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「椎
の
葉
に
盛
る
」
考

―
―
有
間
皇
子
伝
承
像

・
続
―
―

一
　

は
じ
め
に

「
大
妻
国
文
」
第
十
八
号

（
昭
和
六
十
二
年
三
月
刊
）
に
、

皇
子
の
二
首
、

有
間
皇
子
　
自
ら
傷
み
て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
首

い
は
し
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

ヽ

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

・

け

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

（
２

一
四

じ

・
一
四
二
）

に
つ
い
て
、
江
戸
初
期
の
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
以
来
、

「題
詞
」
中
の

「自
傷
」
の
背
景
と
し
て
、

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年

（
六

五
八
）
十

一
月
条
の
謀
反
事
件
の
犠
牲
と
な
っ
て
絞
殺
さ
れ
た
と
い
う
悲
劇
的
事
件
を
背
景
と
し
て
享
受
鑑
賞
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
関
し
て
、

『
日
本
書
紀
』
に
伝
え
る
有
間
皇
子
像
と

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
有
間
皇
子
像
と
の
、
伝
承
像
の
ち
が
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
折
、

「稚
の

‥葉
に
盛
る
」
考
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上

富

「
有
間
皇
子
伝
承
像
」
と
題
し
て
、
『
万
葉
集
』
の
巻
第
二
挽
歌
部
冒
頭
の
有
間

+
ロ



三
四

題
詞

「
自
傷
」
の
持
つ
意
味
は
作
品
鑑
賞
に
と
っ
て
不
可
欠
の
条
件
な
の
で
あ
っ
て
、
有
間
皇
子
の
二
首
の
歌
は
題
詞

「
自
傷
」
の
語
が

な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
た
だ
単
な
る
無
個
性
的
な
旅
の
歌
で
し
か
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
題
詞
中
の

「松
が
枝
を
結
ぶ
」
と
い
う
条
件
も
、　
一
四

一
番
歌
に
の
み
か
か
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
二
首
日
の
一
四
二
番
歌

を
も
規
制
す
る
要
素
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
指
摘
し
て
お
い
た
。
今
回
は
、
そ
の
第
二
首
日
の

「
椎
の
葉
に
盛
る
」
の
解
釈

・
鑑
賞
を
中
心
に
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

二
、
ふ
た
つ
の
説
に
つ
い
て

一
首
目
の
、　
一
四

一
番
歌
は
、

磐
代
の
浜
松
の
枝
を
引
き
結
ん
で
、
さ
い
わ
い
無
事
で
い
ら
れ
た
ら
、
ま
た
立
ち
帰

っ
て
こ
の
松
の
枝
を
見
よ
う
、
と
思
う
。

と
い
う
意
味
で
、
「松
が
枝
を
結
ぶ
」
と
い
う
呪
術
習
俗
―
「結
び
」
の
信
仰
―
を
踏
ま
え
た
歌
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
大
方
の
見
解
が

一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
二
首
目
の
一
四
二
番
歌
の
方
は
、
大
き
く
二
説
に
分
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
現
代
、　
一
般

に
流
布
通
行
し
て
い
る
も
の
に
限

っ
て
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
一
つ
は
、



家
に
い
る
と
笥
に
盛
る
飯
を
、
こ
う
し
て
心
に
ま
か
せ
ぬ
旅
に
い
る
の
で
椎
の
葉
に
盛

っ
て
食
べ
る
こ
と
だ
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系

『
万
葉
集

一
』
昭
和
三
十
二
年
、
高
木
市
之
功

・
五
味
智
英

，
大
野
晋
）

椎
の
葉
で
握
り
飯
な
ど
を
包
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

（
日
本
古
典
文
学
全
集

『
万
葉
集

一
』
昭
和
四
十
六
年
、
小
島
憲
之

・
木
下
正
俊

・
佐
竹
昭
広
）

旅
の
握
飯

（
に
ぎ
り
い
ひ
）
を
盛

っ
た
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（講
談
社
文
庫

『
万
葉
集
腋
郊
弾
０
』
昭
和
五
十
三
年
、
中
西
進
）

の
よ
う
に
、
「椎
の
葉
に
盛
る
」
飯
は
、
有
間
皇
子
が

「
み
ず
か
ら
食
べ
る
」
も
の
と
解
釈
す
る
も
の
で
、
大
勢
を
示
し
て
い
る
意
見
で
あ
る
。

そ
２

ら

は
、

家
に
い
る
と
き
は
器
に
盛

っ
て
神
に
手
向
け
る
飯
を
、
今
は
旅
中
で
あ
る
の
で
、
椎
の
葉
に
盛

っ
て
棒
げ
る
こ
と
だ
。

（
旺
文
社
文
庫

『
胡
代
語
鳳
万
葉
集
（
上
と

昭
和
四
十
九
年
、
桜
井
満
）

盛
っ
て
神
に
手
向
る
、
の
意
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（新
潮
日
本
音
典
集
成

『
万
葉
集

一
』
昭
和
五
十

一
年
、
伊
藤
博
）

盛
っ
て
神
に
手
向
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（角
川
文
庫

『
万
葉
集
上
巻
』
昭
和
六
〇
年
、
伊
藤
博
）

注
１

の
よ
う
に
、
「神
躾
」
と
み
る
説
で
あ
る
。
『
旺
文
社
文
庫
本
』
補
注
に
ょ
、

松
の
小
枝
を
結
び
、
そ
こ
に
自
ら
の
魂
を
い
わ
い
こ
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
無
事
を
祈
願
す
る
呪
術
が
あ

っ
た

（
６
８
豊
ｏ２０
里
２
）
。

そ
れ
は
道
の
神
に
手
向
け
を
す
る
時
の
一
つ
の
作
法
な
の
で
あ
っ
て
、
松
の
小
枝
ば
か
り
で
な
く
、
草
を
結
ぶ
こ
と
も
あ

っ
た
（
ｌ
δ
）
。

飯
を
椎
ノ
葉

二
盛
ル
と
い
う
こ
と
も
、
決
し
て
自
分
が
食
べ
る
の
で
は
な
く
、
道
の
神
に
お
供
え
し
て
、
無
事
を
祈

っ
て
い
る

の
で
あ
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葉
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る
」
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一一一一ハ

ス
リ

。

と
あ

っ
て
、
こ
れ
に
賛
同
し
た
い
。

三
、
神
餓
説
を
め
ぐ

っ
て

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
新
し
い
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
万
葉
集
の
全
注
釈
書
と
し
て
、

『
万
葉
集
全
注
』
全
二
十
巻

（昭
和
五
十
二
～
三

年
に
か
け
て

『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
全
八
集
を
刊
行
し
た
有
斐
閣
）
が
企
画
刊
行
さ
れ
、
只
今
、
続
刊
中
で
あ
る
。
現
代
の
万
葉
研
究
者
中
か
ら

秀
れ
た
研
究
者
二
十
人
が
各
巻
別
に
分
担
し
て
執
筆
す
る
も
の
で
、
学
界
の
内
外
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
、

『
巻
二
』

（昭
和
六
〇
年
刊
、
稲
岡
耕
二
）
で
は
、

家
に
い
る
時
は
笥
に
盛

っ
て
食
べ
る
飯
を

（草
枕
）
旅
に
出
て
い
る
の
で
、
椎
の
葉
に
盛
る
。

と
解
釈
し
、
有
間
皇
子
が
み
ず
か
ら
食
べ
る
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
醸
説
に
つ
い
て
別
に

「考
」
を
立
て
て
い
る
。
長
文

で
あ
る
が
、
全
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

【考
】

神
銀
説
に
つ
い
て
　
こ
の
歌
、
普
通
は
紀
の
湯

へ
護
送
さ
れ
る
旅
中
の
わ
び
し
い
食
事
を
詠
む
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
代
匠
記

に

「
サ
ラ
ヌ
タ
ニ
旅

ハ
佗
シ
キ
ヲ
、
殊

二
謀
反
ノ
事

ニ
ヨ
リ
テ
捕

ハ
ン
テ
、
物
部
ノ
中
二
打
囲
マ
ン
テ
オ
ハ
シ
マ
ス
道
ナ
ン
ハ
、
高
引
カ

ヘ
タ
ル
様
笥

ニ
モ
ル
飯
ヲ
椎
ノ
葉

二
盛
ト
ヨ
マ
セ
給

ヘ
ル
ニ
コ
モ
レ
リ
。

‐」

と
言
い
、
講
義
に

「
事
な
く
て
家
に
在
る
時
に
は
然
る
べ
き



飯
笥
に
盛
り
て
食
す
べ
き
飯
を
ば
、
今
は
旅
に
あ
れ
ば
、
権
の
葉
に
盛
り
て
食
す
る
が
悲
し
く
物
あ
は
れ
な
る
事
よ
と
な
り
」
と
言
う
。

た
だ
し
戦
後
に
な
っ
て
、
皇
子
の
食
事
で
な
く
、
岩
代
の
神

へ
の
供
え
物
と
し
て
椎
の
葉
に
盛

つ
た
と
見
る
神
撰
説
が

一
部
に
唱
え
ら
れ

た
。　
そ
の
も
っ
と
も
早
い
も
の
は
高
崎
正
秀

「萬
葉
集
の
謎
解
き
」
（文
芸
春
秋
昭
和
三
十

一
年
五
月
）
で
あ
る
。　
そ
の
中
に
奈
良
で
は

今
で
も
小
さ
な
椎
の
葉
に
小
量
ず
つ
お
供
物
を
盛
り
分
け
て
神
仏
を
巡
拝
し
て
ま
わ
る
風
習
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ヽ
「
家
に
を
れ
ば
、　
立

派
な
ち
や
ん
と
し
た
御
器
に
盛
つ
て
、
お
供

へ
す
る
の
だ
が
、
今
は
旅
先
の
こ
と
故
、
椎
の
葉
に
盛
つ
て
差
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
し
た
歌
と
し
て
詠
ま
れ

る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
奈
良
に
お
け
る
習
俗
は
歌
人
２
昌
橋
英
子
氏
の
語

っ
た
と
こ
ろ
と
言
う
。
こ
の
高
崎

説

は
、
大
養

孝

『
万
葉
の
旅
』
に
も
引
か
れ
て
お
り
、
ま
た
池
田
弥
三
郎

・
山
本
健
吉
共
著

『
万
葉
百
歌
』
の
池
田
発
言
中
に
も
同
様
な
説
が
見
ら
れ
る
。

『
万
葉
の
旅
』
に
は
神
餓
を
葉
に
盛
る
習
俗
と
し
て
、
岩
代
の
地
で
ヒ
ト
ゲ
と
い
う
米
粉
の
だ
ん
ご
を
二
つ
、
か
し
の
葉
に
重
ね
て
氏
神

に
捧
げ
る
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

神
餓
説
は
、
珍
し
い
習
俗
と
関
連
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
有
間
皇
子
の
結
び
松
の
歌

（
一
四

一
歌
）
が
岩
代
の
神
に
対
す
る
祈
り
の
歌

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
た
し
か
に
興
味
深
く
聞
か
れ
る
し
、
誰
に
で
も
理
解
さ
れ
易
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
高
校
の
教
科
書
な
ど
に
も

採
用
さ
れ
て
い
る
歌
な
の
で
、
教
室
で
神
餓
説
を
通
し
て
皇
子
歌
に
は
じ
め
て
接
し
た
と
い
う
若
い
人
達
も
少
し
ず
つ
数
を
増
し
て
い
る

よ
う
だ
。

し
か
し
、
高
崎
説
は
、
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
皇
子
歌
の

「笥
に
盛
る
飯
」
は
、
神
に
供
え
る
飯
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
一
四
二
歌
の
形
式
は

「家
に
あ
れ
ば
…
（
Ａ
Ｖ
‥
旅
に
し
あ
れ
ば
（
Ｂ
Ｙ
。Ｌ

で
あ
り
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
落
差
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
旅

先
で
の
悲
嘆
が
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
わ
た
し
に
疑
間
に
思
わ
れ
る
の
は
、
道
祖
神
に
手
向
け
を
し
つ
つ
、
そ
れ
と
対
比

的
に

「
家
に
あ
れ
ば
…
」
と
歌

っ
た
と
す
る
。
神
醍
説
に
お
け
る
そ
の
発
想
自
体
と
言

っ
た
ら
良
か
ろ
う
か
。

高
崎
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
は
家
で
神
に
供
え
物
を
す
る
場
合
（
Ａ
）
と
、
旅
先
で
道
祖
神
に
手
向
け
を
す
る
場
合
（
Ｂ
）
と
を
比
較
し
て

「椎
の
葉
に
盛
る
」
考
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三
八

い
る
こ
と
に
な
る
が
、道
祖
神

へ
の
手
向
け
が
、
故
郷
の
家
に
お
け
る
氏
神

へ
の
神
餓
の
御
器
を
想
起
さ
せ
、し
か
も
習
俗
と
し
て
特
定
さ

れ
た
本
の
葉
に
盛

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
の
粗
末
さ
が
嘆
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
ン」
の
作
品
の
内
部
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外

側
か
ら
強
い
て
構
え
た
発
想
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
端
的
に
言

っ
て
「
葉
に
盛
る
」
習
俗
が
岩
代
な
ら
岩

代
に
固
有
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
④
と
③
と
を
比
較
し
対
照
し
て
歌
う
こ
と
自
体
そ
の
抒
情
的
必
然
性
を
乏
し
く
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
歌
は
神
餓
を
歌
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
捕
ら
え
ら
れ
て
紀
伊
湯

へ
護
送
さ
れ
る
途
中
の
食
事
の
有
様
を
、
家
に
居
て
の
食
事
と
対

比
つ
つ
淡
々
と
詠
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
異
常
な
迫
力
は
、
死
を
直
視
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
皇
子
の
立
場
の
、
お
の
ず
か
ら
な
る

あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
茂
吉
秀
歌
に
、

覇
旅
の
不
自
由
を
歌
つ
て
ゐ
る
や
う
な
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
さ
う
い
ふ
も
の
と
違
つ
て
感
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
を
此
歌
は
持
つ
て

ゐ
る
の
は
ど
う
し
て
か
。
こ
れ
は
史
実
を
顧
慮
す
る
か
ら
と
い
ふ
の
み
で
は
な
く
、
史
実
を
念
頭
か
ら
去
つ
て
も
同
じ

こ
と

で
あ

る
。
こ
れ
は
皇
子
が
、
生
死
の
問
題
に
直
面
し
つ
つ
経
験
せ
ら
れ
た
現
実
を
直
に
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
の
が
、
や
が
て
普
通
の
霧
旅
と

は
違
つ
た
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

と
あ
る
の
は
、
彼
の

「
写
生
」
説
に
引
き
つ
け
過
ぎ
て
い
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
迫
力
の
生
ず
る
所
以
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

と
、
そ
の
神
撰
説
を
紹
介
し
な
が
ら
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
反
辞
を
弄
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の

で
あ
る
。

稲
岡
説
の
第

一
の
難
点
は
、
引
用
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、
契
沖

『
代
匠
記
』
（精
撰
本
）
に
、　
一
四
二
番
歌
に
つ
い
て
、
「
端
作
ノ
詞

ハ
此

可

ハ
叶
ハ
ヌ
様
ナ
ン
ト
、
初
ノ
歌
フ
先
ト
シ
テ
云

ヘ
リ
。
カ
カ
ル
事
ア
ヤ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
て
以
来
の
通
説
に
よ
っ
て
い
る
ら
し
く
、
題

詞
の
枠
組
み

「
歌
二
首
」
と
あ
る
点
を
故
意
に
一
首
目
の
み
に
限
定
し
て
鑑
賞
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
前
稿
で
も
力
説
し
た
が
、
題

注

２

詞
と

い
う
も
の
は

「
一
個

の
全
作
品

の

一
部
を
な
す
も
の
で
、
切
り
離
し
が
た
い
も
の
」
だ
と
い
う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
題
詞
は
、　
一
四

一



番
歌
と
同
じ
様
に
、　
一
四
二
番
歌
に
も

「
松
が
枝
を
結
ぶ
」
と
い
う
呪
術
行
為
を
し
た
時
の
も
の
と
し
て
読
み
と
る
べ
き
こ
と
は
当
然
の
こ
と

が
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
に
、
稲
岡
説
の
、　
一
四
二
番
歌
の
形
式

「
家
に
あ
れ
ば
…
（
Ａ
Ｙ
‥
旅
に
し
あ
れ
ば
…
（
Ｂ
）
…
」
に
つ
い
て
、
「
Ａ
と
Ｂ
と
の
落
差
の
大

き
さ
」
に
よ
っ
て

「
神
餃
説
に
お
け
る
発
想
自
体
」
が

「
疑
間
に
思
わ
れ
る
」
と
し
た
、
そ
の

「
落
差
」
は
、
高
崎
説
の

「
立
派
な
ち
や
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
上
げ
ま
す
。」

と
い
う
表
現
を

「
そ
の
粗
末
さ
が

嘆
か
れ
る
」
と
読
み
と
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
た
し
か
に
、
高
崎
説
の
一
つ
の
欠
点
で
あ
り
、
稲
岡
説
の
失
考
で
も
あ
る
と
い
え
よ

う
。

「
立
派
」
と
か

「粗
末
」
と
か
い
う
次
元
の
こ
と
が
ら
で
は
な
く
、
家
に
あ
っ
て
の
神
螺
の
器
と
、
旅
先
に
お
け
る
土
地
の
習
俗
に
お
け

る
神
鰻
の
仕
方
の
ち
が
い
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
対
比
に
関
し
て
、

稲
岡
説
は

「
ω
と
０
と
を
比
較
し
対
照
し
て
歌
う
こ
と
自
体
そ
の
抒
情
的
必
然
性
を
乏
し
く
す
る
だ
ろ
う
」

と
も
言
っ
て
い
る
。

「
家
に
あ
れ

ば
笥
に
盛
る
飯
」
を
、
「旅
に
し
あ
れ
ば
、
そ
の
旅
の
、
土
地
の
、
習
俗
に
従

っ
て
、
常
盤
木

（手
向
草
）
で
あ
る
椎
の
葉
に
盛
る
こ
と
だ
」
、

と
い
う
こ
と
を
比
較
対
照
さ
せ
て
歌
う
こ
と
が
、
果
し
て

「
抒
情
的
必
然
性
を
乏
し
く
す
る
だ
ろ
う
」
か
。
旅
の
無
事
平
安
を
祈
る
呪
術
行
為

と
し
て
、
神
に
何
ら
か
の
も
の
を
手
向
け
る
の
は
ご
く
普
通

一
般
の
約
束
事
で
あ

っ
て
、
当
然
の
営
為
で
あ
り
発
想
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥

当
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

神
に
祈
願
す
る
際
、
捧
げ
物
は
必
要
不
可
欠
な
条
件
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
特
に
、
旅
の
安
全
や
命
の
無
事
を
祈
る
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ

た
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
記
紀
の
説
話
の
中
で
、
こ
の
種
の
最
大
の
も
の
で
あ
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
め
ぐ
る
荒
ぶ
る
神
と
人
身
御
供
の
話
を
援
用

し
て
み
よ
う
。

『
古
事
記
」
に
は
、

其
れ
よ
り
入
り
幸
で
ま
し
て
、
走

水

海
を
渡
り
ま
し
し
時
、
其
の
渡
の
神
浪
を
興
し
船
を
廻
ら
し
て
、
得
進
み
渡
り
た
ま

は
ざ

り

「椎
の
葉
に
盛
る
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
九



四
〇

き
。
面
に
其
の
后
、
名
は
弟

橘

比
売

命
白
し
た
ま
は
く
、

「妾
、
御
子
に
易
り
て
海
に
入
ら
む
。
御
子
は
遣
は
さ
え
し

醐
ご

を
遂
げ
て

融
り

売
まげ

た
ま
ふ
べ
し
」
と
ま
を
し
た
ま
ひ
て
、
海
に
入
り
ま
さ
む
と
す
る
時
、
都
ま
「
八ゃ
重へ
・
燃
咸

八
重

・
饉
郎
貯
重
を
波
の
上
に
敷

き
て
、
其
の
上
に
下
り
坐
し
き
。
是
に
其
の
暴
浪

鵠
か

ら
伏
ぎ
て
、
御
船
得
進
み
き
。
面
に
其
の
后
歌
日
ひ
た
ま
は
く
、

さ
ね
さ
し
　
相
武
の
小
野
に
　
燃
ゆ
る
火
の
　
火
中
に
立
ち
て
問
ひ
し
君
は
も

（記
二
五
）

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
七
日
の
後
、
其
の
后
の
御
櫛
海
辺
に
依
り
き
。
乃
ち
其
の
櫛
を
取
り
て
、
御
陵
を
作
り
て
治
め
置
き
き
。

Ｇ
古
事
記
』
中
巻
、
景
行
天
皇
）

と
あ
っ
て
后
の
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が

「
海
の
荒
れ
る
の
は
海
神
の
怒
り
に
よ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
人
身
御
供
と
な
っ
て
入
水
す
る
」
と
、

荒
波
も
自
然
に
お
さ
ま
リ
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
無
事
に
対
岸
に
着
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
、

雄
相さ
期
に
避
げ
て
、
塁
維
ぼ
征
せ
む
と
す
。
観
を
製
り
て
離
議
し
て
畔
ぼ
く
ヽ
「競
付
ぎ
観
の
み
。
武
離
「
に
も
激
り
つ
べ
し
」
と
の
た
ま

ふ
。
現
ず
震
輯
に
聾
り
て
ゝ
髪
甦
た忽
ぼ
越
り
て
ヽ
王み
雌
離
か
ひ
て
ヽ
え
灘
ら
ず
。
時
に
整
に
は
ダ
ま
つ
Ｌ
議
イ
リ
。
就
た様
な魔

と
日、、
ふ
。

機
能
雌
凛
礁
一
鶴
蔵
の
．響
ポ
リ
。
整
に
配
し
て
叫
さ
く
ヽ
「今
熙
む
き
灘
辮
く
し
て
ヽ
王み
朧
鮎
ま
む
と
す
。
通
婢
ぼ
激
種
の
磁
が
り
。
廊
は

く
は
熙
し
き
邦
が
身み
を
、
整
の
道
針
のち

に
腰
へ
て
饉
に
入
ら
む
」
と
ま
う
す
。ま討
ヒ̈
議
り
て
ヽ
キ藻
ず
瀧
を
賛
け
て
入
り
ぬ
。ぁ髪
購
蜆
ザ
止ゃ

み
ぬ
。
船
、
岸
に
著
く
こ
と
得
た
り
。
故
、
時
人
、
其
の
海
を
琥
け
て
、
馳
水
と
日
ふ
。

∩
日
本
書
紀
』
巻
第
七
　
見示
行
天
皇
四
十
年
是
歳
）

と
あ
っ
て
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
、
荒
ぶ
る

「海
神
の
心
」
を
慰
め
る
た
め
に
人
身
御
供
と
な
っ
て
入
水
す
る
と
、
暴
風
は
即
座
に
止
み
、

船
は
岸
に
着
く
こ
と
が
で
き
た
、
と
伝
え
て
い
る
。



こ
う
し
た
記
紀
の
伝
承
説
話
を
背
景
と
し
て
、
有
間
皇
子
の

「
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
首
」
は
享
受
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

カ
第
三
に
、
稲
岡
説
は
、
Ａ
と
Ｂ
を
対
比
す
る
こ
と
は
、

「
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に

一
番
大
事
な
問
題
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
、

「神
餓
を
歌

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
捕
え
ら
れ
て
紀
伊
湯

へ
護
送
さ
れ
る
途
中
の
食
事
の
有
様
を
、

家
に
居
て
の
食
事
と
対
比
し
つ
つ
淡
々
と
詠
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
異
常
な
迫
力
は
死
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
皇
子
の
立
場

の
、
お
の
づ
か
ら
な
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「淡
々
と
詠
じ
た
」
歌
で
も

「
異
常
な
迫
力
」
の
あ
る
歌
も
あ
り
得
る
が
、

こ
の
一
四
二
番
歌
が
、
果
し
て
、

「淡
々
と
詠
じ
た
」
も
の
か
、
ま
た

「
異
常
な
迫
力
が
あ
る
」

の
か
疑
間
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
「
淡

々
」
と
で
は
な
く
、

「切
々
」
と
詠
じ
た
の
だ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「真
幸
く
あ
り
た
い
」
と
願
っ
て

「松
が
枝
を
結
ぶ
」
と
い
う
呪
術

行
為
を
と
る
十
九
歳
の
皇
子
が
、
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
ご
飯
を
た
べ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
在
の
生
身
の
人
間
―
―
歴
史
的
事
実
―
―
と

し
て
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
た
べ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
親
の
葬
式
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
べ
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か

し
、
な
か
に
は
親
し
い
人
の
死
に
接
し
て
何
日
間
も
、
も
の
を
た
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
も
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
歌
の
間

題
で
あ
る
。
広
く
い
え
ば
文
芸
の
問
題
で
あ
る
。

「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を

「詩
的
真
実
」
を
さ
し
て
言
う
の
な
ら
、
命
の
平
安
無
事
を
神
に
祈
る

主
人
公
が
食
事
を
と
る
と
い
う
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
文
芸
は
虚
構
性
の
上
に
成
り
立
つ
詩
的
世
界
と
い
う
次
元
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
っ

て
は
、
悲
劇
は
悲
劇
的
要
素
を
必
要
と
す
る
も
の
で
、
悲
劇
の
主
人
公
が
、
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
ご
飯
を
た
べ
た
の
で
は
そ
の
悲
劇
性
は
こ
わ
さ
れ

て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
喜
劇
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
や
は
り
、
こ
の
一
四
二
番
歌
の

「椎
の
葉
に
盛
る
」
の
は
、
み

ず
か
ら
が
た
べ
る
の
で
は
な
く
、
神
に
手
向
け
た
神
餓
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

「詩
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
は
た
し
か
な
も
の
と
な
る
の
だ

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
椎
の
葉
に
盛
る
」
考

四

一



四
二

四
、

「
飯
」
に
つ
い
て

さ
ら
に
、
事
実
の
問
題
と
し
て
、
「
飯
」
を

「
権
の
葉
」
に
盛

っ
て
た
べ
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

「
飯
」
を
、
「
握
り
飯
」
と
す
る
説
が
多
い
が
、
当
時
、
旅
の
携
待
食
料
は

「
乾
飯

（
ほ
し
い
ひ

・
か
れ
い
ひ
と

が
通
例
で
あ

っ
た
。
『
伊
勢

物
語
』
の
名
高
い

「
か
ら
衣
」
の
歌
物
語
に
、

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
、
そ
の
男
、
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
す
む
べ
き
国
も
と
め
に

と
て
ゆ
き
け
り
。
も
と
よ
り
友
と
す
る
人
、
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
い
き
け
り
。
道
し
れ
る
人
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
い
き
け
り
。
三
河
の
国

八
橋
と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
。
そ
こ
を
八
橋
と
い
ひ
け
る
は
、
水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
わ
た
せ
る
に
よ
り
て
な
む
、
八

橋
と
い
ひ
け
る
。
そ
の
沢
の
ほ
と
り
の
本
か
げ
に
お
り
ゐ
て
、
か
れ
い
ひ
食
ひ
け
り
。
そ
の
沢
に
か
き

つ
ば
た
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
き
た

り
。
そ
れ
を
見
て
、

あ
る
人
の
い
は
く
、

「
か
き
つ
ば
た
、
と
い
ふ
五
文
子
を
句
の
か
み
に
す
ゑ
て
、
旅
の
心
を
よ
め
」
と

い

ひ

け

れ

ば
、
よ
め
る
。

か
ら
衣
き

つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
た
び
を
し
ぞ
思
ふ

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
、
か
れ
い
ひ
の
上
に
涙
お
と
し
て
は
と
び
に
け
り
。

Ｇ
伊
勢
物
語
』
東
下
り
）

と
あ

っ
て
、

「
乾
飯
」
は
旅
行
の
携
帯
食
や
非
常
備
蓄
用
で
、
干
し
固
め
た
飯
で
、
水
や
湯
三
戻
し
て
柔
か
く
し
て
食
す
る
も
の
で
あ
る
。
と

す
る
と
、　
水
や
湯
を
加
え
る
た
め
に
は
、　
あ
る
て
い
ど
の
深
み
と
広
ろ
が
り
の
あ
る
器
物
に
入
れ
て
食
べ
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の

『
伊
勢
物



語
』
の
話
は
、杜
若
の
咲
く
夏
五
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、腐
り
や
す
い

「
握
飯
」
を
さ
け
て

「乾
飯
」
を
携
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
有
間

皇
子
の
場
合
は
、
冬
十

一
月
で
あ
る
か
ら
、
「
乾
飯
」
で
な
く
、
「握
飯
」
で
も
い
い
の
で
あ
る
。　
し
か
し
、
「握
飯
」
だ
っ
た
と
す
る
と
、
罪

人
と
し
て
護
送
中
の
囚
わ
れ
の
身
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
手
づ
か
み
で
た
べ
た
の
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
食
器
や
椎
の
葉
に
盛

っ
て
た
べ
る
と

い
う
手
間
ひ
ま
を
か
け
る
必
然
性
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
「乾
飯
」

で
あ
っ
た
ら
、
権
の
葉
に
盛

注
４

っ
て
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
無
理
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
「椎
の
葉
」
に

「
盛
る
」
の
は
、
有
間
皇
子
が
み
ず
か
ら
が
た
べ
る
た
め

で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
に
と
っ
て
大
事
な
食
料
の
一
部
を
割
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
す
べ
て
を
、
磐
代
の
神

へ
の
手
向
け
と
し
て
さ
し
あ
げ
る

た
め
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
読
み
と
る
こ
と
に
と
っ
て
、
「松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
首
」
と
し
て
、　
一
四

一
番
歌

・
一
四
二
番
歌
の
二
首
が

緊
密
に
相
互
補
完
し
て
、
有
間
皇
子
の
悲
劇
的
な
状
況
と
心
情
と
を
、
リ
ア
リ
テ
ィ
に
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
「椎
の
葉
に
盛
る
」
の
は
、　
み
ず
か
ら
が
食
す
る
の
で
は
な
く
、
神

へ
の
手
向
け
で
あ
っ
た
と
す
る
神
醍
説
は
補
強
し
得

た
か
と
思
う
。

こ
こ
ろ
み
に
意
訳
し
て
み
れ
ば
、

家
に
い
る
時
は
器
に
盛

っ
て
さ
し
あ
げ
る
飯
を
、
旅
に
あ
る
の
で
、
土
地
の
習
俗
に
し
た
が
っ
て
、
常
磐
木
で
あ
る
権
の
葉
に
盛

っ
て
さ

し
あ
げ
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
受
納
下
さ
っ
て
私
の
願
い
を
か
な
え
て
く
だ
さ
い
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「椎
の
葉
に
盛
る
」
考

四
三



四
四

本
稿
は
、
大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会
第
二
十
七
回
研
究
例
会

（
昭
和
六
十
二
年
七
月
四
日
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
文
章
化
し
た

も
の
で
あ
る
。

注
１
　
神
餓
説
の
初
出
は
、
高
崎
正
秀

「万
葉
集
の
謎
解
き
」
翁
文
芸
春
秋
』
昭
和
三
十

一
年
五
月
）
で
、
そ
の
後
、
梅
木
春
和

「椎
の
葉

の
飯
」
翁
国
語
研

究
」
二
十
八
号
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
）、
池
田
弥
三
郎

『万
葉
百
歌
』
（昭
和
三
十
八
年
八
月
）、
犬
養
孝

『
万
葉
の
旅
』
（昭
和
三
十
九
年
七
月
）
な
ど
が

あ

る

。

注
２
　
武
田
祐
吉

『
万
葉
集
全
註
釈
』
（昭
和
三
十

一
年
七
月
）
に
、
「
」
の
歌
、
死
生
の
あ
い
だ
に
臨
ん
で
、
し
か
も
、
よ
く
落
ち
着
い
て
い
る
。
哀
情
が
潜
む

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
皇
子
の
不
運
な
運
命
を
、
先
に
承
知
し
て
い
て
読
む
か
ら
、
そ
う
思
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
題
詞
と
い
う
も
の
は
、　
一
個
の
全

作
品
の
一
部
を
な
す
も
の
で
、
切
り
離
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。

注
３
　
日
本
古
典
文
学
全
集

『古
事
記
上
代
歌
謡
』

（
昭
和
四
十
八
年
十

一
月
）
頭
註

（荻
原
浅
男
）
に
拠
る
。

注
４
　
「
椎
の
葉
」
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
っ
て
定
説
を
見
な
い
が
、
山
田
孝
雄

『
万
葉
集
講
義
巻
第
二
』
（昭
和
七
年
七
月
）
に
、

椎
之
葉
雨
盛
　
古
来

「
シ
ヒ
ノ
ハ
ニ
モ
ル
」
と
よ
み
来
れ
り
。
然
る
を
童
蒙
抄
は

「椎
」
は

「
松
」
の
誤
か
と
い
へ
り
。
接
ず
る
に
、
椎
の
葉
に
飯
を
盛

る
と
は
如
何
に
す
べ
き
か
明
か
な
ら
ず
。
さ
て
又
、

「椎
」
は
普
通
に

「
シ
ヒ
」
と
よ
む
字
に
し
て
和
名
砂

「
椎
子
」
の
注
に

「
和
名
之
比
」
と
あ
り
、

又
日
本
紀
神
武
巻
に
は

「椎
根
津
彦
」
の
名
の
椎
に

「
椎
此
云
群
此
」
と
あ
れ
ば
、
椎
と
よ
む
事
は
不
都
合
な
る
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
椎
は
葉
大
な
ら
ぬ

も
の
な
れ
ば
、
こ
の
上
に
飯
を
盛
ら
む
は
如
何
に
す
べ
き
事
に
か
、
考
に
は

「
今
も
檜
の
葉
を
折
敷
て
強
飯
を
盛
こ
と
あ
る
が
如
く
旅
の
行
方
に
て
は
そ

こ
に
有
あ
ふ
椎
の
小
枝
を
折
敷
て
盛
つ
ら
ん
。
椎
は
葉
の
こ
ま
か
に
繁
く
て
平
ら
か
な
れ
ば
、
か
り
そ
め
に
物
を
盛
べ
き
も
の
也
」
と
い
へ
り
。
然
る
に

「
椎
」
字
は
新
撰
字
鏡
を
見
れ
ば

「
奈
良
乃
木
也
」
と
注
し
、
叉
績
日
本
紀
巻
八
に
元
明
天
皇
を
葬
れ
る
山
陵
を

「
大
和
國
添
上
郡
椎
山
陵
」
と
か
け
る

が
、
こ
の
天
皇
の
山
陵
は
延
喜
式
に

「
奈
保
山
陵
」
と
あ
る
に
よ
り
て

「
椎
」
は

「
猶
」
の
誤
な
り
と
い
ひ
た
れ
ど
、
こ
の
山
陵
の
所
在
は
古
の
奈
良
山

な
る
事
著
し
け
れ
ば

「椎
」
を

「
ナ
ラ
」
の
語
に
あ
て
し
は
、
明
か
な
り
。
さ
れ
ば
、
こ
こ
も
椎
と
よ
ま
れ
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
叉

「
ナ
ラ
」
の
葉
な
ら
ば

大
に
し
て
今
も
山
人
の
握
飯
を
包
み
持
つ
に
用
ゐ
る
程
な
れ
ば
似
合
は
し
か
ら
ぬ
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
、
今
こ
の
歌
は
十
月
十

一
日
の
比
に
よ
ま
れ
し
な

れ
ば
、
槍
の
葉
は
直
ち
に
得
ら
る
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
、
な
ほ
常
盤
木
の
椎
の
方
に
よ
る
べ
く
や
。

と
あ
る
よ
う
に

「
常
盤
木
の
椎
」
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。


