
Title 『松浦宮物語』における神奈備皇女の位置付け

Author(s) 山崎, 淳

Citation 詞林. 1994, 15, p. 88-94

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/67352

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



『松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
神
奈
備
皇
女
の
位
置
付
け

『松
浦
宮
物
語
』
の
第
二
段

「皇
女
入
内
」

（章
段

・
見
出
し

・
歌
番

号
は
角
川
文
庫
に
よ
る
）
、
第
四
段

「
遣
唐
の
宣
旨
」
に
は
、
次
の
よ
う

な
贈
答
歌
が
あ
る
。

・
弁
は
、
物
お
も
ひ
そ
ひ
ぬ
る
心
地
し
て
、
ち
ち
の
段
に
ま
ゐ
り
て
う

ち
ふ
し
た
れ
ど
、
め
も
あ
は
ず
。
い
と
と
う
お
き
て
、
女
王
の
君
の

も
と
に
ふ
み
か
き
た
ま
ふ
。
「き
の
ふ
な
む
、
行
く
ら
む
わ
き
も
は

じ
め
て
思
う
た
ま
へ
ら
れ
し
か
ば
、
う
れ
し
き
月
日
な
れ
ど
、
な
ほ

か
く
ば
か
り
の
み
ま
さ
る
心
ち
し
侍
れ
ば
、
ち
へ
な
み
し
き
て
も
す

べ
な
き
世
を
な
む
思
う
た
ま
へ
わ
び
ぬ
る
。
い
で
や
お
し
は
か
ら
せ

た
ま
へ
。

７
も
え
に
も
え
て
恋
ひ
ば
人
み
て
し
り
ぬ
べ
き
な
げ
き
を
さ
へ
に
そ

へ
て
た
く
か
な
」

と
あ
る
を
み
せ
た
て
ま
つ
れ
ば
、
あ
は
れ
と
や
お
ぼ
す
ら
む
、
た
だ

か
く
な
む
。

８
見
て
し
か
ば
我
こ
そ
け
な
め
も
え
に
も
え
て
人
の
な
げ
き
は
た
き

つ
く
す
か
に

。
い
ま
は
と
い
で
た
ち
て
京
を
い
づ
る
に
、
た
か
き
い
や
し
き
む
ま
の

山

崎

　

」浮

は
な
む
け
す
。
よ
す
が
ら
ふ
み
つ
く
り
あ
か
し
て
、
い
で
な
む
と
す

る
に
、
い
み
じ
う
し
の
び
て
た
ま
へ
る
、
神
奈
備
の
皇
女
、

‐３
も
ろ
こ
し
の
ち
へ
の
浪
ま
に
た
ぐ
へ
や
る
心
も
と
も
に
た
ち
か
へ

り
み
よ

い
ま
は
と
ま
ゐ
り
給
ひ
し
の
ち
、
ひ
と
こ
と
葉
の
御
な
さ
け
も
な
か

り
つ
る
を
心
う
し
と
思
ふ
に
、
な
ほ
を
り
す
ぐ
さ
ず
の
た
ま
へ
る
を

み
る
に
、
血
の
涙
を
な
が
せ
ど
、
つ
か
ひ
は
ま
ぎ
れ
う
せ
に
け
れ
ば
、

た
だ
と
ど
ま
る
人
に
つ
け
て
、
女
王
の
君
の
も
と
に
、

‐４
い
き
の
を
に
君
が
心
し
た
ぐ
ひ
な
ば
ち
へ
の
浪
わ
け
み
を
も
な
く

が
に

前
者
は
男
主
人
公
弁
少
将
が
初
恋
の
女
性
神
奈
備
皇
女
に
胸
中
を
告
自
し

た
翌
朝
の
場
面
、
後
者
は
弁
少
将
が
渡
唐
す
る
た
め
京
を
出
る
直
前
の
場

面
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
二
つ
の
贈
答
歌
を
中
心
に
、
神
奈
備
皇
女
の
物

語
に
お
け
る
位
置
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

各
歌
の
内
容
を
検
討
す
る
前
に
、
八

・
十
四
番
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る

「
が
に
」
に
つ
い
て
少
し
触
れ
た
い
。

『松
浦
宮
物
語
』
冒
頭
か
ら
渡
唐

に
至
る
ま
で
に
万
葉
的
表
現
の
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
従
来
指
摘
さ
れ



て
い
る
が
、

「
が
に
」
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
こ
の
語
に
関
し
て
は
類
似

語

「
が
ね
」
と
と
も
に
、
宮
嶋
弘

（１
）

。
佐
伯
梅
友

（２
）

ｏ
堀
川
喜

美
子

（３
）

●
吉
田
金
彦

（４
）

ｏ
小
倉
肇

（
５
）
諸
氏
に
よ
っ
て
様
々

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
そ
の
正
否
を
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

各
論
の
詳
し
い
内
容
は
割
愛
す
る
と
し
て
、

「万
葉
集
』
の
具
体
的
な
例

を
次
に
挙
げ
る
。

・違
樗
耐
　
嚇
お
稽
行
　
窃
肇
〃
　
瀞
ぎ
滞
ぽ
け
　
蓉
露
群
難
ヮギ言
）

（巻
第
四
　
相
聞
　
上全
一七
番
）

。凛
ぽ
期
　
樹
嵐
蓄
海
　
堀
暮
バ
脳
嗽
黙
ン
経
な
群
ダ
ぽ
匿
（巻
第
八

秋
雑
歌
　
一
五
六
〇
番
）

二
例
目
を
見
る
と
、
こ
の
歌
は
四
句
で
一
旦
終
始
し
、
五
句
が
倒
置
さ
れ

た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
段
構
成
を
と
る
の
は
、

「
が
に
」

よ
り
も
む
し
ろ

「
が
ね
」
の
方
が
多
い
。
し
か
し
中
古
以
降
で
は
も
っ
ぱ

ら

「
が
に
」
が
使
わ
れ
、

『古
今
和
歌
集
』
巻
第
七

・
賀
歌
の
、

ほ
り
か
は
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
四
十
賀
、
九
条
の
家
に
て
し

け
る
時
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
業
平
朝
臣

さ
く
ら
花
ち
り
か
ひ
く
も
れ
お
い
ら
く
の
こ
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が

ふ
が
に

（三
四
九
番
）

の
よ
う
に
二
段
構
成
を
と
る
の
が
普
通
で
あ
る

（右
の
場
合
二
句
切
れ
）
。

加
え
て
、
後
に
挙
げ
る
古
注
釈
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時

「が
に
」

と

「
が
ね
」
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「松
浦
宮
物
語
』

の
八
番
歌
は
二
句
切
れ
と
考
え
ら
れ
、

「
が
に
」
も
文
末
に
置
か
れ
て
い

る
。
典
型
的
な

「が
に
」
の
一認
ま
れ
方
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
作
者
と
目
さ
れ
る
藤
原
定
家
の
時
代
に

「
が
に
」
は
ど
う
理
解
さ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
掲
の

『古
今
和
歌
集
』
歌
に
対
す
る
古
注
は

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

・
教
長
卿
云
、
老
ノ
コ
ム
ミ
チ
ニ
、
サ
ク
ラ
チ
リ
カ
ヒ
マ
ガ
ヘ
ト
云
也
。

ド
レ
‐マ
ド
レ
ド
‐ニ
ト
‐′、
ド

ーマ
ド
レ
バ
カ
リ
ト
伝
池
ド

（中
略
）
ガ
ニ

ト
ハ
ガ
ト
イ
フ
コ
ト
パ
ニ
、
ニ
ヲ
グ
シ
タ
ル
ナ
リ
。
ガ
ネ
ト
モ
萬
葉

ニ
ハ
ヨ
メ
リ
。
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（顕
昭

『古
今
集
注
』
）

・
…
道
ま
ど
ふ
が
に
と
は
、
か
に
睦
い
卜
詢
ほ
ド
腐
簾
に
移
は
ｂ
ｂ
ｒ

ほ
―力、
め
に
は
い
は
ド
が
ね
と
も
よ
め
り
。
同
五
音
な
れ
ば
、
同
じ
心

に
か
よ
ひ
て
よ
め
り
。
が
に
と
云
心
も
、
が
ね
と
い
ふ
詞
も
、
皆
ば

か
り
と
云
と
み
え
た
り
。

が
に
の
詞
又
同
。
が
ね
と
い
ふ
詞
を
、
賀
歌
詠
ず
る
、
有
其
興
敗
。

（
『顕
注
密
勘
』
）

右
の
記
事
か
ら

「
が
に
」

「
が
ね
」
と
も
に

「ば
か
り
」
の
意
と
解
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
八
番
歌
の

「
が
に
」
は

「ば
か
り
」
と
解

釈
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
十
四
番
歌
の

「
が
に
」
は
八
番
歌
の

「
が
に
」
と
は
性
格
を

異
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
角
川
文
庫
で
は

「
だ
ろ
う
」
と
い
う
訳
を

当
て
て
お
り
、

『松
浦
宮
物
語
総
索
引
』

（
６
）
は
そ
れ
を
受
け
て
か
、

終
助
詞
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
十
四
番
歌
は
二
段
構
成
を
と
っ
て
い
な
い

の
に
も
関
わ
ら
ず

「
が
に
」
が
五
句
末
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
語

を

「ば
か
り
」
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
が
に
」
の
用
法
は
、

「松
浦
宮
物
語
』
だ
け
で
は
な
く
、
既
に

「
万
葉



集
」
に
類
似
の
も
の
が
存
在
す
る
。
次
に
そ
の
例
を
挙
げ
る
。

・丸
対
ど
　
肇
ｒ
郷
解
　
が
デ
潔
ガ
ギ
　
篠
庁
慰
尽
着
ヵ諦
膨
ぼ
（巻

第
二
　
雑
歌
　
一二
ハ
七
番
）

・
齢
〓
ギ
　
ポ
響
寿
ｒ
存
ぽ
ど

ア

ヘ

モ

ヌ

タ

ガ

ネ

　

　

　

‐

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
が

「
…
ば
、
‥
が
ね
」
と
い
う
十
四
番
歌
に
極
め

て
近
い
形
を
持

っ
て
い
る
二
例
目
で
あ
る
。
中
古
で
は

『曽
祢
好
忠
集
』

冒
頭
の
長
歌
、

…
お
こ
な
れ
と
お
や
の
つ
け
て
し
名
に
し
を
は
ゝ
　
な
を
よ
し
た
ゝ

と
人
も
見
る
か
に

に
こ
の
形
を
確
認
で
き
、

「
が
に
」
と
い
う
点
も
共
通
し
て
い
る

（７
）
。

十
四
番
歌
の
形
は

『松
浦
宮
物
語
』
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
先
例
の
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

『松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
は
、

「
が
に
」

（
「
が
ね
」
）
に
二
つ
の
詠
み
方
の
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
十
四
番
歌
が
八
番
歌
と
ご
く
近
い
位
置
に
あ
る
こ
と
、

当
時

「ば
か
り
」
と
い
う
解
釈
が

「
が
に
」
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
作
者
が
よ
く
理
解
し
な
い
ま
ま

「
が
に
」
を

十
四
番
歌
に
用
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も
し

『
松
浦
宮
物
語
』
内
で

「
が
に
」
の
使
い
分
け
が
あ
る
と
い
う
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の

点
で
こ
の
作
品
に
は
実
験
的
側
面
の
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ

う
し
、
作
者
の

『万
葉
集
』
理
解
の
一
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
ま
こ
と

に
興
味
深
い
。
た
だ
し
中
古
以
降
で
の

「
が
に
」
の
こ
の
よ
う
な
詠
ま
れ

方
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

『曽
祢
好
忠
集
』
と

『松
浦
宮
物
語
』
の
二
例
し

か
見
出
せ
ず
、
右
に
述
べ
た
こ
と
は
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

十
四
番
歌
の

「が
に
」
に
対
す
る
解
釈
も
、
角
川
文
庫
の

「
だ
ろ
う
」
や
、

希
望

・
推
量
を
表
す
終
助
詞
的
用
法
と
し
て

『万
葉
集
』

・
『曽
祢
好
忠

集
』
の
現
行
注
釈
書
が
提
示
す
る

「
～
す
る
よ
う
に
」

「
～
す
る
た
め
に
」

以
上
の
も
の
を
本
稿
で
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

右
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、　
一
つ
目
の
贈
答
歌
の
考
察
に
移
る
。
七

番
歌
の
記
さ
れ
た
手
紙
に
は
、

「
行
く
ら
む
わ
き
」

「
ち
へ
な
み
し
き
て
」

「
す
べ
な
き
世
」
と
い
う

『万
葉
集
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
語
が
散
り
ば
め

ら
れ
て
い
る

（特
に

「
ち
へ
な
み
」
は
十
三

・
十
四

。
六
九
番
歌
に
も
類

似
の
語
が
あ
り
、
作
者
の
好
ん
だ
表
現
と
い
え
よ
う
）
。
七
番
歌
の

「恋

ひ
ば
人
見
て
知
り
ぬ
べ
き
」
も
角
川
文
庫
補
注
三
六
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

『
万
葉
集
』
巻
第
十

一
の
、

を
引
用
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、

『後
撰

和
歌
集
』
巻
第
二

・
春
中
の
、

や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
ご
ろ
に
、
女
に
つ
か
は
じ
け
る

ほ
け
ほ
睦
‐へ
春
を
し
る
こ
そ
わ
び
し
け
れ
ｂ
Ｄ
と
は
仄
に
見
ｋ
い
も

の
か
ら

（六
五
番
）

あ
た
り
が
参
照
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
修
辞
に
関
し
て
は
、

「
燃

え
」

「恋

（火
）
」

「
歎
き

（投
木
）
」

「
焚
く
」
を
縁
語

・
掛
詞
と
す

る
角
川
文
庫
の
脚
注
も
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
し

「
投
木
に
嘆
き
を
さ
え
添

え
て
、
思
慕
の
情
を
も
や
す
こ
と
で
す
よ
」
と
す
る
下
旬
の
解
釈
は

「
投

安
倍
母
奴
久
賊
膝

（巻
第
十
八

″
ダ
ガ
イ
ぽ
　
灘
ダ
ク
灯
ダ
ダ
行

四
一
一
一六
番
）

シ
儲
朝
薄
′
朧
梨
滋
撃
ィ
２

（二
五



木
と
い
う
嘆
き
ま
で
も
私
の
恋
心
に
添
え
て
焚
く
こ
と
で
す
よ
」
で
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

八
番
歌
は
角
川
文
庫
で
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

あ
な
た
の
お
心
は
、
そ
の
投
木
も
嘆
き
も
焚
き
つ
く
し
て
し
ま
う
程

に
あ
ま
め
に
も
燃
え
さ
か

っ
て
い
る
の
で
、
も
し
私
が
あ
な
た
に
逢

っ
た
ら
最
後
、
そ
れ
こ
そ
私
は
焼
き
つ
く
さ
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
こ

と
で
し
ょ
う
。

「が
に
」
を

「
程
に
」
と
し
て
い
る
の
は
適
切
で
あ
る
も
の
の
、
他
の
部

分
に
幾
つ
か
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず

「見
て
し
か
ば
」
を

「逢

っ
た
ら
最
後
」
と
仮
定
の
よ
う
に
訳
す
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
あ
な
た
に
逢

っ
た
の
で
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た

「も
え
に
も
え
て
」
い
る
の
は
弁
少
将
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

む
し
ろ
八
番
歌
に
お
い
て
胸
の
炎
を
燃
や
し
て
い
る
の
は
、
神
奈
備
皇
女

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
奈
備
皇
女
は
、
弁
少
将
が
七
番
歌
で

「も

え
に
も
え
て
」
い
る
と
詠
ん
だ
こ
と
を
逆
手
に
取
り
、

「
『も
え
に
も
え

て
』
私
の
方
こ
そ
消
え
る
だ
ろ
う
」
と
返
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
を
鑑
み
て
八
番
歌
解
釈
の
試
案
を
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

あ
な
た
に
逢
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
恋
の
炎
で
燃
え
さ
か
っ
て
私
の
方

こ
そ
消
え
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
あ
な
た
の
投
木
と
い
う
嘆
き
を
焼
き

つ
く
す
程
に
。

こ
う
み
る
と
神
奈
備
皇
女
の
歌
は
、
配
流
さ
れ
る
恋
人
の
行
く
道
を
焼
き

減
ば
し
た
い
と
詠
ん
だ
狭
野
弟
上
娘
子
の
歌

（８
）
に
も
劣
ら
な
い
、
非

常
に
情
熱
的
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
一
首
だ
け
を
も

っ
て
神
奈
備
皇
女
が
情
熱
的
な
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
七

・
八
番
歌
の
次
の
贈
答
歌

（十
三

・
十
四
番
歌
）

は
、
そ
れ
ま
で
の
贈
答
歌
と
は
逆
に
神
奈
備
皇
女
が
弁
少
将
に
詠
み
か
け

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
弁
少
将
渡
唐
後
、
華
陽
公
主
や
郵
皇
后
の

登
場
に
よ
り
そ
の
存
在
が
薄
れ
、
帰
国
後
に
付
け
足
し
程
度
で
再
登
場
さ

せ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
神
奈
備
皇
女
は
も
う

一
度
弁
少
将
に
歌
を
詠

み
か
け
る
。
そ
こ
に
は
彼
女
の
積
極
的
な
態
度
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
奈
備
皇
女
の
態
度
、
八
番
歌
で

「
見
て
し
か

ば
」
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
、
菊
の
宴
の
翌
朝
弁
少
将
が

「
行
く
ら
む
わ

き
」
を
初
め
て
知
り
、
嬉
し
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
二
人

の
確
か
な
契
り
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

続
い
て
十
三

・
十
四
番
歌
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
十
二
番
歌
は
渡
唐
す

る
弁
少
将
に
自
分
の
心
を
連
れ
添
わ
せ
る
か
ら
、
日
本
へ
帰
っ
て
き
て
再

び
逢
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
内
容
で
あ
ろ
う
。

「古
今
和
歌
集
』
巻
第
八

・

離
別
歌
に
、

あ
づ
ま
の
方
へ
ま
か
り
け
る
人
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

い
か
ご
の
あ
つ
ゆ
き

お
も
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
め
に
見
え
ぬ
心
を
君
に
た
ぐ

へ
て
ぞ

や
る

（
三
七
二
番
）

と
あ
る
よ
う
に
、
見
送
る
者
が
旅
立
つ
者
へ
自
分
の
心
を
連
れ
添
わ
せ
る

と
い
う
歌
は
多
い
。
十
二
番
歌
は
別
れ
の
場
面
で
詠
ま
れ
る
歌
と
し
て
は

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
贈
答
歌
に
お
い
て
問
題
と
し

た
い
の
は
、
十
四
番
歌
の
五
句
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
対
す
る
角
川
文
庫
の
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解
釈
は
、

私
の
生
命
と
共
に
あ
な
た
の
お
心
が

一
し
ょ
に
つ
い
て
来
て
下
さ
い

ま
す
な
ら
ば
、
万
里
の
波
濤
も
物
か
は
、
き
っ
と
航
路
も
平
穏
に
な

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

と
な
っ
て
お
り
、
脚
注
で
は
、

「
身
を
」
と

「
澪
」
、

「
投
ぐ
」
と

「
凪
ぐ
」
縁
語

。
掛
詞
．

と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
修
辞
に
関
し
て
い
え
ば
、

「
身
を
」
と

「
澪
」
を
掛
詞
と
す
る
用
例
は
多
い
も
の
の
、

「投
ぐ
」
と

「
凪
ぐ
」
が

掛
け
ら
れ
た
も
の
は
現
在
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
十
四
番
歌
に
お
い
て

「
な
ぐ
」
が

「
投
ぐ
」
と

「
凪
ぐ
」
の
掛
詞
と
す
る
と
、
前
者
は
身
を
投

げ
て
船
か
ら
離
れ
る
、
後
者
は
凪
い
だ
海
を
船
に
乗

っ
て
行
く
と
い
う
反

対
の
内
容
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

『平
中
物
語
』
第

一
段
に
は
、

身
の
う
み
の
思
ひ
ほ
К
間
は
今
宵
か
な
う
ら
に
立
つ
浪
う
ち
忘
れ
つ

と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の

「
な
ぐ
」
は

「
（思
ひ
）
和
ぐ
」
と

「
凪
ぐ
」
の
掛
詞
で
あ
り
、
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
。
十
四
番
歌
の
場

合
、

「
な
ぐ
」
に
掛
詞
が
成
立
し
て
い
る
か
否
か
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
五
句
に

「
澪
も
凪
ぐ
が
に
」
、

「
身
を
も
投
ぐ
が
に
」
い
づ
れ
を

当
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず

「
澪
も
凪
ぐ
が
に
」
で
解
釈
す
る
こ
と

が
妥
当
か
ど
う
か
考
え
て
み
る
。
十
二
番
歌
の

「
私
の
心
を
あ
な
た
に
添

わ
せ
る
」
と
い
う
内
容
を
受
け
、
弁
少
将
は

「あ
な
た
の
心
が
私
に
添
う

な
ら
ば
」
と
十
四
番
歌
を
詠
ん
だ
。
渡
航
中
も
彼
は
、
十
二
番
歌
が
記
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
手
紙
を
肌
身
離
さ
ず
持
ち
、

２０
た
ぐ
へ
け
る
人
の
こ
こ
ろ
や
か
よ
ふ
ら
む
お
も
か
げ
さ
ら
ぬ
な
み
の

う
へ
か
な

と
神
奈
備
皇
女
を
思
う
。
そ
し
て
船
は
無
事
唐
に
到
着
し
た
。
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
が
、

お
も
ひ
し
よ
り
も
雨
か
ぜ
の
わ
づ
ら
ひ
な
く
し
て
、

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
は

『浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
の
一
の
、

孝
養
の
心
ざ
し
深
く
思
ひ
立
ち
に
し
道
な
れ
ば
に
や
、
階
ｋ
る
ル
ｂ

は
』
か
に
ほ
ｂ
降
め
に
版
の
Ｌ
ほ
に
に
ド
陽
陽
ほ
腋
風
に
烙
ｂ
は
げ

思
ふ
か
た
の
風
な
ん
、
こ
と
に
吹
き
を
く
る
心
地
し
て
、
も
ろ
こ
し

の
う
む
れ
い
と
い
ふ
所
に
、
七
月
上
の
十
日
に
お
は
し
ま
し
つ
き
ぬ
。

が
参
照
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の

場
合
、
海
が
平
穏
だ
っ
た
の
は

「
孝
養
の
心
ざ
し
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

『松
浦
宮
物
語
』
で
は
、
特
に
主
人
公
の
性
格
に

対
す
る
言
及
は
な
い
。
十
四
番
歌
の
五
句
に

「
澪
も
凪
ぐ
が
に
」
と
当
て

る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
海
が
凪
ぐ
条
件
は
、
上
旬
で
詠
ま
れ
た
内

容
、
神
奈
備
皇
女
の
心
が
我
が
身
に
添
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
弁
少
将

の
渡
航
は
平
穏
無
事
に
済
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
神
奈
備
皇
女
の
心
は
彼

の
も
と
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
五
句
を

「
澪
も
凪
ぐ
が
に
」
と

す
る
こ
と
に

一
応
の
説
明
は
与
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
航
海
に
関
し
て
は
、

『
松
浦
宮
物
語
』
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
住
吉
明
神
の
存
在
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
、
帰
国
に
際
し
て
は

「
さ
し
も
ま
も
り
つ
よ
き

御
道
の
し
る
べ
な
れ
ば
」
と
い
う
住
吉
明
神
の
加
護
を
思
わ
せ
る
記
述
も



あ
る
。
渡
唐
に
お
い
て
海
が
平
穏
だ
っ
た
理
由
を
神
奈
備
皇
女

一
人
に
求

め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
旅
立
つ
者
を
守
る
た
め
に
心

を
連
れ
添
わ
せ
る
と
い
う
歌
は
、

「
古
今
和
歌
集
』
巻
第
八

・
離
別
歌
に
、

を
の
の
ち
ふ
る
が
み
ち
の
く
の
す
け
に
ま
か
り
け
る
時
に
、
は
は

の
よ
め
る

た
ら
ち
ね
の
お
や
の
ま
も
り
と
あ
ひ
そ
ふ
る
心
ば
か
り
は
せ
き
な
と

ど
め
そ

（
三
六
八
番
）

と
い
う
先
例
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
海
を
鎮
め
、
唐
ま
で
弁
少
将
を
守

護
す
る
役
割
の
一
翼
を
神
奈
備
皇
女
は
担

っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可

能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（９
）
。

「身
を
も
投
ぐ
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
注
意
さ

れ
る
の
が
、
弁
少
将
が
帰
国
後
、
嫉
妬
す
る
神
奈
備
皇
女
に
対
し
て
自
ら

の
心
変
り
を
詠
ん
だ
、

６９
も
ろ
こ
し
の
ち
へ
の
な
み
ま
に
う
き
し
づ
み
身
さ
へ
か
は
れ
る
心
地

こ
そ
す
れ

で
あ
る

（１０
）
。
初

・
二
句
が
十
二
番
歌
と
重
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
十
四
番
歌
の
五
句
が

「身
を
も
投
ぐ
が
に
」
な
ら
ば
、

「浪

間
に
浮
き
沈
ん
で
い
た
身
」
は
、
そ
れ
を
も
踏
ま
え
た
上
で
発
想
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
神
奈
備
皇
女
が
、
弁
少
将
に
海
へ
身
を
投
げ
よ
う
と
ま

で
思
い
詰
め
さ
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
二
人
の
関
係
に
決
着
を

付
け
る
こ
と
は
、
華
陽
公
主
や
郡
皇
后
と
の
恋
に
興
味
が
移
っ
て
し
ま
っ

た
物
語
後
半
部
に
お
い
て
必
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
十
四
番
歌
の
五
句
を

「身
を
も
投
ぐ
」
で
解
釈
す
る
こ
と
も
、
否
定
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
二
つ
の
贈
答
歌
を
中
心
に
考
察
を
加
え
た
。　
一
つ
目
の
贈
答
歌

に
お
い
て
論
し
た
よ
う
に
、
物
語
で
一
貫
し
て
描
か
れ
る
神
奈
備
皇
女
の

積
極
さ
は
、
菊
の
宴
を
境
と
し
て
二
人
の
関
係
が
よ
り
親
密
に
な
っ
た
こ

と
に
帰
結
す
る
と
思
わ
れ
る
。
二
つ
目
の
贈
答
歌
に
関
し
て
は
、
結
局
十

四
番
歌
に
対
し
満
足
な
解
釈
を
与
え
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
十
四
番
歌
の

五
旬
は

「
澪
も
凪
ぐ
」

「身
を
も
投
ぐ
」
両
方
に
可
能
性
が
あ
り
、
ど
ち

ら
か
に
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
い
づ
れ
を
取
る
に
せ
よ
、

日
本
を
離
れ
、
唐
へ
渡
ろ
う
と
す
る
弁
少
将
に
神
奈
備
皇
女
が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

「松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
神

奈
備
皇
女
の
位
置
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）

「
万
葉
集

「
が
に
」

「が
ね
」
考
」

（
「
国
語
国
文
」
８
１
６

昭
１３

・
６
）

（２
）

「
「
が
に
」
と

「
が
ね
」
」

（昭
和
女
子
大

「
学
宛
」
１４
１
８

昭
２７

・
９
）

（
３
）

「
万
葉
集
の
助
詞

「が
に
」
と

「が
ね
」
に
つ
い
て
」

（
「実
践

文
学
」
３７
　
昭
４３

・
７
）

（
４
）

『上
代
語
助
動
詞
の
史
的
研
究
』

（
明
治
書
院
　
昭
４８
）

（
５
）

「助
詞

「
が
に
」
の
史
的
変
遷
―

「
が
ね
」

「
べ
く
」
と
の
交
渉

を
め
ぐ

っ
て
―
」

（
『
田
辺
博
士
古
稀
記
念
国
語
助
詞
助
動
詞
論
叢
』

昭
５４
）

（
６
）
菅
根
順
之
編
　
笠
間
書
院
　
昭
４９



（７
）

「
…
人
も
見
る
が
ね
と
お
も
ふ
心
の
あ
る
に
ぞ
あ
る
ら
し
」
と
い

う
異
文
を
持
つ
伝
本
も
あ
る
。

（８
）
伊
井
春
樹
先
生
の
御
教
示
に
よ
る
。

『万
葉
集
』
巻
第
十
五
の
中

臣
宅
守
と
狭
野
弟
上
娘
子
と
の
贈
答
歌
六
十
三
首
の
中
に
は
、

「松

浦
宮
物
語
』
第
二
段

「皇
女
入
内
」
で
使
わ
れ
る

「す
べ
な
き
よ
…
」

に
類
似
す
る

７
７
請
Ｔ
Υ
ミ
寮
Υ
Ｔ
管
″
学
　
肝
歴
ほ
簾
腱
　
ｒ
井
″
が
ど

都
都
　
祢
能
未
之
曽
奈
久

（
三
七
九
〇
番
）

や
、
二
番
歌
に
類
似
す
る

Ｐ
酔
レ
魔
ぼ
Ｆ
Ｐ
簾
貯
レ
謄
Ｐ
ぽ
　
僻
学
び
ギ
舞
　
李
げ
な
″

学
ｒ
″
　
ゲ
ダ
ぎ
学
ゲ
帯
獄
（三
八
〇
二
番
）

が
あ
る

（角
川
文
庫
補
注
三

一
参
照
）
。

（９
）
女
性
が
渡
海
に
関
わ
る
説
話
と
し
て
は

『和
歌
童
蒙
抄
』
第
四
の

あ
づ
ま
と
は
日
本
紀
七
云
、
日
本
武
尊
相
模
国
よ
り
上
総
国
に

往
と
す
。
海
中
に
し
て
暴
風
急
起
て
王
船
漂
蕩
し
て
渡
べ
か
ら

ず
。
王
に
し
た
が
へ
る
女
あ
り
。
弟
橘
媛
と
い
ふ
。
穂
積
氏
忍

山
の
宿
祢
の
女
也
。
王
に
啓
し
て
日
、
風
起
浪
泌
し
て
王
船
没

す
。
是
必
海
神
心
な
り
。
願
は
賤
妾
が
身
王
の
命
を
贖
て
海
に

入
と
申
す
。
言
詑
て
乃
波
を
か
ぶ
り
て
入
。
風
即
や
ん
で
船
岸

に
つ
く
事
を
得
た
り
。
故
時
の
人
其
海
を
号
し
て
馳
水
と
い
ふ
。

上
総
国
よ
り
陸
奥
国
転
入
、
蝦
夷
既
に
平
。

が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
を
原
拠
と
す
る
右
の
説
話
は
、
こ

の
類
の
も
の
と
し
て
有
名
な
も
の
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

「
海
が
凪
ぐ
」

あ
る
い
は

「
海
に
身
を
投
げ
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

『松
浦
宮
物
語
』
に
こ
の
説
話
が
参
照
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
１０
）
帰
国
し
た
弁
少
将
の
、
神
奈
備
皇
女
に
対
す
る
冷
た
い
態
度
が
華

陽
公
主
や
郡
皇
后
の
存
在
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
弁
少
将
と
神
奈
備
皇
女
に
、

『
狭
衣
物
語
』
の
狭

衣
と
源
氏
宮
、
あ
る
い
は
阿
部
真
弓
氏
が

「
『松
浦
宮
物
語
』
に
見

え
る
須
磨
、
明
石
巻
の
影
」

（
「
詞
林
」
１５
　
平
６

ｏ
４
）
で
指
摘

さ
れ
る

『源
氏
物
語
」
の
源
氏
と
朧
月
夜
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
二
人
の
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め

予
定
さ
れ
て
い
た
展
開
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
菊
の
宴
の
翌
朝
、

弁
少
将
が

「
う
れ
し
き
月
日
」
と
思
い
な
が
ら
も

「
す
べ
な
き
世

（ど
う
に
も
な
ら
な
い
二
人
の
間
）
」
と
嘆
く
の
も
、
二
人
の
恋
が

初
め
か
ら
成
就
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

猶
、
各
作
品
の
本
文
は
、

『松
浦
宮
物
語
』
は
角
川
文
庫
、

「
平
中
物

語
』

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
、

「
万
葉
集
』

『古
今
和
歌
集
』

『
後
撰
和
歌
集
』
は
新
編
国
歌
大
観
、

『曽
祢
好
忠

集
』
は
私
家
集
大
成
、

「古
今
集
注
』

『
顕
注
密
勘
』

『和
歌
童
蒙
抄
』

は
日
本
歌
学
大
系
を
用
い
た
。

（や
ま
ざ
き

。
じ
ゅ
ん
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


