
　
　

は
じ
め
に

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』（
以
下
記
紀
）、
及
び
『
万
葉
集
』
に
登
場
す
る
仁

徳
天
皇
の
皇
后
磐
姫
（
い
は
の
ひ
め 

石
之
日
売
命
・
磐
之
媛
命
）
は
上
代
文
学

の
中
で
も
優
れ
て
個
性
的
、
魅
力
的
な
輝
き
を
放
っ
て
い
る
女
性
で
あ
る
。
記

紀
に
は
、〈
色
好
み
〉
に
余
念
の
な
い
仁
徳
天
皇
の
相
手
の
女
性
に
対
し
、
激
し

い
嫉
妬
の
感
情
を
む
き
出
し
に
し
て
、
こ
と
ご
と
く
拒
絶
し
よ
う
と
し
た
物
語

が
歌
謡
を
伴
い
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
万
葉
集
（
巻
二
）
で
は
一

途
に
夫
を
慕
い
そ
の
帰
宅
を
待
ち
わ
び
る
、
抒
情
ゆ
た
か
な
相
聞
歌
四
首
を
伝

え
て
お
り
、
た
お
や
か
な
美
し
い
心
ば
え
の
女
性
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
記
紀
か
ら
受
け
る
磐
姫
像
と
万
葉
集
の
歌
群
か
ら
受

な
か
に
し
よ
う
こ
：
人
間
学
部
人
間
福
祉
学
科
教
授

女
歌
に
お
け
る
嫉
妬
の
表
現
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葉
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中
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け
る
印
象
と
で
は
、
か
な
り
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ

り
、
上
代
文
学
に
お
け
る
問
題
点
の
一
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
て

い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
両
者
の
ず
れ

0

0

に
関
し
て
、
恋
愛
感
情
を
伴
っ
た
女
性
の

男
性
に
対
す
る
〈
嫉
妬
〉
の
感
情
が
相
聞
の
歌
と
し
て
表
現
さ
れ
る
時
、
ど
の

よ
う
な
変
容
を
み
せ
る
の
か
。
相
聞
歌
の
、
と
り
わ
け
〈
女
歌
〉
の
有
り
様
と

そ
の
制
約
と
も
い
う
べ
き
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

一
磐
姫
に
関
す
る
記
載
は
嫉
妬
の
部
分
も
含
め
て
記
紀
で
は
多
少
異
な
る
。
こ

こ
で
は
そ
の
嫉
妬
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
嫉
妬
を
語
る
箇
所
を
左
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記
の
よ
う
に
掲
げ
た
（
傍
線
は
筆
者
）。

古
事
記

（
１ 

）
大
后
石
之
日
売
命
、
甚い

と

多ま
ね

く
嫉ね

 
た妬

み
た
ま
ひ
き
。
故
、
天
皇
の
使
は
せ

る
妾み

め

は
、
宮
の
中
に
得え

臨ゆ

か
ず
、
言こ

と

立だ

て
ば
、
足あ

し
も
あ
が
か
に

母
阿
賀
迦
迩
嫉ね

た妬
み
た

ま
ひ
き
。

（
２ 

）
天
皇
、
吉
備
の
海あ

ま
べ
の
あ
た
へ

部
直
の
女
、
名
は
黒
日
売
、
其
の
容か

た
ち姿

端う
る
は正

し
と
聞

し
看め

し
て
、
喚め

さ上
げ
て
使
ひ
た
ま
ひ
き
。
然
る
に
其
の
大
后
の
妬ね

た

み
を
畏

み
て
、
本も

と

つ
国
に
逃
げ
下く

だ

り
き
。

（
３ 

）
大
后
豊と

よ
の
あ
か
り

楽
し
た
ま
は
む
と
為し

て
、
御み

つ
な
が
し
は

綱
柏
を
採
り
に
、
木き

の

国
に
幸い

行

で
ま
し
し
間
に
、
天
皇
、
八
田

の
若
郎
女
と
婚ま

ぐ
はひ

し
た
ま
ひ
き
。（
中
略
）

是
に
大
后
大い

た

く
恨
み
怒
り
ま
し
て
、
其
の
御
船
に
載の

せ
し
御
綱
柏
は
、
悉

に
海
に
投
げ
棄う

て
た
ま
ひ
き
。

日
本
書
紀

（
４ 

）
十
六
年
「
朕わ

れ

、
是こ

の
婦を

み
な女

を
愛め

ぐ

ま
む
と
欲す

れ
ど
も
、
皇き

さ
き后

の
妬ね

た

み
ま
す

に
苦よ

り
て
、
合め

す
こ
と
能あ

た

は
ず
し
て
、
多

さ
は
の
と
し年

経へ

ぬ
。
何い

か
に

ぞ
徒

い
た
づ
ら

に
其
の

盛
さ
か
り
な
る
と
し

年
を
妨さ

ま
たげ

む
や
」

（
５ 

）
二
十
二
年
天す

め
ら
み
こ
と

皇
、
皇き

さ
き后

に
語か

た

り
て
曰の

た
まは

く
、「
八や

た
の
ひ
め
み
こ

田
皇
女
を
納め

し
いれ

て
将ま

さ

に
妃み

め

と
せ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
時と

き

に
皇
后
聴

う
け
ゆ
るさ

ず
。

（
６ 

）
同
年
皇
后
、
遂つ

ひ

に
聴ゆ

る

さ
じ
と
謂お

も
ほし

て
、
故か

れ

、
黙も

だ

し
て
亦ま

た

答か
へ
り
ご
と

言
し
た
ま
は

ず
。

（
７ 

）
三
十
年
時
に
皇
后
、
難な

に
は
の
わ
た
り

波
済
に
到い

た

り
て
、
天
皇
、
八
田
皇
女
を
合め

し
つ

と
聞き

こ

し
め
し
て
、
大お

ほ

き
に
恨う

ら

み
た
ま
ふ
。
則す

な
はち

其
の
採と

れ
る
御み

つ
な
か
し
は

綱
葉
を
海う

み

に
投な

げ
いれ

て
、
著と

ま岸
り
た
ま
は
ず
。（
略
）
爰こ

こ

に
天
皇
、
皇
后
の
忿い

か

り
て
著

岸と
ま

り
た
ま
は
ぬ
こ
と
を
知し

ろ

し
め
さ
ず
。（
略
）
皇
后
、
還か

へ

り
た
ま
は
ず
し

て
猶な

ほ

行い

で
ま
す
。

（
８ 

）
三
十
五
年
皇き

さ
き后

磐い
は
の
ひ
め
の
み
こ
と

之
媛
命
、
筒
城
宮
に
薨か

む
さり

ま
し
ぬ
。

右
は
古
事
記
お
よ
び
日
本
書
紀
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
通
し
番
号
で
記
し
た
。

従
っ
て
両
者
が
対
応
す
る
記
載
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る（

１
）。

こ
の
中

で
、
磐
姫
を
語
る
と
き
必
ず
引
用
さ
れ
る
の
は
（
１
）
の
「
甚い

と
ま
ね多

く
嫉ね

た妬
み
た

ま
ひ
き
」
と
い
う
、
そ
の
特
徴
を
大
き
く
と
ら
え
た
記
述
で
あ
る
。
ま
た
そ
の

様
子
に
つ
い
て
は
「
言こ

と
だ立

て
ば
、
足あ

し
も
あ
が
か
に

母
阿
賀
迦
迩
嫉ね

た妬
み
た
ま
ひ
き
。」
と
、
実

際
の
動
作
を
伴
っ
た
非
常
に
リ
ア
ル
な
描
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
に
仕
え

る
女
性
達
は
宮
殿
の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
少
し
で
も
普
段

と
違
っ
た
特
別
な
こ
と
を
す
る
と
、
足
を
バ
タ
バ
タ
さ
せ
て
嫉
妬
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
激
し
い
こ
と
も
激
し
い
が
、
ま
る
で
聞
き
分
け
の
な
い
子
ど
も
の

よ
う
な
仕
草
だ
。（
４
）
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
具
体
的
で
生
き
生
き
と
し
た
記

述
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
（
２
）
で
は
、
宮
廷
に
召
さ
れ
た
吉
備
の
黒
日
売
が

「
大
后
の
妬ね

た

み
を
畏
み
て
、」
故
郷
に
逃
げ
帰
っ
た
が
、
そ
の
船
出
を
惜
し
ん
で

歌
っ
た
天
皇
の
歌
（
歌
謡
番
号
52
）
を
聞
き
、「
大い

た

く
忿い

か

り
ま
し
て
…
追
い
下
ろ

し
て
、
歩か

ち

よ
り
追
い
去
り
た
ま
ひ
き
」
と
伝
え
る
。
皇
后
の
嫉
妬
に
恐
れ
を
な

す
話
は
（
４
）
に
も
見
え
て
お
り
、
そ
の
嫉
妬
の
た
め
に
長
年
召
し
入
れ
る
こ

と
な
く
過
ぎ
た
の
で
、
桑
田
玖
賀
媛
を
播は

り
ま
は
や
ま
ち

磨
速
待
に
与
え
た
、
と
あ
る
。

さ
ら
に
、（
３
）
で
は
八
田
若
郎
女
に
対
す
る
嫉
妬
を
語
る
も
の
で
、
日
本
書

紀
の
（
５
）、（
６
）、（
７
）
が
こ
れ
に
当
た
る
。
豊

と
よ
の
あ
か
り

楽
の
た
め
の
御
綱
柏
を
採

り
に
紀
の
国
に
出
か
け
た
留
守
に
、
天
皇
が
八
田
若
郎
女
と
婚ま

ぐ
わい

し
た
こ
と
を

聞
い
た
磐
姫
が
「
大い

た

く
恨
み
怒
り
ま
し
」
て
「
御
船
に
載の

せ
し
御
綱
柏
は
、
悉
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に
海
に
投
げ
棄う

て
た
ま
ひ
き
」
と
記
す
。
こ
こ
で
も
激
し
い
嫉
妬
の
様
子
が
描

写
さ
れ
て
い
る
。（
７
）
に
も
同
様
の
部
分
が
見
え
る
が
、「
悉
に
」
と
強
調
し

た
副
詞
句
は
な
い
。（
５
）、（
６
）
で
は
（
３
）
に
先
行
す
る
話
と
し
て
、
八
田

皇
女
を
妃
と
す
る
相
談
を
天
皇
か
ら
受
け
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
「
皇
后
聴

う
け
ゆ
る

さ
ず
」「
遂つ

ひ

に
聴ゆ

る

さ
じ
」、
あ
る
い
は
「
黙
し
て
亦か

へ
り
ご
と
ま
う

答
言
し
た
ま
は
ず
」
と
か
た

く
な
に
拒
絶
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
後
、
宮
廷
に
帰
ら
ず
山
城
の

宮
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
皇
后
を
連
れ
戻
そ
う
と
す
る
天
皇
と
の
、
歌
の
や
り
取

り
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
（
３
）、（
７
）
と
も
に
共
通
す
る
が
、
山
城
を
つ
い

に
離
れ
る
こ
と
な
く
、
筒
城
宮
で
薨
じ
た
と
（
８
）
に
は
伝
え
る
。
記
で
は
こ

れ
に
触
れ
ず
、
次
に
つ
づ
く
雌
鳥
王
の
物
語
の
中
で
、
豊
楽
の
主
催
者
と
し
て

登
場
し
て
い
る
点
が
異
な
っ
て
い
る（

２
）。

以
上
、
記
紀
に
伝
え
る
磐
姫
の
嫉
妬
の
箇
所
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
の

問
題
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
考
え
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
国

主
命
の
后
で
あ
る
須す

せ

り

ひ

め

勢
理
毘
売
の
嫉
妬
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
代
か
ら
伝

わ
る
嫉
妬
す
る
女
人
像
を
、
そ
の
怒
り
の
所
作
が
巫
女
の
神
懸
か
り
の
際
の
表

現
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
岩
石
信
仰
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
、
さ
ら
に
葛

城
氏
の
系
譜
に
み
ら
れ
る
石
を
名
乗
る
人
々
や
信
仰
に
関
す
る
伝
承
な
ど
を
経

て
、
同
氏
の
地
盤
で
あ
る
葛
城
、
そ
の
山
々
の
信
仰
と
変
遷
な
ど
を
辿
る
こ
と

に
よ
り
、
磐
姫
を
葛
城
山
の
信
仰
に
根
ざ
し
た
祭
祀
を
司
る
、
葛
城
家
最
高
の

巫
女
、
呪
的
能
力
の
ゆ
た
か
な
女
人
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、

そ
の
〈
嫉
妬
〉
は
葛
城
家
の
巫
性
豊
か
な
女
人
と
し
て
の
、
そ
の
祭
祀
力
を
固

守
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は
自
ら
の
呪
力
を
発

揮
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る（

３
）。

同
じ
問
題
に
関
連
し
て
は
、
こ
の
〈
嫉
妬
〉
を
威
力
の
発
動
と
い
う
観
点
か

ら
と
ら
え
た
考
察
が
あ
る
。
そ
れ
は
、（
１
）
に
掲
げ
た
「
言
立
て
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
と
同
様
、
威
力
の
あ
る
言
葉
に
よ
り
発
動
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
そ

れ
は
、〈
嫉
妬
〉
に
呪
的
威
力
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
、
と
す
る
内
容
で
あ

る
。
さ
ら
に
ま
た
、
古
事
記
の
嫉
妬
に
は
公
的
、
呪
的
要
素
を
窺
わ
せ
る
質
が

あ
り
、
書
紀
の
場
合
は
男
と
女
の
関
係
に
お
い
て
解
釈
で
き
る
も
の
と
し
て
、

記
紀
に
お
け
る
嫉
妬
の
質
に
言
及
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る（

４
）。

ま
た
次
の
よ
う
な
論
も
あ
る
。〈
嫉
妬
〉
を
め
ぐ
る
仁
徳
と
磐
姫
の
物
語
を
、

神
代
の
大
国
主
命
と
須
勢
理
毘
売
の
神
話
を
規
範
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、

仁
徳
が
神
代
に
こ
の
全
国
土
を
初
め
て
統
括
す
る
神
と
し
て
君
臨
し
た
大
国
主

命
と
重
層
し
て
い
る
の
と
同
様
、
磐
姫
も
嫉
妬
の
女
神
須
勢
理
毘
売
と
重
層

し
、
神
話
的
意
味
を
負
う
よ
う
構
造
化
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
嫉
妬
は
国
土
に
新
し
い
秩
序
と
安
寧
を
も
た
ら
す
天
皇
と
皇
后

の
強
力
な
和
合
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
呪
的
な
力
だ
と
し

て
い
る
の
で
あ
る（

５
）。

さ
に
ら
、「
言
立
て
」
に
関
連
し
て
、
記
に
お
け
る
磐
姫
の
嫉
妬
を
、
先
に
触

れ
た
と
同
様
「
言
」
の
呪
力
と
し
て
と
ら
え
、
仁
徳
紀
に
み
る
磐
姫
像
の
特
質

を
仁
徳
の
〈
公
〉〈
理
〉
に
対
す
る
〈
私
〉〈
情
〉
と
そ
の
体
現
で
あ
る
と
す
る

論
も
加
え
て
お
き
た
い（

６
）。

以
上
、
先
に
示
し
た
拙
稿
と
重
な
る
部
分
を
含
み
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
新

し
い
見
方
を
紹
介
し
た
。
い
ず
れ
も
磐
姫
の
〈
嫉
妬
〉
に
は
始
原
的
で
強
力
な

呪
性
が
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
す
る
に
と
ど
め
た

い
。
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二
こ
う
し
た
記
紀
の
伝
え
に
対
し
て
、
万
葉
集
で
は
仁
徳
天
皇
を
慕
っ
て
詠
ん

だ
と
い
う
題
詞
を
も
つ
次
の
歌
群
を
伝
え
る
。

　
　
　

磐
い
は
の
ひ
め
の
お
ほ
き
さ
き

姫
皇
后
、
天
皇
を
思し

の

ひ
た
て
ま
つ
る
御み

う

た
作
歌
四
首

85  

君
が
行
き
日け

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

　
　

右
の
一
首
の
歌
は
、
山

や
ま
の
う
へ
の
お
く
ら
の
お
み

上
憶
良
臣
の
類る

い
じ
ゆ
か
り
ん

聚
歌
林
に
載
す
。

86  

か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
磐い

は
ね根

し
枕ま

き
て
死
な
ま
し
も

の
を

87 

あ
り
つ
つ
も
君
を
ば
待
た
む
打
ち
靡な

び

く
わ
が
黒
髪
に
霜
の
置
く
ま
で
に

88 

秋
の
田
の
穂
の
上へ

に
霧き

ら
ふ
朝

あ
さ
か
す
み霞

何い

づ

へ
処
辺
の
方か

た

に
わ
が
恋
ひ
止
ま
む

　
　
　

或
る
本
の
歌
に
曰
は
く　

89 

居ゐ

あ明
か
し
て
君
を
ば
待
た
む
ぬ
ば
た
ま
の
わ
が
黒
髪
に
霜
は
ふ
れ
ど
も

　
　

右
一
首
、
古
歌
集
の
中
に
出
づ
。 

（
万
葉
集
巻
２
）

巻
第
二
、
相
聞
の
部
立
の
巻
頭
に
据
え
ら
れ
た
こ
の
歌
群
は
、
仁
徳
朝
当
時

の
歌
で
は
な
く
磐
姫
を
主
人
公
と
し
た
歌
物
語
に
お
け
る
伝
承
歌
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
、
四
首
は
起
承
転
結
の
構
成
を
も
つ
こ
と
な
ど
、
今
日
で
は
す
で
に

定
説
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、

短
歌
形
式
の
個
人
の
抒
情
歌
の
成
立
は
斉
明
朝
頃
か
ら
と
み
な
さ
て
お
り
、
磐

姫
歌
群
の
成
立
も
こ
れ
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

〈
あ
な
た
が
旅
立
た
れ
て
か
ら
も
う
何
日
も
経
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
山
路

を
尋
ね
て
迎
え
に
行
き
ま
し
よ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
ま
ま
待
ち
続
け
ま
し
ょ

う
か
。
─
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
ん
な
に
恋
い
焦
が
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
く
ら
い

な
ら
、
い
っ
そ
高
山
の
岩
を
枕
に
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
ほ
う
が
よ
ほ
ど
ま
し
で

す
。
─
い
い
え
、
や
は
り
こ
う
し
て
あ
な
た
が
再
び
私
の
と
こ
ろ
に
戻
ら
れ
る

の
を
お
待
ち
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
長
い
黒
髪
に
霜
が
置
く
よ
う
に
な
る
ま
で

も
。
─
秋
の
田
の
稲
穂
を
一
面
に
覆
っ
て
動
か
ぬ
朝
霞
─
私
の
恋
の
苦
し
み
が

晴
れ
る
方
は
一
体
ど
ち
ら
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
消
え
る
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と

も
か
な
わ
ぬ
こ
の
心
よ
。〉

四
首
の
現
代
語
訳
を
右
の
よ
う
に
示
し
て
み
た
。
四
首
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
独

詠
歌
で
あ
り
、
独
立
し
た
歌
と
も
見
え
な
が
ら
、
内
容
と
言
葉
の
も
つ
リ
ズ
ム

や
緊
張
感
と
が
互
い
に
緊
密
に
ひ
び
き
合
っ
て
一
つ
の
抒
情
世
界
を
生
み
出
し

た
、
見
事
な
構
成
で
あ
る
。
85
の
「
山
た
づ
ね
」
と
は
、
死
者
や
重
病
人
の
魂

を
求
め
て
、
仮
死
の
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
の
身
体
に
連
れ
戻
そ

う
と
す
る
民
俗
で
あ
り
、
挽
歌
の
表
現
と
し
て
万
葉
集
に
定
着
し
た
言
葉
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
そ
の
発
想
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ

な
い
思
い
が
「
迎
へ
か
行
か
む
」
以
下
を
呼
び
だ
し
、「
迎
え
る
」
と
「
待
つ
」

と
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
逡
巡
す
る
思
い
が
強
調
さ
れ
る）

7
（

。
86
で
も
下
句
、「
高

山
の
岩
根
し
枕
き
て
死
な
ま
し
も
の
を
」
に
み
る
よ
う
な
、
挽
歌
的
発
想
に
根

ざ
し
た
、
死
を
願
う
ほ
ど
の
つ
き
つ
め
た
思
い
の
烈
し
さ
を
歌
う
。

次
の
87
で
は
下
句
、「
打
ち
靡
く
わ
が
黒
髪
に
霜
の
置
く
ま
で
に
」
の
よ
う
に

ど
の
よ
う
に
待
つ
の
か
、「
待
つ
」
状
態
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。「
黒
髪
に
霜

が
置
く
」
と
は
、
美
し
い
黒
髪
が
老
い
て
白
髪
に
な
る
意
味
と
、
黒
髪
に
夜
の

霜
が
降
り
る
意
味
と
二
通
り
の
解
釈
が
あ
り
、
時
間
的
な
長
さ
が
問
題
と
さ
れ

て
い
る）

8
（

。
こ
こ
で
は
前
者
の
意
味
と
し
た
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
長
く
待
と

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
異
伝
89
の
よ
う
に
「
居
明
か
し
て
」
な
ら
ば
、

一
夜
を
寝
な
い
で
外
で
明
か
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
後
者
と
な
る
。
88
は
前
三
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首
の
思
い
を
も
含
め
た
恋
の
歎
き
と
し
て
総
括
さ
れ
る
。
上
句
の
美
し
い
自
然

描
写
は
、
実
景
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
を
活
か
し
た
序
詞
と
見
て
お
き

た
い
。
鬱
屈
し
た
思
い
が
、
稲
穂
を
覆
っ
て
い
る
朝
霞
の
描
写
と
な
っ
た
も
の

で
、
同
時
に
そ
れ
は
作
者
の
心
象
風
景
で
あ
り
、
下
句
の
嘆
き
の
心
と
支
え
あ

い
ひ
び
き
あ
っ
て
、
序
詞
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
一
首
ご
と
の
表
現
の
特
徴
を
簡
単
に
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
検
討
は
す

で
に
試
み
た
こ
と
が
あ
る）

9
（

。
ま
た
、
こ
の
歌
群
に
関
す
る
先
行
の
諸
論
に
つ
い

て
は
、
随
時
採
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
歌
群
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
遠
い
旅
先
に
あ
る
夫
へ
の

一
途
な
思
慕
と
、
ひ
た
す
ら
帰
り
を
待
ち
つ
つ
、
待
つ
こ
と
に
苦
し
み
煩
悶
す

る
一
人
の
女
性
の
歎
息
で
あ
る
。
ま
た
、
返
歌
を
も
た
な
い
、
女
の
側
か
ら
の

一
首
ま
た
一
首
と
た
た
み
か
け
て
い
く
よ
う
な
思
慕
と
懊
悩
の
抒
情
世
界
は
、

読
み
手
の
胸
に
惻
々
と
迫
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
思
い
は
嫋
々
と
し
て
い
な
が

ら
し
か
し
、
意
外
に
烈
し
く
剄
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

〈
待
つ
〉
と
〈
恋
ふ
〉
と
が
交
互
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
も
効
果
的
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
た
と
え
仮
託
で
あ
り
伝
誦
歌
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
こ

に
み
ら
れ
る
磐
姫
像
は
記
紀
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
ま
る
で
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
歌
群
を
構
成
す
る
歌
が
、
物
語
の
地
の
文
と
と
も
に
存
在
し
た
も

の
で
あ
っ
た
の
か
否
か
不
明
で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
明
ら
か
に
差ず

れ異
が
認

め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
ず
れ

0

0

を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

三

磐
姫
と
こ
の
歌
群
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
巻
二
の
編
纂
意
図
に
関
連

し
て
早
く
折
口
信
夫
に
意
見
が
あ
る）

（（
（

。
そ
れ
は
、
巻
二
の
巻
頭
に
磐
姫
の
歌

を
収
め
た
の
は
、
巻
一
の
巻
頭
が
雄
略
天
皇
の
御
製
で
始
ま
る
の
と
同
様
、
ど

ち
ら
も
激
し
く
憤
る
魂
を
鎮
め
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
一
方
、
臣
下
出
身
で
あ
る
藤
原
光
明
子
の
立
后
の
際
、
そ
れ
を
有
利
に
進

め
よ
う
と
す
る
政
治
的
状
況
の
中
で
、
記
紀
の
磐
姫
像
の
転
換
を
は
か
り
、
貞

淑
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
た
め
に
、
こ
の
歌
群
が
編
成
さ
れ
た
と
す
る
見
方

も
あ
る）

（（
（

。
あ
る
い
は
ま
た
、
万
葉
の
時
代
に
な
っ
て
儒
教
的
な
帝
王
観
が
定
着

す
る
に
従
い
、
磐
姫
皇
后
も
天
皇
を
深
く
慕
う
理
想
的
な
皇
后
と
し
て
伝
承
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
も
い
わ
れ
る）

（（
（

。

さ
ら
に
、
成
立
時
期
と
構
成
の
問
題
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
考
察
も
あ

る
。
そ
れ
は
、
第
二
原
形
本
を
想
定
す
る
と
と
も
に
、
磐
姫
が
「
古
き
世
の
恋

の
代
表
者
」
と
さ
れ
、
仁
徳
朝
が
「
人
の
世
の
始
ま
り
」
と
観
ぜ
ら
れ
て
、
そ

う
し
た
人
の
歌
を
規
範
と
し
て
冒
頭
に
飾
る
こ
と
に
よ
り
、
白
鳳
宮
廷
ロ
マ
ン

ス
歌
集
と
も
い
う
べ
き
巻
二
相
聞
の
盛
容
を
備
え
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
も
の

で
あ
る）

（（
（

。

右
に
紹
介
し
た
諸
説
は
、
い
ず
れ
も
万
葉
集
巻
二
の
編
纂
意
図
や
構
成
と
そ

の
過
程
、
成
立
年
代
な
ど
に
関
わ
っ
て
の
論
で
あ
る
。
記
紀
の
伝
承
と
の
関
わ

り
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
記
紀
の

伝
え
と
そ
の
違
い
を
指
摘
し
た
上
で
、「
仁
徳
紀
の
意
図
が
儒
教
的
理
念
に
基

づ
く
望
ま
し
か
ら
ざ
る
后
像
の
形
象
で
あ
っ
た
」
の
に
対
し
て
、
記
で
は
「
一

夫
多
妻
の
時
代
に
抗
し
て
、
夫
を
独
占
し
て
生
き
た
い
と
願
う
女
性
の
立
場
を
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擁
護
す
る
立
場
で
描
く
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
万
葉
歌
群

か
ら
受
け
る
磐
姫
像
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、「
仁
徳
の
身
の
上
を
案
じ
な
が

ら
、
あ
る
い
は
自
ら
の
思
い
に
反
む
く
他
の
女
性
と
の
関
係
を
心
配
し
な
が

ら
、
迎
え
に
い
こ
う
か
待
っ
て
い
よ
う
か
と
逡
巡
す
る
磐
姫
の
心
が
歌
わ
れ
、

優
し
さ
を
全
面
に
出
し
た
歌
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
優
し
さ
の
裏
に
嫉
妬
深

さ
、
夫
を
独
占
的
に
自
分
の
も
と
に
繋
ぎ
止
め
て
お
こ
う
と
す
る
思
い
が
潜
ん

で
い
る
」
と
結
論
づ
け
る
論
で
あ
る）

（（
（

。

つ
ま
り
、
嫉
妬
と
ひ
た
す
ら
な
愛
は
一
人
の
内
に
同
居
し
得
る
も
の
と
す
る

観
点
か
ら
、
記
紀
と
万
葉
集
と
は
一
人
の
人
物
の
分
か
ち
難
い
二
面
を
そ
れ
ぞ

れ
別
の
面
か
ら
と
え
た
も
の
と
す
る
意
見
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
魅
力
的
な

見
方
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
記
紀
と
万
葉
集
に
お
け
る
磐
姫
像
を
、
ど
う
し
て

も
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
地
の

文
で
あ
る
物
語
、
伝
承
な
ど
の
散
文
と
、
定
型
で
あ
る
歌
と
を
同
レ
ベ
ル
に
置

い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
記
紀
の
歌
謡

と
磐
姫
歌
群
に
つ
い
て
は
、
形
式
は
異
な
る
が
一
連
の
歌
で
あ
る
と
認
め
る
説

は
、
こ
の
点
を
繋
ぐ
ヒ
ン
ト
と
し
て
極
め
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。

拙
稿
で
は
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
諸
説
の
確
認
と
そ
れ
を
視
野
に
入
れ
な

が
ら
、
別
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
磐

姫
像
の
記
紀
と
万
葉
集
に
お
け
る
印
象
の
ず
れ

0

0

は
、
歌
と
い
う
定
型
そ
の
も
の

に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
こ

で
は
、
相
聞
歌
に
み
る
女
歌
の
特
徴
と
し
て
と
ら
え
て
み
た
い
。
万
葉
集
に
は

次
の
よ
う
な
激
し
い
嫉
妬
の
歌
が
み
え
る
。

　

 

さ
し
焼や

か
む　

小を

や屋
の
醜し

こ
や屋

に　

か
き
棄う

て
む　

破や
れ
こ
も薦

を
敷
き
て　

う
ち

折
れ
む　

醜し
こ

の
醜し

こ
て手

を　

さ
し
交か

へ
て　

寝ぬ

ら
む
君
ゆ
ゑ　

あ
か
ね
さ
す

　

晝
は
し
み
ら
に　

ぬ
ば
た
ま
の　

夜よ
る

は
す
が
ら
に　

こ
の
床と

こ

の　

ひ
し

と
鳴
る
ま
で　

嘆
き
つ
る
か
も

 

（
巻
13
・
三
二
七
〇　

作
者
未
詳
）

　
　
　

反　

歌

　

わ
が
情

こ
こ
ろ

焼
く
も
わ
れ
な
り
愛は

し
き
や
し
君
に
恋
ふ
る
も
わ
が
心
か
ら

 

（
同　

三
二
七
一
）

右
は
女
の
歌
で
、
恋
す
る
男
が
他
の
女
と
寝
て
い
る
場
面
を
想
像
し
て
歌
っ

た
も
の
で
あ
る
。
二
人
が
逢
っ
て
い
る
小
屋
を
焼
い
て
し
ま
い
た
い
、
敷
い
て

い
る
薦
を
棄
て
て
し
ま
い
た
い
、
女
と
抱
き
あ
っ
て
い
る
あ
の
手
を
へ
し
折
っ

て
や
り
た
い
と
、
感
情
を
む
き
出
し
に
し
た
言
葉
が
な
ら
ぶ
。
現
代
人
に
も
充

分
理
解
で
き
る
感
情
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
『
万
葉
百
歌
』
で
は
、
こ
う

し
た
激
し
い
嫉
妬
の
歌
は
万
葉
集
に
も
そ
れ
以
降
に
も
み
ら
れ
な
い
と
指
摘

し
、
ま
た
、
そ
の
激
し
さ
は
反
歌
に
よ
っ
て
自
分
の
気
持
ち
を
な
だ
め
る
鎮
魂

の
歌
に
な
っ
て
い
て
、
歌
を
詠
む
の
は
こ
う
い
う
鎮
魂
の
働
き
を
期
待
す
る
場

合
が
多
く
あ
る
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。
一
方
こ
れ
を
受
け
て
、
富
岡
多
恵
子
の
言
説

を
示
し
な
が
ら
、
詩
歌
の
言
葉
は
こ
と
ば
の
美
に
向
か
う
こ
と
、
嫉
妬
や
の
ろ

い
と
い
う
も
の
も
、
悲
し
み
と
か
怨
み
な
ど
と
い
う
情
緒
的
な
も
の
に
し
な
い

と
歌
に
は
な
ら
な
い
、
と
歌
の
も
つ
宿
命
的
な
性
格
に
言
及
し
た
意
見
も
提
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
本
論
を
進
め
る
上
で
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る）

（（
（

。

　
 

つ
ぎ
ね
ふ
や　

山や
ま
し
ろ
が
は

代
河
を　

河か
は
の
ぼ上

り　

我わ

が
上の

ぼ

れ
ば　

…
…
葉は

び
ろ広　

五
百ゆ

個つ

真ま
つ
ば
き椿　

其し

が
花
の　

照
り
坐い

ま

し　

其し

が
葉
の　

広ひ
ろ

り
坐い

ま

す
は　

大
君
ろ

か
も
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右
は
天
皇
が
八
田
若
郎
女
と
婚
し
た
こ
と
を
聞
き
伝
え
た
磐
姫
が
、
山
城
に

上
る
時
に
歌
っ
た
歌
謡
（
記
57
）
で
あ
る
。
し
か
し
、「
大い

た

く
恨
み
怒
り
ま
し

て
」
と
、
地
の
文
に
あ
る
よ
う
な
嫉
妬
や
恨
み
の
言
葉
は
一
語
も
み
え
ず
、
そ

れ
の
み
か
天
皇
に
奉
っ
た
歌
の
内
容
は
相
手
を
讃
え
寿
ぐ
寿
歌）

（（
（

に
変
貌
し
て
い

る
。こ

の
寿
歌
に
関
し
て
、
寿
詞
や
寿
歌
を
献
ず
る
立
場
は
、
主
君
に
対
す
る
臣

下
で
あ
り
、
天
皇
へ
の
寿
詞
は
そ
れ
に
服
属
す
る
豪
族
た
ち
の
献
ず
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
皇
后
や
采
女
な
ど
の
寿
歌
献
上
者
を
男
の
そ
れ
と

比
較
し
た
場
合
、
主
従
の
関
係
と
同
時
に
男
女
の
関
係
と
も
な
る
こ
と
。
そ
し

て
そ
れ
は
思
慕
や
恋
情
の
表
現
に
近
づ
く
可
能
性
を
持
つ
。
と
す
る
論
が
あ

り）
（（
（

、
短
歌
的
抒
情
へ
の
橋
渡
し
的
な
要
素
を
こ
う
し
た
歌
謡
か
ら
う
か
が
う
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

さ
か
の
ぼ
っ
て
、「
甚い

た

く
嫉

う
は
な
り
ね
た
み

妬
為し

」
た
須
勢
理
毘
売
が
大
国
主
命
に
返
し

た
歌
謡
（
記
５
）
に
も
、「
…
…
汝な

こ
そ
は　

男を

に
坐い

ま

せ
ば　

…
…
若
草
の　

妻

持
た
せ
ら
め　

吾あ

は
も
よ　

女め

に
し
あ
れ
ば　

汝な

を
除き

き
て　

男を

は
無
し　

汝な

を
除き

き
て　

夫つ
ま

は
無
し
…
…
」
と
歌
わ
れ
る
。
あ
な
た
に
は
余
所
に
多
く
の
妻

が
い
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
女
の
私
に
は
あ
な
た
以
外
に
夫
は
い
な
い
の
よ

と
、
軽
い
恨
み
を
含
み
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
相
手
へ
の
か
わ
ら
ぬ
恋
慕
の
情
を

切
々
と
歌
う
。
こ
う
し
た
地
の
文
と
の
ず
れ

0

0

も
、
右
に
紹
介
し
た
ご
と
く
歌
の

も
つ
性
格
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
兆
し
が
す
で
に
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま

り
形
式
こ
そ
異
な
り
は
す
る
が
、
少
な
く
と
も
女
の
側
の
歌
と
い
う
点
に
お
い

て
は
そ
の
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

磐
姫
歌
群
か
ら
受
け
る
磐
姫
像
も
、
こ
の
視
点
か
ら
お
の
ず
と
見
え
て
く
る

も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
い
か
に
嫉
妬
に
身
を
焦
が
し
苦
し
ん
で
い
よ
う
と

も
、
歌
と
い
う
定
型
に
表
現
す
る
と
き
、
そ
の
内
面
が
そ
の
ま
ま
如
実
に
生
の

言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
い
つ
の
間
に
か
激
し
く
滾
る
よ
う
な
思

い
は
す
り
抜
け
て
、
ひ
た
す
ら
相
手
を
恋
い
慕
い
、
逢
え
ぬ
辛
さ
、
待
つ
寂
し

さ
を
歎
息
く
思
い
と
し
て
、
変
貌
し
た
姿
で
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
先
に
触
れ
た
、

他
に
類
例
を
見
な
い
と
い
う
嫉
妬
の
歌0

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
点
も
含
め
て
、

そ
れ
は
五
音
、
七
音
の
韻
律
と
形
式
を
も
っ
た
歌
と
い
う
、
い
わ
ば
定
型
が
定

型
で
あ
る
た
め
の
力
─
規
制
す
る
─
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

と
り
わ
け
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
相
聞
歌
に
お
け
る
女
歌
に
顕
著
に
み
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

四

と
こ
ろ
で
女
の
嫉
妬
に
お
け
る
地
の
文
と
歌
と
の
ず
れ

0

0

は
、
平
安
朝
の
物
語

の
世
界
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
筆
者
）。

　
　

う
ら
な
く
も
思
ひ
け
る
か
な
契
り
し
を
松
よ
り
波
は
越
え
じ
も
の
ぞ
と

　

 

お
い
ら
か
な
る
も
の
か
ら
、
た
だ
か
す
め
た
ま
へ
る
を
、
い
と
あ
は
れ
に

う
ち
置
き
が
た
く
見
た
ま
ひ
て
、（
略
） 

（
源
氏
物
語
・
明
石
）

右
は
正
妻
の
立
場
に
あ
る
紫
の
上
が
、
明
石
の
君
に
通
う
光
源
氏
に
対
し
て

嫉
妬
す
る
場
面
で
、
源
氏
の
「
し
ほ
し
ほ
と
ま
づ
ぞ
泣
か
る
る
か
り
そ
め
の
み

る
め
は
海
人
の
す
さ
び
な
れ
ど
も
」
に
返
し
た
歌
で
あ
る
。
地
の
文
で
は
、
穏

や
か
な
ら
ず
あ
て
こ
す
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
あ
る
。
そ
の
わ
り
に
紫
の
上

の
返
歌
は
、
心
変
わ
り
は
し
な
い
と
あ
な
た
を
信
じ
き
っ
て
い
た
の
に
と
、
地

の
文
に
添
い
つ
つ
怨
み
と
し
て
歌
わ
れ
な
が
ら
、
強
く
突
っ
ぱ
ね
る
激
し
さ
は
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み
ら
れ
な
い
。

　

思
ふ
ど
ち
な
び
く
方
に
は
あ
ら
ず
と
も
わ
れ
ぞ
煙
に
さ
き
だ
ち
な
ま
し

 

（
同
・
澪
標
）

同
じ
く
明
石
の
君
の
件
で
「
た
だ
な
ら
ず
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ひ
て
」
と
、
穏

や
か
な
ら
ぬ
恨
め
し
い
気
持
ち
を
述
べ
る
箇
所
や
、
源
氏
の
言
葉
と
し
て
「
さ

す
が
に
執
念
き
と
こ
ろ
つ
き
て
、
も
の
怨
じ
し
た
ま
へ
る
が
…
」
と
紫
の
上
の

執
念
深
い
嫉
妬
心
を
語
る
場
面
が
あ
る
。
し
か
し
歌
で
は
、
思
い
合
っ
た
同
士

が
同
じ
方
向
に
な
び
く
と
い
う
、
そ
の
方
角
で
は
な
い
に
し
て
も
、
私
は
そ
の

煙
に
先
立
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
か
し
ら
、
と
嘆
く
歌
に
変
貌

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
煙
に
先
だ
っ
て
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
は
、
磐
姫
歌
群

に
共
通
す
る
恋
の
嘆
き
で
あ
る
。
嘆
き
に
変
換
し
な
け
れ
ば
歌
と
し
て
は
収
め

よ
う
が
な
か
っ
た
。
地
の
文
と
歌
と
の
ず
れ

0

0

が
こ
こ
で
は
明
確
で
あ
る
。

　

舟
と
む
る
を
ち
か
た
人
の
な
く
は
こ
そ
明あ

す日
か
へ
り
こ
む
夫せ

な

と
待
ち
み
め

 

（
同
・
薄
雲
）

源
氏
が
め
か
し
こ
ん
で
明
石
の
君
を
訪
問
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
、
紫
の

上
が
嫉
妬
す
る
場
面
で
、
地
の
文
で
は
「
女
君
た
だ
な
ら
ず
見
た
て
ま
つ
り
た

ま
ふ
」
と
あ
る
。
歌
は
明
石
の
君
か
ら
引
き
取
っ
て
育
て
て
い
る
幼
い
姫
君
に
、

源
氏
が
か
け
た
「
明
日
帰
り
来
む
」
の
言
葉
を
受
け
た
も
の
で
、
あ
な
た
を
引

き
と
め
る
を
ち
か
た
の
人
（
明
石
の
君
）
が
い
な
い
の
で
し
た
ら
、
そ
の
言
葉

通
り
、
明
日
お
帰
り
に
な
る
夫
と
思
っ
て
お
待
ち
し
て
も
み
る
で
し
ょ
う
け
れ

ど
、（
ち
ゃ
ん
と
明
石
の
君
が
い
る
の
で
す
か
ら
、
明
日
帰
る
な
ん
て
ま
る
で
当

て
に
な
り
ま
せ
ん
わ
）
と
、
し
ん
ね
り
と
待
つ
側
の
怨
み
と
し
て
歌
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
催
馬
楽
「
桜
人
」
を
踏
ま
え
て
の
趣
向
に
、
贈
答
歌
の
お
も
し
ろ
さ

が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
修
辞
上
の
技
巧
が
ほ
ど

こ
さ
れ
て
も
、
基
本
的
に
は
閨
の
怨
み
に
繋
が
る
〈
待
つ
女
〉
の
領
域
を
一
歩

も
出
て
は
い
な
い
。
女
の
歌
は
そ
の
よ
う
に
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

源
氏
物
語
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
理
想
の
男
性
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
、

紫
の
上
も
理
想
の
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
想
生
活
と
は
古
代
か

ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
〈
色
好
み
〉
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
各
地
の
優
れ
た
女

性
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
そ
の
国
の
国
魂
を
身
に
つ
け
、
支
配
権
を
得
る
こ
と
に

本
来
の
意
味
が
あ
っ
た
。
大
国
主
命
や
仁
徳
天
皇
に
み
る
ご
と
く
で
あ
る
。
こ

れ
が
平
安
朝
の
宮
廷
を
中
心
と
し
た
み
や
び
の
生
活
に
継
承
さ
れ
た
の
が
、
光

源
氏
の
物
語
で
あ
っ
た）

（（
（

。
対
し
て
嫉
妬
の
炎
を
燃
や
す
の
が
理
想
の
女
性
で
あ

り
、
光
源
氏
の
色
好
み
に
生
涯
苦
悩
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
描
か
れ
た
の
が
紫

の
上
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
伝
統
が
物
語
の
地
の
文
と
歌
と
の
ず
れ

0

0

の
上
に
も
継

承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

五

万
葉
集
の
相
聞
歌
（
贈
答
、
問
答
も
含
め
て
）
は
、
歌
垣
（
嬥か

が
ひ歌

）
に
み
る

よ
う
な
時
と
場
所
を
定
め
て
行
わ
れ
て
き
た
、
男
女
の
歌
の
か
け
あ
い
に
そ
の

発
生
が
求
め
ら
れ
る
。
男
の
歌
い
か
け
に
素
直
に
応
じ
る
こ
と
は
男
の
意
の
ま

ま
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
女
の
歌
は
な
び
く
と
み
せ
て
は
ぐ
ら
か
し
、

切
り
返
し
、
あ
る
い
は
揶
揄
し
、
な
じ
り
、
怨
み
な
ど
を
も
っ
て
歌
い
返
す
の

が
常
套
で
あ
っ
た
。
こ
の
伝
統
が
女
の
歌
に
底
流
し
、
一
夫
多
妻
の
婚
姻
形
態
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と
と
も
に
次
第
に
内
面
化
さ
れ
、
男
を
待
つ
こ
と
の
嘆
き
や
怨
み
に
分
け
入
っ

て
そ
の
心
理
を
さ
ま
ざ
ま
に
歌
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
女
歌
は
そ
の
中
か
ら

生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

〈
女
歌
〉
と
は
周
知
の
よ
う
に
折
口
信
夫
の
語
彙
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
す
で

に
学
術
用
語
と
み
な
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
そ
れ
は
、
歌
の
発
生
か
ら
近
代
短
歌
ま
で

を
見
通
そ
う
と
す
る
文
学
史
的
構
想
に
立
っ
た
中
で
と
ら
え
た
も
の
で
、
恋
歌

（
相
聞
歌
）
を
基
盤
と
し
た
女
性
の
歌
の
伝
統
と
本
質
、
そ
の
内
容
や
表
現
に
お

け
る
変
容
な
ど
を
、
時
代
を
追
い
な
が
ら
追
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

単
純
に
作
者
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
か
ら
の
用
語
で
は
な
い）

（（
（

。

そ
こ
で
、
先
に
掲
げ
た
磐
姫
の
相
聞
歌
四
首
に
つ
い
て
今
少
し
考
察
を
加
え

て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
二
首
目
86
で
は
、「
高
山
の
磐
根
し
枕
き
て
死
な
ま
し

も
の
を
」
と
挽
歌
的
発
想
に
よ
る
表
現
を
用
い
て
い
る
と
先
に
述
べ
た
。
一
見

大
げ
さ
と
も
思
え
る
が
、
こ
の
「
死
な
ま
し
も
の
を
」
と
こ
れ
に
類
す
る
用
語

例
を
万
葉
集
中
に
み
て
み
る
と
、「
死
ぬ
べ
き
も
の
を
」「
死
ぬ
べ
く
思
へ
ば
」

「
死
な
ま
く
の
み
そ
」「
死
な
む
よ
わ
が
背
（
吾
妹
）」「
死
な
ば
安
け
む
」
な
ど
、

そ
の
数
は
類
歌
を
含
め
る
と
33
例
に
及
ぶ
。

　
　

何
せ
む
に
命
継つ

ぎ
け
む
吾わ

ぎ
も
こ

妹
子
に
恋
ひ
ざ
る
前さ

き

に
死
な
ま
し
も
の
を

 

（
巻
11
・
二
三
七
七
）

　
　

 

い
つ
ま
で
に
生い

か
む
命
そ
お
ぼ
ろ
か
に
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
死
な
む
勝ま

さ

れ
り 

（
巻
12
・
二
九
一
三
）

　
　

吾わ
ぎ
も
こ

妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
刈
薦
の
思
ひ
乱
れ
て
死
ぬ
べ
き
も
の
を

 

（
巻
11
・
二
七
六
四
）

　
　

 

今
は
吾あ

は
死
な
む
よ
わ
が
背
生い

け
り
と
も
わ
れ
に
寄
る
べ
し
と
言
ふ
と

い
は
な
く
に 

（
巻
４
・
六
八
四　

大
伴
坂
上
郎
女
）

　
　

 

な
か
な
か
に
死
な
ば
安
け
む
君
が
目
を
見
ず
久
な
ら
ば
為す

べ方
な
か
る
べ

し 

（
巻
17
・
三
九
三
四　

平
群
女
郎
）

右
に
掲
げ
た
の
は
そ
の
数
首
で
あ
る
が
、
全
体
の
中
で
相
聞
お
よ
び
相
聞
的

発
想
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の
５
例
を
除
く
と
、
28
例
が
巻
四
、
巻
十
一
、

巻
十
二
、
巻
十
三
所
収
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
相
聞
、
相
聞
往
来
の
歌
で
占
め

ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。「
死
」
を
伴
っ
た
こ
れ
ら
の
用
語
が
い
か
に
恋

の
歌
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
が
よ
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、「
恋

ひ
死
な
む
」「
恋
ひ
死
な
ば
」
な
ど
の
用
例
を
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
数
は
さ
ら
に

増
す
。
そ
れ
は
強
調
お
よ
び
誇
張
表
現
と
し
て
類
型
化
さ
れ
、
定
着
を
み
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
古
今
集
以
降
の
恋
歌
に
お
び
た
だ
し
く
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
、
常
套
句
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

誇
張
表
現
は
三
首
目
87
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。
下
句
「
わ
が
黒
髪
に
霜
の

置
く
ま
で
に
」
を
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
異
伝
歌
89
「
居
明
か
し
て
」
に
従
う

の
で
な
く
、
艶
や
か
な
黒
髪
が
老
い
て
白
髪
と
な
る
ま
で
も
、
と
理
解
し
た
。

「
霜
」
は
喩
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
途
方
も
な
い
年
月
を
待
ち
続
け
よ

う
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
強
調
と
誇
張
の
表
現
が
指
摘
で
き
る
の
で

あ
る
。
な
お
、
類
型
句
に
つ
い
て
は
四
首
目
88
の
「
わ
が
恋
ひ
止
ま
む
」
に
も

み
ら
れ
る
。
こ
の
用
語
例
は
、

　
　

大
船
の
た
ゆ
た
ふ
海
に
碇

い
か
り

下お
ろ

し
如い

か何
に
せ
ば
か
も
わ
が
恋
止や

ま
む

 

（
巻
11
・
二
七
三
八
）

　
　

直た
だ

に
逢
ひ
て
見
て
ば
の
み
こ
そ
た
ま
き
は
る
命
に
向
ふ
わ
が
恋
止や

ま
め

 

（
巻
４
・
六
七
八　

中
臣
女
郎
）
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ひ
さ
か
た
の
天あ

ま

つ
み
空
に
照
る
月
の
失
せ
な
む
日
こ
そ
わ
が
恋
止や

ま
め

 

（
巻
12
・
三
０
０
四
）

　
　

山や
ま
ぢ
さ

萵
苣
の
白
露
し
げ
み
う
ら
ぶ
る
る
心
も
深
く
わ
が
恋
止や

ま
ず

 

（
巻
11
・
二
四
六
九
）

な
ど
の
よ
う
に
万
葉
集
に
十
二
例
（
一
例
は
重
複
）
あ
り
、
絶
え
る
こ
と
の
な

い
恋
心
の
苦
し
さ
の
表
現
と
し
て
常
套
的
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

88
の
場
合
は
上
句
「
秋
の
田
の
穂
の
上
に
霧
ら
ふ
朝
霞
」
の
、
実
景
を
活
か
し

た
序
詞
と
相
俟
っ
て
、
一
連
を
し
め
く
く
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
美
し
く
整
っ
た

相
聞
歌
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
以
上
の
よ
う
な
点
に
相
聞
歌
の
伝
統
を
示
す
特
徴
の
一
つ
が
指
摘

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
使
用
は
次
第
に
多
く
女
性
の
側
に
委
ね
ら
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
古
今
集
以
降
の
贈
答
歌
、
独
詠
歌
、
あ
る
い
は
歌
合
わ

せ
な
ど
の
機
会
や
場
を
通
し
て
、
恋
の
内
面
が
複
雑
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
語

彙
も
増
え
、
そ
の
表
現
の
レ
ト
リ
ッ
ク
も
高
度
な
発
達
を
遂
げ
て
い
く
次
第
は

あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
特
に
独
詠
の
恋
歌
に
お
い
て
そ
れ
は
顕
著

で
あ
っ
た
。

　

 

玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
た
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
よ
は
り
も
ぞ
す

る 

（
新
古
今
巻
11
・
恋
歌
一
）

式
子
内
親
王
の
右
の
一
首
は
、
け
だ
し
そ
の
頂
点
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
磐
姫
の
「
死
な
ま
し
も
の
を
」
に
通
じ
る
、
忍
ぶ
恋
の
苦
し
さ
と
激

し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
や
語
彙
が
増
え
、
ど
の
よ
う
に
内
面
が
深

ま
ろ
う
と
も
、
あ
る
い
は
恋
す
る
こ
と
が
現
実
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
歌

の
形
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
伝
統
は
確
実
に
継
承
さ
れ
、
そ
こ
か

ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
歌
う
約
束
な
の
で
あ
り
、
女
歌
と
い

う
歌
の
力
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
力
は
反
面
に
お
い
て
、
歌

の
束
縛
で
あ
り
、
ま
た
限
界
で
あ
る
と
も
換
言
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
記
紀
の
伝
承
と
万
葉
集
の
磐
姫
歌
群
か
ら
受
け
る
印
象
と
の
ず
れ

0

0

を
、

嫉
妬
の
表
現
を
通
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
。
磐
姫
歌
群
に
相
聞
歌
に
お
け

る
女
歌
の
初
期
の
姿
を
認
め
、
そ
の
力
の
働
き
が
ず
れ

0

0

を
生
み
出
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
試
論
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）　

曽
倉
岑
「
イ
ワ
ノ
ヒ
メ
の
嫉
妬
」『
古
事
記
・
日
本
書
紀
Ⅱ
』（
日
本
文
学
研
究

資
料
叢
書　

有
精
堂　

昭
60
）
に
は
記
紀
を
対
照
さ
せ
、
嫉
妬
物
語
を
詳
査
し
て

い
る
。

（
２
）　

都
倉
義
孝
「
石
之
日
売
の
嫉
妬
物
語
を
読
む
─
歌
と
物
語
の
交
渉
─
」『
古
事

記
の
歌
』（
古
事
記
大
系
９　

古
事
記
学
会
編　

高
科
書
店　

平
６
）
で
は
皇
后
の

帰
還
は
語
ら
れ
な
い
が
和
解
に
よ
っ
て
そ
の
状
態
に
な
っ
た
、
と
す
る
。

（
３
）　

中
西
洋
子
（
林
田
）「
女
人
と
氏
族
伝
承
─
磐
姫
皇
后
（
一
）
～
（
六
）」（
歌

誌
『
人
』
第
38
号　

人
短
歌
会　

昭
52
）

（
４
）　

青
木
周
平
『
古
事
記
研
究
─
歌
と
神
話
の
文
学
的
表
現
─
』
第
二
〈
歌
謡
と
説

話
篇
〉（
お
う
ふ
う　

平
６
）

（
５
）　
（
２
）
に
同
じ

（
６
）　

牧
野
正
文
「〈
言
立
〉
と
嫉
妬
─
仁
徳
紀
に
お
け
る
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
像
の
一
性
格

─
」『
古
事
記
年
報
』
42
（
古
事
記
学
会　

平
12
）

（
７
）　

稲
岡
耕
二
「
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
』
60　

昭
50
）
氏
は
こ
れ
に
関
し
て
「
山
多
都
袮
」
は
、
帰
り
の
遅
い
夫
を

山
の
中
に
尋
ね
求
め
る
と
い
う
、
文
字
通
り
「
迎
へ
」
に
行
く
状
態
の
説
明
と
し

て
受
け
取
り
、
86
で
は
こ
れ
を
受
け
て
、
迎
え
に
い
っ
た
と
て
逢
え
る
と
は
限
ら

な
い
。
山
中
に
徘
徊
し
遂
に
は
高
山
の
岩
を
枕
に
死
ぬ
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
も
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知
れ
ぬ
。
と
い
う
の
が
こ
の
歌
の
真
意
だ
と
す
る
。
ま
た
同
氏
は
、
折
口
信
夫
の

い
う
、
死
者
の
魂
を
連
れ
戻
す
、〈
魂
ご
い
〉
が
「
や
ま
た
づ
ね
」
で
あ
り
、「
高

山
の
岩
根
し
ま
き
て
」
と
と
も
に
挽
歌
的
発
想
の
歌
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
恋
の

歌
で
あ
る
相
聞
歌
に
も
用
い
ら
れ
た
と
す
る
説
を
否
定
し
て
い
る
。

　
　

な
お
、
磐
姫
歌
群
の
研
究
史
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、「
磐
姫
皇
后
の
歌
」（『
万

葉
集
を
学
ぶ　

第
二
集
』
有
斐
閣　

昭
52
）
で
従
来
の
諸
説
の
整
理
と
、
自
身
の

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）　

寺
川
真
知
夫
「
磐
姫
皇
后
の
相
聞
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
第
一

巻　

初
期
万
葉
の
歌
人
た
ち
』（
和
泉
書
院　

平
11
））
で
も
前
者
を
と
る
。

（
９
）　

中
西
洋
子
「
方
法
へ
の
再
出
発
」（
歌
誌
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人
』
第
134
号　

昭
60
）

（
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）「
上
代
貴
族
生
活
の
展
開
」
昭
和
８
年
（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
９
巻
所
収　

中

央
公
論
社　

昭
43
）

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

昭
60
）

（
12
）
森
朝
男
『
万
葉
集
百
歌
』（
古
橋
信
孝
共
著 
青
灯
社　

平
20
）

（
13
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
上
』「
巻
二
磐
姫
皇
后
歌
の
場
合
」（
塙
書
房 

昭
49
）

（
14
）（
７
）
に
同
じ

（
15
）
中
西
進
「
伝
誦
の
作
家
た
ち
」『
中
西
進 

万
葉
論
集
第
一
巻
』（
講
談
社　

平
７
）

（
16
）
古
橋
信
孝
『
万
葉
集
百
歌
』（
森
朝
男
共
著 

青
灯
社　

平
20
）

（
17
）（
12
）
に
同
じ

（
18
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈　

古
事
記
編
』（
角
川
書
店　

昭
51
）

（
19
）
森
朝
男
「
磐
之
媛
嫉
妬
物
語
の
歌
」（『
記
紀
歌
謡
』
古
代
の
文
学
Ⅰ　

早
稲
田

大
学
出
版
部　

昭
51
）

（
20
）「
源
氏
物
語
に
お
け
る
男
女
両
主
人
公
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
８
巻
所
収
（
中

央
公
論
社　

昭
30
）

（
21
）
女
歌
に
関
す
る
諸
説
を
整
理
、
解
説
し
た
も
の
に
佐
野
あ
つ
子
『
女
歌
の
研
究
』

（
お
う
ふ
う　

平
21
）
が
あ
る
。

（
22
）「
額
田
王
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
９
巻
所
収
・「
女
流
短
歌
史
」
同
第
11
巻
・

「
女
流
の
歌
を
閉
塞
し
た
も
の
」
同
第
27
巻
な
ど
（
中
央
公
論
社　

昭
43
）

 

※
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）。
漢
字
は
当
用
漢
字
。

Abstract
While Iwanohime, Empress of Emperor Nintoku is narrated in Kojiki and Nihon-

shoki as a woman of strong jealousy, she is on the contrary a devoted wife longing for 
her husband’s return in Man’yoshu. The author, with this discrepancy between the 
narratives and soumon-ka （love poems） sheds a special light on waka, especially onna-
uta which turns jealousy into soumon （love） lyricism, with its modes and limitations, by 
studying the expressions of jealousy. 


