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序大
津
皇
子
の
屍
を
葛
城
の
二
上
山
に
移
し
葬
る
時
に
、
大

伯
皇
女
の
哀
傷
し
て
作
ら
す
歌
二
首

 

う
つ
そ
み
の 

人
な
る
我
や 

明
日
よ
り
は 

二
上
山
を 
弟
と
我

が
見
む 

（
２
・
一
六
五
）

 

磯
の
上
に 

生
ふ
る
あ
し
び
を 

手
折
ら
め
ど 

見
す
べ
き
君
が 

あ
り
と
い
は
な
く
に 

（
２
・
一
六
六
）

右
の
一
首
は
、
今
案
ふ
る
に
、
移
し
葬
る
歌
に
似
ず
。

け
だ
し
疑
は
く
は
、
伊
勢
神
宮
よ
り
京
に
還
る
時
に
、

路
の
上
に
花
を
見
て
、
感
傷
哀
咽
し
て
、
こ
の
歌
を
作

れ
る
か
。

　

右
の
大
伯
皇
女
御
作
歌
は
、
万
葉
集
巻
二
の
相
聞
・
挽
歌
両
部
に

亘
り
収
め
ら
れ
る
「
大
津
皇
子
謀
反
事
件
関
係
歌
群
」
の
一
部
と
し

て
知
ら
れ
る
。
大
津
皇
子
の
謀
反
事
件
は
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
政
治

的
な
事
件
で
あ
る
が
、
か
つ
て
、
関
係
歌
群
は
、
謀
反
事
件
の
事
実

を
当
事
者
が
詠
ん
だ
実
作
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
で

は
、
物
語
性
の
強
い
作
で
あ
る
と
の
見
方
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
大
津
皇
子
謀
反
事
件
関
係
歌
群
」
は
物
語
と
し
て
読
む
の
が

よ
い
、
と
い
う
主
張
の
大
き
な
誘
因
と
な
っ
た
の
は
、
一
〇
五
・ 

一
〇
六
番
歌（
注
１
）の

存
在
で
あ
る
。
こ
の
二
首
は
、
ひ
そ
か
に
伊
勢
神

宮
に
下
向
し
た
大
津
皇
子
の
帰
京
を
見
送
っ
て
大
伯
皇
女
が
詠
ん

だ
歌
で
あ
る
と
題
詞
に
記
さ
れ
る
。
大
津
皇
子
の
同
母
姉
で
あ
る

大
伯
皇
女
は
、
天
武
朝
の
斎
宮
と
し
て
伊
勢
神
宮
に
奉
仕
し
て
い

た
。
し
か
し
、
大
津
皇
子
が
そ
こ
に
赴
い
た
と
伝
え
る
資
料
は
、

一
〇
五
・
一
〇
六
番
歌
の
題
詞
以
外
に
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、

大
伯
皇
女
御
作
歌
の
表
現

― 『
万
葉
集
』
巻
二　

一
六
五
・
一
六
六
番
歌
考 

―

伊　

藤　

好　

美
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二
首
は
実
作
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
東
征
に
際
し
て
、
斎
宮

で
あ
る
叔
母
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
を
訪
問
す
る
伝
承
を
踏
ま
え
た
虚
構
の
作

だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
る

（
注
２
）。

　

大
津
皇
子
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
の
類
似
は
、
懐
風
藻
の
伝
に
も
見

え
る
。
大
津
皇
子
伝
に
記
さ
れ
る
「
…
状
貌
魁
梧
、器
宇
峻
遠
。（
中

略
）
壮
に
及
び
て
武
を
愛
み
、
多
力
に
し
て
能
く
剣
を
撃
つ
。
性
頗

る
放
蕩
に
し
て
、
法
度
に
拘
ら
ず
、
節
を
降
し
て
士
を
礼
び
た
ま
ふ
」

と
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
都
倉
義
孝
氏
は
、「
記
紀
に
伝
え
る
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
像
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
だ
れ
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ

る（
注
３
）」

と
す
る
。
万
葉
集
及
び
懐
風
藻
で
の
描
か
れ
方
に
照
ら
す
と
、

大
津
皇
子
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
擬
し
、
英
雄
と
し
て
語
ら
れ
る
存
在

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
刑
死
し
た
大
津
皇
子
に
妃
山
辺
皇
女
が
殉
じ
た
こ
と
を

伝
え
る
日
本
書
紀
の
記
事
は
、「
妃
皇
女
山
辺
、
被
髪
し
徒
跣
に
し

て
、
奔
赴
き
て
殉
る
。
見
る
者
皆
歔
欷
く
」
と
の
描
写
が
、『
後
漢

書
』
伏
皇
后
紀
、
及
び
、
何
皇
后
紀
を
真
似
た
文
飾
で
あ
る
と
さ
れ

る（
注
４
）。
そ
こ
に
は
、
大
津
皇
子
謀
反
事
件
の
悲
劇
性
を
高
め
よ
う
と
す

る
作
意
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
伝
承
世
界
中
の
大
津
皇
子
は
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
英

雄
と
し
て
語
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
常
に
、
悲
劇
の
主
人

公
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、「
大
津
皇
子
謀
反
事
件
関
係

歌
群
」
も
ま
た
、
大
津
皇
子
を
主
人
公
と
し
た
悲
劇
の
物
語
と
し
て

捉
え
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

関
係
歌
群
を
物
語
と
し
て
見
る
と
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
物
語
が
読

み
取
れ
る
。
一
つ
は
、
い
ず
れ
も
大
伯
皇
女
が
大
津
皇
子
を
思
っ
て

詠
ん
だ
と
さ
れ
る
巻
二
相
聞
部
所
載
一
〇
五
・
一
〇
六
番
歌
と
、
挽

歌
部
所
載
一
六
三
・
一
六
四
番
歌（

注
５
）、

並
び
に
、
本
稿
で
問
題
と
す
る

一
六
五
・
一
六
六
番
歌
の
三
歌
群
か
ら
成
る
「
大
津
皇
子
と
大
伯
皇

女
の
物
語
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
石
川
郎
女
を
め
ぐ
る
大
津
皇

子
と
皇
太
子
日
並
皇
子
の
妻
争
い
の
様
が
見
て
取
れ
る
、
巻
二
相
聞

部
所
載
一
〇
七
～
一
一
〇
番
歌（

注
６
）に
よ
る
「
大
津
皇
子
と
石
川
郎
女
の

物
語
」
で
あ
る
。
即
ち
、
関
係
歌
群
は
全
体
と
し
て
は
大
津
皇
子
の

悲
劇
を
語
り
な
が
ら
も
、
主
人
公
・
大
津
皇
子
の
相
手
と
し
て
二
人

の
女
性
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
二
つ
の
異
な
る
物
語
を
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
大
津
皇
子
と
大
伯
皇
女
の
物
語
」
と
し
て
読
め
る
大
伯
皇
女
御

作
歌
は
、
特
に
一
〇
五
・
一
〇
六
番
歌
に
つ
い
て
、
題
詞
及
び
歌
表

現
か
ら
浮
か
び
上
が
る
大
伯
皇
女
と
大
津
皇
子
の
関
係
を
、
古
事
記

に
載
る
軽
大
郎
女
・
軽
太
子
の
物
語（

注
７
）や
サ
ホ
ビ
メ
・
サ
ホ
ビ
コ
の
物

語（
注
８
）に
重
ね
て
分
析
さ
れ
て
き
た
。
大
伯
皇
女
と
大
津
皇
子
は
同
母
姉

弟
で
あ
る
が
、
研
究
史
を
踏
ま
え
る
と
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
が

う
た
う
の
は
男
女
間
の
恋
情
で
あ
り
、
大
伯
皇
女
御
作
歌
は
同
母

兄
妹
婚
を
仄
め
か
す
物
語
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、

一
〇
五
・
一
〇
六
番
歌
以
外
の
作
が
何
を
物
語
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
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歌
表
現
に
即
し
た
議
論
が
充
分
に
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
大
伯
皇
女
御
作
歌
三
歌
群
の
最
終
部
に
位
置

す
る
一
六
五
・
一
六
六
番
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
歌
表
現
か
ら
二
首
が

何
を
物
語
る
作
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
、「
大

津
皇
子
と
石
川
郎
女
の
物
語
」
と
合
わ
せ
ら
れ
て
、「
大
津
皇
子
の

悲
劇
を
語
る
物
語
の
“
一
部
”」
と
な
る
以
前
、
大
伯
皇
女
御
作
歌

が
い
か
な
る
物
語
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
か
の
一
端
を
解
明
し
た

い
と
考
え
る
。

一
、
山
を
弟
と
し
て
見
る

　
　
　
　
　

―
一
六
五
番
歌
の
表
現
① 

―

　
「
二
上
山
を 

弟
と
我
が
見
む
」
と
詠
む
一
六
五
番
歌
は
、「
山
を

形
見
と
し
て
死
者
を
偲
ぶ
」
と
い
う
挽
歌
の
類
型
的
発
想
に
基
づ
く

作
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
注
９
）。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
に
あ
げ
る
、
当
該
歌

の
ほ
か
に
万
葉
集
中
で
山
を
見
る
こ
と
を
詠
む
挽
歌
の
全
用
例
か
ら

検
証
を
行
い
た
い
。

⑴ 
 

天
皇
の
崩
り
ま
す
時
に
、
大
后
の
作
ら
す
歌
一
首

や
す
み
し
し 

我
が
大
君
の 

夕
さ
れ
ば 

見
し
た
ま
ふ
ら
し 

明
け
来
れ
ば 

問
ひ
た
ま
ふ
ら
し 

神
丘
の 

山
の
黄
葉
を 

今

日
も
か
も 

問
ひ
た
ま
は
ま
し 

明
日
も
か
も 

見
し
た
ま
は
ま

し 

そ
の
山
を 

振
り
放
け
見
つ
つ 

夕
さ
れ
ば 

あ
や
に
哀
し

み 

明
け
来
れ
ば 

う
ら
さ
び
暮
し 

荒
た
へ
の 

衣
の
袖
は 

乾

る
時
も
な
し 

（
持
統　

２
・
一
五
九
）

⑵ 

十
六
年
甲
申
の
春
二
月
、安
積
皇
子
の
薨
ぜ
し
時
に
、

内
舎
人
大
伴
宿
禰
家
持
が
作
る
歌
六
首（
第
一
～
三
首
）

① 

か
け
ま
く
も 

あ
や
に
恐
し 

言
は
ま
く
も 

ゆ
ゆ
し
き
か
も 

我
が
大
君 

皇
子
の
尊 

万
代
に 

食
し
た
ま
は
ま
し 

（
中

略
） 

い
や
日
異
に 

栄
ゆ
る
時
に 

逆
言
の 

狂
言
と
か
も 

白
た
へ
に 

舎
人
よ
そ
ひ
て 

和
束
山 

御
輿
立
た
し
て 

ひ

さ
か
た
の 

天
知
ら
し
ぬ
れ 

臥
い
ま
ろ
び 

ひ
づ
ち
泣
け
ど

も 

せ
む
す
べ
も
な
し 

（
大
伴
家
持　

３
・
四
七
五
）

　
　
　
　
　
　

反
歌

② 

我
が
大
君 

天
知
ら
さ
む
と 

思
は
ね
ば 

凡
に
そ
見
け
る 

和
束
杣
山 

（
大
伴
家
持　

３
・
四
七
六
）

③ 

あ
し
ひ
き
の 

山
さ
へ
光
り 

咲
く
花
の 

散
り
ぬ
る
ご
と
き 

我
が
大
君
か
も 

（
大
伴
家
持　

３
・
四
七
七
）

　
　
　
　
　
　
　

右
の
三
首
、
二
月
三
日
に
作
る
歌
。

⑶ 

死
に
し
妻
を
悲
傷
し
て
作
る
歌
一
首　
并
せ
て
短
歌

… 

朝
鳥
の 

音
の
み
泣
き
つ
つ 

恋
ふ
れ
ど
も 

験
を
な
み
と 

言
問
は
ぬ 

も
の
に
は
あ
れ
ど 

我
妹
子
が 

入
り
に
し
山
を 

よ
す
か
と
ぞ
思
ふ 

（
高
橋　

３
・
四
八
一
）

　
　
　
　
　

反
歌

う
つ
せ
み
の 

世
の
事
な
れ
ば 

外
に
見
し 

山
を
や
今
は  
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よ
す
か
と
思
は
む 

（
高
橋　

３
・
四
八
二
）

⑷ 
志
賀
の
山 

い
た
く
な
伐
り
そ 

荒
雄
ら
が 

よ
す
か
の
山
と 

見
つ
つ
偲
は
む 

（
山
上
憶
良　

16
・
三
八
六
二
）

⑸ 

昔
こ
そ 
外
に
も
見
し
か 

我
妹
子
が 

奥
つ
き
と
思
へ
ば 

愛

し
き
佐
保
山 

（
大
伴
家
持　

３
・
四
七
四
）

　

右
の
う
ち
、
⑴
が
詠
む
「
そ
の
山
を 

振
り
放
け
見
つ
つ
」
に
つ

い
て
、
伊
藤
博
氏
は
、

「
我
が
大
君
」
が
今
な
お
ご
覧
に
な
っ
て
お
り
将
来
も
ご
覧
に

な
る
で
あ
ろ
う
そ
の
神
の
「
山
」
を
「
振
り
放
け
見
る
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、「
荒
栲
」、
つ
ま
り
粗
く
白
い
喪
服
を

着
て
「
振
り
放
け
見
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
首
に
は
、
公

的
な
挽
歌
に
特
有
な
、
殯
宮
儀
礼
の
遺
習
を
投
影
す
る
と
見
ら

れ
る
、「
朝
」（
昼
）
と
「
夕
」（
夜
）
の
対
句
も
一
貫
し
て
織

り
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
振
り
放
け
見
つ
つ
」
が
、
ゆ
か

り
の
聖
な
る
「
山
」
を
振
り
仰
ぎ
見
て
招
魂
す
る
殯
宮
時
の
祭

式
を
反
映
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
論
じ
る

）
（注

（
注

。
こ
の
歌
に
関
し
て
は
身
崎
寿
氏
も
、「
殯
宮
に
よ
る
〈
た

ま
よ
ば
ひ
〉な
い
し
は〈
た
ま
し
づ
め
〉の
呪
術
と
の
脈
絡
を
た
も
つ
、

呪
術
の
う
た
の
伝
統
の
一
端
に
つ
ら
な
る
も
の
な
の
に
ち
が
い
な

い
」
と
す
る

）
（（

（
注

。
先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、
⑴
の
「
そ
の
山
を 

振

り
放
け
見
つ
つ
」
は
祭
式
に
結
び
付
い
た
行
為
で
あ
り
、
単
に
死
者

を
偲
ぶ
形
見
と
し
て
山
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
と
解
釈
で
き
る
。

　

ま
た
、
⑵
は
長
反
歌
を
通
し
て
、
安
積
皇
子
を
和
束
山
へ
葬
送
す

る
列
を
見
た
嘆
き
を
歌
い
表
す
。
こ
の
歌
は
左
注
に
記
さ
れ
る
作
歌

日
付
の
二
月
三
日
が
、
皇
子
が
薨
じ
て
二
十
一
日
目

）
（注

（
注

、
即
ち
三
七
日

に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
身
崎
氏
が
、

安
積
皇
子
の
和
束
山
へ
の
埋
葬
が
終
了
し
て
ま
も
な
い
、
三
七

日
に
あ
た
る
二
月
三
日
に
、
恭
仁
京
の
、
お
そ
ら
く
は
安
積
皇

子
の
生
前
居
所
た
る
宮
殿
内
の
一
所
に
お
い
て
、
仏
式
の
斎

会
が
い
と
な
ま
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
う
な
ん
ら
か
の
儀
礼
的
な

〈
場
〉
に
お
い
て
、
こ
の
家
持
の
制
作
し
た
挽
歌
作
品
は
誦
詠

さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

と
論
じ
る

）
（注

（
注

。
儀
礼
的
な
〈
場
〉
で
誦
詠
さ
れ
た
こ
の
歌
で
、
山
を
見

る
こ
と
を
詠
む
の
は
、
そ
の
山
が
単
に
死
者
を
偲
ぶ
形
見
と
な
る
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
山
を
見
る
こ
と
を
詠
む
挽
歌
」で
あ
っ
て
も
、

祭
式
の
場
に
お
け
る
作
は
、
呪
的
行
為
と
し
て
山
を
見
る
こ
と
を
詠

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
⑶
の
長
反
歌
及
び
⑷
は
「
よ
す
か
」
と
詠
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
、
表
現
主
体
が
山
を
見
る
の
は
、
死
者
を
偲
ぶ
形
見
に
す
る
た

め
と
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
⑸
は
「
よ
す
か
」
と
詠
ん
で
は
い
な

い
も
の
の
、
妻
の
墓
所
で
あ
る
佐
保
山
を
愛
お
し
く
思
っ
て
見
る
の

は
、
そ
の
山
を
形
見
と
し
て
妻
を
偲
ん
で
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
死
者
の
魂
を
呼
ば
う
、
或
い
は
鎮
め
る
際
に
、

死
者
に
縁
の
あ
る
山
を
見
る
こ
と
を
詠
む
祭
式
の
歌
い
ぶ
り
が
発
展
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し
た
も
の
だ
ろ
う
。「
ゆ
か
り
の
聖
な
る
『
山
』
を
振
り
仰
ぎ
見
て

招
魂
す
る

）
（注

（
注

」
祭
式
で
の
行
為
が
、「
山
を
形
見
と
し
て
死
者
を
偲
ぶ
」

と
い
う
挽
歌
の
類
型
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

当
該
歌
は
、「
明
日
よ
り
は 

二
上
山
を 

弟
と
我
が
見
む
」
と
詠
む
。

歌
中
の
「
明
日
」
が
祭
式
の
場
で
な
い
こ
と
は
後
述
す
る
が
、
祭
式

で
は
な
い
場
に
お
け
る
「
山
を
見
る
こ
と
を
詠
む
挽
歌
」
で
は
、
死

者
を
偲
ぶ
形
見
と
し
て
山
を
見
る
こ
と
を
詠
む
の
が
通
常
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
当
該
歌
は
死
者
と
な
っ
た
「
弟
そ
の
も
の
」
と
し
て

山
を
見
る
と
詠
む
点
が
特
異
で
あ
り
、
挽
歌
の
類
型
的
発
想
に
基
づ

く
作
と
は
言
い
難
い
。

　

当
該
歌
が
山
を
見
る
挽
歌
の
類
型
か
ら
逸
脱
す
る
の
は
、
表
現
主

体
の
心
情
が
類
型
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
従
来
、
表

現
主
体
・
大
伯
皇
女
の
心
情
は
、
当
該
歌
の
結
句
「
弟
と
我
が
見
む
」

に
あ
る
助
動
詞
「
む
」
が
意
味
す
る
の
は
「
意
志
」
か
「
推
量
」
か

と
い
う
点
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
は
未
だ
に

分
か
れ
て
い
る
た
め
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
の
心
情
も
解
釈
が
定

ま
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
中
で
、品
田
悦
一
氏
は
助
動
詞
「
む
」

の
意
味
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
該
歌
の
構
文
に
表
現
主

体
の
心
情
が
表
さ
れ
て
い
る
と
説
い
た

）
（注

（
注

。

　

当
該
歌
の
よ
う
に
「

―
我
や
…
…
我
が
～
む
」
と
詠
む
歌
は
万

葉
集
中
で
ほ
か
に
な
い
が
、
品
田
氏
は
こ
の
構
文
を
二
つ
に
分
け
、

「

―
ヤ
…
…
ア
ガ
～
ム
」
並
び
に
、「

―
ワ
レ
ヤ
…
…
ム
」
と
詠

む
歌
の
調
査
か
ら
次
の
結
果
を
導
き
出
し
た
。

① 「

―
ヤ
…
…
ア
ガ
～
ム
」
と
詠
む
歌
は
、
歌
中
の
話
者
が

自
身
の
今
後
の
行
動
を
予
測
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
本

意
で
な
い
と
し
て
い
る
。

② 「

―
ワ
レ
ヤ
…
…
ム
」
と
詠
む
歌
も
不
本
意
な
行
動
を
予

測
す
る
点
は
同
じ
だ
が
、
不
本
意
さ
の
原
因
は
そ
の
行
動

自
体
よ
り
も
、
む
し
ろ
、「

―
ワ
レ
」
と
提
示
さ
れ
る
話

者
の
性
格
や
境
遇
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
に
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
を
適
用
し
、
当
該
の
大
伯
皇
女
御
作
歌
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
結
論
付
け
た
。

① 

下
三
句
は
、
二
上
山
を
弟
と
し
て
見
る
こ
と
を
不
本
意
と

す
る
表
現
で
、
積
極
的
に
意
欲
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と

に
な
る
。

② 

上
二
句
「
う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
や
」
は
、「
現
世
の
人
間

で
あ
る
私
な
の
に
…
…
」
に
近
い
意
味
合
い
に
な
る
は
ず

だ
か
ら
、
従
来
“
現
世
に
留
ま
っ
た
自
分
は
弟
と
一
緒
に

い
ら
れ
な
い
定
め
だ
か
ら
…
…
”
と
解
し
て
き
た
の
は
不

都
合
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

品
田
氏
の
論
を
踏
ま
え
る
と
、「
う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
や
」
は
、

表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
が
「
う
つ
そ
み
の
人
」
と
し
て
の
通
常
に
反

す
る
行
動
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え

る
。
し
か
し
、
か
か
る
構
文
を
持
つ
歌
の
表
現
主
体
が
一
様
に
今
後
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の
行
動
を
予
測
し
、
そ
れ
を
不
本
意
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
再

考
の
余
地
が
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
品

田
氏
の
研
究
の
驥
尾
に
付
し
、
用
例
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
次

に
あ
げ
る
の
は
、
当
該
歌
の
ほ
か
万
葉
集
中
に
一
五
首
存
在
す
る

「

―
や
…
…
我
が
～
む
」
と
詠
む
歌
の
一
部
で
あ
る
。

ⅰ
「

―
や
…
…
我
が
恋
ひ
居
ら
む
」

⑹ 

逢
は
な
く
は 
日
長
き
も
の
を 

天
の
川 

隔
て
て
ま
た
や  

我
が
恋
ひ
居
ら
む 

（
10
・
二
〇
三
八
）

⑺ 

草
枕 

旅
に
し
ば
し
ば 
か
く
の
み
や 

君
を
遣
り
つ
つ 

我
が

恋
ひ
居
ら
む 

（
平
群
女
郎　

17
・
三
九
三
六
）

⑻
海
原
の 

路
に
乗
り
て
や 

我
が
恋
ひ
居
ら
む 

大
船
の 

ゆ
た

に
あ
る
ら
む 

人
の
児
故
に 
（
11
・
二
三
六
七
）

ⅱ
「

―
や
…
…
我
が
ひ
と
り
寝
む
」

⑼
み
吉
野
の 

山
の
あ
ら
し
の 

寒
け
く
に 

は
た
や
今
夜
も  

我
が
ひ
と
り
寝
む 

（
文
武　

１
・
七
四
）

⑽
霰
降
り 

板
敢
風
吹
き 

寒
き
夜
や 

旗
野
に
今
夜 

我
が
ひ
と

り
寝
む 

（
10
・
二
三
三
八
）

⑾
う
つ
せ
み
の 

世
や
も
二
行
く 

な
に
す
と
か 

妹
に
逢
は
ず
て 

我
が
ひ
と
り
寝
む 

（
大
伴
家
持　

４
・
七
三
三
）

ⅲ
そ
の
他

⑿
里
人
の 

言
寄
せ
妻
を 

荒
垣
の 

外
に
や
我
が
見
む 

憎
く
あ

ら
な
く
に 

（
11
・
二
五
六
二
）

⒀
一
世
に
は 

二
度
見
え
ぬ 

父
母
を 

置
き
て
や
長
く 

我
が
別

れ
な
む
〈
一
に
云
ふ
、「
相
別
れ
な
む
」〉 

（
山
上
憶
良　

５
・
八
九
一
）

　

用
例
は
、「
我
が
恋
ひ
居
ら
む
」
と
詠
む

）
（注

（
注

か
、「
我
が
一
人
寝
む
」

と
詠
む
か
に
大
き
く
二
分
で
き
る
。
七
夕
歌
で
あ
る
⑹
や
、
旅
先
の

夫
を
思
う
歌
で
あ
る
⑺
、並
び
に
、手
の
届
か
な
い
存
在
で
あ
る
「
人

の
児
」
へ
の
恋
心
を
詠
む
⑻
が
示
す
と
お
り
、「
恋
ひ
居
る
」
と
は

相
手
と
離
れ
た
状
態
で
恋
情
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

し
て
、
旅
寝
を
詠
む
⑼
・
⑽
や
、「
妹
に
逢
は
ず
て
」
と
詠
む
⑾
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
ひ
と
り
寝
」
は
共
寝
を
念
頭
に
置
い
て
恋
人

と
離
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
嘆
く
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
二
つ
の

分
類
の
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
⑿
も
、恋
人
を
「
荒
垣
の
外
」

に
見
る
と
い
う
状
態
で
の
作
で
あ
る
。
⒀
は
離
れ
て
い
る
相
手
が
恋

人
で
は
な
く
父
母
で
あ
る
点
が
例
外
的
で
は
あ
る
が
、
恋
し
い
相
手

と
離
れ
た
状
態
を
詠
む
と
い
う
点
は
全
て
の
用
例
に
共
通
す
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
恋
し
い
相
手
と
離
れ
た
状
態
で
恋
情
を
継
続
さ

せ
る
と
き
、
そ
の
つ
ら
さ
が
、「

―
や
…
…
我
が
～
む
」
と
い
う

構
文
を
呼
び
込
む
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で

詠
ま
れ
る
た
め
に
、
か
か
る
構
文
を
持
つ
歌
に
は
表
現
主
体
の
不
本

意
な
心
情
が
表
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
該
歌
の
表
現
主
体
・

大
伯
皇
女
は
、「
う
つ
そ
み
の
人
で
あ
る
私
な
の
に
」
大
津
皇
子
と

離
れ
た
状
態
で
恋
情
を
継
続
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
つ
ら
さ
に
不
本
意

さ
を
覚
え
て
い
る
と
言
え
る
。
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「
う
つ
そ
み
」
の
意
味
は
古
事
記
に
見
え
る
「
宇
都
志
意
美
」
か

ら
説
か
れ
、「
幽
（
見
え
ざ
る
も
の
）」
や
「
神
」
に
対
立
す
る
概
念

と
さ
れ
る

）
（注

（
注

。
当
該
歌
に
お
け
る
、「
う
つ
そ
み
」
と
「
幽
」・「
神
」

と
の
対
立
は
、
青
木
生
子
氏
が
、

「
う
つ
そ
み
の
人
に
あ
る
我
れ
」、「
弟
背
と
我
れ
見
む
」
の
「
我

れ
」は
、「
う
つ
そ
み
」な
ら
ぬ「
弟
背
」と
の
隔
絶
に
な
お
も
、「
見

る
」
接
点
を
も
ち
な
が
ら
、
ま
す
ま
す
「
我
れ
」
の
自
覚
を
深

め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
死
に
対
す
る
「
う
つ
そ
み
」
の
き

わ
や
か
な
確
認
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。

と
論
じ
る
よ
う
に

）
（注

（
注

、
幽
界
の
人
と
な
っ
た
弟
と
顕
界
の
人
で
あ
る
自

分
と
の
対
比
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
顕
界
に

生
き
る
人
（
生
者
）
が
、
離
れ
た
状
態
で
幽
界
の
人
（
死
者
）
へ
の

恋
情
を
継
続
さ
せ
る
の
は
通
常
の
行
為
と
言
え
、
表
現
主
体
・
大
伯

皇
女
が
「
う
つ
そ
み
の
人
」
の
通
常
に
反
す
る
行
動
を
と
ら
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
示
す
構
文
に
合
わ
な
い
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
本
稿
は
、
当
該
歌
の
「
う
つ
そ
み
」
は
、「
斎
宮

で
あ
っ
た
自
分
」
と
「
も
は
や
斎
宮
で
は
な
い
自
分
」
と
を
対
比
す

る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
日
本
書

紀
に
載
る
大
伯
皇
女
の
潔
斎
記
事
で
あ
る
。

夏
四
月
の
丙
辰
の
朔
に
し
て
己
巳
に
、
大
来
皇
女
を
天
照
大
神

宮
に
遣
侍
め
む
と
欲
し
、
泊
瀬
斎
宮
に
居
ら
し
む
。
是
は
先
づ

身
を
潔
め
て
、
稍
に
神
に
近
く
所
な
り
。

 

（
巻
第
二
九
・
天
武
天
皇
下
）

　
「
稍
に
神
に
近
く
」
と
の
記
述
か
ら
は
、
斎
宮
が
神
に
近
い
存
在

と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
に
照
ら
す
と
、
自
身
を

敢
え
て
「
う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
」
と
歌
い
表
す
の
は
、
斎
宮
の
巫

女
性
を
払
拭
し
、
生
身
の
人
間
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
大
伯
皇
女

の
意
識
が
「
顕
」
と
「
神
」
と
の
対
比
と
な
っ
て
表
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
は
、「
も
は
や
斎
宮
で
は
な
い
私
な
の
に
」

大
津
皇
子
と
離
れ
た
状
態
で
恋
情
を
継
続
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
つ
ら

さ
を
不
本
意
と
す
る
。
そ
こ
に
看
取
で
き
る
の
は
、「
斎
宮
で
な
く

な
っ
た
私
は
、
離
れ
た
状
態
で
恋
情
を
持
ち
続
け
る
の
で
は
な
く
、

大
津
皇
子
と
共
に
居
て
恋
を
成
就
さ
せ
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
」

と
い
う
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
の
心
情
で
あ
る
。

二
、「
明
日
よ
り
は
」
に
示
さ
れ
る
心
情

　
　
　
　
　

―
一
六
五
番
歌
の
表
現
② 

―

　

表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
の
本
意
は
、「
明
日
よ
り
は
」
と
詠
む
意

味
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
よ
り
具
体
的
と
な
る
。
当
該
歌
の
「
明
日

よ
り
は
」
は
、
弟
を
二
上
山
に
移
葬
し
た
「
今
日
」
に
対
す
る
実
態

と
し
て
の「
明
日
」を
言
う
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、近
年
、

渡
辺
護
氏
が
「
明
日
よ
り
は
」
の
万
葉
集
中
で
の
用
例
に
着
目
し
、
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歌
群
の
形
態
と
し
て
最
終
部
に
「
明
日
よ
り
は
」
と
い
っ
た
一

句
を
据
え
る
表
現
は
、歌
群
の
起
伏
を
経
て
そ
の
感
情
の
頂
点
、

別
離
の
場
面
に
お
い
て
も
っ
と
も
効
果
を
発
揮
す
る
。

と
論
じ
た
こ
と

）
（注

（
注

を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
歌
の
「
明
日
よ
り
は
」
も
表

現
主
体
の
心
情
に
か
か
わ
る
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
本
節

で
は
、「
明
日
よ
り
は
」
と
い
う
句
か
ら
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女

の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
万
葉
集
中
で
「
明
日
よ
り

は
」
と
詠
む
歌
は
当
該
歌
の
ほ
か
に
一
三
首
あ
る
が
、
そ
の
一
部
を

次
に
あ
げ
る

）
注注

（
注

。

⒁ 

四
月
一
日
に
、
掾
久
米
朝
臣
広
縄
が
館
に
宴
す
る
歌

四
首
（
第
三
・
四
首
）

① 

居
り
明
か
し
も 

今
夜
は
飲
ま
む 

ほ
と
と
ぎ
す 

明
け
む
朝

は 

鳴
き
渡
ら
む
そ
〈
二
日
は
立
夏
の
節
に
応
る
。
故
に
明
け
む
旦
に
喧
か

む
と
い
ふ
〉 

（
大
伴
家
持　

18
・
四
〇
六
八
）

② 

明
日
よ
り
は 

継
ぎ
て
聞
こ
え
む 

ほ
と
と
ぎ
す 
一
夜
の
か

ら
に 

恋
ひ
渡
る
か
も 

（
能
登
乙
美　

18
・
四
〇
六
九
）

　

右
は
、
四
月
一
日
に
行
わ
れ
た
宴
席
で
の
作
と
題
詞
に
あ
る
が
、

①
の
注
記
に
よ
り
、
翌
二
日
は
立
夏
と
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
今
夜
は

ま
だ
春
で
あ
る
が
、明
日
か
ら
は
夏
な
の
で
あ
る
。従
っ
て
、②
の「
明

日
よ
り
は
」
は
、
今
夜
と
明
日
と
の
間
で
季
節
が
変
わ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
の
用
例
は
、
今
夜
、
共
に
宴
席
に
あ
る
人

物
が
明
日
か
ら
は
い
な
い
と
詠
む
餞
別
歌
や
、
今
夜
と
明
日
と
の
間

に
生
じ
る
表
現
主
体
の
心
情
の
変
化
を
詠
む
歌
、
ま
た
、
明
日
か
ら

は
山
が
紅
葉
す
る
等
の
自
然
の
変
化
を
詠
む
歌
で
あ
る
。用
例
か
ら
、

「
明
日
よ
り
は
」
は
変
化
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
句
と
言
え
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
歌
も
変
化
を
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
が
、
い
か
な
る
変
化
を
詠

み
、
変
化
を
前
に
し
た
「
今
」
を
ど
の
よ
う
な
状
況
と
し
て
捉
え
て

い
る
の
か
は
、
当
該
歌
と
同
じ
く
恋
情
を
詠
む
次
の
用
例
に
よ
っ
て

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒂ 

明
日
よ
り
は 

我
は
恋
ひ
む
な 

名
欲
山 

岩
踏
み
平
し 

君
が

越
え
去
な
ば 

（
娘
子　

９
・
一
七
七
八
）

⒃ 

明
日
よ
り
は 

い
な
む
の
川
の 

出
で
て
去
な
ば 

留
ま
れ
る

我
は 

恋
ひ
つ
つ
や
あ
ら
む 

（
12
・
三
一
九
八
）

⒄ 

明
日
よ
り
は 

我
が
玉
床
を 

打
ち
払
ひ 

君
と
寝
ね
ず
て 

ひ

と
り
か
も
寝
む 

（
10
・
二
〇
五
〇
）

⒅ 

慰
め
て 

今
夜
は
寝
な
む 

明
日
よ
り
は 

恋
ひ
か
も
行
か
む 

こ
ゆ
別
れ
な
ば 

（
石
川
年
足　

９
・
一
七
二
八
）

⒆ 

年
の
恋 

今
夜
尽
く
し
て 

明
日
よ
り
は 

常
の
ご
と
く
や 

我

が
恋
ひ
居
ら
む 

（
10
・
二
〇
三
七
）

⒇ 

明
日
よ
り
は 

恋
ひ
つ
つ
も
行
か
む 

今
夜
だ
に 

早
く
宵
よ

り 
紐
解
け
我
妹 

（
11
・
三
一
一
九
）

　
「
明
日
よ
り
は
」
と
詠
む
恋
歌
は
、
い
ず
れ
も
悲
別
歌
で
あ
る
。

用
例
は
「
明
日
か
ら
は
離
れ
ば
な
れ
に
な
る
」
と
詠
ん
で
、
今
は
恋
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人
と
共
に
過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
恋
歌
に

お
い
て
「
明
日
よ
り
は
」
が
意
味
す
る
変
化
と
は
、
恋
人
と
共
に
あ

る
今
か
ら
、
恋
人
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
る
明
日
へ
の
変
化
と
言
え

る
。
別
離
す
る
明
日
を
前
に
、
恋
人
同
士
が
共
に
過
ご
す
時
間
と
は

共
寝
の
時
間
で
あ
る
だ
ろ
う
。
右
の
用
例
の
作
歌
場
面
が
共
寝
の
夜

で
あ
る
こ
と
は
、
⒄
か
ら
⒇
が
「
寝
」
や
「
夜
」
と
詠
む
点
か
ら
も

窺
い
知
れ
る
。
明
日
に
は
離
れ
ば
な
れ
と
な
る
恋
人
た
ち
の
感
情
の

頂
点
は
、共
寝
を
す
る
今
夜
に
こ
そ
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
明
日
よ
り
は
」

と
詠
む
恋
歌
は
、
別
離
を
前
に
し
た
最
後
の
共
寝
の
夜
と
な
る
「
今

夜
」
の
恋
情
を
強
調
す
る
作
と
な
る
。

　

挽
歌
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
構
文
に
大
津
皇
子
へ
の
恋
情
が
表

さ
れ
る
当
該
歌
を
恋
歌
と
し
て
捉
え
る
と
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女

は
、
移
葬
の
時
で
あ
る
「
今
」
を
別
離
を
前
に
し
た
最
後
の
共
寝
の

夜
に
見
立
て
、
大
津
皇
子
と
共
寝
を
し
て
い
る
心
境
で
当
該
歌
を
詠

ん
で
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
と
き
、「
死
者
と
共
寝
を
す
る
」
と
い

う
通
常
な
ら
ば
理
解
し
難
い
心
境
は
、「
移
葬
時
」
と
い
う
特
別
な

場
面
だ
か
ら
こ
そ
生
じ
る
と
考
え
る
。そ
の
際
に
踏
ま
え
た
い
の
が
、

次
に
あ
げ
る
天
智
天
皇
挽
歌
群
で
あ
る
。

（21） 

①
青
旗
の 

木
幡
の
上
を 

通
ふ
と
は 

目
に
は
見
れ
ど
も 

直

に
逢
は
ぬ
か
も 

（
倭
皇
后 　

２
・
一
四
八
）

 

②
人
は
よ
し 

思
ひ
止
む
と
も 

玉
か
づ
ら 

影
に
見
え
つ
つ 

忘
ら
え
ぬ
か
も 

（
倭
皇
后　

２
・
一
四
九
）

 

③
… 

玉
な
ら
ば 

手
に
巻
き
持
ち
て 

衣
な
ら
ば 

脱
く
時
も

な
く 

我
が
恋
ふ
る 

君
そ
昨
夜 

夢
に
見
え
つ
る 

 
 

（
婦
人　

２
・
一
五
〇
）

　
（21）
は
②
で「
影
に
見
え
つ
つ
」、③
で「
夢
に
見
え
つ
る
」と
詠
む
が
、

伊
藤
博
氏
は
こ
れ
ら
二
首
を
殯
宮
に
遺
体
を
安
置
す
る
前
の
遺
体
を

祭
る
儀
式
の
折
り
の
詠
と
解
す

）
注（

（
注

。
幻
影
や
夢
の
中
と
は
い
え
、
死
者

の
姿
を
見
た
と
詠
む
歌
が
祭
式
で
の
作
だ
と
す
る
と
、
古
代
に
は
、

祭
式
の
空
間
で
は
死
者
と
生
者
が
共
に
過
ご
す
と
の
観
念
が
存
在
し

た
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
①
が
「
目
に
は
見
れ
ど
も 

直
に
逢
は
ぬ

か
も
」
と
詠
む
点
か
ら
は
、
生
身
の
肉
体
で
は
再
会
で
き
な
い
と
の

理
解
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
古
代
人
に
と
っ
て
祭
式
の
場

は
、
死
者
の
魂
と
共
に
過
ご
す
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

当
該
歌
の
場
面
設
定
で
あ
る
「
移
葬
」
に
つ
い
て
、和
田
萃
氏
は
、

「
改
葬
」
と
同
義
と
す
る

）
注注

（
注

。
改
葬
は
古
墳
に
埋
葬
後
、
年
月
を
経
て

別
の
古
墳
に
葬
る
こ
と
を
言
う
が
、「
大
津
皇
子
の
場
合
は
刑
死
者

の
屍
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
た
も
の
を
一
般
的
な
墓
に
埋
葬
す
る
こ

と
が
許
可
さ
れ
た
際
の
こ
と
だ
か
ら
、
移
葬
の
用
語
が
用
い
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
」
と
和
田
氏
は
説
く
。
葬
送
に
よ
り
死
者
の
魂
は
他
界
へ

と
送
ら
れ
る
。
即
ち
、
刑
死
者
と
し
て
国
家
に
管
理
さ
れ
て
い
た
大

津
皇
子
の
遺
骸
が
埋
葬
地
へ
の
移
葬
を
許
さ
れ
た
と
き

）
注注

（
注

、は
じ
め
て
、

大
津
皇
子
の
魂
は
他
界
へ
と
旅
立
つ
の
で
あ
る
。

　

死
者
の
魂
を
他
界
へ
と
送
り
遣
る
意
味
を
持
つ
移
葬
は
、
祭
式
の
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一
種
と
言
え
る
。
祭
式
の
場
で
あ
る
が
ゆ
え
に
死
者
の
魂
と
共
に
過

ご
し
て
い
る
と
の
発
想
が
生
じ
、
そ
の
祭
式
を
経
て
死
者
の
魂
は
他

界
へ
と
去
っ
て
行
く
か
ら
こ
そ
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
は
、
移
葬

の
夜

）
注注

（
注

を
、
大
津
皇
子
と
の
別
離
を
前
に
し
た
最
後
の
共
寝
の
夜
に
擬

し
て
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。
当
該
歌
の
「
明
日
よ
り
は
」は
、二
上
山 

を
弟
と
し
て
見
る
行
為
を
不
本
意
と
す
る
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
の

本
意
が
、
大
津
皇
子
と
の
共
寝
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
句
と
言
え
る
。

三
、
文
芸
と
し
て
の
「
磯
」

　
　
　
　
　

―
一
六
六
番
歌
の
表
現
① 

―

　

一
六
六
番
歌
に
は
、
二
上
山
へ
の
移
葬
時
の
作
を
疑
う
左
注
が
付

さ
れ
る
。
そ
の
疑
義
は
、「
磯
」
を
海
岸
と
解
し
て
生
じ
た
も
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、万
葉
集
に
詠
ま
れ
る
「
磯
」
は
、「
水
辺
の
石
や
岩
」

を
も
意
味
す
る
。
当
該
歌
の
「
磯
」
も
、
山
中
を
流
れ
る
水
流
の
ほ

と
り
に
あ
る
石
や
岩
を
指
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
語
が
二
上

山
へ
の
移
葬
時
の
作
中
に
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。と
は
い
え
、

題
詞
や
歌
表
現
は
山
中
の
水
辺
で
の
作
と
は
伝
え
な
い
。ま
た
、「
磯
」

は
「
水
辺
」
と
強
固
に
結
び
付
く
語
で
あ
り
、
山
中
へ
の
移
葬
時
の

作
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
こ
と
も
否
め
な
い
。そ
の
た
め
本
節
で
は
、

場
面
設
定
を
「
移
葬
時
」
と
規
定
す
る
当
該
歌
が
、
敢
え
て
「
磯
」

を
詠
む
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

万
葉
集
中
に
「
移
葬
時
」
の
作
は
当
該
歌
以
外
に
な
い
が
、
題
詞

や
左
注
に
「
葬
る
時
の
歌
」
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
る
作
は
八
首

）
注注

（
注

あ
る
。

そ
し
て
、そ
れ
ら
は
葬
地
の
地
名
を
詠
み
込
む
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。

こ
れ
に
対
し
、
当
該
歌
中
の
「
磯
」
が
葬
地
で
あ
る
二
上
山
中
の
場

所
な
の
か
は
定
か
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
当
該
歌
の
特
異
性
を
考
え

る
際
に
目
を
向
け
た
い
の
が
、
次
に
あ
げ
る

（22）
で
あ
る
。
題
詞
や
左

注
で
は
な
い
も
の
の
、
長
歌
の
末
尾
に
「
佐
保
山
に
火
葬
す
」
と
の

注
記
を
持
つ
こ
の
作
も
「
葬
る
時
の
歌
」
と
し
て
見
た
い
。

（22） 

① 

…
は
し
き
よ
し 

汝
弟
の
命 

な
に
し
か
も 

時
し
は
あ
ら

む
を 

は
だ
す
す
き 

穂
に
出
づ
る
秋
の 

萩
の
花 

に
ほ
へ

る
宿
を
〈
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
こ
の
人
ひ
と
と
な
り
、
花
草
花
樹
を
好
愛
で
て
、

多
く
寝
院
の
庭
に
植
ゑ
た
り
。
故
に
「
花
薫
へ
る
庭
」
と
い
ふ
〉 

朝
庭
に 

出

で
立
ち
平
し 

夕
庭
に 

踏
み
平
げ
ず 

佐
保
の
内
の 

里
を

行
き
過
ぎ 

あ
し
ひ
き
の 

山
の
木
末
に 

白
雲
に 

立
ち
た

な
び
く
と 

我
に
告
げ
つ
る
〈
佐
保
山
に
火
葬
す
。
故
に
「
佐
保
の
内

の
里
を
行
き
過
ぎ
」
と
い
ふ
〉 

（
大
伴
家
持　

17
・
三
九
五
七
）

 

② 

ま
幸
く
と 

言
ひ
て
し
も
の
を 

白
雲
に 

立
ち
た
な
び
く

と 

聞
け
ば
悲
し
も 

（
大
伴
家
持　

17
・
三
九
五
八
）

 

③ 

か
か
ら
む
と 

か
ね
て
知
り
せ
ば 

越
の
海
の 

荒
磯
の
波

も 

見
せ
ま
し
も
の
を 

（
大
伴
家
持　

17
・
三
九
五
九
）

　

右
は
大
伴
家
持
が
弟
の
死
に
際
し
て
詠
ん
だ
作
で
、
①
の
「
佐
保

の
内
の 

里
を
行
き
過
ぎ 

（
中
略
） 

白
雲
に 

立
ち
た
な
び
く
」
と
は
、
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佐
保
山
で
の
火
葬
の
光
景
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
葬
地
と
な
っ
た
地

名
を
詠
み
込
む
点
は
、「
葬
る
時
の
歌
」
の
類
型
に
一
致
す
る
。
②

も
火
葬
の
煙
が
白
雲
の
よ
う
に
た
な
び
く
光
景
を
詠
み
、
前
歌
の
流

れ
を
受
け
る
。
と
こ
ろ
が
、
③
は
一
転
し
て
、
自
身
が
い
る
越
中
の

海
を
弟
に
見
せ
て
や
れ
な
か
っ
た
後
悔
を
詠
む
。
①
・
②
で
弟
の
葬

地
で
あ
る
佐
保
山
に
あ
っ
た
作
者
の
視
点
は
、
③
に
お
い
て
自
身
の

現
在
地
で
あ
る
越
中
に
移
動
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
①
中
の
点
線
部
は
注
記
に
あ
た
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
注

記
を
施
す
の
は
享
受
者
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
か
か
る
傾
向

を
持
つ
歌
群
中
で
、
視
点
を
佐
保
か
ら
越
中
へ
と
移
す
の
は
、「
弟

は
大
和
の
佐
保
山
で
火
葬
さ
れ
、
自
分
は
越
中
に
い
る
」
と
い
う
距

離
と
、「
弟
は
山
に
葬
ら
れ
、
自
分
の
眼
前
に
は
海
が
あ
る
」
と
い

う
景
の
、二
重
の
断
絶
を
語
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。「
葬
る
時
の
歌
」

の
類
型
か
ら
逸
脱
し
、葬
地
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
詠
ま
れ
る「
越

の
海
」
は
、
弟
を
亡
く
し
た
家
持
の
喪
失
感
を
享
受
者
に
強
く
訴
え

る
効
果
を
果
た
し
て
い
る
。

　

で
は
、
当
該
歌
の
「
磯
」
は
ど
う
か
。
万
葉
集
中
に
は
「
磯
」
を

詠
む
挽
歌
が
当
該
歌
の
ほ
か
に
十
二
首
存
在
し
、そ
れ
ら
の「
磯
」は
、

「
行
路
死
人
の
遺
体
が
あ
る
場
所

）
注注

（
注

」
か
、「
死
者
を
偲
ぶ
場
所
）
注注

（
注

」
と
し

て
詠
ま
れ
る
。
当
該
歌
が
行
路
死
人
歌
で
な
い
の
は
確
か
だ
が
、「
死

者
を
偲
ぶ
場
所
」
と
し
て
詠
ま
れ
る
「
磯
」
は
、
全
用
例
九
首
の
う

ち
八
首
で
、
死
者
と
縁
の
深
い
場
所
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
当
該
歌
の
「
磯
」
が
大
津
皇
子
と
縁
の
深
い
場
所
で
あ
る

か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
歌
と
同
様
に
、
歌
中
の
「
磯
」

と
死
者
と
の
関
係
を
詠
ま
な
い
唯
一
の
例
が

（22）
③
な
の
で
あ
る
。
そ

の
共
通
点
か
ら
、
当
該
歌
の
「
磯
」
も

（22）
③
の
「
磯
」
と
同
様
に
、

必
ず
し
も
実
態
に
即
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
虚
構
を
取

り
入
れ
て
心
情
の
高
ま
り
を
表
現
す
る
た
め
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

居
駒
永
幸
氏
は
、
葬
歌
を
論
じ
る
中
で
、「
磯
は
境
界
で
あ
っ
て
、

死
者
が
他
界
に
行
く
場
所
で
あ
り
、
他
界
と
接
す
る
場
所
と
理
解
さ

れ
た

）
注注

（
注

」
と
す
る
。
挽
歌
中
の
「
磯
」
は
、「
行
路
死
人
の
遺
体
が
あ

る
場
所
」
か
「
死
者
を
偲
ぶ
場
所
」
と
し
て
詠
ま
れ
る
が
、
そ
こ
が

生
と
死
と
の
境
界
の
場
所
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
行
路
死
人
の
魂
は
磯

か
ら
他
界
に
行
き
、
生
者
は
磯
で
死
者
を
思
い
出
す
の
だ
ろ
う
。
用

例
は
、
挽
歌
中
の
「
磯
」
が
境
界
の
場
所
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
当
該
歌
の
「
磯
」
は
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
が
生

と
死
と
の
境
界
の
場
所
に
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
虚
構
と
考
え

る
。
他
界
に
接
す
る
場
所
と
し
て
詠
ま
れ
る
「
磯
」
は
、「
移
葬
時
」

と
い
う
場
面
設
定
に
ふ
さ
わ
し
い
。「
磯
」
は
実
態
を
指
す
も
の
で

は
な
く
文
芸
性
を
帯
び
た
表
現
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
、
山
へ
の
移

葬
時
の
作
と
さ
れ
る
当
該
歌
が
敢
え
て
「
磯
」
と
詠
む
意
味
が
明
ら

か
と
な
る
。
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四
、
あ
し
び
を
手
折
る
理
由

　
　
　
　
　

―
一
六
六
番
歌
の
表
現
② 

―

　

本
節
で
は
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
が
「
磯
」
に
生
息
す
る
「
あ

し
び
」
を
手
折
ろ
う
と
す
る
意
味
を
考
え
る
。
万
葉
集
中
に
は
、
あ

し
び
を
詠
む
歌
が
当
該
歌
の
ほ
か
に
九
首

）
注注

（
注

あ
る
が
、
次
に
あ
げ
る
二

首
に
は
特
に
、
古
代
人
が
「
あ
し
び
」
に
何
を
感
じ
取
っ
て
い
た
か

が
表
れ
て
い
る
。

（23） 

あ
し
び
な
す 

栄
え
し
君
が 
掘
り
し
井
の 

石
井
の
水
は 

飲

め
ど
飽
か
ぬ
か
も 

（
７
・
一
一
二
八
）

（24） 

我
が
背
子
に 

我
が
恋
ふ
ら
く
は 
奥
山
の 

あ
し
び
の
花
の 

今
盛
り
な
り 
（
10
・
一
九
○
三
）

　

右
の
二
首
で
は
、「
あ
し
び
」
が
「
栄
え
」
や
「
盛
り
」
と
い
う

語
を
起
こ
す
序
詞
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
用
法
は
、
当
時
の

人
々
が
あ
し
び
か
ら
旺
盛
な
活
力
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
よ
う

）
注注

（
注

。

　

当
該
歌
は
「
見
す
べ
き
君
が
」
と
詠
む
点
か
ら
、
表
現
主
体
・
大

伯
皇
女
が
あ
し
び
を
手
折
ろ
う
と
す
る
の
は
「
君
」
に
見
せ
る
た
め

と
わ
か
る
。
そ
し
て
、
あ
し
び
を
見
せ
る
行
為
が
何
を
意
味
す
る
か

は
、
万
葉
集
中
の
用
例
か
ら
窺
い
知
れ
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
万

葉
集
中
で
当
該
歌
を
除
き
、
誰
か
の
た
め
に
植
物
を
手
折
る
、
ま
た

は
、手
折
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
詠
む
歌
全
一
四

）
注（

（
注首

中
の
一
部
で
あ
る
。

（25） 

… 

み
づ
枝
さ
す 

秋
の
も
み
ち
葉 

巻
き
持
て
る 

小
鈴
も
ゆ

ら
に 

た
わ
や
め
に 

我
は
あ
れ
ど
も 

引
き
攀
ぢ
て 

み
ね
も

と
を
を
に 

ふ
さ
手
折
り 

我
は
持
ち
て
行
く 

君
が
か
ざ
し
に

 
 

（
13
・
三
二
二
三
）

　
　
　
　
　

反
歌

 

ひ
と
り
の
み 

見
れ
ば
恋
し
み 

神
奈
備
の 

山
の
も
み
ち
葉 

手
折
り
来
り
君 

（
13
・
三
二
二
四
）

（26） 

妹
が
た
め 

上
枝
の
梅
を 

手
折
る
と
は 

下
枝
の
露
に 

濡
れ

に
け
る
か
も 

（
10
・
二
三
三
〇
）

（27） 

我
が
や
ど
に 

花
そ
咲
き
た
る 

そ
を
見
れ
ど 

心
も
行
か

ず 

は
し
き
や
し 

妹
が
あ
り
せ
ば 

水
鴨
な
す 

二
人
並
び
居  

手
折
り
て
も 

見
せ
ま
し
も
の
を 

…

 
 

（
大
伴
家
持　

３
・
四
六
六
）

　

用
例
か
ら
は
、
誰
か
の
た
め
に
植
物
を
手
折
る
の
は
愛
し
い
人
を

思
う
が
ゆ
え
の
行
為
と
わ
か
る
。
植
物
を
手
折
っ
て
愛
し
い
人
に
見

せ
た
り
、
か
ざ
し
に
し
た
り
す
る
の
は
、
植
物
の
生
命
力
を
感
染
さ

せ
て
、そ
の
人
の
生
命
力
を
満
た
そ
う
と
す
る
呪
的
行
為
で
あ
っ
た

）
注注

（
注

。

ま
た
、

（25）
の
反
歌
が
、「
ひ
と
り
の
み 

見
れ
ば
恋
し
み
」
と
詠
む
点

に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
古
代
人
は
植
物
を
恋
人
と
共
に
賞
美
す
る

こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
た
。
そ
の
根
底
に
は
、
同
じ
場
所
で
同
じ

植
物
を
見
て
共
感
関
係
を
築
く
こ
と
が
恋
の
成
就
に
繋
が
る
と
の
観

念
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
恋
人
と
一
緒
に
い
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
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手
折
っ
て
届
け
て
ま
で
し
て
共
に
賞
美
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
が
あ
し
び
を
手
折

ろ
う
と
す
る
の
は
、
あ
し
び
の
旺
盛
な
活
力
を
感
染
さ
せ
て
大
津
皇

子
の
生
命
力
を
満
た
す
と
同
時
に
、
大
津
皇
子
へ
の
恋
を
成
就
さ
せ

る
た
め
と
言
え
る
。
死
者
の
生
命
力
を
満
た
そ
う
と
し
た
り
、
死
者

へ
の
恋
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
な
ど
通
常
な
ら
ば
成
立
し
な

い
。
し
か
し
、
罪
人
と
し
て
刑
死
し
、
仮
に
葬
ら
れ
て
い
た
だ
け
の

大
津
皇
子
の
魂
は
、
ま
だ
他
界
へ
と
旅
立
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
の
行
為
は
、
死
者
と
生
者
が
共
に
過

ご
す
祭
式
の
空
間
に
お
い
て
な
ら
ば
成
立
し
得
る
。

　

ま
た
、「
見
す
べ
き
君
が 

あ
り
と
い
は
な
く
に
」
と
詠
ん
で
、
大

津
皇
子
が
も
は
や
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら

も
、
あ
し
び
を
手
折
っ
て
見
せ
た
い
と
思
う
の
は
、
大
津
皇
子
の
魂

が
他
界
へ
と
去
っ
て
い
な
い
段
階
だ
か
ら
こ
そ
だ
ろ
う
。
あ
し
び
を

手
折
ろ
う
と
す
る
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
の
心
情
は
、
大
津
皇
子
の

魂
と
共
に
過
ご
す
最
後
の
機
会
と
な
る
「
移
葬
」
と
い
う
祭
式
の
場

を
踏
ま
え
て
こ
そ
理
解
で
き
る
。

結

　

一
六
五
番
歌
は
「
明
日
よ
り
は
」
と
詠
ん
で
、
大
津
皇
子
と
幽
明

境
を
異
に
す
る
「
明
日
」
を
前
に
し
た
「
今
夜
」
と
い
う
時
間
を
表

現
す
る
。
一
方
、
一
六
六
番
歌
は
他
界
と
接
す
る
境
界
の
場
所
と
な

る
「
磯
」
と
い
う
空
間
を
詠
む
。
二
首
は
合
わ
せ
る
と
、
生
と
死
を

隔
て
る
時
間
と
空
間
を
詠
む
作
と
な
り
、
移
葬
と
い
う
祭
式
の
時
空

を
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
群
と
な
る
。

　
「
移
葬
時
」
と
い
う
場
面
設
定
を
踏
ま
え
ず
に
当
該
二
首
に
接
し

た
場
合
、
一
六
五
番
歌
の
「
明
日
よ
り
は
」
は
、「
今
日
に
対
す
る

明
日
」
と
い
う
実
態
を
言
う
句
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
場
面
設
定

を
踏
ま
え
る
と
、「
う
つ
そ
み
の 

人
な
る
我
や 

明
日
よ
り
は
」
と

詠
む
一
六
五
番
歌
に
は
、
斎
宮
の
巫
女
性
を
払
拭
し
、
一
人
の
女
性

と
し
て
大
津
皇
子
と
の
共
寝
を
望
ん
だ
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
の
心

情
が
看
取
で
き
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
大
伯
皇
女
御
作
歌
中
、

一
〇
五
・
一
〇
六
番
歌
以
外
の
作
の
歌
表
現
に
同
母
兄
妹
婚
を
指
摘

で
き
る
要
素
は
見
出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
移
葬
時
」

と
い
う
場
面
設
定
か
ら
一
六
五
番
歌
を
読
み
解
く
と
、
そ
こ
に
は
、

弟
と
し
て
で
は
な
く
、
共
寝
の
相
手
と
し
て
大
津
皇
子
を
思
い
続
け

た
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

ま
た
、
一
六
六
番
歌
は
「
磯
」
を
詠
む
点
か
ら
、
二
上
山
へ
の
移

葬
時
の
作
を
疑
う
左
注
が
付
さ
れ
る
。
し
か
し
、
場
面
設
定
に
鑑
み

る
と
、
そ
の
「
磯
」
は
表
現
主
体
・
大
伯
皇
女
が
他
界
に
接
す
る
場

に
い
る
こ
と
を
示
す
文
芸
性
の
高
い
虚
構
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
当
該
歌
が
敢
え
て
「
磯
」
を
詠
む
意
義
も
明
ら
か
と
な
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
二
首
は
、
や
は
り
題
詞
が
語
る
通
り
、
二
上
山
へ
の
移
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葬
時
の
作
と
し
て
二
首
一
連
で
享
受
す
る
の
が
正
し
い
と
言
え
る
。

　

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
一
六
五
・
一
六
六
番
歌
は
場
面
設
定

を
疎
か
に
し
て
は
、
歌
表
現
の
正
し
い
意
味
や
、
そ
う
詠
む
こ
と
の

必
然
性
を
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
歌
が
持
つ
物
語
を
読
み
損

ね
て
し
ま
う
恐
れ
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
場
面
設
定
が
「
移
葬
」
と

い
う
祭
式
の
時
空
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
二
首
は
同
母

兄
妹
の
恋
を
語
る
作
と
し
て
理
解
で
き
る
。
従
っ
て
、
大
伯
皇
女
御

作
歌
三
歌
群
の
最
終
部
に
位
置
す
る
一
六
五
・
一
六
六
番
歌
は
、「
大

津
皇
子
と
大
伯
皇
女
の
物
語
」
の
中
で
、
禁
忌
の
恋
の
結
末
を
語
る

作
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

【
注
】１ 

　
　

大
津
皇
子
、
竊
か
に
伊
勢
神
宮
に
下
り
て
上
り
来
る
時
に
、 

　
　

大
伯
皇
女
の
作
ら
す
歌
二
首

 

我
が
背
子
を 

大
和
へ
遣
る
と 

さ
夜
ふ
け
て 

暁
露
に 
我
が
立
ち

濡
れ
し 

（
２
・一
〇
五
）

 

二
人
行
け
ど 

行
き
過
ぎ
難
き 

秋
山
を 

い
か
に
か
君
が 

ひ
と
り

越
ゆ
ら
む 

（
２
・一
〇
六
）

２ 

代
表
的
な
論
と
し
て
、
多
田
一
臣
「
大
津
皇
子
物
語
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
萬
葉
歌
人
論
―
そ
の
問
題
点
を
さ
ぐ
る
』
一
九
八
七
・
三　

明

治
書
院
）
等
が
あ
る
。

３ 

都
倉
義
孝
「
大
津
皇
子
と
そ
の
周
辺
―
畏
怖
と
哀
惜
と
―
」『
萬

葉
集
講
座　

第
五
巻　

作
歌
と
作
品
Ⅰ
』
一
九
七
三
・
一
〇　

有

精
堂
出
版

４ 

坂
本
太
郎
ほ
か
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

日
本
書
紀
』

一
九
六
七
・
三　

岩
波
書
店

５ 

　
　

大
津
皇
子
の
薨
ぜ
し
後
に
、
大
伯
皇
女
、
伊
勢
の
斎
宮
よ
り 

　
　

京
に
上
る
時
に
作
ら
す
歌
二
首

 

神
風
の 

伊
勢
の
国
に
も 

あ
ら
ま
し
を 

な
に
し
か
来
け
む 

君
も

あ
ら
な
く
に 

（
２
・一
六
三
）

 

見
ま
く
欲
り 

我
が
す
る
君
も 

あ
ら
な
く
に 

な
に
し
か
来
け
む 

馬
疲
る
る
に 

（
２
・一
六
四
）

６ 

　
　

大
津
皇
子
、
石
川
郎
女
に
贈
る
御
歌
一
首

 

あ
し
ひ
き
の 

山
の
し
づ
く
に 

妹
待
つ
と 

我
立
ち
濡
れ
ぬ 

山
の
し

づ
く
に 

（
２
・一
〇
七
）

 

　
　

石
川
郎
女
が
和
へ
奉
る
歌
一
首

 

我
を
待
つ
と 

君
が
濡
れ
け
む 

あ
し
ひ
き
の 

山
の
し
づ
く
に 

な
ら

ま
し
も
の
を 

（
２
・一
〇
八
）

 

　
　

大
津
皇
子
、
竊
か
に
石
川
女
郎
に
婚
ふ
時
に
、
津
守
連
通 

　
　

が
そ
の
事
を
占
へ
露
は
す
に
、
皇
子
の
作
ら
す
歌
一
首　
未
詳

 

大
船
の 

津
守
が
占
に 

告
ら
む
と
は 

ま
さ
し
に
知
り
て 

我
が
二

人
寝
し 

（
２
・一
〇
九
）

 

　
　

日
並
皇
子
尊
、
石
川
女
郎
に
贈
り
賜
ふ
御
歌
一
首　
女
郎
、
字 

　
　
を
大
名
児
と
い
ふ
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大
名
児
を 

彼
方
野
辺
に 

刈
る
草
の 

束
の
間
も 

我
忘
れ
め
や

 
 

（
２
・一
一
〇
）

７ 
一
〇
五
・
一
〇
六
番
歌
に
示
さ
れ
る
大
伯
皇
女
と
大
津
皇
子
の
関

係
を
軽
大
郎
女
・
軽
太
子
の
物
語
に
重
ね
て
分
析
す
る
代
表
的
な

論
と
し
て
、
都
倉
義
孝
注
３
前
掲
論
等
が
あ
る
。

８ 

一
〇
五
・
一
〇
六
番
歌
に
示
さ
れ
る
大
伯
皇
女
と
大
津
皇
子
の
関

係
を
サ
ホ
ビ
メ
・
サ
ホ
ビ
コ
の
物
語
に
重
ね
て
分
析
す
る
代
表
的

な
論
と
し
て
、
古
橋
信
孝
「
相
聞
歌
論
」（
古
橋
信
孝
ほ
か
編
『
古

代
文
学
講
座
８ 

万
葉
集
』
一
九
九
六
・
四　

勉
誠
社
）
等
が
あ
る
。

９ 

代
表
的
な
論
と
し
て
、
多
田
一
臣
注
２
前
掲
論
、
橋
本
達
雄
「
大

津
皇
子
・
大
伯
皇
女
の
詩
歌
―
後
人
の
仮
託
か
否
か
」（『
万
葉
集

の
作
品
と
歌
風
』
一
九
九
一・
二　

笠
間
書
院
）、
平
舘
英
子
「
主

題
の
表
現
」（『
萬
葉
集
の
主
題
と
意
匠
』
一
九
九
八・二　

塙
書
房
）

等
が
あ
る
。

10 

伊
藤
博
「
天
武
天
皇
を
悼
む
歌
」『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法　

上
』

一
九
七
五
・一
一　

塙
書
房

11 

身
崎
寿
「
天
武
挽
歌
試
論
」
小
島
憲
之
監
修
、
伊
藤
博
・
稲
岡
耕

二
編
『
万
葉
集
研
究　

第
十
五
集
』
一
九
八
七
・一
一　

塙
書
房

12 

安
積
親
王
は
天
平
一
六
年
（
七
四
四
）
年
閏
一
月
一
三
日
に
薨
じ

た
こ
と
が
続
日
本
紀
に
記
さ
れ
る
。

13 

身
崎
寿
「
宮
廷
挽
歌
の
終
焉
」『
宮
廷
挽
歌
の
世
界
』
一
九
九
四
・ 

九　

塙
書
房

14 

伊
藤
博
注
10
前
掲
論
。

15 

品
田
悦
一
「
大
津
皇
子
・
大
伯
皇
女
の
歌
」
神
野
志
隆
光
・
坂
本

信
幸
企
画
編
集
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品　

第
一
巻　

初

期
万
葉
の
歌
人
た
ち
』
一
九
九
九
・
五　

和
泉
書
院

16 

引
用
す
る
三
首
の
ほ
か
に
、
10
・
二
〇
三
七
、二
二
九
六
、
11
・

二
六
七
三
、二
七
一
五
、
15
・
三
六
九
〇
、
17
・
三
九
三
八
。

17 

大
野
晋
「『
う
つ
せ
み
』
の
原
義
に
つ
い
て
」『
文
学
』
一
五
（
三
） 

一
九
四
七
・
三

18 

青
木
生
子
「
万
葉
集
に
お
け
る
「
う
つ
せ
（
そ
）
み
」
―
挽
歌
か
ら 

哀
傷
歌
へ
」『
青
木
生
子
著
作
集　

第
４
巻　

萬
葉
挽
歌
論
』

一
九
九
八
・
四　

お
う
ふ
う

19 

渡
辺
護
「『
明
日
よ
り
は
』
と
う
た
う
意
味
」『
万
葉
集
の
題
材
と

表
現
』
二
〇
〇
五
・一
一　

大
学
教
育
出
版

20 

引
用
す
る
七
首
の
ほ
か
に
、６
・九
四
一
、８
・一
四
二
七
、一
五
七
一
、 

10
・
二
一
九
五
、
12
・
三
一
五
五
、
18
・
四
〇
八
五
。

21 

伊
藤
博
『
萬
葉
集
釈
注　

一
』
一
九
九
五
・一
一　

集
英
社

22 

和
田
萃
「
大
津
皇
子
の
墓
」『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰 

　

上
』
一
九
九
五
・
三　

塙
書
房

23 

謀
反
・
反
逆
者
の
遺
骸
は
、
国
家
の
許
し
が
な
い
と
埋
葬
で
き
な

か
っ
た
こ
と
は
、
蘇
我
蝦
夷
・
入
鹿
父
子
の
事
例
（『
日
本
書
紀
』

巻
第
二
四
・
皇
極
天
皇
四
年
六
月
条
）
や
、
長
屋
王
の
事
例
（『
続

日
本
紀
』
聖
武
天
皇　

天
平
元
年
二
月
条
）
か
ら
わ
か
る
。
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24 

移
葬
が
行
わ
れ
る
時
間
帯
は
定
か
で
は
な
い
が
、
志
貴
親
王
挽
歌

（
２
・
二
三
〇
）
の
表
現
か
ら
葬
送
は
夜
に
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

25 

２
・
一
九
四
、一
九
五
、３
・
四
一
七
、四
一
八
、四
一
九
、四
二
八
、四

二
九
、四
三
〇
。

26 

「
行
路
死
人
の
遺
体
が
あ
る
場
所
」
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
「
磯
」

の
用
例
は
、
２
・
二
二
〇
、二
二
二
、３
・
四
三
五
、
13
・
三
三
四
一
。

27 

「
死
者
を
偲
ぶ
場
所
」
と
し
て
詠
ま
れ
る
磯
の
用
例
は
引
用
す

る
（22）
と
、
そ
の
ほ
か
に
、
２
・
一
八
一
、一
八
五
、３
・
四
四
七
、 

四
四
八
、９
・一
七
九
六
～
一
七
九
九
。

28 

居
駒
永
幸
「
死
者
の
う
た
の
発
生
、
そ
し
て
挽
歌
へ
」『
古
代
の

歌
と
叙
事
文
芸
史
』
二
〇
〇
三
・
三　

笠
間
書
院
。
居
駒
氏
は
注

記
と
し
て
、
当
該
歌
の
「
磯
」
も
「
境
界
性
」
か
ら
読
み
解
け
る

と
す
る
。

29 

引
用
す
る
二
首
の
ほ
か
に
、
８・
一
四
二
八
、
10
・
一
九
二
六
、 

一
八
六
八
、
13
・
三
二
二
二
、
20
・
四
五
一
一
～
四
五
一
三
。

30 

「
あ
し
び
」
は
引
用
す
る
二
首
以
外
で
も
、
旺
盛
な
活
力
や
神
聖

性
を
感
じ
さ
せ
る
花
や
、
好
ま
し
い
花
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

31 

引
用
す
る
四
首
の
ほ
か
に
、８
・一
五
〇
七
、一
五
四
九
、一
五
八
二
、 

一
五
八
九
、９
・
一
七
五
八
、
10
・
二
一
一
一
、二
二
一
六
、 

17
・
三
九
四
三
、三
九
六
六
、
18
・
四
一
一
一
。

32 

土
橋
寛
「“
見
る
”
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
」『
万
葉
集
の
文
学

と
歴
史　

土
橋
寛
論
文
集　

上
』
一
九
八
八
・
六　

塙
書
房

＊
『
万
葉
集
』・『
日
本
書
紀
』
の
用
例
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

に
拠
っ
た
。

〈
付
記
〉

　

本
稿
は
、
平
成
二
五
年
五
月
四
日
に
行
わ
れ
た
古
代
文
学
会
例
会

で
の
発
表
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
、
貴
重
な
御
意

見
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
い
と
う　

よ
し
み
・
実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


