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三

山

歌

の
註

釈

史

を

辿

る

中
大
兄
近
江
宮
御
字
天
皇
三
山
歌

一
首

か
微
ｍ
（

ら
曜
報

吉‥〓人部
』
志、崚

か
岬
］
一

そ
　
蒔
』
機
』

船
榊
代

【
］

そ
ふ
ら
し
き

（巻

一
、　
三
一じ

反
歌

高
山
と
耳
梨
山
と
相
し
時
立
ち
て
見
に
来
し
印
南
国
原

（
同
、　
一
四
）

一

、

右
の
長
歌
に
は
今

一
首
反
歌
が
つ
い
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
左
注
に
も

云
っ
て
ゐ
る
や
う
に
反
歌
と
し
て
は
問
題
が
あ
り
、
■
つ
本
稿
の
所
論
に
は

関
係
が
な
い
の
で
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
長
歌
、
特
に
前

半
の

「香
具
山
は
畝
傍
雄
男
志
と
耳
梨
と
相
議
ひ
き
」
に
つ
い
て
は
古
来
色

ス
の
解
釈
が
行
は
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ら
う
。
し
か
も
問
題

は
主
と
し
て
傍
点
を
施
し
た

「
は
」

「雄
男
志
」
の
解
釈
と
三
山
の
性
別
に

ぁ

っ
た
と
云
へ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
点
に
注
意
し
つ
つ
、
過
去
に

お
け
る
こ
の
歌
の
注
釈
の
歴
史
を
辿
り
、
あ
わ
せ
て
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に

し
た
い
と
考
え
る
。

士
口

水ヽ

二
、

こ
の
歌
に
つ
い
て
の
最
初
の
注
釈
は
、
鎌
倉
中
期
の
仙
覚
に
よ
っ
て
試
み

ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
古
点

「
タ
カ
ヤ
マ
ハ
ク
モ
ネ
と
フ
ヽ
シ
ト
」
を
否
定
し

て
、

「
カ
ク
ヤ
マ
ハ
ウ
ネ
ビ
ヲ
ヽ
シ
ト
」
と
試
み
改
め
た
上

…
…
カ
ク
山
は
女
山
也
。
畝
火
山
卜
耳
梨
山
ト
ハ
男
山
也
。
シ
カ
ル
ニ

耳
梨
山

ハ
ジ
メ
ニ
高
山
ヲ
ケ
シ
ヤ
ウ
ス
ル
ニ
、
ナ
ニ
ト
ナ
ク
ウ
ヒ
ケ
ク

シ
ケ
キ
ナ
リ
ケ
リ
。
ソ
ノ
後

二
畝
火
山
叉
高
山
ヲ
ケ
シ
ヤ
ス
ル
ニ
、
畝

火
山
ハ
姿
モ
ヲ
ヽ
シ
ク
、
ヨ
カ
リ
ケ
レ
ハ
、
コ
レ
ニ
心
ウ

ツ
リ

ニ
ケ

リ
。
フ
ヽ
ン
キ
ト
イ
フ
ハ
、
ケ
タ
カ
ク
ヨ
キ
也
（
仙
覚
全
集
、
二
四
頁
）

と
解
し
て
ゐ
る
っ

と
こ
ろ
で
こ
の
解
を
虚
心
に
眺
め
る
時
、
た
と
へ
後
述
す
る
や
う
に
後
に

な
っ
て
別
個
の
立
場
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
う
と
も
、
何
と
な

く
安
定
を
飲
い
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
れ
は
万
葉
集
の
原
歌
は
修
飾

的
要
素
を
除
く
と
、

「香
具
山
は
耳
梨
山
と
争
ひ
き
」
更
に
は
、

「香
具
山

は
争
ひ
き
」
と
な
る
や
う
に
、
極
め
て
平
面
的
な
叙
述
に
な
っ
て
ゐ
る
に
か

か
わ
ら
ず
、ヽ
Ⅷ
覚ヽ
硼
で
は
、
「は
じ、歩
ぃ
…
…
何
と
ｔ
く
う
け
ひ
く
け
し
き

な
り
」

「そ
の
後
に
…
…
…
心
う
つ
り
に
け
り
」
な
ど
と
か
な
り
複
雑
な
叙

述
に
な
っ
て
ゐ
て
、
云
は
ば
物
語
的
、
時
間
的
要
素
が
加
は
っ
て
ゐ
る
こ
と

登

25



に
な
機
螂
』

何 ヵ、
婦
は
齢
漏

力ヽ の
摯
蛯
い
凛
晟
い
ｒ

釈
を
し
た
の
で
あ
ろ
江
か
。

一
面
、
反
歌
の

「
あ
ひ
し
時
」
を
逢
し
時
と
解
し
た
こ
と
に
よ
る
影
響
も
見

逃
せ
な
い
で
あ
ら
う
が
、
仙
覚
の
解
釈
力
を
考
へ
る
時
、
何
か
他
に
理
由
が

あ
る
や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
な
い
。

云
飢
れ
摯
雌
に
家
」
】
期
鮭
嬬
樺
団
熙
一
び
賭
嶋
ど
』
誹
が
騰
け
」
酬
麟
卿

山
を
男
ら
し
い
山
だ
と
考
へ
て
耳
成
山
と
い
ふ
同
じ
く
女
性
の
山
と
争

っ
た

と
い
ふ
解
が
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
恐
ら
く
仙
覚
に
し
て
も
最
初
こ
の
解
が

頭
に
浮
ん
だ
に
相
違
な
い
。
し
か
も
彼
を
し
て
こ
の
解
に
従
は
じ
め
な
か
っ

た
も
の
は
、
思
ふ
に
外
な
ら
ぬ
妻
争
ひ
伝
説
の
一
般
的
な
形
式
に
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ら
う
か
。
歴
史
的
事
実
で
あ

っ
た
か
否
か
の
詮
索
は
別
に
し
て
、

古
事
記
、
日
本
書
紀
に
見
ら
れ
る
妻
争
ひ
説
話
、
例
へ
ば
古
事
記
に
見
え
る

大
国
主
命
が
兄
達
と
入
上
媛
を
争

っ
た
話
、
秋
山
下
氷
男
と
青
山
霞
男
の
兄

弟
が
伊
豆
志
処
女
を
争
っ
た
話
、
さ
て
は
記
紀
共
に
見
ら
れ
る
仁
徳
天
皇
が

庶
弟
の
隼
別
皇
子
と
女
鳥
女
王
を
争
は
れ
た
話
な
ど
、
ど
れ
一
つ
と
し
て
二

人
も
し
く
は
二
人
以
上
の
男
性
が
一
人
の
女
性
と
争
っ
た
話
で
な
い
も
の
は

な
い
。
こ
れ
を
純
文
学
作
品
に
見
え
る
も
の
に
つ
い
て
考
へ
て
も
、
万
葉
集

に
お
け
る
二
人
の
男
に
よ
っ
て
争
は
れ
た
桜
児
の
伝
説
、
三
人
の
男
に
し
た

は
れ
て
去
就
に
迷
ひ
、
耳
成
の
池
に
身
を
投
げ
た
重
児
の
伝
説
、
赤
人
贔
麻

呂
の
歌
に
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
名
の
伝
説
、
さ
て
は
か
の

有
名
な
陳
努
男
と
菟
原
男
と
に
よ
っ
て
争
は
れ
た
菟
原
処
女
の
伝
説
な
ど
、

こ
れ
叉
何
れ
も
二
人
も
し
く
は
二
人
の
男
に
よ
っ
て
一
人
の
女
が
争
は
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
沢
潟
久
孝
博
士
の
論
文
に
も
引
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
斎

待囃耐は嶽」に̈
』藤［躊̈
紳“ｒヽ
「鶴硝翡錆ψ』向が暉】醐げ

な
ら
な
け
れ
ば
、
さ
う
容
易
に
能
働
と
所
働
の
因
縁
の
引
く
り
か
へ
る
や
う

な
こ
と
は
な
い
」
と
云
っ
て
居
ら
れ
る
が
、
正
し
く
そ
の
通
り
で
、
能
動
的

。
な
男
性
が
女
性
を
争
ふ
と
い
ふ
こ
と
こ
そ
自
然
で
あ
り
、
従

っ
て
こ
の
一
般

的
な
妻
争
ひ
の
形
式
が
、
仙
覚
の
解
釈
に
大
き
な
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
こ
と

は
否
ま
れ
な
い
。
後
に

「雄
男
志
」
の
意
味
が
動
い
て
ゐ
る
こ
と
と
、
こ
の

妻
争
ひ
の
自
然
的
な
形
式
と
を
考
へ
る
時
、
云
は
ば
仙
覚
は
二
つ
の
制
約
を

つ受けに一彼っは昨綬凛彙』̈
一ち̈
ゆ・てだ」̈
碁け贖岬硼わ〔最」』

云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。一二

、

仙
覚
の
説
は
そ
の
後
、
鎌
倉
、
室
町
期
を
通
じ
て
踏
襲
せ
ら
れ
て
来
た
ら

し
ぐ
、
江
戸
初
期
の
北
村
季
吟
の
万
葉
拾
穂
抄
も
仙
覚
説
か
ら
出
て
ゐ
な
い
。

し
か
る
に
契
沖
に
至

っ
て
は
じ
め
て
異

っ
た
解
釈
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
彼
は
代
匠
記
の
初
稿
体
に
お
い
て

ｏ、
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
「
ヽ
「

鵜ゝｔ一ゆきヽ句山、（と、香球剌雌山、）と、ヵ、パ「を、を刺咸れ
（得（曇げ″につかれ、びえ、の

む
と
あ
ら
そ
ふ
な
り
。

（全
集
本
巻
一
、
二
六
二
頁
、
圏
点

・
傍
点
筆

者
）

と
い
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
彼
に
従
へ
ば
、
三
山
の
性
別
は
仙
覚
と
変
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
仙
覚
説
に
お
け
る
主
語
と
も
云
ふ
べ
き
香
具
山
は
、
そ
の
地
位

を
畝
傍
山
に
譲
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
契
仲
説
で
は

「男
、
し
い
畝
傍
山

は
香
具
山
を
ば
得
ん
も
の
と
耳
成
山
と
争
っ
た
。
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
と



こ
ろ
で
精
撰
本
で
は
傍
点
を
施
し
た

「う
ね
び
の
を
、
し
き
山
と
、
耳
成
山

と
が
、
を
の
ア
ヽ
わ
れ
え
む
と
あ
ら
そ
ふ
な
り
」
と
い
ふ
部
分
は
見
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
が
、
反
歌
の
解
釈
で

此
歌
に
で
は

（香
具
山
が
）
耳
梨
山
に
逢
て
畝
火
山
の
負
け
た
る
や
う

な
れ
ど
、
あ
ひ
し
時
は
あ
は
む
と
せ
し
時
な
る
べ
し
。
争
の
止
け
む
や

う
は
し
ら
ね
ど
、
推
量
す
る
に
耳
梨
山
に
あ
は
む
と
す
る
時
、
畝
火
山

ヶ
外
ぃ
懐
み、
て、
争、
ひ、
ぃ
る、
な
る、
、
し、
。

（
同
、
二
六
五
頁
）

と
い
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
同
じ
考
へ
を
依
然
と
し
て
持

っ
て
ゐ
た
こ
と
は

う
な
づ
け
よ
う
。

さ
て
、
問
題
は

「
畝
傍
男
、
し
と
」
が
何
故

「
男
、
し
き
畝
傍
山
」
も
し

く
は
意
を
取
っ
て
も

「
畝
傍
山
が
男
、
し
く
」
と
な
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
契
仲
ほ
ど
の
国
語
学
者
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
無
理
な
解
釈
を
し
た
の
で

あ
ら
う
か
。

「男
、
し
と
」
を
畝
傍
山
を
修
飾
す
る
形
容
詞

「男
、
し
き
」

と
解
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
た
と
へ

「堂
、
と
」
な
ど
の
や
う
に

「
と
」

を
伴

っ
た
副
詞
が
あ
る
と
は
い
へ
、

「男
、
し
と
」
を

「
男
、
し
く
」
と
副

詞
に
解
す
る
こ
と
な
ど
許
さ
れ
よ
う
筈
が
な
い
。
思
ふ
に
こ
の
読
の
よ
っ
て

来
る
所
以
は
、
仙
覚
説
の
も
つ
前
述
の
や
う
な
物
語
的
、
時
間
的
要
素
を
除

去
し

「
畝
傍
山
が
争

っ
た
」
と
い
ふ
平
面
的
な
叙
述
に
し
た
い
と
考
へ
た
た

め
で
は
な
か
ら
う
か
。
仙
覚
説
の
も
つ
物
語
的
な
不
自
然
さ
と
、
彼
自
身
の

説
の
も
つ
語
法
上
の
不
合
一理
と
を
較
べ
て
も
、
な
ほ
す
ぐ
れ
た
国
語
学
者
で

あ

っ
た
契
沖
が
敢
へ
て
後
者
に
目
を
開
ぢ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は

注
鎌
け
な
腱
証
』
れ
動
ゴ

略
解
が
採
用
し
て
い
る
以
外
、
今
日
何
人
も
顧
み

る
人
は
な
い
の
で
あ
る
が
仙
覚
と
同
じ
く
、

「男
、
し
」
と
二
男

一
女
と
い

ふ
制
約
を
受
け
て
の
苦
悶
と
考
へ
れ
ば
、
又
そ
れ
な
り
に
必
然
性
を
持

っ
た

解
釈
と
考
へ
て
よ
い
。四

、

前
述
の
や
う
に
、
仙
覚
説
、
契
沖
説
何
れ
も
夫
々
の
鋏
陥
が
あ

っ
て
、
従

ふ
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
説
の
展
開
は
当
然

「男
、
し
」
と
二

男

一
女
と
の
制
約
の
両
方
も
し
く
は
何
れ
か
一
方
を
解
く
以
外
に
は
望
む
ベ

く
も
な
い
の
で
あ
る
。
果
せ
る
か
か
、
江
戸
ム
末
期
近
く
な
っ
て
こ
の
第

一

の

「制
約
雄
男
志
」
が
解
か
れ
る
時
が
来
た
。

そ
れ
は
土
佐
の
国
の
谷
真
潮
と
、
大
阪
に
も
居
た
こ
と
の
あ
る
京
都
の
木

下
幸
文
と
の
力
に
よ
る
も
の
で
、
真
潮
の
説
は
鹿
持
雅
澄
の
万
葉
集
古
義
の

中
で
紹
介
せ
ら
れ
、
幸
文
の
説
は
彼
自
ら
亮
々
草
紙
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

真
潮
の
読
が
幸
文
の
説
よ
り
二
十
年
ば
か
り
早
い
と
こ
ろ
か
ら
、
在
来
色
々

億
測
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
偶
然
の
暗
合
と
考
へ
て
よ

い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
と
い
ふ
の
は
前
述
の
や
う
に
仙
覚
説
か
ら
契
沖
説

へ
と
の
展
開
の
あ
と
を
辿

っ
て
行
く
な
ら
ば
、
必
ず
か
う
し
た
読
の
生
ま
れ

る
こ
と
は
時
期
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

彼
等
の
説
は
幸
文
の
亮
々
草
紙
の
言
葉
を
借
り
て
い
へ
ば
、

「高
山
波
と

あ
る
を
、
か
ぐ
山
を
ば
と
云
ふ
意
に
見
ん
事

（契
沖
説
）
は
強
い
た
る
事
」

で
あ

っ
て
、

「雄
ゞ
し
の
義
に
あ
ら
で
、
雲
根
火
を
愛
の
意
」
と
い
ふ
と
こ

ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

「雄
」
の
字
が
助
詞
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
例
は
一
番

の

「家
乎
毛
名
雄
毛
」
に
も
見
ら
れ
、

「男
志
」
を
愛
し
と
解
す
る
こ
と
必

ず
し
も
無
理
で
は
な
い
。
か
く
て
香
具
山
と
い
ふ
男
山
は
、
畝
傍
山
と
い
ふ

女
山
を
可
愛
い
と
思
っ
て
、
同
じ
男
山
の
耳
成
山
と
争
っ
た
と
解
せ
ら
れ
、

仙
覚
説
、
契
沖
説
と
は
、
香
具
山
、
畝
傍
山
の
性
が
男
女
逆
に
な
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、　
コ
一男
一
女
」
の
一
般
形
式
と
も
矛
盾
せ
ず
、
仙
覚
説
の
如



き
物
語
性
も
な
く
、
又
契
沖
説
に
見
ら
れ
る
や
う
な
語
法
上
の
無
理
も
な
い

と
い
ふ
極
め
て
自
然
な
解
釈
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
ｔ
の
真
潮
説
を
紹
介
し
た
古
義
で
は
、

「男
志
」
を
愛
し
と
解

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、　
一
応

男
志
を
愛
し
の
意
と
い
へ
る
は
、
な
ほ
俗
意
な
り
。
故
れ
綾
ふ
に
、
男

は
曳
の
字
を
写
誤
れ
る
に
ぞ
あ
る
。
さ
ら
ば
ウ
ネ
ビ
ヲ
エ
ン
ト
と
訓
む

ベ

し
。

（
普
及
版
巻

一
、
三
二

一
頁
）

と
訂
正
を
加
へ
て
ゐ
る
。
勿
論
誤
宇
説
云
々
は
に
は
か
に
従
ふ
こ
と
は
出
来

な
い
に
し
て
も
、
根
本
に
お
い
て
は
矛
盾
す
る
む
の
で
な
く
、
■
つ
畝
傍
山

を
女
山
と
解
す
る
こ
と
に
関
し
て
は

古
事
記
安
寧
天
皇
の
条
に
、
畝
傍
山
之
美
富
登
と
あ
る
の
は
御
女
陰
に

て
、
こ
れ
女
山
な
る
が
故
な
り
。
さ
る
は
す
べ
て
古
事
記
、
書
紀
を
考

へ
わ
た
す
に
、
富
登
と
い
へ
る
は
大
紙
女
陰
な
ら
ぬ
は
な
き
を
思
ふ
ベ

し
。
…
…

（
同
、
三
三

一
頁
）

と
補

っ
て
ゐ
る
。
万
葉
集
護
釈
書
と
し
て
の
古
義
の
占
め
る
位
置
に
つ
い
て

は
今
更
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
古
義
の
普
及
と
と
も
に

真
潮

・
圭
文
の
説
が
漸
次
支
配
的
な
勢
力
を
得
る
や
う
に
な
っ
た
こ
と
は
亦

云
ふ
ま
で
も
な
い
。
明
治
以
来
の
数
多
い
注
釈
書
が
、
極
め
て
特
異
な

一
二

を
除
い
て
悉
く
こ
の
説
を
採
用
し
て
ゐ
る
の
も
故
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
っ

て
、
ま
づ
定
説
と
認
め
ら
れ
て
居

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

五
、

真
潮
、
幸
文
の
説
が
定
謝
と
認
め
ら
れ
て
以
来
、
ほ
と
ん
ど
異
説
，を
唱
ヘ

る
学
者
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
き
き
に
も
少
し
く
触
れ
た
や
う
に
全
然

な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
例
へ
ば
折
口
信
夫
博
士
、
豊
田
八
十
代
氏
、
久

松
潜

一
博
士
が
そ
れ
で
、
仙
覚
説
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
や
う
な
二
女

一
男
説

を
と
っ
て
居
ら
れ
る
。
何
れ
も
詳
し
く
は
論
じ
て
居
ら
れ
な
い
の
で
あ

る

が
、
折
口
博
士
の
口
訳
万
葉
集
は

昔
女
山
な
る
香
具
山
が
、
同
じ
女
山
な
る
耳
梨
山
と
、
畝
傍
山
を
男
ら

し
い
山
だ
と
、
奪
ひ
合
ひ
を
し
た
と
い
ふ
が
…
…
（
同
書
巻
上
、
六
頁
）

と
云
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
説
に
必
要
な
の
は
前
述
し
た
や
う
に
二
男

一

女
の
制
約
を
は
づ
す
論
拠
な
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
仙
覚
に
よ
っ

て
否
定
せ
ら
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
素
朴
説
と
何
等
撰
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
勿

論
折
口
博
士
は
最
近
の
万
葉
集
講
義
―
畝
傍
飛
鳥
篇
―
の
中
で
、「
女
が
つ
ま

争
ひ
を
す
る
こ
と
は
沢
山
例
が
あ
る
」
と
は
云
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

実
は
そ
の
例
を
示
し
て
い
た
だ
か
な
い
か
ぎ
り
、
軽
々
し
く
従
ふ
こ
と
は
出

来
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
或
は
筆
者
の
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に

し
て
居
ら
れ
る
の
で
も
あ
ら
う
か
。
た
だ
わ
づ
か
に
前
述
万
葉
集
講
義
―
畝

傍
飛
鳥
篇
―
の
中
で

叉

一
番
生
き
た
伝
説
と
し
て
残

っ
て
ゐ
る
も
の
は
、
謡
曲
の

「
三
山
」

で
、
此
は
一
人
の
男
を
二
人
の
女
が
争
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
ど
う

い
ふ
道
筋
で
謡
曲
の
中
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
か
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
三
山

に
遠
く
な
い
地
方
で
育

っ
た
猿
楽
に
居
る
人
々
の
作
物
だ
か
ら
、
こ
の

作
意
な
ど
は

一
番
信
用
す
る
こ
と
が
出
来
る

（
同
書
、
四
頁
）

と
い
っ
て
居
ら
れ
る
が
、
こ
の
所
論
に
は
大
き
な
過
誤
が
あ
る
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
ら
う
。

謡
曲
の

「
三
山
」
は
周
知
の
や
う
に
、
万
葉
集
中
の
こ
の
コ
山
歌
と
巻
十

・
六
わ
地
児
と
桜
児
と
の
伝
説
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
室
町
時
代
の
世
相
で
あ

っ

た
後
妻
打
ち
の
習
俗
を
加
味
し
て
作
ら
れ
た
創
作
で
決
し
て
特
異
な
伝
説
を

素
材
と
す
る
も
の
で
な
い
。
現
に
謡
曲
で
は

「
げ
に
げ
に
万
葉
集
に
い
は
く



大
和
の
国
に
三
山
あ
り
」
と
あ
っ
て
、明
ら
か
に
万
葉
か
ら
出
て
ゐ
る
こ
と
を

示
ｔ
て
居
り
、
万
葉
の
三
山
歌
に
対
す
る
あ
る
時
代
の
あ
る
人
物
―
恐
ら
く

作
者
世
阿
弥
―
の
解
釈
は
知
ら
れ
て
も
、
決
し
て
万
葉
以
外
の
も
の
で
な
い

筈
で
あ
る
。
も
し
か
う
し
た
作
者
の
解
釈
を
万
葉
以
外
の
材
料
に
よ
っ
た
も

の
と
考
へ
る
な
ら
ば
、
謡
曲
の
如
き
伊
勢
。
大
和

・
源
氏
等
の
物
語
に
よ
つ

て
作
ら
れ
た
も
の
が
多
く
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
中
の
大
部
分
は
謡
曲
作
者
に

よ
っ
て
作
り
変
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
れ
も
叉
別
種
の
伝
説
な

り
説
語
に
よ
っ
た
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
謡
曲
作
者
の

創
作
と
い
ふ
こ
と
が
全
然
認
め
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
へ
世
阿

弥
の
故
郷
が
偶
然
結
崎
と
い
ふ
博
士
の
云
は
れ
る
や
う
に
三
山
に
近
い
土
地

で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
少
し
飛
躍
が
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

一〈
、

折
Ｆ
博
士
と
は
異
っ
た
立
場
か
ら
真
潮

・
幸
文
説
反
対
せ
ら
れ
た
の
は
沢

潟
久
孝
博
士
で
、
博
士
の
説
は
雑
誌
国
語
、
国
文
に
発
表
せ
ら
れ
、
後
に
万

葉
古
径
二
に
訂
正
を
加
へ
て
収
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

博
士
は
ま
づ
三
山
の
姿
と
感
じ
と
が

畝
傍
山
　
　
耳
梨
山
　
　
香
具
山

姿
　
　
　
男
　
　
　
　
男
　
　
　
　
女

感
じ
　
　
男
　
　
　
　
女
　
　
　
女

と
考
へ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
畝
傍
山
を
女
性
と
す
る
真
潮
、
幸
文
説
を
疑
は

れ
、
更
に

「雄
男
志
」
を
真
潮
等
の
や
う
に

「を
、
愛
し
」
と
解
す
る
こ
と

は
、
た
と
へ
「雄
」
に
借
訓
と
し
て
助
詞

「
を
」
に
用
ゐ
ら
れ
た
例
が
あ
る

に
せ
よ
、
正
訓
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
の
方
が
邁
に
多
い
こ
と
や
、
「雄
」

「男
」
と
重
ね
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
意
識
的
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
、
や
は

り
雄
々
し
い
と
解
す
る
こ
と
が
穏
か
で
あ
ら
う
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
く
て

結
論
と
し
て
仙
覚
説
の
音
に
か
へ
る
べ
き
こ
と
主
張
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
「

と
ご
ろ
で
博
士
の
こ
の
説
は
三
山
歌
に
関
す
る
限
り
、
た
し
か
に
伝
統
に

眠
る
学
会
に
清
新
な
息
吹
き
を
与
へ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
ほ
一
抹

の
不
安
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
と
い
ふ
の
は
、
な
る
ほ
ど
三
山

の
近
く
を
郷
里
と
す
る
筆
者
に
も
、
博
士
の
所
謂
三
山
の
姿
と
感
じ
―
―
わ

け
て
も
畝
傍
山
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
同
感
出
来
る
も
の
が
あ
り
、
且
つ
「雄

男
志
」
を
雄
々
し
い
と
解
す
る
こ
と
、
こ
れ
叉
博
士
の
卓
見
で
あ
る
と
堅
く

信
じ
て
ゐ
る
に
か
か
は
ら
ず
、
な
ほ
全
体
の
解
釈
に
は
仙
覚
説
の
と
こ
ろ
で

述
べ
た
不
合
理
が
一
向
解
決
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

博
士
の
説
に
接
し
て
以
上
の
や
う
な
相
反
す
る
気
持
に
苦
し
ん
で
ゐ
た

頃
、
筆
者
の
周
囲
に
は
香
具
山
の
現
状
は
昔
の
そ
れ
で
な
く
、
麓
に
あ
っ
た

埴
安
池
を
埋
め
る
た
め
に
山
を
崩
し
た
の
で
あ
る
と
教
へ
て
く
れ
た
知
人
も

あ
り
、
又
明
治
初
年
ま
で
香
具
山
が
畝
傍
山
の
や
う
に
響
え
た
山
で
あ
っ
た

こ
と
は
富
岡
鉄
斎
の
三
山
の
図
を
見
て
も
わ
か
る
と
聞
か
せ
て
く
れ
た
友
人

も
あ
っ
た
。
前
者
に
だ
れ
だ
け
の
根
拠
が
あ
る
か
は
疑
し
い
に
し
て
も
、
後

者
に
は
や
や
具
体
性
が
あ
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
。
ｔ
か
し
何
れ
も
何
処
か

に
真
潮
、
幸
文
説
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
臭
が
あ
っ
て
、
ど
の
程
度
信
じ
て

よ
い
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

七
、

二
つ
の
制
約
の
一
つ
で
あ
る

「雄
男
志
」
の
解
釈
に
あ
れ
こ
れ
と
心
を
苦

し
め
る
、
こ
れ
が
在
来
の
説
に
見
ら
れ
た
特
色
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
故

の
行
き
づ
ま
り
と
考
へ
れ
ば
、
こ
つ
際
思
ひ
切
っ
て
今
一
つ
の
制
約
で
あ
る

「
二
男
一
女
」
の
枠
を
は
づ
す
こ
之
が
唯
一
の
残
さ
れ
た
道
の
や
う
に
も
思



狐嚇菫”．折ヵ、商れ睡」強緩膨畏へ承』韓鶉ぼ弗撚にはハ縁』訃構は

紀
の
研
究
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
中
に
極
ゅ
て
興
味
の
あ
る
説
話
の
あ
る
こ
と

赫̈制̈
一］】わ嘔智拗輌『赫価巌っ蒻̈
詢『封々文複粋卦一］封」

霧
鋭
郭
諭
講
兆
斃
短
離

務

た
と
へ
一
部
の
学
者
の
云
ふ
平
安
初
期
に
下
っ
て
も
、
少
く
と
も
説
話
そ
の

も
の
は
逢
か
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
。

筋
は
す
こ
ぶ
る
簡
単
で
、
昔
猪
名
川
の
女
神
と
武
庫
川
の
女
神
と
が
共
に

住
吉
大
神
に
恋
慕
し
て
、
お
互
に
争

っ
た
際
、
猪
名
川
の
女
神
は
自
ら
の
川

の
大
き
な
石
を
拾

っ
て
は
武
庫
川
の
女
神
に
投
げ
つ
け
、
そ
の
川
の
芹
を
引

抜
い
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
猪
名
川
に
は
大
き
い
石
が
な
く
武
庫
川

に
は
芹
が
生
え
ぬ
と
結
ん
で
ゐ
る
そ
の
真
意
は
何
処
に
あ
ら
う
と
も
、
何
よ

り
も
有
り
難
い
の
は
二
人
の
女
性
が

一
人
の
男
性
を
争

っ
た
と
い
ふ
形
式
に

あ
る
と
い
へ
よ
う
。
　
こ
れ
こ
そ
正
し
く
二
女

一
男
の
夫
争
ひ
説
話
で
あ
っ

て
、
水
と
土
、
河
海
と
山
岳
と
い
ふ
相
違
は
あ

っ
で
も
、
あ
の
先
学
を
苦
し

め
た

「
二
男

一
女
」
の
枠
を
は
づ
す
こ
と
の
出
来
る
唯

一
の
説
話
と
考
へ
て

よ
い
。

か
く
し
て
、
わ
づ
か
一
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
他
に
も
二
女

一
男

の
夫
争
ひ
説
話
の
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
わ
が
三
山
歌
は
今
や

香
具
山
は
畝
傍
山
を
男
ら
し
い
山
だ
と
考
へ
て
耳
成
山
と
争

っ
た
と
い
ふ
折

口
博
士
の
平
舅
な
解
釈
を
主
張
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
歌
が
長
歌
で
あ
る
以
上
、
他
の
部
分
と
の
関
係
を
考
へ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
且
つ
反
歌
を
伴
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
も

矛
盾
し
な
い
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ら
う
。

ま
づ

「嬬
を
争
ふ
ら
し
き
」
の

「嬬
」
で
あ
る
が
、
果
し
て
夫
と
解
す
る

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
が
問
題
に
な
る
。　
一
体
万
葉
集
に

お
い
て

「
つ
ま
」
と
訓
み
得
る
文
学
は
四
種
あ
っ
て
、
総
索
引
に
よ
る
と

と
な
教

て
に
ダ
写

し
力ヽ 五
（
げ
編

夫
」
副
ゴ
ｍ

と
け
年

字
通
り
男
性
の
夫
で
あ

］「ｏ、い｝け赫̈
意「れい時中柾̈
“赫緑螂̈
中̈
珠ュ卸赫義に製征』

ら
れ
た
時
、
倭
姫
皇
后
の
作
ら
れ
た
長
歌
に

…
…
若
草
の
嬬
の
念
ふ
鳥
立
つ

（巻
二
、　
一
五
巻
）

の
や
う
な
の
が
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
夫
天
智
天
皇
の
意
に
用
ゐ

ら
れ

て
ゐ

建
ヽ
貶
静
い

「ら
れ
腱
け
望
』
”
】
０
げ
、
ハ
製
岬
畑
政
は
い
に
浸
は
微
い
ず

あ
る
が
、
類
豪
名
義
抄
に

「闘
」
に

「
ア
フ
」
と
い
ふ
訓
が
施
さ
れ
て
ゐ
る

こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
を
争
っ
た
時
と
解
す
る
こ
と
に
異
義
が
な
い
や
う
に
考

（泌ｒ
「そ̈
射
・・何嬢『̈
蒙律ｍどす「村れ嗽はマ際」汁わがざ一Ｍ熱胸

た
り
か
ら
見
に
来
る
に
も
及
ぶ
ま
い
。
こ
れ
を

「
二
女

一
男
」
の
夫
争
ひ
と

考
へ
て
こ
そ
あ
ら
れ
も
な
い
姫
御
前
の
争
ひ
と
な
り
、
は
じ
め
て
立
ち
て
見

に
来
る
に
値
す
る
珍
ら
し
さ
が
認
め
ら
れ
て
、
全
体
が
生
き
て
来
る
の
で
は

な
か
ら
う
か
。
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西
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