
調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

垣

見

修

司

は
じ
め
に

巻
十
三
挽
歌
の
部
に
︑
二
つ
の
相
似
た
行
路
死
人
歌
群
が
あ
る
︒
一
つ
目
の

歌
群
は
︑
長
歌
二
首
に
反
歌
二
首
を
あ
わ
せ
た
四
首
歌
群
で
︑
二
つ
目
の
歌
群

は
先
の
長
歌
二
首
を
一
首
に
ま
と
め
た
よ
う
な
長
歌
に
︑
反
歌
四
首
を
あ
わ
せ

た
形
を
と
る
︒
前
者
は
作
者
未
詳
で
あ
る
が
後
者
に
は
﹁
備
後
国
の
神
島
の
浜

に
し
て
︑
調
使
首
︑
屍
を
見
て
作
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌
﹂
と
の
題
詞
が
あ
り
︑

作
者
も
作
歌
事
情
も
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
歌
群
に
つ
い
て
は
表
現
の
面
か

ら
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が①
︑
そ
こ
で
は
触
れ
な
か
っ
た
作
者
調
使
首
と
︑

そ
の
作
歌
動
機
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

一
︑
調
使
首
に
つ
い
て

作
者
調
使
首
に
つ
い
て
は
伝
未
詳
で
あ
る
が
︑
こ
の
表
記
に
つ
い
て
は
姓
と

名
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
で
揺
れ
が
あ
り
︑
定
説
を
見
な
い
︒
調
氏
は
渡

来
系
氏
族
で
︑
新
撰
姓
氏
録
︵
左
京
諸
蕃
下
︶
に
︑

調
連
︒
水
海
連
と
同
じ
き
祖
︒
百
済
国
の
努
理
使
主
の
後
な
り
︒
誉
田
天

皇
︿
諡
は
應
神
︒
﹀
の
御
世
に
︑
帰ま

化ゐ

れ
り
︒
孫
︑
阿
久
太
の
男
︑
弥
和
︒

次
に
賀
夜
︒
次
に
麻
利
︒
弥
和
︑
弘
計
天
皇
︿
諡
は
顕
宗
︒﹀
の
御
世
に
︑

蚕
織
し
て
︑
絁
絹
の
様
を
献
れ
り
︒
仍
り
て
調
首
と
い
ふ
姓
を
賜
ひ
き
︒

と
あ
り
︑
調
︵
み
つ
ぎ
も
の
︶
を
管
理
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
名
と
さ
れ
て
い

る②
︒
絁
絹
の
様か
た

を
献
上
し
た
こ
と
か
ら
︑
首
姓
を
与
え
ら
れ
て
後
︑
連
姓
に
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
日
本
書
紀
天
武
天
皇
元
年
六
月
甲
申

条
と
万
葉
集
巻
一
︱
五
五
左
注
︵
大
宝
元
年
九
月
︶
に
み
え
る
調
首
淡
海
が
︑

続
日
本
紀
和
銅
二
年
正
月
丙
寅
条
に
調
連
淡
海
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
裏
付
け
ら
れ
︑
記
録
か
ら
は
漏
れ
て
い
る
も
の
の
大
宝
元
年
︵
七
〇
一
︶
九

月
か
ら
和
銅
二
年
︵
七
〇
九
︶
正
月
ま
で
の
間
に
連
姓
を
賜
っ
た
も
の
と
推
測

調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

四
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さ
れ
て
い
る③
︒
ま
た
︑
調
忌
寸
老
人
︵
持
統
紀
三
年
六
月
癸
未
条
︑
文
武
紀
四

年
六
月
甲
午
条
︶︑
調
忌
寸
古
麻
呂
︵
養
老
五
年
正
月
甲
戌
条
︶
な
ど
調
忌
寸

氏
も
あ
り
︑
こ
ち
ら
は
後
に
宿
禰
の
姓
を
賜
っ
て
い
る
︵
延
暦
四
年
︵
七
八

五
︶
六
月
癸
酉
条
︶︒

坂
上
氏
系
図
所
引
の
新
撰
姓
氏
録
逸
文
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
︒

姓
氏
録
第
廿
三
巻
曰
阿
智
王

誉
田
天
皇
︿
諡
は
應
神
︒﹀
の
御
世
に
︑
本
国
の
乱
を
避
け
︑
母
並
び

に
妻
子
︑
母
弟
迁
興
徳
︑
七
姓
漢
人
等
を
率
ゐ
て
帰
化
れ
り
︒
七
姓
は
第

一
に
段
︑︿
古
記
段
光
公
︒
字
冨
等
︒
一
云
員
姓
︒﹀
是
れ
高
向
村
主
︑
高

向
史
︑
高
向
調
使
︑
評
首
︑
民
使
主
首
等
の
祖
也
︒
次
に
李
姓
︑
是
れ
刑

部
史
の
祖
也
︒
次
に
皂
郭
姓
︑
是
れ
坂
合
部
首
︑
佐
大
首
等
の
祖
也
︒
次

に
朱
姓
︑
是
れ
小
市
︑
左
奈
宜
等
の
祖
也
︒
次
に
多
姓
︑
是
れ
檜
前
調
使

等
の
祖
也
︒
次
に
皂
姓
︑
是
れ
大
和
国
宇
太
郡
佐
波
多
村
主
︑
長
幡
部
等

の
祖
也
︒
次
に
高
姓
︑
是
れ
檜
前
村
主
の
祖
也④
︒

こ
こ
に
高
向
調
使
︑
檜
前
調
使
が
確
認
で
き
︑
や
は
り
渡
来
系
氏
族
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
が
︑
調
連
や
調
忌
寸
と
調
使
と
の
関
係
は
こ
れ
以
上
明
ら
か
で
は

な
い
︒
問
題
と
な
る
の
は
﹁
使
首
﹂
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
︑

従
来
︑
万
葉
集
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
︑
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
推

測
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒
全
註
釈
は
︑

調
使
二
字
が
氏
で
あ
ろ
う
︒
続
日
本
紀
に
︑
調
使
王
の
名
が
見
え
る
が
︑

王
の
称
号
は
︑
乳
母
の
氏
に
よ
つ
て
呼
ぶ
の
を
通
例
と
す
る
の
で
︑
調
使

氏
が
あ
つ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

と
し
て
︑
ツ
キ
ノ
オ
ビ
ト
と
訓
ん
で
い
る
︒
一
方
︑
私
注
は
︑

坂
上
系
図
所
引
の
姓
氏
録
に
は
︑
高
向
調
使
︑
檜
前
調
使
が
見
え
る
︒
高

向
︑
檜
前
は
住
地
を
示
し
︑
調
は
氏
を
︑
使
は
姓
を
あ
ら
は
す
と
み
る
べ

き
で
あ
ら
う
︒
使
は
使
主
の
略
で
︑
タ
カ
ム
コ
ノ
ツ
キ
ノ
オ
ミ
︑
ヒ
ノ
ク

マ
ノ
ツ
キ
ノ
オ
ミ
と
呼
ぶ
べ
き
や
う
に
思
は
れ
る
︒
住
所
を
示
さ
な
い
調

使
の
氏
姓
も
推
定
さ
れ
︑
又
続
紀
の
調
使
王
︑
調
使
部
も
ツ
キ
ノ
ミ
ノ
王
︑

ツ
キ
ノ
ミ
部
と
見
る
べ
き
や
う
に
思
は
れ
る
︒
そ
れ
な
ら
ば
こ
の
作
者
調

使
首
は
ツ
キ
を
氏
︑
使
を
姓
︑
首
を
名
と
し
て
完
全
な
氏
名
と
見
る
こ
と

が
出
来
︑
和
銅
二
年
以
前
の
調
首
と
の
無
関
係
は
︑
一
層
歴
然
と
し
て
来

る
こ
と
に
な
る
︒

と
し
て
調
首
と
区
別
す
る
べ
き
こ
と
を
明
言
す
る
︒
こ
れ
は
古
義
︑
新
考
︑
全

釈
の
︑
使
を
衍
字
と
す
る
説
を
し
り
ぞ
け
る
意
図
が
あ
っ
た
ら
し
い
︒
ま
た
︑

考
は
﹁
調
は
氏
︑
使
主
は
か
ば
ね
な
る
を
︑
今
本
に
使
首
と
有
は
誤
れ
り
﹂
と

し
︑
略
解
も
同
様
に
首
を
主
の
誤
字
と
す
る
︒
使
主
は
︑
渡
来
系
氏
族
に
与
え

ら
れ
た
姓
の
一
つ
で
︑
顕
宗
即
位
前
紀
の
人
名
の
訓
註
に
︑

帳
内
日
下
部
連
使
主
と
︿
使
主
は
︑
日
下
部
連
の
名
な
り
︒
使
主
︑
此
に

は
於
瀰
と
云
ふ
︒
﹀
⁝

と
あ
っ
て
︑﹁
お
み
﹂
と
訓
む
︒
考
︑
略
解
と
私
注
の
ち
が
い
は
首
を
誤
字
と

調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

四
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す
る
か
︑
使
主
が
略
さ
れ
て
い
て
首
は
そ
の
ま
ま
と
す
る
か
で
あ
る
が
︑
首
を

主
の
誤
り
と
す
る
必
然
性
も
な
い
た
め
に
︑
使
主
姓
が
省
略
さ
れ
た
形
と
み
る

説
は
︑
全
集
の
人
名
一
覧
や
集
成
︑
新
編
全
集
頭
注
さ
ら
に
釈
注
に
も
踏
襲
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
同
じ
坂
上
氏
系
図
に
あ
る
民
使
主
首
が
︑
他
で
は
﹁
民

使
首
﹂︵
新
撰
姓
氏
録
︵
山
城
国
諸
蕃
︶︶
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
︑
こ
の
省

略
説
の
根
拠
と
な
る⑤
︒
高
壮
至
氏
に
よ
る
と
︑
使
主
姓
を
名
乗
る
氏
族
に
つ
い

て
主
の
字
を
脱
し
て
い
る
も
の
は
他
に
見
ら
れ
な
い
︒
た
だ
︑
平
城
宮
出
土
木

簡
に
︑﹁
調
使
主
﹂
か
と
判
読
さ
れ
る
も
の
︵﹃
平
城
宮
木
簡
﹄
�
︱
�
	



�
︶
が
一
点
あ
る
︒
こ
れ
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
確
認

で
き
る
画
像
に
よ
れ
ば
折
損
に
よ
り
文
字
の
右
半
分
し
か
確
認
で
き
ず
︑
主
の

字
も
判
読
し
に
く
い
も
の
の
︑
こ
の
読
み
が
正
し
け
れ
ば
﹁
調
使
主
﹂
と
記
さ

れ
た
例
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る⑥
︒
使
を
使
主
の
略
と
し
て
姓
と
み
る
私
注
は
首

を
名
と
す
る
が
︑
そ
れ
以
外
は
首
を
姓
と
し
︑
さ
ら
に
集
成
︑
釈
注
は
使
と
首

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
複
式
の
姓
か
と
推
測
し
て
い
る
︒
こ
う
し
て
︑
調

使
首
は
ツ
キ
ノ
オ
ミ
オ
ビ
ト
と
訓
ま
れ
︑
名
が
欠
け
た
作
者
表
記
で
あ
る
と
説

く
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
︒

と
は
い
え
︑
使
と
首
が
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
複
式
の
姓
と
理
解
す
る

説
も
に
わ
か
に
は
認
め
が
た
い
︒
調
使
首
に
は
正
倉
院
文
書
に
﹁
調
使
首
難
波

万
呂⑦
﹂
の
存
在
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
︑﹁
難
波
万
呂
﹂
が
別
筆
署
名
で
あ

る
か
ら
︑
首
姓
を
持
つ
調
使
氏
が
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
は
調
使

王
︵
続
紀
神
護
景
雲
元
年
正
月
己
巳
条
︶
や
調
使
部
︵
続
紀
宝
亀
元
年
七
月
己

丑
条
︶
の
例
が
あ
り
︑
王
の
名
に
つ
い
て
は
全
註
釈
が
指
摘
し
た
よ
う
に
調
使

氏
が
養
育
し
た
こ
と
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
が
︑
王
の
名
に
冠
す
る
際
に
姓
ま
で

を
用
い
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
調
使
が
氏
族
名
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
と
み
る
の
が
適
切
と
言
え
る
︒
そ
れ
ゆ
え
歴
史
学
の
立
場
で
は
︑
使
は

使
主
姓
の
略
で
は
な
い
以
上
︑﹁
お
み
﹂
と
訓
む
必
要
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る

た
め
か
︑
新
大
系
の
続
日
本
紀
で
は
い
ず
れ
も
調

つ
き
の

使
つ
か
ひ

王
︑
調
つ
き
の

使
つ
か
ひ

部
と
訓
ま

れ
て
い
る⑧
︒
全
歌
講
義
は
こ
れ
に
な
ら
い
ツ
キ
ノ
ツ
カ
ヒ
ノ
オ
ビ
ト
と
訓
み
︑

こ
れ
ま
で
の
万
葉
集
の
注
釈
書
と
は
異
な
る
立
場
を
示
す
︒

は
た
し
て
調
使
を
ツ
キ
ノ
オ
ミ
と
訓
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
︒
従
来
︑
ツ

キ
ノ
オ
ミ
と
訓
ま
れ
て
き
た
の
は
︑
調
使
と
膳
臣
の
家
記
を
元
に
記
さ
れ
た
上

宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
の
彰
考
館
蔵
本
に
﹁
儻
得
㆓

調
ツ
キ
ノ

使ヲ
ン

膳
カ
シ
ハ
テ
ノ

臣
等
二
家

記
㆒

﹂
と
朱
で
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
︒
奥
書
に
は
﹁
保
安
三
年
十

一
月
十
二
日
於
洛
陽
寫
了
︒
本
書
是
廣
隆
寺
住
大
蓮
房
定
海
聖
人
本
也
︒
建
長

二
年
︿
庚
戌
﹀
七
月
廿
四
日
校
點
已
了
︒
圓
齊
﹂
と
あ
る
か
ら
建
長
二
年
︵
一

二
五
〇
︶
頃
に
は
﹁
調
使
﹂
が
ツ
キ
ノ
ヲ
（
オ
）

ン
と
訓
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
古
訓
は
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
し
︑
調
使
の
使
が
使
主
の
略
と
は
言
え

な
い
に
し
て
も
︑
使
の
一
字
だ
け
で
オ
ミ
と
訓
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
言
え

な
い
の
で
は
な
い
か
︒﹃
訓
点
語
彙
集
成
﹄
に
よ
れ
ば
﹁
使
主
﹂
に
は
日
本
書

紀
の
岩
崎
本
︑
図
書
寮
本
︵
永
治
二
年
︵
一
一
四
二
︶
︶
︑
前
田
本
に
﹁
オ
ミ
・

調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

四
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オ
ム
﹂
の
訓
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
さ
ら
に
前
田
本
に
は
﹁
大
使
﹂
に

も
﹁
オ
ム
﹂
の
訓
が
み
ら
れ
る
︒
一
方
︑﹁
臣
﹂
の
字
に
も
図
書
寮
本
︑
前
田

本
に
﹁
オ
ム
﹂
の
訓
が
あ
る
︒
臣
下
を
意
味
す
る
倭
語
オ
ミ
が
姓
と
し
て
渡
来

系
氏
族
に
与
え
ら
れ
る
場
合
に
は
﹁
使
主
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
使
主
姓
が
﹁
オ
ミ
﹂
と
訓
ま
れ
る
そ
の
こ
と
自
体
︑
使
が
オ
ミ
に
通

じ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
が
︑

使ハ

︑
将
お
こ
な

㆑
フ

命ヲ

者
︒︵
集
韻⑨
︶

以
待ツ
㆓

四
方
之
使
者ヲ
㆒︒︿
使
者
︑
諸
侯
之
臣
︑
使ヒ

来ル

者
也
︒﹀︵
周
礼
︑
秋
官
︑

小
行
人
︶

の
例
か
ら
は
︑
使
と
は
臣
下
で
派
遣
さ
れ
る
者
を
意
味
し
︑
そ
の
点
で
は
ツ
カ

ヒ
の
訓
が
妥
当
で
は
あ
る
が
︑
前
田
本
日
本
書
紀
の
﹁
大
使
﹂
に
オ
ム
の
訓
が

あ
る
よ
う
に
使
の
一
字
だ
け
で
も
オ
ミ
と
訓
む
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
と
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
広
雅
︵
釈
詁
︶
に
は
︑

有
司
︑
股
︑
肱
︑
陪
︑
儓
︑
皁
︑
隷
︑
牧
︑
圉
︑
臣
也

廝
︑
徒
︑
牧
︑
圉
︑
侍
︑
御
︑
僕
︑
従
︑
扈
︑
養
︑
任
︑
甬
︑
辯
︑
令
︑

保
︑
庸
︑
童
︑
伇
︑
謂
︑
命
︑
使
也

と
あ
り
︑
広
雅
疏
証
の
王
念
孫
は
﹁
臣
︑
與
㆑

使
同
義
︒
故
︑
牧
圉
又
為
㆑

使

也
︒﹂
と
注
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
す
る
と
︑
平
安
か
ら
鎌
倉
期
に

か
け
て
と
見
ら
れ
る
補
闕
記
の
ツ
キ
ノ
ヲ
ン
の
訓
も
必
ず
し
も
否
定
で
き
る
も

の
で
は
な
く
︑
古
く
か
ら
の
呼
称
を
氏
族
固
有
の
名
と
し
て
伝
え
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
首
姓
を
持
つ
調
使
氏
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
︑
奈
良
時

代
に
お
い
て
は
調
使
が
氏
族
の
名
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
︒
﹁
調
使
﹂
を
ツ
キ
ノ
ツ
カ
ヒ
と
訓
む
こ
と
は
む
ろ
ん
不
可
能
で

は
な
い
が
︑
補
闕
記
に
は
﹁
調
使
﹂
と
﹁
膳
臣
﹂
が
並
記
さ
れ
て
い
る
し
︑
調

使
麻
呂
は
後
世
の
太
子
伝
で
は
調
子
丸
と
使
の
字
を
落
と
し
た
名
で
あ
ら
わ
れ

る
︒
ツ
キ
ノ
ツ
カ
ヒ
と
い
う
氏
族
な
ら
ば
氏
族
名
の
一
部
が
失
わ
れ
る
こ
と
は

考
え
に
く
い
し
︑
使
の
字
に
は
臣
姓
に
相
当
す
る
よ
う
な
訓
み
し
か
な
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
︒
使
主
姓
の
略
と
み
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
が
︑
一
方
で
調
首
や
調
忌
寸
な
ど
が
輩
出
し
た
調
氏
の
宗
族
か
ら
派

生
し
た
調
使
氏
が
単
独
で
家
記
を
生
み
出
す
ほ
ど
独
立
し
た
一
族
と
な
っ
た
結

果
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒

二
︑
調
使
首
作
歌
の
意
図

ア

玉
桙
の

道
行
き
人
は

あ
し
ひ
き
の

山
行
き
野
行
き

に
は
た

づ
み

川
行
き
渡
り

い
さ
な
と
り

海
道
に
出
で
て

恐
き
や

神

の
渡
り
は

吹
く
風
も

和
に
は
吹
か
ず

立
つ
波
も

凡
に
立
た
ず

と
ゐ
波
の

さ
さ
ふ
る
道
を

誰
が
心

い
た
は
し
と
か
も

直
渡
り

け
む

直
渡
り
け
む

︵
13
・
三
三
三
五
)

イ

鳥
が
音
の

か
し
ま
の
海
に

高
山
を

隔
て
に
な
し
て

沖
つ
藻

を

枕
に
な
し

蛾
羽
の

衣
だ
に
着
ず
に

い
さ
な
と
り

海
の
浜

調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

四
九



辺
に

う
ら
も
な
く

臥
し
た
る
人
は

母
父
に

愛
子
に
か
あ
ら
む

若
草
の

妻
か
あ
り
け
む

思
ほ
し
き

言
伝
て
む
や
と

家
問
へ
ば

家
を
も
告
ら
ず

名
を
問
へ
ど

名
だ
に
も
告
ら
ず

泣
く
子
な
す

言
だ
に
問
は
ず

思
へ
ど
も

悲
し
き
も
の
は

世
の
中
に
そ
あ
る

世
の
中
に
そ
あ
る

︵
三
三
三
六
)

反
歌

ウ

母
父
も
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
来
む
と
待
ち
け
む
人
の
悲
し
さ

︵
三
三
三
七
)

エ

あ
し
ひ
き
の
山
道
は
行
か
む
風
吹
け
ば
波
の
さ
さ
ふ
る
海
道
は
行
か

じ

︵
三
三
三
八
)

或
本
の
歌

備
後
国
の
神
島
の
浜
に
し
て
︑
調
使
首
︑
屍
を
見
て
作
る
歌
一
首

并
せ
て
短
歌

カ

玉
桙
の

道
に
出
で
立
ち

あ
し
ひ
き
の

野
行
き
山
行
き

に
は

た
づ
み

川
行
き
渡
り

い
さ
な
と
り

海
道
に
出
で
て

吹
く
風
も

お
ぼ
に
は
吹
か
ず

立
つ
波
も

和
に
は
立
た
ぬ

恐
き
や

神
の
渡

り
の

し
き
波
の

寄
す
る
浜
辺
に

高
山
を

隔
て
に
置
き
て

浦

淵
を

枕
に
ま
き
て

う
ら
も
な
く

伏
し
た
る
君
は

母
父
が

愛

子
に
も
あ
ら
む

若
草
の

妻
も
あ
る
ら
む

家
問
へ
ど

家
道
も
言

は
ず

名
を
問
へ
ど

名
だ
に
も
告
ら
ず

誰
が
言
を

い
た
は
し
と

か
も

と
ゐ
波
の

恐
き
海
を

直
渡
り
け
む

︵
三
三
三
九
)

反
歌

キ

母
父
も
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
来
む
と
待
つ
ら
む
人
の
悲
し
さ

︵
三
三
四
〇
)

ク

家
人
の
待
つ
ら
む
も
の
を
つ
れ
も
な
き
荒
礒
を
ま
き
て
伏
せ
る
君
か

も

︵
三
三
四
一
)

ケ

浦
淵
に
伏
し
た
る
君
を
今
日
今
日
と
来
む
と
待
つ
ら
む
妻
し
か
な
し

も

︵
三
三
四
二
)

コ

浦
波
の
来
寄
す
る
浜
に
つ
れ
も
な
く
伏
し
た
る
君
が
家
道
知
ら
ず
も

︵
三
三
四
三
)

右
の
九
首

右
の
歌
群
の
表
現
に
つ
い
て
は
︑
一
つ
目
の
長
歌
二
首
反
歌
二
首
の
歌
群
と
︑

二
つ
目
の
長
歌
一
首
と
反
歌
四
首
か
ら
な
る
調
使
首
作
歌
と
の
間
に
は
︑
明
確

な
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
り
︑
詳
細
は
そ
れ
に
ゆ
ず
る

が⑩
︑
本
論
に
関
わ
っ
て
は
次
の
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
︒

両
歌
群
と
も
︑
行
路
死
人
は
海
を
渡
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
﹁
直
渡
り
け
む
﹂

と
過
去
推
量
で
回
想
す
る
が
︑
そ
の
遺
体
を
前
に
し
て
の
表
現
に
つ
い
て
は
︑

ア
の
歌
群
は
︑
﹁
妻
か
あ
り
け
む
︵
イ
)﹂
︑
﹁
母
父
も
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
来

む
と
待
ち
け
む
︵
ウ
)
﹂
と
や
は
り
過
去
推
量
で
歌
う
︒
一
方
︑
カ
の
調
使
首

作
歌
群
は
﹁
妻
も
あ
る
ら
む
︵
カ
)
﹂︑﹁
来
む
と
待
つ
ら
む
︵
キ
・
ケ
︶﹂︑﹁
家

調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

五
〇



人
の
待
つ
ら
む
も
の
を
︵
ク
)﹂
と
現
在
推
量
を
用
い
て
家
族
が
今
も
行
路
死

人
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
カ
に
は
︑
イ
の
結
句
﹁
思
へ
ど
も

悲
し
き
も
の
は

世
間
に
そ
あ

る

世
間
に
そ
あ
る

﹂
が
あ
ら
わ
れ
な
い
︒
イ
の
結
句
は
︑
一
首
に
お
け
る
主
題

で
あ
り
︑
海
浜
に
よ
こ
た
わ
る
死
者
を
悼
み
︑
故
郷
に
残
さ
れ
た
家
族
を
思
い

や
り
は
す
る
も
の
の
︑
心
は
結
局
︑﹁
世
間
﹂
に
対
す
る
悲
し
み
に
収
斂
す
る
︒

同
様
に
カ
の
歌
群
に
類
似
す
る
反
歌
が
な
い
エ
は
︑
行
路
死
人
は
波
の
高
い
海

の
道
を
行
っ
た
か
ら
遭
難
し
た
の
だ
︑
自
分
た
ち
は
山
の
道
を
行
こ
う
と
い
う

も
の
で
︑
死
者
へ
の
同
情
よ
り
む
し
ろ
自
己
へ
の
教
訓
に
向
か
う
︒

つ
ま
り
イ
の
よ
う
な
﹁
世
間
﹂
を
悲
し
む
姿
勢
︑
エ
の
持
つ
教
訓
的
内
容
を

歌
う
ア
の
歌
群
は
︑
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
行
路
死
人
を
一
般
化
し
て
お
り
︑
自
分

は
そ
う
な
る
ま
い
と
す
る
冷
静
さ
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
調
使

首
作
歌
で
あ
る
カ
の
歌
群
に
は
︑
題
詞
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
作
歌
事
情
が
あ
っ

た
︒
す
な
わ
ち
︑
調
使
首
が
神
島
の
浜
で
行
路
死
人
と
い
う
現
実
を
目
の
当
た

り
に
し
て
詠
出
し
た
心
情
に
は
︑
ア
の
歌
群
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
世
間
に
対
す

る
悲
し
み
や
教
訓
的
な
要
素
は
入
り
込
む
余
地
が
無
か
っ
た
と
言
え
る
︒
行
路

死
人
を
﹁
臥
し
た
る
人
﹂
と
し
か
表
さ
な
い
イ
に
対
し
て
︑
カ
の
歌
群
は
﹁
伏

し
た
る
君
﹂︵
カ
・
ケ
・
コ
︶︑﹁
伏
せ
る
君
﹂︵
ク
︶
と
君
の
呼
称
を
用
い
る
こ

と
も
︑
行
路
死
人
へ
の
同
情
か
ら
来
る
親
愛
の
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
実
際

に
行
路
死
人
の
屍
を
目
の
前
に
し
て
︑
強
烈
な
同
情
を
お
ぼ
え
た
時
の
最
初
の

思
い
と
し
て
は
︑
﹁
世
間
﹂
の
悲
し
み
を
歌
う
余
裕
も
︑
旅
人
の
失
敗
を
自
ら

の
戒
め
と
す
る
よ
う
な
冷
た
さ
も
お
よ
そ
ふ
さ
わ
し
く
な
い
︒
そ
う
し
た
感
情

は
む
し
ろ
︑
あ
る
程
度
冷
静
に
事
態
を
捉
え
た
と
き
に
芽
生
え
る
は
ず
の
も
の

で
あ
る
︒

過
去
推
量
﹁
け
む
﹂
と
現
在
推
量
﹁
ら
む
﹂
の
相
違
も
︑
事
態
を
過
去
の
こ

と
と
し
て
回
想
す
る
か
︑
今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
か

の
違
い
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
調
使
首
作
歌
は
今
現
実
に
起
き
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
冷
静
で
は
い
ら
れ
な
い
︑
こ
の
上
な
い
同
情
の
念
が
込
め
ら
れ
た
︑

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
を
ね
ら
い
と
し
て
作
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒

い
ず
れ
の
歌
群
も
行
路
死
人
の
遺
体
を
前
に
し
た
同
情
の
心
を
詠
ん
で
い
る

よ
う
で
あ
り
な
が
ら
︑
二
つ
の
歌
群
に
は
述
べ
て
き
た
よ
う
な
明
ら
か
な
相
違

が
あ
っ
た
︒

調
使
首
の
作
歌
が
︑
述
べ
て
き
た
よ
う
な
行
路
死
人
に
対
す
る
強
い
同
情
を

も
っ
て
歌
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
は
︑
調
使
首
の
出
自
に
関
わ
っ
て
非
常
に
興
味

深
い
示
唆
を
与
え
る
︒
調
使
首
は
伝
未
詳
で
︑
作
歌
年
代
も
不
明
と
す
る
ほ
か

な
い
が
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
調
使
氏
に
つ
い
て
は
︑
上
宮
聖
徳
太
子
傳

補
闕
記
の
資
料
に
用
い
ら
れ
た
﹁
調
使
家
記
﹂
が
存
し
︑
こ
の
調
使
首
作
歌
と

の
関
連
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
上
宮
聖
徳
太
子
傳
補
闕
記
の
巻
頭
序
に
は
︑

日
本
書
紀
︑
暦
録
︑
并
び
に
四
天
王
寺
聖
徳
王
傳
は
︑
具
に
行
事
奇
異
の

状
を
見
る
に
︑
い
ま
だ
委
曲
を
尽
く
さ
ず
︑
憤
憤
た
る
こ
と
尠
か
ら
ず
︒

調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

五
一



斯
れ
に
因
り
て
略
耆
旧
を
訪
ね
︑
兼
ね
て
古
記
を
探
る
に
︑
儻
︑
調
使
膳

臣
等
の
二
つ
の
家
記
を
得
た
り
︒
大
抵
古
書
に
同
じ
と
雖
も
︑
而
る
説
に

奇
異
有
り
て
︑
之
を
捨
つ
べ
か
ら
ず
︑
故
に
之
に
録
し
て
云
爾⑪
︑

と
あ
り
︑﹁
調
使
家
記
﹂
が
﹁
膳
臣
家
記
﹂
と
と
も
に
︑
資
料
と
し
て
用
い
ら

れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
高
氏
は

調
使
家
記
に
よ
つ
て
補
足
さ
れ
た
部
分
の
一
は
明
ら
か
に
片
岡
説
話
に
関

係
し
て
い
る
︒
補
闊マ
マ

記
よ
り
聖
徳
太
子
傳
暦
に
至
る
ま
で
の
種
々
の
聖
徳

太
子
傳
で
は
︑
そ
の
他
の
舎
人
と
し
て
︑
宮
池
鍜
師
︑
膳
臣
清
国
︑
物
部

連
兄
麿
が
登
場
す
る
が
︑
こ
の
調
使
麿
だ
け
が
片
岡
説
話
に
登
場
し
て
い

る
こ
と
は
︑
そ
の
事
を
雄
弁
に
語
つ
て
い
る
︒
恐
ら
く
調
使
家
記
な
る
も

の
は
︑
片
岡
説
話
を
重
要
な
根
幹
と
し
て
︑
主
に
彼
等
の
︑
太
子
或
い
は

法
隆
寺
と
の
関
係
を
語
つ
た
も
の
に
相
違
な
い⑫
︒

と
述
べ
︑
聖
徳
太
子
の
片
岡
山
説
話
に
関
す
る
記
述
が
﹁
調
使
家
記
﹂
に
拠
る

こ
と
を
推
測
す
る
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
飯
田
瑞
穂
氏
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

補
闕
記
で
︑
こ
の
片
岡
山
説
話
を
記
し
た
部
分
も
︑
主
と
し
て
調
使
麻
呂

と
関
係
づ
け
て
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
︑
同
書
の
こ
の
一
段

は
﹁
調
使
家
記
﹂
に
も
と
づ
く
も
の
と
思
は
れ
る
︒
た
だ
補
闕
記
の
片
岡

山
飢
者
の
記
事
に
は
︑
か
な
り
潤
色
が
加
り
︑
後
世
的
な
展
開
が
見
ら
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
︑
書
紀
や
先
行
の
太
子
伝
が
参
照
さ
れ
て
ゐ
る
形
跡
が
あ

つ
て
︑
少
く
と
も
補
闕
記
か
ら
想
定
さ
れ
る
﹁
調
使
家
記
﹂
は
︑
そ
の
ま

ま
で
書
紀
の
材
料
に
な
つ
た
や
う
な
古
さ
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
︒
し
か

し
︑
こ
れ
に
よ
つ
て
︑
少
く
と
も
こ
の
説
話
が
︑
平
安
初
期
︑
調
使
氏
に

よ
つ
て
伝
承
せ
ら
れ
︑
潤
色
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る⑬
︒

ま
た
︑
新
川
登
亀
男
氏
は
︑
こ
の
片
岡
山
説
話
の
部
分
が
﹁
調
使
家
記
﹂
か
ら

採
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
詳
細
な
検
討
を
経
て
明
ら
か
に
し
て
い
る⑭
︒
そ
の

後
︑
さ
ら
に
東
野
治
之
氏
に
よ
っ
て
﹁
調
使
家
記
﹂
か
ら
採
ら
れ
た
範
囲
が
よ

り
明
確
に
さ
れ
て
お
り⑮
︑
こ
の
説
話
の
語
る
と
こ
ろ
は
︑
調
使
首
作
歌
を
理
解

す
る
上
で
無
視
で
き
な
い
︒
長
文
に
な
る
が
︑
片
岡
山
説
話
の
部
分
に
つ
い
て
︑

新
川
︑
東
野
両
氏
の
検
討
に
よ
っ
て
︑﹁
調
使
家
記
﹂
か
ら
採
ら
れ
た
と
さ
れ

る
箇
所
の
訓
読
文
を
掲
げ
る⑯
︒

太
子
︑
己
卯
年
十
一
月
十
五
日
︑
山
西
の
科
長
の
山
本
陵
の
処
を
巡
り
看

る
︒
還
向
の
時
︑
即
日
の
申
の
時
︑
道
を
枉
げ
て
片
岡
山
辺
の
道
の
人
家

に
入
る
︒
即
ち
飢
人
有
り
︑
道
の
頭
に
臥
し
た
り
︒
去
る
こ
と
三
丈
許
り
︑

太
子
の
馬
︑
此
に
至
り
て
進
ま
ず
︒
鞭
す
と
い
へ
ど
も
猶
駐
ま
る
︒
太
子

自
ら
言
は
く
︑﹁
哀
々
﹂︿
音
を
用
ゐ
る
﹀
と
︒
即
ち
馬
を
下
る
︒
舎
人
調

使
麻
呂
︑
御
杖
を
握
り
取
り
て
︑
飢
人
に
近
づ
く
︒
下
り
て
臨
み
て
之
に

語
る
に
︑
﹁
怜
む
可
し
︑
怜
む
可
し
︑
何
為
る
人
か
︑
此
く
の
如
く
に
し

て
臥
し
た
る
﹂
と
︒
即
ち
紫
の
御
袍
を
脱
ぎ
︑
そ
の
人
の
身
に
覆
ひ
︑
歌

を
賜
ひ
て
曰
は
く
︑

し
な
照
る

片
岡
山
に

飯
に
飢
て

こ
や
せ
る
︿
四
字
︑
音
を
以
て

調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

五
二



す
﹀

其
の
旅
人
あ
は
れ

祖
無
し
に

な
れ
︿
二
字
︑
音
を
以
て
す
﹀

成
り
け
め
や

刺
竹
の

君
は
や
無
き

飯
に
飢
て

こ
や
せ
る

其

の
旅
人
あ
は
れ

︿
こ
の
歌
︑
夷
振
歌
を
以
て
す
﹀

首
を
起
こ
し
て
進
り
答
へ
て
曰
は
く
︑

斑
鳩
の
富
の
小
川
の
絶
え
ば
こ
そ
我
が
王
の
御
名
忘
め
や⑰

飢
人
の
形
︑
面
長
く
頭
大
き
く
︑
両
耳
も
ま
た
長
し
︒
目
細
く
し
て
長
く
︑

目
を
開
き
て
看
れ
ば
︑
内
に
金
光
有
り
︒
人
に
異
な
り
て
大
い
に
奇
相
あ

り
︒
亦
其
の
身
太
だ
香
し
︒
麻
呂
に
命
せ
て
曰
は
く
﹁
彼
の
人
香
し
き

や
﹂
と
︒
麻
呂
︑﹁
太
だ
香
し
﹂
と
啓
す
︒
命
せ
て
曰
は
く
︑﹁
汝
は
寿
延

長
す
可
し
﹂
と
︒
飢
人
と
太
子
と
相
語
る
こ
と
数
十
言
︑
舎
人
等
︑
其
の

意
を
知
ら
ず
︒
了
り
て
即
ち
死
す
︒
太
子
︑
大
い
に
悲
し
み
︑
即
ち
命
せ

て
厚
く
葬
ら
し
め
︑
多
く
歛
物
を
賜
ふ
︒
墓
を
作
る
こ
と
高
大
な
り
︒
時

に
大
臣
馬
子
宿
禰
已
下
︑
王
臣
大
夫
等
︑
咸
く
譏
り
奉
り
て
曰
は
く
﹁
殿

下
︑
大
聖
な
り
と
い
へ
ど
も
︑
不
能
の
事
有
り
︒
道
の
頭
に
飢
う
る
は
︑

是
れ
卑
賤
の
者
︑
何
ぞ
以
て
馬
を
下
り
︑
彼
と
相
語
り
︑
亦
詠
歌
を
賜
は

む
︒
其
の
死
に
及
び
て
︑
由
無
く
し
て
厚
く
葬
る
︒
何
ぞ
能
く
大
夫
已
下

を
治
め
む
や
﹂
と
︒
太
子
︑
謗
る
所
の
大
夫
七
人
を
召
し
︑
命
せ
て
曰
は

く
︑﹁
卿
等
七
人
︑
片
岡
山
に
往
き
︑
墓
を
開
き
て
看
よ
﹂
と
︒
七
大
夫

等
︑
命
に
依
り
︑
退
で
往
き
て
墓
を
開
く
︒
而
し
て
其
の
屍
有
り⑱
︒
棺
内

大
い
に
香
し
︒
歛
す
る
所
の
御
衣
并
び
に
新
た
に
賜
ふ
彩
帛
等
︑
帖
み
て

棺
上
に
在
り
︒
唯
太
子
賜
ふ
所
の
紫
袍
の
み
は
無
し
︒
七
大
夫
こ
れ
を
看
︑

大
い
に
奇
と
し
て
聖
徳
を
嘆
ず
︒
還
り
来
た
り
て
命
に
報
ず
︒
太
子
︑
日

夕
詠
歌
し
︑
飢
人
を
慕
ひ
恋
ふ
︒
即
ち
舎
人
を
遣
は
し
︑
衣
服
を
取
り
て

こ
れ
を
御
す
こ
と
故
の
如
し
︒

庚
午
年
四
月
三
十
日
夜
半
︑
斑
鳩
寺
に
災
有
り
︒︵
中
略
︶

斑
鳩
寺
︑
災
を
被
り
て
後
︑
衆
人
︑
寺
地
を
定
む
る
を
得
ず
︒
故
に
百
済

の
入
師
︑
衆
人
を
率
ゐ
て
︑
?
野
の
蜂
岡
寺
を
造
ら
令
め
︑
川
内
の
高
井

寺
を
造
ら
令
む
︒
百
済
の
聞
師
︑
円
明
師
︑
下
氷
君
雑
物
等
三
人
︑
合
は

せ
て
三
井
寺
を
造
る
︒

家
人
馬
手
︑
草
衣
之
馬
手
︑
鏡
︑
中
見
︑
凡
︑
波
多
︑
犬
甘
︑
弓
削
︑
薦
︑

何
見
等
︑
並
び
に
奴
婢
と
為
す
︒
黒
女
︑
連
麻
呂
︑
争
論
す
︒
麻
呂
の
弟

万
須
等
︑
寺
の
法
頭
に
仕
へ
奉
り
︑
家
人
奴
婢
等
の
根
本
を
妙
教
寺
に
白

し
定
め
令
む
︒

麻
呂
︑
年
八
十
四
に
し
て
︑
己
巳
年
に
死
す
︒
子
は
足
人
︑
古
の
年
よ
り

十
四
年
︑
壬
午
八
月
二
十
九
日
︑
大
官
大
寺
に
出
家
す
︒
麻
呂
は
聖
徳
太

子
十
三
の
年
︑
丙
午
生
ま
る
︒
十
八
の
年
︑
始
め
て
舎
人
と
為
る
︒
癸
亥

年
二
月
十
五
日
︑
始
め
て
出
家
し
て
僧
と
為
る
︑
云
々
︒

聖
徳
太
子
の
片
岡
山
説
話
か
ら
︑
斑
鳩
寺
の
火
災
と
そ
の
後
の
記
事
︑
家

人
・
奴
婢
の
記
事
と
続
き
︑
調
使
麻
呂
の
系
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
聖
徳
太
子

の
詠
は
紀
歌
謡
一
〇
四
に
等
し
い
︒
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
片
岡
山
説

調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

五
三



話
に
お
い
て
︑
聖
徳
太
子
が
飢
人
と
歌
を
贈
答
す
る
場
面
の
前
後
に
︑
舎
人
で

あ
る
調
使
麻
呂
の
行
動
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
東
野
氏
は
︑

飢
人
の
香
し
さ
を
体
験
し
た
麻
呂
に
︑
太
子
が
﹁
汝
は
寿
延
長
す
可
し
﹂
と
告

げ
た
こ
と
に
照
応
し
て
︑
麻
呂
の
長
寿
が
語
ら
れ
る
の
だ
と
す
る
︒
同
様
に
片

岡
山
説
話
を
載
せ
る
聖
徳
太
子
伝
暦⑲
は
補
闕
記
を
参
照
し
た
と
さ
れ
る
が
︑
調

使
麻
呂
の
年
譜
記
事
は
載
せ
て
い
な
い
︒
聖
徳
太
子
に
関
す
る
記
事
を
中
心
に

据
え
る
場
合
︑
必
ず
し
も
重
要
で
は
な
い
調
使
麻
呂
の
年
譜
記
事
が
存
す
る
の

は
︑
東
野
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
そ
れ
が
﹁
調
使
家
記
﹂
か
ら
転
載
さ
れ
た

も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
︒﹁
調
使
家
記
﹂
に
は
︑
片
岡
山
説
話
に
お
い
て
︑
聖

徳
太
子
の
舎
人
と
し
て
重
要
な
役
回
り
を
演
じ
る
調
使
麻
呂
が
描
か
れ
て
い
た

の
で
あ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
聖
徳
太
子
の
片
岡
山
説
話
は
︑
推
古
紀
二
十
一
年
十
二
月

の
条
に
も
見
え
︑
地
名
こ
そ
異
な
る
が
万
葉
集
に
も
︑
巻
三
挽
歌
部
の
冒
頭
に

次
の
歌
が
載
る
︒

上
宮
聖
徳
皇
子
︑
竹
原
井
に
出
遊
で
ま
し
し
時
に
︑
竜
田
山
の
死
人
を

見
悲
傷
し
て
作
ら
す
歌
一
首

小
墾
田
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
代
︒
小

墾
田
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
は
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
な
り
︒
諱
は
額
田
︑
諡
は
推
古
︒

家
な
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕
旅
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ

︵
$
・
四
一
五
)

聖
徳
太
子
伝
承
と
し
て
の
片
岡
山
説
話
に
は
︑
太
子
が
旅
人
を
あ
は
れ
ん
で
同

情
を
寄
せ
た
歌
を
詠
む
姿
が
一
貫
し
て
描
か
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
日
本
書
紀
や

万
葉
集
に
も
採
ら
れ
る
ほ
ど
巷
間
に
流
布
し
て
い
た
︒
調
使
氏
は
︑
調
使
麻
呂

が
舎
人
と
し
て
太
子
と
と
も
に
奇
異
な
体
験
を
し
︑
そ
の
結
果
長
寿
を
得
る
と

い
う
霊
験
譚
を
含
み
込
ん
だ
伝
承
を
︑
自
ら
の
系
譜
の
誇
る
べ
き
事
蹟
の
一
つ

と
し
て
﹁
調
使
家
記
﹂
に
記
し
︑
伝
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
自
ら
の
祖
先

が
聖
徳
太
子
の
事
績
の
一
つ
に
遭
遇
し
た
証
人
で
あ
っ
た
と
語
り
継
ぐ
こ
と
は
︑

調
使
氏
に
と
っ
て
系
譜
を
権
威
付
け
る
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

翻
っ
て
調
使
首
作
歌
が
︑
行
路
死
人
の
遭
難
を
自
ら
の
教
訓
と
す
る
よ
う
な

内
容
を
持
た
ず
︑
ひ
た
す
ら
死
人
へ
の
同
情
の
念
を
歌
っ
て
い
る
の
も
︑
聖
徳

太
子
が
飢
人
を
哀
れ
み
︑
恋
ひ
慕
っ
た
姿
と
軌
を
一
に
す
る
︒
神
嶋
の
浜
の
行

路
死
人
に
遭
遇
し
た
調
使
首
は
︑
聖
徳
太
子
の
事
績
に
連
な
る
自
ら
の
系
譜
を

自
覚
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
強
い
同
情
を
込
め
た
挽
歌
を
成
し
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
歌
い
ぶ
り
は
伝
え
ら
れ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
︑
聖
徳
太
子
が
飢
人
に
贈

っ
た
歌
や
四
一
五
歌
と
同
じ
想
い
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒﹁
同
じ
く
行

路
死
人
を
詠
ん
だ
三
三
三
九
の
歌
の
作
者
が
調
使
首
で
あ
る
こ
と
と
︑
お
そ
ら

く
関
係
が
あ
ろ
う
︒
﹂︵
全
集
人
名
一
覧
︶
と
推
測
さ
れ
て
い
た
関
係
は
︑
こ
の

よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒

調
使
氏
が
行
路
死
人
と
の
特
別
な
関
わ
り
を
有
す
る
家
系
を
誇
り
と
し
て
い

た
こ
と
か
ら
︑
調
使
首
作
歌
が
詠
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
調
使
首
と
い
う
存
在

に
つ
い
て
も
︑
も
と
よ
り
不
可
能
な
こ
と
な
が
ら
あ
え
て
一
個
人
に
特
定
す
る

調
使
首
作
歌
と
調
使
家
記

五
四



必
要
も
な
く
︑
こ
の
歌
の
題
詞
が
﹁
調
使
首
﹂
と
し
か
な
い
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ

調
使
氏
一
族
に
伝
え
ら
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
み
る
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
家
に
属
す
る
者
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
良

い
の
で
あ
っ
て
︑
名
を
欠
く
こ
と
に
も
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
る
︒
さ
ら
に

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
︑
こ
の
よ
う
な
系
譜
を
背
負
う
者
で
あ
る
こ

と
が
︑
調
使
氏
と
し
て
調
氏
の
宗
族
か
ら
の
系
譜
的
独
立
を
要
請
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
︒

お
わ
り
に

調
使
家
記
と
調
使
首
作
歌
に
つ
い
て
は
︑
従
来
か
ら
そ
の
関
係
に
つ
い
て
言

及
が
あ
っ
た
︒
高
氏
は
﹁
ま
し
て
や
︑
そ
の
歌
が
太
子
歌
と
同
じ
く
︑
行
路
死

人
を
哀
れ
ん
で
歌
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
を
思
え
ば
︑
両
者
の
間
に
何
ら

か
の
つ
な
が
り
を
想
像
し
て
も
決
し
て
お
か
し
く
な
い⑳
︒﹂
と
述
べ
︑
飯
田
氏

も
﹁
作
者
調
使
首
の
名
か
ら
︑
こ
の
歌
と
片
岡
山
飢
者
説
話
と
の
関
連
を
考
へ

よ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
や
や
空
想
に
走
り
す
ぎ
る
と
い
ふ
非
難
を
う
け
る
こ
と

で
あ
ら
う
が
︑
作
歌
の
動
機
に
︑
何
か
関
連
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像

し
て
み
た
り
も
す
る㉑
︒﹂
と
し
て
い
た
︒
新
川
氏
も
ま
た
︑
調
使
首
作
歌
に
つ

い
て
︑﹁
も
ち
ろ
ん
問
題
の
贈
歌
︵
片
岡
山
説
話
の
太
子
歌
：
引
用
者
注
︶
に

酷
似
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
︑
旅
路
で
絶
命
し
た
者
を
悲
傷
し
た

そ
の
基
調
は
全
く
一
致
し
︑
い
わ
ん
や
調
使
首
が
歌
っ
て
い
る㉒
︒﹂
と
言
及
し

て
い
た
︒
し
か
し
︑
調
使
首
作
歌
の
意
図
が
明
確
で
な
い
中
で
は
類
似
し
て
い

る
と
の
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
き
ら
い
が
あ
る
︒
類
似
は
け
っ
し
て
偶
然
の

一
致
で
は
な
く
︑
氏
族
意
識
が
作
歌
動
機
と
な
る
一
つ
の
例
に
数
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
︒

平
安
初
期
に
撰
録
さ
れ
た
と
さ
れ
る
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
の
記
述
の
元

に
な
っ
た
調
使
家
記
の
成
立
が
い
つ
こ
ろ
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
調
使
首

作
歌
と
も
符
号
す
る
内
容
か
ら
す
る
と
片
岡
山
飢
者
説
話
に
関
わ
る
部
分
は
︑

奈
良
時
代
後
半
に
は
す
で
に
調
使
氏
に
伝
え
ら
れ
︑
権
威
付
け
と
し
て
享
受
さ

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

注①

小
稿
﹁
巻
十
三
の
本
伝
と
異
伝
﹂
︵﹃
万
葉
﹄
一
七
九
号
︑
平
成
十
四
年
二
月
︶︒

②

佐
伯
有
清
氏
﹃
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

考
証
篇

第
五
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
昭
和

五
八
年
五
月
︶

③

注
②
に
同
じ
︒

④

田
中
卓
氏
﹃
神
道
大
系

古
典
編
六

新
撰
姓
氏
録
﹄
︵
神
道
大
系
編
纂
会
︑
昭

和
五
六
年
二
月
︶
を
元
に
訓
み
下
し
た
︒

⑤

高
壮
至
氏
﹁
上
代
伝
承
試
論

︱
聖
徳
太
子
片
岡
説
話
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
︵﹃
万

葉
﹄
五
三
号
︑
昭
和
三
九
年
一
〇
月
︶

⑥

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
﹃
平
城
宮
木
簡
四
﹄
︵
解
説
共
︶
︵
昭
和
六
一
年
三
月
︶

Ｓ
Ｄ
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�
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溝
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⑦

｢調
使
首
難
波
麻
呂
﹂︵
正
倉
院
文
書
︑
塵
芥
二
八
裏
書
﹁
経
疏
出
納
帳
﹂
天
平
勝

宝
五
年
八
月
十
日
︵﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
四
︶︶︒
ま
た
﹁
調
伎
首
難
波
麻
呂
﹂︵
同
︑

塵
芥
三
〇
裏
書
﹁
経
疏
出
納
帳
﹂︑
天
平
勝
宝
五
年
十
二
月
十
二
日
︑﹃
大
日
本
古
文

書
﹄
三
︶
の
伎
も
使
と
認
め
て
よ
く
︑
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
︒
宮
内
庁
正
倉
院
事
務

所
﹃
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
十
七
塵
芥
文
書
裏
巻
一
～
三
九
他
﹄︵
平
成
十
九
年

八
月
︑
八
木
書
店
︶
に
影
印
が
あ
る
︒

⑧

佐
伯
有
清
氏
編
﹃
日
本
古
代
氏
族
事
典
﹄︵
雄
山
閣
出
版
︑
平
成
六
年
一
一
月
︶

も
﹁
つ
き
の
つ
か
い
﹂
と
訓
む
︒

⑨

訓
は
﹃
廣
漢
和
辞
典

上
巻
﹄︵
大
修
館
書
店
︑
昭
和
五
六
年
一
一
月
︶
に
よ
る

が
︑﹁
将
﹂
に
は
﹁
つ
た
え
る
﹂
の
意
も
あ
る
︒

⑩

注
①
前
掲
論
︒

⑪

飯
田
瑞
穂
氏
﹁﹃
上
宮
聖
徳
太
子
傳
補
闕
記
﹄
に
つ
い
て

︱
特
に
本
文
校
訂
に

関
連
し
て

︱
﹂
に
附
載
の
﹁
彰
考
館
蔵
﹃
上
宮
聖
徳
太
子
傳
補
闕
記
﹄﹂
翻
印
﹂

︵﹃
飯
田
瑞
穂
著
作
集
Ⅰ

聖
徳
太
子
伝
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
平
成
一
二
年
一
月
︑

初
出
昭
和
五
二
年
三
月
︶
お
よ
び
﹃
群
書
類
従
﹄
巻
第
六
四
所
収
の
﹃
上
宮
聖
徳
太

子
傳
補
闕
記
﹄
を
参
考
に
訓
読
し
た
︒

⑫

注
⑤
前
掲
論
︒

⑬

｢聖
徳
太
子
片
岡
山
飢
者
説
話
に
つ
い
て
﹂︵﹃
飯
田
瑞
穂
著
作
集
Ⅰ

聖
徳
太
子

伝
の
研
究
﹄
初
出
昭
和
四
七
年
七
月
︶︒

⑭

｢調
使
・
膳
臣
等
二
家
記
﹂︵﹃
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

昭
和
五
五
年
九
月
︶︒

⑮

｢文
献
史
料
か
ら
み
た
法
隆
寺
の
火
災
年
代
﹂︵﹃
日
本
古
代
史
料
学
﹄
岩
波
書
店
︑

平
成
一
七
年
三
月
︶

⑯

訓
読
に
つ
い
て
は
︑
注
⑮
前
掲
論
所
載
の
訓
読
文
を
も
と
に
し
て
︑
注
⑪
前
掲

﹁
彰
考
館
蔵
﹃
上
宮
聖
徳
太
子
傳
補
闕
記
﹄﹂
翻
印
﹂
お
よ
び
群
書
類
従
本
を
参
考
に

一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

⑰

飢
人
の
歌
の
結
句
は
﹁
御
名
忘
也
米
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
御
名
忘
米
也
﹂
の
誤
り
と

み
ら
れ
る
︒

⑱

原
文
は
﹁
而
有
㆓

其
屍
㆒︑
棺
内
大
香
︒
﹂
と
あ
る
が
︑﹃
聖
徳
太
子
伝
暦
﹄
に
は

﹁
無
㆑

有
㆓

其
屍
㆒

﹂
と
あ
り
︑
飯
田
︑
東
野
両
氏
と
も
︑
﹁
無
﹂
ま
た
は
﹁
无
﹂
の
脱

落
と
い
う
誤
写
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒

⑲

注
⑪
飯
田
氏
前
掲
論
に
︑﹃
聖
徳
太
子
伝
暦
﹄
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
︒

⑳

注
⑤
前
掲
論
︒
多
田
一
臣
氏
﹁
行
路
死
人
歌
と
伝
説
歌
﹂︵
﹃
万
葉
歌
の
表
現
﹄
明

治
書
院
︑
平
成
三
年
七
月
︶
は
高
氏
の
説
を
承
け
て
﹁
行
路
死
人
を
め
ぐ
る
太
子
伝

説
と
調
使
氏
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
れ
ば
︑
こ
の
歌
群
の
伝
承
者
が
調
使
氏
で
あ
っ

た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
︒
題
詞
中
に
﹁
調
使
首
﹂
の
名
が
作
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
の
は
︑
伝
承
者
の
存
在
が
前
面
に
せ
り
出
て
き
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
こ
の

歌
群
の
中
に
も
︑
太
子
の
潜
在
的
な
位
置
を
透
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹂
と
し
て

い
る
︒

㉑

注
⑬
前
掲
論
の
注
(30
)︒

㉒

注
⑭
前
掲
論
︒
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