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家
に
あ
れ
ば
　
妹
が
手
ま
か
む

百
本
雪
線
』
推
古
天

皇
3
6
（
6
2
8
）
年
3
月

2
妃
廉
淀
は
、
日
本
最
古

の
日
蝕
の
記
事
が
あ
り

ま
す
。
太
陽
が
月
に
隠
れ

る
自
然
現
象
は
当
然
め
り

ま
し
た
が
、
安
富
に
記
さ

れ
る
際
に
は
単
な
る
事
実

の
記
録
で
は
な
く
、
天
皇

の
病
や
死
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
推
古
天

蓋
は
2
月
2
7
日
に
病
に
疑

れ
、
3
月
7
日
に
崩
御
し

草
枕

だ
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
歌
の
作
者
で
あ
る

王
宮
聖
徳
皇
子
」
と
は
、

い
わ
ゆ
る
「
聖
徳
太
子
」

の
こ
と
で
す
。
日
日
杢
普

選
で
は
「
厩
戸
豊
除
目

皇
子
」
と
あ
り
、
推
古
天

皇
2
9
（
的
畿
1
）
年
2
月

5
日
に
亮
去
、
人
々
は
悲

し
ん
で
日
月
が
光
を
失
っ

た
よ
う
だ
と
言
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

天
寿
国
繍
帳
銘
な
ど
で

旅
に
臥
せ
る
　
こ
の
旅
人
あ
は
れ

I
I
ー

ば
、
6
2
2
年
2
月
2
2
日

に
寛
じ
た
と
あ
り
ま
す
。

と＋
よや

′
た

、
1
ヽ
1

1
切
り

出
呆万

こ
の

董
二
の

蠍
嶋
『
万
雷
竃

歌
の
冒
頭
に
置

趨
組
溝
浬

か
れ
て
い
て
、
次
の
四
一

六
番
歌
は
6
8
6
年
の
軟

で
す
か
ら
、
こ
の
一
首
だ

け
が
極
端
に
古
い
歌
と
い

え
ま
す
。
巻
一
や
巻
二
で

も
同
様
に
、
突
出
し
て
古

い
時
代
の
人
物
の
歌
が
冒

頭
に
置
か
れ
て
お
り
、
い

ず
れ
も
伝
説
的
な
人
物
に

か
み
つ
み
や
の
し
ょ
う
と
こ
の
み
∴
こ

（
上
官
聖
徳
皇
子

仮
託
し
た
後
の
時
代
の
歌

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
聖
徳
太
子
」
と
は
後

難
梁
謂

0
年
に
は
既
に
伝
説
化

し
て
い
た
と
み
ら
れ
ま

す
。
行
き
ず
り
の
飢
者

を
神
仙
と
見
抜
き
自
ら

巻
三
・
四
一
五
）

の
衣
を
脱
ぎ
与
え
た
挿

話
は
有
名
で
、
少
し
ず
つ

内
容
を
変
え
な
が
ら
、
冒

本
望
実
記
』
　
（
9
世
紀
）

や
『
拾
遺
和
歌
集
』
　
（
Ⅱ

世
紀
）
な
ど
に
も
和
歌

と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。『

万
葉
集
』
に
収
載
さ

れ
た
こ
の
歌
も
、
そ
う
し

た
伝
説
化
の
過
程
を
伝

え
て
い
ま
す
。
題
詞
に
は
、

龍
田
山
の
道
端
で
亡
く

な
っ
て
い
る
人
を
見
て

「
上
官
聖
徳
皇
子
」
が
悲

し
み
悼
ん
で
詠
ん
だ
と
あ

り
ま
す
。
類
型
的
な
鎮
魂

歌
が
「
上
官
聖
徳
皇
子
」

の
歌
と
あ
る
こ
と
で
、
胃

本
雷
聾
な
ど
と
は
異
な

る
内
容
な
が
ら
、
関
連
す

る
歌
と
し
て
享
受
さ
れ
ま

した。（
県
立
万
葉
文
化
館
指
導

研
究
員
・
井
上
さ
や
か
）

【
訳
】
家
に
い
た
ら
妻
の
手
を
枕
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
に
、

革
を
枕
の
旅
路
に
倒
れ
て
い
る
こ
の
旅
人
よ
。
あ
あ
。
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やまと

万葉がたり溺

い
ざ
子
ど
も
　
早
く
日
本
へ

大
伴
の
　
御
津
の
浜
松

待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む山

上
憶
良
（
巻
一
二
ハ
三
）

億
露
欝
艶

の
よ
う
な
人
生
の
悲
哀
を

歌
い
上
げ
た
数
々
の
歌
を

『
万
葉
集
』
に
残
し
て
い

ま
す
が
、
歌
だ
け
で
は
な

く
漢
詩
や
漢
文
も
多
く
作

謀
議
講
邦

楽
集
』
最
長
の
漢
文
作
品

で
、
多
く
の
漢
籍
を
巧
み

に
引
用
し
っ
つ
病
の
苦
し

み
と
生
へ
の
希
求
を
本
格

的
漢
文
で
叙
述
し
た
名
作

で
す
。
こ
う
し
た
償
良
の

和
漢
両
面
に
わ
た
る
文
才

は
、
遣
唐
使
と
し
て
中
国

へ
渡
っ
た
経
験
に
よ
っ
て

磨
か
れ
ま
し
た
。

7
0
1
（
大
畠
元
）
年
、

そ
れ
ま
で
釦
年
以
上
の
長

期
に
わ
た
り
中
断
さ
れ
て

い
た
遣
唐
使
が
久
し
ぶ
り

に
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
億
良
は
還
暦
甥
範

（
下
級
重
油
官
）
に
任
命

さ
れ
ま
し
た
。
使
節
長
官

あ
か
飯
の
　
ま
∴
ひ
ど

の
栗
田
真
人
は
億
良
と
同

族
の
出
身
で
、
億
良
の
能

力
を
謹
ん
で
こ
の
ポ
ス

ト
へ
抜
擢
し
た
と
み
ら
れ

ま
す
。
遣
唐
使
一
行
は
翌

年
渡
海
し
、
7
0
3
（
大

難
彊
鶉

謁
見
し
ま
し
た
。
こ
の
大

宝
授
遭
塵
膜
は
、
従
来
の

古
い
国
号
「
倭
」
に
代
わ

っ
て
新
た
に
定
め
た
国
号

「
日
本
」
を
中
国
王
朝
へ

告
知
し
、
本
格
的
な
成
文

法
と
し
て
新
た
に
制
定

し
た
大
宝
律
令
の
施
行

を
伝
え
る
と
い
う
重
要

な
任
務
を
帯
び
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
都
の
長
安
や

制
度
文
物
を
実
見
し
、
平

城
遷
都
や
養
老
律
令
改

定
に
つ
な
が
る
新
知
見

を
持
ち
帰
る
と
い
う
大

き
な
成
果
を
上
げ
ま
し

た
。
慌
良
は
長
官
の
真
人

に
随
行
し
、
7
0
4
（
産

室
冗
）
年
に
帰
国
し
た
と

み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
歌
に
は
両
耳

頴
騒
鶉

歌
」
と
い
う
題
詞
が
あ
り
、

億
良
が
遣
唐
使
の
径
務
を

終
え
て
祖
国
へ
帰
る
直
前

に
作
っ
た
歌
と
さ
れ
ま

す
。
彼
ら
が
帰
ろ
う
と
し

て
い
る
本
郷
の
名
は
、
『
万

葉
集
』
原
文
（
漢
字
本
文
）

で
も
「
日
本
」
と
い
う
漢

字
表
記
で
書
か
れ
て
い
ま

す
。
新
国
号
の
披
露
と
い

う
大
役
を
つ
と
め
上
ば
て

帰
国
に
臨
む
遣
唐
使
一
行

の
自
負
と
満
ち
足
り
た
思

い
が
、
「
日
本
」
の
2
文

字
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

【
訳
】
さ
あ
み
ん
な
、
早
く
日
本
へ
帰
ろ
う
『
大
伴
の
御
津
の

浜
の
松
も
、
そ
の
名
の
ご
と
く
待
ち
恋
う
て
い
る
だ
ろ
う
。
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ヰまと

万葉がた邁

や
ま
と
　
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
∴
∴
が
く

倭
通
は
　
雲
隠
り
た
り

然
れ
ど
も
　
わ
が
振
る
袖
を
　
無
礼
し
と
思
ふ
な

児
島
（
巻
六
・
九
六
六
）

の
講
繕
額
縁
雑
酸

（
現
在
の
奈
良
県
）
の
地

で
作
ら
れ
た
歌
が
多
く
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
み

や
こ
か
ら
遠
く
離
れ
た
地

で
大
和
の
地
名
を
詠
み
込

ん
だ
歌
も
ま
た
多
く
作
ら

れ
ま
し
た
。

は
籍
艶
醜

畿
饗
諜
籠

醒
緊
翳

し
て
い
ま
し
た
。
7
2
8

輪
唱
5
）
年
ご
ろ
に
大

宰
帥
（
大
宰
府
の
長
官
）

態
鰹
護

（
現
在
の
福
岡
県
中
部
の

蟻
襲
彊
餌

紫
歌
聖
と
後
に
称
さ
れ

た
歌
人
グ
ル
ー
プ
を
形
成

し
、
多
く
の
窮
を
筑
紫

の
地
で
主
催
し
ま
し
た
。

児
島
は
そ
う
し
た
宴
席
を

通
じ
て
旅
人
と
親
交
を
結

ん
だ
ら
し
く
、
7
3
0
（
天

平
2
）
年
に
旅
人
が
当
時

韻
務
讃
粥

ら
れ
筑
紫
を
離
れ
る
際
、

別
れ
を
惜
し
ん
で
こ
の
歌

を
旅
人
に
贈
り
ま
し
た
。

左
注
に
よ
る
と
、
こ
の

歌
は
旅
人
が
み
や
こ
へ
向

孤
う
軍
馬
を
馨
で

駐
め
て
大
挙
府
政
庁
を
振

り
返
っ
た
際
、
見
送
り
の

一
行
の
中
に
い
た
児
島
が

歌
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
水

城
と
は
異
国
の
侵
攻
か
ら

大
事
府
を
守
る
た
め
に
築

か
れ
た
防
衛
施
設
で
、
太

宰
府
と
博
多
湾
を
つ
な
ぐ

平
野
を
遮
断
す
る
位
置
に

全
長
約
1
・
2
㌔
㍍
の
長

大
な
城
壁
を
授
け
、
帽
0
0

㍍
に
も
及
ぶ
外
濠
を
伴
っ

た
堅
固
な
防
塁
で
す
。
水

城
の
東
西
両
端
に
は
門
が

設
け
ら
れ
、
太
宰
府
と
平

城
京
を
結
ぶ
自
適
は
東
側

の
門
を
通
過
し
て
い
ま
し

た
華
の
門
を
出
る
と
「
遠

の
朝
廷
」
と
も
呼
ば
れ
た

大
宰
府
都
市
圏
の
外
側
と

な
り
、
巨
大
な
土
木
構
造

物
で
あ
る
水
城
は
境
界
の

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
当

時
の
人
々
に
意
職
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
旅
人
が
帰
っ
て

行
く
み
や
こ
へ
と
続
く

「
倭
壁
は
、
筑
紫
に
残

る
叢
等
に
と
っ
て
壁

の
彼
方
で
あ
り
、
水
域
の

威
容
こ
そ
が
別
離
を
象
徴

す
る
景
色
と
し
て
、
人
々

の
心
に
深
く
刻
ま
れ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

【
訳
】
大
和
道
は
雲
に
隠
れ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
の
日
に
ふ
れ

ず
と
も
、
私
の
振
る
袖
を
無
礼
と
お
思
い
く
だ
さ
い
ま
す
な
。


