
有
間
皇
子
自
傷
歌
二
首

一
、
題
詞
と
歌
と

後
の
岡
本
の
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
す
天
皇
の
代
5

鰭
彗
闘
戸

宮
に
即
き

た
ま
ふ有

間
皇
子
、
自
ら
傷
み
て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
首

岩
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
ま
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
帰
り
見
む（2

-
四
一
）

家
な
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
）

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
、
結
び
松
を
見
て
哀
し
び
咽
ふ
歌
二
首

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

（
一
四
一

1

-

）

い
ま
だ
詳
ら

か
に
あ
ら
ず

岩
代
の
野
中
に
立
て
る
結
び
松
心
も
解
け
ず
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ

（
一
四
四
）

山
上
臣
憶
良
が
追
和
の
歌
一
首

天
翔
り
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
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
と

な

ず

ら

い
へ
ど
も
歌
の
意
を
准
擬
ふ
。
こ
の
故
に
挽
歌
の
類
に
載
す
。

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

柿
本
朝
臣
人
麻
呂

首
が
歌
集
に
出
づ

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

一
四
六
）

右
は
、
万
葉
集
巻
二
「
挽
歌
」
の
冒
頭
に
位
置
す
る
有
間
皇
子
自
傷
歌
群
で

あ
る
。
一
群
は
、
皇
子
自
傷
の
作
二
首
と
、
後
代
の
歌
人
に
よ
る
追
悼
の
作
四

首
と
か
ら
成
る
。
有
間
皇
子
は
、
斉
明
四
年
（
六
五
八
）
＋
一
月
、
天
皇
、
皇

太
子
一
行
が
紀
州
牟
婁
の
湯
に
行
幸
し
た
際
に
、
謀
反
の
罪
で
補
え
ら
れ
、
紀

州
に
護
送
さ
れ
た
。
皇
子
の
二
首
は
、
そ
の
途
中
で
詠
ま
れ
た
歌
と
思
わ
れ

る。
皇
子
の
第
一
首
は
、
通
過
地
で
あ
る
岩
代
の
浜
松
の
枝
を
結
び
、
再
び
無
事

に
こ
の
地
へ
戻
る
こ
と
を
祈
る
歌
で
、
題
詞
に
「
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
」
と
あ
る

点
に
、
よ
く
か
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
首
は
、
「
飯
」
を
詠
ん
で
お

り
、
題
詞
と
う
ち
合
わ
な
い
。
加
え
て
、
意
吉
麻
呂
、
憶
良
た
ち
の
追
悼
歌

（
一
四
三
し
六
）
は
、
い
ず
れ
も
皇
子
の
第
一
首
を
承
け
て
詠
ま
れ
、
第
二
首

田

誠

司
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は
無
視
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

皇
子
自
傷
歌
の
こ
の
題
詞
を
不
備
と
見
な
す
こ
と
は
、
早
く
『
万
葉
代
匠
記
』

に
指
摘
が
あ
る
。

此
歌
は
結
松
枝
と
い
ふ
に
は
か
な
は
ね
ど
、
は
じ
め
の
歌
に
つ
け
て
、
同

時
の
歌
に
も
あ
れ
ば
、
結
松
枝
二
首
と
は
い
へ
り
。
（
初
稿
本
）

ま
た
、
『
万
葉
集
童
蒙
抄
』
も
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
題
詞
に
「
時
」
の
字

を
脱
し
た
も
の
か
と
し
て
い
る
。
諸
本
に
異
同
は
な
い
の
で
、
脱
字
説
に
は
従

い
難
い
け
れ
ど
も
、
確
か
に
、
「
時
」
の
字
を
補
い
た
い
気
持
に
誘
わ
れ
る
と

こ
ろ
で
は
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
、
追
悼
歌
の
あ
り
方
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
単
に
題
詞
の
不

備
と
し
て
片
付
け
ら
れ
な
い
問
題
を
合
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
っ
た

い
、
こ
の
皇
子
の
第
二
首
は
、
一
群
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
歌
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
、
皇
子
の
歌
二
首
は
、
そ
れ
自

体
、
は
た
し
て
有
機
的
な
関
連
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
皇
子
自
傷
歌

第
二
首
(
-
四
二
）
を
中
心
に
、
考
察
を
展
開
し
て
み
た
い
。

二
、
古
代
の
II
食
II

家
な
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
）

こ
の
歌
は
、
従
来
、
紀
州
に
護
送
さ
れ
る
皇
子
の
わ
び
し
い
食
事
の
さ
ま
を

詠
む
歌
と
解
さ
れ
て
き
た
（
仙
覚
抄
、
代
匠
記
以
下
、
窪
田
評
釈
、
全
註
釈
な

ど
）
。
け
れ
ど
も
、
一
方
で
、
こ
の
「
飯
」
を
神
鋼
と
見
る
説
が
あ
る
。

「
家
に
を
れ
ば
、
立
派
な
ち
ゃ
ん
と
し
た
御
器
に
盛
っ
て
、
お
供
へ
す
る

の
だ
が
、
今
は
旅
先
の
こ
と
故
、
椎
の
葉
に
盛
っ
て
差
し
上
げ
ま
す
。
ど

う
ぞ
神
様
よ
、
御
納
受
下
さ
い
ま
せ
」
と
、
紀
州
磐
代
の
道
祖
神
の
神
前

に
供
へ
て
、
旅
路
の
安
全
と
、
身
の
行
く
末
を
祈
願
な
さ
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
（
高
崎
正
秀
「
万
葉
集
の
謎
解
き
」
文
芸
春
秋
昭
和
三
十
一
年
五

月）

右
の
言
及
に
始
ま
る
神
餌
説
は
、
『
万
葉
の
旅
』
（
犬
養
孝
）
、
『
万
葉
百
歌
』

（
山
本
健
吉
・
池
田
弥
三
郎
）
等
に
引
き
継
が
れ
、
近
年
の
注
釈
書
で
は
、
旺

文
社
文
庫
本
『
万
葉
集
』
、
新
潮
古
典
集
成
本
『
万
葉
集
』
が
、
こ
れ
を
採
っ

て
い
る
。

神
銅
説
を
採
る
場
合
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
首
と
の
つ
な
が
り
が
明
確

に
な
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
首
は
、
と
も
に
、
旅
中
の
安
全
を
祈
る
習
俗

を
背
景
と
す
る
一
対
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
神
観
説
に

対
し
て
、
稲
岡
耕
二
氏
は
、

神
鰐
説
が
支
持
さ
れ
る
場
合
は
、
単
純
に
、
家
に
お
い
て
一
般
に
供
え
物

を
す
る
場
合
の
こ
と
と
、
旅
先
に
お
け
る
手
向
け
の
場
合
と
が
対
比
さ
れ

て
歌
わ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
発
想
が
有

間
皇
子
の
こ
の
歌
で
、
あ
り
う
る
こ
と
か
ど
う
か
、
私
は
甚
だ
危
ぶ
む
の

で
あ
る
。
（
「
有
間
皇
子
」
有
精
堂
『
万
葉
集
講
座
』
第
五
巻
）

と
、
反
論
を
加
え
て
い
る
。
旅
に
お
け
る
「
飯
」
と
、
家
に
お
け
る
「
飯
」
と

が
、
別
々
の
目
的
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
稲
岡
氏
の
反
論
も
首
肯
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
首
を
め
ぐ
っ
て
は
、
食
事
説
と
神
飼
説
と
が
対
立
し
て
い

る
。
こ
の
歌
の
読
解
の
た
め
に
は
、
古
代
に
お
け
る
”
食
II

が
い
か
な
る
意
味

を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

岡
田
精
司
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
に
は
、
記
紀
、
風
土
記
に
お
け
る

食
事
の
記
事
を
調
査
し
、
服
属
儀
礼
と
し
て
食
物
を
献
上
す
る
場
合
が
多
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

A
故
、
豊
国
の
宇
沙
に
到
り
ま
し
し
時
、
其
の
土
人
、
名
は
宇
沙
都
比
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お
ほ
み
あ
へ

古
、
宇
沙
都
比
売
の
二
人
、
足
一
騰
宮
を
作
り
て
、
大
御
饗
献
り
き
。

（
記
神
武
）

B
然
し
て
其
の
弟
宇
迦
斬
が
献
り
し
大
饗
を
ば
、
悉
に
其
の
御
軍
に
賜
ひ

き
。
（
記
神
武
）

A
B
は
、
と
も
に
神
武
天
皇
の
東
遷
途
上
で
、
服
属
し
た
者
が
食
事
を
献
上

す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
儀
礼
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
こ
と
は
、
次
の

例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。つ

み
な

c天
皇
、
勅
し
て
、
誅
ひ
殺
さ
し
め
む
と
し
た
ま
ひ
き
。
時
に
、
大
耳

の

み

ま

を

等
、
叩
頭
て
陳
聞
し
し
く
、
「
大
耳
等
が
罪
は
、
実
に
極
刑
に
当
れ
り
。

こ

ろ

万
た
び
裁
殺
さ
る
と
も
、
罪
を
塞
ぐ
に
足
ら
じ
。
若
し
、
恩
情
を
降
し

た
ま
ひ
て
、
再
生
く
る
こ
と
を
得
ば
、
御
贄
を
造
り
奉
り
て
、
恒
に
御

け膳
に
貢
ら
む
」
と
ま
を
し
て
…
…
（
肥
前
国
風
土
記
松
浦
郡
）

右
に
い
う
「
天
皇
」
は
、
筑
紫
巡
幸
中
の
景
行
天
皇
。
そ
の
軍
に
敗
れ
た
大
耳

は
、
食
物
の
献
上
を
誓
い
、
罪
を
許
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
服
属
儀
礼
と
し
て
食

物
の
供
献
が
な
さ
れ
る
習
俗
を
も
と
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
理
解
が

届
く
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
女
性
が
飲
食
物
を
献
上
す
る
場
合
も
、
同
様
に
服
属
儀
礼
の
一
種

と
考
え
ら
れ
る
。

お
ほ

D
先
の
日
に
期
り
た
ま
ひ
し
美
夜
受
比
売
の
許
に
入
り
坐
し
き
。
是
に
大

み

け

さ

か

づ

き

御
食
献
り
し
時
、
其
の
美
夜
受
比
売
、
大
御
酒
蓋
を
捧
げ
て
献
り
き
。

（
記
景
行
）

E
故
、
大
御
饗
を
献
り
し
時
、
其
の
女
矢
河
枝
比
売
命
に
、
大
御
酒
蓋
を

取
ら
し
め
て
献
り
き
。
（
記
応
神
）

こ
れ
ら
は
、
婚
姻
の
場
面
に
多
い
。
そ
れ
が
本
質
に
お
い
て
地
方
部
族
の
服
属

を
意
味
す
る
こ
と
は
、
類
似
の
表
現
が
、
地
方
か
ら
貢
進
さ
れ
た
采
女
の
場
合

に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

と
よ
の
あ
か
り

F
又
天
皇
、
長
谷
の
百
枝
槻
の
下
に
坐
し
ま
し
て
、
豊
楽
為
た
ま
ひ
し

う
ね
め
お
ほ
み
う
き
さ
さ

時
、
伊
勢
国
の
三
重
の
妹
大
御
蓋
を
指
挙
げ
て
献
り
き
。
（
記
雄
略
）

古
代
に
お
い
て
、
食
物
の
献
上
と
服
属
儀
礼
と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

で
は
、
な
に
ゆ
え
、
食
物
の
献
上
が
そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
え
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
献
上
さ
れ
る
食
物
が
、
国
魂
の
象
徽
と
考
え
ら
れ
た
た
め

で
あ
る
ら
し
い
（
岡
田
先
掲
著
）
。
つ
ま
り
、
献
上
さ
れ
る
食
物
は
、
実
用
的

な
存
在
（
例
え
ば
栄
養
素
）
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
霊
的
な
存
在
と
し
て
重

視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
岡
田
氏
の
論
述
は
、
特
に
地
方
部
族
の
天
皇
へ
の
帰
属

を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
国
魂
献
上
の
儀
礼
的
な
現
れ
で
あ
る
食

事
に
限
ら
れ
て
い
る
。
が
、
古
代
の
食
事
が
、
国
魂
に
限
ら
ず
、
霊
的
な
存
在

の
受
け
渡
し
と
し
て
広
く
存
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

よ

も

つ

へ

ぐ

ひ

G
悔
し
き
か
も
、
速
く
来
ず
て
。
吾
は
黄
泉
戸
喫
為
つ
。
然
れ
ど
も
愛
し

か
し
こ

き
我
が
那
勢
の
命
、
入
り
来
坐
せ
る
事
恐
し
。
故
還
ら
む
と
欲
ふ
を
、

あ
げ
つ
ら

且
＜
黄
泉
神
と
相
論
は
む
。
我
を
な
視
た
ま
ひ
そ
。
（
記
神
代
）

右
は
、
亡
く
な
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ
て
黄
泉
国
を
訪
れ
た
イ
ザ
ナ
キ
に
対

し
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
応
じ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
治
的
服
属
を
意
味
す

る
文
脈
に
は
な
い
。
し
か
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
、
黄
泉
国
の
食
物
を
摂
取
し
た
た

め
に
、
す
ぐ
さ
ま
地
上
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、

今
日
的
な
食
事
の
と
ら
え
方
で
は
律
し
き
れ
な
い
。
黄
泉
国
の
食
物
に
は
、
黄

泉
国
の
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
黄
泉
国
の

霊
を
身
に
附
着
し
た
イ
ザ
ナ
キ
は
、
地
上
に
戻
る
た
め
に
黄
泉
神
と
「
相
論
」

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

食
物
を
摂
取
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
食
物
に
宿
る
霊
を
附
着
さ
せ
る
こ
と
で
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あ
れ
ば
、
食
事
の
場
は
、
神
事
的
、
儀
礼
的
な
場
と
し
て
重
視
さ
れ
た
は
ず
で

あ
ろ
う
。H

天
皇
、
小
碓
命
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
何
し
か
も
汝
の
兄
は
、
朝
夕

も

は

ね

ぎ

の
大
御
食
に
参
出
来
ざ
る
。
専
ら
汝
泥
疑
教
へ
覚
せ
」
と
の
り
た
ま
ひ

き
。
（
記
景
行
）

右
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
西
征
靡
の
発
端
。
景
行
天
皇
は
、
か
ね
て
よ
り
自
分

に
恭
順
で
な
い
大
碓
命
を
と
が
め
る
言
葉
と
し
て
、
「
朝
夕
の
大
御
食
」
に
出

な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
会
食
に
皇
子
た
ち
が
出
席
す
る
の
は
、
天
皇

に
対
し
て
逆
心
の
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
古
典
大

系
本
頭
注
）
。
天
皇
は
、
諸
国
か
ら
貢
上
さ
れ
た
食
物
を
取
る
。

皇
神
等
に
、
初
穂
は
頴
に
も
汁
に
も
追
の
上
高
知
り
、
賑
の
復
満
て
双
ベ

て
称
辞
党
へ
ま
つ
り
て
、
遣
り
を
ば
皇
御
孫
の
命
の
朝
御
食
、
夕
御
食
の

か
む
か
ひ
に
、
長
御
食
の
遠
御
食
と
、
赤
丹
の
ほ
に
聞
し
め
す
が
故
に
、

み
て
ぐ
ら

皇
御
孫
の
う
づ
の
幣
用
を
称
辞
覚
へ
ま
つ
ら
く
（
祝
詞
祈
年
祭
）

右
の
他
に
も
、
同
様
の
記
述
は
祝
詞
の
一
っ
の
型
と
し
て
見
え
る
。
「
四
方
の

国
の
進
れ
る
御
調
の
荷
前
」
（
春
日
祭
）
を
、
も
っ
と
も
霊
力
の
強
い
も
の
と

し
て
神
に
献
じ
、
残
り
を
天
皇
が
食
す
る
の
で
あ
る
。
「
朝
夕
の
大
御
食
」
に

も
、
霊
的
な
性
格
は
存
し
て
い
る
の
で
、
会
食
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
天
皇
の

国
土
支
配
に
対
し
、
逆
心
を
抱
く
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

H
の
記
述
は
、

直
接
に
は
服
属
儀
礼
を
示
す
文
脈
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
根
底
に
は
、
食
事
の

一
種
神
事
的
な
性
格
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
古
代
の
食
事
の
あ
り
よ
う
を
思
う
な
ら
ば
、
有
間
皇
子
の
第

二
首
(
-
四
二
）
に
つ
い
て
も
、
な
に
が
し
か
、
神
事
的
性
格
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
首
を
、
皇
子
自
身
の
わ
び
し
い

食
事
の
さ
ま
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
、
不
安
を
感
じ
な
い
わ
け

に
は
ゆ
か
な
い
。

有
間
皇
子
の
一
四
二
の
「
飯
」
は
「
盛
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
盛
る
」

と
い
う
語
は
、
集
中
に
他
に
二
例
見
え
る
。
―
つ
は
、

荒
雄
ら
を
来
む
か
来
じ
か
と
飯
盛
り
て
門
に
出
で
立
ち
待
て
ど
来
ま
さ
ず

(16
三
八
六
一
）

で
あ
る
。
右
の
「
飯
盛
り
て
」
は
、
家
人
が
、
旅
人
の
無
事
な
帰
還
を
祈
っ

て
、
在
宅
の
時
の
よ
う
に
飯
を
盛
っ
て
供
え
る
呪
的
行
為
と
思
わ
れ
る
（
全

釈
、
注
釈
、
集
成
な
ど
）
。
い
ま
―
つ
は
、

鹿
島
嶺
の
机
の
島
の
し
た
だ
み
を
い
拾
ひ
持
ち
来
て
石
も
ち
つ
つ
き

破
り
早
川
に
洗
ひ
濯
ぎ
辛
塩
に
こ
ご
と
揉
み
高
杯
に
盛
り
机
に
立

て
て
母
に
あ
へ
っ
ゃ
旦
豆
児
の
刀
自
父
に
あ
へ
つ
や
身
女
児
の
刀
自

(16
三
八
八

0
)

で
あ
る
。
こ
の
「
盛
る
」
も
、
「
母
に
あ
へ
つ
や
」
「
父
に
あ
へ
つ
や
」
か
ら
す

れ
ば
、
自
ら
食
す
る
時
の
語
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
盛
る
」
と
い
う

語
は
、
他
者
に
飲
食
物
を
供
す
る
際
の
表
現
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
、
記
紀

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

や
し
ほ
を
り

汝
等
は
、
八
塩
折
の
酒
を
醸
み
、
亦
垣
を
作
り
廻
し
、
そ
の
垣
に
八
門
を

さ

ず

き

作
り
、
門
毎
に
八
佐
受
岐
を
結
ひ
、
其
の
佐
受
岐
毎
に
酒
船
を
置
き
て
、

船
毎
に
其
の
八
塩
折
の
酒
を
盛
り
待
ち
て
よ
。
（
記
神
代
）

や

ま

た

の

お

ろ

ち

右
は
、
八
俣
遠
呂
智
に
飲
ま
せ
る
た
め
に
「
酒
を
盛
る
」
例
。

か

す

が

石
の
上
布
留
を
過
ぎ
て
薦
枕
高
橋
過
ぎ
物
多
に
大
宅
過
ぎ
春
日
春
日

を
過
ぎ
妻
隠
る
小
佐
保
を
過
ぎ
玉
笥
に
は
飯
さ
へ
盛
り
玉
怨
に

水
さ
へ
盛
り
泣
き
泊
ち
行
く
も
影
媛
あ
は
れ
（
武
烈
前
紀
）

右
は
、
亡
く
な
っ
た
鮪
臣
に
供
え
る
た
め
に
「
盛
る
」
例
と
解
さ
れ
る
（
古

典
大
系
本
頭
注
、
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
な
ど
）
。
た
だ
し
、
次
の
例
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は
、
自
ら
も
飲
食
し
て
い
る
。

爾
に
其
の
隼
人
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
今
日
大
臣
と
同
じ
蓋
の
酒
を
飲

ま
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
共
に
飲
み
た
ま
ふ
時
に
、
面
を
隠
す
大
婉
に

其
の
進
む
る
酒
を
盛
り
き
。
是
に
王
子
先
に
飲
み
た
ま
ひ
て
、
隼
人
後
に

飲
み
き
。
（
記
履
中
）

け
れ
ど
も
、
王
子
（
水
歯
別
命
）
が
、
こ
の
酒
を
飲
ん
だ
の
は
、
相
手
を
油
断

さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
「
盛
る
」
が
、
他
者
に
供
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
に
は
変
り
が
な
い
。

と
す
る
と
、
皇
子
自
傷
歌
一
四
二
の
「
盛
る
」
も
、
自
ら
の
食
事
の
た
め
と

は
解
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
首
は
、
道
中
の
安
全
を
祈
る
た
め
に
、

神
に
食
物
を
捧
げ
る
行
為
を
う
た
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
場
合
の
「
飯
」
に
は
皇
子
に
と
っ
て
貴
重
な
魂
が
宿
る
。
そ
れ
を
神
に
献

上
す
る
こ
と
は
、
神
に
服
属
し
、
恭
順
の
意
を
示
す
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
食
の
”
場
II

一
首
の
飯
を
、
以
上
の
如
く
把
握
す
る
と
、
第
二
首
は
、
神
鋼
説
が
主
張
す

る
よ
う
に
、
神
事
的
行
為
と
い
う
面
か
ら
、
第
一
首
と
結
び
つ
く
。
し
か
し
な

が
ら
、
食
事
が
、
神
事
的
性
格
を
充
全
に
発
揮
す
る
に
は
、
一
定
の
条
件
が
必

要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
、
服
属
儀
礼
と
し
て
の

食
事
献
上
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
例
も
、
献
上
す
る
側

は
、
国
魂
を
管
理
す
る
首
長

(
A
で
は
宇
沙
都
比
古
、
宇
沙
都
比
売
）
で
あ
っ

た
。
か
り
に
、
あ
る
土
地
の
食
物
を
取
れ
ば
、
常
に
国
魂
を
所
有
す
る
こ
と
に

な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
安
定
し
た
政
権
は
あ
り
え
な
い
。
食
物
献
上
の
場
は
、

か
な
ら
ず
や
、
し
か
る
べ
き
場
を
必
要
と
し
た
の
に
相
違
な
い
。

皇
子
の
一
四
二
を
、
土
地
の
神
に
恭
順
の
意
を
示
し
、
旅
の
安
全
を
祈
る
と

捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
に
つ
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
旅
中

の
食
事
に
関
す
る
記
事
を
見
る
と
、
い
く
つ
か
特
徴
的
な
場
が
浮
か
び
あ
が
っ

て
く
る
。

そ
の
―
つ
は
、
「
丘
」
の
上
で
あ
る
。

①
昔
、
倭
武
の
天
皇
、
岳
の
上
に
停
ま
り
た
ま
ひ
て
、
御
膳
を
進
奉
り
し

時
、
水
部
を
し
て
新
に
清
井
を
堀
ら
し
め
し
に
、
出
泉
浄
く
香
く
、
飲
み

た
ま

喫
ふ
に
尤
好
か
り
し
か
ば
、
勅
し
た
ま
ひ
し
く
、
「
能
く
淳
れ
る
水
か
な
」

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
（
常
陸
国
風
土
記
茨
城
郡
）

②
更
に
車
駕
を
廻
ら
し
て
、
現
原
の
丘
に
幸
し
、
御
膳
を
供
奉
り
き
。
時

よ

も

お

も

と

び

と

に
、
天
皇
四
を
望
み
ま
し
て
、
待
従
を
顧
て
の
り
た
ま
ひ
し
く
…
…
。
（
同

行
方
郡
）

①
②
と
も
に
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
巡
幸
の
記
事
。
服
属
儀
礼
と
し
て
の
食
事

献
上
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
丘
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
で
あ
る

こ
と
は
、
次
の
記
事
に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
。

い

ひ

ぼ

お

か

な

づ

ゆ

ゑ

か

は

粒
丘
と
号
く
る
所
以
は
、
天
日
槍
命
、
韓
国
よ
り
度
り
来
て
、
宇
頭
の
川

じ

り

し

こ

を

底
に
到
り
て
、
宿
処
を
葦
原
志
挙
乎
命
に
乞
は
し
し
く
、
「
汝
は
国
主
た

り
。
吾
が
宿
ら
む
処
を
得
ま
く
欲
ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
志
挙
、
即
ち

海
中
を
許
し
ま
し
き
。
そ
の
時
、
客
の
神
、
剣
を
以
ち
て
海
水
を
攪
き
て

宿
り
ま
し
き
。
主
の
神
、
即
ち
客
の
神
の
盛
な
る
行
を
畏
み
て
、
先
に
国

を
占
め
む
と
欲
し
て
、
巡
り
上
り
て
、
粒
丘
に
到
り
て
、
喰
し
た
ま
ひ

き
。
こ
こ
に
、
口
よ
り
粒
落
ち
き
。
故
、
粒
丘
と
号
く
。
（
播
磨
国
風
土

記
揖
保
郡
）

丘
は
、
②
に
見
え
る
よ
う
に
国
見
の
場
で
も
あ
り
、
神
聖
な
地
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

次
に
、
泉
の
ほ
と
り
で
食
事
を
す
る
記
事
も
多
い
。
先
に
挙
げ
た
①
も
、
そ
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の
一
例
と
い
え
よ
う
。

か
し
ほ
で

③
遂
に
、
赤
石
の
郡
期
の
御
井
に
到
り
、
御
食
を
供
進
り
き
。
（
播
磨
国
風

土
記
賀
古
郡
）

し
じ
み

④
志
深
と
号
く
る
所
以
は
、
伊
射
報
和
気
命
、
此
の
井
に
御
食
し
た
ま
ひ
し

し

じ

み

み

い

ひ

時
、
信
深
の
貝
、
御
飯
の
宮
の
縁
に
遊
び
上
り
き
。
（
同
美
壼
郡
）

泉
が
食
事
と
関
わ
る
の
は
、
炊
事
の
便
の
た
め
に
あ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
絶
え
ず
沸
き
出
る
水
が
、

:
：
：
高
知
る
や
天
の
御
陰
天
知
る
や
日
の
御
陰
の
水
こ
そ
ば
と
こ
し

ヘ
に
あ
ら
め
御
井
の
清
水

(
1
五
二
）

の
よ
う
に
讃
美
の
表
象
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
。

丘
や
泉
と
い
う
神
聖
な
土
地
の
他
に
、
木
の
下
で
の
食
事
が
語
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

⑥
故
、
出
雲
に
到
り
て
、
大
神
を
拝
み
詑
へ
て
還
り
上
り
ま
す
時
に
、
・
:
・
:

爾
に
出
雲
国
造
の
祖
名
は
岐
比
佐
都
美
、
青
葉
の
山
を
紡
り
て
、
其
の
河

の

下
に
立
て
て
、
大
御
食
献
ら
む
と
す
る
時
に
、
其
の
御
子
詔
言
り
た
ま
ひ
し

く
、
「
是
の
河
下
に
、
青
葉
の
山
の
如
き
は
、
山
と
見
え
て
山
に
非
ず
。

若
し
出
雲
の
石
銅
の
曽
宮
に
坐
す
葦
原
色
許
男
大
神
を
以
ち
伊
都
久
祝
の

大
廷
か
。
」
と
問
ひ
賜
ひ
き
。
（
記
垂
仁
）

垂
仁
天
皇
の
御
子
本
牟
智
和
気
王
は
、
生
来
、
物
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
右
は
、
出
雲
の
大
神
を
祭
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
言
葉
が
話
せ
る
よ
う

に
な
っ
た
場
面
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
発
話
が
、
食
事
の
場
で
な
さ
れ
た
こ
と

は
興
味
深
い
。
し
か
も
、
王
は
、
樹
木
を
飾
っ
て
山
の
よ
う
に
見
せ
た
物
が
、

山
で
な
い
こ
と
を
見
抜
い
て
、
そ
れ
を
葦
原
色
許
男
を
い
つ
く
大
廷
か
と
い

う
。
こ
れ
は
、
樹
木
が
神
事
的
な
場
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
⑤
は
神
事
の
場
か
と
誤
ま
た
れ
る
よ
う
な
聖
な
る
場

で
、
食
事
が
行
な
わ
れ
た
例
と
考
え
ら
れ
る
。

樹
下
で
の
食
事
に
は
、
先
に
挙
げ
た
F
の
例
も
該
当
す
る
。

F
は
伊
勢
の
三

重
采
女
が
雄
略
天
皇
に
大
御
燕
を
捧
げ
る
記
事
で
、
そ
の
豊
楽
は
、
槻
の
下
で

行
な
わ
れ
た
。
槻
は
、

…
…
真
木
さ
く
桧
の
御
門
新
嘗
屋
に
生
ひ
立
て
る
百
足
る
槻
が
枝
は

上
枝
は
天
を
覆
へ
り
中
つ
枝
は
東
を
覆
へ
り
下
枝
は
邸
を
覆
へ
り
…

…
（
記
雄
略
歌
謡
番
号
一

0
0。
先
の

F
と
同
じ
三
重
采
女
の
歌
）

と
歌
わ
れ
る
ご
と
く
、
枝
の
繁
茂
す
る
め
で
た
い
樹
木
で
、
「
呪
術
的
に
も
尊

ば
れ
た
」
（
土
橋
寛
『
古
代
歌
罰
全
註
釈
』
）
。
そ
の
槻
が
、
新
殻
で
作
っ
た
御
食

を
天
皇
が
食
す
る
儀
式
を
行
な
う
「
新
嘗
屋
」
に
生
い
立
つ
と
歌
う
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
呪
的
な
樹
木
と
食
事
と
が
結
び
つ
く
一
証
と
い
え

よ
う
。槻

の
下
で
飲
食
を
な
す
例
は
多
く
、

あ
へ

⑥
多
祢
島
人
等
に
飛
鳥
寺
の
西
の
槻
の
下
に
饗
た
ま
ふ
（
天
武
紀
六
年
ニ

月）

の
他
、
万
葉
集
巻
二
十
の
四
三

0
二
し
三
に
、

（
天
平
勝
宝
六
年
）
三
月
十
九
日
に
、
家
持
の
庄
の
門
の
槻
樹
の
下
に
し

て
宴
飲
す
る
歌
二
首

が
見
え
る
。
家
持
に
は
、
今
―
つ
樹
木
で
の
宴
席
歌
が
あ
る
。

（
天
平
十
六
年
正
月
）
同
じ
月
の
十
一
日
に
、
活
道
の
岡
に
登
り
、
一
株

の
松
の
下
に
集
ひ
て
飲
む
歌
二
首

(
6
1
0
四
二
し
三
）

右
に
よ
る
と
、
松
も
槻
と
同
様
に
と
ら
え
て
よ
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
松
は

常
緑
樹
で
、
樹
令
の
長
い
木
で
あ
る
た
め
、

は
し
き
よ
し
今
日
の
主
人
は
磯
松
の
常
に
い
ま
さ
ね
今
も
見
る
ご
と

(20

四
四
九
八
）
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…
…
直
向
か
ひ
見
む
時
ま
で
は
松
栢
の
栄
え
い
ま
さ
ね
：
・
…
（
19
四
一
六

九）

の
よ
う
に
、
永
遠
性
や
繁
栄
の
象
徴
と
も
さ
れ
た
。

本
稿
に
と
っ
て
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
に
挙
げ
る
松
で
あ
る
。

⑦
尾
津
の
前
の
一
っ
松
の
許
に
到
り
坐
し
し
に
、
先
に
御
食
し
た
ま
ひ
し

時
、
其
地
に
忘
れ
た
ま
ひ
し
御
刀
、
失
せ
ず
て
猶
有
り
き
。
爾
に
御
歌
日

み
し
た
ま
ひ
し
く
、

尾
張
に
直
に
向
へ
る
一
っ
松
あ
せ
を
一
っ
松
人
に
あ
り
せ

ば
大
刀
侃
け
ま
し
を
衣
著
せ
ま
し
を
一
っ
松
あ
せ
を

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
（
記
景
行
）

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
東
征
を
終
え
、
伊
勢
国
に
帰
り
着
い
た
際
に
、
か
つ
て
食

事
を
し
た
松
の
木
の
下
に
忘
れ
て
い
た
大
刀
が
な
く
な
ら
ず
に
遺
っ
て
い
た
と

い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
旅
中
、
松
の
木
の
下
で
食
事
を
行

な
う
こ
と
が
、
丘
や
泉
の
場
合
と
と
も
に
、
古
代
に
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
右
の
「
御
食
」
が
、
文
脈
に
と
っ
て
か
り
そ
め
の
語
で
な
い
こ
と
は
、
同

じ
話
を
伝
え
る
日
本
書
紀
に
も
、

み

を

し

さ
き昔

に
日
本
武
尊
、
東
に
向
で
ま
し
し
歳
に
、
尾
津
浜
に
停
り
て
辿
食
す
。

ぬ

是
の
時
に
、
一
の
剣
を
解
き
て
、
松
の
下
に
置
き
た
ま
ふ
。
遂
に
忘
れ
て

去
で
ま
し
き
。
（
景
行
紀
四
十
年
是
歳
）

と
、
松
の
木
の
下
で
の
「
進
食
」
を
行
な
っ
た
際
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う

記
述
の
存
す
る
こ
と
か
ら
も
保
証
さ
れ
よ
う
。
今
日
的
な
眼
で
文
意
を
通
す
だ

け
な
ら
ば
、
「
御
食
」
「
進
食
」
は
不
可
欠
と
は
思
わ
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
記
紀
を
通
じ
て
松
の
も
と
で
の
「
食
事
」
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
は
、
こ

の
記
事
の
食
事
に
古
代
人
が
深
い
意
義
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

有
間
皇
子
の
二
首
は
、
第
一
首
が
「
松
」
を
、
第
二
首
が
「
飯
」
を
う
た

う
。
こ
の
二
首
が
一
組
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
右
の
例
を
思
え
ば
、
偶
然
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
第
二
首
の
「
飯
」
は
、
し
か
る
べ
き
場
を
持
っ
て
い
た
わ

け
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
や
、
神
事
的
な
重
み
を
持
っ
た
「
飯
」
で
あ
る
に
ち
が

い
な
い
。

そ
れ
は
ま
た
、
二
首
が
、
松
の
下
で
神
事
的
食
事
を
行
な
う
と
い
う
習
俗
を

背
景
に
、
明
確
な
構
成
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の

場
合
、
二
首
が
今
日
見
る
順
に
並
ん
で
い
る
の
は
、
食
事
が
霊
的
効
果
を
持
つ

た
め
に
、
し
か
る
べ
き
場
を
必
要
と
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
第
二
首
(
-
四
二
）
は
、
第
一
首
(
-
四
一
）
の
支
配
下
に
あ
っ
て
こ

そ
、
も
っ
と
も
落
ち
着
く
。

神
に
手
向
け
る
食
物
は
、
単
な
る
物
質
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
手
向
け
る
者

の
魂
が
宿
り
、
貴
重
な
魂
を
差
し
上
げ
る
か
ら
こ
そ
、
神
も
受
け
取
る
の
で
あ

ろ
う
。
古
代
人
に
と
っ
て
、
神
に
敵
対
す
る
こ
と
は
、
極
度
の
危
険
を
伴
っ

た
。
苛
烈
な
異
郷
の
神
は
も
ち
ろ
ん
、
「
家
」
に
あ
っ
て
も
神
祭
り
は
充
全
に

な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
生
命
を
左
右
す
る
存
在
と
し

て
は
、
危
険
度
の
大
小
は
あ
る
に
し
て
も
、
「
家
」
に
お
け
る
神
も
、
「
旅
」
に

お
け
る
神
も
等
し
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
四
二
は
、

家
に
い
る
と
き
は
い
つ
も
、
立
派
な
器
に
盛
っ
て
供
え
る
飯
な
の
に
、
旅

の
身
で
あ
る
私
は
椎
の
葉
に
盛
っ
て
供
え
る
。

の
意
で
、
旅
に
あ
っ
て
不
十
分
な
神
祭
り
し
か
出
来
な
い
こ
と
を
通
し
て
行
路

を
嘆
く
歌
と
解
さ
れ
る
。
旅
に
お
い
て
こ
そ
、
充
全
な
神
祭
り
が
必
要
で
あ
る

の
に
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
と
い
う
不
安
を
述
べ
る
た
め
に
、
「
家
」
と
対
比

す
る
こ
と
は
、
不
自
然
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
神
へ

の
恭
順
を
示
し
安
全
を
請
う
点
で
は
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
首
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が
「
家
」
と
「
旅
」
と
の
対
比
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
対
象
と

な
る
神
は
異
な
る
に
し
て
も
、
上
下
の
「
盛
る
」
は
同
一
の
内
容
を
さ
す
と
見

る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。

四
、
題
詞
の
由
来

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
皇
子
自
傷
歌
二
首
の
題
詞
が
、
「
自
ら

傷
み
て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
」
と
あ
っ
て
、
一
四
二
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
こ

と
は
、
む
し
ろ
、
二
首
に
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
ゆ
え
の
事
態
で
あ
っ
た
と
知

ら
れ
よ
う
。
で
あ
る
以
上
は
、
追
悼
歌
の
作
者
た
ち
も
、
第
二
首
を
無
視
し
て

松
の
こ
と
だ
け
を
詠
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
。
二
首
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
前

提
と
し
た
た
め
に
、
あ
え
て
第
二
首
を
承
け
る
作
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
第
一
首
だ
け
を
承
け
た
理
由
の
一
っ
と
し
て
、

、、

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
、
結
び
松
を
見
て
哀
し
び
咽
ふ
歌
二
首
(
-
四
三
し

四）

、、

大
宝
元
年
辛
丑
、
紀
伊
国
に
幸
す
時
に
結
び
松
を
見
る
歌
一
首
(
-
四

六）

の
よ
う
に
、
「
覇
旅
の
途
次
、
あ
る
所
を
通
過
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
モ
ノ

を
見
て
う
た
う
歌
」
（
伊
藤
博
「
伝
説
歌
の
形
成
」
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』

下
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
追
悼
歌
の
作
者
が
「
見
る
」

べ
き
は
、
皇
子
の
魂
が
「
あ
り
通
ひ
つ
つ
見
」
(
-
四
五
）
て
い
る
で
あ
ろ
う

「
松
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
に
具
体
的
に
残
ら
な
い
「
飯
」
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
が
、
よ
り
本
質
的
な
理
由
は
、
皇
子
自
傷
歌
二
首
が
、
第

一
首
に
皇
子
の
願
望
を
歌
い
、
第
二
首
に
願
望
を
支
え
る
行
為
を
歌
う
と
い
う

構
成
を
取
っ
て
い
る
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
首
を
「
表
」

と
す
れ
ば
、
第
二
首
は
、
い
わ
ば
「
裏
」
の
関
係
に
あ
り
、
追
悼
歌
は
、
「
表
」

の
第
一
首
を
承
け
る
こ
と
で
、
同
時
に
第
二
首
に
も
応
じ
る
こ
と
を
意
味
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
題
詞
は
む
ろ
ん
編
者
の
手
に
成
る
も
の
だ
が
、
そ
の
筆
者
に
お

い
て
も
、
二
首
の
間
の
関
係
は
十
分
に
わ
か
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
今
日

か
ら
見
れ
ば
、
第
一
首
だ
け
に
依
存
し
た
よ
う
な
形
態
を
取
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
集
中
に
は
他
に
も
、
二
首
が
―
つ
の
題
詞
で
ま
と
め
ら
れ
、
そ

の
第
二
首
を
題
詞
が
無
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
例
が
あ
る
。

間
人
宿
祢
大
浦
の
翻
庁
の
歌
二
首

天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
白
真
弓
張
り
て
懸
け
た
り
夜
道
は
よ
け
む

(
3

ニ
八
九
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、

倉
橋
の
山
を
高
み
か
夜
隠
り
に
出
で
来
る
月
の
光
乏
し
き
（
二
九

0
)

田
口
益
人
大
夫
、
上
野
の
国
司
に
任
け
ら
ゆ
る
時
に
、
駿
河
の
清
見
の

崎
に
至
り
て
作
る
歌
二
首

鷹
原
の
清
見
の
崎
の
三
保
の
浦
の
ゆ
た
け
き
見
つ
つ
物
思
ひ
も
な
し

(
3

二
九
六
）

、
、
、
、

昼
見
れ
ど
飽
か
ぬ
田
子
の
浦
大
君
の
命
畏
み
夜
昆
つ
る
か
も
（
二
九
七
）

右
の
二
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
場
合
は
、
元
来
、
二
首
の
組
に
な

っ
て
い
る
歌
に
題
詞
を
つ
け
る
際
に
単
純
に
第
一
首
に
従
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
ら
し
い
。
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
場
合
も
、
こ
れ
と
同
じ
く
、
題
詞
は
た
だ
第

一
首
に
従
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
見
れ
ば
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
右

の
二
例
と
、
皇
子
自
傷
歌
と
で
は
少
し
く
事
情
が
異
な
る
よ
う
に
思
う
。

間
人
大
浦
の
歌
の
題
詞
に
い
う
「
初
月
」
は
、

、、

同
じ
坂
上
郎
女
の
初
月
の
歌
一
首

月
立
ち
て
た
だ
三
日
月
の
眉
根
掻
き
日
長
く
恋
ひ
し
君
に
逢
へ
る
か
も

(
6
九
九
三
）
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と
あ
る
よ
う
に
「
三
日
月
」
を
指
す
。
が
、
二
九

0
(
第
二
首
）
の
「
夜
隠
り

に
出
で
来
る
月
」
は
三
日
月
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
首
と
も
に
「
月
」

を
読
む
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
「
同
じ
月
の
歌
が
並
べ
ら
れ
『
光
乏
し
き
』

な
ど
あ
る
為
に
、
前
の
歌
と
同
じ
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
軽
率
に
―
つ
の
題
詞
の

中
へ
入
れ
た
も
の
」
（
注
釈
）
と
す
る
説
が
あ
る
。
真
相
は
案
外
そ
ん
な
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

田
口
益
人
の
歌
の
場
合
も
、
二
九
七
（
第
二
首
）
の
「
田
子
の
浦
」
は
、
「
清

見
の
崎
」
と
は
別
の
所
で
あ
る
。
「
田
子
の
浦
」
は
、
清
見
の
崎
の
東
方
、
「
薩

埋
峠
の
東
麓
よ
り
、
由
比
、
蒲
原
を
経
て
吹
上
浜
に
至
る
」
（
澤
潟
久
孝
『
万

葉
古
径
』
一
）
あ
た
り
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
題
詞
は
不
適
切
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
「
田
子
の
浦
」
と
「
清
見
の
崎
」
は
近
接
し
た
地
で
あ
り
、
ま
た
、

二
九
七
の
「
大
君
の
命
恐
み
」
と
い
う
表
現
は
、
官
命
を
帯
び
て
の
下
向
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
題
詞
の
内
容
と
の
い
さ
さ
か
の
ず
れ
も
、
許
容

す
べ
き
「
軽
率
」
の
範
囲
に
留
ま
る
と
い
え
よ
う
。

対
し
て
、
皇
子
自
傷
歌
二
首
に
お
い
て
は
、
二
首
と
も
に
旅
の
歌
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
四
二
に
は
題
詞
の
「
松
が
枝
」
を
許
容
す

る
詞
句
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
二
首
の
目
に
映
る
形
の
違
い
は
あ
ま
り
に
も
鮮

明
で
、
「
軽
率
」
な
ど
あ
り
え
よ
う
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
を

先
の
二
例
と
同
様
に
捉
え
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
「
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
」
と
い
う
題
詞
は
、
自
傷
歌
二
首
の
本
質
を
示
す
た

め
に
意
図
的
に
選
び
と
ら
れ
た
と
見
る
の
が
穏
か
で
あ
ろ
う
。

上
述
の
二
首
の
背
景
か
ら
す
る
と
、
第
二
首
も
、
「
松
」
の
下
で
の
歌
と
思

わ
れ
、
「
松
」
が
二
首
の
場
を
規
定
す
る
重
要
な
素
材
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
先
に
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
点
こ
そ
が
、
題
詞
に
「
松
が
枝
を
結

ぶ
」
と
い
う
表
現
を
呼
び
こ
ん
だ
要
因
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

第
二
首
の
「
飯
」
が
希
求
す
る
身
の
安
全
は
、
具
体
的
に
は
「
ま
た
か
へ
り

見
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
。
題
詞
の
筆
者
が
、
第
一
首
を
表
立
て
た
こ

と
は
、
し
た
が
っ
て
、
き
わ
め
て
自
然
な
あ
り
方
と
い
え
る
。

ま
た
、
素
材
と
し
て
も
、
「
松
が
枝
」
を
結
ぶ
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
特

異
で
あ
る
。
関
連
す
る
2

一
四
三
を
除
く
と
、
家
持
の
二
首

6
1
0四
三
、
2
0

四
五

0
一
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
少
数
で
あ
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
独
自
性
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
注
目
さ
れ
る
表
現
で
あ
っ
た
一
証
と
は
な

ろ
う
。
か
く
し
て
、
題
詞
に
、
あ
え
て
「
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
」
と
記
す
に
至
る

由
緒
は
、
自
傷
歌
二
首
自
体
に
存
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

有
間
皇
子
の
二
首
に
つ
い
て
、
近
年
、
皇
子
の
自
作
で
は
な
く
、
仮
託
さ
れ

た
歌
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
折
口
信
夫
（
「
万
葉
集
短
歌

輪
講
」
ア
ラ
ラ
ギ
大
正
九
年
）
に
端
を
発
し
、
山
本
健
吉
•
池
田
弥
三
郎
（
『
万

葉
百
歌
』
）
、
露
木
悟
義
（
「
有
間
皇
子
の
悲
劇
」
『
古
代
史
を
彩
る
万
葉
の
人

々
』
）
、
渡
辺
護
（
「
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第

二
集
）
等
の
諸
氏
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。

歌
が
、
題
詞
に
い
う
作
者
の
実
作
か
、
あ
る
い
は
後
人
の
仮
託
か
を
判
定
す

る
こ
と
は
、
大
変
む
つ
か
し
い
。
い
か
に
歌
が
個
性
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ

が
仮
託
者
の
深
い
共
感
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
可
能
性
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
出

来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

仮
託
の
問
題
は
後
考
に
譲
る
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
本
書
紀
に
描
か
れ

る
皇
子
の
死
を
史
実
と
す
る
な
ら
ば
、
自
傷
歌
群
は
自
傷
歌
群
で
、
有
間
皇
子

独
自
の
物
語
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
書
紀
に
お

い
て
は
、
天
皇
、
皇
太
子
の
尋
問
を
受
け
た
皇
子
は
、
帰
途
、
岩
代
を
過
ぎ
、

藤
白
坂
で
処
刑
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
傷
歌
群
で
は
、
皇
子
は
松
を
再

び
見
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
か
と
問
わ
れ
(
-
四
三
）
、
そ
の
松
は
結
ば
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れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
て
い
る
(
-
四
四
）
。
さ
ら
に
、
人
は
知
ら
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
魂
と
な
っ
て
皇
子
は
松
を
見
た
で
あ
ろ
う
と
も
追
和
さ
れ
て

い
る
(
-
四
六
）
。
す
な
わ
ち
一
群
は
、
史
実
と
し
て
岩
代
を
通
過
し
た
こ
と

と
は
無
縁
に
、
「
松
を
見
る
」
と
い
う
一
事
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。〈

補
注
〉

(
1
)

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
尾
津
の
一
っ
松
を
め
ぐ
る
記
事
に
関
し
て
、
宮
岡
薫
氏
に

二
つ
松
の
許
に
忘
れ
た
剣
が
粉
失
し
な
い
で
、
も
と
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
が
、
『
忘
ら
れ
た
り
し
御
刀
』
は
、
意
識
的
に
忘
れ
置
か
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
再
度
、
そ
の
場
所
に
無
事
帰
還
す
る
と
い
う
信
仰

的
、
習
俗
的
基
盤
を
ふ
ま
え
た
事
象
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
『
古
代
歌
語
の
構
造
』

第
一
章
第
二
節
）
と
い
う
発
言
が
あ
る
。
有
問
皇
子
の
第
一
首
と
引
き
較
べ
る
と

大
変
興
味
深
く
貴
重
な
発
言
と
考
え
ら
れ
る
。

(

2

)

一
四
二
の
飯
に
つ
い
て
尾
崎
暢
狭
氏
に
「
し
か
し
神
鋼
と
言
っ
て
も
、
神
に
供

え
た
上
で
み
ず
か
ら
も
食
す
る
機
会
は
多
い
か
ら
、
こ
こ
は
そ
の
よ
う
な
場
合
を

含
め
て
言
っ
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
」
（
「
有
問
皇
子
」
学
苑
四
八
八
号
）
と
い
う

発
言
が
あ
る
。
旅
路
の
実
際
と
し
て
は
、
神
鑽
献
上
の
の
ち
神
人
共
食
に
う
つ
る

と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
が
、
一
首
の
読
解
に
お
い
て
は
神
鋼
説

を
と
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

、、

(
3
)

家
持
の
「
松
が
枝
を
結
ぶ
」
歌
一

0
四
三
は
「
活
道
の
岡
」
で
「
一
株
の
松
の

下
」
で
な
さ
れ
た
宴
で
の
詠
で
あ
る
。
題
詞
に
「
飲
む
歌
二
首
」
と
あ
る
の
は
か

り
そ
め
で
は
な
い
。
古
代
の
宴
全
般
の
と
ら
え
方
と
も
か
か
わ
る
が
、
今
日
的
な

宴
飲
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
伊
藤
博
教
授
の
御
指
導
を
賜
っ
た
。

（
筑
波
大
学
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
文
学
）
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