
怨

恨

の

歌

レ
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
⇔

古

庄

ゆ
 
き
 
子

亀

は
 
じ
 
め
 
に

 
坂
上
郎
女
に
「
怨
恨
の
歌
」
の
前
書
を
も
つ
長
歌
と
反
歌
と
し
て
の
短
歌
が

各
一
首
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
以
下
考
え
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
の
必
要

か
ら
、
こ
こ
に
書
き
抜
い
て
み
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ら
み

 
 
大
伴
坂
上
郎
女
の
怨
恨
の
歌
一
首
丼
に
短
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
げ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
こ

 
押
し
照
る
 
難
波
の
菅
の
 
ね
む
こ
ろ
に
 
君
が
聞
し
て
 
年
深
く
 
長
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
 
 
 
こ
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
は

 
し
言
え
ば
 
ま
そ
鏡
 
磨
ぎ
レ
情
を
 
許
し
て
し
 
そ
の
日
の
極
み
 
波
の

 
む
た
 
な
び
く
玉
藻
の
 
か
に
か
く
に
心
は
持
た
ず
大
船
の
た
の
め
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ

 
時
に
 
ち
は
や
ぶ
る
 
神
や
離
け
け
む
 
う
つ
せ
み
の
．
入
か
禁
ふ
ら
む

通
は
し
し
君
も
熟
ま
さ
ず
．
講
の
．
使
も
畢
ブ
な
り
ぬ
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
か

 
い
た
も
す
べ
無
み
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
に
赤
ら
ひ
く
 
日
も
暮
る

 
る
ま
で
 
嘆
け
ど
も
 
し
る
し
を
無
み
．
思
へ
ど
も
 
た
つ
き
を
知
ら
に

た
わ
や
め
 
 
 
 
 
 
 
レ
る
 
 
江
わ
ら
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
手
童
の
 
ね
の
み
泣
き
つ
つ
 
た
も
と
ほ
り

 
幼
婦
と
・
言
は
く
も
著
く

 
君
が
使
を
 
待
ち
や
か
ね
て
む
 
、
 
 
 
 
 
 
 
．
（
巻
四
・
六
一
九
）

 
 
 
 
反
歌

は
じ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も
ひ

 
初
め
よ
り
長
く
い
ひ
つ
つ
た
の
め
ず
は
か
か
る
思
に
合
は
ま
し
も
の
か
（
巻

 
四
・
六
二
〇
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
天
平
三
、
四
年
頃
の
作
か
と
い
わ
れ
る
こ
の
歌
は
、
若
山
喜
志
子
氏
他
の
激

三
二

賞
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
作
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
な
い
。
歌
体

が
多
様
で
回
数
も
多
い
の
に
比
し
て
秀
歌
の
少
い
彼
女
の
う
た
の
中
に
お
い
て

も
だ
。
女
性
に
少
い
長
歌
形
式
に
よ
っ
て
い
る
所
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
し
・
頻
繁
に
使
わ
れ
る
枕
詞
や
序
詞
、
対
句
の
作
り
方
や
調
べ
等
．

の
上
に
「
技
巧
に
つ
い
て
い
う
と
、
深
い
用
意
が
あ
っ
て
、
そ
の
並
々
な
ら
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ

も
の
を
示
し
て
い
る
」
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
，
し
か
し
そ
れ
は
主
題
を
鮮
烈

に
描
き
出
す
た
め
の
力
と
な
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
技
巧
に
つ
い
て
の

「
深
い
用
意
」
を
句
切
れ
・
調
べ
・
対
旬
・
序
詞
の
用
い
方
に
わ
た
っ
て
指
摘

さ
れ
る
窪
田
空
穂
氏
に
し
て
も
一
作
品
と
し
て
は
「
全
体
と
し
て
平
板
で
、
立

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体
感
に
乏
し
い
、
し
た
が
っ
て
魅
力
の
少
な
い
も
の
」
と
評
さ
れ
、
そ
の
理
由

を
「
取
材
そ
の
も
の
の
た
め
」
と
い
わ
れ
る
の
だ
。
「
怨
恨
の
歌
」
の
題
詞
は
彼

女
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
題
詞
の
深
刻
さ

と
異
っ
て
、
う
た
そ
の
も
の
の
調
子
か
ら
は
相
当
「
の
ん
き
な
」
所
が
あ
る
の
を

（1）

怨
恨
の
歌
 
一
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
ー



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
五

か
ぎ
つ
け
ら
れ
た
土
屋
文
明
氏
の
指
摘
も
当
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
詩
的
燃
焼
度

が
足
り
な
い
の
だ
。
き
ら
び
や
か
な
形
式
と
、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
の
問

題
も
あ
る
。
こ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
私
鳳
こ
の
作
の
テ
レ
マ
〃
怨
恨
”
“
恋
を
裏
切
ら
れ
た
も
の
の
う
ら
み
・
怒

り
・
か
な
し
み
“
を
歴
史
が
奈
良
朝
貴
族
の
女
た
ち
に
新
た
に
も
た
ら
し
た
人

間
的
苦
悩
だ
と
考
え
る
。

 
し
か
も
そ
れ
を
彼
女
は
手
持
の
古
い
皮
袋
に
盛
っ
た
の
だ
。
・
本
来
新
し
い
酒

は
、
そ
れ
に
見
合
う
新
し
い
皮
袋
の
中
に
こ
そ
盛
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
古
さ
が
ま
だ
十
分
に
生
き
て
働
い
て
い
る
中
か
ら
生
れ
る
新
し
さ
は
、

し
ば
し
ば
古
い
形
式
を
被
っ
て
現
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
そ
れ
に
盛
り

切
れ
な
い
内
味
が
育
っ
て
い
る
場
合
は
外
被
を
破
滅
さ
せ
得
る
が
、
多
く
は
外

被
の
古
さ
に
屈
伏
さ
せ
ら
れ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
・

 
先
学
の
指
摘
さ
れ
る
大
伴
坂
上
郎
女
の
形
式
の
上
で
の
見
事
な
整
合
と
、
一
■

首
全
体
と
し
て
の
魅
力
の
な
さ
と
い
う
分
裂
状
態
も
原
因
を
そ
こ
に
求
め
る
べ

き
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

 
そ
の
辺
り
を
文
学
と
女
性
史
と
か
ら
み
合
わ
せ
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
れ

は
お
の
ず
か
ら
彼
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
べ
き
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

注注

土
屋
文
明
『
万
葉
集
年
表
」

若
山
氏
は
こ
の
歌
に
「
純
粋
な
情
熱
感
」
を
み
ら
れ
、
「
い
か
に
万

葉
時
代
の
人
と
い
へ
ど
も
一
生
の
内
さ
う
何
度
も
表
は
せ
る
も
の
で

は
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
万
葉
講
座
巻
一
「
大
伴
坂
上
郎
女
」
）

こ
の
歌
を
「
架
空
の
恋
の
作
品
」
「
道
化
師
的
演
戯
」
だ
と
さ
れ
る

注注注
五四三

久
米
常
民
氏
も
若
山
氏
の
「
若
い
女
性
」
の
作
と
み
る
観
方
に
反
論

さ
れ
な
が
ら
作
品
を
す
ぐ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
若
山
．

氏
と
同
様
で
あ
る
。
 
（
『
万
葉
の
歌
人
』
収
「
大
伴
坂
上
郎
女
」
）

窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』

右
同『

万
葉
集
私
注
」一

 
相
聞
の
歌
集
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
万
葉
に
は
、
恋
の
種
々
相
が
み
ら
れ
る
が

そ
の
大
部
分
は
相
愛
の
若
者
た
ち
が
ど
う
い
う
形
か
で
し
が
ら
み
に
堰
か
れ
て

自
由
に
恋
を
貫
き
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
歌
は
そ
の

し
ら
が
み
を
の
り
越
え
よ
う
と
す
る
情
熱
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

し
、
同
時
に
歌
が
掛
合
の
機
能
を
も
っ
て
生
活
習
慣
の
中
に
生
き
て
い
た
当
時

に
お
い
て
可
そ
れ
を
の
り
越
え
よ
う
と
す
る
時
の
、
も
っ
と
も
有
力
な
武
器
と

な
り
え
た
の
で
あ
る
。

 
う
た
は
多
く
の
恋
人
に
と
っ
て
は
完
結
し
た
自
己
表
現
と
し
て
で
は
な
く
、
．

現
実
に
働
き
か
け
、
相
手
を
動
か
す
機
能
を
第
一
に
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

 
万
葉
の
恋
の
障
害
と
な
っ
た
の
は
，
そ
し
て
彼
ら
を
し
て
す
ぐ
れ
だ
相
聞
歌

の
作
者
た
ら
し
め
た
の
は
、
当
時
の
支
配
的
婚
姻
形
態
と
し
て
の
夫
婦
別
居
制

で
あ
っ
た
。
し
か
も
既
に
一
部
に
別
居
期
間
の
ほ
と
ん
ど
な
い
同
居
を
享
受
で

き
る
層
が
生
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
ら
そ
れ
は
強
い
ら
れ
た

夫
婦
別
居
制
と
も
い
わ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
家
父
長
制
世
帯
共
同
体
を
紐
帯
「

と
し
な
が
ら
も
、
相
対
的
独
立
性
を
も
っ
て
単
婚
家
族
が
歴
史
的
必
然
と
し
て

（2）



現
わ
れ
て
い
る
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
許
さ
れ
た
条
件
の
者
の
み
の

享
受
す
る
も
の
で
、
そ
の
周
辺
に
年
若
い
恋
人
や
貧
し
い
恋
人
た
ち
の
一
時
的

（
あ
る
年
令
に
い
た
る
ま
で
の
）
訪
婚
や
、
終
身
訪
婚
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る

 
 
注
一

の
だ
。

 
」
群
の
男
が
一
群
の
女
の
夫
で
あ
っ
た
よ
う
な
時
代
と
違
っ
て
、
夫
婦
同
居

の
単
婚
家
族
を
志
向
す
る
社
会
で
は
、
既
に
個
別
的
愛
も
生
長
し
て
い
た
は
ず

1
何
よ
り
も
万
葉
の
相
聞
は
そ
の
証
拠
で
あ
ろ
う
一
で
あ
る
。
彼
ら
は
日
常
を

共
に
で
き
な
い
が
故
に
妻
巨
恋
人
に
、
・
夫
1
1
恋
人
に
む
か
っ
て
、
そ
の
切
な
さ

や
励
ま
レ
の
歌
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
、
妨
げ
ら
れ
る
が
故
に
熱
烈
に

相
手
に
呼
び
か
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

 
大
多
数
の
夫
婦
同
居
へ
の
志
向
を
育
て
る
こ
と
を
は
ば
み
、
阻
止
し
た
力
“

家
父
長
権
は
、
同
時
に
新
し
く
配
偶
者
を
え
ら
ぶ
若
い
男
女
の
恋
U
婚
姻
を
規

制
す
る
力
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
人
言
」
と
か
母
と
い
う
直
接
的
力
を
か
り

 
 
 
 
 
注
二

て
表
現
さ
れ
た
。

 
こ
れ
ら
は
農
民
を
中
心
と
す
る
万
葉
の
恋
の
一
般
的
な
姿
で
あ
っ
た
。
微
視

的
に
言
え
ば
、
そ
こ
に
も
先
進
地
畿
内
の
若
者
た
ち
の
恋
が
後
進
地
東
国
の
ぞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
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れ
よ
り
も
、
は
か
な
く
・
か
な
し
げ
で
あ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
。
先
進
地
帯

の
故
に
、
彼
ら
の
恋
は
い
ち
は
や
く
家
父
長
権
に
組
敷
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
彼
ら
の
恋
が
浪
漫
化
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
現
実
に
つ
か
み
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
化
し
た
こ
と
、
つ

か
み
と
る
べ
く
恋
人
た
ち
が
呼
び
交
わ
し
、
妨
げ
る
も
の
と
戦
う
力
を
衰
弱
さ

せ
、
喪
失
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

 
又
、
天
皇
家
を
核
と
す
る
貴
族
社
会
を
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で

は
〃
聖
家
族
”
特
有
の
複
雑
な
一
種
神
秘
的
様
相
を
と
り
つ
つ
、
父
権
制
の
も

 
 
怨
恨
の
歌
 
一
大
伴
坂
上
，
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
i

，
つ
と
も
激
し
く
成
立
す
る
場
と
し
て
の
相
剋
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
の
規
制
に

反
す
る
も
の
は
、
国
家
が
直
接
こ
れ
に
介
入
し
、
罪
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

 
 
 
注
四

あ
っ
た
。
こ
こ
の
恋
は
一
番
激
し
く
腐
蝕
す
る
運
命
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
万
葉
の
恋
人
た
ち
に
と
っ
て
、
恋
は
自
由
に
、
自
然
の

状
態
の
も
の
と
し
て
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
。
い
や
、
そ
れ
は
妨
げ
る
も
の
と

・
の
た
た
か
い
な
し
に
貫
ぬ
き
え
な
い
も
の
で
あ
っ
．
た
。
そ
し
て
万
葉
の
相
聞
歌

が
多
く
生
き
生
き
と
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
た
か
い
に
お
い
て
万
葉

の
恋
人
た
ち
が
、
そ
の
恋
を
貫
ぬ
く
た
め
に
、
全
力
的
に
た
た
か
（
た
か
ら
に

外
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
は
初
期
の
〃
聖
家
族
”
に
属
す
る
人
々
も

例
外
で
は
な
か
っ
た
。

 
し
か
し
奈
良
朝
に
も
な
る
と
貴
族
内
部
で
は
既
に
深
刻
な
入
間
的
頽
廃
が
は

じ
ま
っ
て
、
若
者
た
ち
の
恋
を
も
む
し
ば
ん
で
い
き
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
父
権
制
の
勝
利
は
、
娘
た
ち
の
父
に
対
す
従
属
・
道
具
化
を
意
味
す
る
。

既
に
壬
申
の
乱
の
勝
者
天
武
天
皇
が
、
皇
女
大
来
を
伊
勢
神
宮
の
斎
宮
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
五

卜
定
し
た
時
、
そ
の
ゆ
る
ぎ
な
い
勝
利
の
一
歩
は
あ
ゆ
み
出
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
は
古
く
か
ら
の
彦
姫
島
（
兄
妹
又
は
姉
弟
）
に
よ
る
二
重
統
治
の
、
父
権
に

よ
る
ね
じ
ま
げ
、
父
の
娘
に
た
い
す
る
支
配
の
確
立
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
更
に
奈
良
朝
後
宮
に
お
い
て
三
千
代
及
び
広
刀
自
を
も
つ
県
犬
養
氏
や
宮

子
・
光
明
子
を
入
れ
た
藤
原
氏
等
の
後
宮
経
営
は
、
や
が
て
平
安
朝
摂
関
政
治

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
の
恋
人
た
ち
は
民
衆
の
、
あ
る
い
は
初
期
万
葉
の
貴
族
の
そ
れ
の
よ

う
に
、
相
愛
の
二
人
が
互
を
引
き
裂
こ
う
と
す
る
外
力
と
た
た
か
う
の
で
は
な

く
、
恋
人
の
内
部
か
ら
む
し
ば
ま
れ
、
相
手
に
対
す
る
裏
切
り
、
そ
れ
と
背
中

合
せ
の
恋
愛
の
遊
戯
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
恋
1
1
婚
姻
そ
の
も
の
が
自

（3）
、



然
で
自
由
な
愛
情
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
な
く
、
打
算
、
政
略
婚
に
か
わ
っ
た

こ
と
と
そ
れ
は
も
っ
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
恋
と
婚
姻
の
分
離
だ
。
そ

し
て
そ
こ
は
一
人
の
男
を
め
ぐ
っ
て
、
法
制
上
あ
る
い
は
儀
式
上
の
妻
と
婚

姻
外
の
多
数
の
恋
人
、
そ
し
て
夫
と
妻
の
せ
め
ぎ
合
い
の
生
れ
る
所
で
も
あ

る
。
一
夫
一
婦
は
父
権
制
の
強
化
の
下
で
男
の
側
か
ら
す
る
一
夫
多
妻
、
女
の

側
か
ら
す
る
と
一
夫
一
婦
と
し
て
歴
史
に
登
場
す
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
云
う
よ

う
に
そ
れ
は
「
全
先
史
時
代
を
通
じ
て
知
ら
れ
な
か
っ
た
両
性
間
の
抗
争
の
布

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
六

告
と
し
て
あ
ら
は
れ
た
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
の
う
た
が
恋
の
手
管
と
な
る
一

方
、
女
た
ち
の
怒
り
を
こ
め
た
哀
歌
ど
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

 
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
「
怨
恨
の
歌
」
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
は
ま
ず
、
こ
の
よ

う
な
大
き
な
文
脈
の
中
で
把
え
る
べ
き
性
格
の
も
の
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
平

安
朝
女
流
の
人
間
的
、
文
学
上
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
一
夫
多
妻
か
ら
来
る
男

の
不
実
に
む
け
ら
れ
た
女
の
側
の
怒
り
や
嘆
き
の
は
じ
ま
り
な
の
で
あ
る
。

注
口
 
古
代
御
帳
の
史
料
的
価
値
を
検
討
さ
れ
、
そ
の
上
で
古
代
，
（
七
〇
〇

 
 
年
前
半
）
夫
婦
同
籍
別
籍
に
関
す
る
考
察
を
さ
れ
た
原
島
礼
二
氏
に
よ

 
 
る
と
各
地
域
・
籍
帳
の
年
代
に
よ
っ
て
異
動
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て

 
 
一
時
的
訪
婚
の
別
居
期
間
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
支
配
的
婚
姻

 
 
形
態
で
、
別
居
の
殆
ど
な
い
同
居
、
貧
し
い
人
々
の
終
身
に
近
い
別
居

 
 
制
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
同
氏
著
『
日
本
古
代
社
会
の
基
礎
構

 
 
造
』
第
二
部
「
六
～
八
世
紀
の
社
会
構
造
」
参
照

注
二
 
西
郷
信
綱
「
万
葉
の
相
聞
」
万
葉
集
大
成
5
所
収

二
三
 
右
同
参
照

二
四
 
万
葉
集
で
は
巻
二
号
軽
太
子
と
軽
骨
郎
女
の
「
粁
」
を
は
じ
め
、
安

 
 
貴
船
と
因
幡
八
上
采
女
（
巻
四
）
石
上
乙
麿
と
久
米
若
比
売
（
巻
六
）

 
 
中
臣
宅
守
と
期
限
早
上
娘
子
（
巻
十
五
）
の
結
び
つ
き
が
、
そ
れ
ぞ
れ

 
 
罰
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
罪
せ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い

 
 
が
、
大
津
皇
女
と
石
川
郎
女
、
穂
積
皇
子
と
但
馬
皇
女
，
の
場
合
も
、
公

 
 
に
よ
っ
て
干
渉
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

注
五
 
西
郷
信
綱
『
古
事
記
の
世
界
」
二
「
神
話
の
範
疇
」
1
斎
宮
制
の
意

 
 
味
「
参
照

三
六
 
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
・
私
有
財
産
お
よ
び
国
家
の
起
源
」

二

 
一
夫
多
妻
か
ら
く
る
男
の
不
実
に
対
す
る
女
の
怒
り
や
嘆
き
は
、
し
か
し
奈

良
朝
貴
族
の
女
た
ち
に
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
記
紀

の
中
に
早
く
も
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
仁
徳
天
皇
の
大
后
石
之
日
宇
命
な
ど
は
、
そ
の
も
っ
と
も
よ
い
例
で
あ
ろ

，
つ
。

 
彼
女
は
夫
仁
徳
の
不
実
に
甚
し
く
嫉
妬
し
た
。
そ
の
怒
る
時
は
「
愚
母
阿
賀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
め

迦
通
」
つ
ま
り
地
団
駄
を
ふ
む
有
様
で
あ
っ
た
。
た
め
に
他
の
妾
た
ち
は
天
皇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ず

の
側
に
近
付
く
こ
と
が
で
き
ず
、
「
強
き
」
彼
女
を
極
度
に
恐
れ
た
。

 
そ
ん
な
彼
女
の
目
を
も
盗
ん
で
天
皇
は
ひ
そ
か
に
吉
備
の
海
部
直
黒
日
売
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
た

愛
し
た
り
す
る
の
だ
が
、
そ
の
黒
日
売
も
ま
た
彼
女
の
「
嫉
み
を
畏
み
て
」
本

国
へ
逃
げ
帰
る
仕
末
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
お
さ
ま
ら
な
い
彼
女
は
、
黒
日
売

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
た

の
船
を
は
る
か
に
望
ん
で
天
皇
が
別
れ
の
歌
う
た
っ
た
の
を
聞
き
つ
け
、
「
大

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

く
葱
り
ま
し
て
、
人
を
大
浦
に
遣
は
し
て
（
追
ひ
下
ろ
し
て
、
歩
よ
り
追
ひ
去

（4）



り
た
ま
」
う
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

 
し
か
し
、
と
う
と
う
彼
女
の
不
在
中
に
八
田
皇
女
を
天
皇
が
婆
し
た
と
い
う

事
件
が
お
こ
る
。
旅
先
で
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
彼
女
は
大
い
に
恨
み
、
旅
の
目

的
で
あ
っ
た
紀
伊
国
の
御
亭
柏
を
悉
く
海
に
投
げ
す
て
自
分
の
故
郷
葛
城
へ
帰

り
、
後
、
山
城
筒
木
の
韓
人
の
家
に
入
り
、
更
に
後
に
大
和
へ
入
っ
た
が
、
そ

の
間
天
皇
の
示
す
ど
ん
な
和
解
策
に
も
応
ぜ
ず
、
遂
に
一
生
天
皇
の
も
と
へ
は

帰
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
だ
。

 
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
、
そ
の
怒
り
の
深
さ
激
し
さ
は
、
 
「
黄
泉
戸
喫
」
を
し
た

自
分
の
姿
を
み
て
恐
れ
逃
げ
出
す
夫
を
う
ら
み
、
追
跡
す
る
女
神
伊
邪
那
美
の

迫
力
に
似
て
い
る
し
、
女
の
正
体
を
蛇
と
知
っ
て
逃
げ
る
男
を
追
う
肥
長
姫
や

道
成
寺
説
話
の
清
陰
の
黒
い
情
炎
に
も
似
て
い
る
。
い
や
自
身
自
身
で
も
手
に

負
え
な
い
〃
無
邪
気
な
”
激
情
を
吹
き
上
げ
る
彼
女
に
は
か
の
須
佐
之
男
命
や

倭
鞍
命
が
も
っ
と
も
親
し
い
類
縁
者
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

 
彼
女
に
と
っ
て
夫
は
敵
対
者
で
し
か
な
い
。
声
の
か
ぎ
り
相
手
を
求
め
ば
げ

ま
し
合
う
万
葉
の
些
事
た
ち
の
相
聞
歌
に
な
れ
た
目
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
関
係

は
異
様
に
も
見
え
る
。
だ
が
記
紀
で
は
八
千
矛
神
の
嫡
妻
須
世
理
笹
身
と
い
う

 
 
 
う
は
な
り
ね
た
み
し

「
弾
く
嫉
妬
為
た
ま
」
ふ
姉
妹
も
い
る
。
彼
女
た
ち
は
記
紀
歌
謡
特
有
の

人
物
な
の
だ
。

 
発
生
を
異
に
す
る
歌
謡
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
事
件
・
人
物
を
つ
く
り
あ
げ
て

 
 
 
 
 
注
｝

い
く
歌
舞
廿
里
は
物
語
歌
の
主
人
公
の
一
人
で
あ
る
彼
女
が
、
具
体
的
実
在
、
の

人
物
で
あ
る
か
老
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
ひ
か
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
歴
史

と
無
関
係
と
言
う
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
仁
徳
と
石
之
日
売
・
八
千
矛
神

と
劣
勢
理
毘
売
に
、
史
家
が
古
代
英
雄
時
代
と
呼
ぶ
原
始
社
会
崩
壊
後
、
古
代

国
家
成
立
前
の
歴
史
的
・
一
時
期
の
主
人
公
と
そ
の
妻
た
ち
の
象
徴
的
姿
を
み
る

怨
恨
の
歌
 
一
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
一

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
英
雄
と
は
原
始
的
農
業
の
停
滞
性
を
新
し
い
生
産
用
具
と
し
て
の
鉄
製
の
鋤

・
鍬
で
打
破
り
、
一
方
武
器
を
手
に
侵
略
・
掠
奪
・
遠
征
を
日
常
と
し
た
こ
の

期
の
男
た
ち
1
1
地
方
地
方
の
首
長
の
謂
で
あ
る
。
彼
ら
の
出
現
は
社
会
関
係
を

急
速
に
変
え
ず
に
は
お
か
ぬ
が
、
そ
の
中
で
両
性
の
関
係
も
ま
た
転
倒
す
る
。

こ
の
期
こ
そ
は
、
女
性
の
「
世
界
史
的
敗
北
」
が
最
初
に
、
も
っ
と
も
暴
力
的

に
経
験
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
裏
返
せ
ば
、
そ
れ
は
父
権
制
の
最
初
の
確
立

期
を
意
味
し
た
。

 
あ
く
な
き
〃
漁
色
家
”
は
八
千
矛
神
や
仁
徳
に
と
っ
て
既
に
性
格
の
一
部
分

を
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
こ
の
期
英
雄
た
ち
の
性
格
で
も
あ
る
。

か
つ
て
原
始
農
業
が
必
要
と
し
た
豊
饒
霊
と
し
て
の
地
方
首
長
や
王
も
多
妻
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
共
同
体
へ
豊
饒
を
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
王
の
機
能

1
1
義
務
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
王
や
首
長
自
ら
に
意
欲
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
大
国
主
神
（
多
く
の
領
土
所
有
者
）
の
別
名
を
も
つ
八

千
矛
神
や
、
倭
五
型
の
一
人
と
目
さ
れ
巨
大
な
帝
王
陵
も
実
在
す
る
仁
徳
に
は

多
数
の
妻
を
求
め
る
こ
と
が
た
た
か
い
と
同
様
に
喜
ば
し
い
、
能
動
的
〃
人
間

的
”
な
仕
事
な
の
で
あ
る
。
 
（
仁
徳
は
記
紀
に
お
い
て
民
の
竈
を
案
じ
、
仁
政

を
敷
い
た
聖
天
子
と
し
て
の
一
面
が
か
か
れ
て
い
る
反
面
多
く
の
妻
を
求
め
る

に
余
念
の
な
い
男
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
て
興
味
ふ
か
い
が
、
同
時
に
彼
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
二

「
昔
よ
り
祖
禰
躬
ら
甲
冑
を
撮
き
、
山
川
を
駿
渉
し
、
難
処
に
蓬
あ
ら
ず
…
」

と
書
い
た
雄
略
と
同
類
で
あ
っ
た
こ
と
も
加
え
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
）

 
こ
の
事
は
こ
れ
ら
英
雄
の
妻
た
ち
を
も
、
無
個
性
的
豊
饒
霊
の
化
身
た
る
王

に
身
を
さ
さ
げ
た
、
か
つ
て
の
共
同
体
の
巫
女
た
ち
の
座
に
と
ど
め
は
し
な
か

（5）



つ
た
。
彼
女
た
ち
は
嫡
妻
で
あ
り
な
が
ら
、
他
の
多
く
の
妻
た
ち
の
一
人
で
し

か
な
い
自
分
に
許
し
が
た
い
苦
痛
や
怒
り
、
を
感
じ
る
〃
個
性
的
人
間
”
と
し

て
立
現
わ
れ
る
。
彼
女
た
ち
も
英
雄
た
ち
と
同
様
に
剛
直
で
、
誇
高
い
女
た
ち

な
の
で
あ
る
。
し
か
も
時
代
の
能
動
的
成
員
の
中
に
お
い
て
も
っ
と
も
激
し
く

経
験
さ
れ
る
時
代
の
矛
盾
1
1
男
性
支
配
と
女
性
の
敗
北
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
彼

女
た
ち
を
掩
っ
て
い
る
。
石
四
日
売
は
い
ま
だ
敗
者
と
b
て
英
雄
た
ち
の
膝
に

屈
す
る
事
を
知
ら
ず
、
敵
対
者
と
し
て
立
向
う
が
、
須
一
理
毘
売
に
は
「
吾
は

も
よ
 
女
に
し
あ
れ
ば
」
の
哀
し
み
が
あ
る
。

 
私
は
時
代
状
況
と
歌
謡
や
物
語
中
の
彼
ら
の
状
況
を
混
同
し
す
ぎ
た
よ
う
で

あ
る
。

 
こ
れ
ら
の
歌
謡
や
物
語
は
彼
ら
の
生
き
た
姿
を
神
話
的
に
、
象
徴
的
に
写
し

出
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
彼
女
達
自
ら
の
、
生
の
声

で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
彼
女
た
ち
を
閉
め
出
し
た
と
こ
ろ

で
、
勝
者
と
し
て
の
英
雄
た
ち
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
女
た
ち
の
姿
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。

 
汗
臭
い
男
た
ち
が
狩
や
戦
い
の
前
後
の
酒
宴
で
歌
い
舞
る
歌
謡
の
中
に
女
た

ち
の
姿
が
好
ま
し
い
素
材
と
し
て
投
入
さ
れ
る
の
は
当
然
で
は
な
い
か
。
私

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
聖
上

は
、
も
と
も
と
大
和
地
方
の
農
民
の
猟
の
歌
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
久

米
歌
を
、
今
、
頭
に
お
い
て
い
る
。

 
 
う
だ
 
 
 
た
か
き
 
 
．
し
き
わ
な

 
 
宇
陀
の
 
高
城
に
 
鴫
羅
張
る

 
 
我
が
待
つ
や
 
鴫
は
障
ら
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
く
じ
ら

 
 
い
す
く
は
し
 
鯨
障
る

 
 
こ
な
み
 
 
 
な
こ

 
 
前
妻
が
 
肴
乞
は
さ
ば

た
ち
そ
ば
 
み
な
 
 
ご

三
惑
稜
の
 
実
の
無
げ
く
を
 
扱
き
し
ひ
ゑ
ね

う
は
な
り
 

な
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ド

後
妻
が
 
肴
乞
は
さ
ば

い
ち
さ
か
き
 
み
 
 
お
ほ
 
 
 
 
 
 
こ
き
だ

 
桧
 
 
実
の
多
け
く
を
 
許
多
ひ
ゑ
ね

 
 
，
え
え
 
し
ゃ
こ
し
や
 
こ
は
い
の
こ
ふ
そ

 
 
 
あ
あ
 
し
ゃ
こ
し
や
 
こ
は
嘲
笑
ふ
そ

 
 
 
 
 
 
 
（
岩
波
書
店
刊
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
」
）

 
鴫
羅
を
か
け
て
待
っ
て
い
た
の
に
、
待
っ
て
い
た
鴫
は
懸
ら
な
い
で
、
と
ん

で
も
な
い
大
き
な
鯨
が
ひ
っ
か
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
爆
笑
が
湧
く
で
あ
ろ
う

に
、
一
転
し
て
猟
物
の
配
分
の
場
で
、
前
妻
に
は
身
の
な
い
と
こ
ろ
を
ち
つ
び

り
、
後
妻
に
は
肉
の
多
い
所
を
た
く
さ
ん
と
、
恐
ら
は
年
と
っ
て
く
た
び
れ
た

前
妻
と
、
若
く
て
美
し
い
後
妻
を
対
比
し
な
が
ら
、
後
者
へ
の
惑
溺
ぶ
り
を
所

作
で
示
す
に
到
っ
て
そ
の
笑
い
は
頂
点
に
達
す
る
だ
ろ
う
。

 
こ
れ
は
男
た
ち
一
汗
く
さ
く
、
活
動
的
・
野
外
的
な
狩
人
・
戦
士
に
し
て
多

妻
の
一
だ
け
の
酒
宴
の
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
女
た
ち
は
笑
い
を
よ
ぶ
た
め

の
材
料
と
し
て
登
場
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
年
と
っ
て
く
た
び
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
前
妻
と
、
若
く
て
美
し
い
は
ず
の
後
妻
の
人
間
的
葛
藤
な
ど
男
た
ち
の
視
野

に
入
り
よ
う
も
な
い
。
彼
女
た
ち
の
抗
弁
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
彼
女
た
ち
の
像

が
つ
く
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

 
同
様
の
事
は
八
千
矛
神
の
歌
謡
に
つ
い
て
も
云
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
の
演
じ

ら
れ
た
場
を
「
新
嘗
ま
た
は
大
嘗
の
豊
の
明
り
つ
ま
り
饗
宴
」
で
あ
っ
た
と
さ

れ
、
そ
れ
を
演
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
「
芸
能
の
座
の
ご
と
き
も
の
」
を
想
定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
四

更
に
そ
の
座
を
「
男
だ
け
の
も
の
」
と
考
え
ら
れ
る
西
郷
信
綱
氏
の
説
は
、
仮

説
の
域
の
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
注
目
し
た
い
。

（6）



 
 
吾
は
も
よ
・
女
に
し
あ
れ
ば

 
 
汝
を
置
き
て
 
男
は
な
し

 
 
汝
層
置
き
て
 
夫
は
な
し

と
多
妻
の
夫
に
比
べ
て
女
の
身
の
か
な
し
さ
を
う
た
う
須
苛
々
毘
売
の
歌
は
一

見
一
．
人
の
女
の
生
の
歌
声
の
よ
う
に
聞
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
歌
謡
全
体

を
貫
ぬ
く
テ
ー
。
マ
で
は
あ
り
え
ず
、
「
百
長
に
寝
を
し
寝
せ
 
豊
御
酒
奉
ら

せ
」
と
め
で
た
く
、
に
ぎ
に
ぎ
し
く
終
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え

ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
は
前
半
も
後
半
の
女
の
官
能
的
姿
態
を
よ
り
効
果
的
に

も
り
上
げ
る
役
割
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
こ
の
虚
勢
理
毘
売

像
も
ま
た
男
た
ち
の
酒
席
の
根
雑
な
興
奮
と
笑
い
の
中
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

 
須
勢
理
言
出
像
の
よ
う
に
、
男
の
座
で
つ
く
ら
れ
、
享
受
さ
れ
た
の
と
異
っ

 
 
 
 
 
 
 
お
ず

て
、
ひ
た
す
ら
「
強
き
」
、
母
権
制
的
（
？
）
性
格
を
貫
徹
す
る
石
之
日
売
の

場
合
は
、
そ
の
像
の
つ
く
ら
れ
た
経
路
や
場
、
つ
く
っ
た
人
々
等
が
判
然
と
し

な
い
。
ど
う
い
う
形
で
こ
の
話
が
存
在
し
、
享
受
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
、
表

現
1
1
こ
と
ば
の
一
部
分
に
劇
的
所
作
の
痕
跡
を
見
ら
れ
る
松
村
武
雄
氏
や
、
そ

れ
を
「
演
劇
を
待
た
ず
し
て
、
．
儀
礼
そ
の
も
の
及
び
儀
礼
的
詞
章
の
羅
列
的
・

詳
述
的
性
格
に
由
来
す
る
物
語
文
の
形
式
」
と
し
て
「
生
ま
れ
た
物
語
文
の
描

 
注
五

磁
力
」
と
考
え
ら
れ
る
土
橋
寛
氏
が
あ
っ
て
、
に
わ
か
に
判
じ
難
い
。
伝
承
者

 
 
 
 
 
注
六

は
折
口
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
石
之
日
売
の
為
に
立
て
ら
れ
た
、
御
名
三
部
と

し
て
の
葛
城
部
の
人
々
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
彼
女
に
み
ら
れ
る
母

権
制
的
？
激
し
さ
（
そ
れ
は
夫
仁
徳
を
脇
役
1
そ
れ
も
や
や
お
ろ
か
し
い
姿
に

1
追
い
や
る
も
の
だ
）
を
伝
承
し
た
葛
城
部
と
は
ど
う
い
う
内
容
の
集
団
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

怨
恨
の
歌
 
一
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
ト

石
之
日
売
の
物
語
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
に
目
下
の
私
に
は
ほ
と
ん
ど
解
明

の
手
が
か
り
が
っ
か
め
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
は
一
応
除
い
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
不
明
な
も
の
や
、
例
外
が
あ
る
と
し
て
も
、
記
紀
歌
謡
の
大

部
分
は
、
も
と
も
と
英
雄
時
代
の
男
性
の
座
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
、
享
受

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
演
じ
ら
れ
た
（
語
ら
れ

た
）
女
性
像
は
彼
ら
の
レ
ン
ズ
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

 
女
た
ち
の
歴
史
は
急
速
に
下
降
し
て
い
た
。
記
紀
歌
謡
は
そ
れ
を
男
の
側
か

ら
写
し
出
し
た
。
女
た
ち
が
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
そ
れ
を
把
え
た
の
で
は

な
い
。
と
も
か
く
そ
れ
が
で
き
る
の
は
万
葉
集
に
い
た
っ
て
で
あ
る
。
彼
女
た

ち
の
像
は
父
権
制
に
組
敷
か
れ
る
と
い
う
新
し
い
歴
史
的
状
況
中
で
の
、
男
性

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
神
話
に
よ
っ
て
永
遠
化
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

 
彼
女
た
ち
自
身
は
、
こ
こ
に
お
い
て
新
し
い
神
々
を
つ
く
り
出
す
こ
と
な
く

依
然
無
個
性
的
豊
饒
霊
の
祀
り
手
と
し
て
の
日
々
に
充
足
で
き
た
か
、
大
き
な

変
化
を
感
じ
と
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
、
新
し
い
神
々
の
祀
り
手
-
男
性
に
支

配
さ
れ
る
下
級
の
そ
れ
一
に
組
込
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

 
彼
女
た
ち
が
自
ら
の
文
学
表
現
を
獲
得
す
る
の
は
万
葉
集
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。

注
一
 
松
村
武
雄
氏
は
、
天
皇
の
使
者
丸
遷
臣
［
［
子
と
石
之
日
豊
と
の
前
殿

 
 
戸
・
後
攻
戸
の
行
き
交
い
の
描
写
の
下
に
舞
の
所
作
を
み
ら
れ
て
い

 
 
る
。
氏
は
「
こ
れ
が
単
な
る
物
語
中
の
二
人
物
の
行
為
の
記
叙
で
は
な

 
 
く
て
、
伝
承
さ
れ
来
っ
た
舞
一
し
か
も
儀
礼
的
な
舞
の
ド
ロ
ー
メ
ナ
で

 
 
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
丸
適
臣
が
唱
へ
た
歌
が
「
志
都
歌
歌
聖
」
で
あ
っ
た

 
 
こ
と
、
丸
遡
臣
三
子
と
い
う
名
そ
の
も
の
が
、
こ
の
人
物
の
「
神
霊
を
負

（7）



 
 
う
て
聖
性
的
な
「
か
た
り
ご
と
」
を
語
る
と
こ
ろ
の
一
種
の
巫
祝
で
あ

 
 
つ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
こ
と
等
か
ら
も
傍
証
さ
れ
て
い
る
。
 
『
日

 
 
本
神
話
の
研
究
第
三
巻
P
㎜
～
川

 
 
 
土
橋
寛
氏
は
後
述
の
よ
う
に
こ
れ
を
否
定
し
、
物
語
歌
と
し
て
把
え

 
 
ら
れ
て
い
る
。
 
『
古
代
歌
謡
の
世
界
」

注
二
 
『
回
書
」
に
み
ら
れ
る
倭
王
武
（
雄
略
天
皇
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）

 
 
の
上
表
文
の
一
部
。

注
三
 
和
辻
哲
郎
『
日
本
古
代
文
化
』
相
磯
貞
三
『
記
紀
歌
謡
全
注
解
』
は

 
 
と
も
に
、
こ
の
歌
謡
を
も
と
も
と
は
農
民
の
狩
猟
生
活
中
に
生
れ
た
も

 
 
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

注
四
 
西
郷
信
綱
『
古
事
記
の
世
界
」
「
七
八
千
矛
神
-
古
代
歌
謡
」
P
…
…

注
五
 
土
橋
寛
前
掲
書
「
六
演
劇
歌
謡
と
叙
事
的
歌
謡
」
P
観
～
鋤

注
六
 
国
文
学
の
発
生
（
第
四
稿
）
一
語
部
の
歴
史
-
全
集
第
一
巻
P
橋

 
 
 
日
本
文
学
の
発
生
-
寿
詞
と
恋
歌
と
の
関
係
一
寸
集
第
七
巻
P
衛

三

 
石
之
日
売
や
須
勢
理
毘
売
は
「
怨
恨
の
歌
」
の
作
者
の
姉
妹
で
あ
り
、
ま
た

平
安
朝
女
流
作
家
た
ち
の
血
縁
深
い
先
輩
で
も
あ
る
。
だ
が
石
之
日
華
は
遂
に

大
伴
坂
上
郎
女
で
は
な
く
、
ま
た
大
伴
坂
上
郎
女
は
平
安
朝
女
流
作
家
で
は
あ

り
え
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
は
下
降
す
る
女
性
史
を
生
き
る
も
の
と
し
て
の
共
通
性

を
持
ち
な
が
ら
、
な
お
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
点
固
有
な
性
格
を
示
す
。

 
で
は
「
怨
恨
の
歌
」
の
作
者
大
伴
坂
上
郎
女
一
彼
女
も
そ
の
一
員
で
あ
っ
た

奈
良
朝
貴
族
の
女
性
た
ち
一
に
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
性
格
が
見
ら
れ
る
か
。

 
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
は
「
怨
恨
の
歌
」
の
作
者
た
る
に
ふ
さ

わ
し
い
人
々
で
あ
っ
た
。

 
お
ひ
お
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
き
 
し
り
へ
 
ぬ
か

・
㎜
相
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
は
大
寺
の
餓
鬼
の
後
に
額
つ
く
が
ご
と
（
巻
四
）

と
、
酷
薄
な
相
手
（
大
伴
家
持
）
に
対
す
る
怒
り
を
語
気
に
は
ら
ま
せ
な
が
ら

報
い
ら
れ
ぬ
自
分
の
愛
情
を
自
嘲
し
て
い
る
こ
の
歌
の
作
者
笠
郎
女
、

「
怨
恨
の
歌
三
首
」

 
よ
の
な
か
 
を
み
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
な
せ

脇
世
間
の
女
に
し
あ
ら
ば
わ
が
渡
る
痛
背
の
河
を
渡
り
か
ね
め
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き

……

｡
は
吾
は
佗
び
そ
し
に
け
る
気
の
緒
に
思
ひ
し
君
を
ゆ
る
さ
く
思
へ
ば

 
し
ろ
た
へ

簾
白
楮
の
袖
別
る
べ
き
日
を
近
み
心
に
む
せ
び
ね
の
み
し
泣
か
ゆ
（
巻
四
）

の
作
者
紀
女
郎
も
こ
の
時
代
が
生
み
出
し
た
女
で
あ
る
。

 
 
「
怨
恨
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
失
わ
れ
た
恋
に
対
す
る
恨
」
で
あ
り
、
自

分
を
見
捨
て
て
他
の
女
性
へ
心
を
移
し
た
相
手
に
対
す
る
恨
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
歌
が
常
に
女
の
側
-
男
の
裏
切
り
、
不
実
を
手
痛
く
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
彼
女
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
。
奈
良
朝
貴
族
社
会
の
相
聞
歌
の
す
ぐ
れ
た

担
い
手
が
彼
女
た
ち
で
あ
っ
た
の
は
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

 
男
の
側
の
女
に
対
す
る
不
実
・
裏
切
り
は
、
何
気
な
く
日
常
茶
飯
に
行
わ
れ

て
い
た
。
例
え
ば
家
持
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
何
と
多
く
の
女
た
ち
へ
、
熱

も
な
い
歌
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
恋
は
既
に
優
雅
な
遊
び
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
や
び
を
 
注
一

あ
り
、
彼
ら
は
こ
の
道
に
通
じ
た
遊
士
で
あ
っ
た
。
こ
の
期
の
女
の
相
聞
歌
が

す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
中
で
な
お
愛
情
の
分
割
を
拒
み
、
恋
を
遊
び
に
堕

落
さ
せ
る
こ
と
と
懸
命
に
、
全
人
間
的
に
た
た
か
っ
た
主
体
が
女
た
ち
だ
っ
た

か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

 
政
権
闘
争
に
明
け
く
れ
た
貴
族
の
男
た
ち
が
、
婚
姻
を
政
略
の
具
と
し
、
恋
．

（8）



を
そ
の
片
手
間
に
、
息
抜
き
の
場
と
し
か
扱
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
政
治

社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
女
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
外
気
に
ふ
れ
、
そ

れ
に
立
向
う
唯
一
つ
の
機
会
で
あ
り
、
同
時
に
自
己
発
見
の
時
で
も
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
男
の
不
実
に
あ
う
こ
と
は
極
度
の
不
安
・
緊
張
と
悲
し
み
・
孤
独
を

も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
彼
女
た
ち
に
は
石
之
日
売
の
よ
う
に
怒
り
を
行

動
化
す
る
力
も
、
行
動
力
を
支
え
る
背
後
の
力
i
天
皇
家
と
競
い
立
つ
強
大
な

豪
族
・
そ
の
中
に
保
持
し
得
て
い
た
誇
に
輝
く
女
の
地
位
の
高
さ
一
も
既
に
な

い
。
石
正
日
売
の
怒
り
は
彼
女
た
ち
に
お
い
て
は
笠
郎
女
の
自
嘲
か
、
紀
女
郎

に
み
ら
れ
る
悲
し
み
の
よ
う
に
内
面
化
し
て
し
ま
う
。

 
そ
の
現
実
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
彼
女
た
ち
の
心
に
見
合
う
表
現
U
野
情
詩
と

し
て
の
短
歌
が
育
っ
て
い
た
。
神
話
の
ベ
ー
ル
が
は
げ
落
ち
、
酷
薄
な
現
実
に
．

生
身
を
さ
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
弱
い
一
入
の
女
の
心
情
を
託
す
に
は

短
歌
は
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

 
相
聞
歌
は
も
と
も
と
文
字
通
り
相
手
に
向
っ
て
訴
え
か
け
、
応
え
返
さ
れ
て

来
る
集
団
性
を
そ
の
性
格
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
万
葉
の
歌
を

創
造
的
に
、
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
、
主
観
に
堕
し
な
い
も
の
に
し
た
形
式

的
側
面
で
あ
っ
た
。
奈
良
朝
の
貴
族
の
中
に
も
そ
れ
は
受
け
継
が
れ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
。
前
掲
笠
郎
女
の
歌
に
し
て
も
家
持
に
贈
っ
た
歌
の
中
の
一
首
だ

し
、
詞
書
に
は
記
し
て
い
な
い
が
、
紀
女
郎
の
歌
に
し
て
も
お
そ
ら
く
は
夫
安

貴
王
に
宛
て
た
も
の
に
違
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
掛
合
本
来
の
機
能
i
相
手
に

対
す
る
積
極
的
な
働
き
か
け
と
、
自
分
の
提
示
に
対
す
る
解
決
を
求
め
よ
う
と

す
る
意
識
に
よ
る
対
話
性
i
は
失
わ
れ
、
対
話
の
対
象
を
失
っ
た
孤
独
な
自
分

の
心
に
む
き
合
っ
た
つ
ぶ
や
き
、
独
詠
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
平
安

朝
女
流
の
心
に
今
一
歩
と
い
う
地
点
に
彼
女
た
ち
は
立
っ
て
い
る
。

怨
恨
の
歌
 
-
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
一

 
奈
良
朝
貴
族
の
彼
女
た
ち
と
平
安
朝
女
流
作
家
を
区
別
す
る
も
の
は
何
か
。

生
活
に
即
し
て
い
え
ば
．
前
者
が
変
質
を
遂
げ
な
が
ら
も
生
活
を
規
制
す
る
も
 
、

の
と
し
て
存
在
し
た
氏
族
共
同
体
の
中
に
v
族
人
に
囲
ま
れ
た
生
活
の
根
拠
を

持
っ
て
お
り
、
後
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
依
る
べ
き
場
が
既
に
崩
壊
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

 
わ
れ
わ
れ
は
氏
神
の
祀
り
手
と
し
て
「
祭
神
歌
」
を
作
り
、
家
刀
自
と
し
て

娘
の
婚
姻
に
立
合
い
「
親
族
と
宴
せ
る
歌
」
を
吟
つ
た
大
伴
坂
上
郎
女
を
、
自

分
の
赴
任
後
面
に
残
し
て
い
く
娘
の
行
末
を
案
じ
て
「
京
と
て
も
、
た
の
も
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
そ
く

う
迎
へ
ど
り
て
む
と
思
ふ
る
い
、
親
族
も
な
し
」
と
平
げ
い
た
更
級
日
記
の
作

者
の
父
親
を
比
べ
て
み
れ
ば
そ
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
こ
れ
を
文
学
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
前
者
は
い
ま
だ
文
字
の
な
い
口
承
・
の

世
界
の
人
々
で
あ
り
、
伝
統
的
う
た
の
場
（
内
容
は
時
代
と
共
に
変
質
し
て
い

る
が
）
に
よ
り
か
か
っ
て
作
歌
す
る
無
意
識
の
歌
人
で
あ
っ
た
。
後
者
が
心
の

隈
々
ま
で
表
現
で
き
る
仮
名
文
字
を
持
ち
、
一
部
分
に
お
い
て
漢
字
の
習
得
者

中
国
文
学
の
享
受
者
を
含
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
集
団
の
中
に
没
し

た
牧
歌
的
世
界
で
あ
っ
た
。

 
前
述
の
よ
う
に
奈
良
朝
貴
族
社
会
は
女
に
深
刻
な
苦
悩
を
も
た
ら
し
た
時
代

で
あ
る
。
前
掲
の
二
人
の
女
性
の
歌
が
つ
ぶ
や
き
の
よ
う
な
独
詠
吟
歌
で
あ
る
・

の
も
そ
の
故
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
内
面
に
沈
潜
す
る
傾
向
を
示
し
な
が
ら

そ
の
寸
前
で
相
手
を
予
想
し
、
そ
れ
へ
の
訴
え
か
け
を
形
式
上
も
内
容
に
お
い

て
も
失
っ
て
い
な
い
の
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
は
彼
女
た
ち
が
い
ま
だ
自
分
の

運
命
を
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め
る
孤
独
な
主
体
で
な
い
こ
と
の
証
拠
で
ば
な
か
ろ

う
か
。
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
が
家
持
の
歌
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ

な
が
ら
、
家
持
の
歌
の
鋭
角
さ
が
な
く
、
「
挨
拶
の
表
現
に
恋
愛
手
法
を
巧
み

（9）



 
 
 
 
 
 
 
注
二

に
駆
使
し
た
社
交
性
」
に
そ
の
実
質
を
み
ら
れ
る
の
も
、
単
に
彼
女
の
個
性
ば

か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注
一
 
遊
士
・
風
流
士
は
奈
良
朝
貴
族
社
会
の
生
み
出
し
た
新
し
い
男
性
縁

 
 
で
は
な
い
か
。
「
容
姿
佳
艶
に
し
て
風
流
秀
絶
な
り
。
見
る
人
聞
く
者

 
 
歎
息
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
」
 
（
万
葉
集
脇
塞
の
左
注
）
と
い
わ
れ
た
大

 
 
伴
宿
祢
田
主
は
自
他
と
も
に
遊
士
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
誇
っ
て
い

 
 
る
。
 
（
伽
～
回
番
参
照
）
こ
れ
は
や
が
て
平
安
朝
の
業
平
達
に
つ
な
が

 
 
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

注
二
 
青
木
生
子
『
日
本
古
代
文
芸
に
お
け
る
恋
愛
」
第
一
二
曹
二
章
口
器

 
 
情
表
現
の
在
り
方
P
二

四

 
本
題
の
大
伴
坂
上
郎
女
の
「
怨
恨
の
歌
」
に
か
え
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

 
テ
ー
マ
は
夫
の
不
実
を
嘆
く
こ
と
に
あ
る
が
、
彼
女
は
そ
れ
を
ど
う
受
け
と

め
た
か
。
歌
を
通
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

 
こ
の
歌
は
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
細
部
に
わ
た
っ
て
技
巧
上
二
言
な
用
意
が
あ

る
。
四
十
一
句
中
に
八
つ
の
枕
詞
・
二
つ
の
序
詞
を
使
っ
て
の
句
切
れ
の
な
い

一
首
一
句
は
華
麗
な
人
麿
長
歌
の
声
調
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

か
ろ
う
。
 
「
心
を
尽
そ
う
と
し
て
尽
b
き
っ
て
お
り
、
技
巧
と
し
て
は
適
切
を

も
っ
て
お
り
、
心
細
か
に
、
洗
煉
よ
り
く
る
品
位
と
余
裕
と
の
あ
る
も
の
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
一

郎
女
の
手
腕
を
示
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
技
巧
面
に
つ
い
て
の

評
価
と
し
て
妥
当
で
あ
る
。
だ
が
問
題
な
の
は
細
部
に
わ
た
る
技
巧
に
す
ぐ
れ

な
か
ら
、
歌
の
モ
テ
ィ
ー
フ
、
裏
切
ら
れ
た
者
の
怒
り
や
嘆
き
が
紀
郎
女
ほ
ど

に
も
生
々
し
く
響
い
て
こ
な
い
し
、
ま
し
て
笠
郎
女
の
よ
う
に
個
性
的
に
表
現

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
相
手
の
通
っ
て
来
な
く
な
っ
た
原
因
を
「
ち
は
や
ぶ

る
神
や
離
け
け
む
う
つ
せ
み
の
人
は
禁
ふ
ら
む
」
と
し
た
の
で
は
、
対
句
の
抜

法
に
用
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
怨
恨
む
べ
き
対
象
を
霧
散
さ
せ
て
し
ま
う
で

は
な
い
か
。
 
「
待
ち
や
か
ね
て
む
」
も
は
な
は
だ
締
り
が
な
い
。
第
一
こ
の
長

歌
の
、
人
麿
の
そ
れ
の
よ
う
に
枕
詞
・
序
詞
を
頻
用
し
な
が
ら
、
一
首
一
句
の

流
れ
る
よ
う
な
〃
連
続
声
調
”
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
歌
の
モ
テ
ィ
ー
フ

に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
だ
。
怨
恨
の
歌
は
尋
常
な
相
聞
歌
で
は
な
い
。
呼
び
か

け
る
相
手
を
失
っ
た
か
失
お
う
と
し
て
い
る
歌
だ
。
そ
れ
は
相
聞
歌
本
来
の
伝

統
的
集
団
的
世
界
を
離
れ
て
、
個
別
の
内
面
と
む
か
い
合
う
性
格
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
彼
女
の
な
だ
ら
か
で
流
れ
る
よ
う
な
声
調
で
は
語
れ
な
い
、
も
っ
と

足
場
の
悪
い
世
界
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
、
彼
女
は
集
団
的

イ
メ
ー
ジ
を
か
き
た
て
る
機
能
を
も
つ
枕
詞
や
序
詞
を
使
っ
て
、
人
麿
が
国
境

の
峠
か
ら
妻
に
別
れ
る
歌
を
よ
ん
だ
調
子
に
堂
々
と
う
た
い
上
げ
た
の
だ
。

 
彼
女
に
あ
っ
て
は
長
歌
を
文
学
と
し
て
人
工
に
学
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
彼
女
は
長
歌
を
氏
神
を
祭
る
時
に
（
巻
三
二
二
七
九
）
、
人
の
死

に
当
っ
て
（
焦
思
・
，
四
六
〇
）
、
国
境
の
峠
で
（
巻
上
・
七
六
三
）
必
要
に
応

じ
て
そ
れ
を
作
っ
た
。
必
要
は
彼
女
の
生
き
た
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
長
い
伝

統
に
よ
る
、
公
的
性
格
を
も
つ
。
も
ち
ろ
ん
源
初
の
機
能
そ
の
ま
ま
を
そ
の
場

が
持
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
彼
女
も
奈
良
朝
貴
族
ら
し
い
「
み
や
び
」
を
身

に
う
け
て
お
り
、
歌
も
そ
の
性
格
を
も
つ
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
女
の

長
歌
は
、
伝
統
的
場
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

 
彼
女
は
そ
れ
を
「
怨
恨
の
歌
」
に
も
流
用
し
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い

（ 10）



か
。
彼
女
の
「
怨
恨
」
へ
の
認
識
の
不
確
実
さ
、
相
手
の
裏
切
り
を
「
神
」
や

「
人
」
の
所
為
に
し
か
見
え
な
い
目
は
そ
れ
と
か
か
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

裏
切
り
を
相
手
の
中
に
見
る
こ
と
を
恐
れ
て
娩
曲
に
他
に
転
じ
た
と
見
る
に
は

あ
ま
り
に
全
体
が
お
お
ら
か
で
あ
る
。
「
人
か
禁
ふ
ら
ん
」
と
い
っ
て
も
「
神

」
の
対
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
日
常
散
文
性
を
持
つ
人
間
の
イ
メ
ー

ジ
を
持
た
さ
れ
て
は
い
な
い
。
人
問
の
人
間
に
対
す
る
裏
切
り
と
し
て
そ
れ
を

認
識
す
る
に
は
、
彼
女
の
目
は
お
ぼ
ろ
に
霞
ん
で
い
る
。
彼
女
に
は
ま
だ
そ
れ

程
の
姿
て
し
か
裏
切
り
と
か
入
間
と
か
い
う
も
の
が
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

 
彼
女
は
も
っ
と
も
親
し
い
旅
人
や
家
持
が
孤
独
の
深
さ
を
知
っ
て
い
た
ほ
ど

に
は
知
っ
て
は
い
な
い
。
彼
ら
が
仏
教
的
無
常
・
道
教
的
厭
世
・
夢
想
を
う
た

え
ば
、
彼
女
に
も
そ
の
影
響
と
思
わ
れ
る
歌
を
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
彼
女
の
心
に
響
く
に
は
、
彼
女
は
ど
こ
か
に
現
実
肯
定
的
楽
天
性

を
持
？
て
い
る
。

 
両
者
の
ち
が
い
を
ど
う
考
え
る
か
。
両
者
の
個
性
の
違
い
と
す
る
前
に
、
両

者
の
立
つ
基
盤
の
違
い
i
古
い
豪
族
に
し
て
律
令
制
官
僚
・
政
治
的
敗
北
を
重

ね
る
、
亡
び
ゆ
く
一
族
の
氏
上
と
し
て
の
旅
人
や
家
持
一
三
ら
は
又
、
文
字
文

化
の
人
で
あ
り
、
中
国
文
化
の
高
度
な
享
受
者
で
も
あ
っ
た
。

 
こ
の
旅
人
・
家
持
に
対
し
て
彼
女
は
無
文
字
・
口
承
の
世
界
の
人
で
は
な
か

っ
た
か
。
又
、
い
ま
だ
土
地
、
生
産
活
動
と
か
か
わ
り
深
い
生
活
を
保
持
し
て
「

い
る
人
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
両
者
の
存
在
を
抱
み
込
ん
で
奈
良
朝
の
氏
族
制
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
彼
女
は
氏
族
の
底
辺
-
変
化
・
流
動
の
見
え
に
く
い
胎
内
を
生
活
の
場
と

し
た
人
で
あ
っ
た
。
 
「
怨
恨
の
歌
」
は
彼
女
を
含
む
奈
良
朝
貴
族
が
提
起
し
た

怨
恨
の
歌
 
一
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
一

新
し
い
課
題
、
人
生
の
テ
ー
マ
を
そ
の
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
「

怨
恨
」
を
人
に
よ
る
人
に
対
す
る
裏
切
り
と
し
て
冷
え
ら
れ
る
ほ
ど
彼
女
の
内

部
は
解
体
・
分
裂
を
経
験
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
平
安
朝
女
流
の
出
現
を
ま
っ

て
は
じ
め
て
出
来
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

注
一
 
「
万
葉
集
評
釈
」

〆
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