
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

駒

木

敏

は
じ
め
に

万
葉
集
の
有
間
皇
子
に
関
係
す
る
歌
は
︑
大
き
く
二
つ
の
流
れ
に
ま
と
め
ら

れ
る
︒
一
つ
は
︑
次
節
に
︿
Ⅰ
有
間
皇
子
関
係
歌
群
﹀
と
し
て
示
し
た
︑
巻
二

の
挽
歌
部
に
収
め
る
六
首
の
一
連
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
二
節
に
示
し
た

︿
Ⅱ
持
統
四
年
の
紀
伊
行
幸
歌
﹀︑
及
び
三
節
に
示
し
た
︿
Ⅲ
大
宝
元
年
の
紀
伊

国
行
幸
歌
﹀
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
で
あ
り
︑
そ
の
中
に
い
く
つ
か
有
間
皇
子
歌

を
踏
ま
え
た
歌
が
存
在
す
る
︒

端
的
に
い
え
ば
︑
Ⅰ
は
有
間
皇
子
の
辞
世
歌
と
そ
れ
に
続
く
追
悼
歌
群
︵
挽

歌
︶
と
し
て
︑
Ⅱ
は
そ
の
時
々
の
行
幸
歌
群
︵
雑
歌
︶
と
し
て
︑
集
中
で
は
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
歌
の
あ
り
方
を
持
た
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
二
つ
の
流

れ
に
つ
い
て
有
間
皇
子
歌
を
媒
介
項
に
し
て
検
討
し
て
い
く
と
︑
そ
れ
ら
は
あ

る
部
分
で
緊
密
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

ま
ず
前
者
は
︑
﹁
事
件
﹂
の
当
事
者
た
る
有
間
皇
子
の
歌
と
︑
皇
子
の
歌
に

関
わ
り
な
が
ら
そ
の
悲
劇
を
共
有
し
︑
悲
嘆
す
る
内
容
の
歌
群
で
あ
る
︒
巻
二

の
編
集
者
が
有
間
皇
子
の
歌
と
そ
れ
に
関
係
す
る
歌
を
一
連
に
並
べ
て
︑
皇
子

に
対
す
る
追
慕
の
思
い
を
主
題
と
す
る
歌
群
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
︒
有
間
皇

子
以
外
の
歌
は
︑
す
べ
て
後
世
の
人
た
ち
の
歌
で
あ
る
︒
万
葉
集
で
は
︑
あ
る

人
の
歌
に
時
間
を
隔
て
て
追
和
す
る
と
い
う
形
式
が
あ
る
が
︑
今
の
場
合
の
よ

う
に
︑
過
去
の
あ
る
人
の
歌
を
想
起
し
︑
後
の
時
代
の
人
た
ち
が
︑
数
次
に
わ

た
り
そ
れ
に
和
し
て
い
る
現
象
は
珍
し
い
︒
有
間
皇
子
事
件

︱
皇
子
が
謀
反

の
罪
に
問
わ
れ
︑
紀
伊
路
に
松
を
結
ん
で
祈
り
の
歌
を
歌
い
︑
短
い
生
涯
を
閉

じ
た
こ
と

︱
は
︑
数
十
年
の
後
ま
で
も
語
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

本
稿
は
︑
巻
二
の
歌
を
中
心
に
据
え
て
︑
他
の
巻
の
関
係
歌
も
関
連
さ
せ
つ
つ
︑

有
間
皇
子
関
係
の
歌
群
の
内
実
の
一
端
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
︒

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
〇



一

有
間
皇
子
関
係
の
歌
群

初
め
に
︑
巻
二
﹁
挽
歌
﹂
部
冒
頭
の
有
間
皇
子
の
歌
を
め
ぐ
る
一
群
︵
有
間

皇
子
関
係
歌
群
︶
を
あ
げ
︑
全
体
を
確
認
し
て
お
こ
う
︵
記
号
は
便
宜
の
た
め

に
付
し
た
︶︒

︿
Ⅰ

有
間
皇
子
関
係
歌
群
︵
巻
二
︶﹀

⒜

有
間
皇
子
︑
自
ら
傷
み
て
松
が
枝え

を
結
ぶ
歌
二
首

①

磐
代
の

浜
松
が
枝
を

引
き
結
び

ま
幸
く
あ
ら
ば

ま
た
か
へ
り

見
む
︵
二
・
一
四
一
︶

②

家
に
あ
れ
ば

笥け

に
盛
る
飯
を

草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば

椎
の
葉
に

盛
る
︵
二
・
一
四
二
︶

⒝

長
忌
寸

い

み

き

意お

吉き

麻ま

呂ろ

︑
結
び
松
を
見
て
哀
し
び
咽む
せ

ふ
歌
二
首

③

磐
代
の

崖き
し

の
松
が
枝

結
び
け
む

人
は
か
へ
り
て

ま
た
見
け
む

か
も
︵
二
・
一
四
三
︶

④

磐
代
の

野
中
に
立
て
る

結
び
松

心
も
解
け
ず

古
い
に
し
へ

思
ほ
ゆ

︿
未
㆑

詳
﹀︵
二
・
一
四
四
︶

山
上
臣
憶
良
の
追
和
す
る
歌
一
首

⑤

翼
つ
ば
さ

な
す

あ
り
通
ひ
つ
つ

見
ら
め
ど
も

人
こ
そ
知
ら
ね

松
は

知
る
ら
む
︵
二
・
一
四
五
︶

右
の
件
の
歌
ど
も
は
︑
柩
ひ
つ
き

を
挽
く
時
に
作
る
所
に
あ
ら
ず
と

い
へ
ど
も
︑
歌
の
意

こ
こ
ろ

を
准
し
ゅ
ん

擬ぎ

す
︒
故こ
の

以ゆ
ゑ

に
挽
歌
の
類
に
載
す
︒

⒞

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

首
︿
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
集
の
中
に
出
づ
﹀

⑥

後
見
む
と

君
が
結
べ
る

磐
代
の

小
松
が
う
れ
を

ま
た
見
け
む

か
も
︵
二
・
一
四
六
︶

歌
群
は
︑
⒜
有
間
皇
子
の
歌
︑
⒝
意
吉
麻
呂
の
歌
と
憶
良
の
歌
︑
⒞
人
麻
呂

歌
集
の
歌
の
三
つ
の
要
素
に
分
け
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
最
初
に
斉
明
朝
に
歌
わ

れ
た
有
間
皇
子
の
歌
が
あ
り
︑
そ
の
後
︑
長
意
吉
麻
呂
が
有
間
を
偲
ぶ
歌
を
歌

っ
て
憶
良
が
そ
れ
に
自
ら
の
思
い
を
和
し
︑
最
後
は
人
麻
呂
歌
集
の
歌
︵
⑥
が

人
麻
呂
歌
集
に
属
す
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
︑
四
節
で
触
れ
る
よ
う
に
︑

問
題
を
残
す
︒
こ
の
点
を
も
含
め
て
︑
以
下
本
稿
で
は
︿
歌
集
歌
﹀
と
表
記
す

る
こ
と
が
あ
る
︶
が
大
宝
年
間
に
︑
同
じ
よ
う
に
有
間
へ
の
思
い
を
歌
っ
た
︑

こ
れ
が
歌
群
の
示
す
世
界
で
あ
る
︒

冒
頭
の
有
間
皇
子
の
歌
は
﹁
自
傷
歌
﹂︑
つ
ま
り
辞
世
歌
で
あ
り
︑
斉
明
四

年
に
謀
叛
の
こ
と
を
告
発
さ
れ
︑
紀
伊
国
に
送
ら
れ
る
道
中
の
歌
で
あ
る
︒
①

に
は
﹁
磐
代
﹂︵
和
歌
山
県
日
高
郡
南
部
町
岩
代
︶
の
地
名
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒

ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
中
皇
命
の
歌
︵
左
注
の
﹃
類
聚
歌
林
﹄
で
は

斉
明
天
皇
歌
︶
に
も
﹁
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
﹂︵
一
・
一
〇
︶
と
あ
り
︑
や
は
り
磐
代
の
岡
に
草
を
結
び
生
命
の

無
事
を
祈
る
歌
が
あ
る
︒
磐
代
は
印
南
側
か
ら
は
切
目
山
を
越
え
て
海
岸
に
で

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
一



た
所
︵
南
部
側
か
ら
は
峠
に
差
し
か
か
る
所
︶
で
︑
旅
の
安
全
を
祈
る
神
聖
な

場
所
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︵
後
の
熊
野
街
道
の
要
衝
で
も
あ
る
︶︒
有
間

皇
子
の
①
は
︑
一
応
旅
中
に
あ
っ
て
生
命
の
無
事
を
祈
願
す
る
歌
と
理
解
さ
れ

る
︒
た
だ
︑
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
︑﹁
ま
た
か
へ
り
見
む
﹂
の
類
型
句

を
も
つ
歌
の
な
か
で
︑﹁
真
幸
く
あ
ら
ば
～
ま
た
か
へ
り
見
む
﹂
と
い
う
条
件

法
の
表
現
は
類
型
か
ら
は
突
出
し
て
い
る①
︒
ま
た
﹁
幸
く
﹂
と
願
望
す
る
言
葉

︵
歌
︶
は
﹁
始
め
は
自
然
や
人
事
の
双
方
に
わ
た
っ
て
﹂
使
用
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
が
︑﹁﹃
真
幸
く
あ
ら
ば
﹄
と
い
う
仮
定
で
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
暗
さ
が

感
じ
ら
れ
︑
そ
こ
に
﹁
皇
子
の
心
の
亀
裂
が
あ
り
悲
劇
が
あ
る②
﹂
と
い
わ
れ
る
︒

そ
こ
に
題
詞
に
お
い
て
﹁
自
傷
﹂
と
さ
れ
る
︑
こ
の
歌
の
実
質
が
あ
ろ
う
︒

次
の
②
は
︑
旅
の
不
自
由
を
託
つ
歌
で
あ
ろ
う
︒
一
説
に
﹁
椎
の
葉
に
盛

る
﹂﹁
飯
﹂
は
神
へ
の
供
え
を
意
味
し
︑
こ
れ
は
旅
先
で
の
身
の
安
全
を
祈
願

す
る
歌
だ
と
い
う
解
釈
も
あ
る
が
︑
状
況
に
は
そ
ぐ
わ
な
い③
と
い
わ
れ
る
通
り

で
︑︿
家
﹀
と
︿
旅
﹀
と
を
対
比
し
て
︑
旅
先
に
お
け
る
食
事
の
不
便
︵
つ
ま

り
は
旅
の
辛
さ
︶
を
嘆
い
た
歌
と
解
さ
れ
る
︒
構
成
に
お
け
る
︿
旅
と
家
の
対

比
﹀
と
い
う
発
想
の
枠
組
み④
は
明
確
で
あ
り
︑
基
本
は
典
型
的
な
旅
の
歌
と
捉

え
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
有
間
の
歌
に
は
自
作
か
他
作
︵
仮
託
︶
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
自

作
と
す
る
こ
と
へ
の
疑
い
は
謀
叛
を
告
発
さ
れ
逮
捕
さ
れ
︑
慌
し
く
都
か
ら

﹁
紀
の
温
湯
︵
牟
婁
の
温
湯
︶﹂
ま
で
護
送
さ
れ
る
状
況

︱
十
月
九
日
に
護
送

さ
れ
︑
訊
問
を
受
け
て
藤
白
坂
︵
海
南
市
藤
白
︶
に
処
刑
さ
れ
た
の
は
十
一
日

︱
の
中
で
︑
歌
を
詠
む
時
間
的
︑
心
理
的
余
裕
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す

る
立
場
か
ら
の
提
言
で
あ
る⑤
︒
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
の
が
仮
託
論
で
︑
折
口
信

夫⑥
以
来
の
論
が
あ
る
︒
い
ま
本
稿
は
こ
の
論
議
に
関
わ
ら
ず
︑
皇
子
の
歌
と
し

て
考
察
し
て
ゆ
く
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
れ
が
仮
託
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
皇
子
の

死
後
そ
う
時
間
を
お
か
ず
に
形
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
お
こ
う
︒
後

で
触
れ
る
よ
う
に
︑
三
十
二
年
後
の
持
統
四
年
に
は
有
間
を
追
悼
︑
追
慕
す
る

歌
が
存
在
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
有
間
皇
子
の
歌
﹂
へ
の
共
通
の
了
解
が
な

け
れ
ば
︑
後
人
が
ゆ
か
り
の
場
所
で
有
間
歌
を
踏
ま
え
た
追
慕
の
歌
を
構
想
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
な
お
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
が
︑
有
間
皇
子
の
﹁
磐
代
﹂
に
お

け
る
二
首
は
︑
罪
人
と
し
て
﹁
死
﹂
に
向
か
う
有
間
の
紀
伊
へ
の
旅
と
結
び
つ

い
て
歌
わ
れ
︑
皇
子
の
悲
劇
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑﹁
自
傷
歌
﹂
は
二
首
な
の
で
あ
る
が
︑
後
に
有
間
皇
子
の
辞
世
歌
が

問
題
に
さ
れ
る
と
き
に
は
︑
も
っ
ぱ
ら
﹁
磐
代
の
﹂
﹁
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
﹂

と
あ
る
第
一
首
目
で
あ
る
と
い
う
意
識
も
︑
早
い
時
期
か
ら
定
着
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
︒

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
二



二
︱
㈠

持
統
天
皇
四
年
の
紀
伊
行
幸
歌

有
間
皇
子
を
追
悼
す
る
歌
は
︑
巻
二
の
歌
群
の
ほ
か
に
も
存
在
す
る
︒
そ
の

う
ち
︑
持
統
四
年
の
紀
伊
国
行
幸
の
歌
は
︑
巻
二
歌
群
と
の
直
接
関
係
は
も
た

な
い
が
︑
有
間
皇
子
追
悼
歌
群
の
始
発
を
な
す
も
の
で
あ
る
︒

ま
ず
持
統
朝
の
紀
伊
行
幸
は
︑
持
統
天
皇
四
年
︵
6
9
0︶
の
九
月
十
三
日
～

二
十
四
日
の
十
一
日
間
で
あ
る
︒
当
年
の
一
月
に
は
持
統
天
皇
︵
鸕
野
讃
良
皇

女
︶
が
即
位
し
て
い
る
︒
こ
の
行
幸
は
﹃
続
紀
﹄
に
よ
れ
ば
﹁
紀
伊
を

巡

行

め
ぐ
り
い
で
ま
さ

む
と
す
﹂︵
九
月
十
一
日
条
︶
と
あ
り
︑
目
的
地
は
定
か
で
な
い
け
れ
ど
も
︑

次
に
掲
げ
る
川
嶋
皇
子
の
歌
に
よ
れ
ば
︑
有
間
皇
子
に
ゆ
か
り
の
﹁
浜
松
の

木
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
︑﹁
磐
代
﹂︵
日
高
郡
南
部
町
岩
代
︶
を
通
っ

て
い
る
の
は
確
実
で
あ
る
︒
万
葉
歌
に
よ
っ
て
︑
そ
の
目
的
地
は
紀
の
温
湯
で

あ
っ
た
こ
と
が
傍
証
さ
れ
る
︒
関
連
す
る
歌
を
挙
げ
よ
う
︒

︿
Ⅱ

持
統
四
年
の
紀
伊
国
行
幸
歌
︵
巻
一
︶﹀

紀
伊
国
に
幸
す
時
に
︑
川
嶋
皇
子
の
作
ら
す
歌
︿
或
は
云
は
く
︑
山
上
臣

憶
良
の
作
な
り
と
い
ふ
﹀

①

白
波
の

浜
松
が
枝
の

手
向
け
く
さ

幾
代
ま
で
に
か

年
の
経
ぬ

ら
む
︿
年
は
経
に
け
む
﹀︵
一
・
三
四
︶

日
本
紀
に
曰
く
︑﹁
朱
鳥
四
年
庚
寅
の
秋
九
月
︑
天
皇
紀
伊
国
に

幸
す
﹂
と
い
ふ
︒

勢
能
山
を
越
ゆ
る
時
に
︑
阿
閉
皇
女
の
作
ら
す
歌

②

こ
れ
や
こ
の

倭
に
し
て
は

我あ

が
恋
ふ
る

紀
路
に
あ
り
と
い
ふ

名
に
負
ふ
背
の
山
︵
一
・
三
五
︶

さ
て
①
は
︑
題
詞
に
﹁
川
嶋
皇
子
の
作
ら
す
歌
﹂
と
し
な
が
ら
︑
注
記
に

﹁
山
上
臣
憶
良
の
作
な
り
﹂
の
異
伝
を
記
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
は
巻
九
︵
一
七

一
六
番
︶
に
次
の
よ
う
な
形
で
重
出
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒

山
上
の
歌

①′

白
波
の

浜
松
の
木
の

手
向
く
さ

幾
代
ま
で
に
か

年
は
経
ぬ
ら

む

右
の
一
首
︑
或
は
云
は
く
︑
川
嶋
皇
子
の
御み

作う

歌た

な
り
と
い
ふ
︒

巻
九
で
は
︑
題
詞
に
﹁
山
上
の
歌
﹂
と
し
︑
左
注
に
﹁
或
は
曰
く
﹃
川
嶋
皇
子

の
御
作
歌
な
り
﹄
と
い
ふ
﹂
と
記
し
︑
作
者
に
つ
い
て
は
巻
一
と
逆
の
所
伝
を

示
し
て
い
る
︒
ま
た
表
現
に
も
い
く
つ
か
の
相
違
が
あ
り
︑
小
異
な
が
ら
輻
輳

し
た
異
伝
を
も
っ
て
い
る
︒
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
同
じ
歌
が
別
ル
ー
ト

を
経
て
定
着
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
作
者
に
つ
い
て
は
︑
歌
の
実
質
的
作
者
と

形
式
的
作
者
の
関
係
を
反
映
し
た
表
記
で
あ
り
︑
実
質
的
に
は
川
嶋
皇
子
の
意

向
を
体
し
て
憶
良
が
制
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
集
団
の
共
有
性
を
も
つ
前
期
万

葉
の
歌
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る⑦
︒︵
以
下
︑
こ
の
歌
に
つ
い
て
は

︿
川
嶋
＝
憶
良
歌
﹀
と
表
記
す
る
場
合
が
あ
る
︶︒

た
だ
し
こ
の
歌
は
︑﹁
白
波
の
﹂︵
次
句
﹁
浜
松
﹂
を
意
識
し
た
枕
詞
的
修

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
三



辞
︶
打
ち
寄
せ
る
海
浜
の
松
の
木
に
幣
が
供
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
歌
う
の
で

あ
り
︑
背
景
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
︑
単
な
る
回
想
の
歌
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な

い
︒
こ
れ
を
持
統
四
年
の
行
幸
時
の
歌
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
行
幸
の
行

程
や
目
的
地
が
定
か
で
な
い
こ
と
や
︑
残
さ
れ
た
歌
に
も
手
が
か
り
と
な
る
地

名
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
︑﹁
磐
代
﹂
で
の
有
間
歌
を
回
顧
し
た
歌
と
す
る
こ

と
に
否
定
的
な
見
解
も
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
を
有
間
の
①
の
﹁
磐
代
の
浜

松
が
枝
を
引
き
結
び
﹂
と
重
ね
る
と
き
に
︑
そ
れ
は
皇
子
の
結
ん
だ
松
で
あ
る

こ
と
に
な
ろ
う
︒
中
西
進
氏
が
﹁
浜
松
が
枝
﹂
の
表
現
に
つ
い
て
︑﹁
他
な
ら

ぬ
有
間
皇
子
の
用
語
で
あ
る⑧
﹂
と
し
て
有
間
歌
と
の
対
応
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と

が
想
起
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
︑﹁
幾
代
ま
で
に
か
年
の
経
ぬ
ら
む
︿
年
は
経
に

け
む
﹀﹂
の
表
現
は
︑
皇
子
が
松
を
結
ん
で
祈
っ
た
時
か
ら
今
に
至
る
時
間
の

経
過
を
指
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
時
間
の
経
過
は
﹁
手
向
け
く
さ
﹂
を
対
象
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
手
向
け
は
そ
の
死
を
悼
ん
で
の
供
え
物
を
い
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
︒
磐
代
が
旅
の
安
全
を
祈
る
場
所
で
あ
っ
た
と
す
る
と
︑

﹁
手
向
け
く
さ
﹂
は
こ
の
地
の
松
の
木
に
道
行
く
人
が
捧
げ
続
け
て
き
た
幣
と

理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
︑﹁
浜
松
が
枝
の
﹂
と
い
う
修
飾
句
が
付
い

て
い
る
以
上
︑
有
間
に
ゆ
か
り
の
﹁
松
の
木
﹂
に
捧
げ
ら
れ
た
幣
と
す
る
の
が

自
然
な
解
で
あ
る
︒
ポ
イ
ン
ト
は
﹁
浜
松
が
枝
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
う
考
え
て
く
る
と
︑
こ
の
︿
川
嶋
＝
憶
良
歌
﹀
に
は
︑
有
間
の
自
傷
歌
と

そ
の
詠
じ
ら
れ
た
場
と
が
︑
む
し
ろ
意
識
的
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
見
て
よ
い
︒

こ
こ
に
︑﹁︵
引
き
結
ば
れ
た
︶
浜
松
が
枝
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
皇
子
を
偲

ん
で
ゆ
く
以
後
の
歌
の
方
向
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑︿
川
嶋
＝
憶
良
歌
﹀
の
伝
来
に
つ
い
て
は
興
味
深
い
現
象
も
あ
る
︒

巻
一
︵
三
四
番
︶
と
巻
九
︵
一
七
一
六
番
︶
と
で
は
作
者
異
伝
の
み
な
ら
ず
︑

先
に
も
触
れ
た
表
現
︵
助
詞
・
助
動
詞
の
用
法
︶
の
面
で
の
微
妙
な
異
な
り
が

あ
る
︒

本
文

白
波
の
浜
松
が
枝
の
手
向
け
く
さ
幾
代
ま
で
に
か
年
の
経
ぬ
ら
む

﹇
之
枝
乃
﹈

﹇
年
乃
経
去
良
武
]

異
伝
㈠

白
波
の
浜
松
が
枝
の
手
向
け
く
さ
幾
代
ま
で
に
か
年
は
経
に
け
む

﹇
年
者
経
尓
計
武
]

異
伝
㈡

白
波
の
浜
松
の
木
の
手
向
け
く
さ
幾
代
ま
で
に
か
年
は
経
ぬ
ら
む

﹇
之
木
乃
﹈

﹇
年
薄
経
濫
]

三
通
り
の
表
現
︵
表
記
︶
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
口
承
の
方
法
に
よ
る
伝
誦
の

過
程
が
三
つ
の
異
な
り
と
な
り
︑
そ
れ
が
資
料
の
ル
ー
ト
の
違
い
に
よ
っ
て
︑

表
記
に
定
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
見
方
を
変
え
る
と
︑
こ
の
歌
は
当
時
︵
持
統

朝
︶
の
宮
廷
社
会
に
お
い
て
広
く
知
ら
れ
︑
定
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
︒

持
統
四
年
の
行
幸
時
に
お
い
て
︑
三
十
二
年
前
の
有
間
皇
子
事
件
に
関
連
す

る
歌
が
歌
わ
れ
た
こ
と
︑
ひ
い
て
は
そ
れ
が
宮
廷
社
会
で
広
く
流
布
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
︑
改
め
て
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
四



二
︱
㈡

阿
閉
皇
女
の
歌

さ
て
︑
も
う
一
首
は
②
の
﹁
勢
能
山
を
越
ゆ
る
時
に
︑
阿
閉
皇
女
の
作
ら
す

歌
﹂︵
一
・
三
五
︶
で
あ
る
︒
阿
閉
皇
女
︵
天
智
皇
女
︒
元
明
天
皇
︶
は
草
壁

皇
太
子
の
妃
で
あ
り
︑
草
壁
は
こ
の
前
年
四
月
十
三
日
に
逝
去
︵
二
十
八
歳
︶

し
て
い
る
︒
歌
は
︑
磐
代
よ
り
は
ず
っ
と
手
前
の
﹁
背
の
山
︵
和
歌
山
県
伊
都

郡
か
つ
ら
ぎ
町
︶
で
の
も
の
だ
が
︑
背
の
山
に
懸
け
て
夫
を
思
う
こ
の
歌
に
は
︑

夫
の
草
壁
皇
太
子
を
失
っ
た
妻
の
嘆
き
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
の
読
み
は
定
着

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒﹁
背
の
山
︵
妹
背
の
山
︶﹂
を
見
て
︑
そ
の
景
物
か

ら
恋
の
趣
向
に
転
じ
て
興
ず
る
の
は
紀
伊
路
を
通
る
歌
の
一
般
で
あ
る
が
︑
今

の
場
合
は
︑
歌
い
手
に
と
っ
て
夫
を
亡
く
し
た
の
が
前
の
年
で
あ
る
こ
と
に
思

い
を
い
た
せ
ば
︑
歌
の
裏
側
に
夫
へ
の
哀
惜
の
念
を
見
る
の
が
む
し
ろ
自
然
で

あ
ろ
う
︒
倭
に
あ
り
夫
へ
の
追
憶
の
思
い
に
あ
る
﹁
我
﹂
が
︑
紀
伊
路
に
来
て
︑

や
っ
と
﹁
背
︵
の
山
︶﹂
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
追
憶
と
解
放
感

と
の
綯
い
交
ぜ
ら
れ
た
よ
う
な
思
い
を
︑
口
語
的
諧
調
の
な
か
で
表
現
し
た
歌

と
理
解
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
の
は
︑
持
統
四
年
の
行
幸
の
歌
二
首
が
と
も
に
亡

き
人
を
回
顧
す
る
点
で
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ

う
か
︒
こ
の
折
の
歌
が
二
首
だ
け
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
は
分
か
ら
な
い
︒
ま

た
︑
そ
う
考
え
る
に
し
て
は
︑
片
や
﹁
背
の
山
﹂︑
片
や
﹁︵
磐
代
の
︶
浜
松
の

木
﹂
と
︑
二
つ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
地
点
は
ず
い
ぶ
ん
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
︒

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
︑
こ
の
時
の
行
幸
で
も
︑
歌
が
歌
わ
れ
る
機
会
が

あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
場
所
や
景
物
の
讃
美
︑
旅
情
や
望
郷
の
思
い
な
ど
を
含
め

た
多
く
の
歌
が
詠
ま
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︵
持
統
朝
の
他
の
行
幸
で

は
歌
が
多
く
歌
わ
れ
て
い
る
︶︒
つ
ま
り
︑
﹁
浜
松
が
枝
﹂
に
有
間
を
偲
び
︑

﹁
背
の
山
﹂
に
亡
き
草
壁
を
偲
ぶ
二
首
が
並
ん
で
記
載
さ
れ
て
い
る
背
後
に
は
︑

何
ら
か
の
意
図
や
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
る
︒
歌
い
手
は
と
も
に
天
智
天
皇
の
皇

子
女
で
あ
り
︵
川
嶋
皇
子
は
天
智
天
皇
の
第
二
皇
子
︑
阿
閉
皇
女
は
第
四
皇

女
︶︑
歌
の
主
題
も
松
の
木
や
背
山
な
ど
の
景
物
を
対
象
に
し
て
︑
若
く
し
て

亡
く
な
っ
た
皇
子
た
ち
へ
の
追
憶
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

皇
女
の
歌
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
夫
を
追
悼
す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ

ろ
う
︒
一
方
の
︿
川
嶋
＝
憶
良
歌
﹀
も
︑
亡
き
皇
子
へ
の
追
悼
の
思
い
に
貫
か

れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
二
つ
は
同
じ
場
で
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
奇
し
く

も
行
幸
従
駕
歌
で
あ
り
な
が
ら
︑
悲
し
い
過
去
へ
の
回
想
︑
追
悼
の
思
い
を
込

め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
た
と
い
う
よ
り
︑
こ
の
度
の

行
幸
歌
の
一
面
と
し
て
確
か
め
て
お
こ
う
︒

三
︱
㈠

大
宝
元
年
の
紀
伊
国
行
幸
歌

次
は
大
宝
元
年
の
行
幸
と
の
関
係
で
あ
る
︒
実
は
巻
二
の
有
間
皇
子
関
係
歌

群
は
︑
憶
良
の
追
和
歌
︵
⒝
︱
⑤
︶
を
除
い
て
︑
す
べ
て
大
宝
時
行
幸
の
作

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
五



に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
三
首
と
も
﹁
磐
代
﹂
で
の
歌
で
あ
る
︒

制
作
の
時
点
に
つ
い
て
は
別
の
見
方
も
あ
る
意
吉
麻
呂
の
二
首
と
︑
そ
れ
に
追

和
し
た
憶
良
歌
の
連
関
か
ら
考
察
を
は
じ
め
よ
う
︒

ま
ず
意
吉
麻
呂
歌
の
成
立
時
点
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ら
が
﹁
大
宝
元
年
辛
丑

～
﹂
の
題
詞
を
伴
う
歌
集
歌
と
は
一
四
五
の
左
注
を
挟
ん
で
分
断
さ
れ
て
い
る

の
で
︑
大
宝
時
の
作
と
は
見
ら
れ
な
い
と
の
判
断
も
あ
る
︒
と
す
る
と
残
る
は

持
統
四
年
時
以
外
に
は
な
く
︑
橋
本
達
雄
︑
中
西
進
氏
な
ど
は
意
吉
麻
呂
歌
を

持
統
四
年
の
作
と
し
︑
ほ
ぼ
同
時
に
憶
良
の
追
和
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い

る⑨
︒
こ
の
見
解
は
大
宝
元
年
の
行
幸
時
に
憶
良
が
日
本
に
い
な
か
っ
た
こ
と
を

踏
ま
え
︵
後
述
︶︑
憶
良
の
﹁
追
和
﹂
の
時
点
を
早
い
時
期
に
遡
ら
せ
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
が
︑﹁
追
和
﹂
は
集
中
の
事
例
に
照
ら
し
て
も
時
間
を
隔
て
た

場
合
の
歌
の
方
法
と
見
ら
れ
る
︵
澤
瀉
﹃
注
釈
﹄︶
か
ら
︑
必
ず
し
も
意
吉
麻

呂
歌
の
制
作
時
ま
で
遡
ら
せ
る
必
要
は
な
い
︒

一
方
で
︑
長
意
吉
麻
呂
の
他
の
歌
が
ほ
ぼ
文
武
朝
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と

︵
稲
岡
﹃
全
注

巻
二
﹄︶
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
︒
こ
れ
を
持
統
四
年
と
す
る
と
︑

む
し
ろ
歌
群
の
他
の
歌
の
あ
り
方
と
抵
触
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
︒
つ
ま

り
︑
持
統
四
年
の
行
幸
の
場
に
従
駕
し
て
い
た
憶
良
が
川
嶋
皇
子
歌
の
代
作
を

な
し
つ
つ
︑
一
方
で
同
行
者
の
意
吉
麻
呂
歌
に
も
﹁
追
和
﹂
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
︒
こ
の
あ
り
方
は
﹁
追
和
﹂
の
方
法
か
ら
し
て
︑
理
解
し
が
た
い
︒
の
み

な
ら
ず
︑
巻
二
の
有
間
皇
子
歌
群
に
︿
川
嶋
＝
憶
良
歌
︶
の
み
が
持
ち
込
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
も
ま
た
不
自
然
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

そ
う
す
る
と
︑
巻
二
の
意
吉
麻
呂
歌
に
関
し
て
は
︑
大
宝
元
年
時
の
行
幸
に

意
吉
麻
呂
が
従
駕
し
て
い
て
︑
他
に
も
詠
歌
︵
巻
九
・
一
六
七
三
︶
を
な
し
て

い
る
事
実
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
意
吉
麻
呂
の
歌
が
大
宝
元
年
時
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

さ
て
︑
実
際
に
は
こ
の
二
首
に
憶
良
が
追
和
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
憶
良
は

文
武
天
皇
の
行
幸
︵
大
宝
元
年
︶
の
年
に
は
遣
唐
使
に
任
命
さ
れ
て
い
る
︒
続

紀
に
遣
唐
使
出
発
の
具
体
的
な
日
時
の
記
事
は
な
い
が
︑
一
度
出
航
し
た
船
が

暴
風
に
押
し
戻
さ
れ
︑
ど
う
や
ら
待
機
中
で
あ
っ
た
ら
し
い⑩
︒
そ
の
よ
う
な
状

況
下
で
は
︑
憶
良
の
行
幸
へ
の
参
加
は
あ
り
え
ま
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
意
吉
麻

呂
の
歌
に
︑
憶
良
の
追
和
の
歌
が
付
さ
れ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
憶
良
が
中
国
か

ら
帰
還
し
て
遣
唐
使
の
任
を
終
え
た
後
︵
慶
雲
元
年
七
月
一
日
以
降
︶
の
あ
る

機
会
で
あ
ろ
う
︒
意
吉
麻
呂
が
自
作
の
歌
を
示
し
た
の
に
対
し
て
︑
憶
良
が
追

和
し
た
と
い
う
関
係
が
推
定
さ
れ
る
︒

こ
れ
に
関
し
て
伊
藤
博
氏
は
︑
意
吉
麻
呂
の
歌
の
文
字
遣
い
に
﹃
遊
仙
窟
﹄

の
強
い
影
響
を
見
て
︑
そ
れ
は
大
宝
年
間
の
遣
唐
使
に
よ
り
舶
来
さ
れ
た
﹃
遊

仙
窟
﹄
を
憶
良
が
い
ち
早
く
意
吉
麻
呂
に
示
し
︑
意
吉
麻
呂
が
そ
れ
を
取
り
入

れ
て
歌
作
し
た
結
果
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
の
追
和
に
つ
い

て
も
︑
憶
良
が
﹃
遊
仙
窟
﹄
を
意
吉
麻
呂
に
示
し
た
折
に
︑
意
吉
麻
呂
の
方
か

ら
憶
良
に
こ
の
歌
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る⑪
︒
妥
当
な
推
論
で
あ
り
︑

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
六



首
肯
さ
れ
よ
う
︒

さ
て
︑
こ
の
行
幸
で
意
吉
麻
呂
は
も
う
一
首
の
歌
を
遺
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
︒
以
下
の
考
察
の
た
め
︑
そ
の
歌
を
含
む
歌
群
全
体
を
掲
示
す
る
︒

︿
Ⅲ

大
宝
元
年
の
紀
伊
国
行
幸
歌
︵
巻
九⑫
︶﹀

大
宝
元
年
辛
丑
の
冬
十
月
︑
太
上
天
皇
・
大
行
天
皇
︑
紀
伊
国
に
幸
す

時
の
歌
十
三
首

①

妹
が
た
め

我
玉
求
む

沖
辺
な
る

白
玉
寄
せ
来こ

沖
つ
白
波

︵
九
・
一
六
六
七
︶

右
の
一
首
︑
上
に
見
ゆ
る
こ
と
既
に
畢
り
ぬ
︒
た
だ
し
︑
歌
辞
少
し

く
換か

は
り
︑
年
代
相あ
ひ

違た
が

ふ
︒
因
以

よ

り
て
累
ね
て
載
す
︒

②

白
崎
は

幸
く
在
り
待
て

大
船
に

ま
梶
し
じ
貫
き

ま
た
か
へ
り

見
む
︵
同
・
一
六
六
八
︶

③

三
名
部
の
浦

潮
な
満
ち
そ
ね

鹿
島
な
る

釣
す
る
海
人
を

見
て

帰
り
来
む
︵
同
・
一
六
六
九
︶

④

朝
開
き

漕
ぎ
出
て
我
は

湯
羅
の
崎

釣
す
る
海
人
を

見
て
帰
り

来
む
︵
同
・
一
六
七
〇
︶

⑤

湯
羅
の
崎

潮
干ひ

に
け
ら
し

白
神
の

磯
の
浦
廻

う

ら

み

を

あ
へ
て
漕
ぐ

な
り
︵
同
・
一
六
七
一
︶

⑥

黒
牛
潟

潮
干
の
浦
を

紅
の

玉
裳
裾
引
き

行
く
は
誰
が
妻

︵
同
・
一
六
七
二
︶

⑦

風か
ざ

莫な
し

の

浜
の
白
波

い
た
づ
ら
に

こ
こ
に
寄
せ
来
る

見
る
人
な

し
に
︵
同
・
一
六
七
三
︶

右
の
一
首
︑
山
上
憶
良
の
類
聚
歌
林
に
曰
く
︑
長
忌
寸

い

み

き

意
吉
麻
呂
︑

詔
に
応
へ
て
こ
の
歌
を
作
る
︑
と
い
ふ
︒

⑧

我
が
背
子
が

使
ひ
来
む
か
と

出い
で

立た
ち

の

こ
の
松
原
を

今
日
か
過

ぎ
な
む
︵
同
・
一
六
七
四
︶

⑨

藤
白
の

み
坂
を
越
ゆ
と

白
た
へ
の

我
が
衣
手
は

濡
れ
に
け
る

か
も
︵
同
・
一
六
七
五
︶

⑩

勢
能
山
に

黄
葉

も

み

ち

常つ
ね

敷
く

神
岡
の

山
の
黄
葉
は

今
日
か
散
る
ら

む
︵
同
・
一
六
七
六
︶

⑪

倭
に
は

聞
こ
え
行
か
ぬ
か

大
我
野
の

竹
葉

た

か

は

刈
り
敷
き

廬い
ほ

り
せ

り
と
は
︵
同
・
一
六
七
七
︶

⑫

紀
伊
の
国
の

昔
猟
夫

さ

つ

を

の

鳴
り
矢
持
ち

鹿か

取
り
な
び
け
し

坂
の

上
に
そ
あ
る
︵
同
・
一
六
七
八
︶

⑬

紀
伊
の
国
に

止
ま
ず
通
は
む

妻
の
杜も
り

妻
寄
し
こ
せ
ね

妻
と
い

ひ
な
が
ら
︿
一
に
云
ふ
︑
﹁
妻
賜
は
に
も

妻
と
い
ひ
な
が
ら
﹂﹀︵
同
・

一
六
七
九
︶

右
の
一
首
︑
或
は
云
は
く
︑
坂
上
忌
寸
人ひ
と

長を
さ

の
作
な
り
と
い
ふ
︒

右
の
⑦
が
意
吉
麻
呂
歌
で
あ
る
︒
左
注
に
︑
憶
良
の
﹃
類
聚
歌
林
﹄
に
基
づ

く
作
歌
事
情
を
伝
え
る
︒
こ
の
歌
群
で
作
者
名
が
記
さ
れ
る
の
は
︑
今
の
意
吉

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
七



麻
呂
と
⑬
の
坂
上
人
長
だ
け
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
こ
の
二
首
に
の
み
﹁
一
云
﹂

の
形
で
歌
詞
の
異
伝
が
付
さ
れ
る
点
も
共
通
し
て
い
る
︒
⑬
歌
と
﹃
類
聚
歌

林
﹄
と
の
関
係
の
有
無
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
意
吉

麻
呂
歌
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
︑
意
吉
麻
呂
と
憶
良
と
の
資
料
の
共
有
性
が
想

定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒﹃
類
聚
歌
林
﹄
を
編
む
際
の
資
料
の
一
つ
と
し
て
︑
意

吉
麻
呂
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
資
料
の
存
在
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で

あ
る
︒

巻
九
の
行
幸
歌
十
三
首
は
︑
作
者
名
を
記
さ
な
い
の
が
原
則
で
あ
り
︑
一
方

で
︑
巻
二
に
切
り
取
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
有
間
皇
子
関
連
の
歌
に
は
︑
作
者
名

が
明
記
さ
れ
る
と
い
う
相
違
点
が
あ
る
︒
憶
良
は
こ
の
行
幸
に
関
し
て
は
事
情

を
知
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
先
の
追
和
歌
の
関
係
を
重
ね
て
み
て
も
︑
意

吉
麻
呂
の
側
の
資
料
に
基
づ
き
﹁
歌
林
﹂
が
記
録
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ

れ
る
︒
大
宝
時
の
行
幸
歌
群
の
資
料
は
︑
そ
の
行
幸
に
参
加
し
て
い
た
意
吉
麻

呂
の
側
に
も
持
ち
伝
え
ら
れ
︑
そ
の
資
料
が
あ
る
機
会
に
憶
良
に
提
供
さ
れ
た

と
い
う
事
情
が
推
測
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
大
宝
年
時
の
意
吉
麻
呂
歌
と
憶
良
の
追
和
歌
の
営

み
に
は
︑
さ
ら
に
持
統
四
年
時
の
憶
良
歌
が
影
を
落
と
し
て
い
た
可
能
性
を
見

て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
意
吉
麻
呂
歌
と
憶
良
の
追
和
歌
の
成
り
た
ち
に

は
︑
何
が
し
か
の
交
友
関
係
が
前
提
と
な
っ
て
い
よ
う
︒
そ
し
て
憶
良
の
追
和

の
機
会
が
︑
遣
唐
使
と
し
て
の
渡
唐
と
の
関
係
か
ら
大
宝
の
行
幸
よ
り
も
ず
っ

と
下
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
述
べ
た
︒
い
わ
ば
︑
憶
良
の
留
守
中
の
出
来
事

を
意
吉
麻
呂
は
報
告
し
︑
そ
れ
に
憶
良
が
応
え
た
の
が
追
和
歌
の
成
立
な
の
で

あ
っ
た
︒
そ
う
す
る
と
︑
こ
こ
に
︑
二
人
の
交
友
関
係
と
同
時
に
︑
有
間
皇
子

を
追
悼
す
る
歌
を
契
機
と
す
る
結
び
つ
き
の
線
が
浮
か
び
あ
が
る
︒
つ
ま
り
︑

意
吉
麻
呂
は
憶
良
が
か
つ
て
有
間
皇
子
追
悼
の
歌
を
も
の
し
た
事
実
を
知
っ
て

お
り
︑
自
ら
も
そ
の
流
れ
に
身
を
置
き
有
間
皇
子
追
悼
の
歌
を
制
作
し
た
︒
帰

朝
後
の
憶
良
に
意
吉
麻
呂
が
こ
れ
を
示
し
た
の
は
︑
そ
れ
が
二
人
の
共
有
の
体

験
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
︑
憶
良
も
当
然
こ
れ
に
応
え
た
︒
追
和
し
た
憶
良
の
内

部
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
有
間
皇
子
追
悼
歌
の
流
れ
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
て
も

お
か
し
く
な
い
︒
そ
し
て
﹁
追
和
﹂
と
い
う
あ
り
方
は
ま
さ
に
憶
良
の
方
法
な

の
で
あ
る⑬
︒

こ
の
よ
う
な
資
料
の
同
一
性
︵
共
有
性
︶
を
手
掛
か
り
に
す
る
と
︑
皇
子
の

追
悼
と
い
う
主
題
に
即
し
て
た
歌
人
の
交
流
が
想
定
さ
れ
て
く
る
︒
皇
子
の
自

傷
歌
を
冒
頭
に
置
き
︑
そ
の
﹁
結
び
松
﹂
を
﹁
見
る
﹂
こ
と
を
通
し
て
後
人
が

追
悼
す
る
一
連
の
緊
密
な
歌
群
の
形
成
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

以
上
が
︑
巻
二
の
有
間
皇
子
追
悼
歌
群
の
中
核
を
な
す
︿
意
吉
麻
呂
︱
憶

良
﹀
歌
の
形
成
の
背
景
で
あ
る
︒

三
︱
㈡

︿
意
吉
麻
呂
︱
憶
良
﹀
歌
の
構
成

こ
こ
で
巻
二
歌
群
に
即
し
て
︑
一
連
の
表
現
の
内
実
︵
あ
り
方
︶
に
つ
い
て

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
八



整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

先
述
の
よ
う
に
持
統
四
年
の
︿
川
嶋
＝
憶
良
歌
﹀
の
表
現
は
︑
有
間
歌
の

﹁︵
結
ん
だ
︶
浜
松
が
枝
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
踏
襲
し
て
い
た
︒
巻
二
の

︿
意
吉
麻
呂
︱
憶
良
の
追
和
﹀
も
そ
の
方
向
性
は
同
じ
で
あ
り
︑
有
間
へ
の
追

悼
歌
は
一
貫
し
て
﹁︵
磐
代
の
︶
結
び
松
﹂
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
︒

詳
し
く
い
え
ば
︑
⒝
︱
③
が
︑
願
望
を
託
し
て
結
ん
だ
磐
代
の
松
を
︑
そ

の
後
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
形
で
︑
皇
子
へ
の
哀
悼
の
思

い
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︵
ち
な
み
に
︑
⒝
︱
④
︵
意
吉
麻
呂
の
二

首
め
︶
は
歌
い
手
の
心
情
表
出
が
主
眼
と
な
っ
て
い
る
︶︒
題
詞
の
表
現
も
そ

の
内
容
に
呼
応
し
て
整
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
編
集
過
程
に
は
違

い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
︑
こ
の
こ
と
は
︑
願
望
を
託
し
て
結
ん
だ
松
の

木
末
を
再
び
見
た
で
あ
ろ
う
か
と
皇
子
へ
の
思
い
を
い
う
︑︿
歌
集
歌
﹀
に
ま

で
及
ん
で
共
通
す
る
︒
有
間
皇
子
歌
を
承
け
る
形
で
︑
意
吉
麻
呂
歌
も
︿
歌
集

歌
﹀
も
︑
そ
の
題
詞
で
は
﹁
見
結
松
﹂
と
記
し
︑
対
応
す
る
歌
の
表
現
も
︑

﹁
磐
代
の
崖
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
～
﹂︵
一
四
三
︶・﹁
磐
代
の
野
中
に
立
て

る
結
び
松
﹂︵
一
四
四
︶・﹁
後
見
む
と
君
が
結
べ
る
磐
代
の
子
松
が
末
を
～
﹂

︵
一
四
六
︶
の
よ
う
に
︑
思
い
を
託
し
て
結
ば
れ
た
﹁
結
び
松
﹂︵
一
四
一
︶
を

通
し
て
皇
子
を
追
憶
す
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
︒
憶
良
の
歌
の
み
が
︑﹁︵
結

び
︶
松
﹂
を
対
象
に
し
な
が
ら
も
︑
後
世
の
人
の
立
場
か
ら
過
去
の
人
を
思
い

や
る
の
で
は
な
く
︑﹁
人
﹂
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
﹁
松
﹂
こ
そ
は
知
っ
て

い
る
と
し
て
︑
霊
魂
と
化
し
た
皇
子
を
見
続
け
て
い
る
︵
霊
魂
と
交
流
し
あ
っ

て
い
る
︶
松
を
主
体
に
歌
っ
て
い
る
︒
地
名
や
修
飾
語
を
一
切
介
在
さ
せ
な
い

で
表
現
し
て
い
る
が
︑
皇
子
と
の
関
連
は
や
は
り
﹁
松
﹂
を
媒
介
に
歌
わ
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
追
悼
歌
群
の
キ
ー
ワ
ー
ド
﹁
結
び
松
﹂
を
軸
に
表
現
は
構
成
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
た
︒

憶
良
の
追
和
歌
に
つ
い
て
︑
田
中
大
士
氏
は
﹁
こ
の
歌
の
前
後
を
な
す
︑
奥

麻
呂
歌
︑
柿
本
人
麻
呂
歌
集
歌
が
︑
過
去
の
人
と
し
て
詠
む
有
間
皇
子
を
︑
今

も
霊
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
詠
む
点
︑
大
き
く
突
出
し
て
い
る
﹂
と
す
る
︒

そ
れ
は
﹁
亡
き
人
と
の
間
に
長
い
時
間
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
嘆
き
﹂
を
歌

う
同
じ
憶
良
の
三
四
番
歌
︵
持
統
四
年
︶
と
の
﹁
手
法
﹂
の
違
い
で
も
あ
る⑭
と

さ
れ
る
︒
憶
良
の
手
法
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
や
は
り
﹁
追

和
﹂
の
歌
で
あ
る
こ
と
︵
場
を
共
有
し
て
い
な
い
こ
と
︶
が
一
つ
の
理
由
で
も

あ
っ
た
ろ
う
︒
﹁
人
は
か
へ
り
て
ま
た
見
け
む
か
も
﹂
と
事
件
の
進
行
す
る
時

間
の
中
に
あ
る
皇
子
の
行
動
を
推
し
量
り
︵
一
四
三
︶︑
そ
の
ゆ
か
り
の
結
び

松
に
心
結
ぼ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
嘆
く
︵
一
四
四
︶
意
吉
麻
呂
歌
の
二
首

に
和
し
つ
つ
︑
ゆ
か
り
の
松
と
の
交
流
を
現
に
続
け
る
霊
魂
の
存
在
を
幻
視
し

て
い
る
︒
前
者
が
時
間
的
距
離
の
隔
た
り
を
強
調
し
嘆
く⑮
の
に
対
し
て
︑
後
者

は
空
間
的
な
世
界
の
隔
た
り
を
強
調
す
る
方
向
へ
と
転
換
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒

憶
良
の
追
和
歌
は
︑
皇
子
の
霊
魂
と
交
感
関
係
に
あ
る
松
の
木
を
想
起
し
な
が

ら
︑
現
実
と
幽
冥
界
と
の
隔
絶
の
思
い
を
歌
っ
て
い
る
と
し
て
よ
い
︒
死
の
事

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

三
九



実
を
通
し
て
は
そ
こ
に
長
い
時
間
を
実
感
し
つ
つ
も
︑
ゆ
か
り
の
景
物
と
交
流

す
る
霊
魂
の
存
在
を
通
し
て
は
︑
な
お
微
か
な
共
存
の
感
覚
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
︒
憶
良
︑
な
い
し
は
そ
の
時
代
の
霊
魂
︵
生
命
︶
観
念
が
ほ
の
見

え
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
︒

四

柿
本
人
麻
呂
歌
集
歌
の
問
題

巻
二
歌
群
は
最
後
に
﹁
人
麻
呂
歌
集
歌
﹂
を
置
い
て
い
る
︒
こ
の
歌
に
つ
い

て
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
︒
そ
の
一
つ
は
題
詞
の
﹁
大
宝
元
年
辛
丑
～
﹂

の
よ
う
な
精
緻
な
書
式
は
人
麻
呂
歌
集
で
は
異
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
題
詞
の

下
の
小
書
︵﹁
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
中
出
也
﹂︶
の
注
記
は
そ
の
ま
ま
認
め
ら

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
本
文
ど
お
り
大
宝
元
年
の
も
の

で
﹁
歌
集
﹂
に
属
す
る
と
の
見
解⑯
が
多
い
中
で
︑
肝
心
な
の
は
稲
岡
耕
二
氏
の

指
摘
さ
れ
た
︑
第
五
句
の
表
記
の
あ
り
方
︑
す
な
わ
ち
﹁
ま
た
見
け
む
か
も

︵
又
将
㆑

見
香
聞
︶﹂
の
﹁
将
﹂
字
を
助
動
詞
﹁
け
む
﹂
に
あ
て
る
用
字
法
は
︑

人
麻
呂
歌
集
及
び
人
麻
呂
作
歌
で
は
例
を
み
な
い
と
い
う
異
質
さ
︵
不
自
然

さ
︶
が
解
決
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る⑰
︒
本
稿
で
は
︑﹁
歌
集
﹂
歌
で
あ
る

か
ど
う
か
は
な
お
課
題
を
残
す
も
の
の
︑
巻
九
の
大
宝
時
の
行
幸
の
一
群
の
歌

か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
際
に
何
ら
か
の
誤
記
が
あ
っ
た
か⑱

と
す
る
見
解
に
従
う
こ
と
に
し
た
い
︒

次
に
は
︑︿
歌
集
歌
﹀
が
大
宝
時
の
歌
と
す
る
な
ら
ば
︑
な
ぜ
同
時
の
意
吉

麻
呂
作
歌
と
巻
二
に
お
い
て
切
り
離
さ
れ
て
収
載
さ
れ
て
い
る
の
か
に
疑
問
が

も
た
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
の
一
つ
の
解
答
は
︑
憶
良
歌
ま
で
が
第
一
次
の
整

理
段
階
で
︑﹁
歌
集
﹂
歌
は
そ
の
後
に
増
補
さ
れ
た
と
い
う
編
集
過
程
の
結
果

と
す
る
見
解
︵
﹃
釈
注

巻
二
﹄
︶
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
︑
も
と
も

と
同
じ
場
で
歌
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
意
吉
麻
呂
歌
と
︿
歌
集
歌
﹀
が
分
断
さ

れ
た
経
緯
に
は
︑
あ
る
い
は
憶
良
の
こ
れ
以
前
の
歌
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
︒
す
で
に
触
れ
た
﹁
白
波
の
浜
松
が
枝
の
︵
の
木
の
︶﹂
の
︿
川

嶋
＝
憶
良
﹀
歌
で
あ
り
︑
巻
九
の
﹁
山
上
歌
﹂︵
九
・
一
七
一
六
︶
は
そ
の
位

置
か
ら
し
て
人
麻
呂
歌
集
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
︒
実
は
有
間
皇
子
へ
の
追
悼

歌
を
初
め
て
歌
っ
た
の
は
憶
良
で
あ
り
︑
意
吉
麻
呂
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か

ら
こ
そ
大
宝
時
の
自
分
の
歌
を
憶
良
に
示
し
た
と
い
う
事
情
が
想
定
さ
れ
る
︒

そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
有
間
皇
子
の
歌
を
意
識
し
て
追
憶
し
た
意
吉
麻
呂
歌
が
あ

り
︑
さ
ら
に
そ
れ
に
和
し
た
憶
良
歌
が
あ
り
︑
そ
の
流
れ
で
有
間
皇
子
追
悼
歌

群
の
構
成
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
分
か
り
や
す
い
︒
視
点
を
変
え
れ
ば
︑
意
吉
麻

呂
︱
憶
良
ラ
イ
ン
に
よ
る
資
料
に
基
づ
い
た
歌
群
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
︒
そ
こ

に
第
一
次
の
有
間
皇
子
歌
群
の
形
成
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
の
筋
道

か
ら
す
る
と
︿
歌
集
歌
﹀
が
は
み
出
す
の
も
︑
あ
る
意
味
で
は
自
然
の
な
り
ゆ

き
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
と
す
る
な
ら
︑︿
歌
集
歌
﹀
は
こ
れ
ら
の
歌
群

と
共
通
性
を
も
た
な
い
の
か
と
い
え
ば
︑
表
現
︵﹁
結
び
松
﹂
を
﹁
見
る
﹂
と

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

四
〇



歌
う
主
題
︶
か
ら
は
む
し
ろ
共
通
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
︒
当
該
歌
は
︑
題
詞
を

疑
え
ば
持
統
四
年
の
行
幸
時
の
も
の
と
も
考
え
得
る
が
︑
そ
う
す
る
と
︑
意
吉

麻
呂
の
第
一
首
は
あ
ま
り
に
︿
歌
集
歌
﹀
と
近
似
し
た
歌
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

や
は
り
大
宝
時
の
行
幸
︑
す
な
わ
ち
意
吉
麻
呂
歌
と
同
一
の
場
で
形
成
さ
れ
た

も
の
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

二
首
が
同
じ
場
で
詠
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
徴
証
は
︑
共
に
第
五
句
に
﹁
ま
た

見
け
む
か
も
﹂
の
同
一
表
現
を
も
つ
こ
と
に
も
認
め
ら
れ
る
︒
通
常
︑
同
一
の

場
で
歌
わ
れ
た
歌
が
同
じ
句
を
含
む
こ
と
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
ま
い
が
︑

大
宝
の
行
幸
時
の
詠
歌
の
特
徴
に
︑
同
一
句
な
い
し
類
似
句
を
含
む
も
の
の
多

い
こ
と
が
あ
る
︒
村
瀬
憲
夫
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
︑
紀
伊
行
幸
歌
群
の
な
か
に

は
次
の
よ
う
な
類
句
・
類
型
的
表
現
が
見
ら
れ
る⑲
︒

56768
③

三
名
部
の
浦
潮
な
満
ち
そ
ね
鹿
島
な
る
釣
す
る
海
人
を
見
て
帰
り
来
む

④

朝
開
き
漕
ぎ
出
て
我
は
湯
羅
の
崎
釣
す
る
海
人
を
見
て
帰
り
来
む

56768
⑧

我
が
背
子
が
使
ひ
来
む
か
と
出
立
の
こ
の
松
原
を
今
日
か
過
ぎ
な
む

⑩

勢
能
山
に
黄
葉
常
敷
く
神
岡
の
山
の
黄
葉
は
今
日
か
散
る
ら
む

＊

後
れ
居
て
我
が
恋
ひ
を
れ
ば
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
今
日
か
越
ゆ
ら
む

こ
れ
ら
を
挙
げ
て
村
瀬
氏
は
︑﹁
こ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
る
の
は
︑
こ
れ
ら

の
歌
が
多
く
の
人
々
の
前
で
歌
わ
れ
︑
広
く
享
受
さ
れ
る
共
通
の
場
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る⑳
﹂
と
述
べ
ら
れ
た
︒
こ
の
現
象
は
︑
同
じ
行
幸
の
機
会
に

も
の
さ
れ
た
巻
二
の
有
間
追
悼
歌
群
に
つ
い
て
も
い
え
る
︒
意
吉
麻
呂
の
③
と

︿
歌
集
歌
﹀
が
と
も
に
﹁
ま
た
見
け
む
か
も
﹂
の
結
句
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
︒

有
間
皇
子
追
悼
歌
の
一
群
の
中
で
み
る
と
き
︑
意
吉
麻
呂
歌
と
歌
集
歌
と
が
と

も
に
同
一
の
句
を
持
つ
こ
と
に
は
や
や
違
和
感
を
覚
え
る
︒
か
と
い
っ
て
︑
二

首
は
同
一
歌
と
い
う
ほ
ど
に
近
い
わ
け
で
も
な
く
︑﹁
人
は
︵
か
へ
り
て
︶﹂

︵
意
吉
麻
呂
歌
︶
と
﹁
君
が
︵
結
べ
る
︶
﹂
︵
歌
集
歌
︶
と
い
う
対
象
に
対
す
る

把
握
の
仕
方
の
差
異
も
見
ら
れ
る
︒
こ
う
し
て
︑
む
し
ろ
類
句
を
共
有
す
る
形

で
の
集
団
的
詠
歌
の
あ
り
方
が
想
定
さ
れ
て
よ
い
と
す
る
な
ら
︑
二
首
は
場
を

共
に
す
る
同
時
の
歌
と
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
︒

五

大
宝
元
年
行
幸
と
有
間
皇
子
追
悼
歌

前
節
ま
で
に
お
い
て
︑
巻
二
歌
群
と
大
宝
時
の
歌
群
の
場
の
同
一
性
を
想
定

し
て
き
た
が
︑
二
群
の
場
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
︑
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と
で

は
な
い
︒
巻
九
の
行
幸
歌
に
つ
い
て
は
︑﹁
藤
白
の
み
坂
﹂︵
⑨
︶
の
歌
を
除
き
︑

大
か
た
有
間
皇
子
歌
と
結
び
つ
く
よ
う
な
歌
は
見
当
た
ら
な
い㉑
と
さ
れ
て
き
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
見
て
き
た
よ
う
に
︑
巻
二
の
有
間
皇
子
歌
群
中
の
意
吉
麻
呂
歌
︑

︿
歌
集
歌
﹀
は
大
宝
行
幸
時
の
作
と
す
る
ほ
か
は
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
巻
二
歌

群
と
巻
九
歌
群
は
︑
歌
の
場
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
初
め
か
ら
別
々
の
資
料
と
し

て
定
着
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
巻
九
歌
群
に
有
間
皇
子
追
憶
の
歌
の
存
在
を
指
摘

す
る
伊
藤
博
氏
の
論㉒
で
あ
る
︒
伊
藤
論
が
﹁
藤
白
坂
﹂
の
歌
以
外
に
も
有
間
皇

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

四
一



子
と
の
関
連
を
も
つ
も
の
と
し
て
挙
げ
る
の
は
︑
ま
ず
﹁
白
崎
は
幸
く
在
り
待

て
～
﹂︵
②
︶
の
歌
で
あ
る
︒
こ
の
歌
の
﹁
幸
く
﹂︑﹁
ま
た
か
へ
り
見
む
﹂
な

ど
に
つ
い
て
︑﹁
表
現
が
酷
似
し
︑
趣
が
通
う
﹂
点
で
︑
有
間
皇
子
の
自
傷
歌

第
一
首
︵
一
四
一
︶
を
想
起
さ
せ
る
と
さ
れ
る
︒
次
に
︑﹁
風
莫
の
～
﹂︵
⑦
︶

の
歌
を
あ
げ
て
︑﹁
見
る
人
な
し
に
﹂
の
句
が
志
貴
皇
子
挽
歌
︵
二
・
一
三
一
︶

な
ど
に
に
通
じ
る
﹁
挽
歌
的
表
現
﹂
で
あ
る
と
の
判
断
に
立
ち
︑
こ
の
歌
は
前

歌
と
の
つ
な
が
り
で
は
﹁
家
で
待
つ
妻
を
指
す
﹂
の
だ
が
︑﹁
続
く
歌
の
あ
り

よ
う
に
よ
っ
て
は
有
間
皇
子
そ
の
人
を
指
す
こ
と
も
あ
り
得
る㉓
﹂
と
し
て
︑
も

と
も
と
は
こ
の
歌
の
直
後
に
巻
二
の
︿
歌
集
歌
﹀
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
た

︵
伊
藤
論
は
巻
九
行
幸
歌
群
か
ら
巻
二
に
切
り
だ
さ
れ
た
の
は
︿
歌
集
歌
﹀
の

み
と
判
断
さ
れ
て
い
る
︶︒

巻
二
の
有
間
皇
子
歌
群
と
大
宝
時
の
歌
群
の
関
係
が
論
議
さ
れ
ず
︑
む
し
ろ

関
連
の
言
及
に
慎
重
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
︑︿
意
吉
麻
呂
︱
憶
良
﹀

歌
の
制
作
時
点
が
不
確
定
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
し
て
︑

肝
心
の
有
間
皇
子
事
件
は
す
で
に
四
十
三
年
も
以
前
の
出
来
事
で
あ
る
︒
確
か

に
巻
九
歌
群
だ
け
を
読
ん
で
い
る
限
り
で
は
︑
そ
こ
に
有
間
皇
子
歌
と
の
つ
な

が
り
は
見
え
に
く
い
と
い
っ
て
よ
い
︒
し
か
し
問
題
は
︑
巻
二
歌
群
の
形
成
事

情
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
た
い
ま
︑
そ
れ
ら
の
歌
群
を
巻
九
歌
群
に
重
ね
て
み

る
と
︑
そ
こ
に
は
新
た
な
映
像
が
立
ち
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

そ
の
点
で
︑
伊
藤
論
の
指
摘
は
ま
さ
に
先
見
的
で
あ
っ
た
と
思
う
︒

こ
こ
で
︑
伊
藤
論
が
有
間
皇
子
の
歌
と
の
重
な
り
を
推
断
し
た
②
の
歌
に
つ

い
て
︑
あ
え
て
巻
二
の
歌
の
類
同
的
な
表
現
に
照
ら
し
て
み
る
と
︑
次
の
よ
う

な
関
係
に
な
る
︒

Ⅲ
・
②

白
崎
は
幸
く
在
り
待
て
大
船
に
ま
梶
し
じ
貫
き
ま
た
か
へ
り
見
む

﹇
Ⅰ
・
①

磐
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
ま
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り

見
む
]

Ⅰ
・
③

磐
代
の
崖
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
か
へ
り
て
ま
た
見
け
む
か
も

Ⅰ
・
⑥

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

第
五
句
に
呼
応
す
る
表
現
を
も
つ
右
の
よ
う
な
類
句
関
係
が
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
︒
②
の
﹁
白
崎
﹂
歌
の
歌
い
手
の
意
図
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
ま
た

か
へ
り
見
む
﹂
か
ら
有
間
歌
の
﹁
結
び
松
﹂
が
呼
び
起
さ
れ
る
の
は
必
然
で
あ

ろ
う
︒﹁
白
崎
﹂
︵
日
高
郡
由
良
町
大
引
︶
と
磐
代
は
距
離
的
に
離
れ
過
ぎ
て
は

い
る
が
︑
こ
の
歌
群
で
地
名
の
表
わ
れ
は
必
ず
し
も
旅
程
の
順
序
に
対
応
し
て

は
い
な
い
︒
②
は
前
半
﹁
海
浜
の
歌
﹂
の
冒
頭
歌
で
あ
り
︑
白
崎
へ
の
讃
美
で

あ
る
と
と
も
に
︑
旅
の
安
全
を
託
す
機
能
を
も
担
っ
て
い
る
︒
そ
の
表
現
は
有

間
皇
子
の
歌
と
響
き
合
う
表
現
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
︑
お
そ
ら
く
磐
代
の
地
と

結
び
つ
く
時
に
︑
意
吉
麻
呂
歌
や
歌
集
歌
の
よ
う
な
あ
り
方
を
誘
発
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
巻
二
の
歌
群
の
対
応
︵
構
成
︶
が
そ
の
ま
ま
巻
九
の
現
場

で
再
現
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
︒
有
間
皇
子
歌
が
早
く
に
﹁
表

現
﹂
と
し
て
存
在
︵
確
定
︶
し
て
い
る
以
上
︑
そ
の
現
場
に
か
か
わ
る
行
幸
の

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

四
二



地
で
巻
九
の
②
が
発
想
さ
れ
る
の
は
︑
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
の
方
向
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
巻
九
の
②
が
有
間
歌
を
内
包
し
う
る
表
現
で
あ
る
以
上
︑
こ
れ
と
映

発
し
合
っ
て
巻
二
の
③
・
⑤
が
表
現
化
さ
れ
る
の
も
︑
集
団
的
詠
歌
の
あ
り
方

と
し
て
可
能
な
方
向
で
あ
る
︒

現
在
の
巻
九
の
前
半
詠
の
中
で
は
︑
地
理
的
関
係
は
か
な
り
緩
や
か
に
並
ん

で
い
て
︑
そ
れ
は
行
程
の
順
序
よ
り
も
︑
歌
の
一
連
が
景
物
や
イ
メ
ー
ジ
の
繋

が
り
と
い
う
︑
内
面
的
な
趣
向
を
優
先
し
て
い
る㉔
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
こ
で
︑

﹁
有
間
皇
子
﹂・﹁
磐
代
﹂・﹁
結
び
松
﹂
を
通
し
た
数
首
が
歌
わ
れ
た
と
し
て
も
︑

そ
れ
は
一
つ
の
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
仮
に
歌
の
場
が
同
一
の
宴
席
の

場
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
は
間
髪
を
お
か
ず
歌
い
継
が
れ
た
か
︑
場
合
に
よ

っ
て
は
む
し
ろ
類
同
的
な
語
句
を
積
極
的
に
用
い
て
︑
集
団
の
紐
帯
関
係
を
活

性
化
す
る
よ
う
な
動
態
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
︒

い
ま
具
体
的
な
歌
の
場
所
︵
位
置
︶
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
が
︑

巻
二
の
歌
群
は
︑
同
じ
場
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
︒も

と
も
と
巻
九
歌
群
は
︑
冒
頭
に
斉
明
朝
の
行
幸
歌
の
少
異
歌
を
置
く
こ
と

か
ら
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︒

妹
が
た
め

我
玉
拾ひ
り

ふ

沖
辺
な
る

玉
寄
せ
持
ち
来

沖
つ
白
波

︵
九
・
一
六
六
五
︶

歌
群
の
①
︵
一
六
六
七
番
︶
は
左
注
に
も
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
右
の
少
異
歌

で
あ
る
︒
か
つ
て
の
紀
伊
国
行
幸
時
の
詠
歌
と
し
て
︑
そ
の
往
時
を
回
想
す
る

た
め
に
誦
詠
し
た
古
歌
な
の
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
同
一
の
歌
と
み
て
よ
い
︒
こ
こ

に
は
斉
明
朝
へ
の
追
慕
︑
な
い
し
は
有
間
皇
子
の
時
代
へ
の
回
顧
の
意
識
が
働

い
て
い
た
と
い
え
る
︒

さ
ら
に
︑
後
半
の
復
路
︵
陸
路
︶
の
旅
の
歌
に
は
︑
﹁
藤
白
の
み
坂
﹂
が
歌

わ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
︑
大
宝
時
の
歌
群
に
は
︑
時
と
し
て
過
去
の
紀
伊
行

幸
へ
の
回
想
︑
追
慕
の
意
識
が
表
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
本
稿
が
考
察
し
て
き
た

歌
群
も
︑
そ
の
よ
う
な
列
に
並
べ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

巻
二
の
追
悼
歌
群
の
表
現
が
臨
場
感
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

想
起
さ
れ
る
︒

結
び
に
か
え
て

以
上
︑
巻
二
の
有
間
皇
子
関
係
歌
群
に
つ
い
て
︑
巻
二
以
外
に
収
め
ら
れ
る

二
回
の
紀
伊
国
行
幸
に
お
け
る
歌
群
と
の
関
係
を
手
掛
か
り
に
︑
そ
の
形
成
の

過
程
を
探
っ
て
き
た
︒
万
葉
の
歌
に
よ
れ
ば
︑
二
度
の
紀
伊
国
行
幸
の
機
会
に
︑

有
間
皇
子
の
自
傷
歌
第
一
首
に
関
わ
る
﹁
磐
代
﹂
の
﹁
結
び
松
﹂
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
︑
皇
子
追
悼
の
歌
が
詠
じ
続
け
ら
れ
た
︒
巻
二
の
有
間
皇
子
歌
群
は

そ
の
主
要
な
歌
群
を
集
積
し
︑
一
つ
の
流
れ
に
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒

持
統
天
皇
四
年
︵
六
九
〇
年
︶
の
紀
伊
国
行
幸
に
お
い
て
︑︿
川
嶋
＝
憶
良

歌
﹀
が
﹁
浜
松
が
枝
﹂
を
軸
に
し
て
有
間
皇
子
へ
の
追
悼
歌
を
歌
っ
た
の
は
︑

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

四
三



斉
明
天
皇
四
年
︵
六
五
八
年
︶
の
有
間
皇
子
事
件
か
ら
三
十
二
年
後
の
こ
と
で

あ
る
︒
さ
ま
ざ
ま
に
背
景
は
推
測
さ
れ
て
い
る
が
︑
謀
反
の
大
罪
を
犯
し
た
皇

子
に
対
す
る
行
為
と
し
て
は
奇
異
な
印
象
が
持
た
れ
な
い
で
も
な
い
︒
こ
の
時

の
紀
伊
行
幸
の
経
緯
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い

が
︑
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
十
一
年
後
の
大
宝
元
年
︵
七
〇
一
年
︶
の
紀
伊
国
行
幸

に
お
い
て
も
︑
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
や
事
件
を
意
識
し
た
場
所
で
︑
や
は
り
皇

子
を
追
憶
す
る
歌
が
詠
じ
ら
れ
て
い
た
︒
本
文
で
そ
れ
に
関
説
す
る
こ
と
は
し

な
か
っ
た
が
︑
意
吉
麻
呂
の
歌
の
注
記
に
︑﹃
類
聚
歌
林
﹄
で
は
詔
に
応
へ
て

こ
の
歌
を
作
る
﹂
と
す
る
実
態
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
︑
歌
の
場
に
は
天
皇
︑

あ
る
い
は
持
統
太
上
天
皇
が
臨
席
し
て
い
た
︒
と
す
れ
ば
︑
有
間
皇
子
に
対
す

る
追
悼
の
歌
群
は
︑
公
に
は
許
容
さ
れ
て
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

持
統
四
年
と
大
宝
元
年
の
同
じ
天
皇
︵
持
統
お
よ
び
持
統
太
上
天
皇
︶
の
両

次
の
行
幸
歌
に
は
︑
有
間
皇
子
追
慕
の
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
数

十
年
に
も
亙
り
︑
宮
廷
人
に
皇
子
へ
の
追
悼
︑
追
憶
の
意
識
を
持
た
せ
た
要
因

は
何
な
の
か
︑
こ
れ
は
単
に
行
幸
が
有
間
皇
子
ゆ
か
り
の
紀
伊
路
を
通
過
す
る

か
ら
と
い
っ
た
理
由
か
ら
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
︒
先
の
考
察
に
よ
っ
て
も
︑
有

間
皇
子
追
慕
の
感
情
は
集
中
的
に
表
わ
れ
て
お
り
︑
宮
廷
集
団
の
意
思
的
動
向

が
働
い
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

持
統
・
文
武
朝
の
両
度
の
紀
伊
国
行
幸
従
駕
歌
に
は
︑
か
な
り
意
志
的
な
有

間
皇
子
追
慕
の
営
み
が
あ
っ
た
と
確
認
し
て
結
び
と
し
た
い
︒

注①

阪
下
圭
八
﹁
有
間
皇
子
﹂﹃
初
期
万
葉
﹄
一
九
七
八
年
︑
平
凡
社
︒
初
出
︑
一
九

七
五
年
︒
ま
た
穂
積
老
の
巻
三
・
二
八
八
と
そ
の
異
伝
と
思
わ
れ
る
巻
十
三
・
三
二

四
一
歌
も
同
じ
表
現
を
も
つ
︒

②

稲
岡
耕
二
﹁
有
間
皇
子
﹂
﹃
万
葉
集
講
座
第
五
巻
﹄
一
九
七
三
年
︑
有
精
堂
︒

③

注
②
に
同
じ
︒

④

注
②
に
同
じ
︒
な
お
伊
藤
博
﹃
万
葉
集
の
表
現
と
方
法

下
﹄
一
九
七
六
年
︑
塙

書
房
︒
第
八
章
第
二
節
︒

⑤

吉
永
登
﹃
万
葉
集
﹄
︵
一
九
五
七
年
︑
三
一
書
房
︶
護
送
の
強
行
日
程
を
指
摘
︒

仮
託
論
の
論
拠
の
ひ
と
つ
と
な
る
︒

⑥

折
口
信
夫
﹁
万
葉
集
短
歌
輪
講
﹂
﹃
折
口
信
夫
全
集

二
十
九
巻
﹄
一
九
六
八
年
︑

中
央
公
論
社
︒
初
出
︑
一
九
二
〇
年
︒

⑦

伊
藤
博
﹃
万
葉
集
の
構
造
と
成
立

下
﹄
第
八
章
第
二
節
︒
一
九
七
四
年
︑
塙
書

房
︒

⑧

中
西
進
﹁
磐
代
に
て
﹂
﹃
山
上
憶
良
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
七
三
年
︒
初
出
一

九
六
九
年
︒

⑨

橋
本
達
雄
﹁
人
麻
呂
周
辺
の
歌
人
﹂
﹃
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
﹄
一
九
七
五
年
︑

笠
間
書
院
︒
初
出
一
九
六
七
年
︒
中
西
︑
注
⑧
に
同
じ
︒

⑩

﹃
続
日
本
紀
﹄
大
宝
二
年
六
月
乙
丑
︵
二
十
九
日
︶
条
に
︑
前
年
出
航
し
た
遣
唐

使
ら
が
暴
風
に
遭
い
戻
っ
て
い
た
が
︑
こ
の
日
に
筑
紫
か
ら
出
港
し
た
と
記
し
て
い

る
︒

⑪

伊
藤
博
﹃
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品

上
﹄
第
六
章
第
二
節
︒
一
九
七
五
年
︑
塙
書

房
︒
三
七
五
頁
︒

⑫

同
時
の
歌
は
巻
一
・
五
四
～
五
六
に
も
載
せ
る
が
掲
出
は
省
略
す
る
︒

⑬

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

初
出
︑
一
九
七
六
年
︒

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

四
四



⑭

田
中
大
士
﹁
紀
伊
国
行
幸
時
の
憶
良
歌
﹂﹃
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品

第

五
巻
﹄
二
〇
〇
〇
年
九
月
︑
和
泉
書
院
︒

⑮

注
⑭
に
同
じ
︒

⑯

阿
蘇
瑞
枝
﹃
増
補
柿
本
人
麻
呂
論
考
﹄
一
九
九
八
年
︑
お
う
ふ
う
︑
初
版
︑
一
九

七
二
年
︒
金
井
清
一
﹁
柿
本
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
の
作
歌
年
代
に
つ
い
て
﹂﹃
国

語
と
国
文
学
﹄
平
成
十
年
五
月
号
︑
同
﹃
全
注

巻
九
﹄
概
説
︒

⑰

稲
岡
耕
二
﹃
万
葉
表
記
論
﹄
第
一
篇
︵
下
︶
第
四
章
︒
一
九
七
六
年
︑
塙
書
房
︒

初
出
︑
一
九
六
九
年
︒

⑱

伊
藤
博
﹃
釈
注

巻
二
﹄︒
稲
岡
耕
二
﹃
和
歌
文
学
大
系
万
葉
集
①
﹄
補
注
一
四

六
︒

⑲

村
瀬
憲
夫
﹃
万
葉
集
の
歌

︱
人
と
風
土

︱
︿
和
歌
山
﹀﹄
一
九
八
六
年
︑
保

育
社
︒
七
一
頁
︒

⑳

注
⑲
に
同
じ
︑
七
二
頁
︒
た
だ
し
※
印
の
歌
︵
九
・
一
六
八
一
︶
は
﹁
後
れ
た
る

人
の
歌
﹂
の
一
首
な
の
で
︑
場
は
同
一
で
な
い
可
能
性
が
高
い
︒

㉑

こ
れ
に
つ
い
て
も
有
間
皇
子
と
の
関
係
は
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
が
︑
村
田
右
富

実
氏
に
よ
っ
て
︑
関
係
が
明
確
に
さ
れ
た
︵﹃
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
﹄
第
四
章
第

五
節
︒
二
〇
〇
四
年
︑
和
泉
書
院
︶︒

㉒

伊
藤
博
﹃
万
葉
集
の
歌
群
と
配
列

上
﹄
第
五
章
第
三
節
︒
一
九
九
〇
年
︑
塙
書

房
︒
初
出
︑
一
九
八
八
年
︒

㉓

注
㉒
に
同
じ
︒
四
〇
九
頁
︒

㉔

注
㉒
に
同
じ
︒
四
〇
五
頁
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
森
浩
一
先
生
に
同
行
し
た
御
坊
市
で
の
﹁
御
坊
歴
史
再
発
見
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
︿
二
〇
一
二
年
十
一
月
十
日
﹀
の
資
料
を
も
と
に
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
︒
与
え
ら
れ
た
課
題
は
︑
万
葉
の
紀
伊
関
係
の
歌
に
有
間
皇
子
の
事
件
が

ど
の
よ
う
な
影
を
落
と
し
て
い
る
か
で
あ
り
︑
そ
の
一
つ
に
有
間
皇
子
関
連
の

歌
群
の
形
成
過
程
を
探
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
御
坊
市
の
岩
内
一
号
墳
を
皇
子
の

墓
に
想
定
す
る
森
浩
一
説
︵﹁
磐
代
と
有
間
皇
子
﹂︑
森
浩
一
編
﹃
万
葉
集
の
考

古
学
﹄
一
九
八
四
年
︒﹁
敗
者
の
古
代
史

︱
有
間
皇
子
と
塩
屋
連
鯯
魚

︱
﹂

﹃
歴
史
読
本
﹄
二
〇
一
二
年
十
二
月
号
︶
を
視
野
に
お
き
な
が
ら
︑
万
葉
集
に

有
間
皇
子
の
影
を
追
う
作
業
は
難
行
で
あ
っ
た
が
︑
有
間
皇
子
関
連
の
歌
が
深

い
奥
行
き
を
も
つ
こ
と
に
︑
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
︒

﹁
も
う
一
冊
︑
万
葉
集
を
書
き
た
い
﹂
と
の
先
生
の
願
い
の
実
現
に
︑
立
ち

合
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
心
残
り
で
あ
る
︒
合
掌
︒

有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
歌
群
の
形
成
と
紀
伊
国
行
幸

四
五


