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一
、
は
じ
め
に

　

有
間
皇
子
と
大
津
皇
子
は
、
し
ば
し
ば
ま
と
め
て
「
悲
劇
の
皇
子
」
と
し
て
採

り
上
げ
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
、
皇
位
を
継
承
し
て
も
お
か
し
く
な
い
尊
貴
な
身
分

で
あ
り
な
が
ら
、
謀
反
の
罪
に
問
わ
れ
、
若
く
し
て
命
を
落
と
す
。
し
か
も
、
こ

の
「
謀
反
」
に
関
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
は
疑
問
も
多
く
、
謀
略
だ
っ
た

　

有
間
皇
子
と
大
津
皇
子
は
謀
反
事
件
で
命
を
落
と
し
た
二
人
の
皇
位
継
承

候
補
者
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
は
、
有
間
皇
子
謀
反
事
件
を
、
斉
明
天
皇

と
い
う
統
治
者
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
る
天
皇
の
時
代
で
あ
っ
た
故
に
起

こ
っ
て
し
ま
っ
た
事
件
だ
と
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。『
万
葉
集
』
の
有

間
皇
子
歌
群
で
は
、
有
間
皇
子
の
も
の
と
さ
れ
る
自
傷
歌
が
起
点
と
な
り
、

結
び
松
を
も
う
一
度
見
る
こ
と
を
望
み
な
が
ら
果
た
せ
な
い
ま
ま
、
旅
の
途

中
で
死
ん
だ
皇
子
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
大
津
皇
子
謀
反
事

件
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
は
、
知
的
で
硬
派
な
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
大

津
皇
子
が
、
多
く
の
知
識
人
を
詿
誤
し
て
起
こ
し
た
内
乱
で
あ
り
、
そ
れ
を

平
定
し
た
持
統
天
皇
も
理
想
の
天
皇
と
し
て
更
に
強
固
な
権
力
を
握
る
こ
と

に
な
っ
た
事
件
と
し
て
意
味
づ
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
万
葉
集
』
の
大

津
皇
子
歌
群
で
は
、
秩
序
や
常
識
よ
り
も
自
ら
の
欲
望
を
優
先
す
る
自
由
奔

放
、
大
胆
不
敵
な
性
格
で
、
そ
の
た
め
に
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、

同
時
に
他
者
と
り
わ
け
女
性
の
心
を
掴
ん
だ
大
津
皇
子
像
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
有
間
皇
子
、『
日
本
書
紀
』
の
大
津
皇
子
、『
万
葉
集
』
の

有
間
皇
子
、『
万
葉
集
』
の
大
津
皇
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
に
基
づ
い
て
、

異
な
る
造
形
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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二

の
で
は
な
い
か
と
の
想
像
を
か
き
た
て
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
二

人
は
、
ま
だ
若
く
、
将
来
有
望
で
あ
り
な
が
ら
、
権
力
に
よ
っ
て
謀
反
の
罪
を
着

せ
ら
れ
命
を
絶
た
れ
た
と
い
う
共
通
性
に
注
目
が
集
ま
り
、
二
人
ま
と
め
て
「
悲

劇
性
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
と
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
二
皇
子
に
関
す
る
記
載
内

容
を
比
べ
て
み
る
と
、
事
件
の
描
写
や
人
物
の
造
形
の
仕
方
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
、
有
間
皇
子
の
謀
反
に
つ
い
て
は
謀
議
、
発
覚
、
処
刑
の
経

緯
と
状
況
と
が
具
体
的
に
記
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
大
津
皇
子
の
謀
反
に
つ
い
て

は
、
謀
反
、
発
覚
、
逮
捕
、
賜
死
と
い
う
経
過
は
時
系
列
で
記
さ
れ
る
も
の
の
、

大
津
の
何
が
謀
反
と
さ
れ
、
ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
発
覚
し
た
の
か
と
い
う
具
体

的
な
経
緯
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
人
物
像
に
つ
い
て
も
、
有
間
皇
子
に

つ
い
て
は
悪
賢
い
性
格
だ
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
大
津
皇
子
の
こ
と
は
「
詩
賦

の
興
り
」
と
ま
で
述
べ
て
そ
の
才
能
の
高
さ
を
称
揚
す
る
。『
万
葉
集
』
に
お
い

て
は
、
有
間
皇
子
歌
群
は
、
有
間
皇
子
本
人
の
歌
と
後
世
の
律
令
官
人
が
詠
ん
だ

歌
で
構
成
さ
れ
、
後
世
の
人
々
の
興
味
関
心
は
「
結
び
松
」
に
焦
点
化
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
津
皇
子
歌
群
は
有
間
皇
子
歌
群
に
は
一
人
も
登
場
し
な

か
っ
た
女
性
が
登
場
す
る
。
姉
で
あ
る
大
伯
皇
女
と
の
別
れ
、
石
川
郎
女
（
女

郎
）
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
が
描
か
れ
、
大
津
皇
子
は
女
性
た
ち
に
愛
情
を
注
が
れ

た
皇
子
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
造
形
と
な
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』『
万
葉

集
』
に
見
え
る
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
有
間
皇
子
と
大
津
皇
子
と
で
は
、
興
味
関

心
が
寄
せ
ら
れ
る
点
や
抱
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
日
本
書
紀
』
と
『
万
葉
集
』
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
二
つ
の
謀
反

事
件
の
描
か
れ
方
の
「
差
異
」
に
注
目
し
、
有
間
皇
子
と
大
津
皇
子
の
造
形
の
相

違
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、「
陽
狂
」
す
る
有
間
皇
子

　

次
に
あ
げ
る
Ａ
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
三
年
（
六
五
七
）
九
月
条
に
は
、
有

間
皇
子
が
謀
反
を
起
こ
す
前
年
に
、
病
と
称
し
て
牟
婁
の
湯
に
静
養
し
に
行
っ
た

と
い
う
。

Ａ
有
間
皇
子
、
性
黠
く
し
て
陽
狂
す
、
云
々
。
牟
婁
温
湯
に
往
き
、
病
を
療
む

る
偽
し
て
来
、
国
の
体
勢
を
讃
め
て
曰
く
、「
纔
彼
の
地
を
観
る
の
み
に
、

病
自
づ
か
ら
に
蠲
消
り
ぬ
」
と
、
云
々
。
天
皇
、
聞
し
め
し
て
悦
び
た
ま
ひ
、

往
き
て
観
む
と
思
欲
す
。�

（『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
三
年
九
月
条
）

　

「
黠
」
は
、『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
で
は
「
サ
ト
シ
」
と
訓
ま
れ
て
い
る）（
（

が
、

『
説
文
解
字
』
黒
部
に
「
黠
、
堅
黒
也
、
从
黒
吉
声
」、『
広
韻
』
入
声
「
黠
韻
」

に
「
黠
、
慧
也
、
又
堅
黒
也
」、『
篆
隷
万
象
名
義
』
黒
部
に
「
黠
、
核
扎
反
、
慧
」、

『
漢
書
』
趙
充
国
伝
の
「
以
尤
桀
黠
、
皆
斬
之
」
に
対
す
る
顔
師
古
注
に
「
黠
、

悪
也
」
と
あ
り
、「
黠
」
は
「
慧
」
と
「
悪
」
と
い
う
両
義
的
な
字
義
を
持
つ
。

故
に
、「
性
黠
く
し
て
」
は
「
悪
が
し
こ
い
性
格
で
」（『
新
編
全
集
』）
と
訳
さ
れ

る
。

　

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
こ
の
「
黠
」
字
が
、
Ａ
の
「
有
間
皇
子
、
性
黠
く
し
て

陽
狂
す
」
の
他
に
も
う
一
箇
所
、
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
十
一
月
条
の
「
兄
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三

磯
城
は
黠
き
賊
な
り
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
の
兄
磯
城
は
、
神

武
天
皇
に
服
従
す
る
こ
と
を
拒
み
、
天
皇
の
使
者
で
あ
る
八
咫
烏
に
弓
を
引
き
、

天
皇
の
意
を
受
け
た
弟
磯
城
の
説
得
に
も
応
じ
よ
う
と
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
兄

磯
城
を
ど
の
よ
う
に
攻
略
し
よ
う
か
と
相
談
を
持
ち
か
け
る
神
武
天
皇
に
対
し
て
、

諸
将
は
、
武
力
を
用
い
る
前
に
、
ま
ず
は
弟
磯
城
に
説
得
に
あ
た
ら
せ
、
兄
倉
下

と
弟
倉
下
に
も
説
得
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
を
勧
め
る
。
こ
れ
は
、
兄
磯
城
が
損
得

勘
定
の
で
き
る
知
力
の
持
ち
主
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
天

皇
に
服
従
し
な
い
と
い
う
点
で
は
「
悪
」
だ
け
れ
ど
も
、
知
力
を
め
ぐ
ら
せ
る
点

で
は
「
慧
」
だ
と
い
う
両
義
性
を
帯
び
た
兄
磯
城
像
を
「
黠
」
語
で
表
し
て
い
る

と
推
察
さ
れ
る
。

　

『
日
本
書
紀
』
は
有
間
皇
子
が
「
性
黠
」
で
「
陽
狂
」
し
た
と
言
う
。『
史

記
』
殷
本
紀
に
「
箕
子
懼
れ
、
乃
ち
詳
狂
し
て
奴
と
為
る
」
と
あ
り
、
こ
の
箕
子

が
陽
狂
し
た
典
型
的
人
物
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い）（
（

。
箕
子
は
、
殷
の
紂

の
淫
乱
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
諫
言
す
る
臣
下
を
残
虐
に
殺
害
す
る
の
を
目
の
当

た
り
に
し
て
恐
れ
戦
き
「
詳
狂
」（「
詳
」
は
『
新
釈
漢
文
大
系
』
に
「
佯
の
古

字
」
と
あ
る
）
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
佯
（
陽
）
狂
」
は
狂
っ
た
ふ
り
を
し

て
暴
君
の
圧
政
か
ら
身
を
守
る
賢
者
の
処
世
術
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ

る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
文
選
』
の
鄒
陽
「
獄
中
上
書
自
明
一
首
」
に
「
昔
、

玉
人
は
宝
を
献
ず
れ
ど
、
楚
王
は
之
を
誅
す
。
李
斯
は
忠
を
竭
せ
し
も
、
胡
亥
は

極
刑
に
す
。
是
を
以
て
箕
子
が
陽
狂
し
、
接
輿
は
世
を
避
く
。
此
の
患
に
遭
は
ん

こ
と
を
恐
る
れ
ば
な
り
」、
ま
た
東
方
朔
「
非
有
先
生
論
」
の
「
接
輿
は
世
を
避

け
、
箕
子
は
被
髪
し
て
佯
狂
す
。
此
の
二
子
は
皆
、
濁
世
を
避
け
、
以
て
其
の
身

を
全
う
せ
る
者
な
り
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
箕
子
と
一
対
に
さ
れ
る
接
輿
は
、

『
論
語
』
微
子
篇
の
「
楚
の
狂
、
接
輿
、
歌
ひ
て
孔
子
に
過
り
て
曰
く
、
鳳
よ
、

鳳
よ
、
…
何
ぞ
徳
の
衰
へ
た
る
」
で
よ
く
知
ら
れ
る
。『
漢
書
』
東
方
朔
伝
の

「
下
は
接
輿
を
察
る
」
に
対
す
る
顔
師
古
注
「
楚
の
狂
、
接
輿
、
陽
狂
し
て
跡
を

匿
す
」
な
ど
か
ら
、
接
輿
も
ま
た
狂
気
を
装
う
こ
と
で
俗
世
を
避
け
た
「
陽
狂
」

の
人
物
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。『
文
選
』
の
例
で
は
、
箕
子
や
接

輿
が
、「
濁
世
」
を
避
け
て
生
き
延
び
る
た
め
に
「
陽
狂
」
し
た
人
物
と
し
て
併

称
さ
れ
て
い
る
。「
陽
狂
」
は
、
権
力
と
対
峙
す
る
知
識
人
が
、
真
価
が
見
出
さ

れ
な
い
汚
濁
の
世
を
生
き
延
び
る
た
め
に
選
択
す
る
振
る
舞
い
で
あ
っ
た
。
し
か

し
一
方
で
、
そ
れ
は
俗
世
間
か
ら
見
れ
ば
「
逃
亡
」
に
過
ぎ
な
い
し
、
本
当
は

狂
っ
て
い
な
い
の
に
「
狂
っ
た
ふ
り
を
す
る
」
と
い
う
の
は
「
嘘
つ
き
」
だ
い
う

こ
と
に
な
る
。
賢
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
逃
亡
者
で
か
つ
「
嘘
つ
き
」
だ
、
見
る

立
場
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
二
面
性
を
持
つ
行
動
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
有
間
皇

子
の
性
格
が
、「
黠
」
と
い
う
両
義
的
な
意
味
を
持
つ
語
で
表
さ
れ
る
の
は
、「
陽

狂
」
と
い
う
行
動
の
持
つ
こ
の
二
面
性
に
拠
る
の
だ
ろ
う
。

　

Ａ
で
は
、「
陽
狂
」
し
た
有
間
皇
子
は
療
養
す
る
ふ
り
を
し
て
牟
婁
湯
に
行
き
、

「
そ
の
場
所
を
見
た
だ
け
で
、
病
気
は
治
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
い
、
斉
明
天
皇

は
そ
れ
を
聞
い
て
喜
ん
で
、
自
分
も
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に

描
か
れ
る
斉
明
天
皇
は
、
有
間
皇
子
の
言
葉
を
額
面
通
り
に
鵜
呑
み
に
し
、
そ
の

真
意
を
推
し
量
ろ
う
と
す
る
そ
ぶ
り
す
ら
見
せ
な
い
。
真
相
を
見
極
め
る
こ
と
に

は
無
関
心
で
、
個
人
の
興
味
関
心
と
欲
望
と
に
終
始
す
る
天
皇
を
、
理
想
の
統
治

者
と
は
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
い
か
に
も
王
と
し
て
の
資
質
に

欠
け
る
斉
明
天
皇
像
が
浮
か
び
上
が
る
。『
日
本
書
紀
』
は
Ａ
に
お
い
て
、
有
間

皇
子
を
慧
に
し
て
悪
と
い
う
両
義
的
な
性
格
を
持
つ
皇
子
と
し
て
造
形
す
る
と
同



有
間
皇
子
と
大
津
皇
子
（
土
佐
朋
子
）

四

時
に
、
斉
明
天
皇
を
王
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
る
凡
庸
な
天
皇
と
し
て
造
形
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
牟
婁
の
湯
へ
の
護
送
と
処
刑

　

そ
れ
か
ら
約
一
年
後
の
斉
明
天
皇
四
年
（
六
五
八
）
十
月
十
五
日
、
斉
明
天
皇

は
紀
（
牟
婁
）
の
湯
へ
の
行
幸
を
実
施
し
た
。
前
年
の
記
事
Ａ
を
受
け
た
行
幸
だ

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
か
ら
、
斉
明
天
皇
は
自
ら
の
欲
望
を
実
現
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
斉
明
が
帰
京
す
る
の
は
翌
年
正
月
三
日
で
あ
る
。『
日
本
書

紀
』
は
、
そ
の
約
二
ヶ
月
半
の
滞
在
期
間
中
の
、
十
一
月
三
日
か
ら
十
一
日
に
か

け
て
の
事
件
と
し
て
有
間
皇
子
の
謀
反
を
記
述
し
て
い
る
。

Ｂ
留
守
官
蘇
我
赤
兄
臣
、
有
間
皇
子
に
語
り
て
曰
く
、「
天
皇
、
治
ら
す
政
事

に
三
失
有
り
。
大
き
に
倉
庫
を
起
て
て
、
民
財
を
積
み
聚
む
、
一
な
り
。
長

く
渠
水
を
穿
り
て
、
公
糧
を
損
費
す
、
二
な
り
。
舟
に
石
を
載
せ
て
、
運
び

積
み
て
丘
に
す
、
三
な
り
」
と
。
有
間
皇
子
、
乃
ち
赤
兄
が
己
に
善
し
き
こ

と
を
知
り
て
、
欣
然
と
し
て
報
答
へ
て
曰
く
、「
吾
が
年
始
め
て
兵
を
用
ゐ

る
べ
き
時
な
り
」
と
。�

（
斉
明
天
皇
四
年
十
一
月
三
日
条
）

Ｃ
有
間
皇
子
、
赤
兄
が
家
に
向
き
、
楼
に
登
り
て
謀
る
。
夾
膝
自
づ
か
ら
に
断

れ
ぬ
。
是
に
、
相
の
不
祥
を
知
り
、
倶
に
盟
ひ
て
止
む
。
皇
子
帰
り
て
宿
る
。

是
の
夜
半
に
、
赤
兄
、
物
部
朴
井
連
鮪
を
遣
し
、
宮
造
る
丁
を
率
ゐ
て
、
有

間
皇
子
を
市
経
の
家
に
囲
ま
し
め
、
便
ち
駅
使
を
遣
し
て
、
天
皇
の
所
に
奏

す
。�

（
十
一
月
五
日
条
）

Ｄ
有
間
皇
子
と
守
君
大
石
・
坂
合
部
連
薬
・
塩
屋
連
鯯
魚
と
を
捉
へ
、
紀
温
湯

に
送
る
。
舎
人
新
田
部
米
麻
呂
、
従
な
り
。
是
に
皇
太
子
、
親
ら
有
間
皇
子

に
問
ひ
て
曰
く
、「
何
の
故
に
か
謀
反
け
む
と
す
る
」
と
。
答
へ
て
曰
く
、

「
天
と
赤
兄
と
知
ら
む
。
吾
全
ら
解
ら
ず
」
と
。�

（
十
一
月
九
日
条
）

Ｅ
丹
比
小
沢
連
国
襲
を
遣
し
て
、
有
間
皇
子
を
藤
白
坂
に
絞
ら
し
む
。
是
の
日

に
、
塩
屋
連
鯯
魚
・
舎
人
新
田
部
連
米
麻
呂
を
藤
白
坂
に
斬
る
。
塩
屋
連
鯯

魚
、
臨
誅
れ
む
と
し
て
言
は
く
、「
願
は
く
は
、
右
手
を
し
て
国
の
宝
器
を

作
ら
し
め
よ
」
と
。
守
君
大
石
を
上
毛
野
国
に
、
坂
合
部
薬
を
尾
張
国
に
流

す
。�

（
十
一
月
十
一
日
条
）

　

Ｂ
で
は
、
留
守
官
蘇
我
赤
兄
が
、
有
間
皇
子
に
対
し
て
斉
明
天
皇
の
失
政
三
点

を
論
う
。
有
間
皇
子
は
こ
れ
を
自
分
に
対
す
る
蘇
我
赤
兄
の
好
意
だ
と
受
け
取
り
、

嬉
し
く
な
っ
て
挙
兵
を
口
に
す
る
。
蘇
我
赤
兄
の
論
い
が
、
た
と
え
中
大
兄
皇
子

の
指
示
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
現
実
と
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

説
得
力
を
持
ち
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
赤
兄
の
指
摘
が
社
会
の
共
通
認
識
に
外
れ

る
も
の
で
あ
れ
ば
、
同
意
さ
れ
る
は
ず
が
な
く
、
策
略
を
疑
わ
れ
る
の
が
落
ち
で

あ
る
。
有
間
皇
子
が
赤
兄
に
同
調
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
蘇
我
赤
兄
の
論
い
は
、

斉
明
天
皇
に
対
す
る
社
会
的
評
価
と
さ
ほ
ど
ず
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

Ｃ
に
記
さ
れ
る
赤
兄
の
行
動
に
よ
っ
て
、
Ｂ
の
赤
兄
の
斉
明
批
判
が
有
間
皇
子

を
謀
反
の
首
謀
者
に
仕
立
て
上
げ
る
た
め
の
そ
そ
の
か
し
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
。
Ｄ
に
記
さ
れ
る
有
間
皇
子
の
中
大
兄
皇
子
に
対
す
る
返
答
、「
天
と

赤
兄
と
知
ら
む
。
吾
全
ら
解
ら
ず
」
か
ら
は
、
謀
略
で
あ
っ
た
こ
と
に
有
間
皇
子



佛
教
大
学
　
文
学
部
論
集
　
第
一
〇
七
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
）

五

は
既
に
気
付
い
て
い
て
、
か
つ
赤
兄
自
身
が
独
断
で
勝
手
に
仕
組
ん
だ
も
の
で
は

な
い
と
推
察
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
赤
兄
の
背
後
に
は
「
天
」
に
匹
敵
す

る
大
き
な
力
が
働
い
て
い
る
。
有
間
皇
子
が
「
天
」
と
言
う
大
き
な
力
は
、
斉
明

天
皇
と
い
う
権
力
者
で
あ
ろ
う）（
（

。
た
と
え
実
質
的
な
権
力
を
握
っ
て
い
た
の
が
中

大
兄
皇
子
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
許
し
て
い
る
の
は
斉
明
天
皇
で
あ
る
。

　

Ｅ
に
は
、
有
間
皇
子
が
藤
白
坂
で
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

藤
白
坂
は
、
都
と
護
送
先
の
紀
の
湯
の
間
に
あ
る
。
紀
の
湯
で
も
な
く
、
自
宅
の

あ
る
都
で
も
な
く
、
道
中
の
藤
白
坂
で
の
処
刑
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
中
途
半

端
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
所
で
刑
が
執
行
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
の
報
を
受
け
た
人
々
が
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
持
っ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。

　

そ
も
そ
も
何
故
わ
ざ
わ
ざ
行
幸
先
ま
で
謀
反
人
を
連
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
同
じ
く
謀
反
の
罪
に
問
わ
れ
た
大
津
皇
子
と
長
屋
王
は
、
逮

捕
以
降
は
お
そ
ら
く
一
歩
も
自
邸
か
ら
出
な
い
ま
ま
、
自
邸
で
最
期
を
遂
げ
て
い

る
。
大
津
皇
子
は
、
逮
捕
さ
れ
た
翌
日
に
訳
語
田
で
死
を
賜
っ
た
と
す
る
『
日
本

書
紀
』
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
そ
の
間
、
自
邸
に
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

長
屋
王
も
、
密
告
が
あ
っ
た
二
月
十
一
日
の
夜
に
は
自
邸
を
包
囲
さ
れ
、
翌
十
二

日
に
自
邸
で
窮
問
を
受
け
、
十
三
日
に
は
自
刃
し
た
と
い
う
『
続
日
本
紀
』
の
記

述
に
拠
れ
ば
、
そ
の
間
は
自
邸
で
監
禁
状
態
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
発
覚
か

ら
最
期
ま
で
自
邸
に
留
め
置
か
れ
た
二
人
の
事
例
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
天
皇

の
旅
先
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
連
行
さ
れ
、
そ
の
道
中
で
刑
が
執
行
さ
れ
た
有
間
皇
子
の

処
遇
は
、
異
様
に
感
じ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
斉
明
天
皇
が
行
幸
中
で
あ
っ
た
こ

と
に
拠
る
異
例
の
対
応
だ
っ
た
と
い
う
説
明
は
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で

も
、
謀
反
人
を
行
幸
先
ま
で
呼
び
つ
け
る
不
自
然
さ
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
途
中
で
逃

亡
で
も
さ
れ
た
ら
ど
う
す
る
の
か
。
謀
反
は
権
力
の
簒
奪
を
狙
う
国
家
の
危
機
で

あ
る
。
皇
太
子
の
中
大
兄
皇
子
だ
け
で
も
都
に
戻
る
と
か
、
予
定
を
変
更
し
て
天

皇
が
帰
京
す
る
な
ど
の
緊
急
対
応
が
な
さ
れ
る
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
上
、
斉
明
天
皇
は
年
が
明
け
る
ま
で
紀
の
湯
に
留
ま
り
続
け
た
と
い
う
。

『
日
本
書
紀
』
が
記
す
斉
明
天
皇
の
謀
反
へ
の
対
応
を
読
ん
で
い
る
と
、
そ
の
危

機
管
理
能
力
に
対
し
て
不
信
感
が
抱
か
れ
る
。

　

ど
う
に
も
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
、
斉
明
天
皇
の
能
力
に
対
し
て
批
判
的
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
、
斉
明
天
皇
に
統
治
者
と
し

て
の
資
質
が
あ
れ
ば
、
有
間
皇
子
が
陽
狂
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
し
、
蘇
我
赤
兄

に
批
判
の
材
料
を
与
え
る
こ
と
も
、
有
間
皇
子
が
赤
兄
に
同
調
す
る
こ
と
も
な

か
っ
た
は
ず
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
斉
明
天
皇
が

悠
長
に
温
泉
に
浸
か
っ
て
い
る
間
に
、
有
間
皇
子
は
そ
の
温
泉
ま
で
連
行
さ
れ
た

挙
句
の
果
て
に
道
中
で
処
刑
さ
れ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
最
期
を
遂
げ
た
。
書
紀
編

者
は
、
統
治
者
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
た
斉
明
天
皇
が
統
治
者
で
あ
る
と
い
う
時

代
の
せ
い
で
、
計
略
に
嵌
め
ら
れ
て
謀
議
を
図
り
、
尋
問
先
に
連
行
さ
れ
た
ま
ま

帰
っ
て
来
な
か
っ
た
有
間
皇
子
と
い
う
謀
反
人
が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

斉
明
紀
は
、
奇
怪
な
現
象
や
童わ
ざ

謡う
た

の
記
述
が
多
い
。
元
年
五
月
一
日
条
に
は
、

唐
人
に
似
た
者
が
空
中
を
竜
に
乗
っ
て
飛
ん
だ
り
、
葛
城
山
か
ら
生
駒
山
、
住
吉

の
岡
の
方
へ
と
青
い
油
笠
を
着
た
者
が
走
っ
た
り
す
る
怪
異
が
記
さ
れ
る
。
百
済

へ
の
援
軍
派
遣
に
あ
た
っ
て
は
敗
北
の
前
兆
と
し
て
蠅
の
異
様
な
大
群
が
発
生
し
、

童
謡
が
歌
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
挙
句
の
は
て
に
は
出
征
の
道
中
に
斉
明
天
皇
自
身
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が
崩
御
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
こ
の
上
も
な
く
不
吉
だ
が
、
そ
の
喪
儀
を
朝
倉
山

の
上
か
ら
大
笠
を
か
ぶ
っ
た
鬼
が
見
て
い
た
と
い
う
不
気
味
な
怪
奇
現
象
ま
で
記

さ
れ
る
。
ま
た
斉
明
二
年
条
に
は
斉
明
天
皇
に
対
す
る
直
接
的
な
批
判
も
記
さ
れ

る
。
土
木
工
事
を
盛
ん
に
行
う
斉
明
天
皇
に
対
し
て
、
時
人
が
「
狂
心
の
渠
。
損

費
す
こ
と
、
功
夫
三
万
余
。
費
損
す
こ
と
、
造
垣
功
夫
七
万
余
。
宮
材
爛
れ
た
り
。

山
椒
埋
れ
た
り
」、「
石
の
山
丘
を
作
り
、
作
る
随
に
自
づ
か
ら
に
破
れ
な
む
」
と

批
判
し
た
と
い
う
。
立
場
上
、
あ
か
ら
さ
ま
に
天
皇
を
批
判
す
る
こ
と
が
難
し

か
っ
た
で
あ
ろ
う
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
、
怪
異
や
時
人
の
声
を
記
す
こ
と
を

通
し
て
、
斉
明
に
対
す
る
批
判
的
評
価
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）（
（

。

　

有
間
皇
子
の
謀
反
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
は
正
文
の
他
に
、
二
種
類
の
「
或

本
」
を
併
記
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
、「
有
間
皇
子
と
蘇
我
臣
赤
兄
・
塩
屋
連
小

戈
・
守
君
大
石
・
坂
合
部
連
薬
と
、
短
籍
を
取
り
て
謀
反
け
む
事
を
卜
ふ
」
は
、

謀
議
に
加
わ
っ
た
人
数
が
正
文
よ
り
も
多
く
、
神
意
を
得
る
た
め
に
卜
占
を
行
っ

た
と
す
る
。
正
文
に
採
用
さ
れ
た
、
蘇
我
赤
兄
と
二
人
き
り
で
、
卜
占
も
行
わ
れ

な
い
謀
議
の
場
面
よ
り
も
、
計
画
性
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

或
本
の
も
う
一
つ
は
、「
有
間
皇
子
の
曰
く
、『
先
づ
宮
室
を
燔
き
、
五
百
人
を
以

ち
て
、
一
日
両
夜
牟
婁
の
津
を
邀
り
、
疾
く
船
師
を
以
ち
て
淡
路
国
を
断
ち
、
牢

圄
の
如
く
な
ら
し
め
ば
、
其
の
事
成
し
易
け
む
』
と
。
或
人
諫
め
て
曰
く
、『
可

か
ら
じ
。
計
る
所
は
既
に
然
れ
ど
も
、
徳
无
し
。
方
今
し
皇
子
、
年
始
め
て
十
九
、

未
だ
成
人
に
及
ら
ず
。
成
人
に
至
り
て
其
の
徳
を
得
べ
し
』
と
。
他
日
に
、
有
間

皇
子
と
一
判
事
と
謀
反
る
時
に
、
皇
子
の
案
机
の
脚
、
故
无
く
し
て
自
づ
か
ら
断

れ
ぬ
。
其
の
謨
は
止
ま
ず
し
て
、
遂
に
誅
戮
さ
れ
ぬ
」
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
或
本

の
有
間
皇
子
は
、
皇
居
を
焼
い
て
、
さ
ら
に
天
皇
の
脱
出
ル
ー
ト
を
塞
い
で
し
ま

お
う
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
知
謀
に
た
け
、
か
つ
な
か
な
か
凶
暴
で
あ
る
。

「
或
人
」
の
諫
言
は
、
も
う
少
し
大
人
に
な
っ
て
徳
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
、
た

と
え
謀
反
が
成
功
し
て
も
誰
も
つ
い
て
こ
な
い
か
ら
結
局
は
失
敗
す
る
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。
有
間
皇
子
は
、
そ
の
よ
う
な
諫
言
を
受
け
た
に
も
拘
ら
ず
謀
議
を

進
め
、
結
局
は
誅
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
二
つ
目
の
或
本
の
有

間
皇
子
は
、
人
徳
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
な
い
の
に
無
理
な
謀
反
を
企
て
、
周
囲

の
諫
言
に
も
耳
を
貸
さ
ず
に
皇
位
の
簒
奪
を
目
論
ん
だ
皇
子
と
し
て
造
形
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
二
つ
の
或
本
に
描
か
れ
た
有
間
皇
子
は
、
正
文
の
有
間
皇
子
よ
り
も
明
ら

か
に
計
画
性
が
あ
り
、
凶
暴
で
か
つ
野
心
に
満
ち
た
策
略
家
で
あ
る
。
も
し
『
日

本
書
紀
』
の
編
者
に
、
有
間
皇
子
を
野
心
に
駆
ら
れ
て
皇
位
簒
奪
を
狙
っ
た
極
悪

非
道
の
謀
反
人
と
し
て
断
罪
す
る
意
図
が
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
二
つ
の
或
本
を
正

文
に
採
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
或
本
を
採
用
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ

に
『
日
本
書
紀
』
編
者
の
編
述
意
図
が
窺
わ
れ
る
。
書
紀
編
者
は
、
赤
兄
の
斉
明

批
判
を
真
に
受
け
て
、
赤
兄
を
操
る
権
力
に
嵌
め
ら
れ
た
有
間
皇
子
像
を
造
形
し

た
。
そ
し
て
、
有
間
皇
子
謀
反
事
件
は
、
た
だ
有
間
皇
子
の
性
格
の
み
に
そ
の
原

因
を
帰
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
王
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
た
斉
明
天
皇
の
時

代
ゆ
え
に
起
き
て
し
ま
っ
た
事
件
と
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

謀
反
人
は
、
権
力
者
が
ど
れ
ほ
ど
無
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
権
力
者
に
生
殺
与

奪
を
握
ら
れ
た
被
支
配
者
の
立
場
に
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者
も
ま
た
、
そ

の
抑
圧
さ
れ
た
謀
反
人
と
同
質
の
立
場
に
あ
る
。
斉
明
天
皇
に
対
す
る
批
判
的
な

『
日
本
書
紀
』
の
編
述
は
、
編
者
が
自
分
た
ち
の
立
場
に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
を
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窺
わ
せ
る
。
そ
の
一
方
で
、
あ
え
て
或
本
を
併
記
し
て
、
自
分
た
ち
の
認
識
と
は

異
な
る
有
間
皇
子
像
を
伝
え
る
資
料
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
、
編
者
自

身
が
自
分
た
ち
の
有
間
皇
子
謀
反
事
件
に
対
す
る
認
識
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な

い
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

四
、
旅
か
ら
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
皇
子

　

『
万
葉
集
』
は
挽
歌
部
の
冒
頭
に
、
有
間
皇
子
謀
反
事
件
に
関
連
す
る
歌
六
首

を
配
列
す
る
。

Ⅰ　
　

有
間
皇
子
自
ら
傷
み
て
松
枝
を
結
ぶ
歌
二
首

　

磐
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
真
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
還
り
見
む�

（
②
一
四
一
）

　

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る�

（
一
四
二
）

Ⅱ　
　

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
結
び
松
を
見
て
哀
咽
す
る
歌
二
首

　

磐
代
の
崖
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
反
り
て
復
た
見
け
む
か
も�

（
一
四
三
）

　

磐
代
の
野
中
に
立
て
る
結
び
松
情
も
解
け
ず
古
念
ほ
ゆ�
（
一
四
四
）

Ⅲ　
　

山
上
臣
憶
良
追
和
す
る
歌
一
首

　

鳥
翔
成
あ
り
通
ひ
つ
つ
見
ら
め
ど
も
人
こ
そ
知
ら
ね
松
は
知
る
ら
む�（
一
四
五
）

右
の
件
の
歌
ど
も
は
、
柩
を
挽
く
時
に
作
る
所
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
歌

意
を
准
擬
す
。
故
に
挽
歌
の
類
に
載
せ
た
り

Ⅳ　
　

�

大
宝
元
年
辛
丑
紀
伊
国
に
幸
ま
し
し
時
、
結
び
松
を
見
る
歌
一
首�

柿
本
朝

臣
人
麻
呂
歌
集
中
に
出
づ

　

後
見
む
と
君
が
結
べ
る
磐
代
の
子
松
が
う
れ
を
ま
た
見
け
む
か
も�

（
一
四
六
）

　

Ⅰ
は
、
謀
反
当
時
、
処
刑
さ
れ
る
前
に
有
間
皇
子
本
人
が
残
し
た
辞
世
の
歌
と

し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
Ⅳ
の
柿
本
人
麻
呂
歌
集
歌
の
創
作
時
期
は
、
題
詞
に

拠
っ
て
大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
時
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
Ⅱ
の
長
忌
寸
意
吉
麻

呂
歌
と
Ⅲ
の
山
上
憶
良
歌
の
創
作
時
期
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
持
統
四
年
の
紀

伊
行
幸
時
と
す
る
説）（
（

、
意
吉
麻
呂
歌
を
大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
時
と
し
、
憶
良
歌
を

唐
か
ら
帰
国
し
た
七
〇
四
年
以
降
だ
と
す
る
説）（
（

、
或
い
は
憶
良
歌
を
天
平
年
間
ま

で
引
き
下
げ
る
説）（
（

な
ど
、
様
々
な
考
え
が
出
さ
れ
て
お
り
、
統
一
し
た
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　

Ⅲ
の
憶
良
歌
は
、「
結
び
松
を
人
は
帰
っ
て
き
て
も
う
一
度
見
た
の
だ
ろ
う

か
」
と
問
い
か
け
る
Ⅱ
意
吉
麻
呂
歌
（
一
四
三
）
に
対
し
て
、「
今
も
鳥
に
な
っ

て
見
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
答
え
る
形
で
「
追
和
」
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
憶

良
が
同
行
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
後
か
ら
「
追
和
」
を
す
る
必
要
は

な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
Ⅱ
の
意
吉
麻
呂
歌
が
創
作
さ
れ
た
の
は
、
意
吉
麻
呂
が

同
行
し
て
憶
良
が
同
行
し
な
か
っ
た
紀
伊
行
幸
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

候
補
と
な
る
の
は
、
有
間
皇
子
謀
反
事
件
後
、
最
初
に
行
わ
れ
た
持
統
四
年
（
六

九
〇
）
の
紀
伊
行
幸
と
、
次
に
行
わ
れ
た
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
の
紀
伊
行
幸
で

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
意
吉
麻
呂
が
同
行
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
、
か
つ
憶
良

が
同
行
し
な
か
っ
た
の
は
大
宝
元
年
の
紀
伊
行
幸
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
巻
九
に

は
大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
時
に
創
作
さ
れ
た
歌
が
ま
と
ま
っ
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
の
一
首
、「
風
早
の
浜
の
白
浪
徒
に
こ
こ
に
よ
せ
来
る
見
る
人
な
し

に
」（
一
六
七
三
）
は
、
左
注
に
「
山
上
臣
憶
良
『
類
聚
歌
林
』
に
曰
く
、
長
忌

寸
意
吉
麻
呂
、
詔
に
応
じ
て
此
の
歌
を
作
る
」
と
さ
れ
る
。『
類
聚
歌
林
』
に
そ

う
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
確
言
は
で
き
な
い
が
、
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
が
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大
宝
元
年
の
紀
伊
行
幸
に
同
行
し
て
一
六
七
三
番
歌
を
創
作
し
た
と
い
う
推
定
は

可
能
で
あ
り
、
大
宝
二
年
の
三
河
行
幸
に
同
行
し
て
歌
（
①
五
七
）
を
詠
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
と
言
え
る
。
Ⅳ
の
人
麻
呂
歌
集
歌

が
、「
君
」
す
な
わ
ち
有
間
皇
子
が
磐
代
の
結
び
松
を
再
び
見
た
か
ど
う
か
を
問

う
て
お
り
、
発
想
に
意
吉
麻
呂
歌
と
の
共
通
性
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
人
麻
呂
歌

集
歌
が
題
詞
に
大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
時
の
作
だ
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
意
吉
麻

呂
歌
も
ま
た
大
宝
元
年
行
幸
時
の
も
の
で
は
な
い
か
と
類
推
さ
れ
る
。
一
方
、
憶

良
は
持
統
四
年
紀
伊
行
幸
に
お
け
る
川
島
皇
子
歌
（
①
三
四
）
の
作
者
で
あ
る
可

能
性
が
注
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
持
統
四
年
の
紀
伊
行
幸
に
は
同
行
し
た
可
能
性

が
あ
る
。
し
か
し
、
大
宝
元
年
正
月
に
遣
唐
使
少
録
に
任
命
さ
れ
、
大
使
に
節
刀

が
授
与
さ
れ
た
五
月
以
降
ま
も
な
く
難
波
を
出
航
し
、
筑
紫
に
留
ま
っ
て
い
た
た

め
、
大
宝
元
年
九
月
の
紀
伊
行
幸
に
は
参
加
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ⅱ
意
吉

麻
呂
歌
は
大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
時
に
創
作
さ
れ
、
そ
の
行
幸
に
同
行
で
き
な
か
っ

た
憶
良
が
後
か
ら
追
和
し
た
の
が
Ⅲ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
Ⅱ
～
Ⅳ
の
興
味
関
心
は
、「
磐
代
の
結
び
松
」
を
見
ら
れ
た
か
否
か
に
集

ま
っ
て
い
る
。
Ⅱ
で
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
は
「
磐
代
の
崖
の
松
枝
結
び
け
む
人
」
が
、

帰
っ
て
き
て
そ
の
松
枝
を
ま
た
見
た
だ
ろ
う
か
と
問
う
。
こ
の
「
人
」
は
も
ち
ろ

ん
有
間
皇
子
で
あ
り
、
幸
運
に
も
戻
っ
て
来
ら
れ
た
ら
結
ん
だ
磐
代
の
浜
松
の
枝

を
も
う
一
度
見
よ
う
と
言
っ
た
Ⅰ
の
有
間
皇
子
の
一
四
一
番
歌
を
受
け
た
問
い
か

け
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
え
る
の
が
Ⅲ
の
憶
良
の
追
和
歌
で
あ
る
。
一
句
目
「
鳥
翔

成
」
は
訓
読
が
定
ま
ら
な
い
。
が
、「
鳥
」「
翔
」「
成
」
字
そ
れ
ぞ
れ
の
『
万
葉

集
』
に
お
け
る
用
い
ら
れ
方
を
検
討
し
、「
鳥
」
は
「
ト
リ
」、「
成
」
は
「
ナ
リ
」、

そ
の
二
字
を
つ
な
ぐ
「
翔
（
ト
ブ
）」
を
略
訓
の
形
で
「
ト
」
と
訓
ん
で
、「
ト
リ

ト
ナ
リ
」
と
訓
読
し
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
二
重
写
し
に
す
る
憶
良
の
意
図
を
読
み

取
る
大
久
保
廣
行
氏）（
（

の
論
に
説
得
力
を
感
じ
る
。
憶
良
は
、
意
吉
麻
呂
歌
の
問
い

か
け
に
対
し
て
、
旅
の
途
中
で
命
を
落
と
し
、
故
郷
で
あ
る
都
に
還
っ
て
こ
な

か
っ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
有
間
皇
子
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
「
白

（
智
）
鳥
」
と
な
っ
て
飛
翔
し
た
よ
う
に
、
有
間
皇
子
も
鳥
と
な
っ
て
結
び
松
を

見
に
飛
ん
で
き
て
い
る
と
追
和
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

Ⅰ
の
一
四
一
番
歌
で
有
間
皇
子
が
松
を
結
ん
だ
と
い
う
磐
代
は
、『
日
本
書

紀
』
が
処
刑
の
地
だ
と
す
る
藤
白
坂
よ
り
も
、
紀
の
湯
に
近
い
。
都
を
起
点
に
す

る
と
、
藤
白
坂
を
通
り
、
磐
代
を
通
り
、
紀
の
湯
に
到
着
す
る
。「
真
幸
く
あ
ら

ば
ま
た
還
り
見
む
」
は
、「
幸
運
だ
っ
た
ら
再
び
還
っ
て
見
よ
う
」
と
い
う
意
で

あ
り
、
復
路
に
お
け
る
再
見
へ
の
希
望
で
あ
る
か
ら
、
磐
代
を
最
初
に
通
過
し
た

時
の
言
葉
だ
と
と
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
の
後
、
有
間
皇
子
が
処
刑
さ
れ
た
と

い
う
結
末
だ
け
を
知
り
、
処
刑
地
が
藤
白
坂
だ
と
さ
れ
る
こ
と
や
地
理
的
関
係
を

知
ら
な
い
で
、
こ
の
一
四
一
番
歌
を
読
む
と
、「
真
幸
く
あ
ら
ば
」
の
仮
定
形
は

切
実
に
響
く
。
こ
の
仮
定
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
知
り
、
磐
代
と
藤
白
坂
の
位
置

関
係
を
把
握
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
想
像
は
働
き
に
く
い
。
藤
白
坂
は
磐
代

よ
り
も
都
寄
り
に
位
置
す
る
た
め
、
有
間
皇
子
は
紀
の
湯
で
尋
問
を
受
け
た
後
、

藤
白
坂
で
処
刑
さ
れ
る
前
に
、
磐
代
を
も
う
一
度
通
り
、
希
望
通
り
結
び
松
を
見

ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
有
間
皇
子
が
も
う
一
度
結
び
松

が
見
ら
れ
た
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
や
、
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
同
情
は
、
詳
細
を
知
ら
な
い
者
の
想
像
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。

　

大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
時
は
、『
日
本
書
紀
』
が
完
成
す
る
約
二
十
年
前
で
あ
る
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か
ら
、
意
吉
麻
呂
た
ち
が
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
知
ら
な
く
て
も
お
か
し
く
は

な
い
。
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
有
間
皇
子
謀
反
事
件
は
、
既
に
約
四
十
年
が

経
っ
た
大
宝
元
年
と
い
う
「
現
代
」
に
お
い
て
は
、
生
々
し
く
リ
ア
ル
な
現
実
と

し
て
で
は
な
く
、「
歴
史
」
の
一
場
面
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
セ
ピ
ア
色
に
変

色
し
た
「
過
去
の
記
憶
」
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
追
憶
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
有
間
皇
子
は
、
紀
伊
国
へ
と
連
行
さ
れ
た
道
中
の
磐
代
で
松
を
結
び
、

無
事
の
帰
還
を
願
う
も
、
そ
の
松
を
見
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
還
ら
ぬ
人
と

な
っ
た
皇
子
だ
と
記
憶
さ
れ
、「
旅
か
ら
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
皇
子
」
と
し
て
形

象
化
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
形
象
化
さ
れ
た
要
因
の
一
つ
は
、
行
幸
先
へ
と
連
行
さ
れ
、
そ
の

道
中
で
処
刑
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
衝
撃
の
強
さ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想

像
さ
れ
る
。『
古
事
記
』
の
軽
太
子
の
如
く
流
刑
地
で
死
ん
だ
例
は
あ
る
。
し
か

し
、
行
幸
先
へ
連
行
さ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
処
刑
さ
れ
る
と
い
う
の
は
異
例
で
あ
り
、

強
い
衝
撃
と
と
も
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
有
間
皇
子
自
身
の
歌
だ
と
し
て
残
る
Ⅰ
の
二
首

が
、
ど
ち
ら
も
旅
の
道
中
の
歌
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
首
に
つ

い
て
は
、
実
作
説）（
（

、
仮
託
説）（1
（

、
斉
明
三
年
自
作
転
用
説）（（
（

な
ど
が
出
さ
れ
、
定
説
を

見
て
い
な
い
。
が
、
福
沢
健
氏）（1
（

が
論
じ
る
通
り
、
二
首
と
も
旅
の
安
全
を
祈
る
類

型
的
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
処
刑
を
前
に
し
た
本
人
の
実
作
と
す
る
に
は
い
さ

さ
か
切
迫
感
に
欠
け
る
。
第
三
者
の
仮
託
に
し
て
は
、
こ
の
事
件
の
固
有
性
が
全

く
見
ら
れ
ず
不
自
然
で
あ
る
。
死
を
覚
悟
し
た
有
間
皇
子
に
仮
託
す
る
な
ら
ば
、

も
っ
と
事
件
に
沿
っ
た
内
容
と
表
現
が
採
ら
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
一
四
一
番
歌

の
「
ま
幸
く
あ
ら
ば
」
と
い
う
仮
定
形
が
、
流
刑
地
へ
赴
く
穂
積
老
歌
（
③
二
八

八
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
考
え
も
あ
る
。
し
か
し
、
流
罪
は
遠

地
へ
の
追
放
で
は
あ
る
が
、
死
が
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
穂
積
老
歌

の
「
ま
幸
く
あ
ら
ば
」
は
、
遠
い
異
郷
に
旅
す
る
こ
と
へ
の
不
安
の
表
出
で
あ
る
。

一
四
一
番
歌
は
、
謀
反
事
件
に
限
定
さ
れ
た
固
有
の
歌
と
し
て
よ
り
も
、
安
全
を

祈
る
羈
旅
歌
の
一
般
と
し
て
解
す
る
方
が
、
合
理
的
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
四
二
番
歌
は
「
家
」
と
「
旅
」
を
対
比
的
に
配
置
す
る
羈
旅
歌
の
類
型
的
な
構

造
を
と
る
。「
磐
代
」
は
「
日
高
・
牟
婁
の
堺
で
、
異
郷
視
せ
ら
れ
て
居
た
熊
野

の
入
口
に
当
る
場
処）（1
（

」
だ
と
さ
れ
、「
古
代
の
岩
石
信
仰
に
発
し
て
『
磐
代
』
の

名
に
も
特
異
な
畏
敬
を
覚
え
て
、
道
の
神
に
対
し
て
草
結
び
や
松
が
枝
を
結
ぶ
習

俗
も
と
く
に
意
味
深
く
行
は
れ）（1
（

」
た
場
所
だ
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
斉
明
五
年
の
紀

伊
行
幸
に
同
行
し
た
中
皇
命
の
「
君
が
代
も
我
が
代
も
知
る
や
磐
代
の
岡
の
草
根

を
い
ざ
結
び
て
な
」（
①
一
〇
）
に
も
表
れ
て
い
る
。
一
四
一
番
も
一
四
二
番
も

磐
代
と
い
う
境
界
に
お
い
て
、
松
の
枝
を
結
び
、
神
饌
を
供
え
、
旅
の
安
全
を
祈

る
歌
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
首
が
有
間
皇
子
の
歌
と
し
て
残
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
間
皇
子
は
「
旅
の
皇
子
」
と
し
て
後
世
の
人
に
強
く
印

象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

Ⅱ
意
吉
麻
呂
も
Ⅲ
憶
良
も
Ⅳ
人
麻
呂
も
、
有
間
皇
子
が
結
び
松
を
見
ら
れ
な

か
っ
た
と
想
像
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
見
ら
れ
た
の
か
」
と
問
い
、「
今
ご
ろ
は

鳥
に
な
っ
て
見
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
言
う
。
磐
代
で
結
ん
だ
松
の
枝
を
「
ま
幸
あ

ら
ば
ま
た
還
り
見
む
」
と
祈
る
Ⅰ
有
間
皇
子
歌
が
起
点
と
な
り
、
旅
の
途
中
で
命

を
落
と
し
、
二
度
と
還
っ
て
来
な
か
っ
た
皇
子
と
し
て
有
間
は
形
象
化
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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五
、
さ
す
ら
う
有
間
皇
子

　

『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
、『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
る
有
間
皇
子
の
話
が
記
さ
れ

る
）
（1
（

。
孝
徳
天
皇
と
申
し
け
る
み
か
ど
、
位
を
さ
り
給
は
む
と
し
け
る
時
、
有
馬
の

皇
子
に
位
を
ゆ
づ
り
給
ふ
べ
き
を
、
え
た
も
つ
ま
じ
き
け
し
き
を
御
覧
じ
て

譲
り
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
怨
み
申
し
て
山
野
に
ゆ
き
ま
ど
ひ
給
ひ
て
、
岩
代

と
い
へ
る
所
に
い
た
り
て
松
の
え
だ
を
結
び
て
よ
み
給
へ
る
歌
な
り
。

　

孝
徳
天
皇
は
、
本
来
な
ら
皇
位
を
有
間
皇
子
に
譲
る
べ
き
な
の
だ
が
、
有
間
皇

子
は
天
皇
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
っ
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
有
間
皇
子
は
そ
の
こ

と
を
怨
み
、
山
野
を
放
浪
し
て
た
ど
り
着
い
た
岩
代
で
松
の
枝
を
結
ん
で
こ
の
歌

を
詠
ん
だ
の
だ
と
俊
頼
は
言
う
。
そ
の
後
の
紀
伊
行
幸
で
岩
代
の
結
び
松
や
浜
松

枝
の
た
む
け
草
が
詠
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
有
間
皇
子
が
「
ま
ど
ひ
あ
り
き

給
ふ
や
う
を
聞
き
て
世
の
人
あ
は
れ
が
り
申
し
け
り
」
と
言
う
。
こ
の
『
俊
頼
髄

脳
』
の
見
解
は
『
和
歌
童
蒙
抄
』
に
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
る
。
ま
た
『
綺

語
抄
』
で
は
、「
或
人
云
ふ
、
岡
本
天
皇
の
王
子
の
も
の
に
く
る
ひ
て
あ
り
き
給

け
る
が
、
伊
勢
国
の
い
は
し
ろ
と
い
ふ
所
の
松
を
、
い
ま
あ
る
き
め
ぐ
り
て
え
だ

見
む
と
て
む
す
び
お
き
給
へ
り
け
る
…
」
と
か
な
り
異
な
る
情
報
に
改
変
さ
れ
て

い
る
が
、
放
浪
す
る
有
間
皇
子
の
姿
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
。『
奥
義
抄
』
で
は

「
有
間
の
皇
子
世
を
う
ら
み
て
山
野
に
迷
ひ
あ
り
き
給
ひ
し
と
き
結
び
た
ま
へ
る

松
な
り
」
と
や
や
大
雑
把
な
も
の
と
な
っ
て
『
和
歌
色
葉
』
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引

き
継
が
れ
る
。『
袖
中
抄
』
で
は
、『
俊
頼
髄
脳
』『
綺
語
抄
』
の
記
載
を
列
挙
し
、

「
今
云
ふ
、
此
事
皆
以
て
証
拠
無
き
事
等
な
り
。
斉
明
天
皇
四
年
戊
午
十
月
紀
伊

国
温
泉
に
幸
し
、
有
間
皇
子
謀
反
し
て
磐
代
の
結
松
墓
に
誅
せ
ら
る
義
か
」
と
述

べ
、『
日
本
書
紀
』『
万
葉
集
』
に
基
づ
く
考
証
を
試
み
て
い
る
。
父
親
に
疎
ま
れ

て
放
浪
し
た
皇
子
だ
と
す
る
『
俊
頼
髄
脳
』、
狂
っ
て
放
浪
し
た
皇
子
だ
と
す
る

『
綺
語
抄
』、
世
を
う
ら
ん
で
放
浪
し
た
皇
子
だ
と
す
る
『
奥
義
抄
』『
和
歌
色

葉
』
と
い
う
よ
う
に
、
少
し
ず
つ
理
由
が
ず
れ
て
は
い
る
が
、「
放
浪
す
る
」
と

い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
。
顕
昭
は
先
行
す
る
歌
学
書
の
発
言
を
証
拠
が
な
い
と

し
て
否
定
し
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
よ
っ
て
「
謀
反
で
誅
殺
さ
れ
た
皇
子
」
だ

と
結
論
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
、「
放
浪
す
る
有
間
皇
子
」
像
が
平

安
後
期
に
は
確
か
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　

『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
父
親
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
怨
み
か
ら
放
浪
す

る
有
間
皇
子
像
」
か
ら
は
、『
古
事
記
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
連
想
さ
れ
る
。
有

間
皇
子
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
日
本

書
紀
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
父
で
あ
る
景
行
天
皇
に
と
っ
て
理
想
の
息
子
と
し
て

造
形
さ
れ
る
が
、『
古
事
記
』
で
は
景
行
天
皇
に
疎
ま
れ
、
西
へ
東
へ
と
征
討
の

旅
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
東
征
に
際
し
て
は
、
父
親
の
真
意
に
気
付
き
、
失
意
の

う
ち
に
出
発
す
る
。
そ
れ
を
引
き
ず
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
東
征
で
は
、
自
ら
の

知
略
に
よ
っ
て
奔
放
に
か
つ
力
強
く
勝
利
を
収
め
た
西
征
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、

草
薙
の
太
刀
や
弟
橘
姫
な
ど
の
力
を
借
り
て
の
辛
勝
を
繰
り
返
す
。
そ
し
て
そ
の

最
果
て
に
、
伊
吹
山
の
神
と
の
戦
い
で
失
敗
し
て
、
都
ま
で
あ
と
一
歩
の
所
ま
で

戻
っ
て
き
な
が
ら
、
帰
還
を
果
た
さ
ず
に
命
を
落
と
す
。
有
間
皇
子
と
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
は
、
旅
に
出
た
理
由
も
死
ん
だ
理
由
も
異
な
る
が
、
道
中
で
命
を
落
と
し
、
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都
に
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
と
も
う
一
点
、
有

間
皇
子
も
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
も
天
皇
の
皇
子
と
い
う
尊
貴
な
身
分
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
共
通
し
て
い
る
。
本
当
な
ら
、
二
人
と
も
放
浪
す
る
身
分
で
も
、
旅
先
で
死

ぬ
身
分
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
尊
い
身
分
で
あ
る
の
に
、
放
浪
の
末
に
道

中
で
死
ぬ
と
い
う
、
こ
の
落
差
が
衝
撃
と
な
る
。
こ
の
衝
撃
に
よ
っ
て
有
間
皇
子

は
時
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
の
混
同
も
生
じ
な
が
ら
、
典
型
的
な
貴
種
流
離
の
皇
子

と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
大
津
皇
子
と
山
辺
皇
女

　

『
日
本
書
紀
』
は
大
津
皇
子
の
謀
反
に
つ
い
て
、
天
武
朱
鳥
元
年
九
月
二
十
四

日
条
に
、
殯
宮
に
お
い
て
「
大
津
皇
子
、
皇
太
子
に
謀
反
す
」
と
の
一
文
を
記
し

た
後
、
持
統
天
皇
称
制
前
紀
に
入
っ
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

Ｆ
皇
子
大
津
の
謀
反
、
発
覚
す
。
皇
子
大
津
を
逮
捕
し
、
并
せ
て
皇
子
大
津
が

為
に
詿
誤
せ
ら
る
、
直
広
肆
八
口
朝
臣
音
橿
・
小
山
下
壱
伎
連
博
徳
と
、
大

舍
人
中
臣
朝
臣
臣
麻
呂
・
巨
勢
朝
臣
多
益
須
・
新
羅
沙
門
行
心
と
帳
内
礪
杵

道
作
ら
、
三
十
余
人
を
捕
む
。�

（
十
月
二
日
）

Ｇ
皇
子
大
津
に
訳
語
田
の
舎
に
て
死
を
賜
ふ
。
時
に
年
二
十
四
。
妃
皇
女
山
辺
、

被
髪
徒
跣
に
し
て
、
奔
り
赴
き
て
殉
ず
。
見
る
者
皆
歔
欷
く
。
皇
子
大
津
は
、

天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇
の
第
三
子
な
り
。
容
止
墻
岸
、
音
辞
俊
朗
に
し
て
、

天
命
開
別
天
皇
の
為
に
愛
せ
ら
る
。
長
ず
る
に
及
び
て
弁
く
才
学
有
り
、
尤

も
文
筆
を
愛
す
。
詩
賦
の
興
り
、
大
津
よ
り
始
ま
れ
り
。�

（
十
月
三
日
）

Ｈ
詔
し
て
曰
く
、「
皇
子
大
津
謀
反
す
。
詿
誤
さ
れ
た
る
吏
民
・
帳
内
は
已
む

こ
と
得
ず
。
今
、
皇
子
大
津
は
已
に
滅
び
ぬ
。
従
者
の
皇
子
大
津
に
坐
す
者

は
、
皆
赦
す
べ
し
。
但
し
、
礪
杵
道
作
は
伊
豆
に
流
せ
」
と
。
又
詔
し
て
曰

く
、「
新
羅
沙
門
行
心
、
皇
子
大
津
の
謀
反
に
与
せ
れ
ど
も
、
朕
、
加
法
す

る
に
忍
び
ず
。
飛
騨
国
の
伽
藍
に
徙
せ
」
と
。�

（
十
月
二
十
九
日
）

　

有
間
皇
子
謀
反
事
件
に
つ
い
て
は
、
謀
議
の
様
子
、
発
覚
に
至
る
経
緯
、
尋
問

の
受
け
答
え
な
ど
が
細
か
に
記
さ
れ
、
記
述
に
具
体
性
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
大

津
皇
子
謀
反
事
件
に
つ
い
て
は
謀
反
、
発
覚
、
賜
死
と
い
っ
た
「
出
来
事
」
は
記

さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
内
容
は
記
さ
れ
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
『
日
本
書
紀
』
は
、
Ｆ
で
連
座
者
の
人
数
に
つ
い
て
は
「
三
十
余

人
」
と
や
や
具
体
的
に
述
べ
る
と
同
時
に
、
壱
岐
博
徳
や
巨
勢
多
益
須
と
い
っ
た

錚
々
た
る
エ
リ
ー
ト
官
僚
を
含
む
主
要
メ
ン
バ
ー
の
名
前
を
具
体
的
に
記
す
。
さ

ら
に
は
、
大
津
皇
子
が
そ
れ
ら
の
加
担
者
を
「
詿
誤
」
し
た
と
い
う
認
識
を
示
す
。

こ
れ
は
、
Ｈ
の
持
統
天
皇
詔
の
「
詿
誤
さ
れ
た
る
吏
民
・
帳
内
」
と
も
共
通
す
る

認
識
で
あ
る
。
さ
ら
に
Ｇ
で
は
、
大
津
皇
子
が
聡
明
で
知
性
あ
ふ
れ
た
知
識
人
で

あ
っ
た
と
す
る
伝
を
付
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
知
識

人
で
あ
る
大
津
皇
子
が
、
自
ら
を
と
り
ま
く
多
く
の
知
識
人
を
詿
誤
し
て
加
担
さ

せ
、
徒
党
を
組
ん
で
国
家
転
覆
を
謀
っ
た
事
件
だ
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る）（1
（

。

　

Ｇ
の
「
妃
皇
女
山
辺
、
被
髪
徒
跣
」
に
つ
い
て
は
、『
後
漢
書
』
伏
皇
后
紀
の

「
妃
被
髪
徒
跣
」
が
、
河
村
秀
根
『
書
紀
集
解
』
に
よ
っ
て
典
拠
と
し
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
。「
妃
被
髪
徒
跣
」
は
、
伏
皇
后
が
曹
操
暗
殺
計
画
に
関
与
し
て
い
た
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こ
と
が
露
見
し
て
捕
え
ら
れ
、
連
行
さ
れ
て
夫
の
献
帝
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
時
の

姿
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
伏
皇
后
は
、「
被
髪
徒
跣
」
し
て
「
復
た
相
ひ
活

か
す
こ
と
能
は
ざ
る
や
」
と
献
帝
に
最
後
の
言
葉
を
か
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

献
帝
は
「
我
も
亦
た
命
の
何
時
に
在
る
か
を
知
ら
ず
」
と
答
え
る
。
伏
皇
后
は
そ

の
ま
ま
幽
閉
さ
れ
て
崩
御
す
る
。
実
質
的
権
力
を
曹
操
に
握
ら
れ
て
、
後
漢
末
期

の
政
治
的
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
献
帝
と
伏
皇
后
の
最
期
の
場
面
で
あ
る
。「
妃

被
髪
徒
跣
」
は
、
本
当
な
ら
皇
后
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
囚

わ
れ
の
身
と
な
っ
た
皇
后
の
哀
れ
で
悲
し
い
姿
を
表
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
死
の

間
際
ま
で
夫
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
望
み
、
夫
に
そ
の
気
持
ち
を
投
げ
か
け
た
妻

の
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
姿
と
し
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

　

謀
反
人
の
妃
と
、
曹
操
に
権
力
を
掌
握
さ
れ
た
皇
帝
の
后
と
で
は
、
現
実
的
に

は
立
場
が
全
く
異
な
る
。
ま
た
、「
被
髪
」
も
「
徒
跣
」
も
漢
籍
に
用
例
は
多
く
、

特
殊
な
語
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、「
被
髪
徒
跣
」
が
、
献
帝
・
伏
皇
后
と
、

大
津
皇
子
・
山
辺
皇
女
と
い
う
、
時
の
権
力
に
よ
っ
て
滅
亡
に
追
い
込
ま
れ
る
王

族
だ
と
い
う
点
に
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
夫
婦
の
最
期
に
共
通
し
て
用

い
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
注
目
さ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
、
伏
皇
后
紀
の

「
妃
被
髪
徒
跣
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
山
辺
皇
女
に
伏
皇
后
を
重
ね
合
わ
せ
、

政
治
的
闘
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
夫
に
殉
じ
た
皇
后
候
補
者
と
し
て
山
辺
皇
女
を
造

形
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

Ｇ
は
、
そ
の
山
辺
皇
女
の
殉
死
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、「
見
る
者
皆
歔
欷
く
」

と
述
べ
る
。
こ
の
「
見
者
皆
歔
欷
」
に
つ
い
て
も
、『
岩
波
大
系
』『
新
編
全
集
』

の
頭
注
な
ど
に
お
い
て
、
同
じ
く
『
後
漢
書
』
か
ら
何
皇
后
紀
の
「
坐
者
皆
歔

欷
」
が
典
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
董
卓
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
て
弘
農
王
と
さ

れ
た
少
帝
は
、
母
、
何
皇
太
后
の
崩
御
後
、
董
卓
の
乱
の
際
に
毒
殺
さ
れ
る
。
飲

ん
だ
ら
死
ぬ
と
分
か
っ
て
い
る
が
、
董
卓
の
強
要
を
避
け
ら
れ
な
い
と
悟
っ
た
弘

農
王
は
、
妻
で
あ
る
唐
姫
や
臣
下
と
別
れ
の
宴
を
開
き
、
唐
姫
に
惜
別
の
歌
を
贈

る
。
唐
姫
も
ま
た
舞
い
な
が
ら
弘
農
王
に
別
れ
の
歌
を
歌
い
、
涙
を
流
し
嗚
咽
す

る
。
そ
の
二
人
の
様
子
を
見
て
い
た
人
々
の
様
子
を
表
す
の
が
、「
坐
者
皆
歔

欷
」
で
あ
る
。

　

中
西
進
氏）（1
（

は
、
こ
の
何
皇
后
紀
の
「
坐
者
皆
歔
欷
」
よ
り
も
、『
後
漢
書
』
の

董
祀
妻
伝
に
掲
載
さ
れ
る
「
悲
憤
詩
」
中
の
句
「
観
者
皆
歔
欷
」
の
方
が
典
拠
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
。
董
祀
妻
は
蔡
邕
の
娘
で
あ
る
蔡
琰
（
文
姫
）
の
こ
と

で
あ
る
。
蔡
琰
は
匈
奴
に
嫁
し
た
が
、
曹
操
の
取
り
計
ら
い
で
取
り
戻
さ
れ
て
董

祀
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。「
悲
憤
詩
」
に
は
そ
の
生
涯
が
描
か
れ
、「
観
者
皆
歔

欷
」
は
匈
奴
を
離
れ
る
際
に
匈
奴
で
な
し
た
子
供
や
親
し
く
し
た
人
と
別
れ
を
惜

し
む
場
面
で
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
董
祀
に
嫁
し
た
蔡
琰
は
、
罪
を
犯
し
た

夫
董
祀
の
た
め
に
曹
操
の
も
と
に
出
か
け
、「
蓬
首
」
で
「
徒
行
叩
頭
」
し
て
許

し
を
請
う
。
曹
操
は
そ
の
罪
を
許
し
、
寒
い
だ
ろ
う
か
ら
と
頭
巾
、
履
、
襪
を
与

え
た
と
い
う
。
中
西
氏
は
、
蔡
琰
の
「
蓬
首
」
は
山
辺
皇
女
の
「
被
髪
」
と
重
な

り
合
い
、「
徒
行
叩
頭
」
し
て
夫
の
命
乞
い
に
来
て
「
履
」
が
与
え
ら
れ
た
と
い

う
蔡
琰
の
姿
は
、
山
辺
皇
女
の
「
徒
跣
」
と
重
な
り
合
う
と
し
、「
書
紀
執
筆
者

の
意
図
は
、
董
祀
同
様
、
大
津
の
罪
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。

　

中
西
氏
の
論
は
と
て
も
面
白
い
。「
観
者
皆
歔
欷
」
は
確
か
に
「
坐
者
皆
歔

欷
」
よ
り
も
「
見
者
皆
歔
欷
」
に
更
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、
中
西
氏
が
も
う
一

つ
の
論
拠
と
す
る
「
徒
行
叩
頭
」「
蓬
首
」
し
て
夫
の
命
乞
い
を
す
る
蔡
琰
の
姿
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は
、「
観
者
皆
歔
欷
」
が
用
い
ら
れ
る
場
面
と
は
別
の
場
面
で
描
か
れ
て
お
り
、

直
接
的
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
ま
た
、
董
祀
と
皇
族
で
あ
る
大
津
皇
子
と
で
は
立

場
が
違
い
す
ぎ
る
こ
と
も
考
え
併
せ
る
と
、「
観
者
皆
歔
欷
」
を
直
接
の
典
拠
と

す
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
。『
陳
書
』
呉
明
徹
伝
に
も
、「
見
る
者
皆
歔
欷
く
、
仰

ぎ
視
る
こ
と
能
は
ず
」
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
と
完
全
に
一
致
す
る
例
は
あ
る
が
、

王
琳
と
い
う
軍
人
が
捕
え
ら
れ
た
時
の
部
下
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

「
歔
欷
」
は
漢
籍
で
様
々
な
文
脈
に
多
用
さ
れ
る
一
般
的
な
語
で
あ
り
、
何
か
一

つ
を
典
拠
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、『
後
漢
書
』
に
お
い
て
何
皇
后
紀
と
伏
皇
后
紀
は
前
後
で
連
続
し
て
置

か
れ
て
お
り
、
か
つ
「
妃
山
辺
皇
女
、
被
髪
徒
跣
」
が
『
後
漢
書
』
伏
皇
后
紀
の

「
妃
被
髪
徒
跣
」
を
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
言

え
ば
、「
見
者
皆
歔
欷
」
に
つ
い
て
も
、
伏
皇
后
紀
に
連
続
す
る
何
皇
后
紀
の

「
坐
者
皆
歔
欷
」
の
「
歔
欷
」
に
触
発
さ
れ
て
用
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

だ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
、
伏
皇
后
紀
の
「
妃
被
髪
徒
跣
」
を
典
拠
と

す
る
こ
と
で
、
自
ら
も
天
皇
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
が
、
時
の
権
力
者
に

よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
皇
族
大
津
皇
子
の
妻
と
し
て
山
辺
皇
女
を
造
形
し
た
。
そ
し

て
、
何
皇
后
紀
に
お
け
る
唐
姫
と
弘
農
王
の
最
期
の
悲
し
さ
を
演
出
す
る
「
坐
者

皆
歔
欷
」
に
学
び
、
山
辺
皇
女
の
死
を
同
情
的
に
描
き
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
さ
れ
る
。

　

Ｇ
の
大
津
皇
子
小
伝）（1
（

は
『
日
本
書
紀
』
で
は
唯
一
と
な
る
異
例
の
皇
子
伝
で
あ

る
上
に
、
謀
反
人
の
大
津
皇
子
を
高
い
才
能
の
持
つ
主
と
し
て
讃
美
す
る
と
い
う
、

国
家
の
歴
史
書
と
し
て
は
い
さ
さ
か
非
常
識
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
謀
反
人
と

し
て
大
津
皇
子
を
記
述
す
る
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
異
例
で
非
常
識
と
も

言
え
る
伝
を
あ
え
て
書
き
記
し
た
と
こ
ろ
に
、
大
津
皇
子
を
知
識
人
と
し
て
称
揚

し
よ
う
と
す
る
編
者
の
意
識
が
窺
わ
れ
る
。
自
身
も
ま
た
知
識
人
で
あ
る
『
日
本

書
紀
』
の
編
者
は
、
大
津
皇
子
謀
反
事
件
を
、
自
分
た
ち
と
同
じ
知
識
人
が
起
こ

し
、
権
力
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
事
件
と
し
て
認
識
し
、
大
津
皇
子
の
死
を
自
分

た
ち
と
同
類
で
あ
る
知
識
人
の
死
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
常
に
国

家
権
力
と
対
峙
せ
ね
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
の
が
知
識
人
で
あ
る
。
大
津
皇
子

謀
反
事
件
は
、『
日
本
書
紀
』
の
編
者
に
と
っ
て
他
人
ご
と
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

七
、
理
想
の
持
統
天
皇

　

Ｈ
の
持
統
天
皇
の
詔
は
、
大
津
皇
子
の
み
を
首
謀
者
と
し
て
断
罪
し
、
ほ
ぼ
全

て
の
加
担
者
を
赦
免
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
大
津
皇
子
謀
反
事

件
は
持
統
天
皇
の
謀
略
だ
っ
た
と
す
る
見
解
は
今
も
な
お
根
強
い
。
し
か
し
、
た

と
え
現
実
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
日
本
書
紀
』
の
編
述
は
持
統
天
皇
を

謀
略
者
と
し
て
造
形
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
は
い
な
い
。

　

持
統
の
詔
は
河
村
秀
根
『
書
紀
集
解
』
が
指
摘
す
る
『
漢
書
』
景
帝
紀
の
詔
に

酷
似
す
る）（1
（

。
試
み
に
原
文
で
並
べ
て
み
よ
う
。

　

持
統
詔�

「
皇
子
大
津
謀
反
。
①
詿
誤
吏
民
、
帳
内
不
得
已
。
②
今
皇
子
大
津
已

滅
。
③
従
者
当
坐
皇
子
大
津
者
、
皆
赦
之
。
但
、
礪
杵
道
作
流
伊
豆
。」

「
新
羅
沙
門
行
心
、
④
与
皇
子
大
津
謀
反
、
朕
不
忍
加
法
。
徙
飛
騨
国

伽
藍
。」
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景
帝
詔�

「
呉
王
濞
等
為
逆
、
起
兵
相
脅
、
①
詿
誤
吏
民
、
吏
民
不
得
已
。
②
今

濞
等
已
滅
。
③
吏
民
当
坐
濞
等
及
逋
逃
軍
者
、
皆
赦
之
。
楚
元
王
子
蓺

等
、
④
与
濞
等
為
逆
、
朕
不
忍
加
法
、
除
其
籍
、
毋
令
汙
宗
室
。」

　

景
帝
の
詔
は
、
呉
楚
七
国
の
乱
を
平
定
し
た
後
に
、
加
担
者
た
ち
の
処
遇
を
通

達
す
る
も
の
で
あ
る
。
傍
線
部
は
、
①
加
担
者
は
首
謀
者
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
、

②
首
謀
者
は
滅
ん
だ
、
③
加
担
者
は
皆
赦
す
、
④
一
部
、
処
罰
す
る
に
忍
び
な
い

加
担
者
が
お
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
途
処
断
す
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
加
担
者
を
首
謀
者
に
だ
ま
さ
れ
た
者
と
見
な
し
、
皆
赦
そ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
加
担
者
に
甘
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
た
く
な
る
詔
で
あ
る

が
、
漢
籍
で
は
こ
の
よ
う
な
詔
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。「
其
の
吏
、
桀
等
の

詿
誤
す
る
所
と
為
る
。
未
だ
発
覚
せ
ず
し
て
在
る
吏
は
、
其
の
罪
を
除
け
」（『
漢

書
』
昭
帝
紀
）、「
諸
、
霍
氏
の
詿
誤
す
る
所
と
為
る
。
未
だ
発
覚
せ
ず
し
て
在
る

吏
は
、
皆
、
之
を
赦
除
せ
よ
」（『
漢
書
』
宣
帝
紀
）
な
ど
、
加
担
者
を
首
謀
者
に

「
詿
誤
」
さ
れ
た
立
場
と
見
な
し
て
赦
免
す
る
と
い
う
の
は
、
反
乱
平
定
後
に
出

さ
れ
る
詔
の
定
型
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
配
下
に
あ
る
人
間
の
生
殺

与
奪
を
握
る
権
力
と
、
大
き
な
徳
と
を
持
ち
合
わ
せ
た
理
想
の
皇
帝
像
が
創
ら
れ

る
。

　

持
統
の
詔
は
、
景
帝
の
詔
と
傍
線
部
が
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。『
日
本

書
紀
』
編
者
が
持
統
詔
を
記
す
に
あ
た
っ
て
景
帝
の
詔
を
下
敷
き
に
し
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
持
統
の
詔
は
、
漢
籍
に
お
け
る
反
乱
平
定
後
の
皇
帝
の

詔
の
定
型
に
沿
っ
て
置
か
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
従
っ
て
、『
日
本
書
紀
』

の
編
者
の
意
図
は
、
持
統
天
皇
を
中
国
の
皇
帝
に
な
ぞ
ら
え
て
、
理
想
の
天
皇
と

し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
呉
楚
七
国
の
乱
が
、
漢
の
宗
室
で
あ
る
劉
氏
の
内
乱
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
合
わ
せ
れ
ば
、
大
津
皇
子
謀
反
事
件
を
皇
室
の
内
乱
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ

を
平
定
し
、
よ
り
強
固
な
権
力
を
掌
握
し
て
国
家
統
治
に
望
む
、
強
く
て
慈
悲
深

い
理
想
の
天
皇
と
し
て
持
統
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
意
図
が
編
者
に
は
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
量
さ
れ
る）11
（

。

　

『
日
本
書
紀
』
は
、
謀
反
を
起
こ
し
た
大
津
皇
子
を
才
能
あ
ふ
れ
る
知
識
人
で

あ
り
、
そ
の
才
能
か
ら
す
れ
ば
十
分
に
統
治
者
に
な
れ
る
皇
子
だ
っ
た
と
評
価
し

て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
、
大
津
皇
子
謀
反
事
件
を
、
自
分
た
ち
と
同

じ
知
識
人
が
起
こ
し
て
滅
ん
だ
事
件
と
し
て
認
識
し
、
才
能
あ
ふ
れ
る
知
識
人
の

滅
亡
を
悼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
持
統
天
皇
に
対
し
て
は
、
知

識
人
が
起
こ
し
た
内
乱
を
見
事
に
平
定
し
た
理
想
の
天
皇
だ
と
評
価
し
て
い
る
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
よ
り
一
層
強
固
な
権
力
を
握
っ
た
持
統
天
皇
の
御
代
が
始
ま
る
、

そ
の
よ
う
な
歴
史
観
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

八
、『
万
葉
集
』
の
大
津
皇
子
─
女
性
に
愛
さ
れ
る
皇
子
─

　

『
万
葉
集
』
が
描
く
大
津
皇
子
謀
反
事
件
に
は
、
有
間
皇
子
謀
反
事
件
に
は
登

場
し
な
か
っ
た
姉
や
恋
人
と
い
っ
た
女
性
陣
が
登
場
す
る
。

Ⅴ　
�

大
津
皇
子
、
竊
か
に
伊
勢
神
宮
に
下
り
て
上
り
来
る
時
に
、
大
伯
皇
女
の

御
作
り
に
な
る
歌
二
首

吾
が
背
子
を
倭
へ
遣
る
と
さ
夜
更
け
て
鶏
鳴
露
に
吾
が
立
ち
濡
れ
し

�

（
②
一
〇
五
）
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一
五

二
人
行
け
ど
去
き
過
ぎ
難
き
秋
山
を
如
何
に
か
君
が
独
り
越
ゆ
ら
む

�

（
一
〇
六
）

Ⅵ　

大
津
皇
子
、
石
川
郎
女
に
贈
る
御
歌
一
首

あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹
待
つ
と
吾
立
ち
濡
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に

�

（
一
〇
七
）

　

石
川
郎
女
、
和
し
奉
る
歌
一
首

吾
を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を

�

（
一
〇
八
）

Ⅶ　

�

大
津
皇
子
、
竊
か
に
石
川
女
郎
に
婚
ふ
時
、
津
守
連
通
其
の
事
を
占
へ
露

し
て
、
皇
子
の
御
作
り
に
な
る
歌
一
首　
未
詳

大
船
の
津
守
が
占
に
告
ら
む
と
は
ま
さ
し
に
知
り
て
我
が
二
人
宿
し

�

（
一
〇
九
）

日
並
皇
子
尊
、
石
川
女
郎
に
贈
る
御
歌
一
首　
女
郎
、
字
を
大
名
児
と
曰
ふ

大
名
児
を
彼
方
野
辺
に
苅
る
草
の
束
の
間
も
吾
忘
れ
め
や�

（
一
一
〇
）

Ⅷ　

�

大
津
皇
子
死
を
被
り
し
時
、
磐
余
池
の
陂
に
し
て
涕
を
流
し
て
御
作
り
に

な
る
歌
一
首

百
伝
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む�（
③
四
一
六
）

Ⅸ　

�

大
津
皇
子
薨
り
ま
し
し
後
、
大
来
皇
女
伊
勢
斎
宮
よ
り
京
に
上
り
来
し
時

に
御
作
り
に
な
る
歌
二
首

神
風
の
伊
勢
の
国
に
も
あ
ら
ま
し
を
何
し
か
来
け
む
君
も
あ
ら
な
く
に

�

（
②
一
六
三
）

見
ま
く
欲
り
吾
が
す
る
君
も
あ
ら
な
く
に
何
し
か
来
け
む
馬
疲
る
る
に

�

（
一
六
四
）

大
津
皇
子
の
屍
を
葛
城
の
二
上
山
に
移
し
葬
り
し
時
、
大
来
皇
女
哀
傷
し

て
御
作
り
に
な
る
歌
二
首

う
つ
そ
み
の
人
な
る
吾
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
い
ろ
せ
と
吾
が
見
む

�

（
一
六
四
）

磯
の
上
に
生
ふ
る
馬
酔
木
を
手
折
ら
め
ど
視
す
べ
き
君
が
あ
り
と
言
は
な
く

に�

（
一
六
六
）

　

Ⅴ
と
Ⅸ
に
は
姉
大
伯
皇
女
が
登
場
す
る
。
Ⅴ
で
は
、
人
目
を
避
け
て
斎
宮
ま
で

会
い
に
来
た
弟
を
倭
へ
送
り
返
す
際
に
、
道
中
を
心
配
し
て
夜
半
か
ら
暁
ま
で
立

ち
尽
く
し
て
い
た
姉
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
Ⅸ
で
は
、
大
津
皇
子
が
死
ん
だ
後
の

大
伯
皇
女
が
描
か
れ
る
。
斎
宮
を
解
任
さ
れ
て
上
京
し
、
弟
の
不
在
に
対
す
る
悲

し
み
と
徒
労
感
と
を
吐
露
し
、
弟
が
移
葬
さ
れ
た
二
上
山
を
弟
だ
と
思
っ
て
見
る

意
志
を
詠
出
す
る
。
大
津
皇
子
か
ら
の
歌
が
な
い
た
め
、
大
伯
皇
女
が
一
方
的
に

弟
を
思
う
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
弟
の
行
く
末
を
見
通
し
な
が

ら
、
な
す
術
も
な
く
、
都
に
戻
っ
て
き
た
時
に
は
全
て
が
終
り
、
死
ん
だ
弟
の
不

在
を
嘆
く
し
か
な
い
。
移
葬
さ
れ
た
二
上
山
を
弟
だ
と
思
っ
て
見
よ
う
と
思
う
が
、

い
く
ら
二
上
山
を
見
た
っ
て
、
二
上
山
は
弟
で
は
な
い
。
弟
の
不
在
を
再
確
認
さ

せ
ら
れ
る
ば
か
り
だ
と
い
う
姉
の
姿
が
、
姉
の
独
白
に
よ
っ
て
描
か
れ
る）1（
（

。

　

Ⅵ
と
Ⅶ
で
は
、「
石
川
郎
女
（
女
郎
）」
を
め
ぐ
る
草
壁
皇
子
と
の
対
立
が
描
か

れ
る
。
Ⅴ
か
ら
の
連
続
性
を
考
え
る
と
、
姉
の
心
配
を
よ
そ
に
、
皇
太
子
が
思
い

を
寄
せ
る
女
性
と
秘
か
に
恋
愛
す
る
奔
放
な
大
津
皇
子
像
が
描
か
れ
る
。

　

「
山
の
し
づ
く
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
交
わ
さ
れ
る
Ⅵ
の
一
〇
七
番
歌
と
一

〇
八
番
歌
で
は
、
人
目
を
避
け
て
山
で
逢
い
引
き
し
よ
う
と
す
る
も
、
石
川
郎
女



有
間
皇
子
と
大
津
皇
子
（
土
佐
朋
子
）

一
六

が
現
わ
れ
ず
、
大
津
皇
子
が
待
ち
ぼ
う
け
を
食
わ
さ
れ
た
と
い
う
状
況
が
描
か
れ

る
。
三
十
一
文
字
と
い
う
限
ら
れ
た
字
数
の
中
で
、
大
津
皇
子
歌
（
一
〇
七
）
は

「
山
の
し
づ
く
」
を
二
回
も
用
い
て
「
君
を
待
っ
て
濡
れ
た
ん
だ
」
と
必
死
で
訴

え
る
。
石
川
郎
女
歌
（
一
〇
八
）
は
、
そ
の
「
山
の
し
づ
く
」
を
受
け
取
っ
て
、

「
そ
の
あ
な
た
が
濡
れ
た
っ
て
い
う
山
の
し
づ
く
に
な
り
た
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、

な
れ
な
く
て
残
念
だ
っ
た
わ
」
と
返
す
。
大
津
皇
子
の
体
に
く
っ
つ
い
た
と
い
う

「
山
の
し
づ
く
」
に
な
り
た
い
と
い
う
所
に
媚
態
を
漂
わ
せ
な
が
ら
も
、「
山
の

し
づ
く
に
濡
れ
た
、
濡
れ
た
」
と
訴
え
る
大
津
皇
子
に
対
し
て
、「
は
い
は
い
、

分
か
っ
た
わ
よ
」
と
軽
く
あ
し
ら
う
よ
う
な
響
き
も
持
ち
合
わ
せ
る
歌
で
あ
る
。

山
で
の
逢
い
引
き
と
い
う
状
況
に
事
態
の
異
常
さ
を
見
る
む
き
も
あ
る）11
（

。
し
か
し
、

こ
の
二
首
の
表
現
は
、
贈
歌
の
仕
掛
け
（
こ
の
場
合
「
山
の
し
づ
く
」）
に
当
意

即
妙
に
反
応
し
て
、
機
知
に
富
ん
だ
歌
で
答
え
る
と
い
う
、
宴
席
に
お
け
る
贈
答

歌
の
典
型
的
表
現
で
あ
る
。
謀
反
を
前
に
し
た
緊
迫
感
や
深
刻
さ
を
表
す
要
素
は

見
当
ら
な
い
。
む
し
ろ
宴
席
に
お
い
て
「
山
の
し
づ
く
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

「
人
目
を
忍
ぶ
恋
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
披
露
さ
れ
た
贈
答
歌
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

大
津
皇
子
と
石
川
郎
女
の
恋
愛
関
係
も
、「
山
で
の
逢
い
引
き
」
と
い
う
状
況
も
、

テ
ー
マ
に
あ
わ
せ
て
仮
構
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
Ⅵ
の
一
〇
七
・
一
〇
八
の
贈
答
歌
も
、
続
く
Ⅶ
の
一
〇

九
番
歌
と
一
一
〇
番
歌
と
読
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
謀
反
に
関
連
し
た
深

刻
な
三
角
関
係
を
物
語
る
歌
に
変
貌
す
る）11
（

。
一
〇
九
番
歌
で
は
、
津
守
通
と
い
う

陰
陽
師
に
よ
っ
て
石
川
女
郎
と
大
津
皇
子
の
密
通
が
暴
露
さ
れ
、
一
一
〇
番
歌
で

は
石
川
女
郎
は
草
壁
皇
子
が
思
い
を
寄
せ
る
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
皇
位
継
承
上
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
草
壁
皇
子
と
大

津
皇
子
が
、
石
川
郎
女
（
女
郎
）
を
め
ぐ
る
敵
同
士
だ
っ
た
こ
と
が
物
語
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
石
川
郎
女
（
女
郎
）
に
選
ば
れ
た
の
は
草
壁
皇
子
で
は

な
く
、
大
津
皇
子
で
あ
っ
た
。
皇
太
子
か
ら
女
性
を
奪
う
大
津
皇
子
像
が
描
か
れ

る
。

　

Ⅵ
の
一
〇
七
・
一
〇
八
番
歌
で
大
津
皇
子
と
贈
答
歌
を
交
わ
し
た
「
石
川
郎

女
」
が
、
Ⅶ
の
一
〇
九
・
一
一
〇
番
で
は
「
石
川
女
郎
」
と
な
っ
て
い
る
。「
石

川
郎
女
」
と
「
石
川
女
郎
」
は
同
一
人
物
だ
と
考
え
な
い
と
文
脈
が
成
り
立
た
な

い
。『
万
葉
集
』
の
編
者
は
、
そ
の
つ
も
り
で
Ⅵ
と
Ⅶ
を
配
列
し
た
は
ず
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
中
に
登
場
す
る
「
郎
女
」
と
「
女
郎
」
の
つ
く
女
性
が
、
混
同
さ
れ

ず
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る）11
（

こ
と
を
考
え
る
と
、『
万
葉
集
』
編
者
の
誤
記
で
あ

る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
む
し
ろ
『
万
葉
集
』
の
編
者
が
原
資
料
に
忠
実
に
表

記
し
た
結
果
生
じ
た
相
違
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
Ⅵ
と
Ⅶ
は
、

別
々
の
資
料
か
ら
抜
き
出
さ
れ
て
、『
万
葉
集
』
上
で
初
め
て
連
結
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
Ⅵ
は
大
津
皇
子
と
「
石
川
郎
女
」
の
贈
答
歌
を
掲
載
す
る
資
料

か
ら
、
Ⅶ
は
「
石
川
女
郎
」
を
め
ぐ
る
二
皇
子
の
歌
を
掲
載
す
る
資
料
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
抜
き
出
さ
れ
て
『
万
葉
集
』
に
配
列
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

Ⅶ
の
「
石
川
女
郎
」
は
、
巻
二
相
聞
部
の
一
二
六
～
一
二
九
番
歌
に
お
い
て
、

大
伴
田
主
と
大
伴
宿
奈
麻
呂
と
い
う
兄
弟
の
両
方
に
言
い
寄
っ
た
老
女
と
し
て
登

場
し
、
一
二
九
番
歌
の
題
詞
に
お
い
て
「
大
津
皇
子
宮
侍
石
川
女
郎
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
伴
氏
の
二
人
の
兄
弟
両
方
に
恋
慕
し
た
老
女
「
石

川
女
郎
」
と
、
皇
位
を
争
っ
た
二
人
の
皇
子
と
三
角
関
係
に
あ
っ
た
「
石
川
女

郎
」
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。「
石
川
女
郎
」
は
、
若
か
り
し
頃
に
大
津
皇
子
と

草
壁
皇
子
の
両
方
に
愛
さ
れ
、
老
い
て
は
大
伴
田
主
と
大
伴
宿
奈
麻
呂
の
両
方
に
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一
七

言
い
寄
っ
た
、
派
手
な
男
性
遍
歴
を
持
つ
女
性
と
し
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）11
（

。
Ⅶ
が
掲
載
さ
れ
た
原
資
料
は
、「
石
川
女
郎
」
を

主
人
公
と
し
た
物
語
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
万
葉
集
』
の
編
者

は
、
そ
の
「
石
川
女
郎
」
の
物
語
の
中
の
「
石
川
女
郎
」
を
め
ぐ
る
二
皇
子
の
歌

（
Ⅶ
）
を
、
宴
席
歌
と
し
て
残
っ
て
い
た
「
山
の
し
づ
く
」
を
め
ぐ
る
大
津
皇
子

と
石
川
郎
女
の
贈
答
歌
（
Ⅵ
）
の
後
に
配
列
し
、
謀
反
の
裏
に
あ
っ
た
三
角
関
係

を
物
語
る
四
首
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

『
万
葉
集
』
の
大
津
皇
子
は
、
姉
か
ら
の
愛
情
を
一
身
に
受
け
、
石
川
郎
女

（
女
郎
）
の
心
を
草
壁
皇
子
か
ら
奪
う
。「
女
性
に
愛
さ
れ
る
男
」
と
し
て
造
形

さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
あ
っ
た
山
辺
皇
女
の
殉
死
も
、『
日
本
書
紀
』
が

そ
れ
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
妃
に
思
慕
さ
れ
る
大
津
皇

子
像
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
Ⅷ
の
死
を
前
に
し
て
「
磐
余
の
池
に
鳴

く
鴨
を
見
」
る
大
津
皇
子
に
も
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
あ
て
は
め
た
く
な
る
。

「
鴨
」
は
、「
水
鴨
な
す
二
人
並
び
居
」（
③
四
六
六
・
大
伴
家
持
）、「
軽
の
池
の

浦
廻
行
き
廻
る
鴨
す
ら
に
玉
藻
の
上
に
ひ
と
り
寝
な
く
に
」（
③
三
九
〇
・
紀
皇

女
）、「
鴨
す
ら
も
妻
と
た
ぐ
ひ
て
」（
⑮
三
六
二
五
）
の
よ
う
に
、
雌
雄
一
対
で

い
る
習
性
か
ら
仲
睦
ま
じ
い
男
女
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
動
物
の
鳴
き
声

は
愛
し
い
人
を
呼
ぶ
声
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
鴨
の
声
も

「
沖
辺
に
は
鴨
妻
喚
ば
ひ
」（
③
二
五
七
・
鴨
足
人
）
と
い
う
よ
う
に
妻
を
呼
ぶ

声
と
し
て
聞
か
れ
る
。
大
津
皇
子
歌
の
「
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
」
も
、
鳴
く
鴨
に

恋
人
を
呼
ぶ
姿
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

有
間
皇
子
の
場
合
は
、
そ
の
末
期
の
目
に
映
っ
た
も
の
は
結
び
松
だ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
大
津
皇
子
の
場
合
は
、
そ
の
末
期
の
目
に
映
っ
た
も
の
は
鳴
く
鴨

だ
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
想
像
が
後
世
の
人
々
の
間
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
さ
れ
る）11
（

。
そ
の
想
像
を
喚
起
し
た
の
は
、
姉
大
伯
（
来
）
皇
女
の
歌
や
石
川

郎
女
（
女
郎
）
を
め
ぐ
る
歌
か
ら
創
り
上
げ
ら
れ
た
、
女
性
に
愛
さ
れ
る
大
津
皇

子
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

『
万
葉
集
』
の
大
津
皇
子
は
、
た
だ
で
さ
え
も
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し

て
い
る
皇
太
子
と
、
女
性
を
め
ぐ
っ
て
も
対
立
す
る
と
い
う
危
険
を
冒
す
。
そ
し

て
、
斎
宮
と
い
う
立
場
に
あ
り
、
俗
世
の
し
が
ら
み
を
絶
っ
て
神
に
仕
え
る
べ
き

姉
を
、
俗
世
に
ひ
き
ず
り
戻
す
こ
と
に
な
っ
た
。
自
由
奔
放
、
大
胆
不
敵
な
性
格

で
、
社
会
の
秩
序
よ
り
も
自
ら
の
欲
望
を
優
先
さ
せ
る
こ
の
大
津
皇
子
像
に
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
な
、
知
識
人
に
囲
ま
れ
、
礼
儀
を
重
ん
じ
る
硬
派
な
エ

リ
ー
ト
皇
族
と
し
て
の
要
素
は
見
当
ら
な
い
。『
万
葉
集
』
は
、
社
会
的
規
範
や

常
識
よ
り
も
自
ら
の
情
を
最
優
先
さ
せ
る
性
格
で
、
そ
れ
が
も
と
で
命
を
落
と
す

こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
そ
の
危
う
さ
が
女
性
の
心
を
捉
え
る
魅
力
と
も
な
る
、

大
津
皇
子
の
こ
と
を
そ
の
よ
う
な
皇
子
と
し
て
造
形
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

〔
注
〕

（
（
）�『
日
本
書
紀
』
古
訓
に
、「
黠
賊
也
」（
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
十
一
月
条
）

は
「
サ
ト
キ
ア
ダ
ナ
リ
」、「
性
黠
」（
斉
明
天
皇
三
年
九
月
条
）
は
「
ヒ
ト
ト
ナ

リ
サ
ト
リ
テ
／
サ
ト
シ
」
と
い
う
よ
う
に
、「
サ
ト
シ
」
と
あ
る
。「
サ
ト
シ
」
の

訓
は
、
例
え
ば
『
私
記
（
丙
本
）』
に
「
天
皇
生
而
明
達
」（
神
武
紀
）
の
「
明

達
」
に
「
佐
止
師
」
と
も
見
え
る
。『
時
代
別
』
の
「
さ
と
し
」
の
項
目
に
は
、

「
物
事
に
敏
感
で
、
理
解
や
判
断
が
早
く
、
す
ぐ
れ
て
い
る
。
サ
カ
シ
に
近
い
。

…
『
黠
賊
』
の
訓
に
よ
れ
ば
、
わ
る
が
し
こ
い
、
こ
ざ
か
し
い
の
意
も
あ
っ
た
も



有
間
皇
子
と
大
津
皇
子
（
土
佐
朋
子
）

一
八

の
か
」
と
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
「
さ
か
し
」
の
語
義
を
『
時
代
別
』
は
「
賢
明

で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。『
岩
波
大
系�

日
本
書
紀
』
に
は
、「
古
訓
に
は
ワ
ル
ガ

シ
コ
イ
意
は
見
当
ら
な
い
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。『
新
編
全
集
』
は
神
武
紀
の

「
黠
賦
也
」
に
つ
い
て
は
、「『
新
撰
字
鏡
』
に
『
黠
、
慧
也
。
佐
加
志
』
と
あ

る
」
と
し
て
、「
黠さ
か

し
き
賦
な
り
」
と
訓
む
。「
黠
」
の
字
義
と
、「
サ
ト
シ
」
の

古
訓
の
間
に
は
ず
れ
が
あ
り
、「
黠
」
字
に
対
す
る
理
解
に
つ
い
て
は
改
め
て
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（
）�「
陽
狂
」
に
つ
い
て
は
、
矢
嶋
美
都
子
『
佯
狂
─
古
代
中
国
人
の
処
世
術
』（
汲
古

選
書
、
二
〇
一
三
年
）、
中
西
進
『
狂
の
精
神
史
』（
講
談
社
文
庫
、
一
九
八
七

年
）
な
ど
参
照
。

（
（
）�和
田
萃
氏
が
「
万
葉
挽
歌
の
世
界
」（
岸
俊
男
他
編
『
日
本
の
古
代�

別
巻�

日
本

人
と
は
何
か
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
七
年
）
に
お
い
て
、
有
間
皇
子
は
「
斉
明
を

『
天
』
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
事
件
の
真
の
策
謀
者
」
が
「
斉
明
天
皇
」
で
あ
る

こ
と
を
「
指
摘
」
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
但
し
、
和
田
氏
は
、
現
実
に
有
間

皇
子
を
陥
れ
よ
う
と
策
謀
し
た
の
が
斉
明
天
皇
だ
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、

本
稿
は
、『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
そ
の
よ
う
に
推
察
す
る
有
間
皇
子
像
を
造
形

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
違
っ
て
い
る
。

（
（
）�皇
極
天
皇
元
年
十
月
条
と
同
二
年
二
月
条
に
、
季
節
に
合
わ
な
い
政
令
を
行
っ
て

災
い
を
起
こ
し
た
と
す
る
、『
礼
記
』
月
令
に
基
づ
く
異
変
記
事
が
あ
る
。
こ
れ

も
皇
極
天
皇
の
能
力
の
低
さ
を
指
摘
し
て
い
る
と
も
読
め
、『
日
本
書
紀
』
の
編

者
が
重
祚
し
た
女
帝
に
対
し
て
、
一
貫
し
て
批
判
的
な
評
価
を
し
て
い
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。

（
（
）�中
西
進
「
磐
代
に
て
」（『
中
西
進�

万
葉
論
集�

第
八
巻�

山
上
憶
良
』
講
談
社
、
一

九
九
六
年
）
な
ど
。

（
（
）�伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
』（
集
英
社
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

（
（
）�村
瀬
憲
夫
「
岩
代
の
追
和
歌
」（『
紀
伊
万
葉
の
研
究
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
五
年
）。

（
（
）�大
久
保
廣
行
「『
鳥
翔
成
』
考
」（『
筑
紫
文
学
圏
論�

山
上
憶
良
』
笠
間
叢
書
、
一

九
九
七
年
）。

（
（
）�阪
下
圭
八
「
真
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む
」（『
初
期
万
葉
』
平
凡
社
、
一
九

七
八
年
）
な
ど
。

（
（0
）�山
本
健
吉
・
池
田
弥
三
郎
『
万
葉
百
歌
』（
中
公
新
書
、
一
九
六
三
年
）
な
ど
。

（
（（
）�露
木
悟
義
「
有
間
皇
子
と
磐
代
」（
犬
養
孝
『
万
葉
の
風
土
と
歌
人
』
雄
山
閣
、

一
九
九
一
年
）
な
ど
。

（
（（
）�福
沢
健
「
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
形
成
」（『
上
代
文
学
』
五
十
四
号
、
一
九
八
五
年

四
月
）。

（
（（
）�折
口
信
夫
「
万
葉
集
短
歌
輪
講
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
二
十
九
巻
、
中
公
文
庫
、

一
九
七
六
年
）。

（
（（
）�犬
養
孝
「
紀
の
湯
へ
」（『
万
葉
の
風
土�

続
』
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）。

（
（（
）�『
俊
頼
髄
脳
』
を
は
じ
め
と
し
た
歌
学
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
有
間
皇
子
に
つ
い
て

は
、K

aoru�N
.V
illa

「『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
有
間
皇
子
の
説
話
─
岩
代
の
結

び
松
─
」（『
京
都
大
学�

国
文
学
論
叢
』
二
十
五
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
に
詳

し
い
。

（
（（
）�『
日
本
書
紀
』
が
描
く
大
津
皇
子
像
と
謀
反
事
件
に
つ
い
て
は
、
①
「『
日
本
書

紀
』
大
津
皇
子
伝
の
意
図
─
『
詩
賦
之
興
、
自
大
津
始
也
』
の
意
味
─
」（『
日
本

文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
十
四
号
、
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）、

②
「
性
頗
る
放
蕩
に
し
て
法
度
に
拘
ら
ず
─
『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
前
半
部
に

お
け
る
人
物
造
形
─
」（『
京
都
語
文
』
二
十
八
号
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
）、
③

「
太
子
の
骨
法
こ
れ
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず
─
『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
後
半
部
に

お
け
る
行
心
の
『
詿
誤
』
─
」（『
文
学
部
論
集
』
一
〇
五
号
、
二
〇
二
一
年
三

月
）
の
一
連
の
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
。
①
で
は
、
主
に
『
日
本
書
紀
』
の

大
津
皇
子
伝
に
焦
点
を
あ
て
て
、
大
津
皇
子
を
理
想
の
知
識
人
と
し
て
造
形
し
て

い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
②
③
で
は
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
、
知
性
の

高
い
エ
リ
ー
ト
皇
子
が
自
ら
を
と
り
ま
く
多
く
の
知
識
人
を
「
詿
誤
」
し
て
起
こ

し
た
謀
反
事
件
だ
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、『
懐
風
藻
』
で
は
、

放
蕩
な
性
格
故
に
多
く
の
人
を
引
き
寄
せ
、
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
行
心
に
「
詿

誤
」
さ
れ
た
大
津
皇
子
が
、
無
用
の
謀
反
を
起
こ
し
て
天
命
を
遂
げ
ず
に
滅
ん
だ

事
件
だ
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

（
（（
）�中
西
進
「
引
喩
と
し
て
の
典
故
」（『
万
葉
と
海
彼
』
角
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
）。

（
（（
）�『
日
本
書
紀
』
の
大
津
皇
子
伝
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
（（
）
拙
稿
①
で
論
じ
た
。

（
（（
）�こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
（（
）
拙
稿
①
で
も
触
れ
た
。



佛
教
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一
九

（
（0
）�中
西
進
氏
は
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文
に
お
い
て
、
書
紀
編
者
が
景
帝
詔
を
踏
襲
し

た
の
は
、「
大
津
を
濞
に
な
ぞ
ら
え
、
事
が
酌
量
さ
れ
る
べ
き
運
命
的
な
反
逆
で

あ
っ
た
こ
と
を
主
張
」
す
る
意
図
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

中
西
氏
が
指
摘
す
る
濞
と
大
津
皇
子
と
の
共
通
点
は
、『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
大
津
皇
子
像
に
は
、
王
族
に
連
な
る

立
場
で
、
か
つ
乱
を
首
謀
し
て
平
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
、
濞
と
重
な

る
点
は
見
出
さ
れ
な
い
。
前
掲
注
（
（（
）
の
拙
稿
で
論
じ
て
き
た
通
り
、『
日
本

書
紀
』
と
『
懐
風
藻
』
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
大
津
皇
子
像
を
造
形
し
、
謀
反
事
件

に
対
す
る
異
な
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
成
立
時
期
や
書
物
の
性
格
が
異
な
る
の

で
あ
る
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
と
『
懐
風
藻
』
の
意
図
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の

と
し
て
考
え
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
、
大
津
皇
子
と

濞
と
い
う
個
人
と
個
人
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
よ
り
も
、
大
津
皇
子
謀
反
事
件
の

歴
史
的
意
味
を
、
漢
王
朝
に
お
け
る
呉
楚
七
国
の
乱
の
意
味
に
重
ね
合
わ
せ
て
考

え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
、
稿
を
改

め
て
論
じ
た
い
。

（
（（
）�大
伯
（
来
）
皇
女
の
六
首
に
つ
い
て
は
、
大
伯
（
来
）
皇
女
が
斎
宮
で
あ
っ
た
こ

と
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
俗
世
の
一
切
を
断
ち
切
っ
て

神
に
仕
え
る
べ
き
斎
宮
と
し
て
の
立
場
と
、
弟
の
人
目
を
忍
ぶ
訪
問
を
受
け
、
弟

の
不
在
を
嘆
く
行
動
と
の
間
に
は
、
齟
齬
が
あ
る
。
大
伯
（
来
）
皇
女
歌
群
に
は
、

大
津
皇
子
歌
群
と
は
異
な
る
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
稿
を
改
め
て
論
じ

た
い
。

（
（（
）�伊
藤
博
氏
は
、「
歌
群
の
物
語
性
」（『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法�

上
』
塙
書
房
、
一

九
七
五
年
）
に
お
い
て
、「
す
こ
ぶ
る
異
常
な
状
況
」
で
、「
二
人
の
関
係
が
と
く

に
人
目
を
忍
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
只
な
ら
ぬ
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
匂
わ
さ
れ
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
）�一
〇
七
～
一
一
〇
番
歌
に
つ
い
て
は
、
馬
場
朋
子
「
石
川
女
郎
を
め
ぐ
る
二
皇
子

の
歌
─
大
津
皇
子
物
語
の
形
成
過
程
」（『
古
代
研
究
』
三
十
一
号
、
一
九
九
八
年

一
月
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
（（
）�郎
女
と
女
郎
に
つ
い
て
は
、
神
田
秀
夫
「『
嬢
子
』
と
『
郎
女
』」（『
古
事
記
の
構

造
』
明
治
書
院
、
一
九
五
九
年
）、
藤
原
芳
男
「
万
葉
の
郎
女
」（『
萬
葉
』
一
九

六
三
年
一
月
）、
山
田
英
雄
「
万
葉
集
の
女
郎
・
郎
女
・
大
嬢
・
娘
子
」（『
文

学
』
平
成
元
年
十
二
月
）
を
参
照
。

（
（（
）�高
木
博
氏
が
「
二
上
山
の
残
照
」（『
万
葉
宮
廷
の
哀
歓
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七

七
年
）
で
、
石
川
女
郎
が
「
小
野
小
町
に
も
劣
ら
ぬ
歌
才
と
豊
富
な
話
題
を
伴
っ

て
伝
承
さ
れ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。

（
（（
）�土
佐
秀
里
氏
が
「
聖
徳
太
子
の
悲
傷
歌
と
大
津
皇
子
の
流
涕
歌
─
巻
三
挽
歌
冒
頭

部
の
形
成
と
構
想
─
」（『
國
學
院
大
學
紀
要
』
六
十
巻
、
二
〇
二
二
年
二
月
）
で
、

有
間
皇
子
自
傷
歌
に
お
け
る
「
磐
代
の
結
び
松
」
に
対
し
て
、
大
津
皇
子
の
末
期

の
目
に
映
っ
た
土
地
の
景
物
と
し
て
「
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
」
が
選
び
取
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。

〔
附
記
〕

　

本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
Ｃ
採
択
課
題
「
勅
撰
三
集
を
中
心
と
し
た
日
本
古
代
漢

詩
文
の
文
献
学
的
研
究
」（
課
題
番
号
一
九
Ｋ
〇
〇
三
四
二
）
の
助
成
を
受
け
て
行
っ

た
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
と
さ　

と
も
こ　

日
本
文
学
科
）

二
〇
二
二
年
十
一
月
十
五
日
受
理




