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み
な
さ
ん
の
卒
業
研
究
の
一
方
法
と
し
て
、
古
典
作
品
の

注
釈
書
を
比
較
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

　
た
と
え
ば
、「
あ
か
つ
き
」
の
思
い
を
詠
っ
た
男
と
女
の
歌

に
つ
い
て
、
昔
か
ら
今
ま
で
に
作
ら
れ
た
数
多
く
の
注
釈
書

の
解
釈
を
比
べ
て
み
る
。
上
の
二
首
と
も
、
後
朝
の
別
れ
を

男
女
が
悲
し
く
詠
っ
た
作
と
読
ま
れ
る
一
方
で
、
言
い
寄
る

男
を
女
が
冷
た
く
拒
ん
だ
時
の
歌
と
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
鏡
王
女
の
歌
は
、
題
詞
に
用
い
ら
れ
る
「
娉
」
字
が
求
婚

す
る
意
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
求
婚
を
う
け
た
女
が
そ
れ
を
拒

絶
し
た
作
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
反
対
に
、
女
に
振
ら
れ

た
歌
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
忠
岑
の
作
は
、「
別
れ
」
の

語
か
ら
、
逢
う
て
の
後
の
離
別
の
悲
し
み
を
詠
っ
た
も
の
と

解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
注
釈
書
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
正
解
を
求
め

る
手
段
で
あ
る
と
共
に
、
た
と
え
ば
女
の
拒
絶
を
や
さ
し
い

女
心
と
誤
解
す
る
注
釈
に
そ
の
時
代
の
女
性
観
が
明
ら
か
に

な
る
な
ど
、
思
わ
ぬ
発
見
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
解
釈

の
相
違
を
入
り
口
に
し
て
、
古
典
の
心
と
、
そ
れ
を
享
受
す

る
人
々
の
心
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
近
づ
く
一
方
法
で
あ
る
。

一
、 

古
典
作
品
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
注
釈
書
の
解
釈
を
比
べ
て

み
よ
う
。

二
、 『
万
葉
集
』
の
例
。
藤
原
鎌
足
が
鏡
王
女
を
「
娉
」
し
た
時
に
、

王
女
が
鎌
足
に
贈
っ
た
歌
、「
玉
く
し
げ
覆お
ほ

ふ
を
や
す
み
明
け

て
い
な
ば
君
が
名
は
あ
れ
ど
わ
が
名
し
惜を

し
も
」。

三
、 『
古
今
集
』
の
例
。
壬
生
忠
岑
の
「
題
し
ら
ず
」
の
歌
、「
有あ
り

明あ
け

の
つ
れ
な
く
み
え
し
別わ
か

れ
よ
り
あ
か
つ
き
ば
か
り
う
き
も
の
は

な
し
」。



54

一
、

　
「
男
と
女
の
あ
か
つ
き
」
と
は
、
ま
た
大
変
な
題
を
つ
け
て
し
ま

い
ま
し
た
。
…
…
あ
ん
ま
り
期
待
し
て
も
ら
っ
て
は
困
り
ま
す
。

　
昔
、
私
の
学
生
時
代
に
は
や
っ
た
歌
に
、「
夜
明
け
の
コ
ー
ヒ
ー
、

ふ
た
り
で
飲
も
う
と
、
あ
の
人
が
言
っ
た
、
恋
の
季
節
よ
」（
岩
谷

時
子
作
詞
、
い
ず
み
た
く
作
曲
「
恋
の
季
節
」）
と
い
う
文
句
が
あ

り
ま
し
た
。
ピ
ン
キ
ー
と
キ
ラ
ー
ズ
と
い
う
い
か
に
も
昭
和
な
名
前

の
グ
ル
ー
プ
が
歌
い
ま
し
た
。

　
「
あ
か
つ
き
」
は
、
そ
の
「
夜
明
け
」
に
は
近
い
け
れ
ど
も
、
ま

だ
ま
わ
り
は
暗
い
と
い
う
こ
ろ
で
す
。「
恋
の
季
節
」
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
や
は
り
男
と
女
の
恋
愛
、
あ
る
い
は
婚
姻
に
と
っ
て
重
要

な
意
味
を
も
つ
時
間
で
し
た
。

　
今
日
は
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
集
』
の
「
あ
か
つ
き
」
の
歌
を

読
ん
で
ゆ
き
ま
す
。『
万
葉
集
』
の
時
代
に
は
、「
あ
か
つ
き
」
は

「
あ
か
と
き
」
と
言
い
ま
し
た
。

　
そ
の
二
首
を
取
り
あ
げ
る
の
は
、
古
代
の
男
女
の
恋
愛
に
つ
い
て

語
ろ
う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
洒
落
た
話
は
で
き
ま

せ
ん
。「
卒
業
研
究
の
一
方
法
」
と
い
う
や
ぼ
っ
た
い
副
題
が
付
い

て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
す
。

　
み
な
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
卒
業
論
文
を
お
書
き
に
な
る
。
論
文
な

ん
て
、
た
ぶ
ん
今
ま
で
書
い
た
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
。
た
い
て
い

の
人
が
そ
う
で
す
。
初
め
て
の
論
文
だ
か
ら
、
何
を
問
題
と
し
て
、

ど
ん
な
方
法
で
書
け
ば
い
い
か
、
分
か
ら
な
い
。

　
五
十
年
前
の
私
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
し
た
。
私
の
卒
業
論
文
は
、

紀
貫
之
の
歌
の
「
見
た
て
」
の
技
法
を
論
じ
た
も
の
で
し
た
。
た
と

え
ば
、
雪
が
降
る
の
を
花
が
散
る
よ
と
詠
い
、
逆
に
花
が
散
る
の
を

雪
が
舞
う
よ
う
だ
と
言
う
。
そ
れ
が
「
見
た
て
」
の
表
現
で
す
。
一

生
懸
命
に
書
い
た
は
ず
で
す
が
、
卒
論
試
問
で
は
、
先
生
に
「
方
法

が
幼
い
」
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
評
価
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い

出
来
の
論
文
で
し
た
。

　
そ
の
論
文
の
準
備
を
し
て
い
た
頃
の
自
分
に
、
も
し
も
今
の
私
が

ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
な
ら
、
こ
う
い
う
方
法
も
あ
る
ん
だ
よ
と
教
え

た
い
。
そ
ん
な
気
持
で
お
話
し
し
ま
す
。
そ
れ
が
、
今
ま
さ
に
卒
論

を
ど
う
す
る
か
気
に
し
て
い
る
は
ず
の
皆
さ
ん
の
参
考
に
な
れ
ば
、

と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
方
法
と
言
え
ば
、
な
ん
と
か
論
と
か
、
な
ん
と
か
主
義
と
か
言
っ

て
難
し
い
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
、
み
な
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
身
構
え
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
私
が
紹
介
し
た
い
方
法
、
と
い
う

か
や
り
方
は
、
い
た
っ
て
単
純
、
素
朴
な
も
の
で
す
。
作
品
を
読
む

の
に
、
注
釈
書
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
数
多
く
の
注

釈
が
出
て
い
る
古
典
作
品
に
し
か
出
来
な
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
注
釈
書
を
い
く
つ
か
、
た
と
え
ば
図
書
館
の
大
机
の
上
に
並
べ

て
、
比
べ
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
解
釈
が
ず
い
ぶ
ん
違
う
こ
と
に
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気
が
付
き
ま
す
。
人
に
よ
っ
て
違
う
。
時
代
に
よ
っ
て
違
う
。
い
ろ

ん
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
読
み
方
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
方
は
『
万
葉
集
』
に
し
ろ
『
古
今
集
』
に
し
ろ
、
昔
か

ら
た
く
さ
ん
の
偉
い
学
者
が
研
究
し
て
き
て
、
今
は
な
に
も
か
も
分

か
っ
て
い
る
。
新
し
い
問
題
な
ん
か
見
つ
か
り
っ
こ
な
い
と
、
勉
強

す
る
前
か
ら
そ
う
思
い
こ
み
、
立
ち
す
く
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
注
釈

書
に
よ
っ
て
解
釈
が
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
。
み
な
本
当
の
と
こ
ろ
は
よ
く

分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
解
釈
が
違
う
の
で
す
。
そ
し
て
、

少
な
く
と
も
、
そ
の
解
釈
の
違
う
と
こ
ろ
に
、
問
題
は
確
実
に
残
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
今
も
私
た
ち
に
解
明
さ
れ
る
こ
と

を
待
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
現
代
の
注
釈
書
が
正
し
い
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
逆
に
、

昔
の
注
釈
書
が
い
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
と
に
か
く
解
釈
が
違

う
。
そ
の
違
い
が
、『
万
葉
集
』
の
世
界
へ
、
ま
た
『
古
今
集
』
へ

と
、
私
た
ち
を
導
く
入
り
口
に
な
る
の
で
す
。

二
、

　
最
初
に
取
り
あ
げ
る
の
は
『
万
葉
集
』
の
有
名
な
歌
で
す
。
仮
に

岩
波
文
庫
の
本
文
に
よ
っ
て
引
き
ま
す
が
、
題
詞
は
あ
え
て
訓
読
せ

ず
、
返
り
点
だ
け
を
付
け
て
示
し
て
み
ま
す
。

　
巻
二
・
九
三
、
九
四

内
大
臣
藤
原
卿
娉
二

鏡
王
女
一

時
、
鏡
王
女
贈
二

内
大
臣
一

歌
一

首
玉
く
し
げ
覆お
ほ

ふ
を
や
す
み
明
け
て
い
な
ば
君
が
名
は
あ
れ
ど
わ

が
名
し
惜を

し
も

内
大
臣
藤
原
卿
報
二

贈
鏡
王
女
一

歌
一
首

玉
く
し
げ
み
も
ろ
の
山
の
さ
な
葛か
づ
らさ

寝ね

ず
は
遂つ
ひ

に
あ
り
か
つ
ま

し
じ 

或あ
る
本ほん
の
歌
に
曰いは
く
、「
玉
く
し
げ
三み
室むろ
戸と
山やまの
」

天
智
天
皇
の
時
代
、
近
江
の
大
津
に
都
の
あ
っ
た
七
世
紀
半
ば
、
鏡

王
女
と
い
う
女
性
と
藤
原
鎌
足
が
詠
み
か
わ
し
た
作
で
す
。
そ
の
最

初
の
歌
、
女
が
男
に
与
え
た
歌
を
、
今
日
は
読
ん
で
み
ま
す
。

　
「
玉
く
し
げ
覆お
ほ

ふ
を
や
す
み
」
の
「
く
し
げ
」
は
、
女
性
が
櫛

や
化
粧
道
具
を
い
れ
て
お
く
箱
の
こ
と
で
、「
玉
」
は
そ
れ
を
ほ
め

る
言
葉
で
す
。「
覆お
ほ

ふ
を
や
す
み
」
は
、
そ
の
「
玉
く
し
げ
」
を
蓋ふ
た

を
し
て
覆
う
の
は
「
や
す
み
」、
や
さ
し
い
の
で
蓋
を
開あ

け
て
と
い

う
意
味
で
、（
夜
が
）「
明
け
て
」
と
い
う
言
葉
を
導
き
ま
す
。
つ
ま

り
「
玉
く
し
げ
覆お
ほ

ふ
を
や
す
み
」
は
、
歌
全
体
の
意
味
に
は
直
接
関

わ
ら
な
い
序
詞
で
す
。
す
る
と
、
歌
の
意
味
と
し
て
は
、「
明
け
て

い
な
ば
君
が
名
は
あ
れ
ど
我
が
名
し
惜を

し
も
」、
つ
ま
り
、
夜
が
明

け
て
か
ら
「
い
な
ば
」、
あ
な
た
が
帰
っ
て
行
く
な
ら
、
あ
な
た
の

名
前
は
あ
っ
て
も
（
お
名
前
に
傷
は
つ
か
な
い
で
も
）、
私
の
名
前
、

評
判
が
損
な
わ
れ
る
の
が
惜
し
い
、
と
な
り
ま
す
。
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つ
ま
り
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
近
年
の
注
釈
書
の
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
か
ら
、
分
か
り
や

す
い
三
つ
を
選
ん
で
引
用
し
て
み
ま
す
。

　
㋐
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
一
』（
一
九
五
七
年
）

［
大
意
］
お
泊
ま
り
に
な
っ
て
夜
が
明
け
て
か
ら
帰
ら
れ
る
な

ら
ば
噂
が
立
つ
で
し
ょ
う
か
ら
、
あ
な
た
の
名
は
と
も
か
く
、

私
の
名
が
惜
し
く
思
わ
れ
ま
す
。

　
㋑
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
一
』（
一
九
七
一
年
）

○
明
け
て
い
な
ば
─
夜
が
明
け
て
お
帰
り
に
な
っ
た
ら
。
明
ケ

テ
は
玉
ク
シ
ゲ
の
縁
語
。
当
時
の
ツ
マ
ド
ヒ
は
、
男
が
夜
訪
問

し
、
翌
朝
の
ま
だ
暗
い
う
ち
に
帰
っ
て
行
く
の
が
習
わ
し
で

あ
っ
た
。

　
㋒
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
一
』（
一
九
九
五
年
）

鏡
王
女
の
歌
は
、
わ
ざ
と
、
相
手
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
自
分

だ
け
を
重
ん
じ
た
物
言
い
に
興
じ
、
相
手
の
反
応
を
う
か
が
っ

た
も
の
。
一
夜
が
明
け
て
も
長
く
い
て
く
れ
る
の
は
嬉
し
い
。

だ
が
、
そ
の
嬉
し
さ
を
秘
め
て
甘
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

三
つ
と
も
、
結
局
は
、
同
じ
解
釈
で
あ
る
こ
と
が
お
分
か
り
で
し
ょ

う
か
。「
後
朝
」
と
い
う
漢
字
を
あ
て
る
「
き
ぬ
ぎ
ぬ
」
と
い
う
言

葉
を
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
。
共
寝
し
た
あ
と
、
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
自

分
の
「
き
ぬ
」、
衣
服
を
身
に
つ
け
て
、
男
は
女
の
家
を
出
て
ゆ
く
。

女
は
男
を
見
送
る
。
そ
れ
を
後
朝
の
別
れ
と
言
い
ま
す
。
こ
の
三
つ

の
注
釈
は
、
ど
れ
も
、
そ
の
別
れ
の
時
に
女
が
作
っ
た
歌
だ
と
い
う

解
釈
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　
㋑
の
「
当
時
の
ツ
マ
ド
ヒ
は
、
男
が
夜
訪
問
し
」
云
々
は
、
当
時

の
婚
姻
制
度
が
、
男
が
女
の
家
に
通
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ

と
を
述
べ
て
、
こ
の
歌
も
、
そ
の
よ
う
な
習
わ
し
に
お
け
る
後
朝
の

作
だ
と
言
う
の
で
す
。
㋒
の
注
釈
の
「
一
夜
が
明
け
て
も
長
く
い
て

く
れ
る
の
は
嬉
し
い
」
云
々
も
、
男
が
、
別
れ
に
く
さ
に
い
つ
ま
で

も
グ
ズ
グ
ズ
し
て
い
る
、
そ
の
気
持
は
嬉
し
い
け
れ
ど
も
、
明
る
く

な
っ
て
か
ら
お
帰
り
に
な
っ
た
ら
人
に
見
ら
れ
て
噂
が
た
つ
。
そ
う

な
る
と
、
あ
な
た
は
い
い
で
し
ょ
う
が
、
女
の
私
は
困
る
わ
と
、
わ

ざ
と
男
を
軽
ん
じ
た
言
い
方
を
し
て
戯
れ
、
甘
え
る
の
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
も
後
朝
説
で
す
。
㋐
の
大
意
も
同
じ
で
す
。

　
現
代
の
こ
の
歌
の
注
釈
は
、
後
朝
の
歌
と
い
う
解
釈
で
一
致
し
て

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
注
釈
書
ば
か
り
調
べ
て
い
る
と
、
こ
の
歌
に

は
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
注
釈
と
比
べ
て
み
れ
ば
ど
う
か
。
私
が
、

注
釈
書
を
比
較
す
る
方
法
と
言
う
の
は
、
中
世
か
ら
現
代
ま
で
、
す

べ
て
の
時
代
の
注
釈
書
を
広
く
比
較
す
る
こ
と
で
す
。

　
こ
の
歌
の
注
釈
が
見
ら
れ
る
の
は
近
世
以
後
の
注
釈
書
で
す
。

　
現
代
の
注
釈
書
を
見
た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
続
い
て
近
代
か
ら
近

世
へ
と
、
時
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
近
代
に
は
次
の
よ
う
な
注
釈
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
長
文
で
す
が
、
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傍
線
の
部
分
に
気
を
付
け
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
以
下
、
引
用
文

の
中
の
漢
字
に
私
が
勝
手
に
振
仮
名
を
付
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

読
み
違
い
も
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
も
と
か
ら
あ
っ
た
振
仮
名
と
区
別

し
に
く
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
お
許
し
下
さ
い
。

　
㋓
金
子
元
臣
『
万
葉
集
評
釈
』
第
一
冊
（
一
九
三
五
年
）

〔
評
〕
娉よ
ば

ふ
と
い
ふ
行
為
は
古
代
の
婚
姻
風
習
に
於
け
る
普
通

の
過
程
で
あ
つ
て
、
男
が
女
の
家
に
往
つ
て
そ
の
慇い
ん

懃ぎ
ん

の
情
を

通
ず
る
を
い
ふ
。
女
の
家
で
は
勿も

ち

論ろ
ん

初は
じ
めか

ら
男
を
家
内
に
は
入

れ
ぬ
の
で
、
男
は
庭
や
墻か
き

の
外
を
う
ろ
〳
〵
し
て
、
出
入
す
る

家
人
を
捉
へ
て
消
息
を
頼
ん
だ
り
、
今
少
し
伝ツ
テ

が
あ
つ
て
立
入

る
と
、
簾す
だ
れの
外
や
何
か
に
陣
取
つ
て
、
召め
し

仕つ
か
ひの
女
中
に
取と
り

次つ
ぎ

を

し
て
貰
つ
た
り
し
て
、
執し
ふ

念ね

く
せ
が
む
の
で
あ
る
。
…
…

　
さ
て
そ
の
熱
心
さ
は
憎
く
も
な
い
が
、
夜
が
明
け
て
か
ら
帰

ら
れ
た
の
で
は
、
恰あ
た
かも

鎌
足
に
そ
の
一
泊
を
許
し
た
や
う
な
形

に
見
え
て
、
痛
く
も
な
い
腹
を
世
間
か
ら
は
探さ
ぐ

ら
れ
る
訳
だ
か

ら
迷
惑
千
万
、
そ
こ
で
「
あ
が
名
し
惜
し
も
」
と
、
鏡
女
王
は

歎
声
を
洩も
ら

し
た
次
第
で
あ
る
。

　
㋔
近
藤
芳
樹
『
万
葉
集
註
疏
二
の
上
』（
一
九
一
〇
年
）

○
歌
意
。
次
の
和コ
タ
ヘ
ウ
タ歌に
よ
り
て
思
ふ
に
、
鎌
足
の
女お
ほ
き
み王
の
許も
と

に

来き

玉た
ま

へ
れ
ど
、
内
に
入
ら
る
ゝ
事
を
ば
許
し
玉
は
で
、
明
が
た

ま
で
も
戸
外
に
た
ゞ
ず
み
玉
ふ
を
、
女
王
わ
び
し
く
お
も
ほ
し

て
、
早
く
帰
り
玉
へ
と
の
た
ま
ふ
…
…
君
は
男
に
て
ま
せ
ば

か
ゝ
る
密ミ
ソ
カ
ゴ
ト通も
常
な
れ
ば
、
名
の
た
つ
を
も
厭い
と

ひ
玉
ふ
ま
じ
け

れ
ど
、
吾
は
女を
み
なに
し
あ
れ
ば
、
実
事
も
無
き
に
名
の
た
つ
は
い

と
〳
〵
惜
し
と
の
た
ま
へ
る
な
り
。

　
さ
き
ほ
ど
の
後
朝
説
と
は
違
う
こ
と
に
お
気
付
き
に
な
っ
た
と
思

い
ま
す
。
㋓
の
傍
線
部
に
は
「
女
の
家
で
は
勿も
ち

論ろ
ん

初は
じ
めか

ら
男
を
家
内

に
は
入
れ
ぬ
の
で
」
と
、
ま
た
㋔
に
も
「
内
に
入
ら
る
ゝ
事
を
ば
許

し
玉
は
で
」
と
あ
り
ま
す
。
鎌
足
は
家
の
中
に
入
れ
て
も
ら
え
な

か
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
ま
た
㋔
に
は
「
実
事
も
無
き
に
」
と
あ
り

ま
す
。「
実
事
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
男
女
関
係
、
共
寝
す
る
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
も
、
女
は
男
を
寝
室
は
も
と
よ
り
、
家
の
中

に
も
入
れ
ず
、
求
婚
を
拒
み
通
し
た
。
も
ち
ろ
ん
「
実
事
」、
い
っ

し
ょ
に
寝
た
事
実
な
ど
な
い
。
そ
し
て
、
あ
な
た
が
夜
明
け
ま
で
そ

こ
に
居
座
っ
て
、
明
る
く
な
っ
て
か
ら
帰
る
と
、
あ
た
か
も
二
人
が

と
も
に
夜
を
過
ご
し
た
、
夫
婦
の
関
係
に
あ
る
と
人
に
誤
解
さ
れ
か

ね
な
い
の
で
、
さ
っ
さ
と
帰
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
と
要
求
し
た
歌
と
解

釈
し
た
の
で
す
。

　
現
代
の
通
説
と
、
と
ん
で
も
な
い
違
い
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
で
は
近
世
は
ど
う
か
。
㋔
の
近
藤
芳
樹
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た

と
さ
れ
て
い
る
の
が
江
戸
時
代
末
に
で
き
た
㋕
の
注
釈
で
す
。
こ
れ

も
傍
線
部
に
注
意
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　
㋕
鹿
持
雅
澄
『
万
葉
集
古
義
』（
一
八
五
八
年
以
前
成
立
）

こ
は
鎌
足
ノ
大
臣
の
、
此
女
王
の
許も

と

に
通
ひ
給
ひ
て
、
余
り
に
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別
を
惜
み
て
、
夜よ

更ふ
く

れ
ど
も
帰
り
が
て
に
為し

給た
ま

ふ
を
、
人
目
を

は
ゞ
か
り
お
も
ほ
し
て
、
心
な
ら
ね
ど
、
強し
ひ

て
と
く
返
り
給
は

ね
と
は
げ
ま
し
催も
よ
ほし

や
り
た
ま
ふ
な
る
べ
し
、

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
後
朝
の
歌
説
で
す
。
㋔
と
は
違
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
次
の
㋖
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
契
沖

の
『
代
匠
記
』
初
稿
本
で
す
。

　
㋖
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』（
初
稿
本
・
一
六
八
四
年
～
八
八
年
）

わ
か
れ
を
お
し
み
て
、
し
ば
し
〳
〵
と
た
め
ら
ひ
、
夜
の
明
は

て
ゝ
帰
り
給
は
ゞ
、
君
が
名
の
た
ゝ
ん
事
の
お
し
さ
も
さ
る
こ

と
な
れ
ど
も
、
我
は
た
を
や
め
に
て
、
い
と
ゞ
人
に
い
ひ
さ
は

が
れ
ん
事
の
わ
び
し
く
、
そ
れ
に
よ
り
て
は
、
又
あ
ひ
が
た
き

事
の
い
で
き
な
ど
も
す
べ
け
れ
ば
、
行ゆ

く

末す
ゑ

な
が
く
と
我
を
お
も

ひ
た
ま
は
ゞ
、
わ
か
れ
は
い
と
か
な
し
け
れ
ど
、
あ
け
ぐ
れ
の

ま
ぎ
れ
に
帰
り
て
、
又
こ
そ
き
ま
さ
め
と
な
り
。

こ
れ
も
後
朝
の
歌
説
で
す
。
そ
し
て
、
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

は
、
こ
こ
に
読
み
と
ら
れ
て
い
る
女
心
が
、
実
に
や
さ
し
げ
な
こ
と

で
す
。「
行ゆ
く

末す
ゑ

な
が
く
と
我
を
お
も
ひ
た
ま
は
ゞ
、
わ
か
れ
は
い
と

か
な
し
け
れ
ど
」
と
、
添
い
遂
げ
よ
う
と
思
っ
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
、

今
お
別
れ
す
る
の
は
悲
し
い
こ
と
で
す
が
、
人
に
気
づ
か
れ
な
い
よ

う
に
ど
う
ぞ
お
帰
り
下
さ
い
と
男
に
懇
願
し
て
い
る
の
で
す
。

　
「
迷
惑
千
万
」「
早
く
帰
り
玉
へ
」
と
は
大
違
い
で
す
。

　
契
沖
は
学
者
と
し
て
す
ば
ら
し
い
業
績
を
残
し
た
人
で
す
が
、
女

性
を
ち
ょ
っ
と
理
想
化
し
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。
女
を
思
い

や
り
の
深
い
、
や
さ
し
い
心
の
も
ち
ぬ
し
と
考
え
が
ち
で
す
。
そ
の

傾
向
が
極
ま
っ
た
の
が
、
彼
が
こ
の
初
稿
本
を
数
年
後
に
作
り
直
し

た
代
匠
記
精
撰
本
の
㋗
の
注
釈
で
す
。

　
㋗
『
万
葉
代
匠
記
』（
精
撰
本
・
一
六
九
〇
年
成
立
）

今
按
、
六
帖
（
こ
れ
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
い
う
平
安
時
代

の
歌
集
で
す
。
万
葉
集
の
歌
を
数
多
く
載
せ
る
も
の
で
、
問
題

の
歌
も
入
っ
て
い
ま
す
）
ニ
此
下
句
、
我わ
が

名な

ハ
有あ
り

ト
モ
君
ガ
名

惜
モ
ト
ア
リ
。
…
…
人
ヲ
先
ニ
シ
テ
吾
ヲ
後
ニ
ス
ル
ハ
道
ナ
レ

バ
、
古
本
ハ
、
上
ハ
吾
、
下
ハ
君
ナ
リ
ケ
ル
ヲ
、
今
ノ
本

誤
あ
や
ま
つ

テ
引ひ

き

替か
へ

タ
ル
カ
、
然さ

リ
ト
モ
、
ワ
ガ
ナ
ハ
ア
レ
ド
キ
ミ
ガ
ナ
シ

ヲ
シ
モ
ト
読
ベ
シ
。

た
し
か
に
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
五
「
名
を
を
し
む
」
に
は
「
か
が

み
の
王
女
」
の
歌
と
し
て
、

た
ま
く
し
げ
お
ほ
ふ
を
や
す
み
あ
け
た
ら
ば
わ
が
名
は
あ
り
と

も
君
が
名
を
し
も

と
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
精
撰
本
で
も
後
朝
の
歌
と
い
う
説
は
同
じ
な
の
で
す
が
、

「
今
案
ず
る
に
」、
と
考
え
直
し
て
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
人
の
こ

と
を
先
に
考
え
て
、
自
分
は
後
回
し
に
す
る
の
が
人
の
あ
る
べ
き
生

き
方
な
の
で
、「
古
本
」（
残
存
し
な
い
『
万
葉
集
』
の
原
本
）
で

は
、
今
の
本
の
「
君
が
名
は
あ
れ
ど
我
が
名
し
惜
し
も
」
の
と
こ
ろ
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は
「
我
が
名
は
あ
れ
ど
君
が
名
し
惜
し
も
」
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測

す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
女
が
男
の
立
場
を
気
づ
か
っ
て
、
私
に
噂

が
立
つ
の
は
構
わ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
の
ご
評
判
に
傷
が
付

く
こ
と
が
心
配
な
の
で
す
と
い
う
形
が
『
万
葉
集
』
の
も
と
も
と
の

歌
だ
っ
た
。
そ
の
言
葉
が
ひ
っ
く
り
か
え
っ
て
「
君
が
名
は
あ
れ
ど

我
が
名
し
惜
し
も
」
と
い
う
利
己
的
に
も
見
え
る
言
葉
に
変
わ
っ
て

し
ま
っ
た
。『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
そ
の
古
い
形
の
本
文
が
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
ち
ゃ
ん
と
証
拠
が
あ
る
、
と
言
う
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
説
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
多
く
の

万
葉
集
読
者
が
使
っ
た
橘
た
ち
ば
な

千の
ち

蔭か
げ

『
万
葉
集
略り
や

解く
げ

』（
一
八
〇
〇
年
成

立
）
と
い
う
注
釈
書
に
採
用
さ
れ
て
、
江
戸
時
代
の
通
説
と
な
り
ま

し
た
。

　
以
上
の
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
ま
す
。

　
こ
の
鏡
女
王
の
歌
は
、
江
戸
時
代
に
は
後
朝
の
歌
と
読
ま
れ
た
。

そ
れ
も
「
我
が
名
は
あ
れ
ど
君
が
名
し
惜
し
も
」
と
い
う
本
文
が
元

来
の
も
の
と
想
像
さ
れ
て
、
夫
の
こ
と
を
思
い
や
る
、
や
さ
し
い
女

心
を
詠
う
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
近
代
に
な
っ
て
、
女
が
男
の
求
愛
を
拒
否
し
て
、
明

る
く
な
っ
て
か
ら
出
て
行
か
れ
た
ら
こ
ち
ら
が
迷
惑
と
、
男
を
冷
た

く
追
い
払
お
う
と
す
る
歌
と
す
る
解
釈
が
出
た
。

　
し
か
し
、
今
日
は
、
ど
の
注
釈
書
も
同
じ
後
朝
の
歌
と
い
う
解
釈

に
戻
る
。

　
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
変
遷
が
あ
り
ま
し
た
。

　
大
き
く
、
二
つ
の
説
が
対
立
し
て
い
ま
す
。「
実
事
」
と
い
う
言

葉
を
使
え
ば
、
こ
の
歌
の
前
に
実
事
が
あ
っ
た
か
、
な
か
っ
た
か
。

そ
れ
を
ど
ち
ら
に
見
る
か
の
違
い
で
、
こ
の
歌
の
作
者
は
㋒
「
嬉

し
さ
を
秘
め
て
甘
え
て
い
る
」
と
も
、
ま
た
、
㋓
「
迷
惑
千
万
」、

さ
っ
さ
と
帰
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
と
要
求
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
と
ん
で
も
な
い
違
い
が
あ
る
の
で
す
。

　
困
っ
た
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
相
違
が
あ
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
現
代
の
万
葉
集
注
釈
書
に
は
、
そ
れ
を
問
題
と
し
て
取
り
あ

げ
、
考
察
す
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
㋐
㋑
㋒
の
他
、
私
た
ち
が
普

通
に
手
に
取
る
注
釈
書
は
、
近
代
の
解
釈
㋓
㋔
を
完
全
に
無
視
し
て

い
ま
す
。
現
代
の
注
釈
書
と
江
戸
時
代
の
注
釈
書
だ
け
を
見
て
い
る

と
、
こ
の
歌
の
解
釈
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
せ
ん
。

　
だ
か
ら
、
注
釈
書
は
時
代
を
通
じ
て
、
ひ
ろ
く
見
な
い
と
い
け
な

い
の
で
す
。

　
で
は
、
鏡
女
王
の
歌
は
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
面
白
い
問
題
で
し
ょ
う
？

　
こ
れ
は
、
ぜ
ひ
と
も
み
な
さ
ん
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
来
週

ま
で
の
宿
題
に
し
ま
し
ょ
う
。
卒
業
研
究
の
テ
ー
マ
に
し
て
く
だ
さ

い
と
、
こ
こ
で
帰
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
本
当
は
い
い
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
…
…
。

　
し
か
し
、
そ
う
も
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
私
の
考
え
を
簡
単
に
お
話



60

し
し
ま
す
。
結
論
を
先
に
申
し
ま
す
と
、
私
は
拒
否
説
が
正
し
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
次
の
井
上
通み
ち

泰や
す

『
万
葉
集
新
考
』
の
注
釈
を
ご
覧
下
さ
い
。
こ
れ

が
根
拠
を
挙
げ
て
、
実
事
な
し
の
解
釈
を
示
し
て
い
ま
す
。
井
上
さ

ん
は
、
ご
存
じ
の
民
俗
学
者
、
柳
田
国
男
の
お
兄
さ
ん
で
す
。

　
㋘
井
上
通
泰
『
万
葉
集
新
考
』
第
一
（
一
九
二
八
年
）

○
契
沖
（
の
㋗
の
説
）
は
六
帖
に
此
歌
を
載
せ
て
ワ
ガ
名
ハ
ア

レ
ド
モ
君
ガ
名
ヲ
シ
モ
と
し
た
る
を
引
き
て
「
古
本
は
上
は
吾
、

下
は
君
な
り
け
る
を
今
の
本
誤
て
引
替
た
る
か
」
と
云
へ
れ
ど
、

此
歌
は
題
辞
に
娉
二

鏡
王
女
一

時
と
あ
る
を
見
（
下し

も

に
も
娉へ

い

と
娶し

ゆ

と
を
別わ

か

て
り
）、
又
答
歌
の
調し

ら
べを

見
て
も
、
女
王
の
未
い
ま
だ

鎌
足
に

靡な
び

き
給
は
ぬ
程
な
れ
ば
、
我
名
ハ
ヲ
シ
カ
ラ
ネ
ド
君
ノ
名
ガ
ヲ

シ
イ
と
い
ひ
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
も
と
の
ま
ゝ
に

て
あ
る
べ
し
。
古
義
、
美
夫
君
志
に
女
王
の
靡
き
給
ひ
し
後
の

歌
と
せ
る
は
誤
な
り
。

　
簡
潔
す
ぎ
て
、
分
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
結
論
は
、

資
料
㋕
の
『
万
葉
集
古
義
』
や
、
ま
た
木
村
正ま
さ

辞こ
と

『
万
葉
集
美み

夫ぶ

君く

志し

』
と
い
う
注
釈
書
が
、
女
が
男
に
靡
い
た
あ
と
の
、
つ
ま
り
結
婚

し
た
あ
と
の
歌
と
す
る
の
を
否
定
し
て
、
ま
だ
靡
か
な
い
、
男
女
関

係
を
結
ん
で
い
な
い
時
の
（
拒
否
の
）
歌
だ
と
す
る
の
で
す
。
そ
の

根
拠
が
傍
線
部
の
と
こ
ろ
に
二
つ
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
理
由
の
二
つ
め
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
傍
線
部
の
「
又
答
歌

の
調
を
見
て
も
」、
つ
ま
り
、
こ
の
歌
に
応
え
た
鎌
足
の
歌
の
口
調

を
考
え
て
み
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
鎌
足
の
歌
を
も
う
い
ち
ど
引
用
し
ま
す
。
こ
ん
ど
は
題
詞
を
訓
読

し
ま
す
。

　
内な
い

大だ
い

臣じ
ん

藤ふ
じ

原は
ら

卿き
や
うの
、
鏡
か
が
み
の

王お
ほ

女き
み

に
報ほ
う

贈ぞ
う

せ
し
歌
一
首

玉
く
し
げ
み
も
ろ
の
山
の
さ
な
葛か
づ
らさ
寝ね

ず
は
遂つ
ひ

に
あ
り
か
つ
ま

し
じ

こ
の
歌
の
「
玉
く
し
げ
」
か
ら
「
さ
な
葛
」
ま
で
は
、「
さ
寝
ず
は
」

を
導
く
序
詞
で
す
。「
さ
寝
ず
は
遂
に
あ
り
か
つ
ま
し
じ
」、
あ
な
た

と
共
寝
し
な
い
で
は
、
と
て
も
生
き
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
訴
え
の

歌
で
す
。

　
こ
ん
な
歌
を
、
実
事
が
あ
っ
た
後
に
詠
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

共
寝
で
き
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
さ
寝
ず
は
」
と
、
仮
定
形
で
言

う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
あ
か
つ
き
」
に
は
、
鎌
足
は
、
女
に

拒
否
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
鎌
足
の
答
え
の
歌
か
ら
分
か
る
と
言

う
の
で
す
。

　
井
上
さ
ん
の
拒
否
説
の
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
傍
線
部
の
最
初
で

す
。
題
辞
に
「
娉
二

鏡
王
女
一

時
」
と
あ
る
が
、『
万
葉
集
』
で
は
そ

の
「
娉へ
い

」
と
「
娶し
ゆ

」
と
に
は
使
い
分
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。「
娉
」
と
「
娶
」
と
い
う
文
字

が
『
万
葉
集
』
の
婚
姻
に
関
わ
る
歌
の
題
詞
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

二
つ
は
、
見
た
と
こ
ろ
よ
く
似
た
場
面
に
出
て
く
る
文
字
だ
け
れ
ど
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も
、
そ
の
意
味
は
違
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
六
朝
梁
の
顧こ

野や

王
の
作
っ
た
『
玉
篇
』
と
い
う
字
書
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
は
、

　
　
娉
、
娶
也
。

と
、「
娉
」
は
「
娶
」
と
同
じ
意
味
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
同
じ
字
書
に
は
、

　
　
娶
、
取
婦
也
。

と
も
あ
り
ま
す
。「
娶
」
は
妻
を
め
と
る
こ
と
。
と
し
ま
す
と
、「
娉
」

も
当
然
、
妻
を
め
と
る
の
意
味
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
さ
ら
に
古
い
時
代
の
字
書
、『
説
文
解
字
』（
漢
・
許

慎
）
に
は
、

　
　
娉
、
問
也
。

　
　
娶
、
取
婦
也
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
、「
娶
」
は
や
は
り
妻
を
め
と
る

こ
と
で
す
が
、「
娉
」
は
「
問
」
だ
と
言
い
ま
す
。
中
国
で
は
、
男

が
女
の
家
に
通
う
の
で
は
な
く
、
女
が
男
の
家
に
嫁
ぐ
形
の
嫁
取
り

婚
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
中
国
の
文
字
の
「
問
」
は
、

男
が
女
の
家
を
訪
う
こ
と
で
は
な
い
。
仲
人
が
女
の
家
を
訪
問
し

て
、
婚
姻
の
申
し
入
れ
を
す
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
娉
」
は
プ

ロ
ポ
ー
ズ
の
意
で
す
。「
娉
」
す
な
わ
ち
求
婚
が
あ
っ
て
、「
娶
」
す

な
わ
ち
娶
る
こ
と
、
婚
姻
が
成
立
す
る
と
い
う
順
序
で
す
。
二
つ
の

文
字
は
、
婚
姻
の
異
な
る
段
階
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
字
書
を
見
る
よ
り
も
、
井
上
さ
ん
が
「
下し
も

に
も
娉へ
い

と
娶し
ゆ

と
を
別わ
か

て
り
」
と
言
う
よ
う
に
、
万
葉
集
の
題
詞
や
左
注
の
漢
文
の

中
で
二
つ
が
違
っ
た
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
確
認

す
る
こ
と
の
ほ
う
が
よ
り
重
要
で
す
。

　
『
万
葉
集
』
の
題
詞
で
「
娶
」
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る

か
。
そ
の
例
は
、
手
近
な
と
こ
ろ
、
問
題
の
鏡
王
女
と
鎌
足
二
人
の

歌
の
次
に
あ
り
ま
す
。
鎌
足
が
天
智
天
皇
に
仕
え
る
采う
ね

女め

安や
す

見み

児こ

を

手
に
入
れ
た
喜
び
を
う
た
う
こ
れ
も
有
名
な
歌
の
題
詞
で
す
。

　
巻
二
・
九
五

　
内
大
臣
藤
原
卿
娶
二

采
女
安
見
児
一

時
作
歌
一
首

わ
れ
は
も
や
安
見
児
得え

た
り
皆み
な

人ひ
と

の
得
が
て
に
す
と
い
ふ
安
見

児
得
た
り

安
見
児
を
妻
に
得
て
、
共
寝
を
し
た
あ
と
の
得
意
満
面
の
歌
で
す
。

題
詞
の
「
娶
」
と
い
う
文
字
は
、
結
婚
し
た
と
い
う
意
味
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
メ
ト
ル
と
読
め
る
も
の
で
す
。

　
で
は
、「
娉
」
の
文
字
は
ど
う
か
。
右
の
歌
の
さ
ら
に
次
に
置
か

れ
た
歌
の
題
詞
に
そ
れ
が
見
え
ま
す
。

　
巻
二
・
九
六

　
久
米
禅
師
娉
二

石
川
郎
女
一

時
歌
五
首

み
こ
も
刈
る
信し
な

濃ぬ

の
真ま

弓ゆ
み

わ
が
引
か
ば
う
ま
人ひ
と

さ
び
て
否い
な

と
言

は
む
か
も
　
禅
師

五
首
連
作
の
最
初
の
こ
の
歌
は
、
信
濃
国
の
真
弓
を
引
く
よ
う
に
、
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私
が
あ
な
た
の
心
を
引
く
な
ら
、
あ
な
た
は
「
う
ま
人
」、
貴
婦
人

ぶ
っ
て
「
厭
よ
」
と
断
る
だ
ろ
う
か
と
詠
う
の
で
す
。
プ
ロ
ポ
ー
ズ

し
た
ら
お
断
り
に
な
り
ま
す
か
、
で
す
。
そ
の
「
娉
」
が
メ
ト
ル
で

は
な
く
、
求
婚
す
る
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　
『
万
葉
集
』
の
題
詞
や
左
注
の
漢
文
に
は
、
他
に
次
の
四
例
の

「
娉
」
が
あ
り
ま
す
。

　
①
巻
二
・
一
〇
一
題
詞

　
大
伴
宿
祢
娉
二

巨
勢
郎
女
一

時
歌
一
首

玉た
ま

葛か
づ

実ら
み

成
ら
ぬ
木
に
は
ち
は
や
ぶ
る
神
そ
つ
く
と
い
ふ
成
ら
ぬ

木
ご
と
に

　
②
巻
三
・
四
〇
七
題
詞

　
大
伴
宿
祢
駿
河
麻
呂
娉
二

同
坂
上
家
之
二
嬢
一

歌
一
首

春は
る

霞か
す
み

春か
す
が日
の
里
の
植う

ゑ
小こ

水な

葱ぎ

苗な
へ

な
り
と
言
ひ
し
柄え

は
さ
し

に
け
む

　
③
巻
四
・
五
二
八
左
注

　
大
伴
郎
女
和
歌
四
首

千
鳥
鳴
く
佐
保
の
川か
は

門と

の
瀬せ

を
広
み
打う
ち

橋は
し

渡
す
汝な

が
来く

と
思お
も

へ

ば
右
郎
女
者
、
佐
保
大
納
言
卿
之
女
也
。
初
嫁
二

一
品
穂
積
皇

子
一

。
被
レ

寵
無
レ

儔
。
而
皇
子
薨
之
後
時
、
藤
原
麻
呂
大
夫

娉
二

之
郎
女
一

焉
。
郎
女
、
家
二

於
坂
上
里
一

。
仍
族
氏
号
曰
二

坂
上
郎
女
一

也
。

　
④
巻
十
六
・
三
七
八
八
題
詞

或
曰
、
昔
有
二

三
男
一

。
同
娉
二

一
女
一

也
。
娘
子
嘆
息
曰
、
一

女
之
身
、
易
レ

滅
如
レ

露
、
三
雄
之
志
、
難
レ

平
如
レ

石
。
遂
乃

彷
二

徨
池
上
一

、
沈
二

没
水
底
一

。
於
レ

時
其
壮
士
等
、
不
レ

勝
二

哀
頽
之
至
一

。
各
陳
二

所
心
一

作
歌
三
首 

娘
子
字
曰
二

縵
児
一

也

一
つ
一
つ
内
容
を
詳
し
く
検
討
す
べ
き
で
す
が
、
今
は
、
わ
か
り
や

す
い
④
の
例
だ
け
を
見
ま
し
ょ
う
。
傍
線
部
は
「
昔
、
三
人
の
男
が

い
た
。
と
も
に
一
人
の
女
に
求
婚
し
た
。」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま

す
。
三
人
の
男
が
同
時
に
一
人
の
女
を
妻
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の

「
娉
」
は
、
ど
う
し
て
も
求
婚
の
意
に
な
り
ま
す
。
こ
の
題
詞
は
、

三
人
の
男
に
同
時
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
て
、
か
わ
い
そ
う
に
、
困
り

き
っ
て
自
ら
死
ん
で
し
ま
っ
た
乙
女
の
話
を
語
る
の
で
す
。

　
い
っ
ぽ
う
、「
娶
」
の
文
字
は
さ
き
ほ
ど
の
安
見
児
の
例
の
ほ
か

に
六
例
あ
り
ま
す
。

　
①
巻
二
・
九
〇
左
注

卅
年
秋
九
月
乙
卯
朔
乙
丑
、
皇
后
遊
二

行
紀
伊
国
一

、
到
二

熊

野
岬
一

、
取
二

其
処
之
御
綱
葉
一

而
還
。
於
レ

是
天
皇
伺
二

皇
后

不
一レ

在
、
而
娶
二

八
田
皇
女
一

納
二

於
宮
中
一

。
時
皇
后
到
二

難

波
済
一

、
聞
三

天
皇
合
二

八
田
皇
女
一

、
大
恨
レ

之
云
々
。

　
②
巻
二
・
一
二
三
題
詞

三
方
沙
弥
娶
二

園
臣
生
羽
之
女
一

、
未
レ

経
二

幾
時
一

、
臥
レ

病
作

歌
三
首
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た
け
ば
ぬ
れ
た
か
ね
ば
長
き
妹い
も

が
髪か
み

こ
の
こ
ろ
見
ぬ
に
掻か

き
入い

れ
つ
ら
む
か
　
三
方
沙
弥

　
③
巻
四
・
五
三
五
左
注

し
き
た
へ
の
手た
ま

枕く
ら

ま
か
ず
間あ
ひ

置だ
お

き
て
年
そ
経へ

に
け
る
逢あ

は
な
く

思お
も

へ
ば

右
、
安
貴
王
娶
二

因
幡
八
上
釆
女
一

、
係
念
極
甚
、
愛
情
尤
盛
。

於
レ

時
勅
断
二

不
敬
之
罪
一

、
退
二

却
本
郷
一

焉
。
于
レ

是
王
意
悼

怛
、
聊
作
二

此
歌
一

也
。

　
④
巻
四
・
五
三
六
左
注

　
　
　
門
部
王
恋
歌
一
首

飫お

宇う

の
海
の
潮し
ほ

干ひ

の
潟か
た

の
片か
た

思も
ひ

に
思お
も

ひ
や
行ゆ

か
む
道
の
長な
が

手て

を

右
門
部
王
任
二

出
雲
守
一

時
、
娶
二

部
内
娘
子
一

也
。
未
レ

有
二

幾

時
一

、
既
絶
二

往
来
一

。
累
月
之
後
、
更
起
二

愛
心
一

、
仍
作
二

此

歌
一

、
贈
二

致
娘
子
一

。

　
⑤
巻
九
・
一
七
六
七
題
詞

抜
気
大
首
任
二

筑
紫
一

時
、
娶
二

豊
前
国
娘
子
紐
児
一

作
歌
三
首

豊と
よ

国く
に

の
香か

春は
る

は
我わ
ぎ

家へ

紐ひ
も

児の
こ

に
い
つ
が
り
居を

れ
ば
香
春
は
我
家

　
⑥
巻
十
八
・
四
一
〇
六
題
詞

教
二

喩
史
生
尾
張
少
咋
一

歌
一
首 

并
短
歌

…
…
両
妻
例
云
、
有
レ

妻
更
娶
者
徒
一
年
。
女
家
杖
一
百
。

離
レ

之
。

こ
れ
も
一
つ
だ
け
、
分
か
り
や
す
い
例
で
見
る
と
、
最
後
の
⑥
は
、

都
に
妻
が
あ
り
な
が
ら
出
張
先
で
土
地
の
女
を
娶
っ
た
男
を
、「
両

妻
例
」
す
な
わ
ち
二
人
の
妻
を
同
時
に
も
つ
こ
と
は
重
い
罪
だ
と
す

る
法
律
を
示
し
て
叱
責
し
た
文
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
娶
」
は
婚

姻
を
結
ぶ
こ
と
で
す
。
他
の
五
例
の
「
娶
」
も
同
じ
で
す
。

　
井
上
通
泰
『
新
考
』
が
「
下し
も

に
も
娉へ
い

と
娶し
ゆ

と
を
別わ
か

て
り
」
と
言
っ

た
の
は
こ
の
こ
と
で
す
。「
娉
」
は
求
婚
す
る
意
、「
娶
」
は
婚
姻
を

結
ぶ
意
と
、『
万
葉
集
』
で
は
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
る
。「
娉
」
は
、

女
が
男
に
靡
く
ま
え
、
実
事
の
ま
え
。「
娶
」
は
、
靡
い
た
あ
と
、

実
事
の
あ
っ
た
あ
と
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
歌
の
題
詞
は
「
娉
」
で

す
か
ら
、
現
代
の
多
く
の
注
釈
書
、
ま
た
江
戸
時
代
の
契
沖
な
ど
の

後
朝
説
は
成
立
し
な
い
の
で
す
。

　
鏡
王
女
の
「
玉
く
し
げ
覆お
ほ

ふ
を
や
す
み
明
け
て
い
な
ば
君
が
名
は

あ
れ
ど
我
が
名
し
惜を

し
も
」
と
い
う
歌
は
、
あ
な
た
は
い
つ
ま
で
そ

こ
に
居
る
の
で
す
。
い
く
ら
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
し
て
も
無
駄
で
す
。
明

る
く
な
っ
て
か
ら
あ
き
ら
め
て
帰
っ
て
い
か
れ
る
と
、
何
か
あ
っ
た

か
と
、
つ
ま
り
実
事
が
あ
っ
た
か
と
人
に
疑
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
評

判
が
立
っ
た
ら
、
男
の
あ
な
た
は
い
い
で
し
ょ
う
が
、
女
の
私
は
困

る
の
よ
と
、
男
の
求
婚
を
手
き
び
し
く
は
ね
つ
け
た
も
の
に
な
る
の

で
す
。

　
も
っ
と
も
、
伝
記
の
上
で
は
、
鏡
王
女
は
天
智
天
皇
の
妻
の
一
人

で
あ
り
、
後
に
鎌
足
の
妻
に
な
り
ま
す
。
結
局
は
王
女
は
鎌
足
に
靡

い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
歌
の
あ
と
の
こ
と
で
す
。
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契
沖
の
『
代
匠
記
』
精
撰
本
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
の

『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
は
こ
の
歌
は
「
わ
が
名
は
あ
り
と
も
君
が

名
を
し
も
」
と
い
う
形
で
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
「
我
」
と

「
君
」
が
ひ
っ
く
り
か
え
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
別
の
面
白

い
問
題
で
す
。
私
は
、
そ
の
本
文
の
変
更
は
、
平
安
時
代
の
和
歌
で

は
、「
あ
な
た
は
い
い
で
し
ょ
う
が
、
私
が
困
り
ま
す
」
と
い
う
よ

う
な
自
己
中
心
的
な
、
利
己
的
な
心
を
詠
う
こ
と
が
少
な
い
こ
と
か

ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
全
く
な
い

わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
平
安
の
歌
人
た
ち
は
エ
ゴ
の
表
現
を
好

ま
な
か
っ
た
。
特
に
女
性
に
は
や
さ
し
さ
を
期
待
し
、
温
和
な
心
を

み
や
び
な
も
の
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
次
の
『
万
葉
集
』
の
歌
を
ご
覧
下
さ
い
。
左
注
に
は
、
紀き
の
ひ
め
み
こ

皇
女
と

い
う
女
性
が
、
親
に
か
く
れ
て
高た
か

安や
す
の

王お
ほ
き
みと
い
う
男
と
関
係
を
結
び
、

そ
れ
が
露
見
し
て
叱
責
さ
れ
た
時
に
作
っ
た
歌
だ
と
言
い
ま
す
。
そ

の
時
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
馬
に
乗
っ
た
男
が
ノ
コ
ノ
コ
や
っ
て
き
た

の
で
す
。

　
　
　
巻
十
二
・
三
〇
九
八

お
の
れ
ゆ
ゑ
罵の

ら
え
て
居を

れ
ば
青あ
を

馬う
ま

の
面お
も

高た
か

夫ぶ

駄だ

に
乗
り
て
来く

べ
し
や

右
の
一
首
は
、
平へ
ぐ
り群

文ふ
み

屋や
の

朝あ
そ
み臣

益ま
す

人ひ
と

伝で
ん

に
云い
は

く
、「
昔む
か

聞し
き

く

な
ら
く
、
紀き
の
ひ
め
み
こ

皇
女
窃ひ
そ

か
に
高た
か

安や
す
の

王お
ほ
き
みに

嫁と
つ

ぎ
て
嘖さ
き
なま

れ
し
時

に
、
こ
の
歌
を
御つ

作く

り
た
ま
ひ
き
。
但た
だ

し
、
高
安
王
は
左さ

降か
う

し
て
伊い

予よ

の
国こ
く

守し
ゆ

に
任に
ん

ぜ
ら
れ
し
な
り
」
と
い
ふ
。

男
の
気
楽
な
よ
う
す
に
腹
を
た
て
た
の
で
す
。『
万
葉
集
』
の
時
代

に
は
、
こ
の
よ
う
に
自
分
の
恋
人
を
「
お
の
れ
」
と
叱
り
つ
け
る
女

が
い
ま
し
た
。
そ
の
歌
を
『
万
葉
集
』
に
も
載
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、

平
安
時
代
の
和
歌
に
は
こ
ん
な
歌
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
ま
で

ず
っ
と
な
い
。

　
女
心
を
理
想
化
し
が
ち
な
例
の
契
沖
に
至
っ
て
は
、
こ
の
歌
を
紀

皇
女
が
男
を
の
の
し
っ
た
作
か
と
解
釈
し
た
あ
と
で
、「
そ
れ
に
て

は
な
さ
け

0

0

0

な
し
。
い
ま
だ
よ
く
心
を
得
ず
」（『
代
匠
記
』
初
稿
本
）

と
困
惑
を
隠
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
上
代
と
中
古
以
降
の

女
性
観
、
そ
し
て
和
歌
が
詠
む
男
女
の
恋
愛
の
世
界
は
、
大
き
く

違
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
だ
か
ら
、
鏡
王
女
の
歌
も
後
に
誤
解
さ
れ
た
。『
六
帖
』
で
は
本

文
が
変
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
契
沖
の
よ
う
な
立
派
な
学
者

も
、
㋗
「
ワ
ガ
ナ
ハ
ア
レ
ド
キ
ミ
ガ
ナ
シ
ヲ
シ
モ
」
と
、
そ
の
歌
を

「
な
さ
け
」
の
あ
る
女
の
歌
に
作
り
か
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

三
、

　
次
に
と
り
あ
げ
る
の
は
『
古
今
集
』
の
恋
歌
三
の
巻
に
載
せ
ら
れ

た
壬み

生ぶ
の

忠た
だ

岑み
ね

の
「
題
し
ら
ず
」
の
歌
（
六
二
五
）
で
す
。

有あ
り

明あ
け

の
つ
れ
な
く
み
え
し
別わ
か

れ
よ
り
あ
か
つ
き
ば
か
り
う
き
も

の
は
な
し
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『
百
人
一
首
』（
三
〇
）
に
も
入
っ
た
作
な
の
で
、
そ
ち
ら
で
覚
え

て
い
る
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
名
歌
に
も
、
解
釈
に
た
い
へ
ん
大
き
な
違
い
が
あ

り
ま
し
た
。「
あ
か
つ
き
」
の
前
に
、
男
と
女
の
あ
い
だ
に
実
事
が

あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
、
例
の
、
あ
ま
り
上
品
と
は
言
え
な

い
問
題
で
す
。

　
『
古
今
集
』
の
注
釈
書
を
、
こ
ん
ど
は
、
古
い
も
の
か
ら
新
し
い

も
の
へ
と
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
。

　
最
初
に
示
す
『
顕け
ん

注ち
ゆ
う

密み
つ

勘か
ん

』
は
、
平
安
時
代
の
終
わ
り
頃
に
歌

の
家
、
流
派
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
た
、
そ
の
一
つ
の
六
条
家
の

顕け
ん

昭し
よ
うの
『
古
今
集
』
の
注
に
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
御み

子こ
ひ

左だ
り

家
の
藤
原

定
家
が
自
ら
の
考
え
を
書
き
込
ん
だ
面
白
い
注
釈
書
で
す
。『
日
本

歌
学
大
系
』
別
巻
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
本
文
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

右
四
行
が
顕
昭
の
注
、
一
字
落
し
で
記
さ
れ
て
い
る
の
が
定
家
の
考

え
で
す
。

　
㋐
『
顕
注
密
勘
抄
』（
顕
昭
注
・
定
家
密
勘
）

是こ
れ

は
女
の
も
と
よ
り
か
へ
る
に
、
我
は
あ
け
ぬ
と
て
い
づ
る
に
、

有
明
の
月
は
あ
く
る
も
し
ら
ず
、
つ
れ
な
く
み
え
し
也
。
其
時

よ
り
暁
あ
か
つ
きは
う
く
お
ぼ
ゆ
と
も
よ
め
り
。
只た
だ

女
に
わ
か
れ
し
よ
り
、

あ
か
つ
き
は
う
き
心
也
。

つ
れ
な
く
み
え
し
、
此
心
に
こ
そ
侍は
べ

ら
め
。
此
詞
の
つ
ゞ
き

は
不お
よ
ば
ず

レ

及
え
む
に
を
か
し
く
も
よ
み
て
侍は
べ
るか

な
。
こ
れ
程
の

歌
ひ
と
つ
よ
み
い
で
た
ら
む
、
こ
の
世
の
思お

も

出ひ
で

に
侍
べ
し
。

ま
ず
、
顕
昭
の
注
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。「
是
は
女
の
も
と
よ
り

か
へ
る
に
」、
男
が
女
の
家
か
ら
帰
る
時
に
、「
我
は
あ
け
ぬ
と
て
い

づ
る
に
」、
夜
が
明
け
た
、
人
目
に
つ
か
ぬ
よ
う
に
帰
ろ
う
と
思
っ

て
家
を
出
た
の
に
、「
有
明
の
月
は
あ
く
る
も
し
ら
ず
、
つ
れ
な
く

み
え
し
也
」、
こ
の
「
有
明
の
月
」
と
は
、
明
け
方
に
な
っ
て
も
空

に
残
っ
て
い
る
月
で
す
。
十
五
日
の
満
月
の
頃
を
過
ぎ
て
、
月
の

出
が
遅
く
な
り
、
沈
む
の
も
そ
の
分
遅
く
な
っ
て
朝
に
な
っ
て
も

空
に
見
え
る
月
で
す
。
そ
の
月
が
夜
が
明
け
た
こ
と
も
知
ら
ぬ
顔

に
、「
つ
れ
な
く
」（
こ
れ
が
こ
の
歌
の
も
っ
と
も
重
要
な
言
葉
で
す
。

要
す
る
に
こ
ち
ら
の
気
持
に
共
感
し
な
い
、
冷
淡
で
あ
る
こ
と
で
す
。

同
情
し
な
い
で
、
自
分
は
無
縁
だ
と
い
う
表
情
を
し
て
い
る
こ
と
を

言
い
ま
す
）
見
え
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
有
明
の
月
は
あ
く
る
も

し
ら
ず
、
つ
れ
な
く
み
え
し
也
」
は
、
月
を
擬
人
化
し
た
言
い
方
で
、

有
明
の
月
が
、
空
が
明
る
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
ん
な
こ

と
関
係
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
様
子
で
、
変
わ
り
な
く
空
に
見
え
た
こ

と
を
言
い
ま
す
。
自
分
は
、
女
に
心
を
残
し
な
が
ら
、
後
ろ
髪
ひ
か

れ
る
辛
い
気
持
で
夜
明
け
前
に
家
を
出
て
き
た
の
に
、
月
の
方
は
平

気
な
顔
を
し
て
い
る
と
、
そ
れ
を
に
く
ら
し
く
、
怨
め
し
く
見
た
と

い
う
男
の
心
の
表
現
だ
と
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
、「
其
時
よ
り
暁
あ
か
つ
き

は
う
く
お
ぼ
ゆ
と
も
よ
め
り
。
只た
だ

女
に
わ
か
れ
し
よ
り
、
あ
か
つ
き

は
う
き
心
也
」
と
は
、
そ
の
時
以
来
、
あ
か
つ
き
は
つ
ら
く
思
う
と
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も
詠
ん
で
い
る
が
、
要
す
る
に
、
女
に
別
れ
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
の

あ
か
つ
き
が
憂
き
も
の
と
思
わ
れ
る
の
だ
と
解
説
し
て
い
ま
す
。
実

は
、
こ
れ
は
兄
の
藤
原
清き
よ

輔す
け

の
『
奥お
う

義ぎ

抄
』
の
解
釈
を
そ
っ
く
り
受

け
つ
ぐ
も
の
で
、
六
条
家
の
家
説
で
し
た
。

　
そ
し
て
、
一
字
落
と
し
の
定
家
の
密
勘
の
ほ
う
は
、「
つ
れ
な
く

み
え
し
、
此
心
に
こ
そ
侍
ら
め
」
と
、
そ
の
顕
昭
の
解
釈
に
賛
成
す

る
も
の
で
す
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
歌
を
一
つ
で
も
詠
め
た

ら
、
歌
人
と
し
て
一
生
の
思
い
出
に
な
る
だ
ろ
う
と
絶
讃
す
る
の
で

す
。

　
顕
昭
と
定
家
、
二
人
の
読
み
方
は
、

一
、
男
が
女
に
逢
い
、
あ
か
つ
き
に
な
っ
て
女
の
家
を
出
て
、

別
れ
た
こ
と
。
つ
ま
り
、
歌
の
前
に
一
夜
を
共
に
す
ご
し
た
。

実
事
が
あ
っ
た
。

二
、「
つ
れ
な
く
」
見
え
た
の
は
「
月
」
だ
っ
た
。

こ
の
二
点
を
特
徴
と
し
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
室
町
時
代
な
か
ば
、
古
今
伝
授
の
説
と
し
て
流
布
し

た
注
釈
で
は
解
釈
が
が
ら
り
と
変
わ
り
ま
す
。

　
㋑
『
両
度
聞
書
』（
東
と
う
の

常つ
ね

縁よ
り

・
宗そ
う

祇ぎ

、
寛
永
十
五
年
刊
本
に
よ
る
）

つ
れ
な
く
見
え
し
と
は
、
あ
は
ず
し
て
返
す
人
の
心
也
。
有
明

は
久
し
く
残
る
物
な
れ
ば
そ
へ
た
り
。
惣
そ
う
じ
ての

心
は
、
夜
も
す
が

ら
心
を
く
だ
き
、
も
し
や
と
し
ゐ
て
頼
む
に
、
人
は
つ
れ
な
け

れ
ば
、
力
な
う
立
わ
か
れ
行
に
、
有
明
の
月
は
ほ
の
か
に
て
、

心
ぼ
そ
き
あ
か
つ
き
の
さ
ま
也
。

つ
ま
り
「
つ
れ
な
く
見
え
」
た
の
は
、
逢
わ
な
い
で
男
を
帰
ら
せ
る

女
の
心
だ
と
解
釈
し
ま
す
。
女
が
冷
た
く
、
逢
っ
て
く
れ
な
い
の
で
、

男
が
仕
方
な
し
に
帰
っ
て
い
っ
た
時
の
歌
だ
と
理
解
す
る
の
で
す
。

　
そ
の
読
み
方
は
、

一
、
男
は
女
に
逢
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
実
事
は
な
か
っ
た
。

二
、「
つ
れ
な
く
」
見
え
た
の
は
「
女
」
だ
っ
た
。

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
き
ほ
ど
の
顕
昭
、
定
家
の
解
釈
と
は
大
ち
が
い
で
す
。

　
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
㋐
と
㋑
、
そ
れ
ぞ
れ
に
賛
成
す
る
注
釈
が

で
ま
す
。

　
契
沖
『
古
今
余
材
抄
』
は
、
つ
れ
な
か
っ
た
の
は
月
で
も
あ
り
、

女
で
も
あ
る
と
、
㋐
と
㋑
の
説
を
重
ね
て
い
ま
す
が
、
男
は
女
に

逢
っ
た
の
か
、
逢
え
な
か
っ
た
か
、
実
事
が
あ
っ
た
か
否
か
の
解
釈

で
は
、
逢
え
な
か
っ
た
説
、
つ
ま
り
女
が
拒
否
し
た
と
い
う
読
み
方

を
、
根
拠
を
示
し
て
述
べ
ま
す
。
ま
ず
『
顕
注
密
勘
』
の
注
を
引
用

し
て
、「
し
か
れ
ど
も
」
と
、
逆
接
で
続
け
ま
す
。

　
㋒
契
沖
『
古
今
余
材
抄
』（
契
沖
全
集
八
）

し
か
れ
ど
も
此
歌
あ
は
ず
し
て
明
た
る
う
た
共ど

も

の
中
に
は
さ
ま

れ
て
侍
り
。
六
帖
に
も
来く

れ
ど
あ
は
ず
と
い
ふ
題
の
所
に
此
歌

を
出
せ
り
。
つ
れ
な
く
見
え
し
の
心
は
顕
注
の
ご
と
く
、
月
の

貌か
ほ

の
明あ
く

る
も
し
ら
ぬ
心
に
し
て
、
そ
れ
に
あ
は
ず
し
て
か
へ
す
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人
の
つ
れ
な
き
体て
い

を
相あ
ひ

兼か
ね

て
よ
め
る
歌
な
る
べ
し
。
万
葉
集
第

十
三ニ

云ク

、
百モ
ヽ
タ
ラ
ズ

不
足
、
山ヤ
マ

田ダ
ノ

道ミ
チ

乎ヲ

、
浪ナ
ミ

雲ク
モ

乃ノ

、
愛ウ
ツ
ク
シ
ヅ
マ
ト

妻
跡
、
不カ
タ
ラ
ハ
デ語、

別ワ
カ
レ
シ
ク
レ
バ

之
来
者
、
速ハ
ヤ

川カ
ハ

之ノ

、
往ユ
ク
ヘ
モ
シ
ラ
ズ

文
不
知
、
衣コ
ロ
モ
デ
ノ

袂
笶
、
反カ
ヘ
ル
モ
シ
ラ
ズ

裳
不
知
云
々
。

あ
は
ね
ど
わ
か
る
ゝ
事
は
あ
る
也
。

傍
線
部
に
、
二
つ
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、「
此
歌

あ
は
ず
し
て
明
た
る
う
た
共ど
も

の
中
に
は
さ
ま
れ
て
侍
り
」。
こ
れ
は

『
古
今
集
』
の
歌
の
配
列
を
根
拠
と
す
る
の
で
す
。

　
『
古
今
集
』
は
、
四
季
の
巻
は
季
節
の
推
移
に
従
っ
て
歌
を
並
べ

る
。
同
樣
に
、
恋
の
歌
の
五
つ
の
巻
は
、
恋
の
進
行
を
追
っ
て
、
噂

を
聞
く
だ
け
で
恋
い
こ
が
れ
る
歌
か
ら
始
ま
り
、
ち
ら
っ
と
姿
を
見

て
恋
に
落
ち
る
歌
、
逢
え
な
い
歌
な
ど
を
経
て
、
最
後
に
は
捨
て
ら

れ
、
忘
れ
ら
れ
、
あ
き
ら
め
る
歌
へ
と
、
順
に
歌
を
配
列
し
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
、
次
の

『
古
今
集
』
巻
三
の
最
初
の
十
二
首
を
ざ
っ
と
ご
覧
下
さ
い
。『
新

編
国
歌
大
観
』
の
本
文
に
少
し
だ
け
漢
字
を
あ
て
て
引
用
し
ま
す
。

太
字
が
問
題
の
歌
で
す
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
恋
三
の
巻
頭
十
二
首

や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
よ
り
し
の
び
に
人
に
も
の
ら
い
ひ
て
の

ち
に
、
雨
の
そ
ほ
ふ
り
け
る
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
業
平
朝
臣

616
　 

起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
は
春
の
物
と
て
な
が
め

く
ら
し
つ

業
平
の
朝
臣
の
家
に
侍
り
け
る
女
の
も
と
に
よ
み
て
つ
か
は

し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敏
之
の
朝
臣

617
　 

つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
に
ま
さ
る
涙
河
袖
の
み
濡
れ
て
あ
ふ
よ
し

も
な
し

か
の
女
に
か
は
り
て
返
し
に
よ
め
る
　
業
平
の
朝
臣

618
　 

あ
さ
み
こ
そ
袖
は
ひ
つ
ら
め
涙
河
身
さ
へ
流
る
と
聞
か
ば
た
の

ま
む題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

619
　 

よ
る
べ
な
み
身
を
こ
そ
遠
く
へ
だ
て
つ
れ
心
は
君
が
影
と
な
り

に
き

620
　 

い
た
づ
ら
に
行
き
て
は
来
ぬ
る
も
の
ゆ
ゑ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に

い
ざ
な
は
れ
つ
つ

621
　 

あ
は
ぬ
夜
の
ふ
る
白
雪
と
つ
も
り
な
ば
我
さ
へ
と
も
に
消け

ぬ
べ

き
も
の
を

こ
の
歌
は
、
あ
る
人
の
い
は
く
、
柿
本
人
麿
が
歌
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
平
の
朝
臣

622
　 

秋
の
野
に
笹さ
さ

わ
け
し
朝
の
袖
よ
り
も
あ
は
で
こ
し
夜
ぞ
ひ
ち
ま

さ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
の
の
こ
ま
ち

623
　 
見
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
離か

れ
な
で
あ
ま
の

足
た
ゆ
く
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
む
ね
ゆ
き
の
朝
臣
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624
　 

あ
は
ず
し
て
こ
よ
ひ
あ
け
な
ば
春
の
日
の
長
く
や
人
を
つ
ら
し

と
思
は
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぶ
の
た
だ
み
ね

625
　�

有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
よ
り
あ
か
つ
き
ば
か
り
う
き
も
の

は
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
元
方

626
　 

逢
ふ
事
の
な
ぎ
さ
に
し
よ
る
浪
な
れ
ば
怨
み
て
の
み
ぞ
立
帰
り

け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

627
　 

か
ね
て
よ
り
風
に
さ
き
だ
つ
浪
な
れ
や
逢
ふ
事
な
き
に
ま
だ
き

立
つ
ら
む

太
字
に
し
た
こ
の
歌
の
前
後
の
作
を
見
れ
ば
、
先
立
つ
二
首
に
は

傍
線
を
引
い
た
よ
う
に
、
623
に
「
見
る
め
な
き
」、
624
に
「
あ
は
ず

し
て
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
続
く
二
首
に
は
、
626

に
「
逢
ふ
事
の
な
ぎ
さ
」、
627
に
「
逢
ふ
事
な
き
に
」
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
あ
た
り
は
相
手
に
逢
え
な
い
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る

わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
も
同
じ
段
階
の
恋
の
歌
だ
と
い
う
の
が
契
沖
の

論
理
で
す
。

　
先
に
『
両
度
聞
書
』
が
問
題
の
歌
を
「
人
は
つ
れ
な
け
れ
ば
、
力

な
う
立
ち
わ
か
れ
行
」
く
意
だ
と
解
釈
し
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た

が
、
そ
の
『
両
度
聞
書
』
は
、
626
の
「
逢
ふ
事
の
な
ぎ
さ
に
し
よ

る
」
の
歌
に
つ
い
て
、「（
620
の
）『
い
た
づ
ら
に
行ゆ
き

て
は
来
ぬ
る
』

の
歌
よ
り
是こ
れ

ま
で
七
首
は
、
あ
は
で
帰
る
恋
也
」
と
説
い
て
い
ま
す
。

契
沖
は
そ
の
考
え
方
を
そ
っ
く
り
引
き
継
い
で
い
た
の
で
す
。

　
契
沖
が
挙
げ
た
第
二
の
根
拠
は
、
傍
線
部
の
「
六
帖
に
も
来く

れ
ど

あ
は
ず
と
い
ふ
題
の
所
に
此
歌
を
出
せ
り
。」
で
し
た
。『
古
今
和
歌

六
帖
』
は
題
ご
と
に
、
つ
ま
り
そ
の
主
題
、
内
容
ご
と
に
歌
を
編
集

す
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
歌
は
「
く
れ
ど
あ
は
ず
」、
女
の
家
に
来

た
け
れ
ど
も
逢
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
の
題
に
入
れ
て
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　
ど
ち
ら
も
分
か
り
や
す
い
、
確
実
な
根
拠
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

す
。

　
し
か
し
、
契
沖
を
学
問
の
先
輩
と
し
て
た
い
へ
ん
尊
敬
し
て
い
た

本
居
宣
長
が
、
そ
れ
に
反
対
し
て
、
顕
昭
・
定
家
の
㋐
と
同
じ
よ
う

に
、
男
女
は
逢
っ
た
と
い
う
解
釈
を
し
ま
し
た
。
実
事
あ
り
と
見
た

の
で
す
。

　
宣
長
の
『
古
今
集
遠と
お

鏡か
が
み』
は
『
古
今
集
』
の
歌
を
、
江
戸
時
代
の

俗
語
で
翻
訳
し
た
も
の
で
す
。
傍
線
は
、
宣
長
が
「
歌
に
は
な
き
詞

な
る
を
、
そ
へ
て
い
へ
る
所
の
し
る
し
な
り
」（
例
言
）
と
述
べ
る

よ
う
に
、
歌
の
本
文
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
含
意
を
補
っ
た
こ
と
を

示
す
印
で
す
。（
　
）
内
の
注
と
波
線
は
私
が
付
け
ま
し
た
。

　
㋓
本
居
宣
長
『
古
今
集
遠
鏡
』（
本
居
宣
長
全
集
三
）

○
マ
ヘ
カ
タ
女
ト
暁
ニ
別
レ
タ
時
ニ
　
有
明
ノ
月
ヲ
見
タ
レ
バ

シ
キ
リ
ニ
ア
ハ
レ
ヲ
モ
ヨ
ホ
シ
テ
ア
ヽ
ヽ
ア
ノ
月
ハ
夜
ノ
ア
ケ
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ル
ノ
モ
シ
ラ
ヌ
カ
ホ
デ
　
ア
ノ
ヤ
ウ
ニ
ヂ
ー

ツ
ト
ユ
ル
リ
ト
シ

テ
ア
ル
ニ
　
オ
レ
ハ
夜
ガ
ア
ケ
レ
バ
カ
ヘ
ラ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
事
ト

テ
　
ノ
コ
リ
多
イ
ト
コ
ロ
ヲ
別
レ
ル
事
カ
ヤ
ト
　
身
ニ
シ

ミ
〴
〵
ト
思
ハ
レ
タ
ガ
　
其
時
カ
ラ
シ
テ
　
ヨ
ニ
暁
ホ
ド
ウ
イ

ツ
ラ
イ
モ
ノ
ハ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
思
フ
（
こ
こ
ま
で
歌
の
翻
訳
。
以

下
は
解
説
で
す
）
余
材
、
上
句
を
、
あ
は
ず
し
て
か
へ
る
意
と

せ
る
は
、
歌
の
入リ

ど
こ
ろ
に
な
づ
め
る
、
ひ
が
こ
と
也
（『
古

今
集
』
の
配
列
に
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
の
誤
解
だ
）、

顕
注
の
如
く
、
逢ヒ

て
別
れ
た
る
也
、
然
る
を
こ
ゝ
に
入
た
る
は
、

ふ
と
所
を
誤
れ
る
也
、
六
帖
も
、
此
集
（
古
今
集
）
に
よ
り
て

誤
れ
り
、

宣
長
は
、「
顕
注
の
如
く
、
逢ヒ

て
別
れ
た
る
也
」
と
、
顕
昭
の
解
釈

に
賛
成
し
ま
し
た
。
男
女
は
一
夜
を
共
に
す
ご
し
て
、
朝
に
な
っ
て

別
れ
た
と
い
う
読
み
で
す
。
そ
し
て
、『
古
今
集
』
は
波
線
部
「
ふ

と
所
を
誤
」
っ
て
、
つ
ま
り
、
う
っ
か
り
歌
の
配
列
を
誤
っ
て
逢

わ
ず
に
帰
る
歌
の
中
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
。『
古
今
和
歌
六
帖
』
も
、

『
古
今
集
』
の
配
列
を
見
て
、
間
違
っ
て
「
く
れ
ど
あ
は
ず
」
の
題

に
入
れ
た
、
契
沖
は
そ
の
配
列
に
拘
泥
し
て
、
歌
の
解
釈
を
誤
っ
た

の
だ
と
論
じ
た
の
で
す
。

　
契
沖
と
宣
長
、
ど
ち
ら
も
立
派
な
偉
い
学
者
で
す
。
そ
の
二
人
が

対
立
し
ま
し
た
。

　
現
代
の
学
者
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
ほ
と
ん
ど
が
拒
否
説
を
取
り

ま
す
。
契
沖
の
配
列
論
に
よ
る
解
釈
に
従
っ
た
の
で
す
。
二
つ
だ
け

挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
㋔
松
田
武
夫
『
新
釈
古
今
和
歌
集
下
巻
』（
一
九
七
五
年
）

古
注
に
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
一
つ
は
、
女
に
会
っ
て
、
暁

近
く
に
な
っ
て
断
腸
の
思
い
で
別
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、

有
明
の
月
は
、
明
け
る
の
も
し
ら
ぬ
顔
で
、
我
に
つ
れ
な
い
と

解
す
る
（
顕
注
・
密
勘
・
遠
鏡
）。
も
う
一
つ
は
、
会
わ
ず
し

て
む
な
し
く
帰
る
心
境
を
詠
ん
だ
と
解
す
る
（
余
材
・
打
聞
・

正
義
・
高
尚
）。
後
者
が
正
解
で
あ
る
こ
と
は
、
構
造
の
上
か

ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
で
に
、
余
材
の
指
摘
し
た
通
り
で
あ

る
。

　
㋕
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
中
（
一
九
九
八
年
）

【
語
釈
】
○
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ
よ
り
＝
自
分
を
受
け
入
れ

て
く
れ
な
か
っ
た
な
あ
、
や
は
り
逢
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
な
あ

と
思
わ
せ
る
冷
淡
な
別
れ
を
し
て
以
来
。
和
歌
の
配
列
か
ら
見

て
、
つ
れ
な
く
逢
っ
て
も
ら
え
ず
に
別
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
ど
ち
ら
も
、
歌
の
配
列
を
根
拠
と
し
て
、
逢
え
な
か
っ
た
歌
、
ふ

ら
れ
て
帰
る
歌
だ
と
解
釈
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、
そ
の
拒
否
説
が
今
日
の
通
説
で
あ
る
こ
と
は
、
ご
存
じ

の
ド
ラ
え
も
ん
で
す
ら
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

分
か
り
ま
す
。
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㋖
『
ド
ラ
え
も
ん
の
ま
ん
が
百
人
一
首
』（
一
九
九
五
年
）

　
こ
の
歌
の
解
釈
の
歴
史
を
ま
と
め
て
み
ま
す
。
平
安
時
代
終
わ
り

の
顕
昭
と
定
家
、
そ
し
て
江
戸
時
代
半
ば
の
本
居
宣
長
は
実
事
の

あ
っ
た
後
の
「
あ
か
つ
き
」
の
歌
と
読
ん
で
、「
つ
れ
な
く
見
え
」

た
の
は
月
だ
っ
た
と
考
え
た
。

　
い
っ
ぽ
う
、
中
世
の
古
今
伝
授
説
か
ら
江
戸
時
代
前
期
の
契
沖
、

そ
し
て
現
代
の
多
数
説
は
、
男
は
女
に
拒
否
さ
れ
、
女
に
逢
え
な
い

ま
ま
家
を
出
た
時
の
歌
と
考
え
た
。「
つ
れ
な
く
見
え
」
た
の
は
女

で
あ
る
。「
も
う
二
度ど

と
来こ

な
い
で
く
だ
さ
い
ね
」
と
女
に
言
わ
れ
、

「
忠た
だ

岑み
ね

さ
ん
、
ふ
ら
れ
ま
し
た
ね
」
と
ド
ラ
え
も
ん
に
同
情
さ
れ
た
、

そ
の
よ
う
な
残
念
な
片
恋
だ
っ
た
と
い
う
解
釈
で
す
。

　
ど
ち
ら
か
が
正
し
く
、
ど
ち
ら
か
が
誤
り
で
す
。
あ
る
い
は
、
ど

ち
ら
も
誤
り
で
他
に
正
解
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
正
解
を
得
る
こ
と
に
も
、
も
ち
ろ
ん
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
過
程
に
、

面
白
い
問
題
が
見
つ
か
る
こ
と
が
多
い
。
古
典
の
世
界
に
通
じ
る
入

り
口
が
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
中
に
入
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
㋕
の
『
全
評
釈
』
の
注
の
傍
線
部
を
も
う
い
ち
ど
ご
覧
下
さ
い
。

「
つ
れ
な
く
逢
っ
て
も
ら
え
ず
に
別
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
歌
の

「
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ
」
を
解
釈
す
る
も
の
で
す
が
、
歌
に
は
な

い
「
逢
っ
て
も
ら
え
ず
」
と
い
う
言
葉
を
補
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

ど
う
で
し
ょ
う
、
日
本
語
と
し
て
、「
逢
っ
て
も
ら
え
ず
に
別
れ
た
」

は
、
少
し
変
に
聞
こ
え
ま
せ
ん
か
。「
別
れ
た
」
の
な
ら
、
そ
の
前

に
「
逢
っ
て
い
た
」
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
た
と
え
ば
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
、
若
い
女
友
達
ど
う
し
が
こ

ん
な
会
話
を
交
わ
す
場
面
が
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
。

　
「
彼
と
付
き
あ
っ
て
ん
の
？
」

　
「
別
れ
た
。」
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質
問
に
対
し
て
答
え
が
ち
ぐ
は
ぐ
な
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
別
れ
た
。」
と
は
、「
付
き
あ
っ
て
い
た

け
れ
ど
も
、
も
う
別
れ
た
」
の
意
味
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
答
え
に
な
っ

て
い
る
。
会
話
が
成
立
し
て
い
ま
す
。「
別
れ
た
。」
と
は
、
そ
の
前

に
逢
っ
て
い
た
こ
と
を
、
そ
れ
と
は
言
わ
ず
に
語
る
言
葉
で
す
。

　
だ
か
ら
「
逢
っ
て
も
ら
え
ず
に
別
れ
た
」
が
変
な
の
で
す
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
の
物ぶ
つ

名め
い

の
歌
に
次
の
よ
う
な
作
（
四
二
九
）
が

あ
り
ま
す
。
詞
書
の
「
か
ら
も
も
の
は
な
」
は
あ
ん
ず
の
花
の
こ
と

で
す
。
歌
の
傍
線
部
に
そ
の
名
前
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
は
歌
の
意
味
に
は
関
わ
り
ま
せ
ん
。
恋
の
歌
で
す
。

か
ら
も
も
の
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
や
ぶ

逢
ふ
か
ら
も
も
の
は
な
ほ
こ
そ
悲
し
け
れ
別
れ
む
事
を
か
ね
て

思
へ
ば

契
沖
『
古
今
余
材
抄
』
は
こ
れ
に
、

か
ね
て
別
を
お
も
ひ
や
れ
ば
、
あ
ふ
時
か
ら
猶
か
な
し
き
と
也
。

と
注
し
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
い
つ
か
別
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め

思
う
の
で
、
逢
っ
て
い
る
時
か
ら
、
う
れ
し
さ
よ
り
も
、
む
し
ろ
も

の
悲
し
い
と
詠
う
の
で
す
。

　
「
逢
う
は
別
れ
の
始
め
」
と
い
う
古
い
諺
が
あ
り
ま
す
。
逢
っ
た

以
上
は
、
い
ず
れ
別
れ
の
時
が
来
る
。
短
く
言
え
ば
、
夕
方
に
逢
え

ば
、
必
ず
あ
か
つ
き
に
は
辛
い
別
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤

原
定
家
の
「
は
じ
め
よ
り
逢
ふ
は
別
れ
と
聞
き
な
が
ら
あ
か
つ
き
知

ら
で
人
を
恋
ひ
け
る
」（
拾
遺
愚
草
）
は
そ
の
こ
と
を
詠
っ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
、
長
い
時
間
で
考
え
て
も
、
生
涯
添
い
と
げ
る
男
女
は

い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も
二
人
に
は
い
つ
か
永
別
の
時
が
来
ま

す
。「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
ダ
ケ
ガ
人
生
ダ
（
井
伏
鱒
二
）
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
人
は
、
人
に
逢
い
、
逢
え
ば
必
ず
別
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が

「
逢
う
は
別
れ
の
始
め
」
で
す
。

　
そ
の
諺
を
逆
に
言
っ
て
み
れ
ば
、
別
れ
の
始
め
は
逢
う
こ
と
で
す
。

逢
わ
な
い
と
別
れ
る
こ
と
も
な
い
。
要
す
る
に
、
逢
う
こ
と
と
別
れ

る
こ
と
は
ひ
と
続
き
の
こ
と
で
す
。
逢
っ
て
こ
そ
、
別
れ
が
あ
る
。

で
す
か
ら
、
繰
り
か
え
し
ま
す
が
、「
逢
っ
て
も
ら
え
ず
に
別
れ
た
」

が
変
な
の
で
す
。

　
契
沖
『
古
今
余
材
抄
』
の
引
用
の
後
半
に
『
万
葉
集
』
の
長
歌
が

引
用
し
て
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
「
あ
は
ね
ど
わ
か
る
ゝ
事
は
あ
る

也
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
逢
わ
ず
に
別
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
、
い
ま
私
が
述
べ

た
よ
う
な
異
論
が
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
逢
わ
な
い
で
も
別
れ
る

こ
と
は
あ
る
の
だ
と
、
そ
の
例
を
あ
げ
る
の
で
す
。
さ
す
が
契
沖
さ

ん
、
考
え
が
行
き
届
い
て
い
ま
す
。

　
そ
の
長
歌
は
前
後
二
段
に
分
か
れ
る
も
の
で
、
前
半
が
旅
立
っ
た

夫
の
言
葉
、
後
半
が
妻
の
言
葉
と
い
う
男
女
か
け
あ
い
の
歌
で
す
。

契
沖
が
一
部
を
引
い
た
そ
の
前
半
を
読
み
下
し
て
示
し
て
み
ま
す
。
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『
万
葉
集
』
巻
十
三
・
三
二
七
六

百も
も

足た

ら
ず
　
山
田
の
道
を
　
波な
み

雲く
も

の
　
愛う
つ
くし
妻づ
ま

と
　
語か

た

ら
は
ず
　

別
れ
し
来く

れ
ば
　
早は
や

川か
は

の
　
行ゆ

き
も
知
ら
ず
　
衣こ
ろ

手も
で

の
　
か
へ

り
も
知
ら
ず
　
馬
じ
も
の
　
立
ち
て
つ
ま
づ
き
　
せ
む
す
べ
の
　

た
づ
き
を
知
ら
に

契
沖
は
、
傍
線
部
の
「
語か
た

ら
は
ず
　
別
れ
し
来く

れ
ば
」
の
「
語
ら
は

ず
」
を
逢
わ
な
か
っ
た
こ
と
と
理
解
し
、
逢
わ
ず
に
別
れ
た
こ
と
を

言
う
例
と
し
て
あ
げ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
旅
に
出
た
夫
が
、
そ
の
前
に
妻
と
な
ご
り
を

惜
し
む
時
間
を
持
て
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
表
現
で
す
。
た
し
か

に
旅
立
ち
の
前
夜
を
妻
と
と
も
に
で
き
な
か
っ
た
、
逢
わ
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
妻
と
は
も
ち
ろ
ん
、
日
常
的
に
逢
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

そ
の
妻
と
、
旅
に
よ
っ
て
別
れ
た
の
で
す
。

　
そ
の
よ
う
に
、
旅
に
出
た
男
が
、
妻
や
親
な
ど
と
な
ご
り
を
十
分

に
惜
し
め
な
か
っ
た
こ
と
の
後
悔
が
『
万
葉
集
』
の
旅
の
歌
に
は
よ

く
詠
わ
れ
ま
す
。
一
例
だ
け
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
巻
二
十
・
四
三
三
七
（
防
人
歌
）

水み
づ

鳥と
り

の
立
ち
の
急
ぎ
に
父ち
ち

母は
は

に
物
言は

ず
来け

に
て
今
ぞ
悔く
や

し
き

こ
の
防
人
の
歌
は
、
水
鳥
が
飛
び
立
つ
よ
う
に
せ
わ
し
く
旅
だ
ち
、

両
親
に
も
の
を
言
う
間
も
な
く
来
た
の
で
、
今
に
な
っ
て
悔
ま
れ
る

と
詠
う
の
で
す
。
旅
の
別
れ
の
直
前
に
、
妻
や
親
に
逢
い
た
か
っ
た
、

語
り
あ
い
た
か
っ
た
。
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
と
悲
し
む
の
が
、
旅

の
歌
の
一
つ
の
型
で
す
。
契
沖
が
「
あ
は
ね
ど
わ
か
る
ゝ
事
は
あ

る
」
例
と
し
て
挙
げ
た
「
語
ら
は
ず
別
れ
し
来
れ
ば
」
も
そ
れ
で
す
。

そ
の
別
れ
は
普
段
な
じ
み
あ
っ
て
い
る
夫
婦
の
あ
い
だ
の
別
れ
で
す
。

そ
れ
と
、
求
婚
す
る
男
が
女
に
逢
え
な
い
ま
ま
、
ふ
ら
れ
て
帰
る
こ

と
と
は
根
本
的
に
違
う
の
で
す
。

　
契
沖
は
、
古
歌
三
千
首
を
暗
記
し
て
い
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
博
覧

強
記
の
学
者
で
し
た
。
そ
の
契
沖
が
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
無
理
な
例

を
挙
げ
た
の
は
、「
あ
は
ね
ど
わ
か
る
ゝ
事
は
あ
る
也
」
と
言
う
た

め
の
適
当
な
根
拠
を
、
他
に
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

実
際
、
そ
ん
な
例
は
な
い
の
で
す
。

　
問
題
の
忠
岑
の
歌
に
「
別
れ
よ
り
」
と
あ
る
以
上
、
そ
の
前
に
男

女
が
逢
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
す
。
別
れ
の
前
に
逢
瀬
が
あ
っ
た

の
で
す
。

　
で
は
、
契
沖
が
「
此
歌
あ
は
ず
し
て
明
た
る
う
た
共
の
中
に
は
さ

ま
れ
て
侍
り
。」
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る

べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　
『
古
今
集
』
恋
三
の
冒
頭
十
二
首
の
並
び
を
も
う
一
度
ご
覧
下
さ

い
。
さ
き
ほ
ど
も
見
た
よ
う
に
、
こ
の
歌
の
前
二
首
の
傍
線
部
に
は

623
「
見
る
め
な
き
」、
624
「
あ
は
ず
し
て
」
が
あ
り
、
あ
と
二
首
に

も
626
「
逢
ふ
事
の
な
ぎ
さ
」、
627
「
逢
ふ
事
な
き
に
」
が
あ
る
。
恋

人
に
逢
え
な
い
歌
の
並
び
に
こ
の
歌
は
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
歌
も

女
に
逢
え
な
い
こ
と
、
ふ
ら
れ
た
こ
と
を
詠
っ
た
歌
に
、
配
列
上



73　　講演　男と女のあかつき

き
っ
と
な
る
。
そ
れ
が
契
沖
の
論
理
で
し
た
。

　
逢
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
今
ま
で
一
度
も

逢
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
含
み
ま
す
。
し
か
し
、
一
度
逢
っ
た
あ

と
、
そ
の
こ
と
が
女
の
親
に
知
ら
れ
、
厳
重
に
監
視
さ
れ
た
女
と
逢

え
な
く
な
っ
た
場
合
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
噂
に
な
っ
た
こ
と
を

恥
じ
た
女
が
再
び
は
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
し
、
ま
た
強
引
に
関
係
を
結
ん
だ
も
の
の
次
は
女
に
警
戒
さ
れ
て

逢
瀬
を
も
て
な
い
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
の
に
、
契
沖
は
こ
の
「
見
る
め
な
き
」「
あ
は
ず
し
て
」

「
逢
ふ
事
の
な
ぎ
さ
」「
逢
ふ
事
な
き
に
」
な
ど
を
す
べ
て
未
だ
見

ざ
る
恋
の
表
現
と
考
え
た
。
そ
れ
は
、
す
で
に
『
両
度
聞
書
』
な
ど

の
古
今
伝
授
説
も
そ
う
で
し
た
。
そ
し
て
、
と
も
に
、
問
題
の
「
あ

り
あ
け
の
」
の
歌
も
そ
の
類
の
歌
と
解
釈
し
た
。
そ
の
後
の
古
今
集

注
釈
家
の
ほ
と
ん
ど
も
そ
れ
に
な
ら
い
、
こ
の
「
つ
れ
な
く
見
え
し

別
れ
」
が
逢
え
ず
に
帰
る
意
で
あ
る
こ
と
を
、「
構
造
の
上
か
ら
言

う
ま
で
も
な
い
」（
新
釈
）
と
か
、「
和
歌
の
配
列
か
ら
見
て
、
つ
れ

な
く
逢
っ
て
も
ら
え
ず
に
別
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
全
評

釈
）
と
し
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
歌
は
、
ま
ず
は
歌
の
言
葉
か
ら
解
釈
す
べ
き
も
の
で
す
。

言
葉
よ
り
配
列
や
構
造
を
重
ん
じ
る
の
は
逆
立
ち
し
た
読
解
法
だ
と

思
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
こ
の
巻
の
巻
頭
、
616
の
業
平
の
歌
を
ご
覧
下
さ
い
。

詞
書
に
「
し
の
び
に
人
に
も
の
ら
い
ひ
て
の
ち
に
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
部
立
を
逢
わ
な
い
恋
を
詠
う
も
の
と
し
た
契
沖
は
、
こ
れ
も

「
只た
だ

思
ひ
初そ
め

た
る
よ
し
を
い
ひ
つ
か
は
す
を
い
へ
る
歟か

。
又
は
物
を

い
ひ
か
は
せ
る
な
る
べ
し
」
と
論
じ
ま
し
た
。
つ
ま
り
「
も
の
ら
い

ひ
て
」
を
、
恋
の
思
い
を
告
げ
た
こ
と
、
ま
た
は
語
り
あ
っ
た
こ
と

と
し
ま
し
た
。
配
列
か
ら
、
実
事
の
な
か
っ
た
歌
と
考
え
た
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
「
し
の
び
に
」
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　
『
古
今
集
』
恋
四
・
七
四
五
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
り
ま
す
。

親
の
守
り
け
る
人
の
む
す
め
に
い
と
し
の
び
に
逢
ひ
て
も
の

ら
言
ひ
け
る
あ
ひ
だ
に
、
親
の
呼
ぶ
と
い
ひ
け
れ
ば
急
ぎ
帰

る
と
て
裳も

を
な
む
脱ぬ

ぎ
お
き
て
入
り
に
け
る
、
そ
の
の
ち
裳

を
返
す
と
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
お
き
か
ぜ

逢
ふ
ま
で
の
形か
た

見み

と
て
こ
そ
と
ど
め
け
め
涙
に
浮
ぶ
も
く
づ
な

り
け
り

「
裳
」
を
脱
い
で
い
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
こ
の
「
し
の
び
に
逢

ひ
て
も
の
ら
言
ひ
け
る
」
と
は
、
親
に
隠
れ
て
情
事
を
か
わ
し
た
こ

と
の
婉
曲
表
現
で
す
。

　
ま
た
、『
後
撰
集
』
時
代
の
歌
人
、
藤
原
清
正
の
家
集
『
清き
よ

正た
だ

集
』

に
も

い
と
し
の
び
に
語
ら
ひ
け
る
女
の
親
、
異こ
と

人ひ
と

に
あ
は
す
べ
し

と
い
そ
ぎ
け
る
を
き
き
て
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我
な
ら
ぬ
人
に
解と

く
な
と
結
び
お
き
し
君
が
下し
た

紐ひ
も

ゆ
る
す
な
る

か
な

と
あ
り
ま
す
。
親
に
知
ら
れ
な
い
ま
ま
衣
の
下
紐
を
解
き
あ
う
仲
に

な
っ
た
こ
と
を
「
し
の
び
に
語
ら
ひ
け
る
」
と
言
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
業
平
の
歌
も
、
同
様
に
、
ひ
そ
か
に
関
係
を
も
っ
た
あ
と
、

何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
逢
え
な
い
こ
と
が
続
い
た
の
で
、「
起
き

も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
」
と
、
眠
れ
な
い
夜
を
過
ご
す
こ

と
を
嘆
い
た
歌
と
解
釈
さ
れ
ま
す
。
言
葉
か
ら
、
そ
う
読
み
と
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
例
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
も
業
平
の
歌
で
す
。

622
　 

秋
の
野
に
笹さ
さ

わ
け
し
朝
の
袖
よ
り
も
あ
は
で
こ
し
夜
ぞ
ひ
ち
ま

さ
り
け
る

こ
れ
を
普
通
に
考
え
る
な
ら
、
あ
な
た
の
家
か
ら
朝
帰
り
し
た
道
の

露
で
湿
っ
た
袖
よ
り
、
逢
え
ず
に
帰
る
夜
の
袖
の
方
が
涙
で
濡
れ
ま

さ
っ
て
い
ま
す
よ
の
意
に
理
解
さ
れ
ま
す
。
か
つ
て
は
逢
え
た
の
に
、

今
は
逢
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悲
し
む
歌
で
す
。
し
か

し
、
こ
れ
を
も
契
沖
は
未
だ
逢
わ
ざ
る
恋
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ

の
強
い
影
響
下
に
あ
る
現
代
の
注
釈
者
は
、
上
句
に
つ
い
て
、「
女

の
も
と
か
ら
朝
帰
り
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
女

は
現
在
通か
よ

い
つ
め
て
い
る
女
で
は
な
い
」（
全
評
釈
）
と
か
、「『
笹

分
け
し
朝
』
は
、
別
の
女
性
と
の
以
前
の
関
係
」（
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫
）
な
ど
と
述
べ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
お
よ
そ
ま
と
も
な
恋

の
歌
で
、
昔
の
別
の
恋
人
と
の
関
わ
り
を
言
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
例
は
簡
単
に
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
も
、

好
き
な
人
と
話
を
し
て
い
る
時
、
昔
の
彼
女
が
…
…
と
か
、
も
と
カ

レ
よ
り
あ
な
た
の
方
が
…
…
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
口
に
し
な
い
も

の
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
は
、
契
沖
ら
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ま

だ
逢
っ
た
こ
と
の
な
い
女
に
求
愛
す
る
歌
で
す
。
求
愛
の
歌
に
、
昔

の
朝
帰
り
の
こ
と
を
詠
う
で
し
ょ
う
か
。
遊
び
人
で
あ
る
こ
と
を
自

ら
吹
聴
し
ま
す
か
。

　
そ
ん
な
不
思
議
な
解
釈
が
配
列
論
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
し
か
も
、
配
列
の
と
ら
え
方
も
、
実
は
一
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

古
今
伝
授
説
か
ら
、
契
沖
、
ま
た
今
日
の
注
釈
書
ま
で
の
ほ
と
ん
ど

が
、
巻
三
の
巻
頭
か
ら
問
題
の
六
二
五
を
含
む
十
数
首
を
、
男
が
女

の
も
と
に
通
っ
て
行
っ
て
も
逢
え
な
い
場
合
の
歌
と
い
う
把
握
を
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
知
る
か
ぎ
り
唯
一
の
例
で
す
が
、
新
日
本
古

典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
）
は
、
恋

三
の
巻
全
体
を
「
契
り
を
結
ん
で
後
に
な
お
慕
い
恋
う
恋
　
一
三
一

首
」
と
し
て
、
さ
ら
に
巻
頭
か
ら
の
十
八
首
に
「
逢
う
よ
し
な
し

に
」
と
い
う
小
見
出
し
を
附
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
新
井
栄
蔵
「
古

今
和
歌
集
恋
部
の
部
立
小
考
」（「
国
語
国
文
」
四
三
─
六
）
の
論
か

ら
導
か
れ
た
見
方
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
作
者
の
並
べ
方
な
ど

を
根
拠
に
し
て
、『
古
今
集
』
の
巻
々
を
対
立
す
る
構
造
に
と
ら
え

る
そ
の
新
た
な
部
立
論
は
別
に
御
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
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す
が
、
そ
の
部
立
の
考
え
方
と
、
私
が
今
ま
で
考
え
て
き
た
歌
の
解

釈
と
は
矛
盾
し
な
い
よ
う
で
す
。
右
の
『
新
大
系
』
の
こ
の
歌
の
現

代
語
訳
を
引
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
月
を
残
し
た
ま
ま
し
ら
じ
ら

と
夜
が
明
け
て
行
く
あ
り
あ
け
の
こ
ろ
の
、
あ
の
人
が
無
情
に
見
え

た
あ
の
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
以
来
、
あ
か
つ
き
ほ
ど
つ
ら
い
も
の
は
な

い
。」

─
こ
れ
が
正
し
い
解
釈
だ
と
思
い
ま
す
。

　
繰
り
か
え
し
ま
す
が
、
問
題
の
625
「
有
あ
け
の
つ
れ
な
く
見
え

し
別
れ
よ
り
」
の
歌
が
「
別
れ
」
を
詠
う
以
上
、
男
が
女
に
逢
っ

て
い
た
こ
と
は
確
実
で
す
。「
つ
れ
な
く
見
え
し0

別
れ
」
と
、
こ
こ

に
は
、
過
去
の
こ
と
を
回
想
す
る
気
持
を
現
す
助
動
詞
「
き
」
の
連

体
形
「
し
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
逢
っ
て
、
別
れ
た

あ
か
つ
き
は
、
過
去
の
こ
と
で
す
。
宣
長
『
遠
鏡
』
の
訳
が
冒
頭
に

「
マ
ヘ
カ
タ
女
ト
暁
ニ
別
レ
タ
時
ニ
」
と
す
る
通
り
で
す
。
か
つ
て

の
あ
か
つ
き
の
別
れ
を
苦
し
く
回
想
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
以
来
、

逢
え
な
い
で
い
る
。
そ
れ
で
、「
あ
か
つ
き
ば
か
り
う
き
も
の
は
な

し
」
と
嘆
く
の
で
す
。
こ
の
歌
は
前
後
の
歌
と
何
の
不
調
和
も
な
く
、

「
契
り
を
結
ん
で
後
に
な
お
慕
い
恋
う
恋
」
の
「
逢
う
よ
し
な
し

に
」
の
心
を
詠
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
ま
す
。

　
宣
長
は
『
遠
鏡
』
の
解
説
部
分
で
、『
古
今
集
』
に
お
け
る
こ
の

歌
の
位
置
は
「
ふ
と
所
を
誤
れ
る
」
も
の
と
述
べ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
古
今
伝
授
説
お
よ
び
契
沖
ら
の
部
立
の
考
え
方
を
前
提
と
し

て
継
承
し
た
た
め
の
誤
解
で
す
。
こ
の
歌
は
、
恋
三
の
こ
の
場
所
、

「
逢
う
よ
し
な
し
に
」
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
作
で

す
。
ま
た
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
「
く
れ
ど
あ
は
ず
」
に
こ
の
歌

が
入
っ
て
い
る
の
も
、
業
平
の
先
の
「
秋
の
野
に
笹さ
さ

わ
け
し
朝
の
」

の
作
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
は
逢
え
た
の
に
今
は
逢
え
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
悲
し
む
歌
が
と
も
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
も
ま
た
当
然
の
こ
と
な
の
で
す
。

　
さ
て
、
契
沖
ら
の
拒
否
説
が
誤
り
だ
と
す
る
と
、
顕
昭
・
定
家
の

理
解
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
説
は
、
男

が
女
に
逢
っ
た
、
実
事
が
あ
っ
た
あ
と
の
歌
と
す
る
点
で
は
正
し
い

も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
顕
昭
の
注
が
「
有
明
の
月
は
あ
く
る
も
し
ら
ず
、
つ
れ

な
く
み
え
し
也
」
と
、
つ
れ
な
く
見
え
た
の
は
月
だ
と
す
る
の
に
は

問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
次
に
、『
古
今
集
』
の
「
つ
れ
な
し
」
の
例
を
集
め
て
み
ま
し
た
。

傍
線
部
に
注
意
し
て
、
ざ
っ
と
ご
覧
下
さ
い
。

　
○
恋
一
・
五
二
〇
（
よ
み
人
し
ら
ず
）

来こ

む
世
に
も
早は

や
成
り
な
な
む
目
の
前
に
つ
れ
な
き
人
を
昔
と

お
も
は
む

　
○
恋
一
・
五
六
二
（
紀
友
則
）

夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
異け

に
燃も

ゆ
れ
ど
も
ひ
か
り
見
ね
ば
や
人
の
つ

れ
な
き

　
○
恋
二
・
六
〇
一
（
た
だ
み
ね
）



76

風
ふ
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
白
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か

　
○
恋
二
・
六
〇
二
（
た
だ
み
ね
）

月
影
に
わ
が
身
を
か
ふ
る
物
な
ら
ば
つ
れ
な
き
人
も
あ
は
れ
と

や
見
む

　
○
恋
五
・
七
七
〇
（
遍
昭
）

わ
が
宿や
ど

は
道
も
な
き
ま
で
荒
れ
に
け
り
つ
れ
な
き
人
を
待
つ
と

せ
し
ま
に

　
○
恋
五
・
八
〇
二
（
素
性
）

忘
れ
草
な
に
を
か
種た
ね

と
思
ひ
し
は
つ
れ
な
き
人
の
心
な
り
け
り

　
○
恋
五
・
八
〇
九
（
菅
野
忠
臣
）

つ
れ
な
き
を
今
は
恋
ひ
じ
と
お
も
へ
ど
も
心
よ
わ
く
も
落
つ
る

涙
か

　
○
雑
歌
上
・
八
九
八
（
よ
み
人
し
ら
ず
）

留と
ど

め
あ
へ
ず
む
べ
も
と
し
と
は
言
は
れ
け
り
し
か
も
つ
れ
な
く

過
ぐ
る
齢よ
は
ひか

　
○
雑
体
・
一
〇
四
六
（
よ
み
人
し
ら
ず
）

鶯
の
去こ

年ぞ

の
宿や
ど

り
の
ふ
る
す
と
や
我
に
は
人
の
つ
れ
な
か
る
ら

む

九
首
あ
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
七
首
の
歌
に
、「
つ
れ
な
き
人
」

「
人
の
つ
れ
な
き
」「
つ
れ
な
き
君
が
心
か
」
な
ど
と
、「
人
」
に
つ

い
て
「
つ
れ
な
き
」
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
二

首
で
も
、
波
線
を
施
し
た
箇
所
、「
つ
れ
な
き
を
今
は
恋
ひ
じ
」
は

「
つ
れ
な
き
人
を
」
の
意
味
、「
つ
れ
な
く
過
ぐ
る
齢よ
は
ひか
」
は
、
年

齢
を
擬
人
化
し
た
表
現
で
す
。
つ
ま
り
九
つ
の
例
、
す
べ
て
が
人
の

「
つ
れ
な
き
」
心
を
言
う
表
現
で
す
。

　
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、『
古
今
集
』
の
撰
者
の
ひ
と
り
、
忠
岑
の

歌
の
「
つ
れ
な
く
見
え
し
」
も
、
こ
れ
は
「
有
あ
け
の
」
を
受
け
る

こ
と
か
ら
有
明
の
月
の
つ
れ
な
さ
を
言
う
と
と
も
に
、「
つ
れ
な
く

見
え
し
別
れ
」
と
下
に
続
い
て
、
相
手
の
女
が
別
れ
の
時
に
何
と
な

く
冷
淡
に
見
え
た
こ
と
を
、
む
し
ろ
強
く
表
わ
す
言
葉
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
か
つ
て
逢
っ
て
別
れ
た
、
そ
の
あ
か
つ
き
に
、
空
の
月
が
つ
れ
な

く
照
っ
て
い
た
と
と
も
に
、
女
も
つ
れ
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。
別
れ

を
惜
し
む
気
持
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
逢
え

な
い
夜
が
続
く
。
も
ん
も
ん
と
夜
を
過
ご
す
男
は
、
孤
独
な
あ
か
つ

き
ご
と
に
、
あ
の
日
の
別
れ
が
、
つ
ら
く
思
い
出
さ
れ
る
と
詠
う
の

で
す
。

　
も
っ
と
も
、
あ
か
つ
き
の
別
れ
は
、
和
歌
で
は
恋
の
思
い
の
極
み

を
示
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
が
常
で
、
女
が
男
を
「
つ
れ
な

く
」
帰
す
こ
と
が
詠
わ
れ
る
の
は
珍
し
い
例
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、

　
『
後
撰
和
歌
集
』
恋
三
・
七
八
七
に
、

女
の
も
と
に
ま
か
り
た
る
に
「
は
や
帰
り
ね
」
と
の
み
言
ひ

け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず
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つ
れ
な
き
を
思
ひ
し
の
ぶ
の
さ
ね
か
づ
ら
果は

て
は
く
る
を
も
厭い
と

ふ
な
り
け
り

と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。「
早
く
帰
っ
て
下
さ
い
」
と
い
う
女
の
言

葉
は
穏
や
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
忖
度
す
れ
ば
、

し
の
び
の
関
係
が
露
見
す
る
の
を
恐
れ
て
、
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う

に
す
ぐ
に
帰
っ
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
気
持
だ
っ
た
と
も
読
み
と
れ

ま
す
。
そ
し
て
男
は
、
そ
れ
を
「
つ
れ
な
き
」
さ
ま
と
怨
ん
だ
の
で

し
ょ
う
。

　
ま
た
、『
金
葉
和
歌
集
』
恋
部
上
・
三
九
二
に
も
、

女
の
が
り
ま
か
り
た
り
け
る
に
「
今こ

宵よ
ひ

は
帰
り
ね
」
と
申
し

け
れ
ば
帰
り
に
け
る
の
ち
、「
ひ
と
夜
は
い
か
が
思
ひ
し
」

な
ど
申
し
た
り
け
れ
ば
言
ひ
つ
か
は
し
け
る

 
藤
原
正
家
朝
臣

秋
風
に
吹
き
か
へ
さ
れ
て
葛く
ず

の
葉
の
い
か
に
怨
み
し
も
の
と
か

は
知
る

と
あ
り
ま
す
。
あ
と
に
な
っ
て
女
が
「
あ
の
夜
は
ど
う
お
思
い
に
な

り
ま
し
た
か
」
と
気
づ
か
い
問
う
て
い
る
の
で
、
そ
の
夜
は
逢
え
な

い
何
か
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
「
帰
り
ね
」
と

言
っ
た
。
男
は
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
、「
秋
風
（
あ

な
た
の
厭
き
風
）
に
吹
き
返
さ
れ
て
」
と
怨
み
の
心
で
答
え
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
例
を
思
え
ば
、「
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
」
れ

も
ま
た
、
女
が
男
を
早
く
帰
そ
う
と
し
て
、
心
に
も
な
く
、
そ
そ

く
さ
と
男
を
送
り
出
し
た
こ
と
を
言
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う 

か
。
し
か
も
、
女
に
は
男
を
近
づ
け
て
は
な
ら
な
い
事
情
が
続
い
て
、

逢
え
な
い
あ
か
つ
き
が
重
な
っ
た
。
男
は
、
女
が
つ
れ
な
く
見
え
た

そ
の
別
れ
の
時
を
思
い
出
し
つ
つ
、
日
々
の
あ
か
つ
き
を
辛
く
過
ご

し
て
い
る
…
…
。

　
や
や
想
像
の
ま
じ
る
解
釈
と
な
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の

よ
う
な
悲
し
い
恋
の
歌
と
読
ん
で
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
つ
れ
な
し
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
は
、
時

代
と
と
も
に
変
化
し
ま
す
。
こ
ん
ど
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
用
例

十
七
例
（
う
ち
二
例
は
詞
書
）
を
引
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
○
春
上
・
一
〇
（
源
国
信
）

春か
す
が日

野の

の
下し
た

も
え
わ
た
る
草
の
上
に
つ
れ
な
く
み
ゆ
る
春
の
あ

は
雪

　
○
春
上
・
九
八
（
藤
原
有
家
）

朝
日
か
げ
に
ほ
へ
る
山
の
桜
花
つ
れ
な
く
き
え
ぬ
雪
か
と
ぞ
み

る

　
○
夏
・
二
〇
九
（
藤
原
良
経
）

有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
月
は
い
で
ぬ
山
ほ
と
と
ぎ
す
待
つ
夜

な
が
ら
に

　
○
夏
・
二
三
五
（
藤
原
定
家
）

五さ
み
だ
れ

月
雨
の
月
は
つ
れ
な
き
深み

山や
ま

よ
り
ひ
と
り
も
い
づ
る
時ほ
と
と
ぎ
す鳥か
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な

　
○
夏
・
二
五
九
（
源
通
光
）

清
見
が
た
月
は
つ
れ
な
き
天あ
ま

の
戸と

を
ま
た
で
も
し
ら
む
浪
の
上

か
な

　
○
秋
・
四
三
四
（
源
通
光
）

さ
ら
に
ま
た
暮く
れ

を
た
の
め
と
あ
け
に
け
り
月
は
つ
れ
な
き
秋
の

夜
の
空

　
○
哀
傷
・
八
四
二
（
藤
原
忠
経
）

た
れ
も
み
な
涙
の
雨
に
せ
き
か
ね
ぬ
空
も
い
か
が
は
つ
れ
な
か

る
べ
き

　
○
羇
旅
・
九
三
〇
（
橘
為
仲
）

見
し
ひ
と
も
と
ふ
の
浦
風
お
と
せ
ぬ
に
つ
れ
な
く
す
め
る
秋
の

よ
の
月

　
○
恋
一
・
一
〇
〇
五

　
つ
れ
な
く
侍
り
け
る
女
に
、
し
は
す
の
つ
ご
も
り
に
つ
か
は

　
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謙
徳
公
（
藤
原
伊
尹
）

あ
ら
た
ま
の
年
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
は
我
こ
そ
越
え
め
逢あ
ふ

坂さ
か

の
関

　
○
恋
二
・
一
一
〇
三

大
納
言
成
通
、
文
つ
か
は
し
け
れ
ど
つ
れ
な
か
り
け
る
女
を
、

の
ち
の
世
ま
で
　
う
ら
み
の
こ
る
べ
き
よ
し
申
し
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

た
ま
づ
さ
の
か
よ
ふ
ば
か
り
に
な
ぐ
さ
め
て
後
の
世
ま
で
の
う

ら
み
の
こ
す
な

　
○
恋
二
・
一
一
二
七
（
藤
原
実
宗
）

夢
の
う
ち
に
逢
ふ
と
見
え
つ
る
寝ね

覚ざ

め
こ
そ
つ
れ
な
き
よ
り
も

袖
は
ぬ
れ
け
れ

　
○
恋
二
・
一
一
三
八
（
藤
原
有
家
）

つ
れ
な
さ
の
た
ぐ
ひ
ま
で
や
は
つ
ら
か
ら
ぬ
月
を
も
め
で
じ
有

明
の
空

　
○
恋
四
・
一
二
七
一
（
後
鳥
羽
上
皇
）

わ
す
ら
る
る
身
を
し
る
袖
の
む
ら
雨
に
つ
れ
な
く
山
の
月
は
い

で
け
り

　
○
恋
四
・
一
二
八
四
（
藤
原
定
家
）

松
山
と
契ち
ぎ

り
し
人
は
つ
れ
な
く
て
袖
こ
す
な
み
に
の
こ
る
月
か

げ

　
○
恋
五
・
一
四
三
一
（
よ
み
人
し
ら
ず
）

秋
の
田
の
穂ほ

向む

け
の
風
の
か
た
よ
り
に
わ
れ
は
物
お
も
ふ
つ
れ

な
き
も
の
を

　
○
雑
歌
下
・
一
七
一
三
（
冷
泉
院
太
皇
太
后
宮
）

つ
き
も
せ
ぬ
光
の
ま
に
も
ま
ぎ
れ
な
で
老
い
て
か
へ
れ
る
髪
の

つ
れ
な
さ

　
○
雑
歌
下
・
一
八
一
八
（
西
宮
前
左
大
臣
）

光
ま
つ
枝
に
か
か
れ
る
露
の
命
き
え
は
て
ね
と
や
春
の
つ
れ
な
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き

注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、『
古
今
集
』
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど

の
用
例
が
恋
の
部
に
見
ら
れ
た
の
に
、『
新
古
今
集
』
で
は
、
四
季

の
部
に
多
く
の
例
（
六
例
）
が
出
て
く
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
波

線
の
と
こ
ろ
を
た
ど
っ
て
く
だ
さ
い
。「
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し

月
」、「
月
は
つ
れ
な
き
」
が
三
例
、
羇
旅
の
歌
に
「
つ
れ
な
く
す
め

る
秋
の
よ
の
月
」
と
あ
り
、
ま
た
恋
の
部
に
も
「
つ
れ
な
く
山
の
月

は
い
で
け
り
」
と
、
月
を
「
つ
れ
な
し
」
と
表
現
す
る
歌
が
一
気
に

増
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、『
千
載
集
』
ま
で
に
は
な
か
っ
た
傾
向

で
す
。
そ
こ
に
、『
新
古
今
集
』
時
代
の
新
し
い
語
感
、
あ
る
い
は

月
の
見
方
が
現
れ
て
い
ま
す
。

　
『
顕
注
密
勘
』
の
顕
昭
の
注
が
「
有
明
の
月
は
あ
く
る
も
し
ら
ず
、

つ
れ
な
く
み
え
し
也
」
と
い
い
、
定
家
が
そ
の
意
見
に
賛
同
し
て
、

こ
の
歌
を
絶
讃
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
『
新
古
今
集
』
時
代

の
新
感
覚
が
、
お
そ
ら
く
は
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
歌
の
解
釈
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
「
有

明
の
つ
れ
な
く
み
え
し
別
よ
り
」
の
歌
も
、『
古
今
集
』
の
歌
と
し

て
の
意
味
と
、『
百
人
一
首
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
と
し
て
意
味
と
は
、

ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
相
違
を
手
が
か
り
に

す
れ
ば
、
人
々
の
言
葉
、
自
然
に
対
す
る
感
受
性
に
時
代
的
な
変
容

の
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
道
も
ひ
ら
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
の
意
味
で
も
、
各
時
代
の
注
釈
書
を
広
く
集
め
、
比
べ
て
み
る

こ
と
が
面
白
い
。
卒
業
研
究
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
ぜ
ひ
と
も
と

お
勧
め
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

附
記
　
本
稿
は
二
〇
二
二
年
度
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会
に
お
け
る
講
演
の

原
稿
を
、
特
に
後
半
部
の
不
備
を
補
い
つ
つ
修
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
た
な
い
話
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
た
学
生
諸
君
の
顔
を
思
い
出

し
な
が
ら
、
講
演
の
口
調
を
あ
え
て
改
め
ず
に
書
き
直
し
た
。


