
兄妹の恋歌物語

允
恭
記
で
は
、
軽
太
子
と
衣
通
王
（
軽
大
郎
女
）
は
兄
妹
婚
の
禁
忌
を

犯
し
て
恋
歌
を
交
わ
し
、
追
放
先
で
「
共
自
死
」
す
る
と
い
う
悲
恋
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
兄
妹
婚
の
神
話
と
し
て
神
代
記
（
紀
）
の
イ

ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
話
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
旧
稿

で
取
り
上
げ
た
の
で
、
そ
の
一
部
を
抜
粋
す
る
。

古
事
記
に
お
い
て
同
母
妹
を
意
味
す
る
「
伊
呂
妹
」
と
い
う
語
は
、

神
代
記
の
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
妻
の
シ
タ
テ
ル
ヒ
メ
、
亦
の
名
タ
カ
ヒ

メ
が
、
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
の
「
伊
呂
妹
」
と
し
て
兄
ア
ヂ
シ
キ

タ
カ
ヒ
コ
ネ
の
御
名
を
顕
す
夷
振
の
歌
を
歌
う
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。

古
事
記
の
「
伊
呂
妹
」
の
用
例
二
つ
目
が
垂
仁
記
の
サ
ホ
ビ
コ
の
「
伊

呂
妹
」
サ
ホ
ビ
メ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
允
恭
記
に
お
い
て
、
カ
ル
ノ

ミ
コ
が
「
伊
呂
妹
」
カ
ル
ノ
オ
ホ
イ
ラ
ッ
メ
と
の
同
母
兄
妹
婚
が
発

た
は

覚
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
カ
ル
ノ
ミ
コ
が
「
姦
」
け
た
と
い
う
表
記

が
な
さ
れ
、
二
人
の
情
は
歌
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
そ
の
後
の
流
罪
、

そ
し
て
二
人
の
死
へ
と
、
兄
妹
婚
が
罪
深
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て

い
く
。
そ
の
点
で
、
カ
ル
ノ
ミ
コ
・
カ
ル
ノ
オ
ホ
イ
ラ
ッ
メ
兄
妹
婚
は
、

兄
妹
の
恋
歌
物
語

序

ｌ
軽
太
子
と
衣
通
王
Ｉ

特
に
会
話
に
お
い
て
「
愛
」
の
用
字
を
多
用
す
る
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ（１）

ナ
ミ
神
話
と
は
表
現
と
し
て
位
相
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
兄
妹
婚
の
神
話
は
記
紀
に
限
ら
ず
、
沖
縄
や
他
地
域
の
始
祖
神

（２）

話
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
多
く
の
歌

を
伴
っ
た
も
の
は
皆
無
に
等
し
い
。
そ
の
面
で
特
異
な
こ
の
一
連
の
歌
物

語
的
物
語
に
関
し
て
は
多
く
の
論
考
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究

史
を
踏
ま
え
つ
つ
、
兄
妹
の
恋
歌
と
地
の
文
の
関
係
、
允
恭
紀
や
神
代
記

な
ど
と
の
比
較
、
歌
曲
名
、
歌
謡
の
語
句
、
古
事
記
の
「
恋
」
の
用
字
な

ど
の
検
証
か
ら
、
兄
妹
が
恋
歌
を
交
わ
す
と
い
う
古
代
的
意
味
を
探
り
、

さ
ら
に
、
万
葉
集
の
相
聞
と
の
つ
な
が
り
、
関
連
す
る
歌
謡
や
物
語
と
万

葉
歌
や
左
注
な
ど
に
お
け
る
語
句
や
表
記
の
差
異
な
ど
も
考
え
て
い
く
。

せ

い』も

一
、
兄
の
恋
歌
ｌ
「
妹
」
と
「
妻
」
Ｉ

允
恭
記
と
允
恭
紀
と
を
比
較
し
そ
の
差
異
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
が
、
後
者
が
天
皇
生
前
の
出
来
事
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
前
者
が
天
皇

崩
御
後
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
既
に
古
事
記
注
釈
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
古
事
記
に
お
い
て
、
天
皇
崩
御
後
に
反
乱
伝
承
が
語
ら
れ
る
類

型
が
あ
り
、
允
恭
記
の
軽
太
子
と
衣
通
王
（
軽
大
郎
女
）
の
兄
妹
婚
も
そ

吉
田
修
作
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れ
に
相
当
す
る
。
途
中
の
穴
穂
皇
子
と
の
戦
い
を
含
め
て
、
当
該
物
語
全

体
が
反
乱
伝
承
の
枠
組
み
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
必

然
的
に
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
が
神
生
み
、
国
生
み
と
い
う
も
の
の

生
成
を
語
る
の
に
対
し
て
、
当
該
物
語
が
反
乱
と
い
う
王
権
秩
序
の
破
壊

と
い
う
位
相
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
地
の
文
を
伴
い
な
が
ら
歌
を
中

心
に
展
開
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
発
端
は
軽
太
子
が

た
は

軽
大
郎
女
を
「
姦
」
け
た
と
兄
妹
婚
を
地
の
文
で
明
記
し
、
軽
太
子
の
歌
（
古

事
記
歌
謡
七
八
）
が
歌
わ
れ
る
。
当
該
歌
謡
は
允
恭
紀
に
も
若
干
の
語
句

の
異
同
を
伴
っ
て
記
載
さ
れ
（
耆
紀
歌
謡
六
九
）
、
琴
歌
譜
一
三
に
も
「
し

ら
げ
歌
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
琴
歌
譜
で
は
注
記
に
「
日
本
記
日
」

と
し
て
、
允
恭
紀
と
と
も
に
允
恭
記
も
参
照
し
、
さ
ら
に
「
古
歌
抄
云
」

と
し
て
、
允
恭
天
皇
が
衣
通
日
女
王
に
贈
っ
た
と
い
う
別
伝
も
記
す
。
古

歌
抄
な
る
も
の
は
現
存
し
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
は
記
紀
歌
謡
が
状
況
を
異

に
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
当
該
歌
の
異
同
は
次
の
よ
う

にある。

こ

ぞ

…
．
：
下
問
ひ
に
我
が
問
ふ
妹
下
泣
き
に
我
が
泣
く
妻
今
夜

こ
そ
は
安
く
肌
触
れ
（
古
事
記
歌
謡
七
八
）

。
…
：
下
泣
き
に
我
が
泣
く
妻
片
泣
き
に
我
が
泣
く
妻
今
夜

こ
そ
安
く
肌
触
れ
（
書
紀
歌
謡
六
九
）

…
…
下
問
ひ
に
我
が
問
ふ
妻
下
泣
き
に
我
が
泣
く
妻
今
夜

こ
そ
妹
に
肌
触
れ
（
琴
歌
譜
二
二

微
妙
な
差
異
だ
が
、
書
紀
歌
謡
六
九
が
「
妻
」
と
の
み
あ
る
の
に
対
し
て
、

他
の
二
者
は
「
妻
」
と
「
妹
」
が
併
用
さ
れ
、
古
事
記
歌
謡
七
八
は
対
句

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
西
郷
信
綱
が
論
じ
た
こ
と
だ
が
、
兄

い

も

せ

妹
婚
を
基
盤
と
し
て
「
妹
と
兄
」
が
夫
婦
関
係
の
詩
的
・
神
話
的
原
型
と

（

３

）

い

も

せ

な
り
、
特
に
歌
や
物
語
の
会
話
の
表
現
に
お
い
て
は
妹
と
妻
、
兄
と
夫
と

が
同
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
一
首

の
歌
の
中
で
「
妻
」
と
「
妹
」
が
併
用
さ
れ
る
例
は
限
ら
れ
て
お
り
、
右

の
古
事
記
歌
謡
七
八
の
他
は
、
古
事
記
歌
謡
四
、
古
事
記
歌
謡
八
九
と
万

葉
集
に
若
干
の
例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
古
事
記
歌
謡
四
を
参

照
し
て
み
る
。

古
事
記
歌
謡
四
は
ヤ
チ
ホ
コ
ノ
神
の
神
語
の
一
首
、
后
ス
セ
リ
ビ
メ
の

い
し
」
こ

嫉
妬
を
和
ら
げ
よ
う
と
し
て
歌
っ
た
歌
の
中
で
、
前
半
に
「
愛
子
や
の

み
こ
と

妹
の
命
」
と
あ
り
、
や
や
離
れ
て
末
尾
に
「
若
草
の
妻
の
命
」
と
呼

び
掛
け
て
い
る
。
嫉
妬
し
た
ス
セ
リ
ビ
メ
の
魂
を
鎮
め
よ
う
と
し
、
下
巻

の
嫉
妬
す
る
皇
后
磐
姫
に
応
じ
た
仁
徳
天
皇
な
ど
の
起
源
と
も
な
る
よ
う

な
恋
歌
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
古
事
記
歌
謡
七
八
は
「
妹
」
と
「
妻
」

を
対
句
と
し
、
そ
れ
ら
の
語
句
が
置
換
可
能
で
あ
る
と
い
う
兄
妹
婚
の
神

話
幻
想
に
基
づ
き
、
秘
め
た
恋
を
露
見
さ
せ
よ
う
と
す
る
恋
歌
と
し
て
歌

わ
れ
た
。
一
方
、
日
本
書
紀
歌
謡
六
九
、
琴
歌
譜
で
は
「
妹
」
と
「
妻
」

の
対
句
で
は
な
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兄
妹
婚
と
い
う
契
機
で
な
く
一

般
的
な
恋
の
露
見
の
歌
と
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
琴
歌
譜
の
注
記
の
古
歌

抄
に
あ
る
よ
う
に
、
允
恭
天
皇
の
衣
通
日
女
王
へ
の
恋
歌
と
し
て
も
語
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
面
で
、
允
恭
記
で
は
兄
妹
婚
と
い
う
発
端
の
地
の

文
と
歌
謡
が
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
。

次
に
、
古
事
記
歌
謡
八
九
は
ど
う
か
。

い
／
、
ひ

こ
も
り
く
の
初
瀬
の
川
の
上
つ
瀬
に
斎
杙
を
打
ち
下
つ
瀬

ま
く
ひ

に
真
杙
を
打
ち
斎
杙
に
は
鏡
を
懸
け
真
杙
に
は
真
玉
を

懸
け
真
玉
な
す
吾
が
思
ふ
妹
鏡
な
す
吾
が
思
ふ
妻
有
り

と
言
は
ば
こ
そ
家
に
も
行
か
め
国
を
も
偲
は
め

-８６-
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（古事記歌謡八九）

前
歌
八
八
と
と
も
に
、
古
事
記
で
二
首
は
読
歌
と
さ
れ
、
「
こ
も
り
く

の
初
瀬
の
山
の
」
（
八
八
）
「
こ
も
り
く
の
初
瀬
の
川
の
」
（
八
九
）

で
始
ま
り
、
挽
歌
的
相
聞
歌
な
ど
と
評
さ
れ
る
が
、
初
瀬
の
山
や
川
の
儀

礼
に
関
わ
る
語
句
で
前
半
が
展
開
す
る
く
ら
い
に
捉
え
て
お
く
方
が
よ

い
。
八
九
番
歌
は
そ
れ
ら
の
儀
礼
的
詞
章
か
ら
転
じ
て
「
真
玉
な
す
吾

が
思
ふ
妹
鏡
な
す
吾
が
思
ふ
妻
」
と
の
対
句
表
現
が
注
目
さ
れ
る
。

「
真
玉
な
す
」
の
玉
、
真
玉
は
万
葉
集
で
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
「
真
玉

な
す
」
は
、
他
に
次
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

か
し
こ
た
ら
し
ひ
め

み
こ
と

懸
け
ま
く
は
あ
や
に
畏
し
足
日
女
神
の
命
：
．
．
：
真
玉

な
す
二
つ
の
石
を
世
の
人
に
示
し
給
ひ
て
：
：
：（五・八一三）

所
謂
神
功
皇
后
の
鎮
懐
石
の
歌
で
、
「
真
玉
な
す
二
つ
の
石
を
」
と

石
の
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
阿
部
寛
子
は
「
真
玉
な
す
」
の
用

例
が
他
に
古
事
記
歌
謡
八
九
の
異
伝
歌
で
あ
る
万
葉
集
一
三
・
三
二
六
三

（４）

に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
他
に
玉
を
人
の

形
容
、
比
噛
と
す
る
用
例
ま
で
広
げ
れ
ば
、
古
事
記
歌
謡
六
、
同
七
、
日

本
書
紀
歌
謡
九
二
が
あ
る
。
そ
の
中
で
古
事
記
歌
謡
六
は
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ

ヒ
コ
ネ
、
同
七
は
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
い
う
男
の
神
の
比
職
で
あ
る
（
歌
謡

七
は
後
述
）
の
に
対
し
、
日
本
書
紀
歌
謡
九
二
は
影
姫
と
い
う
を
と
め
の

嗽
で
あ
る
点
で
参
照
さ
れ
る
。

こ

と

が

み

き

ゐ

あ

ほ

あ

は

ぴ

琴
頭
に
来
居
る
影
姫
玉
な
ら
ば
我
が
欲
る
玉
の
鰻
白
玉

（
日
本
書
紀
歌
謡
九
二
）

旧
稿
で
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
た
の
で
引
用
す
る
。

「
琴
頭
に
来
居
る
影
姫
玉
な
ら
ば
」
を
解
釈
す
る
と
、
琴
頭
に
神
霊
．

魂
が
想
り
つ
き
、
か
が
や
く
光
を
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
影
を
名
に

負
う
影
姫
が
、
魂
Ⅱ
玉
で
あ
る
な
ら
ば
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。
比
職
的
に
言
え
ば
、
影
姫
は
魂
を
逓
り
つ
か
せ

（５）

る
一
種
の
タ
マ
ョ
リ
ヒ
メ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

日
本
書
紀
歌
謡
九
二
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
古
事
記
歌
謡
八
九
の
「
真

玉
な
す
吾
が
思
ふ
妹
」
の
表
現
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
神
霊
が
宿
る
よ

う
な
神
聖
な
妹
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
阿
部
寛
子
も
別
の
論
証
に
よ
り
、

ヨ
真
玉
』
の
属
性
、
す
な
わ
ち
『
真
玉
Ⅱ
魂
Ⅱ
神
さ
ぶ
」
と
妹
が
重
な
り

あ
う
」
と
言
及
す
る
。
一
方
、
当
該
歌
の
次
の
「
鏡
な
す
吾
が
思
ふ
妻
」

の
「
鏡
な
す
」
は
枕
詞
化
し
て
、
鏡
を
見
る
よ
う
に
で
見
る
に
掛
か
る
も

の
と
、
当
該
歌
の
よ
う
に
大
切
に
思
う
意
で
地
名
や
人
を
導
く
も
の
が
あ

る
。
「
鏡
な
す
」
が
人
に
関
わ
る
用
例
と
し
て
は
、

あ
ぱ

鏡
な
す
わ
が
見
し
君
を
阿
婆
の
野
の
花
橘
の
珠
に
拾
ひ
つ

（万葉七・一四○四）

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
直
接
的
に
は
「
わ
が
見
し
君
」
の
「
見
し
」
に
掛
か

る
と
も
言
え
る
。
別
に
妻
を
「
鏡
」
と
見
な
し
た
歌
も
あ
る
。

す

み

の

え

を

づ

め

う

つ

つ

お

の

づ

ま

住
吉
の
小
集
楽
に
出
で
て
現
に
も
己
妻
す
ら
を
鏡
と
見
っ
も

（万葉一六・三八○八）

左
注
に
よ
れ
ば
、
住
吉
の
小
集
楽
と
い
う
野
遊
び
の
場
で
、
自
分
の
妻

が
「
容
姿
端
正
」
で
あ
る
こ
と
を
讃
嘆
し
た
歌
だ
と
い
う
。
左
注
「
容
姿

端
正
」
の
「
端
正
」
は
キ
ラ
キ
ラ
シ
、
ウ
ル
ハ
シ
な
ど
と
訓
ま
れ
、
阿
部

寛
子
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
婚
に
関
わ
る
男
女
の
形
容
の
類
型
で

あ
る
。
従
っ
て
、
三
八
○
八
番
歌
は
妻
の
容
姿
が
神
女
の
よ
う
だ
と
讃
美

し
て
お
り
、
そ
れ
と
同
様
に
、
古
事
記
歌
謡
八
九
も
「
鏡
な
す
吾
が
思

ふ
妻
」
の
表
現
に
よ
り
妻
の
神
聖
性
を
示
し
て
い
る
。
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そ
の
歌
謡
八
九
が
「
真
玉
な
す
吾
が
思
ふ
妹
鏡
な
す
吾
が
思

ふ
妻
」
と
、
前
掲
の
古
事
記
歌
謡
七
八
と
と
も
に
歌
中
に
妹
と
妻
の

二
つ
の
語
が
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
阪
下

圭
八
が
指
摘
し
、
「
「
妹
』
と
「
妻
』
が
同
一
歌
内
に
共
存
す
る
例
は

（６）

ご
く
少
な
い
」
と
し
て
そ
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
古

事
記
歌
謡
四
は
前
述
し
、
他
に
人
の
妹
（
妻
）
と
動
物
の
妻
の
対
比

（
一
五
・
三
六
二
五
、
一
七
・
三
九
九
三
）
、
妻
に
対
し
て
妹
と
兄
と
い
う
兄

妹
を
指
す
事
例
（
一
七
・
三
九
六
二
）
を
除
く
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

ね

．
…
：
玉
藻
な
す
扉
き
わ
が
宿
し
敷
拷
の
妹
の
手
本
を
露
霜

は

っ辛工

の
置
き
て
し
来
れ
ば
…
．
：
愛
し
き
や
し
わ
が
蠕
の
児
が
夏

つの

草
の
思
ひ
萎
え
て
嘆
く
ら
む
角
の
里
見
む
扉
け
こ
の
山

（二・一三八）

見
渡
し
に
妹
ら
は
立
た
し
こ
の
方
に
わ
れ
は
立
ち
て
・
…
：

た
ま
ま
き

玉
纏
の
小
揖
も
が
も
漕
ぎ
渡
り
つ
つ
も
語
ら
は
む
妻
を

（一三・三二九九）

隠
口
の
泊
瀬
の
川
の
：
：
：
上
つ
瀬
の
年
魚
を
食
は
し
め

く
は

下
つ
瀬
に
鮎
を
食
は
し
め
麗
し
妹
に
鮎
を
惜
し
み
：
：
：

ま
た
も
逢
は
い
も
の
は
妻
に
し
あ
り
け
り
（
一
三
・
三
三
三
○
）

う
つ
く

さか

天
地
の
神
は
無
か
れ
や
愛
し
き
わ
が
妻
離
る
・
…
：
な
離

け
そ
と
わ
れ
は
祈
れ
ど
枕
き
て
寝
し
妹
が
手
本
は
雲
に
た

な
び
く

（一九・四二三六）

二
・
一
三
八
は
人
麻
呂
の
石
見
相
聞
歌
の
或
る
本
歌
で
、
中
程
の
「
妹

が
手
本
を
」
に
対
し
、
最
後
の
方
で
「
わ
が
蠕
の
児
が
」
と
妹
と
妻

の
呼
称
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
一
三
・
三
三
三
○
は
前
半
で
「
麗
し
妹

に
」
、
最
後
に
「
妻
に
し
あ
り
け
り
」
、
一
九
・
四
二
三
六
で
は
初
め
に

「
愛
し
き
わ
が
妻
離
る
」
、
最
後
に
「
妹
が
手
本
は
雲
に
た
な
び
く
」
と

あ
り
、
二
首
と
も
に
挽
歌
で
あ
る
。
阪
下
が
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る

一
三
・
三
二
九
九
も
挽
歌
で
、
初
め
の
「
妹
ら
は
立
た
し
」
に
、
結
句
「
語

ら
は
む
妻
を
」
と
あ
る
が
、
用
字
や
訓
読
に
問
題
が
あ
る
。
結
句
の
「
語

ら
は
む
妻
を
」
を
略
解
が
「
妻
は
益
の
誤
に
て
、
か
た
ら
は
ま
し
を
歎
」

と
し
、
注
釈
、
古
典
大
系
本
、
講
談
社
文
庫
本
な
ど
が
採
用
し
た
。
輝
注
、

全
解
な
ど
は
「
語
ら
は
む
妻
」
と
訓
ん
で
い
る
。
三
二
九
九
は
訓
読
上
難

が
あ
る
の
で
、
「
妹
」
と
「
妻
」
の
一
首
内
の
併
用
事
例
か
ら
は
外
し
て

お
く
。
右
の
万
葉
集
の
「
妹
」
と
「
妻
」
の
一
首
内
の
併
用
事
例
と
当
該

歌
の
差
異
は
、
当
該
歌
が
「
妹
」
と
「
妻
」
と
の
対
句
で
使
用
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
前
掲
の
古
事
記
歌
謡
四
は
対
句
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、

「
愛
子
や
の
妹
の
命
」
と
「
若
草
の
妻
の
命
」
が
句
を
隔
て
て
対
応
し
て

い
る
点
で
右
の
万
葉
歌
よ
り
は
当
該
歌
に
近
い
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
当

該
歌
の
異
伝
歌
で
あ
る
万
葉
一
三
・
三
二
六
三
は
「
真
玉
な
す
我
が
思

ふ
妹
も
鏡
な
す
我
が
思
ふ
妹
も
」
と
な
っ
て
お
り
、
阪
下
は
次
の
よ

う
に
解
す
る
。

「
記
』
の
編
述
者
は
、
こ
こ
で
あ
え
て
意
識
的
に
「
妹
：
．
．
：
妻
」
の

対
句
を
作
り
出
し
た
と
思
わ
れ
て
く
る
。
（
中
略
）
『
記
』
編
述
者
は

「
妹
：
：
：
妹
」
と
あ
っ
た
原
歌
謡
に
手
を
加
え
、
「
妹
…
…
妻
」
に
と

り
な
し
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
対
句
の
一
方
の
「
妹
」
は
恋
人
の

意
で
は
な
く
文
字
通
り
の
「
妹
」
「
伊
呂
妹
」
と
う
け
と
る
べ
き
だ

ろ語っ。

阪
下
は
万
葉
三
二
六
三
か
ら
当
該
歌
へ
兄
妹
相
姦
の
歌
と
し
て
意
識
的

改
変
と
見
な
し
て
い
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
兄
妹
婚
を
基
盤
と
し
て

「
妹
」
と
「
妻
」
を
同
義
と
す
る
表
現
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
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当
該
物
語
の
発
端
の
歌
謡
七
八
は
秘
め
た
恋
を
露
見
さ
せ
よ
う
と
す
る

兄
の
恋
歌
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
続
く
古
事
記
歌
謡
七
九
も
同
様
の
内
容
で

ある。

あ
ら
れ

ゐ

笹
葉
に
打
つ
や
霞
の
た
し
だ
し
に
率
寝
て
む
後
は
人
は

は
か

か
り
こ
も

離
ゆ
と
も
う
る
は
し
と
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
刈
薦
の
乱
れ
ば

乱
れ
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
（
古
事
記
歌
謡
七
九
）

古
事
記
歌
謡
七
九
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
二
首
と
す
る
か
一
首
と
す
る

か
で
意
見
が
分
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
首
と
見
な
し
て
お
く
。
こ
の
歌

で
は
特
に
「
率
寝
」
に
着
目
す
る
。
「
率
寝
」
は
既
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

男
の
側
か
ら
の
表
現
で
、
万
葉
集
、
肥
前
風
土
記
松
浦
郡
の
歌
謡
な
ど
に

見
ら
れ
る
。

ゐ

筑
波
嶺
の
嶺
ろ
に
霞
居
過
ぎ
か
て
に
息
づ
く
君
を
率
寝
て
や
ら
さ
れ

（万葉一四・三三八八）

明
日
香
川
ま
く
と
知
り
せ
ば
あ
ま
た
夜
も
率
寝
て
来
ま
し
を
ま
く
と

知

り

せ

ば

（

同

．

三

五

四

五

）

う
な
ゐ
は
な
り

橘
の
寺
の
長
屋
に
我
が
率
寝
し
童
女
放
髪
は
髪
上
げ
つ
ら
む
か

神
語
と
い
う
一
種
の
神
謡
で
あ
る
古
事
記
歌
謡
四
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、

む
し
ろ
当
該
歌
の
方
が
兄
妹
婚
を
基
盤
と
し
た
神
謡
に
近
い
と
捉
え
た
方

せ

い』も

が
妥
当
性
が
あ
る
。
当
該
歌
は
兄
で
あ
る
夫
が
妹
で
あ
る
妻
に
贈
っ
た
恋

歌
で
、
そ
の
面
で
当
該
物
語
の
発
端
の
地
の
文
と
古
事
記
歌
謡
七
八
は
呼

応
し
て
い
る
と
言
え
る
。
万
葉
三
二
六
三
は
そ
れ
を
妻
と
し
て
の
「
妹
」

に
語
を
統
一
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
万
葉

三
二
六
三
の
左
注
の
記
述
に
も
関
わ
る
。

｜
｜
、
軽
太
子
の
恋
歌
ｌ
露
見
の
歌
Ｉ

（一六・三八二二）

篠
原
の
弟
姫
の
子
そ
さ
ひ
と
ゆ
も
率
寝
て
む
し
だ
や
家
に
く
だ
さ
む

（肥前風土記松浦郡）

三
三
八
八
は
「
息
づ
く
君
」
と
あ
る
か
ら
女
の
立
場
の
歌
だ
が
、
講
談

社
文
庫
本
で
は
「
仮
想
の
歌
。
女
の
労
働
歌
」
、
古
典
集
成
で
は
「
歌
垣

で
の
女
側
の
挑
み
歌
か
」
な
ど
と
解
す
る
。
歌
の
状
況
は
様
々
想
定
さ
れ

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
率
寝
」
が
男
の
行
為
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な

い
。
三
八
一
三
は
特
殊
な
状
況
で
あ
る
こ
と
が
左
注
で
も
解
説
さ
れ
、
次

の
三
八
二
三
で
歌
の
語
句
を
替
え
て
い
る
。
肥
前
風
土
記
の
歌
謡
は
弟
姫

に
対
し
て
半
身
蛇
半
身
人
で
あ
る
も
の
が
人
に
変
身
し
歌
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
も
特
殊
な
状
況
の
歌
と
し
て
記
述
さ
れ
、
歌
垣
、
あ
る
い
は
そ
の
背

景
の
神
婚
儀
礼
な
ど
も
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
率
寝
」
は
も
う
一
例
、

神
代
記
（
紀
）
で
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
と
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
別
離
後
の
問
答
歌

の
中
の
古
事
記
歌
謡
八
（
書
紀
歌
謡
五
に
異
伝
歌
）
に
も
見
ら
れ
る
。

よ
そ
ひ

赤
玉
は
緒
さ
へ
光
れ
ど
白
玉
の
君
が
装
し
貴
く
あ
り
け
り

（古事記歌謡七）

ど

沖
つ
烏
鴨
着
く
島
に
我
が
率
寝
し
妹
は
忘
れ
じ
世
の
こ
と
ご
と
に

（古事記歌謡八）

古
事
記
で
は
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
が
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
別
れ
て
ワ
タ
ッ
ミ
ノ

宮
に
還
っ
た
後
、
「
不
忍
恋
心
」
し
て
妹
タ
マ
ョ
リ
ヒ
メ
に
託
し
て
「
献
」
っ

た
歌
の
返
歌
と
し
て
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
が
歌
っ
た
と
さ
れ
る
。
書
紀
一
書
三

で
は
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
が
右
の
歌
を
先
に
歌
い
、
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
の
歌
は
御

子
の
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
と
対
比
さ
せ
て
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
に
応
ず
る
歌
と

な
っ
て
い
る
。
書
紀
正
文
を
含
め
、
書
紀
の
他
の
一
書
に
は
こ
れ
ら
の
歌

は
記
述
さ
れ
て
な
く
、
ま
た
、
古
事
記
と
書
紀
一
書
三
の
い
ず
れ
が
本
来
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的
か
な
ど
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
矢
嶋
泉
は
古
事
記
の
文
芸

性
を
論
じ
る
中
で
、
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
が
先
に
歌
う
こ
と
に
よ
り
、
ヒ
メ
の

怨
念
・
憤
怒
を
解
消
・
中
和
す
る
作
用
が
あ
る
と
の
見
解
を
述
べ
て
い

（７）る
。
右
の
二
首
は
書
紀
で
は
「
挙
歌
」
と
記
述
さ
れ
、
宮
廷
に
伝
承
さ
れ

歌
わ
れ
て
い
た
大
歌
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
後
の
歌
経
標
式
で
は
恋
歌
の
始

ま
り
と
し
て
右
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
。

故
有
下
龍
女
歸
レ
海
天
孫
贈
二
於
懲
レ
婦
歌
一
、
味
絹
昇
レ
天
會
者
作
中

称し威之詠上

そ
こ
で
は
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
を
「
天
孫
」
と
記
載
し
て
い
る
か
ら
、
歌
経

標
式
は
書
紀
一
書
三
を
典
拠
と
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
奈
良
朝
後
期
に
お
い
て
は
、
右
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
歌
が
男
の
恋
歌

の
起
源
と
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
歌
経
標
式
が
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の

歌
の
次
に
挙
げ
る
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
に
対
す
る
シ
タ
テ
ル
ヒ
メ
の
歌

は
、
周
知
の
通
り
、
そ
の
後
の
古
今
集
仮
名
序
の
割
注
（
古
注
）
な
ど
で
「
え

び
す
歌
」
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
仮
名
序
割
注
の
「
え
び
す
歌
」

は
、
神
代
紀
（
記
）
の
当
該
歌
に
あ
る
歌
曲
名
「
夷
振
」
を
誤
伝
し
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
の
古
事
記
歌
謡
七
九
に
は
「
夷
振
の
上

歌
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
曲
名
は
歌
詞
以
上
に
歌
い
方
に
よ

る
命
名
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
歌
曲
名
で
単
純
に
歌
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
、
シ
タ
テ
ル
ヒ
メ
、
軽
太
子
の
歌
が
歌
曲

名
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
音
楽
上
で
の
重
な
り

と
「
率
寝
」
の
語
句
の
つ
な
が
り
か
ら
、
古
事
記
歌
謡
八
と
七
九
は
歌
の

古
代
的
あ
り
方
に
お
い
て
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
古
事せ

記
歌
謡
七
九
も
宮
廷
の
大
歌
で
、
そ
の
前
の
古
事
記
歌
謡
七
八
同
様
、
兄

の
側
か
ら
恋
の
露
見
を
知
ら
せ
る
歌
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
恋
の
露
見
の
歌
と
し
て
は
、
軽
太
子
が
穴
穂
御
子
と
の
戦
い
に
敗

れ
た
後
の
歌
も
該
当
す
る
。

あ
ま
だ

を
と
め

天
廻
む
軽
の
嬢
子
い
た
泣
か
ば
人
知
り
ぬ
く
し
波
佐
の
山

の
鳩
の
下
泣
き
に
泣
く
（
古
事
記
歌
謡
八
二
）

こ
の
歌
に
関
し
て
、
古
代
歌
謡
全
注
釈
で
は

軽
大
郎
女
が
悲
し
ん
で
泣
く
さ
ま
を
、
「
．
：
：
・
下
泣
き
に
泣
く
」
と

歌
っ
た
と
す
れ
ば
お
か
し
い
。
二
人
の
仲
は
既
に
人
々
に
知
れ
渡
っ

て
、
今
追
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
さ
ら
「
甚
泣
か
ば
人
知

り
ぬ
く
し
」
な
ど
い
う
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
、
相
姦
露
見
ゆ
え
の
人
、
心
離
反
と
解
す
る
立
場
か
ら
、
古
事
記
歌
謡

八
二
は
「
お
か
し
い
」
と
い
う
。
一
方
、
神
野
志
隆
光
は
、
古
代
歌
謡
全

注
釈
の
よ
う
に
、
当
該
歌
を
「
お
か
し
い
」
と
す
る
の
は
古
事
記
の
文

脈
解
釈
に
問
題
が
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
、
太
子
逮
捕
の
段
に
つ
な
ぐ
「
是

以
」
と
い
う
接
続
語
が
原
因
理
由
を
示
す
の
で
は
な
く
、
逮
捕
・
追
放
の

理
由
を
兄
妹
相
姦
露
見
に
求
め
な
く
て
も
こ
の
段
は
支
障
な
く
読
め
る
と

（８）
い
う
。
神
野
志
説
に
つ
い
て
は
、
古
事
記
歌
謡
八
二
と
地
の
文
の
ず
れ
の

解
消
に
は
な
る
が
、
軽
太
子
追
放
の
理
由
は
兄
妹
相
姦
に
よ
る
と
す
る
の

が
大
方
の
見
解
で
あ
る
。
で
は
神
野
志
説
と
は
別
に
古
事
記
の
文
脈
に
即

し
て
歌
謡
八
二
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
当
該
歌
の
「
天
だ
む
軽
の
を
と
め
」
と
い
う
語
句
を
検
証
す
る
。

こ
の
語
句
に
つ
い
て
、
以
下
の
歌
詞
の
主
語
と
す
る
説
と
呼
び
掛
け
と
す

の

る
説
な
ど
が
あ
る
が
、
森
朝
男
は
呼
び
掛
け
説
か
ら
転
じ
て
名
告
り
に
相

当
す
る
と
し
、
本
来
は
歌
全
体
で
大
郎
女
の
〈
と
こ
ろ
あ
ら
わ
し
〉
を
示

（９）

す
歌
で
は
な
い
か
と
解
す
る
。
古
事
記
で
太
子
の
歌
と
す
る
も
の
を
大
郎

女
の
歌
と
す
る
の
は
認
め
難
い
が
、
「
天
だ
む
軽
の
を
と
め
」
を
名
告
り
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と
す
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
土
橋
寛
以
来
、
こ
れ
ら
の
歌
は
本
来
は
軽
付

近
で
歌
わ
れ
て
い
た
歌
垣
な
ど
の
歌
が
古
事
記
に
転
用
さ
れ
た
と
い
う
よ

う
な
解
釈
が
通
説
化
し
て
い
る
が
、
右
の
森
朝
男
の
「
名
告
り
」
説
を
踏

ま
え
る
と
新
た
な
歌
の
解
釈
が
可
能
と
な
る
。
「
名
告
り
」
に
つ
い
て
は

（Ⅷ）

旧
稿
で
取
り
上
げ
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
以
下
要
約
す
る
。

万
葉
集
な
ど
で
恋
に
お
け
る
「
名
告
り
」
が
禁
忌
の
対
象
と
な
っ
て
い

た
こ
と
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

な
は
の
り

わ
た
つ
み
の
沖
に
生
ひ
た
る
縄
苔
の
名
は
さ
ね
告
ら
じ
恋
ひ
は
死
ぬ

と
も

（一二・三○八○）

三
○
八
○
番
歌
は
恋
の
初
期
の
秘
密
な
段
階
で
、
二
人
の
仲
が
公
に
な

る
の
を
恐
れ
て
い
る
状
況
と
想
定
さ
れ
る
。
「
名
告
り
」
に
対
す
る
禁
忌
は
、

名
を
言
う
の
で
は
な
く
、
名
を
「
の
る
」
こ
と
へ
の
畏
れ
を
背
景
と
し
て

いる。か
し

こ

の

ら

ず

こ
し
ぢ
た
む
け

い

も

の

り

恐
み
と
能
良
受
あ
り
し
を
み
越
路
の
手
向
に
立
ち
て
妹
が
名
能
里

つ都

（

一

五

・

三

七

三

○

）

で
は
、
峠
の
神
の
前
で
今
ま
で
告
ら
ず
に
い
た
妹
の
名
を
名
告
っ
て

し
ま
っ
た
と
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
所
謂
「
た
わ
や
め
の
ま
ど

ひ
」
に
よ
っ
て
、
越
の
国
に
配
流
さ
れ
た
中
臣
宅
守
が
愛
発
の
関
で
詠

ん
だ
と
さ
れ
る
も
の
で
、
峠
で
は
な
く
、
占
い
の
行
為
を
し
た
場
合
に

名
告
ら
な
か
っ
た
相
手
の
名
が
顕
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
歌
（
万
葉

一
四
・
三
三
七
四
、
三
四
八
八
）
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
名
告
り
」
の
禁
忌
と
名
顕
し
を
踏
ま
え
、
先
の
古
事
記
歌

謡
八
二
に
再
度
戻
る
と
、
「
天
だ
む
軽
の
を
と
め
」
で
軽
太
子
が
そ
れ
ま

で
告
ら
ず
に
い
た
妹
の
名
を
名
告
り
、
そ
の
名
を
顕
し
た
、
そ
の
点
で
こ

れ
も
一
種
の
露
見
の
歌
と
見
な
さ
れ
る
。
前
歌
七
八
の
「
下
泣
き
」
に
呼

応
し
「
軽
の
を
と
め
」
が
「
下
泣
き
に
泣
く
」
様
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
野
志
な
ど
が
こ
だ
わ
っ
た
歌
と
地
の

文
と
の
齪
嬬
が
別
の
レ
ベ
ル
で
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
軽
の
を

と
め
」
な
ど
は
歌
詞
と
地
の
文
の
不
一
致
（
古
代
歌
謡
全
注
釈
）
な
ど
と

マ
イ
ナ
ス
に
解
さ
れ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
、
相
手
の
名
が
「
軽
の
を
と
め
」

で
あ
る
軽
大
郎
女
だ
と
名
告
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
発
端
の
兄
妹
相
姦

に
伴
う
兄
の
妹
へ
の
心
情
を
明
ら
か
に
し
た
露
見
の
歌
と
解
釈
さ
れ
る
。

因
み
に
、
恋
歌
に
お
い
て
相
手
の
名
を
歌
に
詠
み
こ
む
の
は
、
万
葉
集
巻

二
・
九
五
番
歌
内
大
臣
藤
原
卿
の
「
安
見
児
」
や
、
二
○
番
歌
の
日
並

皇
子
の
「
大
名
児
」
な
ど
が
あ
る
。

い０も

三
、
妹
の
恋
歌
１
１
衣
通
王
（
郎
姫
）
の
献
歌
と
恋
歌
Ｉ

次
に
衣
通
王
（
軽
大
郎
女
）
の
歌
と
地
の
文
を
取
り
上
げ
る
。

其
の
衣
通
王
、
歌
を
献
り
き
。
其
の
歌
に
日
は
く
、

あ
ひ
ね

か

夏
草
の
阿
比
泥
の
浜
の
掻
き
貝
に
足
踏
ま
す
な
明
か
し
て
通
れ

（古事記歌謡八六）

故
、
後
に
亦
、
不
堪
恋
慕
而
、
追
ひ
往
き
し
時
に
、
歌
ひ
て
日
は
く

け

君
が
行
き
日
長
く
な
り
い
や
ま
た
づ
の
迎
へ
を
行
か
む
待
つ
に
は

待
た
じ

（古事記歌謡八七）

允
恭
記
の
系
譜
部
で
衣
通
王
が
軽
大
郎
女
の
亦
の
名
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
の
で
、
古
事
記
の
中
で
は
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
が
、
何
故
に
こ
こ
で
衣
通
王
の
名
を
用
い
た
か
は
既
に
様
々
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
三
浦
祐
之
は
衣
通
王
に
つ
い
て
、
日
本
書
紀
の
衣
通
郎
姫
に
相

当
す
る
允
恭
皇
后
忍
坂
大
中
姫
の
弟
姫
を
宮
中
に
連
れ
て
来
る
の
に
尽
力

し
た
中
臣
烏
賊
津
使
主
が
、
近
江
風
土
記
逸
文
の
伊
香
刀
美
に
相
当
す
る
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と
し
て
、
伊
香
刀
美
が
見
出
し
た
天
人
女
房
の
説
話
を
背
景
に
し
た
も
の

（Ⅲ）

と
捉
え
る
。
阿
部
寛
子
は
、
衣
通
王
を
め
ぐ
る
記
述
か
ら
衣
通
王
に
神
女

の
要
素
が
見
出
せ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
「
其
衣
通
王
」

が
「
献
歌
」
し
た
と
い
う
地
の
文
に
注
目
す
る
。

そ
の
地
の
文
の
文
頭
「
其
衣
通
王
」
の
「
其
」
と
い
う
表
記
は
、
允
恭

記
系
譜
部
で
示
さ
れ
た
「
衣
通
王
」
が
「
軽
大
郎
女
」
の
亦
の
名
で
あ
る

と
い
う
注
記
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
一
応
は
読
め
る
が
、
諸
注
な
ど
が

言
及
す
る
よ
う
に
、
文
脈
か
ら
し
て
唐
突
の
感
は
拭
い
切
れ
な
い
の
も
事

実
で
あ
る
。
続
く
「
献
歌
」
と
い
う
記
述
は
ど
う
か
。
古
事
記
の
中
で
他

に
「
献
歌
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ひ

た

よ

し

其
の
御
子
を
治
養
す
縁
に
因
り
て
、
其
の
弟
玉
依
毘
売
に
附
け
て
、

歌
を
献
り
き
。

（古事記歌謡七）

天
皇
の
上
り
幸
す
時
に
、
黒
日
売
、
御
歌
を
献
り
て
曰
く

（
仁
徳
記
歌
謡
五
五
）

（
三
重
の
采
女
が
）
故
、
此
の
歌
（
歌
謡
九
九
）
を
献
り
し
か
ば
、

其
の
罪
を
赦
し
き
。

（雄略記）

を

ど

璽
く
し
て
、
哀
杼
比
売
、
歌
を
献
り
き
。
其
の
歌
に
曰
く

（
雄
略
記
歌
謡
一
○
三
）

と
も
に
、
天
皇
、
あ
る
い
は
天
つ
神
に
対
し
て
歌
を
献
上
す
る
と
い
う
、

言
わ
ば
王
権
の
論
理
に
従
っ
た
用
例
で
あ
る
。
ま
た
、
万
葉
集
に
も
「
献
歌
」

の
用
例
は
散
見
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
人
麻
呂
な
ど
が
皇
子
、
皇
女
に
文
字

通
り
歌
（
恋
歌
の
例
も
あ
る
）
を
献
上
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
同
母
妹
の
歌
の
他
の
例
を
見
る
と
、
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
に

歌
っ
た
伊
呂
妹
タ
カ
ヒ
メ
の
歌
、
古
事
記
歌
謡
六
で
は
「
歌
日
」
と
の
み

記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
「
献
歌
」
と
い
う

地
の
文
に
よ
り
、
軽
太
子
と
衣
通
王
（
軽
大
郎
女
）
と
の
間
に
上
下
の
隔

た
り
が
あ
る
か
の
よ
う
に
示
さ
れ
、
二
人
の
問
に
生
じ
た
兄
妹
相
姦
と
い

う
物
語
の
発
端
と
齪
嬬
が
生
じ
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
た

だ
し
、
歌
謡
八
六
の
詩
句
に
お
い
て
は
、
諸
注
な
ど
が
注
意
し
て
い
る
よ

う
に
、
「
明
か
し
て
通
れ
」
は
、
そ
の
前
の
軽
太
子
の
歌
謡
八
三
「
寄
り

寝
て
通
れ
」
と
対
応
し
、
「
阿
比
泥
の
浜
」
の
「
ね
」
も
「
寝
る
」
の
「
寝
」

と
い
う
音
が
響
き
合
う
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

次
の
有
名
な
歌
謡
八
七
は
そ
の
前
の
地
の
文
で
衣
通
王
が
「
不
堪
恋
慕
」

し
て
歌
っ
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
古
事
記
に
お
け
る
「
恋
」
の
用
字
を
検
索

す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

然
く
し
て
後
は
、
其
の
伺
ひ
し
情
を
恨
む
れ
ど
も
、
恋
ふ
る
心
に
忍

へ

ず

し

て

（

神

代

記

歌

謡

七

）

天
皇
、
其
黒
日
売
に
恋
ひ
て
、
大
后
を
欺
き
て
曰
く
「
淡
道
島
を
見

い
で
ま

む
と
欲
ふ
」
と
い
ひ
て
、
幸
行
し
し
時
に
（
仁
徳
記
歌
謡
五
三
）

天
皇
、
八
田
若
郎
女
に
恋
ひ
て
、
御
歌
を
賜
ひ
遣
り
き
。

（
仁
徳
記
歌
謡
六
四
）

歌
謡
五
三
は
「
恋
」
の
字
と
歌
が
や
や
隔
た
っ
て
い
る
が
、
当
該
物
語

を
含
め
て
「
恋
」
の
用
字
は
歌
を
導
き
出
し
て
お
り
、
古
事
記
に
お
い
て

は
地
の
文
の
「
恋
」
と
歌
が
連
動
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
仁
徳

記
の
場
合
は
天
皇
が
「
恋
」
す
る
の
に
対
し
て
、
神
代
記
、
当
該
物
語
で

は
、
妹
が
「
恋
」
し
歌
を
歌
う
点
で
通
じ
て
い
る
。
古
事
記
歌
謡
八
は
前

述
し
た
が
、
そ
の
前
の
歌
謡
七
の
状
況
に
お
い
て
、
当
該
物
語
の
「
不
堪

恋
慕
」
に
対
し
、
「
不
忍
恋
心
」
、
さ
ら
に
、
「
其
の
弟
玉
依
毘
売
に
附
け
て
」

で
は
あ
る
が
「
献
歌
」
と
対
応
す
る
よ
う
な
表
記
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ

で
改
め
て
歌
謡
七
を
検
証
す
る
。
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赤
玉
は
緒
さ
へ
光
れ
ど
白
玉
の
君
が
装
ひ
し
貴
く
あ
り
け
り

（古事記歌謡七）

既
述
し
た
よ
う
に
、
類
歌
が
神
代
紀
一
書
三
に
も
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
歌

の
答
え
と
し
て
見
ら
れ
る
が
、
古
事
記
で
は
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
が
先
に
歌
い
、

ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
が
答
え
る
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
が

本
来
的
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
古
事
記
が
妻
で
あ
る
妹
の
歌
を
先
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
掲
の
矢
嶋
泉
が
説
く
よ
う
に
、
妹
の
怒
り
を
鎮

め
、
か
つ
、
妹
の
能
動
性
を
強
調
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
恋

の
場
や
恋
歌
に
お
い
て
妻
（
妹
）
の
能
動
性
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
点

に
お
い
て
も
、
神
代
記
の
ト
ョ
タ
マ
ビ
メ
を
踏
ま
え
て
当
該
物
語
の
衣
通

王
の
人
物
像
が
生
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
歌
の
内
実
に
は

大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
歌
謡
七
は
「
赤
玉
」
と
対
応
さ
せ
、
ワ
タ

ッ
ミ
ノ
神
に
関
わ
る
「
白
玉
」
を
瞼
と
し
て
君
を
讃
美
す
る
歌
で
、
所
謂

恋
歌
で
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
歌
謡
八
七
は
遠
く
に
隔
た
っ
た
君
へ
の
恋
慕
の
情
か
ら

発
し
、
「
待
つ
に
は
待
た
じ
」
と
い
う
能
動
性
が
地
の
文
と
相
俟
っ
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
前
述
し
た
「
献
歌
」
と
い
う
地
の
文

に
よ
っ
て
生
じ
た
齪
酪
が
、
衣
通
王
の
「
不
堪
恋
慕
」
と
い
う
地
の
文
と

恋
歌
に
よ
っ
て
、
そ
の
矛
盾
解
消
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
。
要
す
る
に
、

当
該
物
語
の
地
の
文
で
は
、
軽
太
子
が
伊
呂
妹
軽
大
郎
女
を
「
姦
」
し
た

と
兄
妹
相
姦
を
明
示
し
な
が
ら
、
軽
太
子
の
「
恋
歌
」
と
衣
通
王
で
あ
る

軽
大
郎
女
の
「
献
歌
」
、
「
恋
歌
」
で
話
が
展
開
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

兄
妹
相
姦
と
の
齪
鋸
と
そ
の
解
消
と
い
う
流
動
性
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
二
人
の
兄
妹
相
姦
の
罪
を
軽
大
郎
女
の
流
罪
で
決
着
を
付

け
る
日
本
書
紀
の
記
述
に
対
し
て
、
古
事
記
が
兄
妹
相
姦
と
そ
の
後
に
兄

妹
の
恋
歌
で
物
語
を
展
開
す
る
と
い
う
矛
盾
の
辻
棲
を
合
わ
せ
よ
う
と
す

る
記
述
方
法
を
取
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
古
事
記
は
当
該
物
語
を

言
わ
ば
兄
妹
の
恋
歌
物
語
と
し
て
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
な
お
、

当
該
歌
と
そ
の
異
伝
歌
が
万
葉
集
に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
し

て
は
後
述
す
る
。

さ
ら
に
、
三
浦
佑
之
、
居
駒
永
幸
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ
と
だ
が
、
当
該
物
語
の
歌
に
は
歌
曲
名
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
謡
八
○
と
こ
の
衣
通
王
の
歌
二
首
に
歌
曲
名
の
記
載

（吃）

が
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
歌
二
首
は
別
系
統
で
後
か
ら
挿

入
さ
れ
た
と
す
る
居
駒
の
見
解
も
可
能
と
な
る
。
そ
の
見
解
に
従
っ
て
衣

通
王
の
歌
二
首
を
削
除
し
た
場
合
に
は
、
衣
通
王
（
軽
大
郎
女
）
の
心
情

表
現
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
当
該
物
語
地
の
文
の
「
共
自
死
」
と
い
う
結

末
に
至
る
必
然
性
が
乏
し
く
な
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
衣
通
王
の
歌
二
首
、

特
に
歌
謡
八
七
は
物
語
の
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

既
述
し
た
こ
と
だ
が
、
允
恭
紀
で
は
衣
通
郎
姫
は
皇
后
の
弟
姫
で
、
天

皇
の
妻
の
一
人
と
し
て
天
皇
と
歌
を
交
わ
し
た
中
に
、
「
恋
天
皇
」
し
て

歌
っ
た
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
歌
が
あ
る
。

八
年
二
月
…
…
是
夕
、
衣
通
郎
姫
、
天
皇
を
恋
ひ
た
て
ま
つ
り
て
独

り
居
り
、
其
の
天
皇
の
臨
せ
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
歌
ひ
て
曰
く
、

我
が
背
子
が
来
べ
き
よ
ひ
な
り
さ
さ
が
ね
の
蜘
蛛
の
行
ひ
こ
よ
ひ

し
る著

し
も

（日本書紀歌謡六五）

歌
は
相
違
す
る
が
、
「
背
子
」
や
「
君
」
を
「
恋
」
す
る
歌
を
残
し
た

と
い
う
点
に
お
い
て
衣
通
王
（
郎
姫
）
は
記
紀
に
記
述
さ
れ
た
。
日
本
書

紀
に
お
い
て
も
「
恋
」
の
用
字
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
他
の
用
例
は
次
の

通
り
で
あ
る
。
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か

な

づ

天
皇
、
父
王
に
恋
ひ
た
ま
ひ
て
、
養
ひ
押
け
む
と
し
た
ま
ふ
。

（
仲
哀
紀
元
年
十
一
月
）

さ
ざ
き

み
そ
こ
な
は
い
た

う
る
は

皇
子
大
鰐
鶴
尊
、
髪
長
姫
を
見
す
に
及
り
、
其
の
形
の
美
麗
し

め

き
に
感
で
て
、
常
に
恋
ふ
る
情
有
り
。
（
応
神
紀
一
三
年
九
月
）

近
日
妾
、
父
母
を
恋
ふ
る
情
有
り
。
（
応
神
紀
二
二
年
三
月
）

い
か

天
皇
、
是
に
皇
后
の
大
き
に
盆
り
た
ま
ふ
こ
と
を
恨
み
た
ま
へ
ど
も
、

而
も
猶
し
恋
し
思
す
こ
と
有
し
ま
す
。
（
仁
徳
紀
三
十
年
十
一
月
）

是
に
由
り
て
、
其
の
妻
飽
田
女
、
排
個
顧
恋
し
、
失
緒
傷
心
し
、
突

いた

声
尤
く
切
に
し
て
、
人
を
し
て
腸
断
せ
し
む
。
（
仁
賢
紀
六
年
九
月
）

右
の
中
で
、
仲
哀
紀
元
年
十
一
月
、
応
神
紀
二
二
年
三
月
は
父
や
父
母

に
対
す
る
情
、
応
神
紀
一
三
年
九
月
、
仁
徳
紀
三
十
年
十
一
月
は
オ
ホ
サ

ザ
キ
（
仁
徳
）
の
髪
長
姫
や
磐
姫
皇
后
に
対
す
る
心
情
表
現
、
仁
賢
紀
六

年
九
月
は
妻
の
夫
に
対
す
る
感
情
で
、
文
選
な
ど
に
典
拠
が
あ
る
と
さ
れ

る
。
従
っ
て
、
日
本
書
紀
全
般
に
お
い
て
も
妹
が
背
子
を
「
恋
」
し
て
恋

歌
を
歌
う
と
い
う
用
例
は
稀
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
別
に
言
え
ば
、
「
恋
」

は
古
事
記
、
日
本
書
紀
を
通
じ
て
非
王
権
的
な
位
相
に
あ
る
と
言
え
そ
う

で
あ
る
。
因
み
に
、
記
紀
歌
謡
で
「
こ
ひ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
は
古
事
記
の
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
が
ヤ
チ
ホ
コ
ノ
神
に
対
し
て
歌
っ
た
歌

の
末
尾
「
な
恋
ひ
聞
こ
し
」
と
、
斉
明
紀
七
年
十
月
、
斉
明
天
皇
崩
御
に

際
し
て
の
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
の
歌
「
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に
」
の
二

例
に
留
ま
る
。

要
す
る
に
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
を
通
し
て
衣
通
王
（
郎
姫
）
は
君
や

背
子
に
恋
し
て
恋
歌
を
歌
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
で
、
そ
れ
ら
の
歌
は
言
う

な
ら
ば
記
紀
に
お
い
て
妹
の
恋
歌
の
起
源
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
周

知
の
よ
う
に
、
允
恭
紀
の
衣
通
郎
姫
の
恋
歌
は
、
異
伝
歌
が
妹
の
恋
歌
の

四
、
古
事
記
恋
歌
と
万
葉
集
相
間

け

君
が
行
き
日
長
く
な
り
ぬ
山
た
づ
ね
迎
へ
か
行
か
む
待
ち
に
か
待
た

む

（

万

葉

集

二

・

八

五

）

君
が
行
き
日
長
く
な
り
い
や
ま
た
づ
の
迎
へ
を
行
か
む
待
つ
に
は
待

たじ

（同九○）

周
知
の
よ
う
に
、
古
事
記
歌
謡
八
七
の
異
伝
歌
が
万
葉
集
巻
二
相
聞
の

冒
頭
歌
八
五
番
歌
に
磐
姫
皇
后
の
作
と
し
て
、
そ
の
注
記
の
よ
う
な
形
式

で
九
○
番
歌
に
「
古
事
記
曰
く
」
と
し
て
衣
通
王
の
歌
が
再
録
さ
れ
て
い

る
。
九
○
番
歌
の
題
詞
に
は
允
恭
記
を
抜
粋
し
、
左
注
と
し
て
日
本
書
紀

を
参
照
し
歌
の
考
証
を
行
っ
て
い
る
。
題
詞
で
は
軽
太
子
が
軽
大
郎
女
に

姦
け
た
こ
と
よ
っ
て
太
子
が
伊
予
に
流
さ
れ
、
衣
通
王
が
「
不
堪
恋
慕
」

し
て
追
い
往
き
て
歌
っ
た
と
、
古
事
記
の
地
の
文
を
最
小
限
抜
粋
引
用
し
、

古
事
記
を
典
拠
に
し
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
此
時
、
衣
通
王
」

と
あ
り
、
既
述
し
た
古
事
記
「
其
衣
通
王
」
と
い
う
記
述
と
は
微
妙
に
異

な
っ
て
い
る
。
勿
論
、
題
詞
の
記
述
者
や
当
時
の
万
葉
集
の
読
者
と
想
定

さ
れ
る
人
々
に
と
っ
て
も
、
古
事
記
の
当
該
物
語
は
自
明
の
も
の
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
題
詞
の
記
述
で
理
解
し
得
た
と
思
わ
れ
る
が
、
古

事
記
の
記
述
以
上
に
「
此
時
、
衣
通
王
」
と
い
う
展
開
は
唐
突
に
見
え
る
。

講
談
社
文
庫
本
は
こ
の
題
詞
に
つ
い
て
「
原
文
通
り
で
は
な
い
」
と
注
す

る
。
こ
の
注
が
抜
粋
引
用
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
一
歩
進
ん
で
内

容
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
古
事
記
と
の
微
妙
な
差
異

に
注
意
し
た
い
。
も
し
、
古
事
記
の
文
脈
を
前
提
と
し
な
い
で
こ
の
題
詞

起
源
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
古
今
集
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
有
名
に

なった。
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を
読
ん
だ
場
合
、
軽
大
郎
女
と
衣
通
王
の
関
係
が
理
解
で
き
な
い
恐
れ
が

生
じ
て
し
ま
う
。
た
だ
、
左
注
で
は
八
五
番
歌
と
九
○
番
歌
の
歌
主
の
差

異
を
考
証
す
る
た
め
に
、
仁
徳
紀
の
磐
姫
皇
后
の
事
跡
と
、
允
恭
紀
の
軽

太
子
と
軽
大
郎
女
の
事
件
と
顛
末
を
引
用
し
、
允
恭
紀
の
衣
通
郎
女
関
連

記
事
は
参
照
し
て
い
な
い
の
で
、
左
注
の
理
解
で
は
九
○
番
の
歌
の
作
者

は
衣
通
王
で
も
あ
る
軽
大
郎
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

九
○
番
歌
の
題
詞
は
古
事
記
が
歌
い
手
を
衣
通
王
と
す
る
唐
突
さ
を
引
き

ず
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
万
葉
集
に
お
い
て
古
事
記

を
参
照
す
る
の
は
九
○
番
歌
の
他
に
、
既
述
し
た
当
該
物
語
の
最
後
に

軽
太
子
が
歌
っ
た
と
い
う
古
事
記
歌
謡
八
九
で
、
そ
の
異
伝
歌
の
前
掲

一
三
・
三
二
六
三
の
左
注
の
二
例
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
允
恭
記
の
当

該
物
語
が
万
葉
集
生
成
時
に
お
い
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
三
二
六
三
の
左
注
に
お
い
て
も
古
事
記
と
万
葉
集
の

記
述
に
微
妙
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

古
事
記
を
検
ふ
る
に
日
は
く
、
件
の
歌
は
、
木
梨
軽
太
子
自
死
之
時

に
作
る
所
と
い
へ
り
。

当
該
歌
の
左
注
で
は
軽
太
子
が
「
自
死
之
時
」
の
歌
と
記
し
て
い
る
こ

と
は
、
古
事
記
で
軽
太
子
と
衣
通
王
（
軽
大
郎
女
）
が
地
の
文
で
「
共
自
死
」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
差
異
が
見
ら
れ
る
。
前
掲
の
万
葉
九
○
番
歌

の
題
詞
、
左
注
が
古
事
記
、
日
本
書
紀
の
本
文
を
ほ
ぼ
抜
粋
引
用
し
よ
う

と
し
た
の
に
対
し
、
三
二
六
三
の
左
注
は
古
事
記
の
内
容
を
説
明
し
た
も

の
で
、
古
事
記
の
当
該
物
語
を
周
知
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
、
歌

い
手
の
名
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
図
で
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
支
障
な

い
と
も
言
え
る
が
、
古
事
記
で
当
該
物
語
の
締
め
く
く
る
悲
劇
的
な
結
末

の
記
載
で
あ
る
の
で
、
看
過
で
き
な
い
。
三
二
六
三
の
左
注
を
文
字
通
り

に
読
め
ば
軽
太
子
が
一
人
で
自
害
し
た
と
読
め
る
。
そ
の
面
で
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
古
事
記
歌
謡
八
九
の
妻
と
妹
の
対
句
表
現
が
兄
妹
婚
の
神
話

を
踏
ま
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
二
六
三
は
そ
の
よ
う
な
神
話
を
排
除

し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
歌
謡
八
九
と
異
伝
歌
の
万

葉
三
二
六
三
番
歌
の
詩
句
の
解
釈
か
ら
も
導
き
出
さ
れ
る
問
題
で
も
あ
る
。

古
代
歌
謡
全
注
釈
で
は
古
事
記
歌
謡
八
九
の
末
尾
の
「
家
に
も
行
か
め

国
を
も
偲
は
め
」
に
つ
い
て
、
「
む
し
ろ
軽
太
子
が
、
故
郷
に
い
る
軽
大

郎
女
の
死
を
聞
い
て
悲
し
ん
だ
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
し
て
、
歌
全
体
の

状
況
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

物
語
本
来
の
あ
り
方
は
軽
太
子
が
伊
予
に
流
さ
れ
た
後
、
衣
通
郎
女

は
哀
し
み
に
堪
え
か
ね
て
死
ぬ
。
そ
れ
を
伝
え
聞
い
て
太
子
が
詠
ん

だ
の
が
こ
の
歌
で
あ
り
、
そ
の
後
を
追
っ
て
太
子
も
自
殺
し
た
、
と

い
う
形
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
万
葉
集
鐸
注
の
三
二
六
三
の
解
説
で
は
古
事
記
歌
謡
八
九
に
触

れ
て
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

本
来
、
異
郷
で
妻
の
死
を
聞
い
た
折
に
悲
し
む
こ
の
型
の
挽
歌
が
あ

り
、
そ
れ
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
異
伝
を
生
み
つ
つ
、
軽
太
子
の
物
語

に
も
結
び
つ
け
ら
れ
、
「
万
葉
集
」
巻
十
三
に
も
収
め
ら
れ
る
に
至
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
二
つ
の
解
釈
は
当
該
歌
を
挽
歌
と
捉
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
繰
注

が
そ
の
後
で
別
解
を
示
す
よ
う
に
、
三
二
六
三
は
相
聞
に
分
類
さ
れ
、
万

葉
集
で
は
相
聞
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
勿
論
、
折
口
信
夫
な
ど
が
説

（旧）

く
よ
う
に
、
挽
歌
と
相
聞
は
歌
の
発
想
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
状
況

の
差
異
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
に
も
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
。
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た
だ
し
、
二
人
別
々
に
死
に
至
る
の
で
は
な
く
、
当
該
物
語
の
地
の
文

の
結
末
で
「
共
自
死
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
は
、
物
語
発
端
の
兄
妹
相

姦
と
兄
妹
の
恋
歌
と
が
連
動
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
物
語

の
発
端
か
ら
の
地
の
文
と
兄
妹
の
恋
歌
と
の
呼
応
と
棚
酷
が
最
終
的
に
解

消
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
歌
謡
の
な
い
垂
仁
記
の
サ
ホ
ビ

コ
・
サ
ホ
ビ
メ
の
物
語
の
結
末
は
「
其
伊
呂
妹
、
亦
、
従
也
」
と
、
伊
呂

妹
サ
ホ
ビ
メ
が
兄
に
殉
じ
て
死
ぬ
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
当
該
物
語

の
兄
妹
の
恋
歌
に
伴
っ
て
「
共
自
死
」
と
い
う
結
末
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

挽
歌
と
相
聞
の
発
想
が
通
じ
る
点
は
、
万
葉
集
巻
二
・
八
五
か
ら
の
磐

姫
皇
后
の
作
と
さ
れ
る
歌
に
つ
い
て
も
従
来
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
折
口
信
夫
な
ど
は
八
五
番
歌
の
「
山
た
づ
ね
」
を
魂
乞
ひ
の
動

作
と
し
て
挽
歌
的
に
捉
え
た
が
、
そ
れ
を
否
定
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
異
伝
歌
の
古
事
記
歌
謡
八
七
、
万
葉
集
九
○
番
歌
と
の
前
後
関

係
も
様
々
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
諸
説
を
検
証
す
る
前
に
、
万
葉

集
八
五
、
九
○
番
歌
と
左
注
の
記
述
を
再
度
確
認
す
る
。
古
事
記
歌
謡
が

一
字
一
音
表
記
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
万
葉
集
八
五
、
九
○
、
あ
る
い
は

前
掲
の
三
二
六
三
の
歌
は
訓
字
表
記
を
基
本
と
す
る
と
い
う
差
異
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
れ
は
九
○
番
歌
の
題
詞
、
左
注
が
古
事
記
、
日
本
書
紀
の
文

章
の
抜
粋
・
引
用
で
あ
る
の
と
も
相
違
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
ほ

ぼ
同
時
代
に
平
行
し
て
同
じ
歌
や
異
伝
歌
が
複
数
の
表
記
法
で
記
述
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

八
五
番
歌
の
左
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
一
首
が
類
聚
歌
林
に
磐
姫
皇
后

作
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
万
葉
集
で
は
八
五
か
ら
八
八
番
歌
ま
で
の
四

首
が
磐
姫
皇
后
作
で
、
そ
れ
ら
は
起
承
転
結
の
連
作
風
に
配
列
さ
れ
て
い

る
と
見
る
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
四
首
連
作
風
に
ま
と
ま
つ

Ｉ

た
時
期
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
近
江
朝
（
中
西

（

Ｍ

）

（

旧

）

進
郡
持
統
朝
（
伊
藤
博
、
土
橋
寛
な
ど
）
、
光
明
皇
后
時
代
（
直
木
幸
次
郎
、

（旧）

稲
岡
耕
二
な
ど
）
。
ま
た
、
八
五
番
歌
と
九
○
番
歌
（
古
事
記
歌
謡
八
七
）

の
ど
ち
ら
が
も
と
で
あ
っ
た
か
な
ど
も
諸
説
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
以
上

に
、
磐
姫
皇
后
作
と
さ
れ
る
歌
が
万
葉
集
巻
二
相
聞
の
冒
頭
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
に
意
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
磐
姫
皇
后
作
歌
は
万
葉
集

編
纂
過
程
の
追
補
だ
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
万
葉

集
で
は
相
聞
の
冒
頭
歌
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
相

聞
」
は
中
国
の
文
献
に
典
拠
が
あ
る
こ
と
は
、
伊
藤
博
な
ど
に
よ
っ
て
明

（Ⅳ）

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
古
今
集
以
降
は
恋
歌
と
さ
れ
る
の
で
、
恋
歌
の

万
葉
集
に
お
け
る
分
類
方
法
が
相
聞
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
言
え

る
。
恋
歌
の
恋
は
、
折
口
信
夫
な
ど
が
説
く
よ
う
に
、
原
義
的
に
は
魂
乞

ひ
の
行
為
に
基
づ
き
、
か
つ
伊
藤
博
の
言
う
「
孤
悲
」
の
万
葉
仮
名
に
対

応
す
る
よ
う
な
、
相
手
と
隔
た
っ
た
時
に
湧
き
上
が
り
、
当
該
物
語
の
よ

う
に
非
王
権
性
を
も
内
包
す
る
感
情
く
ら
い
に
捉
え
て
お
く
。

八
五
番
歌
な
ど
が
万
葉
集
全
体
と
し
て
も
最
も
古
代
の
磐
姫
皇
后
作
と

さ
れ
、
相
聞
歌
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
万
葉
集
に
お
け
る

相
聞
、
あ
る
い
は
恋
歌
の
起
源
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
古
事

記
、
日
本
書
紀
の
磐
姫
皇
后
が
嫉
妬
の
権
化
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
万
葉
集
相
聞
歌
が
天
皇
を
思
う
歌
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
、

嫉
妬
と
表
裏
す
る
心
情
表
現
な
ど
と
解
さ
れ
た
り
す
る
の
だ
が
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
八
五
番
歌
の
「
待
ち
に
か
待
た
む
」
は
旅
行
く
「
君
」
を
妹

が
「
待
つ
」
多
く
の
歌
の
類
型
を
背
後
に
持
ち
、
妹
の
恋
歌
の
起
源
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
九
○
番
歌
（
古
事
記

歌
謡
八
七
）
の
「
待
つ
に
は
待
た
じ
」
は
妹
が
「
待
つ
」
と
い
う
受
動
性
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以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

允
恭
記
で
は
、
軽
太
子
と
衣
通
王
（
軽
大
郎
女
）
の
兄
妹
の
恋
歌
は
、

そ
の
兄
妹
相
姦
と
い
う
物
語
の
発
端
と
そ
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
物
語

の
地
の
文
と
離
れ
た
り
繋
が
っ
た
り
し
な
が
ら
関
わ
っ
て
い
る
。
古
事
記

歌
謡
七
八
、
七
九
は
兄
が
妹
と
の
恋
の
露
見
を
示
す
歌
、
歌
謡
八
二
は
妹

の
名
を
明
か
す
兄
の
露
見
の
歌
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
太
子
が
歌
っ
た

と
さ
れ
る
歌
謡
七
八
、
八
九
は
、
妹
と
妻
が
神
話
的
位
相
と
し
て
同
一
で

あ
る
こ
と
を
示
す
兄
の
恋
歌
と
し
て
読
め
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
歌
謡

八
六
、
八
七
は
当
該
物
語
の
他
の
歌
謡
と
相
違
し
て
歌
曲
名
が
記
さ
れ
ず

別
系
統
の
歌
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
衣
通
王
を
歌
い
手
と
す
る
妹
の
恋

歌
は
、
地
の
文
に
よ
り
「
献
歌
」
と
「
恋
歌
」
と
す
る
こ
と
で
神
代
記
の

か
ら
能
動
性
に
転
じ
、
但
馬
皇
女
の
歌

こ
ち
た

人
言
を
繁
み
言
痛
み
己
が
世
に
い
ま
だ
渡
ら
ぬ
朝
川
渡
る

（
万
葉
二
・
三
六
）

な
ど
を
生
み
出
す
今
一
つ
の
妹
の
恋
歌
の
起
源
と
な
っ
た
と
捉
え
ら
れ

ひ
そ
か

あ

る
。
但
馬
皇
女
の
歌
の
題
詞
「
霜
に
穂
積
皇
子
に
接
ひ
て
、
事
す
で
に

あら形
は
れ
て
作
り
ま
せ
る
」
は
異
母
兄
妹
の
恋
で
あ
り
な
が
ら
、
軽
太
子
と

衣
通
王
（
軽
大
郎
女
）
の
兄
妹
婚
と
重
な
る
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

伊
藤
博
は
、
但
馬
皇
女
と
穂
積
皇
子
な
ど
の
恋
歌
が
歌
語
り
と
し
て
伝
承

（旧）

さ
れ
て
い
た
と
想
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
万
葉
の
恋
歌
語
り
に
通
じ

る
も
の
を
有
し
な
が
ら
、
軽
太
子
と
衣
通
王
（
軽
大
郎
女
）
の
兄
妹
の
恋

歌
は
、
地
の
文
と
の
流
動
性
を
抱
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
差
異
も
認
め
ら

れる。
結

歌
と
状
況
と
を
通
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
「
献
歌
」
な
ど
に
お
い
て
兄
妹

相
姦
と
棚
鰭
す
る
面
と
、
「
恋
」
の
用
字
な
ど
に
よ
っ
て
兄
妹
相
姦
の
状

況
を
踏
ま
え
る
と
い
う
流
動
性
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、
結
末
の
「
共
自
死
」

と
い
う
地
の
文
に
至
る
作
用
を
果
た
し
た
。
そ
れ
は
、
兄
妹
相
姦
と
兄
妹

の
恋
歌
と
い
う
矛
盾
を
相
克
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
、
言
わ
ば
兄
妹
の
恋

歌
物
語
と
も
い
う
べ
き
記
述
に
至
る
古
事
記
の
方
法
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。
さ
ら
に
、
歌
謡
八
七
、
八
九
の
兄
妹
の
恋
歌
は
、
万
葉
集
相
聞
歌

に
異
伝
歌
が
記
載
さ
れ
、
題
詞
や
左
注
で
当
該
物
語
が
抜
粋
引
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
恋
歌
や
相
聞
歌
と
し
て
、
万
葉
集
の
他
の
恋
歌
語
り
な

ど
を
生
成
さ
せ
て
い
く
動
因
に
な
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
因
み
に
、
日
本

書
紀
で
兄
妹
相
姦
に
相
当
す
る
「
軒
」
の
用
字
は
、
欽
明
紀
二
年
三
月
、

おか

敏
達
紀
七
年
三
月
に
、
皇
子
が
伊
勢
斎
宮
で
あ
る
皇
女
を
「
軒
」
す
場
合

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
神
聖
な
巫
女
伊
勢
斎
宮
を
「
軒
」
す
密
通
事
件
は

平
安
朝
に
至
る
ま
で
、
歴
史
や
文
学
の
題
材
に
な
っ
て
い
っ
た
。

本
稿
で
扱
わ
な
か
っ
た
当
該
物
語
の
部
分
や
歌
謡
、
ま
た
、
允
恭
記
に

記
述
さ
れ
た
意
味
な
ど
に
つ
い
て
は
改
め
て
別
に
考
え
た
い
。

注
（
１
）
吉
田
修
作
「
古
事
記
に
お
け
る
『
愛
」
と
「
別
離
』
ｌ
神
代
記
と

垂
仁
記
ｌ
」
（
「
日
本
文
学
」
二
○
一
四
年
六
月
）
。

（
２
）
古
橋
信
孝
「
兄
妹
婚
の
伝
承
」
亀
神
話
・
物
語
の
文
芸
史
」
ぺ
り

か
ん
社
一
九
九
二
年
）
、
工
藤
隆
『
古
事
記
の
起
源
」
中
公
新
書

二
○
○
六
年
）
二
二
五
～
九
ペ
ー
ジ
な
ど
。

（
３
）
西
郷
信
綱
「
近
親
相
姦
と
神
話
ｌ
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
こ
と

ｌ
」
二
古
事
記
研
究
』
未
来
社
一
九
七
三
年
）
。

（
４
）
阿
部
寛
子
ヨ
衣
通
王
」
神
女
論
ｌ
軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物
語
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か
ら
ｌ
」
含
古
事
記
研
究
大
系
８
古
事
記
の
文
芸
性
」
高
科
書
店

一
九
九
三
年
）
。
以
下
阿
部
寛
子
論
は
こ
れ
に
従
う
。

（
５
）
吉
田
修
作
「
〈
言
〉
と
琴
」
含
古
代
文
学
表
現
論
」
お
う
ふ
う

二○一三年）。

（
６
）
阪
下
圭
八
「
軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物
語
ｌ
『
古
事
記
」
・
『
日
本

書
紀
』
の
方
法
と
表
現
ｌ
」
含
国
語
と
国
文
学
」
六
八
巻
五
号

一
九
九
一
年
五
月
）
。
以
下
阪
下
圭
八
論
は
こ
れ
に
従
う
。

（
７
）
矢
嶋
泉
「
所
謂
含
古
事
記
」
の
文
芸
性
〉
に
つ
い
て
ｌ
火
遠

理
命
と
豊
玉
毘
寶
命
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
青
山
語
文
』
二
○
号

一
九
九
○
年
三
月
）
。
以
下
矢
嶋
泉
論
は
こ
れ
に
従
う
。

（
８
）
神
野
志
隆
光
「
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
の
歌
謡
物
語
に
つ
い
て
」
（
『
論

集
上
代
文
学
一
四
冊
』
笠
間
書
院
一
九
八
五
年
）
、
「
歌
の
方
法
ｌ

軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物
語
」
（
『
漢
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
古
事
記
』

（
脂
）
伊
藤
博
「
巻
二
磐
姫
皇
后
歌
の
場
合
」
（
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立

（
ｕ
）
中
西
進
「
伝
調
の
作

講
談
社
平
成
七
年
）
。

（
胆
）
三
浦
佑
之
前
掲
論
文
（
注
Ⅱ
）
、
居
駒
永
幸
「
衣
通
王
の
歌
と
物
語
」

亀
古
代
の
歌
と
叙
事
文
芸
史
」
笠
間
書
院
二
○
○
三
年
）
。

（
昭
）
折
口
信
夫
「
綴
及
び
懲
歌
」
含
折
口
信
夫
全
集
」
五
巻
中
央
公

（
ｕ
）
三
浦
佑
之
「
軽
太
子
軽
大
郎
女
の
伝
承
ｌ
道
徳
意
識
の
悲
劇
性
ｌ
」

（
９
）
森
朝
男
「
木
梨
軽
太
子
伝
承
考
ｌ
万
葉
集
相
聞
歌
論
の
射
程
で
ｌ
」

（
『
恋
と
禁
忌
の
古
代
文
芸
史
」
若
草
書
房
二
○
○
二
年
）
。

（
皿
）
吉
田
修
作
「
名
告
り
考
」
二
古
代
文
学
表
現
論
』
お
う
ふ
う

集
上
代
文
学
一
四
冊
』
笠
間
書

軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物
語
」

東
大
出
版
会
二
○
○
七
年
）
。

論
一
九
九
五
年
）
。

二○一三年）。

含
日
本
文
学
」
昭
和
四
九
年
九
月
）
。

三
浦
佑
之
前
掲
論
文
（
注
Ⅱ
）
、
居

「
伝
調
の
作
家
た
ち
」
（
『
中
西
進
万
葉
論
集
一
巻
」

上
』
塙
書
房
昭
和
四
九
年
ｘ
土
橋
寛
「
人
麻
呂
と
磐
姫
皇
后
の
歌
」

（
『
土
橋
寛
論
文
集
上
」
塙
書
房
昭
和
五
九
年
）
。

（
焔
）
直
木
幸
次
郎
「
磐
姫
皇
后
と
光
明
皇
后
」
（
『
夜
の
船
出
』
塙
書
房

昭
和
六
○
年
）
、
稲
岡
耕
二
「
磐
姫
皇
后
の
歌
」
含
万
葉
集
を
学
ぶ

第
二
集
」
有
斐
閣
昭
和
五
二
年
）
、
「
磐
姫
皇
后
歌
群
の
新
し
さ
」

（
『
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科
学
科
紀
要
』
六
○
昭
和
五
○
年
三

月）。

（
Ⅳ
）
伊
藤
博
「
相
聞
と
恋
歌
」
（
『
萬
葉
集
相
聞
の
世
界
』
塙
書
房
昭

和三四年）。

（
旧
）
伊
藤
博
前
掲
書
（
注
Ⅳ
）
。
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