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を
め
ぐ
る
問
題

︱
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
が
並
存
す
る
あ
り
方

︱

櫻

井

ち

ひ

ろ

一

安
貴
王
の
歌
一
首

并
せ
て
短
歌

Ａ

遠
妻
の

こ
こ
に
し
あ
ら
ね
ば

玉
桙
の

道
を
た
遠
み

思
ふ
そ
ら

安
け
な
く
に

嘆
く
そ
ら

苦
し
き
も
の
を

み
空
行
く

雲
に
も
が
も

高
飛
ぶ

鳥
に
も
が
も

明
日
行
き
て

妹
に
言
問
ひ

我
が
た
め
に

妹
も
事
な
く

妹
が
た
め

我
も
事
な
く

今
も
見
る
ご
と

た
ぐ
ひ
て

も
が
も
︵
�

・
五
三
四
・
反
歌
略
︶

右
︑
安
貴
王
︑
因
幡
の
八
上
采
女
を
娶
る
︒
係
念
極
ま
り
て
甚
し

く
︑
愛
情
尤
も
盛
り
な
り
︒
時
に
︑
勅
し
て
不
敬
の
罪
に
断
め
︑

本
郷
に
退
却
ら
し
む
︒
こ
こ
に
︑
王
の
心
悼
み
怛
び
て
︑
聊
か
に

こ
の
歌
を
作
る
︒

Ａ
は
勅
命
に
よ
っ
て
八
上
采
女
と
の
別
離
を
強
い
ら
れ
た
安
貴
王
が
︑
そ
の

悲
し
み
を
歌
っ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒
Ａ
に
関
し
て
の
議
論
の
中
心
は
︑

左
注
に
記
さ
れ
た
事
件
の
考
察
と
︑﹁
今
も
み
る
ご
と
﹂
の
句
の
訓
読
や
解
釈

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
︒
二
人
が
離
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
の
に
︑﹁
今
も
み
る

ご
と
﹂
と
歌
わ
れ
る
矛
盾
を
持
つ
歌
と
し
て
様
々
な
角
度
か
ら
考
察
さ
れ
て
き

た
が
︑
未
だ
定
説
を
見
ず
︑
議
論
が
続
い
て
い
る
状
態
で
あ
る
︒

Ａ
の
﹁
遠
妻
﹂
の
語
釈
を
み
る
と
︑
﹁
遠
く
に
離
れ
て
い
る
妻
︒
八
上
采
女

を
さ
す
︒﹂︵﹃
釋
注
﹄
︶
と
い
う
よ
う
に
︑
左
注
に
書
か
れ
た
人
間
関
係
を
も
と

に
八
上
采
女
を
表
し
て
い
る
と
の
解
釈
で
諸
注
一
致
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
Ａ
の

後
半
に
は
﹁
妹
﹂
と
い
う
語
も
存
在
し
︑
こ
れ
も
八
上
采
女
を
表
す
言
葉
だ
と

言
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
八
上
采
女
を
表
す
言
葉
が
︑
一
首
の
う
ち
に
二
つ
存

在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
諸
注
釈
︑
先
行
研
究
と
も
に
触
れ
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
︒
本
稿
で
は
同
一
人
物
を
表
す
の
に
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
と
い
う
二

語
を
用
い
︑
そ
れ
ら
が
一
首
の
う
ち
に
並
存
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
︒

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
三
四
︶
を
め
ぐ
る
問
題

一



こ
の
現
象
が
何
に
起
因
す
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
が
並
存
す

る
歌
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
︒

調
査
の
方
法
と
し
て
︑
集
中
の
歌
か
ら
一
首
の
う
ち
に
﹁
妻
﹂﹁
妹
﹂
と
い

う
語
で
同
一
人
物
を
表
す
歌
を
抽
出
す
る
︒
そ
の
際
﹁
遠
妻
﹂
の
よ
う
な
修
飾

語
が
付
く
複
合
語
の
場
合
も
﹁
妻
﹂
や
﹁
妹
﹂
と
同
等
に
扱
う
︒

足
柄
の
坂
に
過
る
に
︑
死
人
を
見
て
作
る
歌
一
首

Ｂ

小
垣
内
の

麻
を
引
き
干
し

妹
な
ね
が

作
り
着
せ
け
む

白
た
へ
の

紐
を
も
解
か
ず

一
重
結
ふ

帯
を
三
重
結
ひ

苦
し
き
に

仕
へ
奉
り

て

今
だ
に
も

国
に
罷
り
て

父
母
も

妻
を
も
見
む
と

思
ひ
つ
つ

行
き
け
む
君
は

鶏
が
鳴
く

東
の
国
の

恐
き
や

神
の
み
坂
に

和

た
へ
の

衣
寒
ら
に

ぬ
ば
た
ま
の

髪
は
乱
れ
て

国
問
へ
ど

国
を

も
告
ら
ず

家
問
へ
ど

家
を
も
言
は
ず

ま
す
ら
を
の

行
き
の
ま
に

ま
に

こ
こ
に
臥
や
せ
る
︵
�

・
一
八
〇
〇
・
挽
歌
︶

Ｃ

見
渡
し
に

妹
ら
は
立
た
し

こ
の
方
に

我
は
立
ち
て

思
ふ
そ
ら

安
け
な
く
に

嘆
く
そ
ら

安
け
な
く
に

さ
丹
塗
り
の

小
舟
も
が
も

玉
巻
き
の

小
梶
も
が
も

漕
ぎ
渡
り
つ
つ
も

語
ら
ふ
妻
を
︵
13
・
三

二
九
九
・
相
聞
︶

Ｄ

こ
も
り
く
の

泊
瀬
の
川
の

上
つ
瀬
に

鵜
を
八
つ
潜
け

下
つ
瀬
に

鵜
を
八
つ
潜
け

上
つ
瀬
の

鮎
を
食
は
し
め

下
つ
瀬
の

鮎
を
食
は

し
め

く
は
し
妹
に

鮎
を
惜
し
み

く
は
し
妹
に

鮎
を
惜
し
み

投

ぐ
る
さ
の

遠
ざ
か
り
居
て

思
ふ
そ
ら

安
け
な
く
に

嘆
く
そ
ら

安
け
な
く
に

衣
こ
そ
ば

そ
れ
破
れ
ぬ
れ
ば

継
ぎ
つ
つ
も

ま
た
も

合
ふ
と
い
へ

玉
こ
そ
ば

緒
の
絶
え
ぬ
れ
ば

く
く
り
つ
つ

ま
た
も

合
ふ
と
い
へ

ま
た
も
逢
は
ぬ
も
の
は

妻
に
し
あ
り
け
り
︵
13
・
三
三

三
〇
・
挽
歌
︶

恋
緒
を
述
ぶ
る
歌
一
首

Ｅ

妹
も
我
も

心
は
同
じ

比
へ
れ
ど

い
や
な
つ
か
し
く

相
見
れ
ば

常
初
花
に

心
ぐ
し

め
ぐ
し
も
な
し
に

は
し
け
や
し

我
が
奥
妻

大
君
の

命
恐
み

あ
し
ひ
き
の

山
越
え
野
行
き

天
離
る

鄙
治
め

に
と

別
れ
来
し

そ
の
日
の
極
み

あ
ら
た
ま
の

年
行
き
反
り

春

花
の

う
つ
ろ
ふ
ま
で
に

相
見
ね
ば

い
た
も
す
べ
な
み

し
き
た
へ

の

袖
返
し
つ
つ

寝
る
夜
落
ち
ず

夢
に
は
見
れ
ど

現
に
し

直
に

あ
ら
ね
ば

恋
し
け
く

千
重
に
積
も
り
ぬ

近
く
あ
ら
ば

帰
り
に
だ

に
も

う
ち
行
き
て

妹
が
手
枕

さ
し
交
へ
て

寝
て
も
来
ま
し
を

玉
桙
の

道
は
し
遠
く

関
さ
へ
に

隔
り
て
あ
れ
こ
そ

よ
し
ゑ
や
し

よ
し
は
あ
ら
む
そ

ほ
と
と
ぎ
す

来
鳴
か
む
月
に

い
つ
し
か
も

早

く
な
り
な
む

卯
の
花
の

に
ほ
へ
る
山
を

外
の
み
も

振
り
放
け
見

つ
つ

近
江
道
に

い
行
き
乗
ち
立
ち

あ
を
に
よ
し

奈
良
の
我
家
に

ぬ
え
鳥
の

う
ら
嘆
け
し
つ
つ

下
恋
に

思
ひ
う
ら
ぶ
れ

門
に
立
ち

夕
占
問
ひ
つ
つ

我
を
待
つ
と

寝
す
ら
む
妹
を

逢
ひ
て
は
や
見
む
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万
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︶
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︵
17
・
三
九
七
八
・
反
歌
略
︶

右
︑
三
月
二
十
五
日
夜
裏
に
︑
忽
ち
に
恋
情
を
起
し
て
作
る
︒
大

伴
宿
禰
家
持

死
に
し
妻
を
悲
傷
す
る
歌
一
首

作
主
未
詳
な
り

Ｆ

天
地
の

神
は
な
か
れ
や

愛
し
き

我
が
妻
離
る

光
る
神

鳴
り
は

た
娘
子

携
は
り

共
に
あ
ら
む
と

思
ひ
し
に

心
違
ひ
ぬ

言
は
む

す
べ

せ
む
す
べ
知
ら
に

木
綿
だ
す
き

肩
に
取
り
掛
け

倭
文
幣
を

手
に
取
り
持
ち
て

な
放
け
そ
と

我
は
祈
れ
ど

ま
き
て
寝
し

妹
が

手
本
は

雲
に
た
な
び
く
︵
19
・
四
二
三
六
・
反
歌
略
︶

右
の
二
首
︑
伝
誦
す
る
は
遊
行
女
婦
蒲
生
こ
れ
な
り
︒

集
中
に
お
い
て
同
一
の
対
象
を
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
両
方
で
表
現
し
た
の
は

以
上
の
六
例
で
あ
る
︒
二
語
が
一
首
に
並
存
す
る
現
象
は
頻
繁
に
お
こ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
用
例
を
見
て
い
く
と
︑
Ｂ
は
田

辺
福
麻
呂
歌
集
の
行
路
死
人
歌
で
あ
り
︑
死
者
に
と
っ
て
の
﹁
妹
﹂
が
歌
い
手

に
よ
っ
て
﹁
妹
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
Ｃ
は
結
句
の
訓
読
や
七
夕
歌
と
見
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る①

が
︑
本
稿
で
は
岡
嶌
秀
仁
氏②

ら
の
研
究
に
従

い
﹁
語
ら
ふ
妻
を
﹂
と
訓
読
し
︑
七
夕
歌
と
す
る
︒
Ｄ
は
﹁
泊
瀬
地
方
の
漁
民

の
歌
に
知
識
人
が
後
半
を
加
え
た
︵
そ
の
際
︑
部
分
的
改
変
が
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
︶
の
が
こ
の
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
た
だ
し
︑
元
の
歌
は
挽
歌
で
は
な

く
︑
鮎
の
鵜
飼
漁
の
た
め
に
妻
と
離
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
歌
で
は
な
い
か
と

想
像
し
て
い
る
︒
﹂
︵
曽
倉
岑
﹃
全
注

巻
十
三
﹄︶
と
あ
る
よ
う
に
歌
の
実
態

が
つ
か
み
に
く
い
が
︑
内
容
や
対
句
の
用
い
方
な
ど
か
ら
泊
瀬
地
方
の
歌
謡
と

し
て
伝
誦
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
注
釈
書
が
多
い
︒
Ｅ
は
大
伴
家
持
の
歌
で

あ
り
︑﹁
忽
ち
に
恋
情
を
起
し
て
作
る
︒
﹂
と
あ
る
︒
Ｆ
は
題
詞
に
﹁
死
に
し
妻

を
悲
傷
す
る
歌
﹂
と
あ
り
︑
作
者
も
未
詳
と
さ
れ
る
が
︑
左
注
に
遊
行
女
婦
の

蒲
生
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
歌
を
見
る
と
︑
行
路
死
人
歌
︵
Ｂ
︶
や
七
夕
歌
︵
Ｃ
︶
な
ど
伝
説
︑

事
件
な
ど
を
題
材
に
し
た
歌
や
︑
伝
誦
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
歌
︵
Ｄ
・
Ｆ
︶
が

多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒

こ
れ
ま
で
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
が
一
首
の
う
ち
に
並
存
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
背
景
の
一
つ
に
︑
二
語
は
ほ
ぼ
同
義
に
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
︒
﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
用
例
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

語
の
傾
向
を
調
べ
︑
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
考
察
す

る
︒

二

万
葉
歌
中
の
呼
称
の
研
究
と
し
て
品
田
悦
一
氏③

﹁
万
葉
和
歌
に
お
け
る
呼
称

の
表
現
性
﹂
が
あ
る
︒
品
田
氏
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
存
在
す
る
﹁
妹
﹂﹁
子
﹂

﹁
背
﹂﹁
君
﹂
と
い
う
呼
称
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
ち
作
品
の
造
型
に
い
か
に

参
与
し
た
か
と
い
う
問
い
を
立
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
を
行
っ
た
︒
そ
の
中
で
︑

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
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四
︶
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呼
称
を
選
択
す
る
際
の
原
理
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
帰
結
す
る
︒

い
っ
た
い
呼
称
の
使
用
と
は
本
来
主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
︑
甲
が
乙
を

呼
ぶ
呼
び
方
に
は
常
に
一
定
の
可
能
性
の
幅
が
あ
り
︑
甲
は
そ
の
広
が
り

の
中
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
最
も
適
切
と
感
ぜ
ら
れ
る
呼
称
を
そ
の

つ
ど
選
択
し
て
く
る
の
で
あ
る
︒

呼
称
は
相
手
に
対
す
る
心
理
的
な
距
離
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
と
い
う
考
え
に
基

づ
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
の
持
つ
相
手
と
の
距
離
感
や
特
殊
性
を
指
摘
し
て
い

る
︒
品
田
氏
の
論
は
︑
歌
の
中
で
相
手
を
い
か
に
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
大
変
示
唆
的
で
あ
る
︒
一
方
で
﹁
呼
ぶ
﹂
行
為
や

﹁
呼
称
﹂
の
範
疇
か
ら
外
れ
る
﹁
人
﹂
や
﹁
妻
﹂
と
い
っ
た
語
は
こ
れ
ま
で
詳

細
に
そ
の
特
徴
が
論
じ
ら
れ
て
く
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
本
稿
で
は
歌
の
中
で

相
手
を
あ
る
言
葉
で
表
す
こ
と
は
︑
相
手
を
呼
ぶ
と
い
う
行
為
に
準
じ
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
し
︑﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
語
が
ま
っ
た
く
同
様
な
意

味
範
疇
に
属
す
る
語
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
︒

ま
ず
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
用
例
数
を
比
較
す
る
と
﹁
妹
﹂
の
用
例
は
六
百
例

を
超
え
る
が
︑
人
物
を
表
す
﹁
妻
﹂
は
百
例
に
届
か
な
い④

︒
こ
れ
は
あ
る
人
物

と
配
偶
関
係
に
あ
る
女
性
を
表
す
際
に
﹁
妹
﹂
と
い
う
言
葉
が
歌
の
中
で
選
ば

れ
や
す
か
っ
た
こ
と
を
示
す
︒
し
か
し
︑
題
詞
に
お
い
て
は
﹁
妹
﹂
の
語
を
用

い
て
表
さ
れ
る
人
物
は
︑
兄
弟
関
係
の

妹
い
も
う
と

に
限
ら
れ
て
お
り
︑
歌
で
多
く
用

い
ら
れ
る
想
い
の
対
象
と
し
て
の
女
性
を
指
す
用
例
は
存
在
し
な
い
︒
客
観
的

な
関
係
を
示
す
必
要
が
あ
る
題
詞
で
は
配
偶
関
係
に
あ
る
女
性
を
表
す
際
に

﹁
妻
﹂
が
選
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
と
同
様
に
動
物
の
つ
が
い
の

片
方
を
表
す
時
に
﹁
妻
﹂
を
用
い
る
例
が
多
く
︑
枕
詞
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い

る
﹁
妻
﹂
を
除
い
た
︑
対
象
を
表
す
﹁
妻
﹂
の
用
例
一
三
〇
例
ほ
ど
の
う
ち
︑

四
五
例
ほ
ど
を
占
め
て
い
る
︒
動
物
の
つ
が
い
の
関
係
を
第
三
者
の
立
場
か
ら

把
握
し
︑
表
現
す
る
際
に
歌
い
手
は
﹁
妻
﹂
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︑﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
修
飾
語
に
も
差
異
が
あ
る
︒

黒
牛
潟
潮
干
の
浦
を
紅
の
玉
裳
裾
引
き
行
く
は
誰
が
妻
︵
�

・
一
六
七

二
︶

﹁
誰
が
妻
﹂
の
用
例
は
右
と
巻
20
・
四
三
九
七
の
二
例
で
あ
る
︒
一
方
﹁
誰
が

妹
﹂
の
よ
う
な
表
現
は
存
在
し
な
い
︒
ま
た
﹁
人
妻
﹂
の
用
例
は
八
例
存
在
す

る
が
︑﹁
人
の
妹
﹂
の
よ
う
な
表
現
は
例
が
な
い
︒
こ
こ
か
ら
﹁
妹
﹂
に
は
私

の
と
い
う
主
観
的
認
識
に
基
づ
く
所
有
意
識
が
既
に
含
ま
れ
た
語
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒﹁
妹
﹂
と
は
︑
私
の
﹁
妹
﹂
以
外
に
は
無
く
︑
ゆ
え
に
﹁
誰
が
妹
﹂

や
﹁
人
の
妹
﹂
と
い
う
表
現
は
な
い
の
で
あ
る
︒

一
方
﹁
妻
﹂
は
所
有
の
基
点
が
自
己
に
限
ら
ず
︑
第
三
者
の
所
有
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
﹁
人
妻
﹂
︑
所
有
関
係
の
明
確
で
な
い
場
合
は
﹁
誰
が
妻
﹂
の

よ
う
に
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
語
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
つ
ま
り
︑
原
則
的
に

﹁
妹
﹂
は
一
組
の
男
女
の
直
接
的
関
係
の
中
で
し
か
用
い
る
こ
と
が
出
来
な
い

が
︑﹁
妻
﹂
は
自
己
の
配
偶
者
も
︑
他
人
の
配
偶
者
も
表
す
と
い
う
違
い
が
あ

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
三
四
︶
を
め
ぐ
る
問
題
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る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
傾
向
の
違
い
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な

る
︒�

｢妹
﹂
は
歌
の
中
で
用
い
ら
れ
︑
基
本
的
に
自
ら
に
と
っ
て
の
親
し
い
女

性
を
表
現
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
︒
男
女
二
人
の
直
接
的
な
関
係
で
用
い

ら
れ
る
語
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
見
る
他
者
か
ら
は
︑
そ
の
女
性
を
﹁
妹
﹂

と
は
多
く
の
場
合
表
現
し
な
い
︒

�
｢妻
﹂
は
︑
第
三
者
の
視
点
か
ら
ペ
ア
︵
男
女
︑
動
物
の
つ
が
い
︶
の
関

係
性
を
表
現
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
自
己
の
配
偶
者
も

他
者
の
配
偶
者
も
表
す
こ
と
が
出
来
る
が
︑
直
接
的
関
係
に
お
い
て
は
︑

﹁
妹
﹂
が
選
ば
れ
る
傾
向
が
強
い
︒

こ
の
よ
う
に
直
接
・
間
接
︑
主
観
・
客
観
と
い
う
よ
う
な
違
い
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
Ａ
の
よ
う
に
一
首
に
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
語
が
同
じ
対
象
の
表

現
と
し
て
並
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
き
わ
め
て
特
殊
な
あ
り
方
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

三

﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
用
い
ら
れ
方
の
傾
向
の
差
異
か

ら
︑
同
一
の
対
象
の
表
現
と
し
て
歌
一
首
に
並
存
す
る
こ
と
の
特
殊
性
を
指
摘

し
た
が
︑﹃
古
事
記
﹄
歌
謡
の
中
で
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
を
対
句
で
用
い
た
歌
に

注
目
し
た
の
が
阪
下
圭
八
氏⑤

で
あ
る
︒
阪
下
氏
が
問
題
に
し
た
歌
を
挙
げ
る
︒

Ｇ

あ
し
ひ
き
の

山
田
を
作
り

山
高
み

下
樋
を
走
せ

下
訪
ひ
に

我

が
訪
ふ
妹
を

下
泣
き
に

我
が
泣
く
妻
を

今
夜
こ
そ
は

安
く
肌
触

れ
︵
記
・
七
八
︶

Ｈ

あ
し
ひ
き
の

山
田
を
作
り

山
高
み

下
樋
を
走
せ

下
泣
き
に

我

が
泣
く
妻

片
泣
き
に

我
が
泣
く
妻

今
夜
こ
そ

安
く
膚
触
れ

︵
紀
・
六
九
︶

Ｉ

こ
も
り
く
の

泊
瀬
の
川
の

上
つ
瀬
に

斎
杙
を
打
ち

下
つ
瀬
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

在
り
と

言
は
ば
こ

そ
よ

家
に
も
行
か
め

国
を
も
偲
は
め
︵
記
・
九
〇
︶

Ｊ

こ
も
り
く
の

泊
瀬
の
川
の

上
つ
瀬
に

い
杭
を
打
ち

下
つ
瀬
に

ま
杭
を
打
ち

い
杭
に
は

鏡
を
掛
け

ま
杭
に
は

ま
玉
を
掛
け

ま

玉
な
す

我
が
思
ふ
妹
も

鏡
な
す

我
が
思
ふ
妹
も

あ
り
と
い
は
ば

こ
そ

国
に
も

家
に
も
行
か
め

誰
が
故
か
行
か
む
︵
万
・
13
・
三
二

六
三
︶

こ
れ
ら
の
歌
は
と
も
に
允
恭
記
の
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
の
物
語
中
に
存
在
す

る
︒
傍
線
部
に
﹁
妹
﹂
と
﹁
妻
﹂
と
が
対
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
︑
阪
下

氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
︒

歌
語
・
詩
語
に
属
す
る
﹁
妹
﹂
に
ひ
き
比
べ
て
い
え
ば
︑
﹁
妻
﹂
は
散
文

の
言
葉
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
私
の
注
目
す
る
の
は
︑
右
の
よ
う
に
意
味
と

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
三
四
︶
を
め
ぐ
る
問
題
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性
質
を
異
に
す
る
﹁
妹
﹂
と
﹁
妻
﹂
が
対
を
な
し
て
う
た
わ
れ
る
こ
と
は
︑

通
常
の
相
聞
歌
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
一
事
で
あ
る
︒

﹃
古
事
記
﹄︑﹃
日
本
書
紀
﹄︑﹃
万
葉
集
﹄
を
通
じ
て
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
を
対
句

で
用
い
る
例
は
Ｇ
︑
Ｉ
以
外
に
な
く
︑
さ
ら
に
そ
の
用
例
が
允
恭
記
の
軽
太
子

の
物
語
に
の
み
二
例
存
在
す
る
こ
と
か
ら
︑﹁
妻
﹂
だ
け
が
用
い
ら
れ
る
Ｈ
︑

﹁
妹
﹂
だ
け
が
用
い
ら
れ
る
Ｊ
と
い
う
本
来
の
形
か
ら
物
語
中
の
同
母
兄
妹
の

﹁
禁
断
の
恋
に
同
調
さ
せ
る
べ
く
︑
右
の
対
句
が
意
識
的
に
作
意
さ
れ
た
﹂
と

結
論
づ
け
て
い
る
︒
つ
ま
り
阪
下
氏
は
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
が
対
に
な
っ
た
句
は

物
語
の
具
体
性
に
即
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
不
自
然
な
も
の
で
あ
る
と
し

て
い
る
︒

Ｇ
︑
Ｉ
は
対
の
形
で
の
並
存
で
あ
っ
た
が
︑﹃
古
事
記
﹄
歌
謡
に
は
対
で
は

な
い
形
で
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
が
並
存
す
る
歌
が
も
う
一
例
存
在
す
る
︒

ぬ
ば
た
ま
の

黒
き
御
衣
を

ま
具
に

取
り
装
ひ

沖
つ
鳥

胸
見
る

時

羽
叩
き
も

こ
れ
は
適
は
ず

辺
つ
波

背
に
脱
き
棄
て

鴗
鳥
の

青
き
御
衣
を

ま
具
に

取
り
装
ひ

沖
つ
鳥

胸
見
る
時

羽
叩
き
も

此
も
適
は
ず

辺
つ
波

背
に
脱
き
棄
て

山
県
に

蒔
き
し
藍
蓼
舂
き

染
木
が
汁
に

染
衣
を

ま
具
に

取
り
装
ひ

沖
つ
鳥

胸
見
る
時

羽
叩
き
も

此
し
宜
し

い
と
こ
や
の

妹
の
命

群
鳥
の

我
が
群
れ

往
な
ば

引
け
鳥
の

我
が
引
け
往
な
ば

泣
か
じ
と
は

汝
は
言
ふ
と

も

山
本
の

一
本
薄

項
傾
し

汝
が
泣
か
さ
ま
く

朝
雨
の

霧
に

立
た
む
ぞ

若
草
の

妻
の
命

事
の

語
り
言
も

此
を
ば
︵
記
・

四
︶

こ
の
歌
謡
は
﹁
神
語
﹂
と
呼
ば
れ
る
﹃
古
事
記
﹄
歌
謡
の
一
つ
で
あ
り
︑
現
在

の
研
究
で
は
物
語
部
分
を
前
提
に
し
て
構
成
さ
れ
た
﹁
物
語
歌⑥

﹂
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
歌
に
も
須
勢
理
毘
売
命
を
表
す
﹁
妹
﹂
と
﹁
妻
﹂
が
並
存

し
︑
加
え
て
﹁
汝
﹂
と
い
う
表
現
も
存
在
す
る
︒

こ
れ
ら
は
軽
太
子
の
物
語
や
神
語
に
即
し
て
構
成
さ
れ
た
歌
と
言
え
︑
そ
れ

は
︑
先
に
見
た
﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
並
存
す
る
歌
に
伝
説
や
事

件
を
題
材
に
し
た
歌
が
多
い
こ
と
と
共
通
す
る
︒

四

さ
て
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
物
語
や
伝
説
を
素
材
と
す
る
歌
の
中
で
︑
人

物
を
表
す
言
葉
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
高
橋
虫
麻
呂
は
各

地
の
伝
説
を
素
材
と
す
る
歌
を
詠
み
﹁
伝
説
歌
人
﹂
と
も
言
わ
れ
る
︒
そ
の
中

で
伝
説
の
人
物
を
歌
に
詠
み
込
む
際
に
特
徴
が
あ
る
も
の
を
載
せ
る
︒

水
江
の
浦
島
子
を
詠
む
一
首

Ｋ

春
の
日
の

霞
め
る
時
に

墨
吉
の

岸
に
出
で
居
て

釣
舟
の

と
を

ら
ふ
見
れ
ば

古
の

こ
と
そ
思
ほ
ゆ
る

水
江
の

浦
島
子
が

鰹
釣

り

鯛
釣
り
誇
り

七
日
ま
で

家
に
も
来
ず
て

海
界
を

過
ぎ
て
漕

ぎ
行
く
に

海
神
の

神
の
娘
子
に

た
ま
さ
か
に

い
漕
ぎ
向
か
ひ

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
三
四
︶
を
め
ぐ
る
問
題
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相
と
ぶ
ら
ひ

言
成
り
し
か
ば

か
き
結
び

常
世
に
至
り

海
神
の

神
の
宮
の

内
の
重
の

妙
な
る
殿
に

携
は
り

二
人
入
り
居
て

老

い
も
せ
ず

死
に
も
せ
ず
し
て

永
き
世
に

あ
り
け
る
も
の
を

世
の

中
の

愚
か
人
の

我
妹
子
に

告
り
て
語
ら
く

し
ま
し
く
は

家
に

帰
り
て

父
母
に

事
も
語
ら
ひ

明
日
の
ご
と

我
は
来
な
む
と

言

ひ
け
れ
ば

妹
が
言
へ
ら
く

常
世
辺
に

ま
た
帰
り
来
て

今
の
ご
と

逢
は
む
と
な
ら
ば

こ
の
櫛
笥

開
く
な
ゆ
め
と

そ
こ
ら
く
に

堅
め

し
こ
と
を

墨
吉
に

帰
り
来
り
て

家
見
れ
ど

家
も
見
か
ね
て

里

見
れ
ど

里
も
見
か
ね
て

怪
し
み
と

そ
こ
に
思
は
く

家
ゆ
出
で
て

三
年
の
間
に

垣
も
な
く

家
も
失
せ
め
や
と

こ
の
箱
を

開
き
て
見

て
ば

も
と
の
ご
と

家
は
あ
ら
む
と

玉
櫛
笥

少
し
開
く
に

白
雲

の

箱
よ
り
出
で
て

常
世
辺
に

た
な
び
き
ぬ
れ
ば

立
ち
走
り

叫

び
袖
振
り

臥
い
ま
ろ
び

足
ず
り
し
つ
つ

た
ち
ま
ち
に

心
消
失
せ

ぬ

若
か
り
し

肌
も
皺
み
ぬ

黒
か
り
し

髪
も
白
け
ぬ

ゆ
な
ゆ
な

は

息
さ
へ
絶
え
て

後
遂
に

命
死
に
け
る

水
江
の

浦
島
子
が

家
所
見
ゆ
︵
�

・
一
七
四
〇
・
反
歌
略
︶

Ｋ
は
浦
島
伝
説
を
素
材
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
登
場
人
物
を
表
す
言
葉
に

即
し
て
見
て
い
く
と
︑
前
半
の
﹁
海
神
の
神
の
宮
﹂
に
行
く
こ
と
に
な
る
叙
事

の
部
分
で
は
︑﹁
神
の
娘
子
﹂
と
表
さ
れ
る
人
物
が
︑
中
盤
以
降
浦
島
子
と
直

接
会
話
す
る
場
面
で
は
﹁
我
妹
子
﹂
や
﹁
妹
﹂
と
表
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

先
に
見
た
よ
う
に
﹁
妹
﹂
は
自
己
を
基
点
と
し
て
身
近
な
相
手
を
表
す
時
に
用

い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
虫
麻
呂
が
﹁
神
の
娘
子
﹂
に
対
し
て
用
い
る
の
は
集

中
の
﹁
妹
﹂
の
用
い
ら
れ
方
一
般
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
一
方
﹁
神
の

娘
子
﹂
を
﹁
妹
﹂
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
﹁
浦
島
子
﹂
は
﹁
愚
か

人
﹂
と
い
う
表
現
に
変
わ
る
だ
け
で
そ
れ
以
外
は
一
貫
し
て
﹁
浦
島
子
﹂
と
い

う
客
観
的
な
言
葉
で
表
さ
れ
続
け
る
︒
ま
た
︑
最
後
は
﹁
浦
島
子
が

家
所
見

ゆ
﹂
と
歌
い
手
自
身
の
行
動
が
歌
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
︑
歌
全

体
は
歌
い
手
の
立
場
を
守
り
叙
事
的
に
歌
わ
れ
て
い
る
が
︑
女
性
の
登
場
人
物

を
表
す
こ
と
ば
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
現
象
に
つ
い
て
清
水
克
彦
氏⑦

は
︑
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒

一
般
的
に
言
っ
て
︑﹁
吾
妹
子
﹂
︑﹁
妹
﹂
と
い
う
の
は
︑
妻
︑
愛
人
︑
姉

妹
な
ど
の
よ
う
な
︑
自
分
に
と
っ
て
親
し
い
女
性
を
呼
ぶ
言
葉
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
虫
麻
呂
作
に
お
い
て
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
︑
虫
麻
呂
自

身
の
妻
で
も
愛
人
で
も
姉
妹
で
も
な
い
︒
右
二
歌
︵
Ｋ
お
よ
び
�

・
一
八

〇
九
︱
引
用
者
注
︶
に
そ
く
し
て
言
え
ば
︑
そ
れ
は
伝
説
の
中
の
女
主
人

公
た
ち
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
言
葉
を
︑﹁
吾
が
愛
す
る
女
主
人
公
﹂

と
で
も
訳
し
て
︑
合
理
的
に
解
釈
す
る
事
は
出
来
る
が
︑
そ
う
訳
す
る
に

し
ろ
︑
し
な
い
に
し
ろ
︑
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
︑
虫
麻
呂
の
︑
伝
説
の
女

主
人
公
に
対
す
る
接
近
の
意
欲
を
︑
結
合
の
願
望
を
見
出
し
う
る
で
あ
ろ

う
︒

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
三
四
︶
を
め
ぐ
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問
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つ
ま
り
﹁
妹
﹂
と
い
う
相
手
を
表
す
言
葉
を
用
い
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
︑
虫

麻
呂
の
女
主
人
公
に
対
す
る
心
理
的
距
離
の
近
さ
を
見
出
し
て
い
る
︒
た
だ
清

水
氏
は
他
の
虫
麻
呂
歌
集
歌
や
作
歌
︑
他
の
伝
説
歌
と
比
較
し
女
性
と
の
結
合

の
願
望
の
強
さ
を
虫
麻
呂
の
特
徴
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
︑
歌
う
立
場
と
相
手

を
表
す
言
葉
に
違
和
が
あ
る
と
い
う
問
題
は
︑
む
し
ろ
伝
説
を
素
材
に
し
て
い

る
ゆ
え
に
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
な
物
語
や
伝
説
を
歌
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
際
の
歌
い
手
の
立
場

の
問
題
に
つ
い
て
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
は
︑
人
麻
呂
歌
集
の
七
夕
歌
が
こ
れ
ま
で

多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
七
夕
歌
は
表
現
か
ら
︑
牽
牛
・
織
女
と
い
う
当

事
者
の
立
場
か
ら
歌
わ
れ
る
﹁
当
事
者
詠
﹂︑
第
三
者
の
立
場
か
ら
歌
わ
れ
る

﹁
第
三
者
詠
﹂
と
に
分
け
解
釈
や
歌
群
の
構
成
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
き
た⑧

が
︑

人
麻
呂
歌
集
の
七
夕
歌
に
は
︑﹁
当
事
者
詠
﹂﹁
第
三
者
詠
﹂
の
表
現
の
特
徴
を

併
せ
も
つ
歌
が
多
く
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た⑨

︒
菊
川
恵
三
氏⑩

は
歌
の
﹁
呼
称

と
立
場
﹂
に
注
目
し
︑
そ
の
用
例
の
特
殊
性
を
論
じ
た
︒

Ｌ

八
千
桙
の
神
の
御
代
よ
り
乏
し
妻
人
知
り
に
け
り
継
ぎ
て
し
思
へ
ば

︵
10
・
二
〇
〇
二
︶

菊
川
氏
は
﹁
妻
﹂
が
用
い
ら
れ
る
こ
の
歌
を
﹁
二
星
別
離
の
起
源
を
問
題
に

す
る
わ
け
だ
が
︑
極
め
て
説
明
的
︑
第
三
者
的
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
﹂
と

し
て
い
る
︒
し
か
し
歌
の
最
後
に
は
﹁
継
ぎ
て
し
思
へ
ば
﹂
と
牽
牛
の
心
情
が

歌
わ
れ
て
い
る
た
め
︑
短
歌
一
首
の
う
ち
に
視
点
の
転
換
が
行
わ
れ
た
例
と
し

て
取
り
上
げ
て
い
る
︒

Ｍ

汝
が
恋
ふ
る
妹
の
命
は
飽
き
足
ら
に
袖
振
る
見
え
つ
雲
隠
る
ま
で
︵
10
・

二
〇
〇
九
︶

Ｍ
は
第
三
者
詠
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
織
女
の
こ
と
を
﹁
妹
﹂
と
表
現
し
て
い

る
︒
こ
れ
は
自
己
の
思
い
の
対
象
に
用
い
る
と
い
う
﹁
妹
﹂
の
原
則
的
な
使
い

方
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
渡
瀬
昌
忠
氏⑪

の
説
は
Ｍ
を
月
人

壮
子
の
立
場
の
歌
と
し
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
と
し
て
も
第
三
者
で
あ
る
月
人

壮
子
が
﹁
妹
﹂
と
表
し
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
︒
菊
川
氏⑫

は
こ
の
﹁
立

場
の
混
在
﹂
に
つ
い
て
︑

人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
で
は
︑
当
事
者
︑
第
三
者
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
を

守
っ
た
静
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
時
に
相
互
に
移
動
す
る
動
的
な
も
の
な

の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
あ
る
種
の
混
沌
で
あ
り
︑
次
の
時
代
に
は
し
だ
い
に

整
理
さ
れ
て
ゆ
く
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

と
︑
創
作
の
﹁
初
期
的
な
様
相
﹂
の
一
つ
の
﹁
混
沌
﹂
と
と
ら
え
︑﹁
歌
一
首

の
レ
ベ
ル
で
一
人
称
と
三
人
称
の
間
で
動
く
自
由
を
持
つ
の
が
人
麻
呂
歌
集
七

夕
歌
の
特
徴
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
﹂
と
結
ん
で
い
る
︒

歌
う
立
場
と
相
手
を
表
す
言
葉
の
違
和
と
い
う
問
題
は
﹃
古
事
記
﹄
の
﹁
物

語
歌
﹂
に
も
存
在
し
︑
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
以
降
の
伝
説
歌
に
も
存
在
す
る
も

の
で
あ
り
︑
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
固
有
の
特
徴
で
は
な
い
︒
こ
れ
ら
の
歌
の
共

通
点
と
し
て
︑
伝
説
や
物
語
と
い
う
自
己
の
経
験
か
ら
離
れ
た
も
の
を
素
材
と

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
三
四
︶
を
め
ぐ
る
問
題
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し
て
歌
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
歌
い
手
が
第
三
者
詠
を
と
る
と
き
︑

そ
の
世
界
を
客
観
的
に
眺
め
て
叙
事
的
に
歌
っ
た
り
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
状

況
や
感
情
と
関
連
さ
せ
た
り
し
て
歌
お
う
と
い
う
心
理
が
働
く
の
だ
ろ
う
︒
当

事
者
の
立
場
に
立
つ
と
き
に
は
︑
伝
説
や
物
語
の
登
場
人
物
の
心
情
を
慮
っ
て

歌
う
こ
と
で
そ
の
世
界
と
の
距
離
を
縮
め
よ
う
と
す
る
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
︒

こ
れ
を
人
物
を
表
す
言
葉
の
問
題
に
つ
い
て
あ
て
は
め
れ
ば
︑
当
事
者
詠
に

お
い
て
登
場
人
物
が
客
観
的
な
固
有
名
詞
や
﹁
妻
﹂
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と

は
人
物
の
提
示
や
物
語
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
逆
に
第
三
者
の
立
場
か
ら
主
観
的
な
﹁
妹
﹂
と
い
う

言
葉
で
登
場
人
物
が
歌
わ
れ
る
の
は
︑
対
詠
的
な
歌
の
形
式
を
伝
説
を
素
材
と

す
る
歌
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ
る
︑
歌
い
手
ひ
い
て
は
聞
き
手
の
登
場
人

物
の
心
理
へ
の
寄
り
添
い
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
は
︑
聞
き
手
に

対
す
る
効
果
で
選
び
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
聞
き
手
と
の
伝
説
や
物
語
の
共

有
を
目
的
と
し
た
客
観
的
な
表
現
と
︑
そ
の
中
に
ま
で
入
り
込
も
う
と
す
る
こ

と
に
よ
る
主
観
的
な
表
現
が
一
首
の
う
ち
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
こ
の
不
統
一
と

も
見
ら
れ
る
歌
と
な
っ
た
の
で
あ
り
︑
主
・
客
両
者
の
立
場
を
持
つ
こ
と
が
物

語
や
伝
説
を
歌
う
方
法
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
歌
の
中
で
人
物
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
歌
の
立
場
を
知
る
た
め
の
大
き
な
手
が
か
り

と
な
る
︒﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
は
指
し
示
す
対
象
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
︑
主
観

的
・
客
観
的
︑
直
接
的
・
間
接
的
と
い
う
差
異
が
あ
る
語
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ

の
語
が
一
首
の
う
ち
に
並
存
す
る
こ
と
は
︑
対
象
の
捉
え
方
が
二
つ
あ
る
と
言

え
︑
そ
こ
に
歌
い
手
の
立
場
の
変
化
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
︒

五

｢妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
並
存
す
る
歌
に
立
ち
戻
れ
ば
Ｂ
︑
Ｃ
は
事
件
や
伝
説
を

題
材
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
Ｄ
︑
Ｆ
も
ま
た
伝
誦
の
可
能
性
を
持
つ
歌
で
あ

る
︒
Ｅ
は
家
持
歌
で
あ
る
︒

大
伴
宿
禰
家
持
︑
娘
子
が
門
に
至
り
て
作
る
歌
一
首

Ｎ

か
く
し
て
や
な
ほ
や
退
ら
む
近
か
ら
ぬ
道
の
間
を
な
づ
み
参
ゐ
来
て

︵
�

・
七
〇
〇
︶

家
持
の
恋
歌
に
は
Ｎ
の
よ
う
に
︑
そ
の
虚
構
性⑬

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ

り
︑
家
持
が
聞
き
手
を
意
識
し
て
︑
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
を
説
明
的
に
記
述

︵
一
種
の
物
語
化
︶
し
た
上
で
︑
自
己
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
く
書
き
方
が

﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
並
存
を
生
ん
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

で
は
Ａ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
Ａ
に
は
そ
の
作
歌
状
況
が
詳
し
く
書
か
れ
て
お

り
︑
安
貴
王
が
自
ら
の
悲
恋
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
歌

の
あ
り
方
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
﹁
此
の
歌
は
冒
頭
の
歌
ひ
出
し
に
し
て
も
︑

対
句
を
多
く
用
ゐ
て
あ
る
所
も
大
体
民
謡
的
で
作
者
個
人
の
独
創
的
な
点
は
少

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
三
四
︶
を
め
ぐ
る
問
題
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い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒﹂︵﹃
私
注
﹄︶
と
い
う
よ
う
に
こ
の
歌
に
口
誦

性
を
指
摘
す
る
注
釈
書
も
存
在
す
る
が
︑
そ
れ
ら
の
注
釈
書
で
も
安
貴
王
の
実

作
と
い
う
見
方
の
ま
ま
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂

と
い
う
二
通
り
の
言
葉
で
対
象
を
把
握
し
て
い
る
と
い
う
点
を
考
え
る
と
︑
そ

の
考
え
に
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
︒
自
ら
の
想
い
の
対
象
で
あ
れ
ば

﹁
妹
﹂
と
表
現
す
る
は
ず
で
あ
る
が
︑﹁
遠
妻
﹂
と
い
う
客
観
的
な
把
握
で
あ
り

か
つ
説
明
的
な
語
で
表
現
が
並
存
し
て
い
る
の
は
︑
そ
の
主
観
・
客
観
の
視
点

を
併
せ
持
つ
こ
と
が
で
き
る
第
三
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
す
る
方
が
ふ
さ
わ

し
い
と
考
え
る
︒
曽
倉
岑
氏⑭

に
も
歌
の
末
尾
が
五
七
七
七
形
式
で
あ
る
こ
と
や

﹁
遠
妻
﹂﹁
玉
鉾
の
道
を
た
遠
み
﹂
の
用
法
︑
宴
席
歌
的
性
格
を
根
拠
と
し
て
非

自
作
説
を
主
張
し
た
詳
細
な
論
考
が
あ
る
が
こ
の
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
並
存
と

い
う
現
象
も
非
自
作
説
の
根
拠
の
一
つ
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

本
稿
は
歌
の
中
で
人
物
を
表
す
言
葉
︑
特
に
配
偶
す
る
女
性
を
表
す
言
葉
は

ど
の
よ
う
に
し
て
選
び
取
ら
れ
る
の
か
︑
と
い
う
疑
問
を
出
発
点
と
し
﹁
妻
﹂

と
﹁
妹
﹂
が
一
首
の
う
ち
に
並
存
す
る
歌
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て

き
た
︒
歌
う
立
場
と
表
現
の
違
和
は
﹃
古
事
記
﹄
の
物
語
歌
や
︑
人
麻
呂
歌
集

七
夕
歌
な
ど
︑
伝
説
を
題
材
と
し
て
取
り
込
む
歌
や
物
語
を
前
提
と
す
る
歌
謡

に
お
い
て
存
在
し
て
き
た
︒
こ
れ
を
︑
歌
謡
や
特
定
の
作
者
の
特
徴
と
す
る
考

え
も
あ
る
が
︑
物
語
や
伝
説
と
い
う
自
己
の
経
験
で
は
な
い
事
柄
を
歌
に
す
る

際
に
生
じ
る
現
象
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
妻
﹂
と

﹁
妹
﹂
の
並
存
は
︑
歌
い
手
の
立
場
の
変
化
の
表
れ
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
︑

そ
の
変
化
は
物
語
や
伝
説
を
歌
う
方
法
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
︒こ

れ
ま
で
一
首
の
う
ち
に
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
が
並
存
す
る
現
象
は
︑
そ
の
対

象
が
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
十
分
に
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う

に
思
う
︒
そ
し
て
︑
歌
の
立
場
や
人
称
転
換
を
考
え
る
際
に
は
︑
自
称
や
自
称

敬
語
と
い
っ
た
問
題
が
主
に
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
対
象
を
表
す
言
葉

に
は
そ
の
対
象
に
対
す
る
歌
い
手
の
心
理
的
な
距
離
が
表
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

相
手
を
表
す
言
葉
か
ら
︑
歌
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
研
究
は
多
く
な
い
︒

本
稿
は
﹁
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
並
存
す
る
歌
に
絞
っ
て
考
察
を
行
っ
た
が
︑
他
の

人
物
を
表
す
言
葉
や
そ
の
用
い
ら
れ
方
を
通
し
て
歌
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

注①

﹃
注
釋
﹄
﹃
釋
注
﹄
な
ど
は
七
夕
歌
と
し
て
い
る
︒
曽
倉
﹃
全
注
﹄
は
七
夕
歌
で
は

な
い
と
し
て
い
る
が
︑
憶
良
の
七
夕
歌
︵
�

・
一
五
二
〇
︶
を
踏
ま
え
て
い
る
と
し

て
お
り
︑
七
夕
歌
と
の
関
連
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
︒

②

岡
嶌
秀
仁
﹁﹃
相
語
妻
遠
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
巻
十
三
︑
三
二
九
九
歌
の
解

︱
﹂

︵﹃
論
集

古
代
の
歌
と
説
話
﹄
平
成
二
年
︑
和
泉
書
院
︶

③

品
田
悦
一
﹁
万
葉
和
歌
に
お
け
る
呼
称
の
表
現
性
﹂
︵
﹃
万
葉
集
研
究

第
十
六

集
﹄
昭
和
六
十
三
年
︑
塙
書
房
︶

④

訓
読
に
よ
る
差
異
が
あ
る
が
︑﹁
妹
﹂
を
用
い
る
歌
は
六
四
八
首
︑
人
物
を
表
す

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
三
四
︶
を
め
ぐ
る
問
題

一
〇



﹁
妻
﹂
は
九
〇
例
ほ
ど
で
あ
る
︒

⑤

阪
下
圭
八
﹁
軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物
語

︱
﹃
古
事
記
﹄・﹃
日
本
書
紀
﹄
の
方

法
と
表
現

︱
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
六
十
八
︱
五
号
︑
平
成
三
年
五
月
︶

⑥

物
語
と
と
も
に
生
成
し
た
歌
を
﹁
物
語
歌
﹂
と
す
る
こ
と
は
土
橋
寛
﹃
古
代
歌
謡

の
世
界
﹄︵
昭
和
四
十
三
年
︑
塙
書
房
︶
に
よ
る
︒
ま
た
神
語
を
﹁
物
語
歌
﹂
と
す

る
こ
と
は
︑
土
橋
寛
﹃
古
代
歌
謡
全
注
釈

古
事
記
編
﹄︵
昭
和
四
十
七
年
︑
角
川

書
店
︶
に
よ
る
︒

⑦

清
水
克
彦
﹁
伝
説
歌
の
成
立
条
件

︱
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
を
中
心
に

︱
﹂︵﹃
萬

葉
論
集
﹄
昭
和
四
十
五
年
︑
桜
楓
社
︶

⑧

伊
藤
博
﹁
七
夕
歌
の
世
界
﹂︵﹃
万
葉
集
の
表
現
と
方
法

上
﹄
昭
和
五
十
年
︑
塙

書
房
︶
な
ど
︒

⑨

品
田
悦
一
﹁
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
主
体
の
獲
得
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
六
八

︱
五
号
︑
平
成
三
年
五
月
︶
な
ど
︒

⑩

菊
川
恵
三
﹁
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
呼
称
と
意
義
﹂︵﹃
万
葉
集
研
究

第
二
十

集
﹄
平
成
六
年
︑
塙
書
房
︶

⑪

渡
瀬
昌
忠
﹁
人
麻
呂
歌
集
と
漢
文
学

︱
七
夕
歌
の
月
の
使
者

︱
﹂︵﹃
万
葉
集

と
漢
文
学
﹄
和
漢
比
較
文
学
叢
書
第
九
巻

平
成
五
年
︑
汲
古
書
院
︶

⑫

菊
川
氏
前
掲
論
文

⑬

辰
巳
正
明
﹁
社
交
情
歌

︱
万
葉
集
恋
歌
の
再
分
類
と
復
元
の
試
み

︱
﹂︵﹃
美

夫
君
志
﹄
第
五
十
九
号
︑
平
成
十
一
年
十
一
月
︶
な
ど
︒

⑭

曽
倉
岑
﹁
巻
四
安
貴
王
歌
非
自
作
説
︵
上
︶﹂︵﹃
論
集
上
代
文
学
﹄
第
二
十
九
冊

平
成
十
九
年
︑
万
葉
七
曜
会

笠
間
書
院
︶︑﹁
巻
四
安
貴
王
歌
非
自
作
説
︵
下
︶﹂

︵﹃
論
集
上
代
文
学
﹄
第
三
十
冊

平
成
二
十
年
︑
万
葉
七
曜
会

笠
間
書
院
︶

︹
付
記
︺

本
稿
の
歌
・
歌
謡
の
引
用
は
次
に
拠
る
が
︑
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
︒

﹃
万
葉
集
﹄

︱
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之

校
注
・
訳
﹃
万
葉
集

①

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
�

﹄
︵
平
成
六
年
︶
～
﹃
万
葉
集
④

新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
�

﹄
︵
平
成
八
年
︑
小
学
館
︶

﹃
古
事
記
﹄
歌
謡

︱
土
橋
寛
﹃
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編

日
本
古
典
評

釈
・
全
注
釈
叢
書
﹄
︵
昭
和
四
十
七
年
︑
角
川
書
店
︶

﹃
日
本
書
紀
﹄
歌
謡

︱
土
橋
寛
﹃
古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編

日
本
古

典
評
釈
・
全
注
釈
叢
書
﹄︵
昭
和
五
十
一
年
︑
角
川
書
店
︶

﹃
万
葉
集
﹄
安
貴
王
の
歌
︵
巻
四
・
五
三
四
︶
を
め
ぐ
る
問
題

一
一


