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夕
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あ
て
に
…
」
の
歌
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釈
を
め
ぐ
っ
て
一

武

原

弘

 
「
夕
顔
」
巻
頭
部
近
く
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
歌

 
 
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
そ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
 
（
ω
1
二

 
 
一
四
頁
）

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
近
来
、
か
ま
び
す
し
い
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。
忍
び

歩
き
の
途
次
に
あ
る
や
つ
し
姿
の
源
氏
を
、
い
ち
は
や
く
「
そ
れ
」
と
見
ぬ
い

た
女
君
夕
顔
か
ら
の
源
氏
へ
の
贈
歌
と
読
む
こ
れ
ま
で
の
通
説
に
対
し
、
周
知

の
よ
う
に
、
黒
須
重
彦
氏
は
こ
れ
を
根
底
か
ら
批
判
し
、
歌
は
女
君
が
相
手
を

頭
中
将
と
見
誤
っ
て
の
詠
で
あ
る
と
し
、
そ
の
読
み
の
立
場
を
前
後
の
物
語
叙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

述
の
細
部
に
ま
で
一
貫
さ
せ
る
新
解
釈
を
提
示
し
た
の
が
発
端
と
な
っ
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

爾
来
、
諸
家
に
よ
る
賛
否
両
論
が
交
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
く
つ

か
の
争
点
が
精
緻
な
本
文
解
釈
の
作
業
に
よ
っ
て
く
り
返
し
質
さ
れ
る
の
と
並

行
し
て
、
問
題
は
よ
り
深
く
夕
顔
物
語
主
題
論
、
表
現
論
の
視
座
の
な
か
で
問

い
な
お
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
、
論
争
の
今
日
的
状
況
で
あ
る
。

 
小
論
は
、
そ
う
し
た
諸
論
に
学
び
な
が
ら
、
下
し
当
た
っ
て
、
前
掲
歌
マ
心

あ
て
に
…
」
の
解
釈
問
題
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
、
そ
の
作
業
を
通
し
て
、

源
氏
と
夕
顔
の
贈
答
歌
を
中
心
に
展
叙
さ
れ
る
「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表
現
の
な

り
た
ち
一
そ
の
機
構
と
構
造
に
つ
い
て
考
察
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
「
夕
顔
」
巻
に
お
い
て
、
作
中
の
和
歌
が
、
総
体
と
し
て
の

物
語
表
現
の
な
か
で
い
か
な
る
位
相
に
あ
っ
て
、
い
か
に
…
機
能
す
る
も
の
と
し

て
そ
こ
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
課
題
、
と
換
言
し
て
も
よ
い
。

 
右
の
歌
の
解
釈
上
問
題
と
な
る
二
、
三
の
要
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を

加
え
て
お
こ
う
。

 
ま
ず
、
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
そ
見
る
」
の
「
そ
れ
」
に
つ
い
て
。
古
注
以

来
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
こ
の
歌
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
巻
五
 
凡
河
内
躬
恒
の

歌 
 
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花

を
引
歌
と
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
早
歌
の
表
現
あ
る
い
は
リ
ズ

ム
を
読
み
あ
わ
せ
て
、
「
折
ら
ば
や
折
ら
む
」
の
対
象
語
は
「
白
菊
の
花
」
で

あ
り
、
「
そ
れ
か
と
そ
見
る
」
の
対
象
語
は
「
夕
顔
の
花
」
で
あ
る
こ
と
が
、

た
だ
ち
に
了
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
心
あ
て
に
」
歌
に
対
す
る
源
氏
の
返
歌

 
 
寄
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
そ
見
め
た
そ
が
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
花
の
夕
顔

 
 
（
ω
1
二
一
五
頁
）

に
つ
い
て
み
て
も
、
「
そ
れ
か
と
も
見
め
」
「
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
」
動
作
の
主
体

が
誰
で
あ
る
か
の
問
題
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
そ
の
対
象
語
が
「
花
の
夕
顔
」
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「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表
現
 
i
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー



で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
寮
歌
の
「
そ
れ
」
は
、
「
夕
顔
の
花
」

を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
歌
は
、
薄
暮
の
な
か
に
消
え
か
か
ろ
う
と
し
て

い
る
夕
顔
の
白
い
花
が
、
夕
露
の
白
い
光
の
た
め
に
い
っ
そ
う
紛
ら
わ
し
く
見

え
る
情
景
を
詠
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
歌
の
「
夕
顔
の
花
」
が
誰
を
喩
え
指
し
て

い
る
の
か
と
い
う
点
で
、
通
説
で
は
源
氏
、
黒
須
氏
説
で
は
夕
顔
の
女
君
自
身

と
解
か
れ
、
対
立
し
て
い
る
。
黒
須
氏
は
、
「
夕
顔
」
巻
本
文
の
細
部
叙
述
、

当
時
の
和
歌
表
現
通
例
の
詳
し
い
分
析
を
通
し
て
、
夕
顔
の
花
が
「
い
や
し
い

花
、
風
情
な
き
花
、
決
し
て
貴
人
を
表
わ
し
得
な
い
花
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
き

て
い
る
こ
と
を
指
摘
、
通
説
で
の
源
氏
比
喩
の
解
を
強
く
否
定
さ
れ
た
。
氏
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
注
3
）
 
 
 
 
 
（
注
4
）
 
 
 
 
 
 
（
注
5
V

解
は
、
さ
ら
に
尾
崎
知
光
氏
、
松
尾
聡
氏
、
日
向
一
雅
氏
ら
に
よ
っ
て

積
極
的
に
支
持
さ
れ
、
補
強
さ
れ
て
も
き
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
言
句
の
「
そ

れ
」
が
下
句
の
「
夕
顔
の
花
」
を
指
示
す
る
と
読
む
小
論
の
立
場
で
は
、
黒
須

詳
説
は
歌
意
を
な
さ
な
い
も
の
で
、
解
釈
上
認
め
難
い
。
な
ら
ば
、
通
説
に
従

う
べ
き
か
と
考
え
る
に
、
問
題
が
残
る
。
歌
に
お
い
て
、
源
氏
を
暗
示
す
る
表

現
は
「
白
露
の
光
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
光
」
が
、
源

氏
の
超
越
的
美
質
を
表
現
す
る
た
め
の
特
定
語
で
あ
る
こ
と
は
、
前
後
の
諸
巻

の
叙
述
を
通
し
て
、
動
か
な
い
。
そ
の
源
氏
の
「
光
」
を
受
け
て
美
し
く
輝
く

「
夕
顔
の
花
」
が
再
び
源
氏
で
あ
っ
て
は
、
歌
意
は
通
じ
な
い
。
歌
の
通
釈
が

し
ば
し
ば
明
快
さ
を
欠
く
の
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
保
留
に
付
し
た
ま
ま
だ
か

ら
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
論
争
者
の
双
方
に
と
っ
て
重
要
な
論
拠
と
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
読

み
解
き
に
お
い
て
著
し
い
相
異
を
き
た
し
て
い
る
次
の
本
文
叙
述
に
も
、
あ
ら

た
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

 
 
ま
だ
見
ぬ
御
さ
ま
な
り
け
れ
ど
、
い
と
し
る
く
思
ひ
あ
て
ら
れ
た
ま
へ
る

 
 
御
側
目
を
癒
す
ぐ
さ
で
さ
し
お
ど
ろ
か
し
け
る
を
、
答
へ
た
ま
は
で
ほ
ど

 
 
経
け
れ
ば
、
な
ま
は
し
た
な
き
に
、
か
く
わ
ざ
と
め
か
し
け
れ
ば
、
あ
ま

 
 
え
て
、
「
い
か
に
聞
こ
え
む
」
な
ど
、
言
ひ
し
ろ
ふ
べ
か
め
れ
ど
、
め
ざ

 
 
ま
し
と
思
ひ
て
、
随
身
は
参
り
ぬ
。
 
（
ω
1
二
一
五
頁
）

通
説
で
は
、
「
め
ざ
ま
し
」
以
外
の
部
分
を
、
す
べ
て
地
の
文
と
読
み
、
横
顔

か
ら
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
推
察
し
た
女
た
ち
が
贈
指
し
た
こ
と
、
源
氏
か
ら
の

返
歌
を
う
け
て
騒
い
で
い
る
様
子
な
ど
を
、
作
中
の
事
実
と
し
て
、
客
観
描
写

の
な
か
で
解
釈
す
る
。
一
方
、
黒
須
説
で
は
、
ま
だ
見
ぬ
御
さ
ま
な
り
け
れ
ど

…
め
ざ
ま
し
」
の
部
分
を
す
べ
て
随
身
の
視
点
か
ら
の
叙
述
と
し
、
女
た
ち
の

行
動
や
様
子
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
憶
測
、
判
断
し
た
随
身
の
心
内
語
と

読
む
。
こ
の
解
を
支
持
す
る
日
向
氏
は
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
「
誤
認
」
を
来
た

す
随
身
の
視
点
が
、
同
じ
く
「
女
の
状
況
を
誤
解
す
る
」
源
氏
の
視
点
と
重
な

り
合
う
こ
と
で
、
「
女
の
真
相
と
女
の
歌
の
真
意
と
は
ま
す
ま
す
暗
ま
さ
れ
て

ゆ
く
」
場
面
構
成
を
解
析
、
そ
う
し
た
文
脈
の
裏
側
に
、
源
氏
が
「
女
の
心
情

を
つ
い
に
正
確
に
理
解
し
え
な
い
と
す
る
物
語
の
視
点
」
「
源
氏
を
『
を
こ
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

化
す
る
語
り
の
方
法
」
を
論
定
さ
れ
て
い
る
。
「
夕
顔
」
巻
の
方
法
が
源
氏

の
視
点
を
中
心
と
す
る
謎
解
き
の
趣
向
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
の
解
明
は
重
要
で

あ
る
が
、
前
掲
本
文
を
読
み
な
お
し
て
、
こ
れ
を
全
文
随
身
の
心
内
語
と
解
す

る
に
は
長
大
に
過
ぎ
て
い
て
、
無
理
が
あ
る
。
一
歩
を
ゆ
ず
っ
て
、
こ
れ
を
彼

の
心
内
語
と
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
随
身
の
「
誤
認
」
の
心
内
表
現
で
あ

る
と
解
く
根
拠
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
疑
問
を
残
す
。
随
身
は
、
女
の
贈

歌
「
心
あ
て
に
…
」
を
読
ん
で
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
歌
意
を
知
ち
な
い
彼

が
、
女
の
贈
歌
意
図
や
そ
の
と
き
の
状
況
に
つ
い
て
、
「
ま
だ
見
ぬ
御
さ
ま
な

（56）



り
け
れ
ど
、
い
と
し
る
く
思
ひ
あ
て
ら
れ
た
ま
へ
る
御
側
目
を
心
す
ぐ
さ
で
さ

し
お
ど
ろ
か
し
け
る
」
委
細
ま
で
、
こ
れ
ほ
ど
リ
ア
ル
に
「
誤
認
」
す
る
の
は

不
自
然
で
あ
る
。
源
氏
の
返
歌
「
寄
り
て
こ
そ
…
」
を
瞥
見
し
て
の
「
想
像
」
．

「
誤
認
」
と
考
え
る
に
も
、
当
る
ま
い
。
ま
た
、
読
者
に
そ
う
と
確
信
を
与
え

る
に
足
る
彼
の
重
大
な
「
誤
認
」
を
、
作
者
が
物
語
描
写
の
な
か
で
つ
い
に
訂

正
し
な
い
の
も
解
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
て
、
随
身
心
内
語
語
に
は
問

題
が
多
く
、
地
の
文
説
が
当
を
得
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
文
脈
に
つ
な
が
る
「
心

あ
て
に
…
」
の
歌
が
、
そ
の
主
旨
に
お
い
て
、
源
氏
の
「
側
目
を
見
す
ぐ
さ
で
」

「
そ
れ
」
と
「
思
ひ
あ
て
」
た
女
の
意
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。

 
ひ
っ
き
ょ
う
す
る
に
、
こ
の
歌
の
「
そ
れ
」
は
「
夕
顔
の
花
」
と
「
白
露
の

卜
し
と
を
同
時
的
に
指
示
し
、
全
体
の
歌
意
と
し
て
も
、
表
裏
の
二
重
構
成
で

保
た
れ
て
い
る
と
読
解
す
る
ほ
か
な
い
。
諸
訳
の
な
か
で
、
い
ま
示
唆
に
富
む

高
橋
亨
旧
説
を
引
い
て
学
び
た
い
ゆ

 
 
こ
の
歌
が
「
夕
顔
」
を
光
源
氏
に
喩
え
た
か
、
夕
顔
じ
し
ん
を
意
味
す
る

 
 
か
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
表
層
の
意
味
と
し
て
は

 
 
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
「
そ
れ
」
で
あ
る
「
夕
顔
の
花
」
は
、
花
そ
の

 
 
も
の
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
「
白
露
の
光
」
に
つ
い
て
は
、
光

 
 
源
氏
の
美
し
さ
を
喩
え
た
と
い
え
る
。
（
中
略
）
夕
顔
方
で
は
、
光
源
氏

 
 
で
あ
る
こ
と
を
推
測
し
て
、
そ
の
風
流
な
花
を
折
る
行
為
に
答
え
た
の
で

 
 
 
 
 
 
 

 
 
あ
る
。

氏
の
言
わ
れ
る
「
表
層
」
に
倣
う
な
ら
、
喩
え
の
意
味
を
「
深
層
」
と
呼
ぶ
こ

と
が
許
さ
れ
よ
う
。
両
層
が
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
源
氏
に
と
っ

て
歌
は
「
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
」
（
ω
卜
二
一
四
頁
）
と

「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表
現
 
1
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ヨ
 

読
ま
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

 
次
に
、
こ
の
歌
の
作
者
は
誰
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。

 
物
語
を
先
へ
辿
っ
て
巻
の
半
ば
、
な
に
が
し
の
院
に
お
け
る
愛
の
耽
溺
の
と

き
、
源
氏
と
夕
顔
は
四
度
目
の
贈
答
歌
を
交
わ
す
。

 
 
夕
露
に
紐
と
く
花
は
玉
ぼ
こ
の
た
よ
り
に
み
え
し
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ

 
 
露
の
光
や
い
か
に
」
と
、
の
た
ま
へ
ば
、
後
目
に
見
お
こ
せ
て
、

 
 
光
あ
り
と
臆
し
夕
顔
の
上
露
は
た
そ
が
れ
時
の
空
目
な
り
け
り
 
（
ω
1

 
 
二
三
五
～
六
頁
）

右
の
贈
答
歌
は
、
明
ら
か
に
巻
頭
部
贈
答
歌
「
心
あ
て
に
…
」
「
寄
り
て
こ
そ
…
」

と
対
応
し
て
お
り
、
源
氏
の
問
い
か
け
「
露
の
光
や
い
か
に
」
も
ま
た
同
断
な

の
で
あ
る
か
ら
、
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
作
者
が
夕
顔
で
あ
る
こ
と
は
自
明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

と
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
女
の
「
内
気
な
性
格
と
矛
盾
す
る
言
動
」

と
い
わ
れ
、
問
題
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
の
点
に
つ
い
て
、
か
つ
て
玉
上
琢

弥
氏
は
次
の
よ
う
に
評
解
さ
れ
た
。

 
 
こ
の
歌
の
作
り
主
は
結
局
だ
れ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
夕
顔
の
花

 
 
咲
く
宿
の
女
主
人
と
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
女
あ
る
じ
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
無
類
の
は
に
か
み
屋
で
あ
っ
て
、
一
目
見
た
路

 
 
上
の
人
に
、
こ
ん
な
歌
を
贈
る
べ
き
人
で
は
な
い
。
が
、
こ
の
歌
が
な
く

 
 
て
は
、
こ
の
巻
の
話
は
起
こ
ら
な
い
の
で
、
こ
の
一
事
は
作
者
の
無
理
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
り
 

 
 
失
策
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
解
か
れ
て
、
通
説
に
お
け
る
最
大
の
難
点
が
克
服
さ
れ
え
た
の
か
、

ど
う
か
。
他
方
、
黒
須
氏
説
で
は
、
贈
歌
の
相
手
を
頭
中
将
と
見
る
こ
と
で
疑

問
は
氷
解
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
既
述
し
た
ご
と
く
、
そ
の
解
釈
に
も

さ
ま
ざ
ま
の
無
理
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
顧
慮
さ
れ
る
の
は
、
歌
を
夕
顔
と
侍
女
た
ち
の
合
作
と
み
る
説
で
あ

 
 
 
ソ

る
。
物
語
で
も
、
当
初
の
場
面
か
ら
「
を
か
し
き
額
つ
き
の
透
影
あ
ま
た
見

え
て
の
ぞ
く
」
（
ω
i
二
〇
九
頁
）
と
の
描
写
が
あ
り
、
宿
守
の
情
報
に
よ
れ
ば
、

夕
顔
の
宿
に
は
「
宮
仕
人
」
が
来
通
っ
て
い
る
と
い
う
。
源
氏
の
推
量
で
は
、

「
さ
ら
ば
、
そ
の
宮
仕
人
な
な
り
。
し
た
り
顔
に
も
の
馴
れ
て
言
へ
る
」
（
二

一
五
頁
）
歌
と
判
読
さ
れ
て
い
る
し
、
随
身
に
も
「
『
い
か
に
聞
こ
え
む
』
な
ど
、

言
ひ
し
ろ
ふ
」
（
同
）
宿
の
女
た
ち
の
様
子
が
黒
い
知
ら
れ
て
い
る
。
侍
女
た

ち
の
参
画
に
よ
る
合
作
、
零
丁
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
と
し
た
い
。
た
だ
し
、

「
も
て
馴
ら
し
た
る
移
り
香
、
い
と
し
み
諾
う
な
つ
か
し
く
て
、
を
か
し
う
す

さ
み
書
き
」
し
て
あ
る
扇
の
「
あ
て
は
か
に
ゆ
ゑ
づ
き
」
（
二
一
三
～
四
頁
）

て
い
る
そ
の
風
流
に
、
夕
顔
の
関
与
が
暗
示
さ
れ
て
お
り
、
源
氏
の
好
奇
心
は

こ
こ
に
集
中
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
夕
顔
一
人
の
頓
作
、

贈
歌
と
見
な
さ
れ
る
が
、
源
氏
に
対
し
こ
と
さ
ら
の
釈
明
は
不
要
の
域
に
、
二

人
の
愛
は
高
揚
し
て
い
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の

合
作
説
に
よ
れ
ば
、
前
の
贈
歌
と
夕
顔
の
性
格
の
矛
盾
問
題
は
、
根
本
的
解
決

と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
あ
る
程
度
の
合
理
的
説
明
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
以
上
は
、
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
に
つ
い
て
、
解
釈
上
問
題
視
さ
れ
る
二
つ

の
要
点
を
中
心
に
再
確
認
、
再
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

二

 
「
夕
顔
」
巻
の
文
章
が
、
物
語
の
表
現
と
し
て
成
立
し
完
結
し
て
い
る
以
上
、

こ
う
し
た
問
題
の
未
決
は
厄
介
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
本
節
で
は
考
察
の

視
角
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
表
現
論
あ
る
い
は
文
章
法
の
立
場
か
ら
、
問
題
を
捉

え
な
お
し
て
み
た
い
。
歌
と
そ
の
前
後
の
散
文
叙
述
と
の
関
わ
り
を
い
っ
そ
う

重
視
し
て
、
問
題
の
基
層
に
あ
る
も
の
を
探
究
し
た
い
の
で
あ
る
。

 
前
節
で
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、
小
論
の
視
座
か
ら
捉
え
ら
れ
る
い
く
つ
か

の
疑
問
点
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

 
ま
ず
、
随
身
は
女
か
ら
の
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
を
読
ん
で
い
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
後
の
言
動
に
お
い
て
は
歌
の
内
容
を
既
知
の
も
の
と
し
て
い
る
様

子
が
読
み
と
ら
れ
る
の
が
第
一
の
疑
問
ゆ
前
掲
本
文
「
ま
だ
見
ぬ
御
さ
ま
な
り

け
れ
ど
、
（
下
省
略
）
」
を
彼
の
内
心
語
と
解
す
る
立
場
に
従
え
ば
前
述
の
ご
と

く
で
あ
る
し
、
地
の
文
説
に
従
う
と
し
て
も
、
「
言
ひ
し
ろ
ふ
べ
か
め
れ
ど
、

め
ざ
ま
し
と
思
」
う
推
量
が
前
議
歌
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

 
第
二
の
疑
問
。
源
氏
は
、
贈
歌
を
受
け
た
当
座
、
こ
の
歌
の
作
者
を
「
そ
の

宮
仕
人
」
（
二
一
五
頁
）
と
判
断
し
て
い
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
第
四
贈

答
歌
場
面
で
は
、
こ
れ
を
夕
顔
の
濫
作
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
「
露
の
光
や
い

か
に
」
と
問
い
か
け
、
夕
顔
も
そ
う
し
た
源
氏
の
意
を
承
認
し
た
上
で
応
答
し

て
い
る
（
ω
一
二
三
五
～
六
）
。
小
論
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
の

重
大
事
-
源
氏
の
最
大
の
関
心
事
は
、
高
歌
の
主
が
誰
で
あ
る
か
突
き
と
め
る

こ
と
で
あ
っ
た
一
に
つ
い
て
の
判
断
の
変
更
を
、
源
氏
を
視
点
人
物
と
す
る
お

び
た
だ
し
い
描
写
文
中
に
一
行
も
叙
さ
な
い
物
語
表
現
の
あ
り
方
で
あ
る
。

 
第
三
は
、
再
び
夕
顔
の
性
格
と
贈
歌
行
動
と
の
矛
盾
の
問
題
で
、
当
初
は
別

と
し
て
、
源
氏
は
や
が
て
贈
歌
の
主
を
夕
顔
と
信
じ
込
む
よ
う
に
な
っ
た
と
読

み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
の
従
順
で
内
気
な
人
柄
に

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
贈
歌
と
し
て
源
氏
が
不
審
に
思
う
こ
と
は
一
度
さ
え
も
な

い
物
語
の
描
写
が
、
気
に
な
る
。
か
つ
て
今
井
源
衛
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

「
い
と
ら
う
た
く
」
「
柔
ら
か
に
、
お
ほ
ど
き
て
」
「
あ
え
か
な
る
」
（
ω
1
二
二
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七
一
二
三
一
頁
）
夕
顔
の
姿
は
、
あ
く
ま
で
も
「
源
氏
の
目
に
映
る
」
限
り
の

そ
れ
で
あ
っ
て
、
女
の
実
体
は
、
も
っ
と
「
し
た
た
か
な
心
の
張
り
」
「
自
我
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
」
し
、
そ
う
し
た
夕
顔

の
真
実
を
つ
か
み
え
な
い
源
氏
の
「
を
こ
」
性
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
夕
顔
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
お
 

巻
の
主
題
を
形
成
す
る
と
説
く
日
向
氏
の
論
も
首
肯
さ
れ
る
。
が
、
そ
う
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
最
初
の
贈
歌
と
後
に
会
っ
て
知
る
女
の
性
格
と
の
ギ
ャ
ッ

プ
の
大
き
さ
に
気
づ
く
の
は
、
他
の
誰
に
も
ま
し
て
源
氏
自
身
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
の
叙
述
も
も
た
な
い
ま
ま
、
物

語
本
文
は
表
現
と
し
て
成
立
し
、
描
写
と
し
て
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ

え
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
こ
の
贈
歌
と
そ
の
作
者
夕
顔
の
性
格
と
の
不
一
致
を
意

に
介
し
な
か
っ
た
の
は
源
氏
な
の
で
は
な
く
、
物
語
の
作
者
（
語
り
手
）
自
身

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
読
む
の
が
、
小
論
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
詳
考
は

後
述
に
ゆ
ず
る
。

 
な
お
、
付
加
的
な
疑
問
と
し
て
補
い
た
い
が
、
受
歌
「
心
あ
て
に
…
」
に
対

応
す
る
「
光
あ
り
と
…
」
の
歌
が
、
文
脈
上
あ
り
ま
に
遠
く
隔
た
り
す
ぎ
て
は

い
な
い
か
。
作
中
、
無
謬
の
間
に
は
相
当
長
い
時
間
の
経
過
が
あ
っ
た
は
ず
で
、

贈
答
歌
の
会
話
性
に
留
意
し
な
が
ら
読
み
辿
れ
ば
、
二
つ
の
贈
答
歌
（
1
一
会
話
）

の
対
応
承
接
は
、
間
の
び
が
し
て
い
て
、
不
自
然
で
あ
る
。

 
以
上
を
総
合
す
る
に
、
こ
の
物
語
で
は
、
作
中
の
歌
が
、
そ
の
前
後
に
散
文

で
描
写
さ
れ
る
場
面
や
人
物
の
状
況
と
、
必
ず
し
も
必
然
的
な
関
係
に
お
い
て

整
合
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
表
現
性
を
異
に
す
る
和

歌
と
散
文
が
、
融
合
し
て
完
結
し
た
物
語
表
現
体
を
造
成
す
る
と
き
、
一
見
矛

盾
と
も
不
合
理
と
も
見
な
さ
れ
る
細
部
は
す
べ
て
そ
こ
に
包
み
込
ま
れ
、
止
揚

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
の
表
現
は
単
純
な
合

「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表
現
 
1
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
一

理
主
義
の
み
で
は
尽
く
せ
な
い
、
よ
り
深
い
奥
ゆ
き
を
も
っ
て
い
る
。

 
作
中
人
物
の
詠
歌
と
散
文
に
よ
る
前
後
の
場
面
描
写
と
の
不
整
合
は
、
「
夕

顔
」
巻
以
外
の
諸
巻
で
も
頻
繁
に
現
象
し
て
い
る
の
で
、
い
ま
便
宜
上
こ
れ
に

近
い
二
、
三
の
巻
か
ら
、
例
証
と
し
て
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
を
と
り
あ
げ
て
み

た
い
。

 
「
桐
壺
」
巻
で
、
い
ま
わ
の
際
に
あ
る
更
衣
の
詠
歌
場
面
を
読
む
と
、

 
 
か
ぎ
り
と
て
尽
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

 
 
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞
こ
え
ま
ほ
し

 
 
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
（
下
略
）
（
ω
一
九
九
頁
）

と
の
描
写
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
広
川
勝
実
氏
の
ご
指
摘
に
学
び
た
い
。

 
 
「
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
」
と

 
 
は
、
あ
る
か
な
き
か
の
言
語
表
出
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
和
歌
的

 
 
な
も
の
は
（
中
略
）
、
散
文
に
は
求
め
ら
れ
ぬ
表
現
性
を
発
揮
す
る
。
そ

 
 
れ
が
帝
の
耳
に
達
し
た
か
否
か
。
（
中
略
）
そ
の
言
の
葉
は
帝
の
側
に
明

 
 
確
に
受
け
取
ら
れ
た
と
い
う
保
証
は
な
い
。
し
か
も
、
物
語
の
総
体
に
お

 
 
い
て
は
十
分
に
…
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
。
こ
こ
に
源
氏
物
語
の
和
歌
の
方

 
 
 
 
 
 
 
と

 
 
法
が
あ
る
。

氏
説
に
よ
っ
て
、
説
明
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
し
た
い
。

 
同
仁
半
ば
、
悲
傷
の
極
み
に
あ
る
母
君
が
帝
か
ら
の
弔
問
を
受
け
、
御
文
を

読
む
場
面
。

 
 
宮
城
野
の
露
吹
き
む
す
ぶ
風
の
音
に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

 
 
と
あ
れ
ど
、
え
見
た
ま
ひ
は
て
ず
。
（
同
、
一
〇
五
頁
）

右
に
お
い
て
、
「
え
見
た
ま
ひ
は
て
ず
」
は
、
母
君
が
涙
に
く
れ
て
帝
の
歌
を

詠
み
果
し
て
い
な
い
と
の
意
で
あ
る
が
、
後
文
に
叙
せ
ら
れ
る
返
書
の
な
か
に
、
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彼
女
の
全
き
答
歌
を
見
る
。

 
 
あ
ら
き
風
ふ
せ
ぎ
し
か
げ
の
枯
れ
し
ょ
り
小
萩
が
う
へ
そ
し
づ
ご
こ
ろ
な

 
 
き
（
同
、
＝
○
頁
）

こ
う
し
た
叙
述
の
総
体
が
ハ
物
語
の
完
結
し
た
表
現
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の

は
、
前
の
事
例
の
場
合
に
同
断
で
あ
る
。
，

 
「
帯
金
」
巻
末
に
逢
瀬
を
拒
絶
さ
れ
た
源
氏
と
、
拒
ん
で
逃
げ
た
空
蝉
の
そ

れ
ぞ
れ
の
詠
歌
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。

 
 
「
一
木
の
心
を
し
ら
で
そ
の
原
の
道
に
あ
や
な
く
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な

 
 
聞
こ
え
ん
方
こ
そ
な
け
れ
」
と
の
た
ま
へ
り
。
女
も
、
さ
す
が
に
ま
ど
ろ

 
 
ま
ざ
り
け
れ
ば
、

 
 
数
な
ら
ぬ
伏
屋
に
生
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
帯
木

 
 
と
、
聞
え
た
り
。
（
ω
1
一
八
七
一
八
頁
）

場
面
の
状
況
か
ら
、
二
人
の
歌
は
唱
和
で
は
な
い
。
さ
吻
と
て
、
手
紙
に
よ
る

贈
答
で
も
な
く
、
小
君
の
口
頭
に
よ
る
伝
達
で
も
な
い
。
互
い
に
遠
く
離
れ
た

場
所
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
詠
と
読
む
ほ
か
な
い
が
、
物
語
の
表
現
と
し
て
は
、

明
ら
か
に
贈
答
歌
と
し
て
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
歌
が
場
面
の
必
然
を
超
脱
し
、

散
文
を
陵
駕
す
る
独
自
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
が
歌
物
語
の
方
法
に
、
よ
り
顕
著
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
も
、

併
せ
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
右
に
同
趣
の
表
現
を
、
他
に
「
蓬
生
」
巻
に
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
孤
独

と
貧
窮
の
極
み
か
ら
す
る
末
摘
花
の
詠
歌

 
 
亡
き
人
を
恋
ふ
る
訣
の
ひ
ま
な
き
に
荒
れ
た
る
軒
の
し
っ
く
さ
へ
添
ふ

 
 
 
（
②
1
三
三
五
頁
）

何
か
に
誘
導
さ
れ
る
よ
う
に
邸
内
に
進
む
源
氏
の
詠
歌

 
 
た
つ
ね
て
も
わ
れ
こ
そ
と
は
め
道
も
な
く
深
き
よ
も
ぎ
の
も
と
の
こ
こ
ろ

 
 
を
（
同
、
三
三
八
頁
）

歌
は
、
別
々
に
つ
ぶ
や
か
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
独
詠
で
あ
る
。
両
歌
は
、
そ
の
間

に
長
い
散
文
を
介
し
て
呈
せ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
藤
井
貞
和
氏
も
説
か
れ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
末
摘
花
の
回
心
が
源
氏
の
独
修
を
「
喚
び
出
し
」
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
唱
和
に
な
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
歌
主

導
型
の
物
語
表
現
と
解
し
た
い
。

 
い
ま
一
つ
、
「
花
宴
」
巻
中
に
、
よ
り
端
的
な
事
例
を
見
る
の
で
、
引
証
と

し
よ
う
。
源
氏
と
の
不
義
に
苦
悩
を
深
め
る
藤
壷
の
歌
。

 
 
お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を
み
ま
し
か
ば
露
も
心
の
お
か
れ
ま
し
や
は

 
 
御
心
の
中
な
り
け
ん
こ
と
、
い
か
で
漏
り
に
け
む
。
（
ω
1
四
二
五
頁
）

歌
の
後
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
草
子
地
に
注
意
し
た
い
。
藤
壷
の
心
中
に
思
ひ
辿

ら
れ
た
だ
け
の
独
詠
歌
が
、
な
ぜ
物
語
の
表
面
に
現
わ
れ
、
伝
承
さ
れ
た
の
か

が
不
可
解
と
す
る
作
者
（
1
1
語
り
手
）
の
弁
明
な
の
で
あ
る
が
、
ひ
っ
き
ょ
う

す
る
に
，
こ
こ
で
の
歌
の
記
述
は
、
前
後
に
散
文
で
描
写
さ
れ
て
い
る
場
面
の

必
然
に
合
致
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
全
知
視
点
の
立
場

に
立
つ
作
者
か
ら
す
れ
ば
、
地
の
文
に
お
け
る
作
中
人
物
の
心
理
描
写
と
同
様
、

藤
壷
の
内
面
も
叙
述
可
能
と
さ
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
詠
歌
に
限
っ
て
そ

れ
が
許
さ
れ
な
い
表
現
事
情
が
あ
る
ら
し
い
。

 
以
上
、
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
た
い
。
物
語
に
お
い
て
、
作
中
の

和
歌
は
、
そ
の
前
後
に
散
文
で
描
か
れ
る
場
面
や
状
況
の
必
然
に
支
配
さ
れ
る

こ
と
な
く
一
む
し
ろ
よ
り
優
位
の
位
相
に
あ
っ
て
、
物
語
の
表
現
を
領
導
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
聞
こ
文
な
い
は
ず
の
独
詠
歌
が
、
別
の
独
詠
歌
を
喚
ん

で
贈
答
歌
に
な
っ
た
り
、
唱
和
歌
に
な
っ
た
り
し
て
矛
盾
を
は
ら
み
な
が
ら
、
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塵

結
果
、
総
体
と
し
て
の
物
語
の
表
現
を
成
り
立
た
せ
、
完
結
せ
し
め
る
。
物
語

に
お
い
て
、
表
現
の
機
能
、
そ
の
位
相
を
異
に
す
る
歌
と
散
文
の
接
合
は
、
必

ず
し
も
合
理
的
整
合
を
示
す
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
が
、
歌
物
語
的
な
方

法
の
援
用
に
よ
っ
て
、
作
者
（
目
語
り
手
）
は
そ
う
し
た
不
合
理
や
矛
盾
を
い

ち
は
や
く
克
服
し
て
い
る
と
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

 
当
面
の
、
「
夕
顔
」
巻
に
つ
い
て
も
、
既
述
の
よ
う
な
読
解
法
は
妥
当
し
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
贈
答
歌
と
第
四
贈
答
歌
（
源
氏
と
夕
顔
の
贈
答
歌
）
の

対
応
関
係
は
動
か
な
い
。
が
、
そ
の
間
に
散
文
で
描
写
さ
れ
る
二
人
の
愛
の
進

展
状
況
と
贈
答
歌
と
は
、
正
確
に
整
合
し
な
い
ま
ま
の
物
語
表
現
と
し
て
完
結

せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
顕
著
な
の
は
、
第
一
と

第
四
の
贈
答
歌
を
軸
と
す
る
歌
物
語
的
方
法
で
あ
っ
て
、
歌
の
機
能
や
表
現
性

を
優
先
さ
せ
て
な
さ
れ
る
物
語
の
表
現
総
体
の
な
か
で
、
前
記
し
た
疑
問
点
は
、

す
べ
て
収
拾
さ
れ
、
超
克
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
も
解
き
難
い

と
さ
れ
る
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
と
そ
の
詠
作
者
夕
顔
の
性
格
の
不
一
致
、
矛

盾
の
問
題
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
歌
物
語
的
趣
向
の
優
勢
拡
大
の
も
と
で
、
も

は
や
問
わ
れ
る
べ
き
理
由
を
失
っ
た
と
、
小
論
で
は
解
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
歌
の
作
者
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
作
者
（
口
語
り
手
）
に
と
っ

て
も
読
者
（
1
1
聞
き
手
）
に
と
っ
て
も
、
い
ま
や
一
顧
に
も
値
せ
ず
、
重
要
な

の
は
、
こ
の
歌
を
契
機
と
し
て
源
氏
と
夕
顔
が
熱
い
恋
に
陥
ち
、
そ
め
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
で
再
び
三
た
び
歌
を
贈
答
す
る
、
そ
の
展
開
部
な
の
で
あ
る
。
い
っ

た
い
、
こ
の
物
語
の
な
か
で
、
歌
と
そ
の
詠
作
人
物
の
個
性
と
の
必
然
関
係
は
「

し
ば
し
ば
稀
薄
で
あ
る
。
「
夕
顔
」
巻
の
場
合
も
、
同
断
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表
現
 
一
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
一

三

 
「
夕
顔
」
巻
前
半
の
物
語
が
、
源
氏
と
夕
顔
の
贈
答
歌
を
中
心
に
場
面
構
成

さ
れ
、
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
読
む
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

贈
答
歌
は
、
そ
の
会
話
的
機
能
を
基
本
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
の
会
話
性
を
支

え
る
言
語
場
と
し
て
の
場
面
や
状
況
は
、
描
写
…
機
能
を
基
本
と
す
る
散
文
に

よ
っ
て
、
地
の
文
に
描
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
贈
答
歌
と
地
の
文
と
は
、
本

来
、
そ
の
場
面
に
お
い
て
有
機
能
必
然
的
整
合
関
係
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

が
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
で
は
、
両
者
の
不
整
合
、
飛
躍
の
様
相
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
原
因
が
、
歌
物
語
的
方
法
に
拠
る
和
歌

優
先
の
叙
述
法
に
あ
る
ら
し
い
点
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
触
れ
た
。

 
と
こ
ろ
で
、
物
語
の
和
歌
に
つ
い
て
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
 
n

て
お
ら
れ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田

 
 
作
立
の
和
歌
は
、
あ
く
ま
で
も
作
中
人
物
の
言
葉
の
一
環
と
し
て
機
能
し

 
 
て
い
る
。
語
り
手
や
作
者
な
ど
物
語
の
外
か
ら
は
、
け
っ
し
て
扇
情
の
添

 
 
え
も
の
の
よ
う
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
。
（
中
略
）
作

 
 
中
人
物
だ
ち
の
言
葉
と
し
て
限
ら
れ
て
い
る
独
詠
歌
・
贈
答
歌
・
唱
和
歌

 
 
は
、
日
常
的
な
独
り
言
・
対
話
・
座
談
の
変
形
と
し
て
の
、
非
日
常
的
な

 
 
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
物
語
中
の
和
歌
は
、
日
常
性
の
な
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
 
の
非
日
常
性
と
し
て
、
重
層
的
な
し
く
み
を
構
成
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

右
に
続
い
て
な
さ
れ
る
具
体
例
に
即
し
て
の
論
解
も
あ
わ
せ
、
物
語
の
和
歌
の

非
日
常
性
に
つ
い
て
の
示
唆
深
い
ご
論
考
と
し
て
学
ぶ
の
で
あ
る
が
、
小
論
の

立
場
か
ら
、
こ
れ
を
再
吟
味
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
か
と
考
え
る
。

 
物
語
中
の
和
歌
が
、
「
作
中
人
物
の
言
葉
の
一
環
」
と
し
て
は
た
ら
い
て
い



る
こ
と
は
、
物
語
表
現
の
表
層
に
お
い
・
て
、
確
か
に
承
認
さ
れ
な
く
て
は
な
る

ま
い
。
高
橋
亨
氏
の
分
類
に
よ
っ
て
も
、
「
会
話
文
」
「
歌
」
「
手
紙
文
」
マ
心
内

語
」
は
「
登
場
人
物
た
ち
の
語
り
」
と
さ
れ
、
残
る
「
草
子
地
」
や
「
地
の
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゼ

が
「
語
り
手
の
語
り
」
と
さ
れ
て
い
る
の
が
参
照
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
例

え
ば
「
心
内
語
」
と
「
地
の
文
」
と
の
融
合
あ
る
い
は
区
別
が
し
ば
し
ば
問
題

 
 
 
 
 
ま

視
さ
れ
る
の
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
和
歌
表
現
の

位
相
は
、
単
純
一
律
に
人
物
の
言
葉
と
規
定
で
き
な
い
一
面
を
も
示
す
の
で
あ

る
。
端
的
な
事
例
は
、
前
掲
の
「
花
宴
」
講
中
の
歌
「
お
ほ
か
た
に
…
」
で
あ

る
。
既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
こ
と
ば
と
し
て
表
出
さ
れ
な
か
っ
た
、
藤
壷

の
心
中
思
惟
世
界
内
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
彼
女
の
「
心
内
語
」

で
あ
り
、
形
態
は
と
も
か
く
、
そ
の
表
現
性
に
お
い
て
は
「
地
の
文
」
に
お
け

る
「
心
内
語
」
と
地
続
き
の
表
現
位
相
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
す
で
に
、

作
者
（
目
語
り
手
）
に
よ
る
藤
壷
の
内
面
表
現
と
読
ん
で
、
不
当
で
は
な
い
。

 
こ
の
物
語
に
圧
倒
的
に
多
い
贈
答
歌
・
唱
和
歌
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
れ
ら

が
日
常
的
な
言
葉
と
し
て
の
「
対
話
」
「
座
談
」
の
「
変
形
」
と
し
て
の
非
日

常
的
言
語
で
あ
る
こ
と
は
確
実
と
し
て
、
人
物
た
ち
に
と
っ
て
日
常
的
言
語
場

と
し
て
の
場
面
や
状
況
の
必
然
を
超
脱
、
、
無
視
す
る
ほ
ど
の
「
変
形
」
と
は
何

か
、
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
は
、
作
中
人
物
た
ち
の
言
葉
の

範
時
を
超
え
た
、
よ
り
高
次
の
表
現
性
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
お

そ
ら
く
、
発
話
の
主
体
が
作
中
人
物
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
作
者
（
門
語
り
手
）

自
身
で
も
あ
る
と
い
う
表
現
の
機
構
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ

う
。
鈴
木
説
に
従
っ
て
述
べ
改
め
る
な
ら
、
作
中
人
物
た
ち
の
「
日
常
的
な
言

葉
」
と
し
て
の
「
独
り
言
・
対
話
・
座
談
」
を
「
非
日
常
的
な
言
葉
」
と
し
て

の
「
独
詠
・
贈
答
歌
・
唱
和
歌
」
へ
と
「
変
形
」
す
る
の
は
、
小
論
に
よ
れ
ば
、

作
中
人
物
た
ち
な
の
で
は
な
く
、
作
者
（
目
語
り
手
）
自
身
だ
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

 
物
語
中
の
和
歌
が
も
つ
象
徴
性
、
暗
示
性
一
総
じ
て
、
日
常
的
な
言
葉
で
は

表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
種
々
の
芸
術
性
に
つ
い
て
も
、
歌
を
す
べ
て
作
中
人

物
の
言
葉
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
。
例
え
ば
、
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
に
つ
い
て
、
「
白
露
の
光
」
が
源
氏
を
、

そ
し
て
、
「
夕
顔
の
花
」
が
源
氏
の
い
ま
の
風
流
を
共
感
共
有
で
き
る
女
君
夕

顔
を
、
そ
れ
ぞ
れ
暗
示
ま
た
は
象
徴
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に

認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
比
喩
、
暗
示
の
表
現
意
匠
は
、
夕
顔
自
身

の
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
む
し
ろ
こ
の
物
語
の
作
者
（
1
1
語
り
手
）
自
身
の
そ
れ

で
も
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
夕
顔
が
自
分
自
身
を
「
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の

花
」
と
美
化
し
て
言
っ
た
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
な
歌
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
い
ま
一
例
、
夕
顔
の
返
歌
に
つ
い
て
み
よ
う
。

 
 
山
の
端
の
心
も
し
ら
で
ゆ
く
月
は
う
は
の
そ
ら
に
て
影
や
絶
え
な
む
（
ω

 
 
一
二
三
四
頁
）

こ
の
歌
の
中
で
、
「
影
や
絶
え
な
む
」
が
女
の
死
を
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
も

は
や
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
夕
顔
自
身
が
こ
こ
で
死
の
予
感
を
詠

ん
だ
の
か
、
ど
う
か
。
『
全
集
』
の
頭
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
前
文
に
「
『
に

は
か
に
雲
が
く
れ
て
』
（
二
三
三
頁
）
と
あ
っ
た
の
を
受
け
て
」
こ
そ
成
り
立

つ
表
現
で
、
歌
と
地
の
文
と
は
一
体
化
し
た
位
相
で
物
語
の
表
現
を
支
え
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
死
を
暗
示
す
る
こ
こ
で
の
歌
表

現
は
、
地
の
文
と
の
連
続
の
相
に
お
い
て
、
作
者
（
時
語
り
手
）
自
身
の
も
の

で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
ひ
っ
き
ょ
う
す
る
に
、
こ
の
物
語
の
な
か
の
和
歌
は
、
作
中
人
物
の
言
葉
で
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あ
り
つ
つ
、
同
時
に
作
者
（
目
語
り
手
）
自
身
の
自
己
表
現
と
も
な
っ
て
、
よ

り
高
い
次
元
で
、
物
語
の
表
現
の
総
体
形
成
に
参
与
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ

よ
う
。
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
別
の
こ
論
文
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て

い
ら
れ
る
。

 
 
贈
答
和
歌
が
、
相
手
と
の
通
達
性
を
十
分
に
機
能
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に

 
 
と
ど
ま
ら
ず
、
他
面
で
は
そ
の
対
人
意
識
を
も
越
え
た
和
歌
自
体
の
表
現

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
性
を
自
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

論
旨
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
小
論
で
も
い
ま
、
示
唆
深
く
学
べ
よ
う
。

 
か
く
て
、
当
初
の
課
題
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
問
題
に
戻
り
、
小
論

の
結
語
を
記
し
た
い
。

 
こ
の
歌
の
詠
作
者
は
、
物
語
の
表
層
に
お
い
て
は
夕
顔
（
侍
女
合
作
説
を
含

む
）
で
あ
り
、
そ
の
深
層
に
お
い
て
は
作
者
（
1
1
語
り
手
）
自
身
な
の
で
あ
る
。

そ
の
二
重
機
構
こ
そ
が
、
歌
意
に
も
表
層
と
深
層
の
二
重
構
造
性
を
生
ぜ
し
め

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
夕
顔
の
贈
歌
と
し
て
の
会
話
…
機
能
と
作
者
（
1
1

語
り
手
）
の
表
現
と
し
て
の
暗
示
・
象
徴
機
能
と
が
一
体
化
し
、
統
合
さ
れ
て
、

そ
こ
に
物
語
の
表
現
体
と
し
て
の
作
中
の
詠
歌
が
叙
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
物
語
歌
が
核
と
な
っ
て
、
物
語
の
場
面
を
構
成
し
、

あ
る
い
は
展
開
さ
せ
て
い
る
の
が
「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表
現
な
の
で
あ
る
。

「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
上
の
諸
問
題
は
、
そ
う
し
た
物
語
歌
の
二
重
機

構
性
を
ど
う
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
決
の
方
呵
を
得
て
い
く
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
（
1
）

黒
須
重
彦
「
白
き
扇
の
い
た
う
こ
が
し
た
る
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」

第
四
十
六
輯
、
昭
4
6
・
6
）
、
後
『
夕
顔
と
い
う
女
』
笠
間
書
院
、

「
夕
顔
」
巻
の
文
章
表
現
 
1
「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
一

億
（
2
）

注
（
3
）

注
（
4
）

注
（
5
）

注
（
6
）

注
（
7
）

注
（
8
）

注
 10
）

注

す

v
昭
5
0
・
1
刊
に
改
稿
。

鬼
束
隆
昭
「
朝
顔
と
夕
顔
-
宣
孝
関
係
の
紫
式
部
歌
と
源
氏
物
語

-
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
4
8
・
1
0
）
、
藤
井
貞
和
コ
ニ
輪
山
神
話
式

語
り
の
方
法
そ
の
ほ
か
-
夕
顔
の
巻
i
」
（
「
共
立
女
子
短
大
文
科

紀
要
」
二
十
二
号
、
昭
5
4
・
2
）
、
犬
養
廉
「
夕
顔
と
の
出
会
い
」

（『

u
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
一
集
、
昭
5
5
・
9
所
収
）
な
ど
、

基
本
的
に
黒
須
説
批
判
の
立
場
に
よ
る
論
文
は
多
い
。
黒
須
説
賛

成
論
文
と
し
て
、
尾
崎
知
光
「
夕
顔
の
文
章
の
展
開
」
（
『
源
氏
物

語
私
財
抄
』
笠
間
書
院
、
昭
5
3
・
1
1
刊
所
収
）
、
松
尾
聡
「
夕
顔

巻
『
そ
れ
か
と
そ
見
る
』
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
文
学
」
昭
5
7
・

1
1
）
、
日
向
一
雅
「
夕
顔
巻
の
方
法
1
『
視
点
』
を
軸
と
し
て
一
」

（「

糟
黷
ﾆ
国
文
学
」
昭
6
1
・
9
）
な
ど
が
あ
る
。

注
（
2
）
の
尾
崎
論
文
。

注
（
2
）
の
松
尾
論
文
。

注
（
2
）
の
田
向
論
文
。

注
（
2
）
の
日
向
論
文
。

高
橋
亨
「
夕
顔
の
巻
の
表
現
ー
テ
ク
ス
ト
・
語
り
・
構
造
1
」

（「

ｶ
学
」
昭
5
7
・
1
1
）

こ
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
女
の
筆
跡
に
つ
い
て
の
叙
述
と
解
す
る

の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
る
が
、
歌
の
前
文
に
あ
る
「
を
か
し
う
す

一
さ
み
書
き
た
り
」
（
ω
1
二
一
四
頁
）
と
の
読
み
あ
わ
せ
で
、
こ

こ
は
小
論
の
趣
旨
に
従
う
試
解
を
当
て
て
み
た
。

『
全
集
』
ω
の
頭
注
に
よ
る
。

玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
一
巻
、
昭
3
9
・
1
0
 
角
川
書
店
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注
 11
）

刊
、
三
五
六
頁
）

玉
上
琢
弥
注
㈲
書
、
尾
崎
知
光
注
ω
論
文
、
稲
賀
敬
二
「
夕
顔
」

（
秋
山
三
編
『
源
氏
物
語
必
携
∬
』
学
燈
社
、
昭
5
7
・
2
所
収
）

な
ど
。
古
注
『
眠
江
入
楚
』
申
、
「
聞
書
」
「
秘
」
に
、
は
や
く
示

さ
れ
て
も
い
た
。

今
井
源
衛
『
源
氏
物
語
の
思
念
』
笠
間
書
院
、
昭
和
6
2
・
9
刊
。

一
〇
三
～
一
〇
九
頁
。

注
（
2
）
の
日
向
論
文
。

広
川
勝
美
「
和
歌
」
（
秋
山
度
編
『
源
氏
物
語
必
携
H
」
学
燈
社
、

昭
5
7
・
2
刊
所
収
）

藤
井
貞
和
「
蓬
生
」
（
「
国
文
学
」
昭
4
9
・
9
）

鈴
木
日
出
男
「
物
語
の
和
歌
・
引
歌
・
歌
言
葉
」
（
「
国
文
学
」
平

4
・
4
）

注
ω
に
同
じ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

秋
山
慶
「
状
況
と
会
話
・
内
話
」
（
「
国
文
学
」
昭
5
2
・
1
）
ほ
か
。

鈴
木
日
出
男
「
源
氏
物
語
の
和
歌
」
（
源
氏
物
語
探
究
会
編
『
源

氏
物
語
の
探
究
』
第
五
輯
、
昭
5
5
・
5
所
収
V
三
六
〇
頁
。

／
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