
を
登
っ
た
が
、
素
晴
ら

し
い
眺
望
に
恵
ま
れ
楽
し

ん
だ
と
い
う
例
（
巻
九
・

一
七
重
二
）
だ
け
で
す
。

一
方
、
「
寒
い
」
は
約
0
0

例
あ
り
ま
す
。
「
秋
風
が

寒
い
」
と
い
う
だ
け
で
何

だ
か
切
な
い
歌
に
な
る
の

に
対
し
、
「
暑
い
」
は
歌

に
な
り
づ
ら
い
よ
う
で

す。
今
回
の
歌
は
「
暑
い
」

と
い
う
言
葉
こ
そ
な
い
も

の
の
、
存
分
に
暑
さ
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
夏
の
相

聞
（
恋
）
の
歌
で
す
。
「
君
」

と
い
う
語
が
あ
る
た
め
、

女
性
か
ら
男
性
へ
の
歌
だ

と
分
か
り
ま
す
。

「
六
月
」
は
「
み
な
つ

き
（
み
な
づ
き
）
」
と
読

み
ま
す
。
「
み
な
と
（
水

の
門
）
」
な
ど
と
同
様
に

「
な
」
は
助
詞
で
、
「
水

の
月
」
が
語
源
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
水
を
張
っ
た
田

に
由
来
す
る
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。

旧
暦
で
は
4
月
か
ら
6

月
が
夏
な
の
で
、
6
月
は

晩
夏
（
夏
の
終
わ
り
）
と

な
り
ま
す
。
旧
暦
と
新
暦

（
太
陽
暦
）
で
は
1
～
2

カ
月
種
の
ず
れ
が
あ
り
、

旧
暦
6
月
は
今
の
7
～
8

月
ご
ろ
に
あ
た
り
ま
す
。

夏
の
終
わ
り
に
照
り
つ

け
る
太
陽
は
、
地
面
が
乾

い
て
割
れ
る
ほ
ど
だ
が
、

そ
れ
で
も
私
の
袖
は
乾
く

だ
ろ
う
か
、
い
や
乾
か
な

い
。
「
乾
め
や
」
の
「
や
」
は

反
話
で
、
績
局
否
定
に
な

り
ま
す
。
さ
て
、
な
ぜ
と

の
作
者
の
女
性
の
袖
は
滴

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

汗
、
か
ど
思
い
き
や
、
涙

で
す
。
恋
し
い
男
性
に
違

え
な
い
の
で
、
袖
は
涙
に

濡
れ
た
ま
ま
な
の
で
す
。

「
照
る
日
」
も
万
葉
集
で

は
珍
し
い
表
現
で
、
照
る

の
は
圧
倒
的
に
月
、
つ
い

で
花
で
す
。
地
割
れ
す
る

ほ
ど
照
る
太
陽
と
い
う
、

ほ
と
ん
ど
類
例
の
な
い
表

現
で
詠
み
始
め
、
そ
れ
で

も
乾
か
な
い
自
分
の
涙
の

多
さ
、
恋
心
の
大
き
さ
を

見
事
に
表
し
て
い
ま
す
。

夏
本
番
、
早
く
も
秋
風

が
待
ち
遠
し
い
で
す
ね
。

（
県
立
万
葉
文
ル
饉
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

＝
次
回
は
7
月
1
4
日

【
訳
】
晩
夏
、
六
月
の
大
地
ま
で
裂
け
る
よ
う
に
照
る

太
陽
に
も
、
私
の
柚
は
ど
う
し
て
乾
こ
う
。
あ
な
た
に

お
会
い
せ
ず
し
て
。


