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大
伴
旅
人
の
妻
は
大
伴
郎
女
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

女
は
夫
の
大
宰
帥
時
代
に
か
の
地
で
残
し
、
大
宰
府

の
背
後
に
聾
え
る
大
野
山
の
ど
こ
か
に
葬
ら
れ
た
。

旅
人
は
家
持
の
父
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
生
母
は

果
し
て
大
伴
郎
女
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

天
平
十
九
年
二
月
二
十
日
、
越
中
守
家
持
は
「
杯

疾
に
沈
み
、
殆
に
泉
路
に
臨
」
ん
で
「
悲
緒
を
申
ぷ

る
一
首
」
を
作
っ
た
が
そ
の
中
に
、
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こ
の
歌
に
よ
れ
ば
天
平
十
九
年
二
月
二
十
日
に
は

家
持
に
は
妻
大
伴
坂
上
大
嬢
と
と
も
に
「
た
ら
ち
ね

の
母
の
命
」
が
奈
良
に
現
存
し
た
の
で
あ
る
。
旅
人

の
妾
か
、
そ
れ
と
も
妻
の
母
大
伴
坂
上
郎
女
を
指
す

の

か

。

（

市

村

宏

）

家
持
の
母
は
誰
か
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庭
の
梅
が
咲
き
ほ
こ
ろ
び
、
や
が
て
は
だ
れ
雪
の

よ
う
に
散
っ
て
ゆ
く
。
沈
丁
花
の
季
節
が
終
れ
ば
、

桃
の
花
が
咲
き
出
す
。
あ
あ
、
美
し
い
と
思
う
瞬
間
、

万
葉
集
の
古
歌
の
い
く
つ
か
が
頭
に
浮
ぶ
。
そ
れ
ほ

ど
、
一
九
六
四
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
イ
ヤ
ー
の
現

実
と
あ
る
種
の
歌
と
は
類
似
し
て
い
る
の
だ
。
千
二

百
年
の
歴
史
の
流
れ
に
、
か
っ
て
の
青
垣
山
変
じ
て

歓
楽
境
に
な
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
で
も
な
お
か

つ
、
あ
る
系
譜
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
の
さ
さ
や
か
な
研
究
は
万
葉
集
で
の
異

色
あ
る
巻
で
あ
り
、
そ
れ
に
連
な
る
一
連
の
民
謡
で

あ
る
。
そ
の
中
に
流
れ
る
心
情
を
辿
っ
て
ゆ
く
う
ち

に
、
現
代
と
の
一
貫
性
を
も
感
ず
る
。
そ
れ
と
同
様

に
自
然
詠
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
中
に
、
時
代
に

よ
り
観
照
態
度
は
異
っ
て
も
、
何
か
が
把
握
で
き
そ

う
な
気
が
す
る
。

古
典
は
現
代
と
断
絶
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

現
代
は
古
典
の
系
譜
の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
だ
！

例
え
ば
思
考
力
さ
え
も
ｌ
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
た

い
。
こ
れ
が
古
代
文
学
を
愛
す
る
高
校
教
師
わ
た
く

自
然
詠
の
系
譜
を

､

人
言
を
繁
み
言
痛
み
己
が
世
に
未
だ
渡
ら
ぬ
朝
川

渡
る
（
万
葉
集
一
一
六
・
但
馬
皇
女
）

異
母
兄
弟
の
穂
積
皇
子
と
接
し
た
こ
と
が
知
れ
て

作
っ
た
歌
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
朝
川
渡
る
」
が

問
題
で
あ
る
。
近
代
の
註
釈
の
帰
結
と
し
て
は
、
皇

女
の
恋
情
の
深
さ
を
表
現
し
た
の
だ
と
い
う
説
明
に

落
付
い
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
朝
川
渡

る
」
は
難
事
の
象
徴
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
か
。
ア
ソ
ト
・
ラ
ン
ダ
ム
な
行
為
だ
と
い
う
の
だ

ろうか。
恋
情
の
実
践
に
川
渡
り
を
習
慣
と
し
た
ら
し
い
こ

と
は
、
長
皇
子
の
一
三
○
の
歌
、
紀
女
郎
の
六
四
三

の
作
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
。
話
は
飛
ぶ
が
、
古
代
ヱ

ジ
プ
ト
中
王
朝
の
頃
に
は
、
鰐
の
棲
む
ナ
イ
ル
を
泳

ぎ
渡
っ
て
恋
人
と
逢
う
女
性
が
、
そ
の
恋
の
深
さ
の

故
に
讃
歎
さ
れ
た
。
そ
れ
は
母
権
社
会
の
女
が
も
っ

て
い
た
積
極
性
で
あ
っ
た
。
皇
女
の
「
朝
川
渡
り
」

も
同
様
な
心
情
を
根
底
に
秘
め
た
慣
習
で
は
な
か
っ

た
か
。
朝
川
と
い
う
の
も
吉
野
宮
従
駕
の
三
六
の
作

の
よ
う
に
夕
川
と
の
対
照
で
使
用
さ
れ
た
の
で
な
い

こ
と
も
判
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
浅
川
の
意
で
も
な
か

ろ
う
。
中
世
末
期
頃
の
宗
安
小
歌
集
に
見
え
る
「
十

七
八
は
あ
さ
川
渡
る
。
わ
が
妻
な
ら
う
に
や
負
い
越

し
の
悲
願
で
あ
る
。

朝
川
渡
る

（江野沢淑子）
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霊
異
記
の
作
者
景
戒
は
帰
化
人
系
で
河
内
国
の
出

身
で
あ
る
と
い
う
仮
説
に
は
有
力
な
根
拠
が
指
摘
で

き
る
。
こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
一
般
説
は
景
戒
の
夢

想
を
重
要
視
し
、
紀
伊
国
名
草
郡
部
内
楠
見
村
の
沙

弥
鏡
日
の
関
係
か
ら
当
地
を
景
戒
の
出
身
地
と
し
た

が
、
そ
れ
が
説
話
集
を
研
究
す
る
た
め
の
何
ら
手
助

け
と
な
っ
て
い
な
い
。
百
十
六
話
の
説
話
の
持
つ
性

格
は
、
そ
の
大
半
が
苦
境
か
ら
祈
る
幸
福
の
獲
得
で

あ
る
。
高
利
貸
な
ど
の
経
済
観
念
が
発
達
し
、
建
築

工
芸
に
優
れ
た
技
術
を
見
せ
医
学
に
詳
し
い
話
は
大

陸
か
ら
の
伝
播
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
、
そ
れ
ら
説

話
の
保
持
者
も
帰
化
人
系
が
多
く
、
玄
弊
三
蔵
↓
道

昭
↓
行
基
↓
景
戒
の
師
弟
関
係
も
道
昭
、
行
基
を
帰

化
人
と
証
明
で
き
る
し
行
基
へ
の
心
酔
者
景
戒
も
思

想
の
上
で
こ
の
一
線
に
堅
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま

た
説
話
の
全
体
の
性
格
か
ら
考
え
て
、
大
ざ
っ
ぱ
に

い
っ
て
成
立
年
代
の
近
い
伊
勢
、
大
和
の
説
話
と
は

全
然
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
編
纂
者

や
そ
。
」
を
初
め
に
据
え
た
連
謡
は
、
情
事
へ
の

期
待
を
内
に
ひ
そ
め
た
民
謡
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

「
あ
さ
川
」
も
、
こ
の
歌
謡
の
中
だ
け
で
は
割
り
切

れ
な
い
素
材
で
あ
る
。
民
俗
と
し
て
の
「
朝
川
渡
り
」

の
意
味
は
、
さ
ら
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
大
久
間
喜
一
郎
）

霊
異
記
の
作
者
景
戒
は
帰
化
人
か

白
木
綿
花
は
白
木
綿
の
造
花
で
あ
る
と
す
る
説
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
目
文
証
が
な
い
。
口
木
綿
の
造

花
の
よ
う
な
も
の
が
泊
瀬
地
方
あ
た
り
の
特
産
で
あ

っ
た
ろ
う
（
万
葉
集
事
典
）
と
い
う
が
、
そ
の
地
方

の
婦
人
た
ち
の
手
内
職
と
な
る
ほ
ど
の
需
要
が
あ
っ

た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
日
神
事
や
儀
式
な
ど
に
こ
れ

を
用
い
る
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
面
倒
な
も
の
を
用

意
す
る
ま
で
も
な
く
、
周
囲
に
み
ら
れ
る
「
時
の
花
」

の
方
が
は
る
か
に
新
鮮
で
実
用
的
で
、
当
時
に
あ
っ

て
は
生
命
力
・
呪
力
を
す
ら
感
じ
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
端
的
に
私
見
を
い
え
ば
、
白
木
綿
を
花
の
盛

栄
に
よ
そ
え
て
白
木
綿
花
と
云
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
古
今
集
巻
十
に
「
け
づ
り
花
」
の
語
の
あ
る

の
も
参
考
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
木
綿
花
を
造
る

と
い
う
語
は
、
結
局
、
木
綿
そ
の
も
の
を
造
る
意
に

な
る
。
木
綿
を
造
る
と
い
う
云
い
方
な
ら
、
神
代
紀

一
書
、
豊
後
風
土
記
、
神
楽
歌
に
も
見
え
る
。
そ
れ

に
私
は
、
木
綿
花
は
す
べ
て
水
辺
に
関
連
し
て
歌
わ

れ
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
り
、
こ
の
点
に
注
目
す
る

こ
と
が
こ
の
語
の
真
義
を
考
え
る
か
ぎ
で
は
な
か
ろ

ら
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

の
も
つ
極
素
朴
な
世
界
観
の
相
違
で
あ
り
、
そ
れ
は

帰
化
人
と
日
本
民
族
と
の
相
違
に
帰
結
し
よ
う
。

（
大
谷
義
博
）

白
木
綿
花

万
葉
集
に
見
え
る
植
物
は
一
六
○
種
に
及
び
、
植

物
の
出
る
歌
は
一
五
四
八
首
で
総
歌
数
の
約
三
分
の

一
に
達
す
る
。
そ
の
大
半
が
古
代
人
の
衣
食
住
に
直

結
し
た
植
物
で
あ
り
、
特
に
薬
用
植
物
は
六
三
種
で

三
八
％
を
占
め
て
ゐ
る
。
併
し
そ
の
植
物
の
中
に
は

未
詳
の
も
の
や
対
応
和
名
に
説
の
岐
れ
る
も
の
も
あ

り
、
解
釈
上
究
明
の
要
が
あ
る
。

さ
て
万
葉
集
に
は
「
こ
の
て
が
し
は
」
を
詠
み
こ

ん
だ
歌
が
二
首
あ
り
、
児
手
柏
（
巻
土
ハ
．
三
八
三
六
）
、

右
乃
里
之
波
（
巻
二
十
・
四
三
八
七
）
で
あ
る
が
、
そ
の

植
物
の
実
態
に
就
い
て
は
未
だ
定
説
を
見
な
い
。
私

は
古
来
の
諸
説
を
批
判
し
て
、
児
手
柏
は
貝
原
益
軒

の
「
大
和
本
草
」
等
に
見
え
る
側
柏
で
而
も
漢
方
医

薬
と
し
て
舶
載
し
た
柏
子
仁
の
地
に
落
ち
た
も
の
、

帰
化
人
な
ど
が
観
賞
用
と
し
て
植
栽
し
た
も
の
で
あ

らうと論断した。燕麺雍卦珪嘩篝月一・曽て植

物
学
者
の
白
井
光
太
郎
博
士
等
が
側
柏
は
近
世

蔬幽の渡米で万葉に合はないと説かれてか

ら
爾
後
概
ね
こ
れ
に
従
ふ
。
併
し
側
柏
の
種
子
柏
子

仁
は
漢
方
薬
と
し
て
既
に
平
安
朝
初
期
に
渡
来
し
て

ゐ
た
事
が
深
根
輔
仁
の
「
本
草
和
名
」
の
記
事
に
依

っ
て
知
ら
れ
る
の
で
、
更
に
遡
っ
て
韓
医
方
や
唐
医

方
が
盛
行
し
て
ゐ
た
上
代
に
舶
載
さ
れ
て
ゐ
た
可
能

万
葉
植
物
「
児
手
柏
」
と
正
倉
院
薬
物
帳

（
尾
崎
暢
映
）
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「
源
氏
物
語
」
と
、
そ
の
時
代
が
、
そ
の
後
々
の

時
代
か
ら
、
理
想
的
な
時
代
相
と
し
て
ふ
り
か
え
ら

れ
、
理
想
的
な
美
的
表
現
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
常
に

多
く
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
略
々
相
似
の
形

相
で
、
古
代
伝
承
の
語
り
手
や
、
古
代
文
学
の
筆
録

者
た
ち
は
、
雄
略
天
皇
代
を
見
、
更
に
遡
っ
て
、
仁

徳
天
皇
代
を
見
つ
め
て
、
一
層
古
い
理
想
的
な
時
代

と
し
、
表
わ
し
伝
え
て
い
る
。

古
代
伝
承
・
古
代
文
学
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な

古
代
仰
望
の
思
惟
は
、
特
に
、
神
社
創
成
縁
起
謁
に

性が大である。さて「正倉院薬物一覧」燕砿

睡に約六十種の漢方薬品が記されてゐる

が
、
柏
子
仁
は
見
当
ら
な
い
。
併
し
「
帳
外
薬
物
」

と
し
て
記
載
さ
れ
て
ゐ
な
い
薬
物
約
二
十
種
が
現
存

し
由
来
も
種
類
も
不
詳
の
由
で
あ
り
、
或
は
そ
の
中

に
側
柏
の
実
が
千
年
の
風
雪
に
耐
へ
て
ひ
そ
ん
で
ゐ

る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
果
し
て
然
ら
ば
漢
方
薬
と

し
て
渡
来
し
た
柏
子
仁
が
地
に
落
ち
或
は
植
栽
さ
れ

て、奈良山雇評灌脈とや千葉の野諏睦蛎垂逢

に
生
育
し
た
事
は
、
作
者
と
生
活
圏
か
ら
見
て
想
像

に
難
く
な
い
。
万
葉
の
両
歌
の
警
瞼
も
し
く
は
序
詞

と
し
て
の
表
現
は
漢
方
薬
ゆ
か
り
の
生
活
体
験
に
基

づ
く
景
観
描
写
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
如
何
。

（
長
田
貞
雄
）

理
想
的
「
古
代
」

万
葉
集
に
「
喧
二
咲
痩
人
一
歌
二
首
」
と
い
う
の
が

あ
る
。
そ
の
左
註
に
「
所
謂
仁
敬
（
教
）
之
子
也
」
と

あ
り
、
昔
か
ら
、
こ
の
仁
敬
（
教
）
が
、
「
字
」
な

の
か
、
仁
敬
（
教
）
の
あ
る
者
な
の
か
疑
問
と
さ
れ

て
来
た
。
も
し
も
こ
れ
が
「
字
」
だ
と
し
て
も
、
そ

の
正
し
い
名
前
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
前
に
私
は

こ
れ
に
つ
い
て
し
ら
へ
た
時
、
諸
橋
博
士
の
『
大
漢

ジ
ン
ケ
イ

和
辞
典
』
に
、
「
仁
敬
」
と
い
う
語
の
あ
る
の
を
見

つ
け
た
。
こ
の
時
、
仁
敬
（
教
）
は
や
っ
ぱ
り
人
名

だ
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
。
説
明
文
を
み
る
と
「
塵
復

之
」
の
「
字
」
だ
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
あ
と
の
説

お
い
て
は
、
更
に
迄
古
代
へ
遡
っ
て
い
る
。

伊
勢
皇
大
神
宮
・
石
上
神
宮
の
始
源
が
垂
仁
天
皇

代
と
伝
承
さ
れ
、
広
瀬
社
・
竜
田
社
の
そ
れ
は
、
崇

神
天
皇
代
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

が
殆
ど
す
べ
て
、
天
武
代
に
お
け
る
、
古
代
統
一
国

家
形
成
へ
の
、
思
想
的
政
治
の
処
置
と
し
て
積
極
的

に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
今
日
の
古
代
史

学
・
古
代
文
学
研
究
は
実
証
提
示
し
て
来
て
い
る
。

こ
の
崇
神
・
垂
仁
代
が
、
か
く
、
「
重
く
」
ふ
り

か
え
ら
れ
る
時
代
的
意
義
、
ま
た
は
、
そ
の
思
惟
基

底
を
、
更
に
、
明
確
に
す
る
も
の
は
、
何
か
、
ｌ

「
古
代
文
学
存
疑
」
の
一
つ
と
し
て
。（

賀
古
明
）

仁
敬
（
教
）
は
人
の
名
か

日
本
書
記
天
智
天
皇
の
条
に
「
田
僻
」
の
語
が
あ

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
田
の
耕
作
か
ら
収
穫
ま
で

の
さ
ま
を
模
擬
的
に
演
じ
る
田
遊
び
と
関
係
が
あ
る

と
い
う
議
論
が
あ
る
。
一
方
、
顕
宗
紀
に
お
け
る
新

室
寿
ぎ
の
場
面
の
「
殊
概
」
に
は
「
殊
慨
、
古
へ
こ

れ
を
立
出
憐
と
謂
ひ
、
立
出
、
こ
れ
を
陀
豆
豆
と
云

ふ
。
憐
ふ
状
は
起
ち
つ
居
つ
し
て
侭
ふ
な
り
」
と
の

注
が
あ
っ
て
、
前
記
の
「
田
償
」
と
は
関
連
が
な
い

か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
播
磨
風
土
記
の

同
じ
室
寿
ぎ
の
伝
承
に
は
、

た
ら
ち
し
吉
備
の
鉄
の
狹
鑿
持
ち
田
打
つ

如
す
手
打
て
子
等
吾
は
憐
ひ
せ
む

の
歌
謡
が
あ
っ
て
、
顕
宗
紀
の
室
寿
ぎ
の
寿
詞
、

（
略
）
牡
鹿
の
角
挙
げ
て
吾
が
偶
へ
ば
（
略
）
手

明
を
み
て
、
あ
き
ら
か
に
別
人
で
あ
る
事
を
知
っ
た
。

そ
れ
以
来
、
人
名
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
ま
よ

っ
て
い
た
が
、
最
近
ど
う
も
、
こ
れ
は
人
名
で
は
な

い
ら
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
漢
文
の

常
識
か
ら
言
っ
て
、
人
の
名
前
の
上
に
は
「
所
謂
」

の
如
き
語
が
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
侃
文
韻
府
」

他
い
ろ
い
ろ
み
た
が
、
そ
の
例
が
な
か
っ
た
し
、
ま

た
「
古
事
記
」
以
下
に
も
、
や
は
り
見
あ
た
ら
な

い
。
「
仁
敬
（
教
）
」
は
人
の
名
で
は
な
い
だ
ろ
う

と思う。

（
清
水
一
茂
）

殊
撫
と
田
撫
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霊
異
記
の
説
話
の
一
条
一
条
は
、
当
時
の
あ
ま
す

こ
と
な
き
世
相
の
鏡
で
あ
る
。
ほ
ん
の
一
例
を
と
り

あ
げ
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
、
登
場
す
る
盗
み
の
数

々
は
、
律
令
体
制
の
ゆ
き
づ
ま
り
と
世
情
の
頽
廃
を

反
映
し
つ
く
し
て
い
る
。
仏
像
を
盗
み
銭
に
つ
く
り

な
し
、
経
巻
を
盗
ん
で
売
り
歩
く
。
そ
れ
の
み
な
ら

ず
、
横
領
・
強
盗
・
強
奪
ご
と
き
も
揮
ら
な
い
。
だ

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
乱
世
で
は
、
実
母
に
貸
し
た
稲

を
責
め
徴
り
、
飯
を
乞
う
母
に
食
を
惜
し
み
与
え
ぬ

ば
か
り
か
、
貸
し
た
稲
や
綿
は
不
正
に
と
り
た
て
、

他
人
の
妻
を
犯
し
、
己
の
欲
す
る
目
的
の
た
め
に
は

母
を
殺
す
こ
と
も
厭
わ
ぬ
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
作
品
に
反
映
し
た
汚
稔
・
醜
態
・
悪
行

等
の
万
遍
な
い
世
情
の
実
態
は
、
か
な
り
、
続
日
本

紀
等
か
ら
実
証
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
従
来
、
霊
異
記
が
仏
典
の
中
に
多
く
の

掌
も
樛
亮
に
拍
ち
上
げ
賜
は
ね
吾
が
常
世
等

と
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
対
応
か
ら
は
、
鹿
の
扮
装

に
よ
る
舞
を
含
む
田
遊
び
が
上
代
に
行
な
わ
れ
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
田
遊
び
が
他
の
要
素
を
併
せ
て

宮
廷
に
入
り
、
高
尚
化
し
た
の
が
田
舞
だ
と
す
る
議

論
か
ら
は
、
こ
れ
は
、
ま
だ
宮
廷
に
入
る
前
の
田
遊

び
の
姿
を
あ
る
程
度
伝
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

か

。

（

田

中

貞

三

）

霊
異
記
の
説
話

幼
稚
な
疑
問
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
な
ん
と

な
く
気
に
な
る
の
は
、
東
歌
な
ど
民
謡
と
い
わ
れ
て

い
る
短
歌
形
式
の
歌
が
、
実
際
に
今
日
み
る
語
句
の

ま
樫
で
う
た
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
常
陸
風
土
記
所
載
の
歌
垣

で
の
歌
が
ほ
ぼ
短
歌
形
式
で
あ
り
、
「
詠
ふ
歌
甚
多

く
し
て
、
云
々
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
東

歌
も
そ
の
ま
き
、
う
た
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
も
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ま
程
で
は
ど
う
み
て
も
味

気
な
い
。
実
際
に
う
た
わ
れ
て
い
た
時
に
は
、
五
七

五
七
七
の
ほ
か
に
語
句
の
繰
返
し
や
嚇
詞
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
催
馬
楽
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
。
そ
の
よ
う
な
繰
返
し
や
嚇
詞
は
省
略

さ
れ
、
あ
る
い
は
全
体
的
に
集
約
さ
れ
て
、
短
歌
形

式
の
東
歌
が
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
か
。
繰
返
し
や

、

、

、

、

嚥
詞
（
共
感
や
ひ
や
か
し
や
笑
い
な
ど
の
意
味
を
も

教
誠
の
弁
を
借
り
、
説
話
構
成
の
上
の
範
を
垂
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
事
実
、
仏
典
の
中
に
、
多
く
共

通
す
る
話
や
素
材
の
酷
似
す
る
例
が
見
出
せ
る
こ
と

か
ら
、
霊
異
記
を
仏
典
の
翻
案
で
あ
る
か
の
ど
と
く

考
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、

仏
典
と
の
比
較
と
説
話
構
成
等
を
分
折
し
て
、
更
に

深
く
究
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
は
や
、
解
決

さ
れ
る
も
の
と
思
う
。

（
露
木
悟
義
）

民
謡
と
短
歌
形
式

「
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
隠
み
に
八
重
垣
作
る

そ
の
八
重
垣
を
」
の
第
二
句
に
久
し
い
存
疑
が
あ
る
。

最
近
は
出
雲
を
地
名
と
解
く
説
多
く
（
武
田
祐
吉
博

士
全
講
及
び
古
典
全
書
日
本
書
紀
、
石
井
庄
司
氏
大

成
本
文
篇
、
相
磯
貞
三
博
士
全
註
解
等
）
、
地
の
文

に
ひ
か
れ
て
雲
の
状
と
す
る
説
（
宣
長
、
太
田
善
麿

氏
古
典
全
書
古
事
記
）
も
あ
る
。
し
か
し
八
重
垣
に

承
け
ら
れ
る
地
名
は
通
常
の
地
名
の
用
い
方
と
は
異

り
、
後
者
は
寓
話
的
す
ぎ
る
。
私
は
、
出
雲
を
比
嶮

と
見
「
（
八
雲
立
ち
湧
く
雲
が
重
畳
た
る
如
く
）
重

畳
た
る
垣
よ
」
と
い
う
意
と
解
す
る
。
比
瞼
と
す
る

事
は
契
沖
と
等
し
い
が
、
契
沖
は
「
速
二
出
来
タ
ル

コ
ト
ヲ
雲
ノ
俄
二
興
ル
ニ
ョ
セ
」
た
と
し
、
私
見
と

異
る
。
こ
の
雲
は
「
国
溢
り
嶺
に
立
つ
雲
」
（
万
雌

三
五
一
五
）
の
如
く
生
活
的
で
あ
り
、
「
淡
海
路
の

鳥
篭
の
山
た
る
不
知
哉
川
」
（
万
４
四
八
七
）
と
同

じ
修
辞
で
あ
る
。
地
の
文
は
無
論
後
の
付
会
で
、
こ

の
室
寿
歌
が
神
話
に
組
入
れ
ら
れ
る
と
、
宣
長
ら
の

解
く
如
き
享
受
を
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
神
詠

の
解
釈
で
あ
る
。

（
中
西
進
）

つ
）
を
伴
わ
な
い
民
謡
（
東
歌
）
は
、
ど
う
み
て
も
何

か
が
足
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
東
歌

を
民
謡
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
、

疑
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
戸
谷
高
明
）

出
雲
八
重
垣


