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「
太
宰
帥
大
伴
卿
讃
酒
歌
十
三
首
し

考

太
宰
帥
大
伴
卿
、
酒
を
讃
む
る
歌
十
三
首

① 

験
な
き
物
を
思
は
ず
は
一
杯
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し

② 

酒
の
名
を
聖
と
負
せ
し
古
の
大
き
聖
の
言
の
よ
ろ
し
さ

③ 

古
の
七
の
賢
し
き
人
達
も
欲
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し

④ 

賢
し
み
と
物
い
ふ
よ
り
は
酒
飲
み
て
酔
突
す
る
し
勝
り
た
る
ら
し

⑤ 

言
は
む
す
べ
為
む
す
べ
知
ら
ず
極
ま
り
て
貴
き
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し

⑥ 

な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
査
に
成
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む

⑦ 

あ
な
醜
賢
し
ら
を
す
と
酒
飲
ま
ぬ
人
を
よ
く
見
ば
猿
に
か
も
似
む
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⑧ 

価
な
き
賓
と
い
ふ
と
も
一
杯
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
益
さ
め
や
も

⑨ 

夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲
み
て
情
を
遣
る
に
あ
に
若
か
め
や
も

⑩ 

世
の
中
の
遊
び
の
道
に
冷
し
く
は
酔
央
す
る
に
あ
る
べ
く
あ
る
ら
し

⑪ 

今
代
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
む
生
に
は
虫
に
烏
に
も
わ
れ
は
な
り
な
む

⑫ 

生
者
つ
ひ
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
今
代
な
る
聞
は
楽
し
く
を
あ
ら
な

⑬ 

黙
然
を
り
て
賢
し
ら
す
る
は
酔
飲
み
て
酔
泣
す
る
に
な
ほ
若
か
ず
け
り

（
三
四
五
）

（
三
四
六

（
三
四
七
）

（
三
四
八
）

（
三
四
九
）

（
三
五

O
）

高
葉
集
巻
三
に
見
え
る
讃
酒
歌
十
三
首
は
、
大
伴
旅
人
歌
に
あ
っ
て
は
勿
論
、
集
中
で
も
最
も
注
目
を
集
め
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
こ

とシ」、

そ
こ
に
大
陸
文
学
の
影
響
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
こ
と
と
に
深
く
関
係
す
る
。

れ
は
、
十
三
首
と
い
う
長
大
な
短
歌
連
作
に
盛
り
込
ま
れ
た
叙
情
の
世
界
が
記
紀
・
万
葉
の
中
で
他
に
類
を
見
な
い
特
異
な
性
格
を
示
す
こ
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一
体
、
万
葉
開
花
期
、
分
け
て
も
対
外
交
渉
の
門
戸
で
あ
っ
た
九
州
の
都
府
歌
壇
に
お
い
て
は
、
中
国
文
学
へ
の
傾
斜
が
著
し
く
、
旅
人

と
山
上
憶
良
は
そ
の
中
心
と
な
っ
て
、
こ
の
時
代
を
特
徴
付
け
る
異
色
な
作
品
を
数
々
も
の
に
し
た
。
二
人
の
知
識
人
の
避
遁
が
互
い
に
作

歌
を
盛
り
上
が
ら
せ
る
一
つ
の
刺
激
と
な
り
、
漢
風
受
容
の
場
を
形
成
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
、
旅
人
の
作
歌
情
熱
を

支
え
た
も
の
に
は
、
太
宰
府
在
任
中
の
不
如
意
な
心
境
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
従
っ
て
讃
酒
歌
の
特
質
を
作
歌
に
お
け
る
内
面
と
外

部
と
の
緊
張
関
係
の
ど
の
線
に
結
び
つ
け
る
か
に
よ
っ
て
、
作
品
に
対
す
る
多
様
な
理
解
が
生
ま
れ
て
く
る
。
例
え
ば
周
囲
の
享
受
者
と
の

の
も
可
能
だ
が
、
逆
に
創
作
の
基
点
を
あ
く
ま
で
作
者
個
人
に
置
け
ば
、

十
三
首
は

関
係
を
作
歌
動
機
の
第
一
義
と
す
る
な
ら
、
「
讃
酒
歌
の
狙
う
面
白
味
の
一
つ
は
和
歌
に
漢
風
の
表
現
を
盛
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
（
1

）

と

と
い
v

つ

「
独
自
の
境
涯
に
あ
っ
て
自
由
に
歌
ふ
も
の
し
（
2



考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
特
定
の
文
化
層
に
共
通
す
る
享
受
習
慣
へ
の
順
応
が
作
歌
の
常
道
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
個

性
的
な
創
作
は
常
に
作
者
個
人
の
体
験
と
主
体
的
表
現
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
豊
か
な
中
国
文
学
の
教
養
と
率
直
な
主
観
的
叙
情
を
作
歌
の
特
色
と
す
る
旅
人
に
し
て
み
れ
ば
、
讃
酒
歌
の
特
異
な
性
格
は
、

作
品
に
注
ぎ
込
ん
だ
作
者
の
心
情
が
、

む
し
ろ
そ
の
教
養
に
覆
わ
れ
た
形
で
流
れ
る
こ
と
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
。
故
に
十
三
首
の
真
意

を
捉
え
る
に
は
作
品
に
盛
り
込
ま
れ
た
漢
籍
知
識
の
解
明
が
不
可
欠
な
前
提
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
讃
酒
歌
を
作
者
の
主
体
的
叙
情
の
作
品
と
捉
え
、
旅
人
の
内
面
を
表
現
の
基
底
に
見
通
す
こ
と
で
、
漢
籍
教
養
を
生
か
し
た

創
作
の
技
巧
と
作
歌
の
意
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
和
歌
に
お
け
る
漢
文
学
受
容
の
あ
り
方
に
新
た
な
可
能
性
を
問

う
こ
と
、

つ
ま
り
和
歌
の
漢
文
学
に
対
す
る
受
容
が
想
像
以
上
に
柔
軟
で
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
探
る
試
み
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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讃
酒
歌
に
織
り
込
ま
れ
た
数
々
の
典
拠
な
い
し
語
句
出
典
は
、
夙
に
契
沖
（
代
匠
記
）
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ず
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
が
今
日
の

研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
き
い
こ
と
は
費
言
を
要
し
な
い
。
現
代
で
は
十
三
首
を
作
品
論
か
ら
だ
け
で
な
く
、
比
較
文
学
的
見
地
か
ら
検
証

し
た
考
察
も
あ
る
（
3
）
。
こ
と
創
作
傾
向
と
表
現
特
色
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
既
に
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
な
お

議
論
の
残
る
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
節
で
は
、
先
学
の
既
に
指
摘
し
た
こ
と
と
の
重
複
を
避
け
、
従
来
触
ら
れ
て
い
な
い
作
歌
の

定
立
す
る
根
拠
を
列
挙
し
つ
つ
、
讃
酒
歌
の
意
味
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
、

⑧
⑨
二
首
に
つ
い
て
見
る
。
各
々
に
歌
わ
れ
た
「
価
な
き
費
」
「
夜
光
る
玉
」
は
、
周
知
の
如
く
漢
語
的
表
現
で
あ
り
、
従
来
こ

れ
を
俗
世
の
最
高
の
物
的
価
値
と
解
し
て
き
た
。
だ
が
、
漢
籍
で
は
宝
物
を
も
っ
て
賢
人
英
才
を
喰
え
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば



夫
才
生
於
世
、
世
賞
須
才
。
和
氏
之
壁
、
正
－
m
得
濁
曜
於
部
握
、
夜
光
之
珠
、
何
得
専
玩
於
陪
掌
。
天
下
之
費
、
首
興
天
下
共
之
。
但
分

析
之
日
、
不
能
不
長
恨
耳
。

1
1
1
劉
越
石
・
答
麗
謡
詩
並
書

右
は
『
文
選
』
贈
答
詩
に
あ
る
返
簡
の
一
節
で
あ
る
。
文
中
「
和
氏
之
壁
」
と
は
「
下
和
三
献
」
（
韓
非
子
）
や
「
完
壁
帰
越
し
（
史
記
）
と

い
っ
た
有
名
な
説
話
な
史
載
で
知
ら
れ
る
天
下
の
名
宝
で
、
正
に
「
価
な
き
賓
」
と
い
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
書
者
は
こ
れ
を
「
夜
光
之
珠
」

と
並
挙
し
て
世
の
賢
才
を
喰
え
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
塵
謹
の
贈
書
に
は
「
易
日
、
筆
不
尽
一
一
一
ロ
、
言
不
尽
意
し
と
い
い
、
不
遇
の
憂
愁
を
訴

え
て
い
る
。
旅
人
は
〔
報
凶
問
歌
〕
（
七
九
三
）
を
添
え
た
書
簡
に
、
自
ら
の
悲
痛
な
心
情
を
「
筆
不
尽
ニ
一
一
口
、
古
今
所
嘆
L

と
同
じ
典
拠
に
よ
っ

て
表
し
て
い
る
。
当
時
の
文
選
の
利
用
度
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
塵
書
に
よ
っ
た
確
率
性
が
相
当
に
高
い
。
後
の
家
持
と
池
主
の
贈
答
書

簡
（
三
九
三
六
｜
七
五
）
が
主
と
し
て
こ
の
麗
・
劉
書
簡
（
文
選
贈
答
詩
に
書
簡
付
き
な
の
は
他
に
な
い
）
に
よ
っ
た
こ
と
も
こ
れ
を
裏
付
け

酒
歌
に
俗
世
の
無
意
味
な
価
値
と
し
て
否
定
し
た
の
は
、

「
験
な
き
物
を
思
し
ふ
こ
と
、

「
賢
し
み
と
物
言
ふ
」
こ
と
、

「
な
か
な
か
に
人
と

- 30 -

る（
4
）
。
と
す
れ
ば
⑧
⑨
二
首
で
「
価
な
き
費
」
「
夜
光
る
玉
L

を
併
記
し
た
の
も
同
じ
く
劉
書
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
讃

あ
」
る
こ
と
、
「
賢
し
ら
を
す
」
る
こ
と
等
い
ず
れ
も
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
照
合
す
れ
ば
、
こ
の
「
価
な
き
費
」
「
夜
光
る
玉
」

も
賢
人
英
才
を
喰
え
た
も
の
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
即
ち
二
首
の
歌
音
山
は
「
無
上
の
賓
の
よ
う
な
賢
才
が
あ
る
と
い
う
が
、
;?-

れ
も

一
杯
の
濁
酒
に
ど
う
し
て
勝
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
「
夜
光
の
玉
の
よ
う
な
英
知
が
あ
る
と
い
う
の
が
、

そ
れ
も
酒
を
飲
ん
で
心
を
遣
る
こ

と
に
ど
う
し
て
及
ぶ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
②
③
二
首
で
「
古
の
大
き
聖
の
言
L

寸
七
の
賢
し
き
人
等
」
を
飲
酒
に
お
い
て
の
み
讃
え
た
こ
と
と
同
値
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
更
に
言
え
ば
、
賢
才
英
知
が
あ
ろ
う
と
飲
酒
に
及
ば
な
い
と
い
う
の
は
、
古
の
賢
人
達
の
境
地
を
初
仰
さ
せ
る
も
の
で
も
あ

る
。
竹
林
七
賢
の
袖
領
院
籍
に
つ
い
て
み
れ
ば
、



籍
、
本
有
済
世
志
、
属
魂
晋
之
際
、
天
下
多
故
、
名
士
少
有
全
者
。
籍
、
由
是
不
輿
世
事
、
遂
酎
飲
矯
常
。

｜
｜
晋
書
・
院
籍
停

彼
は
本
来
自
ら
の
才
能
を
政
治
に
発
揮
す
る
志
を
抱
い
て
い
た
が
、
世
の
中
は
貌
晋
王
朝
交
替
期
に
当
た
っ
て
変
事
が
多
く
、
権
力
に
近

づ
く
名
土
で
命
を
全
う
す
る
者
は
稀
で
あ
っ
た
。

ゆ
え
に
庇
籍
は
世
事
か
ら
身
を
引
き
、

し
た
た
か
酎
飲
に
耽
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の

〈
詠
懐
詩
〉
第
一
首
に
「
俳
佃
将
何
見
、
憂
思
濁
傷
心
」
と
歌
い
、
済
世
の
才
を
も
ち
な
が
ら
酒
に
明
け
暮
れ
る
心
中
を
吐
露
し
て
い
る
。
ま

た
飲
酒
に
か
け
て
は
庇
籍
に
ひ
け
を
取
ら
ぬ
劉
伶
も
、
本
伝
に
よ
れ
ば
、

（
劉
伶
）
嘗
矯
建
威
将
軍
。
泰
始
初
針
策
、
盛
言
無
矯
之
化
、
時
輩
皆
以
高
第
得
調
、
伶
濁
以
無
用
罷
。
一
寛
以
害
終
。｜

｜
晋
書
・
劉
伶
停
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と
い
う
。
時
の
輩
が
皆
昇
官
を
え
た
の
に
、
対
策
に
無
為
を
説
い
た
劉
伶
独
り
元
の
微
官
さ
え
失
っ
た
。
彼
は
〈
酒
徳
煩
〉
に
お
い
て
飲
酒
を

「
無
思
無
慮
、

其
楽
陶
陶
」
と
い
う
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
俗
悪
な
利
欲
や
礼
法
に
振
り
回
さ
れ
る
俗
世
に
対
し
て
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、

乱
世
を
生
き
、

し
か
も
自
ら
を
曲
げ
な
い
た
め
に
は
、

い
わ
ば
酒
に
沈
む
以
外
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
劉
宋
の
顔
延
年
が
〈
五
君
詠
〉
で
劉

伶
を
詠
む
の
に
「
諮
精
日
沈
飲
、
誰
知
非
荒
宴
」
と
い
う
の
が
、

そ
の
本
心
を
つ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
竹
林
七
賢
ら
の
飲
酒
世
界
は
、
讃

酒
歌
に
お
い
て
ま
ず
②
③
と
⑧
⑨
と
の
呼
応
に
よ
っ
て
大
き
く
形
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
④
⑤
二
首
を
見
る
。
前
一
首
で
「
賢
し
み
L

に
対
し
て
「
酔
泣
」
を
賞
賛
す
る
趣
意
に
つ
き
、
柳
瀬
喜
代
志
氏
は
「
酔
泣
」
の
典
拠

に
絡
め
て
玩
籍
ら
の
故
事
を
挙
げ
て
、

そ
の
反
俗
性
を
論
じ
て
い
る
（
5

）

O

概
ね
首
肯
で
き
る
考
察
で
あ
る
。
後
一
首
の
歌
意
に
つ
い
て
は
、

鹿
持
雅
澄
が
「
い
は
む
に
も
い
ふ
べ
き
か
た
な
く
、
せ
む
に
も
す
べ
き
方
し
ら
ず
、

至
り
極
り
て
、

ひ
と
す
じ
に
い
と
も
貴
く
め
で
た
き
も



の
は
、
酒
に
て
有
ら
し
」
（
古
義
）
と
解
し
、

そ
れ
が
現
在
の
通
説
に
な
っ
て
い
る
。

か
つ
て
土
屋
文
明
氏
は
こ
の
通
説
に
対
し
、

そ
れ
で
は

「
一
首
の
内
容
が
余
り
に
も
単
純
す
ぎ
L

る
（
私
注
）
と
疑
問
を
呈
じ
、

一
首
の
大
意
を
「
一
言
葉
に
言
ふ
て
だ
て
も
す
る
て
だ
て
も
分
ら
ず
行

き
つ
ま
っ
た
時
に
貴
い
も
の
は
酒
で
あ
ら
う
し
と
説
い
た
が
、
『
注
釈
』
は
、
土
屋
氏
の
疑
義
を
認
め
な
が
ら
そ
の
解
釈
を
無
理
だ
と
し
た
。

爾
後
の
諸
注
釈
書
は
ほ
と
ん
ど
私
注
説
を
顧
み
な
か
っ
た
と
み
え
る
。
が
、
小
稿
は
土
屋
氏
の
解
釈
に
賛
成
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
集
中

そ
の
他
古
代
文
献
に
見
え
る
「
い
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
ず
（
に
）
し
な
る
類
型
表
現
は
、

ど
う
し
ょ
う
も
な
い
悲
憂
や
困
苦
な
境
地
を
表

す
の
に
用
い
ら
れ
、
前
後
に
そ
う
し
た
状
況
に
関
連
す
る
表
現
が
来
る
の
が
通
常
で
あ
っ
て
、

そ
の
系
譜
に
繋
が
る
「
す
べ
な
し
L

と
い
う

表
現
も
集
中
九
十
数
例
数
え
ら
れ
る
中
、
そ
う
言
っ
た
類
型
的
表
現
習
慣
か
ら
外
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
（
6
3
従
っ
て
続
く

「
極
ま
り
て
」
の
意
味
も
人
間
存
在
の
極
限
状
態
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば

六
極
、

一
日
凶
短
折
、
二
日
疾
、
一
ニ
日
憂
、
四
日
貧
、
五
日
悪
、
六
日
弱
。

ー
ー
ー
尚
書
・
洪
範
・
五
一
脂
六
極
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書
経
に
は
人
間
の
不
幸
の
極
限
状
態
と
し
て
短
命
夫
折
、
疾
病
、
憂
愁
、
貧
困
、
醜
悪
、
虚
弱
の
六
種
を
挙
げ
、

そ
れ
を
「
極
L

と
い
う
。

」
の
意
味
で
動
詞
に
使
わ
れ
る
場
合
、

今
也
為
臣
、

（
中
略
）
有
故
而
去
、
則
君
捧
執
之
、

又
極
之
於
所
往
。
〔
注
：
極
者
、
悪
而
困
之
也
。
〕

ー
ー
ー
孟
子
・
離
婁
下

』－、．、．、

1
〈
、
uv
、

ν俣切
望切
心陰
巳 風
極、暮

桑
柘
起
寒
煙
。

愉
侃
魂
屡
遷
。

ー

li文
選
・
謝
玄
障
・
郡
内
登
望



と
い
う
ふ
う
に
、
人
間
存
在
の
状
況
的
ま
た
は
心
境
的
な
究
極
状
態
を
表
す
。
か
か
る
つ
極
ま
る
」
の
意
味
・
用
法
を
、
旅
人
は
そ
の
教
養

か
ら
し
て
当
然
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
と
え
自
動
詞
形
の
「
極
ま
り
て
」
を
副
詞
的
意
味
に
取
る
に
し
て
も
、
下
に
係
ら
ず

上
に
付
く
と
見
る
方
が
、
類
型
的
表
現
の
習
慣
に
合
う
の
み
な
ら
ず
、
語
法
的
に
も
無
理
が
少
な
い
（
7
1

そ
し
て
、
④
が
竹
林
七
賢
ら
の
飲
酒
の
反
俗
性
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
⑤
の
趣
意
は
、
忘
憂
を
含
む
そ
の
飲
酒
の

諮
晦
性
を
擬
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
乱
世
を
生
き
た
竹
林
七
賢
ら
に
と
っ
て
、
飲
酒
の
行
為
は
一
方
に
混
沌
と
し
た
世
相
に
対
す
る
不
満

や
憂
愁
を
紛
ら
し
、
人
間
の
性
惰
に
反
す
る
偽
善
的
礼
法
へ
の
反
発
か
ら
反
俗
性
を
誇
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、

そ
れ
は
険
悪
な

世
情
と
激
動
の
世
の
中
に
あ
っ
て
身
の
安
全
を
計
る
た
め
、
自
ら
を
諮
悔
す
る
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
た
。
再
び
院
籍
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

本
伝
で
は
前
引
の
一
段
に
続
い
て

文
帝
初
欲
矯
武
帝
求
婚
於
籍
、
籍
酔
六
十
日
、
不
得
言
而
止
。
鐘
命
日
数
以
時
事
問
之
、
欲
因
其
可
否
市
致
之
罪
、
皆
以
酎
酔
獲
免
。

｜
｜
晋
書
・
院
籍
停
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と
い
う
。
当
時
未
だ
親
王
朝
の
臣
下
で
あ
っ
て
貌
の
天
下
を
乗
っ
取
ろ
う
と
し
、

っ
司
馬
昭
之
心
、
路
人
皆
知
L

と
言
わ
れ
た
普
の
文
帝
が

院
籍
の
娘
を
長
男
の
嫁
に
欲
し
た
時
、

ま
た
鐘
舎
が
院
籍
に
罪
を
着
せ
よ
う
と
し
た
時
、
彼
は
酒
に
酔
い
続
け
、
酔
い
潰
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
窮
地
を
逃
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
政
権
交
替
の
激
動
期
を
生
き
延
び
る
一
つ
の
知
恵
で
も
あ
っ
た
。
〈
五
君
詠
〉
で
顔
延
年
が
院
籍
の
飲

酒
を
「
沈
酔
似
埋
照
」
と
詠
ん
だ
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
同
伝
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

大
将
軍
王
敦
命
矯
主
簿
、
甚
被
知
遇
。
（
院
）
裕
以
敦
有
不
臣
之
心
、
乃
終
日
酎
暢
、

巳
、
出
矯
課
陽
令
、
復
以
公
事
免
官
。
由
是
得
違
敦
難
、
論
者
以
此
貴
之
。

以
酒
駿
職
。
敦
謂
裕
非
嘗
世
貫
才
、
徒
有
虚
蕃
而

1
1
1
晋
書
・
院
籍
停



阪
籍
の
同
族
子
孫
に
当
た
る
庇
裕
は
、
時
の
権
力
者
王
敦
の
知
遇
を
得
た
が
、
同
持
心
を
抱
く
彼
か
ら
遠
ざ
か
る
た
め
に
終
日
酒
に
酔
い
漬

れ
、
果
し
て
そ
の
難
を
免
れ
た
と
い
う
。
庇
籍
ら
の
飲
酒
に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
て
正
に
言
い
様
も
し
ょ
う
も
な
く
困
り

果
て
た
時
に
、
自
ら
を
酒
に
諮
悔
す
る
こ
と
を
、
時
の
「
論
者
L

が
「
以
此
貴
之
」
と
評
価
し
た
と
こ
ろ
に
、

い
わ
ば
竹
林
七
賢
ら
の
飲
酒

行
為
に
対
す
る
当
時
の
受
け
止
め
方
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

よ
っ
て

「
品
目
（
き
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し
L

と
続
く
一
首

は
、
そ
う
い
っ
た
窮
地
に
陥
っ
た
時
の
心
中
を
紛
ら
し
、
自
ら
を
諮
晦
す
る
酒
の
貴
さ
を
歌
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

更
に
⑥
⑦
二
首
に
つ
い
て
見
る
と
、
⑦
に
歌
っ
た
「
賢
良
（
さ
か
し
ら
ど
の
意
味
相
と
、
「
猿
」
の
寓
意
性
に
つ
い
て
、
従
来
様
々
な
議
論

が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
実
は
『
喜
文
類
来
』
等
に
引
用
が
あ
る
庇
籍
の
〈
繍
狼
賦
〉
に
拠
っ
て
立
っ
た
の
に
違
い
な
い
。

夫
繍
族
、
（
中
略
）
韓
多
似
而
匪
類
、
貌

J

一
本
殊
市
不
純
。
外
察
慧
而
無
度
、
故
人
面
市
獣
身
。
性
偏
凌
而
干
進
、
似
韓
非
之
囚
秦
。
揚
眉

額
市
駿
帥
、
似
巧
言
市
偽
異
。
整
衣
冠
市
偉
服
、
懐
項
羽
之
恩
師
。
耽
噌
慾
市
同
組
、
有
長
卿
之
研
姿
。
休
蘭
湯
而
滋
械
、
匪
宋
朝
之

婦
人
。
終
噛
弄
而
慮
准
、
雄
近
習
而
不
親
。

1
1義
文
類
来
・
獣
部
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同
賦
は
院
籍
集
（
日
本
見
在
書
目
録
に
院
嗣
宗
集
五
巻
を
著
録
）
に
全
文
収
め
ら
れ
て
い
る
。
右
の
一
段
は
、
猿
の
種
種
の
醜
態
を
並
べ
挙

げ
、
韓
非
、
項
羽
、
司
馬
長
卿
と
い
っ
た
史
上
の
名
人
や
、
『
論
語
』

J
一
一
同
経
』
等
に
見
え
る
美
形
の
淫
乱
者
宋
朝
、
議
言
を
で
っ
ち
上
げ
乱

を
起
こ
す
巧
一
一
一
口
者
等
を
猿
に
擬
え
て
風
刺
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
あ
な
醜
賢
し
ら
を
す
と
酒
飲
主
ぬ
人
を
よ
く
見
ば
猿
に
か
も
似
む
L

と
し、

う
⑦
の
趣
向
が
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、

一
読
し
て
明
白
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
、
こ
の
歌
に
初
め
て
現
れ
る
「
賢
（
さ
か
）
し
ら
し
と
い

当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

う
歌
語
は
、
集
中
憶
良
作
の
〔
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
十
首
〕
（
三
八
六

0
1六
九
）
に
「
情
進
」
「
情
出
」
と
い
う
表
記
で
用
い
ら
れ
た
他
に
見

そ
の
特
殊
な
表
記
も
可
類
取
れ
歌
林
』
を
編
纂
し
た
憶
良
の
こ
と
だ
か
ら
、
同
じ
く
〈
瀬
猿
賦
〉
に
あ
る
「
性
偏
凌



市
干
進
L

の
一
句
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
従
っ
て
つ
賢
し
ら
L

に
は
っ
外
察
慧
而
無
度
」
と
い
っ
た
音
山
味
相
が
考
え

ら
れ
る
。
ち
な
み
に
〈
禰
猿
賦
〉
の
作
意
に
つ
い
て
、
陳
伯
君
氏
は
、
こ
れ
を
貌
末
の
皇
族
重
臣
の
曹
爽
が
政
権
を
狙
う
司
馬
誌
に
よ
っ
て
殺

さ
れ
た
の
を
悲
嘆
し
風
刺
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
百
三
な
お
詳
考
を
要
す
る
が
、
玩
籍
の
作
品
は
、
文
選
李
善
注
に
も
言
わ
れ
た
よ
う

？
」
、

ー

作
者
が
乱
朝
に
仕
え
、

常
に
誘
り
に
か
か
り
災
い
に
遭
う
こ
と
を
恐
れ
る
ゆ
え
、

意
は
風
刺
に
あ
れ
ど
も
文
は
隠
微
な
る
も
の
が
多

い
。
従
っ
て
こ
の
賦
も
時
事
を
議
刺
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
「
賢
し
ら
L

を
「
猿
L

と
罵
倒
し
た
旅
人
の
真
意
は
何
処
に
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
⑥
で
「
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壷
に

な
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む
L

と
自
棄
的
に
歌
い
、
徹
底
的
に
酒
に
沈
む
こ
と
に
よ
っ
て
俗
物
へ
の
同
調
を
拒
否
し
た
こ
と
と
同
様
、

い
や
も
っ
と
痛
烈
に
、
「
賢
良
し
を
振
り
か
ざ
し
度
を
知
ら
な
い
時
の
輩
へ
の
憤
り
と
議
り
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

讃
酒
歌
を
そ
こ
に
投
影
す
る
竹
林
七
賢
分
け
て
も
玩
籍
の
文
学
・
故
事
と
重
ね
て
見
る
と
、

「
酔
泣
き
L

を
賞
賛
し
「
賢
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し
ら
L

を
否
定
し
去
る
こ
と
を
繰
り
返
し
歌
う
主
想
の
底
に
、
作
者
旅
人
の
自
暴
自
棄
の
気
持
ち
と
悲
憤
懐
慨
の
情
が
容
易
に
看
取
さ
れ
よ

う
。
そ
し
て
表
現
の
背
後
に
あ
っ
た
典
拠
の
性
格
か
ら
、
こ
れ
は
単
に
老
荘
の
無
為
思
想
や
竹
林
七
賢
ら
の
脱
俗
へ
の
共
感
か
ら
発
す
る
も

の
と
は
考
え
か
ね
る
。
な
ら
ば
讃
酒
歌
に
吐
露
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
心
中
は
、
や
は
り
そ
う
い
っ
た
漢
籍
知
識
を
借
り
ず
に
は
明
白
に
表

現
で
き
な
い
何
か
の
事
情
に
深
く
関
わ
っ
た
だ
ろ
う
と
強
く
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
讃
酒
歌
の
歌
意
そ
の
も
の
に
対
す
る
理
解
に
差
が
あ
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
か
、
十
三
首
の
底
流
に
作
者
の
悲
愁
な
心
情
を
汲
み
取
る
に
し
て

7

7

 

「
妻
を
亡
っ
た
後
の
寂
饗
と
長
屋
王
の
変

そ
れ
を
作
者
の
境
遇
の
い
ず
れ
に
照
準
を
合
わ
せ
る
か
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。



を
耳
に
し
て
一
層
深
め
た
空
寂
虚
脱
感
か
ら
の
表
白
L

（9
）
と
い
い
、
「
家
庭
的
政
治
的
な
不
如
意
か
ら
く
る
、
放
ち
遣
る
術
も
な
い
憂
が
あ

っ
た
」
（
ω
）
と
い
う
概
括
的
な
見
方
も
領
け
る
が
、
讃
酒
歌
の
作
意
を
考
え
る
に
は
、
や
は
り
作
歌
の
直
接
の
動
機
を
見
分
け
る
必
要
が
が
あ

ろ
h

フ。神
亀
五
年
（
七
二
八
）
の
初
め
、
九
州
に
赴
任
し
て
ま
も
な
く
、
旅
人
は
連
れ
立
っ
て
来
た
愛
妻
を
旅
の
疲
れ
が
も
と
で
失
っ
た
。
六
十
四

歳
に
し
て
し
か
も
寸
天
離
る
部
」
で
妻
に
先
立
た
れ
た
悲
し
さ
は
想
像
す
る
に
余
り
あ
り
、

そ
れ
が
太
宰
府
在
任
中
の
旅
人
に
寂
塞
の
感
を

抱
か
せ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

し
か
し
巻
三
に
み
え
る
旅
人
の
〔
亡
妻
挽
歌
〕
は
、
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。

紳
亀
五
年
戊
辰
太
宰
帥
大
伴
卿
思
態
故
人
歌
三
首

愛
し
き
人
の
纏
き
て
し
し
き
た
へ
の
吾
が
手
枕
を
纏
く
人
あ
ら
め
や

（
四
三
八
）
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右
一
首
別
去
市
経
敷
句
作
歌

踊
る
べ
く
時
は
成
り
け
り
京
師
に
て
誰
が
挟
を
か
吾
が
枕
か
む

京
な
る
荒
れ
た
る
家
に
濁
り
寝
ば
旅
に
増
さ
り
て
苦
し
か
る
べ
し

四四
四三
O 九

右
二
首
臨
近
向
京
之
時
作
歌

歌
中
、

亡
妻
へ
の
悲
恋
は
よ
く
汲
み
取
れ
る
が
、

そ
れ
が
讃
酒
歌
に
流
れ
る
悲
愁
と
憤
世
の
情
と
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
い
わ
ば
亡
く
な
っ
た
「
愛
し
き
人
」
を
思
う
時
「
吾
、
が
手
枕
を
纏
く
人
」
と
し
て
哀
傷
す
る
表
現
は
旅
人
に
は
別
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
自
ら
を
悲
憤
と
自
棄
と
諮
晦
の
底
に
沈
め
る
よ
う
な
讃
酒
の
形
を
取
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
十
三
首
の
主
想
を
「
亡

妻
悲
哀
」
と
見
る
こ
と
（
巴
に
は
賛
成
し
か
ね
る
。



と
こ
ろ
が
、
翌
天
平
元
年
の
二
月
に
長
屋
王
事
件
が
起
き
た
。
『
続
日
本
紀
』
を
繕
く
と
、
二
月
十
日
中
臣
東
人
ら
が
長
屋
王
を
密
告
し
、

そ
の
夜
藤
原
宇
合
ら
が
六
衛
府
の
兵
を
率
い
て
王
の
家
を
囲
み
、
翌
十
一
日
藤
原
武
智
麿
が
舎
人
親
王
、
新
田
部
親
王
、
多
治
比
池
守
ら
と

と
も
に
王
の
宅
に
赴
い
て
そ
の
罪
を
窮
問
、
そ
し
て
十
二
日
に
長
屋
王
を
白
偉
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
連
座
し
た
官
人
も
七
人
い
た
。

こ
れ
は
多
く
の
先
学
の
指
摘
ど
お
り
、
前
年
九
月
に
皇
太
子
が
亮
じ
た
後
、

そ
の
生
母
光
明
子
の
立
皇
后
を
巡
り
、
皇
親
政
権
の
執
権
者
長

屋
王
を
目
の
上
の
癌
に
し
て
い
た
藤
原
氏
兄
弟
の
謀
略
に
よ
る
政
変
で
あ
っ
た
。
同
年
三
月
藤
原
麻
呂
が
従
三
位
に
進
み
、
武
智
麿
が
旅
人

を
抜
い
て
大
納
言
に
昇
任
し
議
政
官
の
班
首
と
な
り
、

八
月
に
光
明
子
の
立
皇
后
を
果
た
し
て
、
政
権
は
完
全
に
藤
原
氏
の
掌
中
に
握
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
当
時
九
州
に
い
た
旅
人
は
史
載
に
は
全
く
登
場
し
な
い
が
、
旧
豪
族
大
伴
氏
の
首
長
と
し
て
心
情
的
に
は
皇
親
政
権
に
傾
い

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
神
亀
元
年
暮
春
三
月
作
の
〔
吉
野
賛
歌
〕
に

み
吉
野
の

ず
あ
ら
む

吉
野
の
宮
は
山
か
ら
し

行
幸
の
宮
（
一
一
二
五
）

貴
く
あ
ら
し

水
か
ら
し

清
け
く
あ
ら
し

天
地
と

長
く
久
し
く

高
代
に

第
わ
ら
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と

聖
武
天
皇
登
極
時
の
宣
命
の
表
現
を
踏
ま
え
て
、

天
武
直
系
の
新
帝
に
対
し
白
鳳
政
治
へ
の
夢
を
託
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ

る
（
口
）
。
従
っ
て
、
こ
の
事
件
か
ら
彼
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
の
み
な
ら
ず
、
中
納
言
と
し
て
政
治
の
中
枢
に
い
た
だ
け
に
、
報
に
接
し
て

す
ぐ
に
事
変
の
性
質
と
自
ら
の
立
場
に
対
す
る
判
断
が
つ
い
た
は
ず
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
必
ず
し
も
長
屋
王
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と

は
思
わ
れ
な
い
け
れ
ど
、

藤
原
氏
の
や
り
方
に
同
調
で
き
な
い
有
力
人
物
と
し
て
政
界
か
ら
疎
外
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ

と
と
、
更
に
は
、
神
亀
四
年
間
九
月
二
十
九
日
の
藤
原
夫
人
の
皇
子
出
産
及
び
同
年
十
一
月
二
日
の
異
例
の
速
さ
で
の
同
皇
子
の
立
太
子
と

前
後
す
る
彼
の
太
宰
帥
の
任
命
は
、
長
屋
王
の
変
に
至
る
藤
原
氏
謀
略
の
一
環
と
し
て
の
疎
遠
策
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
の
で



あ
る
。
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
思
い
知
っ
た
時
の
旅
人
の
無
念
さ
と
悲
憤
の
情
は
、
遠
任
に
よ
る
個
人
の
不
幸
や
哀
愁
も
加
わ
っ
て
、
想
像
に

絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
も
、
長
屋
王
は
っ
私
学
左
道
、
欲
傾
国
家
」
と
い
う
最
悪
の
謹
告
を
受
け
、
聖
武
帝
の
勅
命
に

よ
っ
て忍

一
民
昏
凶
、
燭
途
則
著
、
議
思
窮
姦
、
頓
陥
疎
網
、
苅
夷
姦
黛
、
除
滅
賊
悪

ー

l
績
日
本
紀
・
天
平
元
年
二
月
十
五
日
係

と
断
罪
さ
れ
た
か
ら
、

そ
の
無
実
を
知
り
な
が
ら
旅
人
の
心
中
は
、

正
に
文
字
通
り
「
一
一
一
一
口
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
ず
L

と
い
う
ほ
か
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
て
み
る
と
、
讃
酒
歌
に
竹
林
七
賢
ら
の
飲
酒
世
界
を
呼
び
込
ん
だ
の
は
、
彼
ら
が
生
き
た
政
権
交
替
の
激
動
期
と
同
様
、
長
屋
王
の
変

が
政
治
異
変
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、

十
三
首
に
外
部
に
叙
述
の
根
拠
を
置
く
推
量
表
現
「
ら
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し
」
を
多
く
用
い
た
意
図
も
、
事
件
に
関
わ
る
心
境
表
出
の
困
難
さ
に
関
連
す
る
だ
ろ
う
が
、
押
え
き
れ
ぬ
悲
憤
と
憂
愁
の
た
め
、
旅
人
は

結
局
、
故
事
や
典
拠
を
多
く
用
い
る
、

い
わ
ば
詠
史
・
詠
懐
詩
等
に
よ
く
あ
る
仮
託
・
議
刺
の
手
法
に
よ
り
、
飲
酒
に
託
し
て
自
ら
の
心
中

を
吐
露
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
似
た
ケ
l
ス
を
一
例
挙
げ
れ
ば
、

（
劉
）
湛
深
恨
（
顔
延
年
）
鴬
、
言
於
彰
城
王
義
康
、
出
為
永
嘉
太
守
。
延
之
（
宇
は
延
年
）
甚
怨
憤
、
乃
作
〈
五
君
詠
〉
以
述
竹
林
七
賢
。

（

中

略

）

蓋

自

序

也

。

ー

l
宋
書
・
顔
延
之
停

顔
延
年
が
当
時
要
任
に
あ
っ
た
劉
湛
に
謀
ら
れ
て
地
方
官
に
出
さ
れ
た
の
を
怨
み
、
竹
林
七
賢
を
〈
五
君
詠
〉
に
述
べ
て
自
ら
の
怨
憤
を
表

し
た
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
手
法
は
詩
人
で
あ
れ
ば
勿
論
、
虚
構
と
仮
託
を
知
っ
た
万
葉
歌
人
に
と
っ
て
も
未
知
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ

ろャつ。



四

讃
酒
歌
の
意
味
・
趣
向
と
関
連
し
て
、
歌
群
の
内
容
構
成
を
把
握
す
る
こ
と
も
作
意
の
解
明
に
は
必
要
で
あ
る
。
十
三
首
に
一
貫
し
た
構

成
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
山
田
孝
雄
氏
（
講
義
）
が
所
見
を
提
出
し
て
以
来
、
稲
岡
耕
二
氏
（
日
）
、
伊
藤
博
氏
（
刊
）
、
五
味
智
英
氏
（
日
）
、
清
水

克
彦
氏
品
）
等
諸
先
学
の
論
考
に
よ
り
、
既
に
讃
酒
歌
の
文
学
性
を
認
識
す
る
に
不
可
欠
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
小
稿
も
第
二
節
で
の
考
察

を
通
し
て
、
讃
酒
歌
に
極
め
て
精
巧
な
構
造
が
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
し
か
し
私
見
す
る
と
こ
ろ
の
連
作
構
成
は
、
従
来
の
諸
説
と
か
な

り
異
な
る
。

諸
説
を
簡
単
に
振
り
返
る
と
、
稲
岡
・
伊
藤
両
氏
の
構
造
論
は
、
「
酔
泣
き
し
ま
た
は
「
賢
し
ら
し
が
詠
み
込
ま
れ
た
④
⑦
⑩
⑬
と
総
体

的
叙
情
を
成
す
①
と
を
謂
ゆ
る
支
柱
歌
に
据
え
、

そ
の
聞
に
二
首
一
組
ず
つ
を
配
す
る
形
と
見
て
い
る
。
更
に
稲
岡
氏
は
、
②
③
・
⑤
⑥
を
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序
、
支
柱
歌
五
首
と
⑧
⑨
を
長
歌
、
⑪
⑫
を
反
歌
に
相
当
す
る
と
考
え
、
対
し
て
伊
藤
氏
は
、
聞
に
挟
ま
れ
る
四
組
が
一
種
の
起
承
転
結
の

構
造
を
取
る
と
考
え
て
い
る
。

一
方
、
謂
ゆ
る
支
柱
歌
の
有
効
性
を
認
め
な
が
ら
、

そ
れ
が
各
々
前
に
来
る
二
首
と
三
首
で
一
組
に
な
る
と

し
、
第
一
首
を
独
立
す
る
も
の
と
見
る
の
が
五
味
説
で
あ
り
、
逆
に
支
柱
歌
が
後
に
続
く
二
首
と
一
組
に
な
る
と
考
え
、
最
後
一
首
を
全
体

を
締
め
括
る
と
す
る
の
は
清
水
説
で
あ
る
。
以
上
諸
氏
の
論
述
に
啓
発
を
受
け
た
こ
と
少
な
く
な
い
が
、
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
を
簡
単
に
言

え
ば
、
即
ち
支
柱
歌
及
び
組
歌
の
認
定
な
い
し
全
体
構
造
の
定
立
の
根
拠
が
、
奈
辺
に
あ
っ
た
の
か
納
得
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
後
に
、

広
岡
義
隆
氏
（
げ
）
が
新
た
に
、

①
・
②
③
④
⑤
・
⑥
⑦
⑧
⑨
・
⑩
⑪
⑫
⑬
で
そ
れ
ぞ
れ
起
承
転
結
に
当
た
る
と
い
う
説
を
立
て
、
特
に
従
来

の
諸
論
に
対
し
、
⑥
と
⑦
と
の
対
応
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
は
注
目
に
価
す
る
が
、
全
体
と
し
て
の
構
造
論
に
は
な
お
、
起
承
転
結
の
各
部
に

歌
数
の
不
整
合
等
の
疑
問
が
残
る
。



そ
こ
で
私
見
す
る
と
こ
ろ
の
讃
酒
歌
構
造
を
述
べ
る
と
、
十
三
首
は
互
い
に
関
連
す
る
三
つ
の
段
落
に
分
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
す

な
わ
ち
、
第
一
段
に
は
①
が
独
立
す
る
。
こ
れ
は
、
歌
中
に
「
酔
泣
」
や
「
賢
し
ら
」
な
る
歌
語
が
見
え
ず
、
謂
ゆ
る
支
柱
歌
の
他
の
四
首

と
用
語
上
明
ら
か
に
違
う
の
み
で
は
な
く
、
歌
の
調
べ
か
ら
言
っ
て
も
他
の
十
二
首
の
激
し
さ
に
比
べ
て
穏
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の

相
違
を
飲
酒
の
名
士
を
も
っ
て
陣
言
え
れ
ば
、
②
以
下
は
竹
林
七
賢
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
①
は
陶
淵
明
の
風
格
を
思
わ
せ
る
。
契
沖
が
冒
頭

一
首
の
「
濁
れ
る
酒
L

の
典
拠
に
陶
詩
か
ら
「
濁
酒
柳
可
適
L

一
句
を
挙
げ
た
の
は
、
或
い
は
こ
の
こ
と
を
無
意
識
的
に
感
じ
取
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
従
っ
て
第
一
首
は
総
体
的
叙
情
の
一
首
と
し
て
恐
ら
く
他
の
十
二
首
が
で
き
て
か
ら
、

宴
会
の
席
上
憶
良
の
〔
罷
宴
歌
〕
（
三

三
七
）
を
受
け
る
べ
く
即
席
に
作
ら
れ
（
〔
罷
宴
歌
〕
の
意
味
に
つ
い
て
は
旅
人
歌
五
首
と
関
連
し
て
別
稿
に
譲
る
）
、

一
連
の
冒
頭
に
加
え
ら

れ
た
も
の
と
見
た
い
。

で
詠
み
込
み
、

酒
を
聖
賢
と
結
び
付
け
て
歌
い
出
す
の
で
、

こ
れ
は
稲
岡
氏
の
指
摘
し
た
如
く
序
と
し
て
の
性
格
（
こ
れ
も
第
一
首
を
独
立
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次
の
第
二
段
は
②

t
⑨
の
八
首
か
ら
成
り
立
つ
c

初
め
の
②
③
は
『
貌
志
』
『
耳
目
書
』
等
に
見
え
る
徐
濯
や
竹
林
七
賢
の
故
事
を
生
の
形

さ
せ
る
理
由
に
な
る
）
を
も
つ
が
、
八
首
中
で
は
歌
い
起
こ
し
の
［
起
］
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
④
⑤
は
、
第
二
節
で
述
べ
た

よ
う
に
『
晋
書
』
や
『
世
説
新
語
』
に
見
ら
れ
る
竹
林
七
賢
ら
の
故
事
を
暗
に
踏
ま
え
て
、
飲
酒
の
反
俗
性
や
諮
晦
性
す
な
わ
ち
酒
徳
を
賞

賛
し
、
｛
承
］
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
首
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
続
く
⑨
⑦
は
、
前
一
首
で
は
『
璃
玉
集
』
等
に
見
え
る
鄭
泉
の
飲
酒
に
擬
し

て
徹
底
的
に
酒
に
沈
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
俗
世
に
同
調
し
な
い
意
思
を
表
し
、
後
一
首
で
は
『
塞
文
類
来
』
に
引
か
れ
た
庇
籍
の
〈
繍
狼
賦
〉

に
拠
っ
て
立
ち
、

「
外
察
慧
市
無
度
」

と
い
っ
た
偽
善
の
「
賢
良
」
を
罵
倒
す
る
。

二
首
は
一
正
一
反
で
共
に
酒
に
関
わ
る
一
つ
の
人
生
態

度
を
表
す
こ
と
で
共
通
し
、
前
に
あ
っ
た
酒
の
価
値
［
起
］
、
沼
の
徳
用
［
承
］
を
賞
賛
す
る
も
の
か
ら
一
転
し
て
、
飲
酒
に
対
す
る
態
度
の
表

明
と
な
り
、
明
ら
か
に
［
転
］
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
⑧
⑨
は
、
「
価
無
き
賓
」
「
夜
光
る
玉
L

に
賢
人
英
才
の
意
味
を
掛
け



る
こ
と
か
ら
［
起
］
の
二
首
と
呼
応
し
つ
つ
、
［
転
］
に
続
い
て
、

た
と
え
真
に
賢
才
が
あ
ろ
う
と
飲
酒
に
如
く
も
の
か
と
強
い
詠
嘆
で
一
段
を

い
っ
た
ん
結
ぶ
。
こ
れ
が
［
結
］
に
当
た
る
こ
と
は
言
う
を
侠
た
な
い
だ
ろ
う
。

更
に
、
こ
う
し
て
二
首
一
組
ず
つ
起
承
転
結
の
構
成
を
取
る
と
見
ら
れ
る
八
首
の
結
句
に
注
目
す
る
と
、
漢
詩
的
構
成
と
相
応
に
、
「
サ
・

で
は
、

シ
・
シ
・
シ
・
ム
・
ム
・
モ
・
モ
」
と
い
う
最
終
音
の
配
列
が
詩
の
押
韻
法
と
全
く
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
漢
詩
の
押
韻
法

上
の
句
が
入
韻
す
る
と
一
聯
ご
と
に
韻
を
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
う
で
な
い
場
合
は
二
聯
以

上
下
二
句
を
一
聯
と
し
、

上
、
下
の
句
が
同
韻
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば

A 

青
青
河
港
草
、

遠
道
不
可
思
、

夢
見
在
我
傍
、

他
郷
各
具
賂
、

枯
桑
知
天
風
、

入
門
各
自
婦
、

客
従
遠
方
来
、

呼
見
烹
鯉
魚
、

長
脆
讃
素
書
、

上
有
加
餐
食
、

綿
綿
思
遠
道
。

夙
昔
夢
見
之
。

忽
覚
在
他
郷
。

螺
縛
不
可
見
。

海
水
知
天
寒
。

誰
肯
相
矯
言
。

遣
我
隻
鯉
魚
。

中
有
尺
素
書
。

書
中
覧
何
如
。

下
有
長
相
憶
。
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ー
ー
ー
文
選
・
古
辞
・
飲
馬
長
城
窟
行

B c D E F G H I 
右
の
楽
府
詩
は
、
前
八
句
（
A
t
D
）
が
上
の
句
か
ら
韻
に
入
る
の
で
一
聯
毎
に
転
韻
を
行
い
、
真
中
の
二
聯
（
E
、
F
）
で
は
上
の
句
が

そ
し
て
後
八
句
は
、
第
一
聯
（
G
）
の
上
の
句
が
韻
に
入
ら
な
い
か
ら
、
下
の
句
が
第
二
聯

入
韻
せ
ず
下
の
句
の
み
同
韻
を
踏
ん
で
い
る
。



（H
）
の
そ
れ
と
同
韻
で
あ
る
が
、

そ
の
上
第
二
聯
の
上
の
句
も
韻
に
入
る
の
で
、
二
聯
中
第
一
句
を
除
く
三
句
と
も
同
韻
の
脚
韻
を
踏
む
こ

と
に
な
り
、
更
に
最
後
の
二
聯
（
I
、
J
）
で
は
、

い
ず
れ
も
上
の
句
か
ら
入
韻
す
る
の
で
、
二
句
一
聯
ず
つ
韻
を
換
え
て
い
る
。
讃
酒
歌

で
私
見
す
る
と
こ
ろ
の
第
二
段
八
首
の
脚
音
が
、
こ
の
後
八
句
（
G
t
J）
の
脚
韻
と
寸
分
違
わ
な
い
こ
と
明
白
で
あ
ろ
う
。

懐
風
藻
詩
人
で
も
あ
っ
た
旅
人
が
、

か
か
る
作
詩
の
押
韻
法
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
漢
詩
的
起
承
転
結
の
構
成
に
合
わ
せ
て
脚
韻
を

短
歌
の
連
作
に
用
い
た
例
は
、
彼
の
他
の
作
品
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
同
じ
く
巻
三
に
あ
る
〔
大
伴
卿
歌
五
首
〕
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
第
一

首
会
二
二
）
は
讃
酒
歌
と
同
様
、
宴
会
の
席
上
小
野
老
一
首
（
三
二
八
）
と
大
伴
四
綱
二
首
（
一
一
三
九
1

三
O
）
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
続

く
四
首
は

ム

吾
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
昔
見
し
象
の
小
河
を
行
き
て
見
む
た
め

浅
茅
原
つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
物
思
へ
ば
故
り
に
し
郷
し
思
ほ
ゆ
る
か
も

ム

忘
れ
草
吾
が
紐
に
付
く
香
具
山
の
故
り
に
し
郷
を
忘
れ
む
が
た
め

吾
が
行
き
は
久
に
は
あ
ら
ず
夢
の
わ
だ
瀬
に
は
成
ら
ず
で
淵
に
あ
ら
な
も

（一一一一一一二）

（一一一一一一一一一）

（
三
三
四
）

（
三
三
五
）
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真
中
の
二
首
が
「
思
ほ
ゆ
る
L

と
「
忘
れ
む
」
と
で
一
転
折
を
成
し
、
結
び
の
一
首
が
歌
い
起
こ
し
の
一
首
と
呼
応
す
る
こ
と
で
、
起
承
転

結
の
構
成
を
形
作
る
。

そ
の
上
、
結
句
の
最
終
音
を
つ
メ
・
モ
・
メ
・
モ
」
と
し
、
隔
首
に
同
音
を
配
す
る
こ
と
は
、
漢
詩
の
隔
句
押
韻
法

と
完
壁
に
符
合
す
る
。
『
懐
風
藻
』
に
収
め
ら
れ
た
旅
人
の
漢
詩
〈
初
春
侍
宴
〉
で
も
、

寛
政
情
既
遠
、
通
古
道
惟
新
。

穆
穆
四
門
客
、
済
済
三
徳
人
。



梅
雪
乱
残
岸
、
煙
霞
接
早
春
。

共
遊
聖
主
津
、
同
賀
撃
壊
仁
。

と

隔
句
押
韻
法
を
用
い
て
い
る
。

八
句
四
聯
で
起
承
転
結
の
構
成
を
形
作
っ
た
そ
の
詩
作
は
、

同
作
者
の
短
歌
連
作
の
構
造
を
考
え
る

時
に
、
無
視
し
得
ぬ
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
れ
ば
、
残
り
⑩

t
⑬
四
首
は
第
三
段
に
な
る
が
、
十
三
首
に
続
く
満
誓
の
歌
（
三
五
こ
が
主
に
⑩
以
下
三
首
を
う
け
る
の
で
、
こ
こ

に
一
つ
の
折
り
目
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
真
中
二
首
は
、
ペ
ア
と
な
る
べ
く
表
現
上
の
対
応
が
見
ら
れ
、
外
側

二
首
に
も
「
酔
泣
」
な
る
用
語
と
結
句
助
辞
の
呼
応
が
認
め
ら
れ
る
。

い
わ
ば
こ
れ
は
、
渡
瀬
昌
忠
氏
（
ぎ
が
人
麻
呂
歌
四
首
（
四
九
六
！
九
）

に
対
し
て
指
摘
し
た
［
波
紋
型
］
構
成
と
似
て
お
り
、
旅
人
歌
で
は
前
に
挙
げ
た
四
首
（
三
三
二
｜
五
）
に
見
た
｛
吉
野
・
飛
鳥
・
飛
鳥
・
吉
野
］

の
形
に
近
い
。
た
だ
こ
の
四
首
は
独
立
し
た
構
成
を
強
く
意
識
し
て
作
っ
た
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
前
八
首
に
付
随
す
る
部
分
と
し
て
成
り
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立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
⑩
は
、
歌
群
冒
頭
に
集
中
し
て
現
れ
た
「
ら
し
」
を
再
び
結
句
に
用
い
て
［
承
］
の
二
首
と
対
応
し
、
「
酔

泣
」
の
繰
り
返
し
ゃ
「
極
ま
り
て
L

と
「
冷
し
く
は
」
と
の
意
味
上
の
共
通
性
の
ほ
か
、
共
に
院
籍
の
故
事
を
踏
ま
え
た
こ
と
（
後
述
）
で
も

繋
が
る
。
次
に
⑪
は
、
［
転
］
の
二
首
と
照
応
す
る
が
、
こ
れ
は
結
句
の
助
辞
が
同
じ
だ
け
で
な
く
、

い
わ
ば
現
世
の
徳
行
を
す
べ
て
拒
否
す

る
こ
と
に
お
い
て
結
び
付
き
、

し
か
も

J
泊
査
に
成
り
L

「
猿
に
似
る
」
「
虫
に
鳥
に
も
成
り
な
む
」
と
い
っ
た
比
喰
的
、
化
生
説
的
表
現
は

こ
の
三
首
以
外
に
な
い
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
⑫
は
、

「
あ
ら
な
L

と
い
う
強
い
希
求
表
現
が
⑧
⑨
の
「
め
や
も
」
と
い
う

強
烈
な
反
語
表
現
と
呼
応
し
、

そ
れ
に
「
生
者
つ
ひ
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
」
と
い
い
、
内
容
上
⑧
⑨
を
歌
っ
た
理
由
の
付
け
加
え
と

な
る
様
相
を
口
玉
、
ず
る
。

そ
し
て
最
後
に
⑬
は
、
「
け
り
」
と
い
う
熟
考
を
経
た
詠
歎
の
助
辞
で
本
段
の
第
一
首
ひ
い
て
は
前
八
首
中
、
讃
酒

歌
の
内
容
を
具
体
的
に
展
開
す
る
④
と
最
も
よ
く
対
応
し
、
全
体
を
締
め
括
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
私
見
を
図
に
示
す
と
、
次
の
表
の
よ
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う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
讃
酒
歌
十
三
首
の
構
成
分
け
て
も
八
首
に
対
す

る
四
首
の
反
復
・
照
応
関
係
を
見
る
と

そ
れ
が
長
歌
に
対
す
る

反
歌
の
如
き
相
互
関
係
を
強
く
意
識
し
た
こ
と
は
明
白
に
看
取
さ

れ
る
。
既
に
稲
岡
氏
が
十
三
首
は
長
歌
、
反
歌
に
相
当
す
る
も
の

を
含
む
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
は
万
葉
和
歌
史
的
見
地
か
ら
す

る
的
確
な
把
握
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
構
造
に
即
し
て
い
え
ば
、

長
・
反
歌
そ
れ
ぞ
れ
に
相
当
す
る
部
分
の
し
か
る
べ
き
位
置
を
見
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定
め
る
こ
と
も
当
然
必
要
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、

人
麻
呂
の
長
・
短
歌
例
え
ば
〔
安
騎
野
従
猟
歌
〕

（
四
五
｜
九
）
と
も
見
合
う
よ
う
な
連
作
構
成
を
、
こ
こ
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
白
）

O

し
か
も
長
歌
に
比
べ
て
と
か
く
分

散
し
易
い
短
歌
の
連
結
を
、
旅
人
は
漢
詩
的
起
承
転
結
の
構
成
と

加
円
ノ
。

と
い
う
短
歌
連
作
を
一
層
発
展
せ
し
め
、
極
め
て
巧
み
で
徽
密
な
構
造
を
有
す
る
短
歌
連
作
を
和
歌
文
学
の
世
界
に
現
出
さ
せ
た
と
い
え
よ

整
然
た
る
脚
韻
と
を
も
っ
て
補
強
し
、
人
麻
呂
が
既
に
意
図
し
た



五

さ
て
、
讃
酒
歌
の
構
造
を
以
上
の
如
く
把
握
す
れ
ば
、
第
二
節
で
考
察
し
た
い
わ
ば
長
歌
に
相
当
す
る
八
首
に
続
く
反
歌
と
し
て
、
従
っ

て
よ
り
作
者
の
心
情
に
密
接
し
た
は
ず
の
四
首
の
趣
意
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

例
え
ば
、
⑩
に
つ
い
て
見
る
と
、

こ
の
歌
は
周
知
の
通
り
、
「
冷
L

の
訓
が
定
ま
ら
な
い
こ
と
で
説
が
分
か
れ
て
い
る
が
、

前
部
と
の
関

連
か
ら
「
す
ず
し
く
は
」
と
訓
じ
、
意
味
を
「
寂
し
く
荒
涼
た
る
L

と
す
る
古
典
大
系
説
に
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。
「
冷
」
を
こ
の
意
味
に
使
う

こ
と
は
、
実
は
同
時
代
の
漢
詩
文
に
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
藤
原
万
里
の
〈
仲
秋
釈
実
〉
（
懐
風
藻
）
に
「
運
冷
時
窮
茶
、
吾
衰
久
嘆
周
」
と
い
う

の
は
、
諸
国
遊
説
中
茶
の
地
で
窮
地
に
陥
っ
た
孔
子
の
運
勢
の
寂
し
さ
を
つ
冷
」
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
こ
れ
を
誤
字
と
し

「
た
の
し
き
」
と
訓
ず
る
説
は
、

そ
の
前
に
来
た
「
遊
び
の
道
」
に
引
か
れ
て
の
解
釈
だ
が
、

そ
も
そ
も
「
遊
」
を
単
に
「
遊
と
い
ふ
は
歌
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舞
、
管
弦
は
さ
ら
な
り
、
漁
猟
ま
た
酒
宴
な
ど
L

（
孜
証
）
と
遊
楽
に
解
釈
し
た
こ
と
自
体
、
誤
解
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
集
中

及
び
懐
風
藻
の
「
遊
」
が
多
く
の
場
合
宴
遊
を
表
す
こ
と
は
疑
い
な
い
。

し
か
し
官
僚
貴
族
社
会
に
お
い
て
の
宴
遊
は
、
公
私
に
か
か
わ
ら

ず
、
官
界
で
の
交
遊
な
ど
政
治
的
意
味
を
帯
び
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

か
の
長
屋
王
邸
の
詩
宴
が
文
治
政
策
の
一
環
で
も
あ
っ
た

こ
と
を
思
え
ば
分
か
る
。
例
え
ば
宇
合
の
〈
秋
日
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
〉
に
「
選
遊
巳
得
磐
龍
鳳
、
大
隠
何
用
寛
仙
場
」
と
い
い
、
宴
遊
を
通

じ
て
既
に
貴
人
（
龍
鳳
）
の
知
遇
を
得
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
ま
た
旅
人
自
身
の
侍
宴
詩
で
も
「
共
赴
聖
主
津
L

と
い
い
、
宴
遊
に
か
け
な

が
ら
官
人
と
し
て
聖
主
の
思
津
に
優
遊
す
る
意
味
に
「
遊
」
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
不
比
等
詩
〈
元
日
応
詔
〉
に
「
感
徳
卦
天
津
、

飲
和
惟
聖
塵
」
と
あ
る
「
遊
」
は
、
既
に
宴
遊
の
意
味
か
ら
離
れ
、
文
選
詩
に
見
る
「
優
佐
省
闇
L

（
潜
岳
・
為
買
謎
作
贈
陸
機
）
、
「
薄
遊
第

「
覇
旅
遠
遊
宜
L

（
陸
機
・
赴
洛
）
等
と
い
っ
た
出
世
任
官
の
意
味
に
傾
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
句
中
の

従
告
L

（
謝
玄
障
・
休
休
重
還
道
中
）
、



「道
L

も
『
注
釈
』
の
指
摘
通
り
漢
語
の
訓
読
表
現
で
あ
れ
ば
、
「
遊
び
の
道
」
（
遊
道
）
の
一
句
が
「
君
子
遊
道
（
李
善
注
：
史
記
日
、
陳
平
遊

道
日
贋
）
L

（
文
選
・
楊
子
幼
・
報
孫
曾
宗
書
）
と
い
っ
た
漢
語
の
訓
読
を
意
図
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

振
り
返
っ
て
玩
籍
ら
を
見
る
と
、

（
庇
籍
）
時
率
意
濁
駕
、
不
由
一
経
路
、
車
迩
所
窮
凱
働
央
市
反
。

！

l
晋
書
・
院
籍
惇

道
に
行
き
詰
ま
っ
て
働
突
す
る
と
い
う
彼
の
奇
矯
な
行
為
は
、
自
ら
の
「
済
世
志
し
が
乱
世
に
用
い
ら
れ
る
道
の
な
い
悲
愁
を
寓
音
品
し
た

の
で
あ
る
。

そ
の
〈
詠
懐
詩
〉
に
「
失
路
将
如
何
し
と
い
い
、

ま
た
顔
延
年
詩
に
「
途
窮
能
無
働
L

と
い
い
、
陶
淵
明
〈
飲
酒
二
十
首
〉
に

「
失
道
向
千
載
」

と
い
う
な
ど
、

こ
れ
ら
飲
酒
の
名
人
達
は
、

い
ず
れ
も
遊
す
べ
き
道
を
失
っ
た
憂
欝
な
心
境
に
あ
っ
て
、
彼
ら
の
自
由
開

達
な
振
舞
い
と
表
裏
を
為
す
の
で
あ
る
。

従
っ
て
「
ら
し
」
を
も
っ
て
彼
ら
の
世
界
に
叙
情
の
根
拠
を
求
め
、

「
遊
び
の
道
に
冷
し
く
は
酔
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泣
き
す
る
に
あ
る
べ
く
あ
る
」
と
歌
っ
た
の
は
、
穏
や
か
な
ら
ぬ
世
の
中
に
あ
っ
て
、
官
界
の
点
一
刀
流
と
し
て
疎
外
さ
れ
る
自
ら
の
失
意
と
消

沈
を
「
酔
泣
い
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

故
に
、
続
く
⑬
⑫
で
は
「
今
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
L

「
今
世
な
る
間
は
楽
し
く
を
あ
ら
な
」
と
欝
屈
な
心
境
か
ら
や
け
に
な
っ
て
快
楽

を
求
め
た
の
で
あ
る
。
二
首
と
も
酒
に
触
れ
て
い
な
い
の
で
、
前
部
と
の
関
連
に
よ
っ
て
読
む
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
す
る
と
⑥

⑦
と
照
合
す
れ
ば
、

「
来
む
世
に
は
虫
に
鳥
に
も
我
は
な
り
な
む
」
と
い
う
底
に
、
旅
人
の
自
棄
と
憤
世
の
気
持
ち
が
深
く
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
容
易
に
読
み
取
れ
る
。

ま
た
⑧
⑨
の
「
価
な
き
宝
」
「
夜
光
る
玉
」
が
賢
人
英
才
を
喰
え
た
こ
と
で
、
「
生
け
る
者
つ
ひ
に
も

死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
L

と
い
う
人
生
無
常
の
一
般
観
念
に
、
具
体
的
事
象
を
想
定
す
れ
ば
、
風
雅
を
愛
し
文
才
を
有
す
る
長
屋
王
の
死
が

大
き
く
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
人
生
無
常
か
ら
束
の
間
の
快
楽
を
求
め
る
発
想
は
、
辰
巳
正
明
氏
（
却
）
の
指
摘
通
り
中
国
詩
に
も



あ
り
、
作
者
が
そ
れ
を
意
識
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
酔
泣
」
を
も
っ
て
繰
り
返
し
塗
り
込
め
た
無
常
の
悲
嘆
と
な
れ
ば
、
性

格
が
違
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
愛
妻
を
失
っ
て
間
も
な
く
親
類
の
凶
報
が
畳
み
掛
け
て
き
た
時
、
旅
人
は

世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り

（
七
九
三
）

と
い
う
無
常
感
が
身
に
染
み
入
る
よ
う
な
名
唱
を
作
っ
て
い
る
。
ま
た
長
屋
王
と
同
時
に
自
尽
さ
せ
ら
れ
た
膳
部
王
を
悲
傷
し
た
作
者
未
詳

歌
も

世
間
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
ぞ
こ
の
照
る
月
は
満
開
し
け
る

（
四
四
二
）

死
を
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
第
二
節
で
見
た
作
者
の
憤
世
的
で
自
棄
な
気
持
ち
を
思
い
出
せ
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
長
屋
王
の
不
時
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と
、
同
様
に
世
間
無
常
の
悲
嘆
か
ら
歌
っ
て
い
る
。
万
葉
歌
に
お
け
る
無
常
感
の
こ
う
し
た
定
着
の
状
況
か
ら
、
⑫
に
も
具
体
的
な
人
物
の

の
死
を
置
い
て
ほ
か
に
考
え
ら
れ
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
最
後
に
⑬
で
「
賢
し
ら
」
否
定
と
「
酔
泣
」
肯
定
と
い
う
全
体
の
主
題
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
主
と
し
て
④
と
照
応
し
熟

考
し
た
形
で
「
黙
然
を
る
L

こ
と
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
初
旬
の
表
現
を
、
旅
人
は
一
房
前
宛
の
書
簡
（
八
一

O
｜
こ
で
も
っ
慨
然
と

し
て
止
黙
を
る
こ
と
を
得
ず
L

と
感
慨
至
極
の
心
情
を
表
す
の
に
用
い
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
一
首
は
、
利
口
そ
う
に
沈
黙
し
て
は
い
ら
れ

ず、

と
い
っ
て
、

ま
た
如
何
と
も
言
い
よ
う
も
為
ょ
う
も
な
い
心
情
を
、

「
酔
泣
L

に
託
し
て
吐
露
す
る
こ
と
の
意
思
表
明
で
あ
る
に
違
い

為
、
、
‘
。

ふ
ん
、

ν

い
わ
ば
讃
酒
歌
の
創
作
意
図
が
す
べ
て
こ
こ
に
集
結
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

久
松
潜
一
氏
（
幻
）
は
、
旅
人
を
取
り
立
て
て
「
連
作
歌
人
L

と
称
し
た
時
、
讃
酒
歌
十
三
首
に
ふ
れ
、
「
一
首
ず
つ
は
な
し
て
見
る
と
や
や



浅
い
感
じ
が
す
る
が
こ
れ
を
ま
と
め
て
見
る
と
互
い
に
ひ
き
た
っ
て
来
る
し

と
い
い
、

「
ま
と
ま
っ
た
一
連
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
す
ぐ
れ

た
効
果
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
叙
事
や
思
想
の
盛
り
易
い
長
歌
に
対
し
、
叙
情
を
本
領
と
す
る
短
歌
の
連
作
は
、
正
に
一

首
一
首
の
独
立
と
連
続
の
故
に
、

一
筋
に
表
現
で
き
な
い
心
情
の
吐
露
に
最
も
適
し
た
形
式
で
あ
る
。

そ
し
て
前
述
し
た
讃
酒
歌
の
構
成
に

基
づ
き
、
表
現
の
基
底
に
用
い
ら
れ
た
漢
籍
知
識
や
作
歌
の
手
法
を
通
し
て
十
三
首
を
捉
え
る
と
、
当
時
の
官
界
に
い
た
大
伴
旅
人
の
立
場

と
心
境
を
か
な
り
具
体
的
に
伺
う
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
明
言
出
来
な
い
複
雑
な
叙
情
の
必
要
に
応
じ
て
の
、
極
め
て
徴
密
な
技
巧
と
密

度
の
濃
い
内
容
を
有
す
る
優
れ
た
文
学
作
品
の
誕
生
を
跡
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

__L.. 

／、、

以
上
で
讃
酒
歌
十
三
首
自
体
に
関
す
る
考
察
を
終
え
る
。
最
後
に
、

か
か
る
性
格
を
も
っ
讃
酒
歌
十
三
首
は
、
万
葉
和
歌
の
流
れ
の
中
で
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ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
付
記
し
て
お
き
た
い
。

記
載
言
語
の
客
観
性
・
自
立
性
の
獲
得
に
よ
る
、
表
現
意
識
を
伴
う
和
歌
の
成
熟
を
万
葉
第
二
期
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
人
麻
呂
歌
が

天
武
・
持
統
朝
に
お
け
る
礼
・
楽
の
草
創
と
整
備
と
の
過
程
に
重
な
る
形
で
出
現
し
た
こ
と
は
一
つ
の
必
然
性
を
含
む
。
即
ち
人
麻
呂
歌
中

で
も
公
的
性
格
を
も
っ
そ
の
作
歌
は
、

た
と
え
ば
〔
吉
野
賛
歌
〕
（
三
六
l
九
）
に
見
る
天
皇
即
神
思
想
や
、
〔
高
市
挽
歌
〕
（
一
九
九
i
二
O
二

に
お
け
る
王
権
の
神
聖
化
へ
の
志
向
な
ど
、
特
に
持
統
朝
の
時
代
精
神
を
担
っ
て
歌
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、

そ
も
そ
も
呪
言
か
ら
発
生
し
た

歌
の
も
つ
、
共
同
体
生
活
を
規
範
す
る
実
用
的
性
格
か
ら
、
謂
ゆ
る
「
前
記
載
」
的
な
初
期
万
葉
を
経
て
、

王
権
の
強
化
と
上
昇
を
明
確
に

志
向
す
る
祭
式
・
礼
楽
の
整
備
と
い
う
当
代
の
政
治
的
な
目
的
に
向
け
て
の
文
化
的
統
合
に
お
い
て
、
宮
廷
歌
人
と
し
て
の
人
麻
呂
歌
の
成

立
基
盤
を
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
奈
良
朝
以
降
、
歌
人
の
個
性
化
が
進
む
中
で
、
人
麻
呂
作
歌
の
内
包
す
る
政
治
的
一
面



は
、
む
し
ろ
憶
良
と
旅
人
に
お
い
て
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
憶
良
の
〔
惑
へ
る
情
を
反
せ
し
む
る
歌
〕
（
八

0
0｜

0
こ
や
〔
貧
窮
問
答
歌
〕
（
八
九
二
l
一
二
）
等
は
、
当
時
の
社
会
状
況
と
令
に
定
め
ら
れ
た
国
守
と
し
て
の
政
務
上
の
立
場
と
に
噛
み
合
い
つ

つ
、
儒
教
の
教
理
に
基
づ
き
善
政
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
、
創
作
の
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。
主
た
旅
人
の
〔
吉
野
賛
歌
〕
（
三
一
五
l
六
）
の
踏
ま

え
た
宣
命
の
表
現
に
は
、
中
務
卿
と
い
う
律
令
官
人
と
し
て
の
立
場
と
政
権
へ
の
嘱
望
が
伺
え
、

そ
れ
は
九
州
赴
任
当
初
、
太
宰
少
弐
石
川

足
人
に
答
え
た
〔
帥
大
伴
卿
和
ふ
る
歌
一
首
〕
（
九
五
六
）
に
見
る
太
宰
府
長
官
と
し
て
の
政
治
感
覚
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
い
わ
ば
、
中
国
文
学
の
根
強
い
体
質
の
一
部
分
l
l即
ち
政
治
と
癒
着
す
る
文
学
l
lと
似
た
よ
う
な
状
況
を
、
二
人
の
教
養
と
時

代
の
要
請
に
よ
っ
て
和
歌
文
学
に
顕
現
せ
し
め
た
中
で
、
卑
族
出
身
の
憶
良
が
中
級
官
吏
ー
と
し
て
朝
廷
と
民
衆
と
の
両
様
の
立
場
に
お
い
て

歌
っ
た
と
同
様
、
貴
族
高
官
の
旅
人
は
、
官
界
で
の
失
意
に
あ
っ
た
場
合
、
官
人
意
識
が
強
か
っ
た
だ
け
に
逆
に
憤
世
と
自
棄
の
形
で
歌
っ

学
的
状
、
侃
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
政
治
に
関
わ
る
文
学
の
、
官
人
と
し
て
の
失
意
に
伴
う
個
の
強
烈
な
自
意
識
に
よ
っ
て
の
み
到
達
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た
こ
と
も
極
め
て
自
然
な
成
行
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
旅
人
と
憶
良
を
中
心
と
す
る
九
州
歌
壇
に
お
い
て
讃
酒
歌
の
現
出
す
る
文

し
う
る
一
つ
の
境
地
、
す
な
わ
ち
為
政
者
に
対
す
る
反
発
の
姿
勢
と
そ
の
文
学
的
達
成
を
旅
人
の
讃
酒
歌
十
三
首
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

無
論
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
作
歌
は
日
本
上
代
文
学
に
類
を
見
な
い
が
、
中
国
文
学
と
の
交
流
が
盛
ん
だ
っ
た
時
代
の
流
れ
に
既
に

そ
の
出
現
の
条
件
が
用
音
ω
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
伝
統
を
受
け
つ
つ
も
時
流
の
先
端
を
行
く
讃
酒
歌
の
特
質
が
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
そ
し
て
、
万
葉
集
を
そ
の
題
材
・
内
容
・
修
辞
・
技
巧
の
豊
富
多
彩
さ
に
お
い
て
評
価
す
る
な
ら
ば
、
讃
酒
歌
十
三
首
は
、
漢
籍
知
識

を
有
効
に
用
い
た
作
歌
手
法
と
短
歌
連
作
と
し
て
の
巧
み
な
構
造
と
共
に
、
以
上
の
よ
う
な
政
治
的
性
格
に
お
い
て
し
か
る
べ
き
評
価
を
受

け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



［注］

（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

村
田
正
博
「
大
伴
旅
人
讃
酒
歌
十
三
首
」
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
三
集
）

武
田
祐
吉
「
大
伴
旅
人
」
（
『
国
文
学
研
究
・
万
葉
集
篇
L

）

中
西
進
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』

古
沢
未
知
男
『
漢
詩
文
引
用
よ
り
見
た
・
万
葉
集
の
研
究
』
参
照
。

「
旅
人
の
讃
酒
歌
に
見
え
る
［
酔
泣
（
央
）
］
に
つ
い
て
」
（
守
国
文
学
研
究
』
五

O
集
）
は
、
院
籍
が
母
の
葬
礼
に
際
し
て
、
肉
を
食
い
酒
を
飲
ん
で
号

泣
し
、
血
を
吐
い
た
故
事
等
を
挙
げ
、
三
四
一
番
歌
の
典
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
首
肯
で
き
る
が
、
そ
の
時
の
庇
籍
の
奇
矯
な
行
為
が
反
礼

教
的
な
意
図
を
強
く
帯
び
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

古
代
文
献
に
見
え
る
こ
の
表
現
は
、
例
え
ば
尼
理
願
の
死
去
を
悲
嘆
す
る
大
伴
坂
上
郎
女
の
挽
歌
に
「
：
晩
聞
と
隠
り
ま
し
ぬ
れ
言
は
む
す

べ
為
む
す
べ
知
ら
に
俳
佃
り
た
だ
独
し
て
白
細
の
衣
手
干
さ
ず
嘆
き
つ
つ
わ
が
泣
く
涙
有
間
山
雲
居
棚
引
き
雨
に
降

り
き
や
」
（
四
六

O
）
と
い
い
、
藤
原
永
手
を
弔
隠
す
る
宣
命
に
「
：
・
忽
に
朕
が
朝
を
離
り
て
罷
り
ま
し
ぬ
れ
ば
、
言
は
む
術
も
な
く
為
む
術
も
知

ら
に
、
悔
し
び
賜
ひ
詫
び
賜
ひ
大
坐
し
坐
す
：
・
」
（
続
日
本
紀
・
第
五
十
一
詔
）
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
言
い
様
の
な
い
悲
哀
と
苦
痛
な
状
況

を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
「
す
ベ
な
し
L

表
現
の
性
格
に
つ
い
て
は
金
井
清
一
コ
す
ベ
な
し
］
と
歌
う
こ
と
は
」
（
『
論
集
上
代
文

学
L

第
二
・
三
集
）
参
照
。

小
島
憲
之
（
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
・
中
』
）
は
、
「
極
ま
り
て
貴
き
L

を
漢
語
「
極
貴
L

の
訓
読
表
現
と
し
た
が
、
現
訓
で
は
語
法
的
に
無

理
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
文
選
か
ら
例
を
挙
げ
れ
ば
「
智
窮
罪
極
」
（
司
馬
遷
・
報
任
少
卿
書
）
「
窮
凶
極
虐
」
（
任
彦
昇
・
宣
徳
皇
后
令
）
と
い
っ
た

如
く
、
自
動
詞
形
と
他
動
詞
形
と
で
は
修
飾
す
る
対
象
が
違
う
。

『
院
籍
集
校
注
』

高
崎
正
秀
「
大
伴
旅
人
」
（
河
上
古
の
歌
人
L
）

五
味
智
英
「
万
葉
集
」
（
町
古
代
和
歌
』
）

鮫
島
正
英
寸
讃
酒
歌
の
性
格
を
考
え
る
二
・
三
の
語
法
を
通
し
て
i
」
（
可
論
集
上
代
文
学
』
第
八
集
）

大
浜
厳
比
古
「
歌
人
誕
生
［
旅
人
覚
書
そ
の
二
」
（
『
山
の
辺
の
道
』
昭
三
九
・
二

『
憶
良
・
旅
人
私
記
｜
讃
酒
歌
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
l
」
（
『
国
語
と
国
文
学
b

昭
三
四
・
六
）
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（

6
）
 

7 13 12 11 10 9 8 



（日）
（日）

（

M
W
）
 

（打）
（
同
）

（円）

「
古
代
の
歌
壇
」
（
『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
・
下
』
）

「
讃
酒
歌

L
q万
葉
集
の
作
家
と
作
品
』
）

「
讃
酒
歌
の
構
造
と
性
格
」
（
『
万
葉
論
集
・
第
二
』
）

「
讃
酒
歌
の
構
成
に
つ
い
て
」
（
『
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
昭
五
八
）

「
人
麻
呂
に
お
け
る
贈
答
歌
」
（
美
夫
君
志
』
昭
五
八
・
十
二
）

［
安
騎
野
従
猟
歌
］
の
短
歌
四
首
も
結
句
の
最
終
音
に
「
ニ
・
シ
・
ヌ
・
フ
L

と
い
う
同
韻
・
転
韻
関
係
が
見
ら
れ
、
ま
た
渡
瀬
氏
の
挙
げ
た
人
麿

歌
四
首
も
隔
首
同
音
の
関
係
が
最
終
音
に
認
め
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
人
麿
の
意
図
す
る
所
な
の
か
ど
う
か
、
判
断
し
に
く
い
。

「
讃
酒
歌
の
構
成
と
主
題
」
（
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
）

「
連
作
歌
人
と
し
て
の
大
伴
旅
人
」
（
『
万
葉
集
と
上
代
文
学
』
）

（却）
（幻）
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