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和
泉
式
部
日
記
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

 
か
く
て
晦
日
が
た
に
ぞ
御
文
あ
る
。
日
ご
ろ
の
お
ぼ
っ
か
な
さ
な
ど
言
ひ

 
て
、
宮
「
あ
や
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
日
ご
ろ
も
の
言
ひ
つ
る
斜
な
む
遠
く

 
行
く
な
る
を
、
あ
は
れ
と
言
ひ
つ
べ
か
ら
む
こ
と
な
む
一
つ
言
は
む
と
思

 
ふ
に
、
そ
れ
よ
り
の
給
ふ
こ
と
の
み
な
む
さ
は
お
ぼ
ゆ
る
を
、
一
つ
の
た

 
ま
へ
」
と
あ
り
、
あ
な
し
た
り
顔
と
思
へ
ど
、
「
さ
は
え
聞
こ
ゆ
ま
じ
」

 
と
聞
こ
え
む
も
、
い
と
さ
か
し
け
れ
ば
、
女
「
の
た
ま
は
せ
た
る
こ
と
は

 
い
か
で
か
」
と
ば
か
り
に
て
、

 
 
女
惜
し
ま
る
る
涙
に
か
げ
は
と
ま
ら
な
む
心
も
知
ら
ず
秋
は
行
く
と
も

 
ま
め
や
か
に
は
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
も
は
べ
る
か
な
し
と
て
、
端

 
に
、
「
さ
て
も
、

 
 
女
君
を
お
き
て
い
っ
ち
行
く
ら
む
わ
れ
だ
に
も
憂
き
世
の
中
に
し
ひ
て

 
 
 
こ
そ
ふ
れ

 
と
あ
れ
ば
、
宮
「
思
ふ
や
う
な
り
と
聞
こ
え
む
も
、
見
知
り
顔
な
り
。
あ

 
ま
り
ぞ
お
し
は
か
り
過
ぐ
い
た
ま
ふ
、
憂
き
世
の
中
と
は
べ
る
は
。

 
 
 
宮
う
ち
捨
て
て
旅
行
く
人
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
ま
た
な
き
も
の
と
君
し

 
 
 
 
思
は
ば

 
 
あ
り
ぬ
べ
く
な
む
」
と
の
た
ま
へ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
古
典
文
学
全
集
P
・
＝
七
～
八
）

 
晦
日
と
は
九
月
の
晦
日
で
あ
る
。
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
四
月
に
端
を
発
し

た
和
泉
式
部
と
帥
宮
下
道
親
王
と
の
恋
に
も
、
は
や
五
ヶ
月
が
経
過
し
た
頃
。

1
し
か
し
、
二
人
の
仲
ら
い
に
は
な
か
な
か
進
展
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
五

ヶ
月
の
問
に
二
人
が
実
際
に
逢
っ
た
の
は
わ
ず
か
に
五
度
で
、
し
か
も
七
月
下

旬
に
逢
っ
て
か
ら
は
す
で
に
二
ヶ
月
も
逢
わ
ず
の
時
が
続
い
て
い
る
。
ほ
か
に

こ
の
間
に
四
度
ほ
ど
和
泉
を
訪
ね
た
帥
宮
が
逢
え
ず
に
帰
っ
た
と
い
う
こ
と
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

あ
り
、
こ
の
記
事
の
す
ぐ
前
に
も
、
九
月
十
日
余
り
の
有
明
の
月
に
目
を
覚
ま

し
た
帥
宮
が
「
あ
は
れ
、
こ
の
月
は
見
る
ら
む
か
し
」
と
和
泉
を
訪
う
た
も
の

の
、
和
泉
側
で
は
み
な
寝
入
っ
て
い
た
た
め
門
を
開
け
る
の
が
お
そ
く
な
り
空

し
く
帰
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
暁
起
き
に
手

習
の
よ
う
に
書
い
て
奉
っ
た
和
泉
の
文
と
、
そ
の
文
中
の
和
歌
に
答
え
た
帥
の

宮
の
五
首
の
歌
と
の
、
い
わ
ゆ
る
五
首
贈
答
の
経
緯
は
、
日
記
中
有
数
の
美
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
描
写
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
晦
日
が
た
で
あ
る
。
「
日
ご
ろ
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｛t

も
の
言
ひ
つ
る
人
」
は
三
条
西
家
本
を
底
本
と
し
て
の
本
文
だ
が
、
応
永
本
系

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

統
・
寛
元
本
系
統
の
諸
本
は
す
べ
て
「
し
の
び
て
物
い
ひ
つ
る
人
」
 
（
字
形
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

応
永
奥
書
本
に
よ
る
）
で
あ
り
、
諸
本
の
系
統
論
か
ら
考
え
れ
ば
そ
の
方
が
原

型
で
あ
ろ
ケ
。
業
主
が
忍
ん
で
語
ら
っ
て
い
た
女
性
が
遠
く
へ
行
く
。
そ
の
人

に
贈
る
歌
の
代
作
を
和
泉
に
依
頼
し
て
来
た
こ
と
に
な
る
。
「
あ
は
れ
と
言
ひ

、
つ
べ
か
ら
む
こ
と
な
む
一
つ
言
は
む
と
思
ふ
」
と
い
う
宮
の
こ
と
ば
は
、
す
ぐ

後
の
「
そ
れ
よ
り
の
た
ま
ふ
こ
と
の
み
な
む
さ
は
お
ぼ
ゆ
る
」
と
い
う
、
和
泉

の
歌
才
を
た
た
え
、
和
泉
の
歌
に
よ
っ
て
の
み
感
動
す
る
み
ず
か
ら
を
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
和
泉
へ
の
恋
情
の
深
ざ
を
も
う
っ
た
え
る
、
微
妙
な
文
を
導
く
前

、
程
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
、
相
手
の
女
性
も
、
思
わ

ず
あ
あ
と
感
動
の
声
を
あ
げ
る
よ
う
な
歌
を
贈
り
た
い
、
も
っ
と
い
え
ば
、
旅

行
く
人
の
足
も
心
も
留
め
た
い
ほ
ど
の
、
そ
ん
な
人
だ
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に

 
な
る
。

 
 
和
泉
式
部
日
記
で
は
、
帥
宮
は
し
ば
し
ば
和
泉
の
周
辺
に
出
没
す
る
影
の
男

達
の
存
在
に
嫉
妬
し
、
苦
悩
し
て
い
る
。
後
に
鷲
宮
は
和
泉
を
自
邸
東
三
条
旧

習
院
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
は
こ
う
し
た
影
の
男
達
か
ら
和

泉
を
断
ち
切
り
た
い
と
い
う
思
い
が
大
き
く
働
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
お
も
し
・

 
ろ
い
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
帥
宮
に
影
の
女
の
存
在
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

 
ど
ん
な
に
帥
宮
の
訪
れ
や
文
が
長
く
途
絶
え
て
も
、
自
分
へ
の
愛
情
の
薄
さ
は

 
思
っ
で
も
、
宮
の
女
性
関
係
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
 
一
度
宮
の

 
疑
い
の
歌
、

 
 
 
松
山
に
波
高
し
と
は
見
て
し
か
ど
今
日
の
な
が
め
は
た
だ
な
ら
ぬ
か
な

 
に
対
し
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

 
 
 
君
を
こ
そ
末
の
松
と
は
聞
き
わ
た
れ
ひ
と
し
な
み
に
は
た
れ
か
越
ゆ
べ
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
一
〇
二
）

と
い
う
歌
で
応
じ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
も
で
も
歌
の
か
け
ひ
き

で
、
前
後
に
そ
れ
と
呼
応
・
す
る
描
写
は
な
い
。
帥
宮
の
北
の
．
方
に
つ
い
て
さ
え

も
「
例
の
人
の
仲
の
や
う
に
こ
そ
お
は
し
ま
さ
ね
ど
」
と
あ
っ
て
、
愛
情
の
面

で
は
自
分
と
競
い
あ
え
る
存
在
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
ん
な
中
で
初
め
て
登

場
し
て
来
た
女
の
影
で
あ
る
。
日
記
に
は
こ
れ
以
後
も
帥
宮
の
女
性
関
係
を
う

か
が
わ
せ
る
叙
述
は
出
て
来
な
い
か
ら
、
こ
こ
は
和
泉
式
部
の
前
に
た
だ
」
度

現
れ
た
帥
宮
を
め
ぐ
る
女
の
影
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
、
帥
宮
の
言

動
の
背
後
に
あ
る
女
の
存
在
を
和
泉
が
敏
感
に
も
感
じ
取
っ
た
と
い
う
の
で
は

な
く
、
宮
の
方
か
ら
、
代
作
依
頼
と
い
う
形
で
和
泉
の
眼
前
に
投
げ
か
け
て
来

た
の
で
あ
る
。

 
恋
人
へ
の
歌
の
代
作
を
和
泉
に
依
頼
し
て
来
る
。
i
あ
つ
か
ま
し
さ
・
無

神
経
さ
・
貴
族
ら
し
い
お
お
ら
か
さ
。
ま
ず
は
そ
ん
な
評
語
が
浮
か
ん
で
来
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
霊
智
は
な
ぜ
和
泉
に
歌
．
の
代
作
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
あ
な
た
の
歌
だ
け
が
私
を
感
動
さ
せ
る
、
だ
か
ら
…
…
と
一
応
理
由
は
述

べ
ら
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
充
分
な
理
由
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
日
記
を

一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
男
宮
は
豊
か
な
歌
の
才
藻
を
有
し
て
い
た
。
和
泉

走
互
角
に
歌
を
詠
み
交
わ
し
て
い
る
し
、
歌
の
詠
作
に
略
積
極
的
で
、
お
そ
ら

く
は
歌
に
対
す
る
自
負
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
ヶ
。
帥
宮
が
真
心
を
こ
め
て
作
れ

ば
、
そ
の
思
い
の
深
さ
は
充
分
に
相
手
に
伝
わ
り
、
感
動
を
呼
ぶ
よ
う
な
歌
は

作
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
女
の
存
在
を
あ
ら
わ
に
示
し
て
ま
で
し
て
和
泉
に

代
作
を
請
う
必
要
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
て
来
る
と
、
和
泉
に
歌

の
代
作
を
求
め
て
来
た
の
は
、
歌
が
必
要
だ
か
ち
で
は
な
く
、
和
泉
に
自
己
と

深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
女
の
影
を
見
せ
つ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
解
さ
ざ
る
を
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え
な
く
な
っ
て
来
る
。
何
度
も
女
の
周
囲
の
男
の
影
を
み
せ
つ
け
ら
れ
、
つ
い

先
日
も
空
し
く
帰
る
苦
し
さ
を
味
わ
っ
た
ば
か
り
の
宵
宮
が
、
和
泉
の
心
を
は

げ
し
く
ゆ
さ
ぶ
り
、
嫉
妬
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
帥
宮
の
こ
の
代
作
依
頼
の
文
は
実
に
細
か
く
神
経
の
行
き

届
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
あ
や
し
き
こ
と
な
れ
ど
」
と
ま
ず
弁
解
の
辞

か
ら
始
ま
る
こ
の
文
は
、
「
し
の
び
て
も
の
言
ひ
つ
る
人
」
「
あ
は
れ
と
言
ひ

つ
べ
か
ら
む
こ
と
な
む
一
つ
言
は
む
と
思
ふ
」
と
、
そ
の
女
へ
の
愛
慕
の
情
の

深
さ
を
示
し
て
い
な
が
ら
、
と
同
時
に
そ
の
女
は
遠
く
行
く
人
で
も
あ
る
と
い

う
。
 
ち
ら
り
と
和
泉
の
前
に
姿
を
現
わ
し
な
が
ら
、
も
は
や
二
度
と
二
人
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

間
に
介
在
し
て
は
来
そ
う
も
な
い
存
在
。
鈴
木
一
雄
氏
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば

「
ば
じ
め
か
ら
京
を
去
る
べ
く
、
宮
か
ら
離
れ
る
べ
く
約
束
さ
せ
ら
れ
て
い
る

は
か
な
い
〃
影
”
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
今
は
和
泉
こ

そ
が
私
の
感
動
す
る
歌
の
作
れ
る
人
だ
と
い
う
。
和
泉
が
現
在
の
恋
人
で
あ
れ

ば
、
影
の
女
は
確
実
に
過
去
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な

存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
初
め
て
、
帥
宮
は
女
の
存
在
を
和
泉
の
前
は
提
示
し
、

代
作
を
依
頼
し
え
た
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
な

お
、
女
へ
の
歌
を
和
泉
の
代
作
歌
で
充
て
よ
う
と
す
る
帥
宮
の
態
度
に
は
疑
問

が
残
る
。
 
こ
．
の
時
代
、
男
が
恋
の
歌
の
代
作
を
女
に
依
頼
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
け
っ
し
て
め
ず
ら
，
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
和
泉
式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
へ

部
の
場
合
は
そ
う
し
た
例
が
こ
と
に
多
い
。
た
だ
一
般
的
に
見
て
、
恋
の
歌
の

代
作
は
恋
愛
の
初
期
の
段
階
で
行
わ
れ
る
の
が
例
で
あ
る
。
初
め
て
女
に
贈
る

歌
・
な
か
な
か
返
事
を
く
れ
な
い
女
へ
の
歌
・
後
朝
の
歌
（
女
の
も
と
へ
行
く

日
の
約
束
が
出
来
て
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
作
っ
て
も
ら
っ
て
お
く
の
か
）
と
い

っ
た
と
こ
ろ
は
代
作
歌
で
す
ま
せ
る
の
だ
が
、
一
旦
二
人
の
仲
が
確
立
し
て
し

和
泉
式
部
．
の
代
作
歌

ま
え
ば
、
も
う
何
か
特
殊
な
事
情
で
で
も
な
い
限
り
代
作
歌
の
要
請
は
必
要
が

な
く
な
っ
て
来
る
。
も
は
や
代
作
歌
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
帥
宮
と
旅
行
く
女
の
場
合
、
二
人
の
間
に
は
何
度
も
何
度
も
歌
の

贈
答
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
何
か
事
情
が
あ
っ
て
女
は
遠
く
へ
去

ろ
う
と
し
て
い
る
。
二
人
の
愛
情
が
た
と
い
今
は
冷
え
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
交
情
を
考
え
れ
ば
、
別
れ
を
惜
し
む
歌
1
i
二
人
の

交
情
の
最
後
の
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
歌
を
、
新
し
い
恋
人
の
和
泉
式
部

に
代
作
さ
せ
た
も
の
で
す
ま
せ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
女
に
対
し
て
き
わ
め
て
礼

を
失
し
、
悔
辱
す
る
こ
と
に
な
る
。
非
礼
の
程
度
は
代
作
を
頼
ん
だ
和
泉
へ
の

そ
れ
之
は
比
較
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
こ
の

影
の
女
が
本
当
に
実
在
す
る
人
な
の
か
ど
う
か
、
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
と
言
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

ざ
る
を
え
な
い
。
和
泉
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
二
人
の
関
係
に
一
石
を
投
じ
て
新

た
な
展
開
を
呼
び
起
こ
す
た
め
に
帥
宮
が
造
り
上
げ
た
幻
の
女
の
よ
う
に
思
え

る
の
で
あ
る
。
帥
宮
の
こ
の
代
作
歌
の
依
頼
は
、
屈
曲
し
た
形
で
は
あ
る
が
、

和
泉
へ
の
一
種
の
愛
の
表
現
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
帥
宮
の
代
作
依
頼
に
対
す
る
和
泉
の
最
初
の
反
応
は
「
あ
な
し
た
り
顔
」
と

い
う
思
い
で
あ
っ
た
。
全
訳
王
朝
文
学
叢
書
で
「
得
意
顔
に
御
代
作
す
る
の
も

い
や
だ
し
」
と
訳
さ
れ
、
玉
井
幸
助
氏
の
和
泉
式
部
日
記
新
註
で
「
御
代
作
な

ど
、
あ
ま
り
に
得
意
顔
な
こ
と
」
と
解
さ
れ
た
の
が
一
時
は
通
説
化
し
て
い
た

が
、
は
や
ぐ
竹
野
長
次
氏
の
諏
和
泉
式
部
月
二
新
釈
に
「
ま
ア
誇
り
顔
に
惚
気

話
を
な
さ
る
も
の
だ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
帥
宮
の
行
為
、
態
度
に
つ

い
て
の
感
想
の
語
と
し
て
把
握
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
鈴
木
一
雄
馬
の

・
全
講
和
泉
式
部
日
記
に
解
釈
に
つ
い
て
の
詳
し
い
分
析
が
あ
る
。
「
ま
あ
得
意

そ
う
な
お
顔
を
し
て
」
（
全
集
）
と
い
う
訳
あ
た
り
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
嫉
妬
と
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不
快
感
の
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
心
情
の
表
白
と
見
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、

帥
宮
の
恋
の
技
巧
を
、
そ
の
女
の
実
在
性
の
希
薄
さ
を
見
抜
い
て
し
ま
っ
た
上

で
の
評
語
と
も
取
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
小
稿
は
帥
宮
の
文
の
こ
ど
ば
を
“

主
な
足
が
か
り
と
し
て
分
析
し
て
来
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
帥
宮
の
実
際
の
文
の

通
り
で
あ
る
保
証
は
実
は
な
い
。
和
泉
式
部
の
も
と
に
書
簡
類
が
保
存
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
に
か
な
り
忠
実
に
書
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
和
泉
の
記

憶
に
よ
る
再
現
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
と
に
か
く
、
和
泉
の
手
を
経
て
お
り
、

和
泉
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
ば
否
め
な
い
。
和
泉
が
野
宮
の
文
を
こ
の
よ

う
に
把
握
し
て
い
た
と
見
る
の
が
正
し
い
の
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
の
描
写
に
は

早
宮
の
心
中
ま
で
見
す
か
し
て
い
る
女
の
目
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。

 
し
か
し
、
ど
ち
ら
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
反
応
の
し
方
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
和
泉
は
、

 
 
惜
し
ま
る
る
涙
に
か
げ
は
と
ま
ら
な
む
心
も
知
ら
ず
秋
は
行
く
と
も

と
い
う
、
実
に
し
み
じ
み
と
し
た
歌
を
贈
っ
て
い
る
。
引
過
の
気
持
に
な
り
き

っ
て
行
く
人
を
愛
惜
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
愛
に
確
信
の
持
て
な
い
帥
宮
へ
の

思
い
を
も
あ
わ
せ
歌
っ
た
絶
唱
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
れ

國
は
直
接
帥
宮
に
、

 
 
君
を
お
き
て
い
っ
ち
行
く
ら
む
わ
れ
だ
に
も
憂
き
世
の
中
に
し
ひ
て
こ
そ

 
 
ふ
れ

と
歌
い
か
け
、
「
わ
れ
だ
に
も
」
と
い
う
中
に
、
去
っ
て
行
く
そ
の
人
よ
り
も

は
か
な
い
己
が
身
、
帥
宮
に
の
み
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
己
が
身
を
強
調
し
て
い

る
。
と
な
れ
ば
、
帥
宮
も
、
代
作
依
頼
な
ど
も
と
も
と
和
泉
の
気
を
ひ
く
以
外

の
何
物
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、

 
 
う
ち
捨
て
て
旅
行
く
人
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
ま
た
な
き
も
の
と
君
し
思
は

 
'
ば

と
応
じ
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
二
人
の
間
に
何
ら
不
快
な
わ
だ
か
ま
り
を
残
す

こ
と
な
ぐ
終
わ
り
を
告
げ
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
愛

を
確
認
さ
せ
た
こ
と
に
な
り
、
二
人
の
仲
を
、
一
歩
前
進
さ
せ
た
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

二

 
和
泉
式
部
の
歌
集
を
見
る
と
、
男
性
の
恋
の
歌
の
代
作
を
和
泉
が
し
ば
し
ば

依
頼
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
く
。
和
泉
式
部
の
正
集
続
集
か
ら
あ
わ
せ
て

十
八
首
の
代
作
歌
を
私
は
見
出
し
た
。
和
泉
式
部
日
記
の
さ
き
の
例
一
こ
れ

は
正
集
で
は
代
作
歌
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
ー
ー
と
、
赤
染
衛
門
集
に
見
え
る

二
首
を
加
え
て
二
十
一
首
の
代
作
歌
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
十
五
首
は

男
性
の
恋
歌
の
代
作
で
あ
る
。
女
性
の
歌
の
代
作
歌
を
も
含
め
て
、
そ
の
す
べ

て
を
次
に
示
す
。
引
用
は
岩
波
文
庫
本
の
和
泉
式
部
歌
集
に
よ
る
。
漢
数
字
は

そ
の
歌
番
号
で
あ
る
。

A
 
 
 
を
と
こ
の
、
人
の
も
と
に
や
る
に
か
は
り
て

 
一
お
ぼ
め
く
な
た
れ
と
も
な
く
て
よ
ひ
よ
ひ
に
夢
に
み
え
け
ん
我
そ
そ
の
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
一
一
五
）

 
 
 
 
を
と
こ
の
、
女
の
も
と
に
や
る
と
て
、
か
は
り
て

 
2
不
尽
の
ね
の
け
ぶ
り
た
え
な
ん
た
と
ふ
べ
き
か
た
な
き
恋
を
人
に
知
ち
せ

 
 
 
 
七
月
晦
日
、
女
の
も
と
に
始
め
て
や
る
と
て
、
よ
ま
せ
し

 
3
花
す
す
き
ほ
の
め
か
す
よ
り
白
露
を
む
す
ば
ん
と
の
み
お
も
ほ
ゆ
る
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
二
一
七
）

（26）



 
 
 
 
月
の
い
と
あ
か
き
夜
、
初
め
て
女
に
や
る
と
て
、
男
の
よ
ま
せ
し

 
4
面
し
れ
ぬ
心
の
う
ち
も
見
え
ぬ
ら
ん
か
ば
か
り
て
ら
す
月
の
ひ
か
り
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
一
八
一
）

B
 
 
 
十
二
月
、
つ
と
め
て
の
う
た
と
て
、
を
と
こ
の
よ
ま
せ
し

「
5
う
ち
は
へ
て
涙
に
し
き
し
か
た
し
き
の
袖
の
氷
ぞ
け
ふ
は
と
け
た
る
（
四

．
五
四
。
≡
六
三
に
重
出
。
は
へ
て
1
1
わ
が
て
、
し
き
し
1
1
し
み
ル
、
蹴

 
 
ふ
1
1
今
朝
）

 
 
 
 
こ
れ
も
人
に
か
・
は
り
て

 
 
 
 
 
 
 
へ

 
6
昨
日
ま
で
な
き
（
に
）
な
げ
き
け
ん
今
朝
の
ま
に
恋
こ
そ
は
い
と
苦
し
か

 
 
り
け
れ
（
一
二
六
四
）

C
 
 
 
二
月
ば
か
り
に
、
返
事
せ
ぬ
女
に
、
を
と
こ
の
や
る
と
て
よ
ま
せ
し

 
7
あ
と
を
だ
に
草
の
は
っ
か
に
見
て
し
が
な
脅
す
ぶ
ば
か
り
の
程
な
ら
ず
と

 
・
も
（
九
＝
）

 
 
 
 
か
へ
り
こ
と
さ
ら
に
せ
ぬ
女
に
や
る
と
て
、
よ
ま
せ
し

 
8
た
け
か
ら
ぬ
涙
の
か
か
る
我
が
袖
に
な
が
る
る
水
と
い
は
せ
て
し
が
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
一
三
〇
）

D
 
 
 
み
そ
齢
の
ま
た
の
日
馬
女
の
も
と
べ
や
る
と
て
・
を
と
こ
の
よ
ま
せ

 
 
 
．
．
し

 
9
今
日
を
わ
が
あ
ふ
ひ
と
も
が
な
み
な
人
の
か
ざ
す
そ
の
日
は
う
れ
し
げ
も
、

 
 
な
し
（
＝
一
〇
一
）

 
 
 
 
八
日
、
男
の
、
女
の
許
に
や
る
と
て
よ
ま
せ
レ
 

 
1
0
い
む
と
て
ぞ
き
の
ふ
は
か
け
ず
な
り
に
し
を
今
日
ひ
こ
ぼ
し
の
心
地
こ
そ

 
 
す
れ
．
（
一
二
八
四
）

 
 
 
 
を
と
こ
の
、
女
の
が
り
い
き
て
、
え
あ
は
で
か
へ
り
き
て
、
つ
と
め

 
和
泉
式
部
の
代
作
歌

 
 
 
 
て
や
る
と
て
よ
ま
せ
し

 
1
1
こ
こ
な
が
ら
恋
ひ
は
し
ぬ
と
も
そ
こ
ま
で
は
い
か
ず
ぞ
か
ね
て
あ
る
べ
か

 
 
り
け
る
（
＝
一
八
五
）
、

 
 
 
 
つ
く
レ
な
り
け
る
女
、
京
な
る
け
り
を
と
こ
に
「
か
な
ら
ず
み
は

 
 
 
 
ん
」
と
た
の
め
て
、
．
こ
と
人
か
允
ら
ひ
た
り
と
き
き
て
、
を
と
こ
の

 
 
 
 
い
ひ
や
る

 
1
2
た
の
む
と
て
た
の
み
が
た
き
は
こ
の
世
か
な
斎
垣
の
松
に
浪
は
こ
ゆ
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
（
七
六
四
）

E
 
 
 
た
だ
に
か
た
ら
ふ
を
と
こ
の
も
と
よ
り
、
「
女
の
が
り
や
ら
ん
う
た
」

 
 
 
 
と
ご
ひ
た
る
、
や
る
と
て

 
1
3
か
た
ら
へ
ば
な
ぐ
さ
む
事
も
あ
る
物
を
忘
れ
や
し
な
ん
こ
ひ
の
ま
ぎ
れ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
七
四
。
一
四
七
二
に
重
出
）

 
 
 
 
月
い
と
あ
か
き
夜
、
女
の
も
と
よ
り
を
と
こ
の
も
と
に
、
う
た
よ
み

 
 
 
 
て
お
こ
せ
㌻
け
れ
ば
馬
「
い
か
む
」
乏
て
い
で
た
つ
ほ
ど
に
、
あ
」

 
 
 
 
め
ふ
り
け
れ
ば
、
つ
と
め
て
や
る
に

誕
て
ぶ
と
思
ひ
て
お
み
た
ち
し
ま
回
し
く
も
り
に
し
月
の
か
よ
遡

 
 
て
（
ぢ
）
（
七
五
三
）

F
 
 
噛
陸
奥
と
い
ふ
所
よ
り
き
た
る
を
と
こ
の
ま
つ
人
の
も
と
へ
い
か
で
、

 
 
 
 
ほ
か
よ
り
か
へ
る
を
聞
き
て
、
た
び
の
衣
な
ど
し
て
や
る
と
て
、
よ

 
 
 
 
ま
せ
し
．
層

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

．
1
5
旅
衣
き
て
も
か
ば
か
り
つ
ら
け
れ
ど
た
ち
か
へ
り
来
と
お
も
ふ
べ
き
か
な

 
 
 
 
遠
き
所
に
年
来
あ
り
け
る
を
と
こ
の
、
ち
か
う
き
て
も
、
こ
之
に
み

 
 
 
 
．
え
ぬ
に
、
や
ら
む
と
て
、
人
の
よ
ま
せ
し

 
1
6
よ
そ
な
り
し
お
な
じ
と
き
は
の
心
に
て
た
え
ず
や
今
も
ま
つ
の
け
ぶ
り
は

（27）

、



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
二
六
七
）

 
 
 
つ
ね
に
た
え
ま
が
ち
な
る
を
と
こ
、
お
と
つ
れ
ぬ
に
や
る
と
て
、
人

 
 
 
の
よ
ま
せ
し

17

ｱ
の
た
び
は
か
ぎ
り
と
み
る
に
音
つ
れ
は
っ
き
せ
ぬ
物
は
涙
な
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
（
＝
二
七
六
）

 
 
 
 
 
 
 
 
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
け
の
こ

 
 
 
男
の
も
と
の
妻
あ
た
り
、
い
み
じ
う
は
ら
だ
つ
と
聞
く
に
、
箏
を

 
 
 
や
る
と
て
、
今
の
人
の
よ
ま
せ
し

18

ｩ
は
ら
じ
ゃ
竹
の
ふ
る
ね
は
ひ
と
夜
だ
に
こ
れ
に
と
ま
れ
る
ふ
し
は
あ
り

 
や
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
、
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
四
三
八
）

 
 
，
ま
た
の
ち
に
（
前
の
歌
の
詞
書
に
よ
れ
ば
赤
見
が
息
子
上
腿
に
代
っ

 
 
 
て
大
江
雅
致
の
女
に
）

 
出
で
て
こ
し
み
ち
の
ま
に
ま
に
花
薄
ま
ね
く
宿
の
み
か
へ
り
み
ぞ
せ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

 
（
私
家
集
大
成
中
古
皿
所
収
 
赤
染
衛
門
集
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
九
五
）

 
 
 
か
へ
し
、
あ
ね
の
い
つ
み
し
き
ぶ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

19

ﾆ
ま
る
べ
き
心
な
ら
ね
ば
花
す
す
き
た
だ
秋
行
く
と
ま
た
（
か
）
せ
（
て
）

 
ぞ
み
し
（
同
一
九
六
）

 
 
 
其
人
、
斎
院
長
官
か
ふ
き
み
と
い
ふ
人
に
あ
ひ
ぬ
と
聞
き
て
、
高
ち

 
 
 
か
に
か
は
り
て
や
り
し

 
ち
は
や
ぶ
る
神
の
か
み
と
や
お
も
ふ
ら
ん
入
は
ひ
と
と
も
さ
か
ぬ
と
こ
ろ

 
に
（
同
二
〇
九
）

 
 
 
か
へ
し
、
あ
ね
の
い
つ
み
し
き
ぶ

20

剞
ｯ
か
み
の
人
を
も
人
と
お
も
は
ね
ば
さ
し
は
な
れ
た
る
し
め
の
さ
か
き

 
ば
（
同
．
二
一
〇
）

A
の
四
首
は
初
め
て
女
に
贈
る
歌
、
B
は
、
つ
と
め
て
1
後
朝
の
歌
、
C

は
な
か
な
か
返
し
の
文
を
よ
こ
さ
な
い
女
へ
の
歌
。
D
は
そ
れ
ら
に
く
く
れ
ぬ

歌
を
ま
と
め
た
の
だ
が
、
9
1
0
1
1
は
、
男
と
女
の
仲
ら
い
の
初
期
の
歌
で
、
男

の
意
の
ま
ま
に
は
女
が
ま
だ
逢
お
う
と
は
レ
な
い
頃
、
男
が
逢
う
瀬
を
求
め
て

贈
る
歌
で
あ
る
。
1
2
は
心
変
り
を
し
た
女
へ
の
歌
で
、
ど
う
や
ら
逢
う
こ
と
も

な
く
終
わ
る
二
人
の
仲
ら
し
い
。
結
局
こ
こ
ま
で
は
す
べ
て
、
恋
愛
関
係
が
ま

だ
深
ま
っ
て
い
な
い
頃
の
男
の
歌
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
E
の
二
首
は
、
代

作
を
依
頼
し
て
来
た
男
と
女
の
仲
ら
い
の
程
は
不
明
だ
が
、
詞
書
の
筆
者
の
筆

は
そ
の
男
の
描
写
に
費
さ
れ
て
い
て
、
和
泉
と
男
と
の
関
わ
り
が
知
ら
れ
る
例

で
あ
る
。
F
は
女
が
男
に
贈
る
歌
の
代
作
歌
で
あ
る
。
妹
の
歌
の
代
作
は
別
に

す
れ
ば
、
他
の
四
首
は
す
べ
て
、
男
の
心
に
秋
風
が
立
つ
な
ど
し
て
、
女
が
危

機
に
立
た
さ
れ
た
と
き
の
、
つ
ま
り
歌
説
話
な
ど
に
よ
く
出
て
来
る
よ
う
に
、

優
れ
た
歌
が
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
。
そ
ん
な
場
面
で
の
歌
で
あ

っ
た
。
1
9
2
0
の
よ
う
に
、
赤
埴
衛
門
の
息
子
挙
周
と
和
泉
式
部
の
妹
の
贈
答
歌

で
、
そ
の
実
は
旧
染
と
和
泉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
代
作
歌
が
や
り
取
り
さ
れ
、
受
け

取
る
方
も
贈
ら
れ
た
歌
が
代
作
歌
で
あ
る
こ
と
は
先
刻
承
知
の
上
と
い
う
興
味

深
い
例
も
あ
る
が
、
何
と
い
っ
て
も
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
男
性
の
恋
の
歌

の
代
作
の
多
さ
で
、
こ
れ
は
他
に
例
を
見
な
い
和
泉
の
代
作
歌
の
特
色
だ
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
私
家
集
大
成
中
古
1
の
道
綱
場
の
と
こ
ろ
が
ら
、
中
古
皿
の

康
資
王
母
の
と
こ
ろ
ま
で
の
、
和
泉
式
部
と
同
時
代
か
活
躍
時
期
の
そ
う
遠
く

な
い
女
流
歌
人
に
つ
い
て
、
代
作
歌
を
調
べ
て
み
た
が
、
そ
の
結
果
を
数
字
の
．

上
だ
け
で
示
す
と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。
私
家
集
大
成
に
数
本
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
場
合
は
、
1
と
し
て
示
さ
れ
た
本
を
主
と
し
、
他
本
に
よ
り
補
っ
た
コ

他
に
作
品
の
あ
る
場
合
は
そ
れ
も
参
照
し
た
。
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人

名

和
泉
式
部

 
 
含
日
記
他

道
 
綱
 
母

含
日
記
（
推
定
）

清
少
納
言

 
 
周
期
草
子

赤
染
衛
門

四
条
宮
主
殿

伊
勢
'
大
輔

相
 
 
 
 
模

四
条
宮
下
野

草
 
乳
 
母

康
資
王
母

代
作

歌
数

肉
親
の
代
作

男
 
 
女

    一 六  四一ニー
一三八五二二7一〇二三一八

○○○○○〇四〇〇八○○○

他
人
の
代
作

男
 
 
女

○○○○○○一〇〇一〇二〇

         AA 一“○一〇四三〇五〇〇3邑〇五四

〇二四〇八一〇一〇二二四四
不
明ooo一 一一 一〇〇〇〇〇〇〇

題
詠一〇四〇〇〇一〇〇一一〇〇

、
誰
の
歌
の
代
作
歌
か
に
よ
っ
て
項
を
分
け
た
が
、
歌
合
に
出
す
な
ど
の
た
め

の
代
作
歌
は
、
す
べ
て
題
詠
の
項
に
入
れ
た
。

 
も
っ
と
も
ど
れ
が
代
作
歌
な
の
か
、
認
定
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
。
道

綱
母
の
場
合
、
蜻
蛉
日
記
下
巻
の
、
野
津
の
大
和
だ
つ
人
や
八
橋
あ
た
め
の
女

へ
の
歌
は
み
な
母
親
の
代
作
と
推
定
し
た
が
、
塗
家
の
兵
部
卿
宮
へ
の
歌
の
中

に
も
彼
女
の
代
作
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
傅
大
納
言
殿
母
上
集
に

 
 
 
 
ほ
と
～
ぎ
す
な
く
に

和
泉
式
部
の
代
作
歌

、

 
 
一
こ
人
ね
て
ま
つ
ら
め
や
ほ
と
～
ぎ
す
い
ま
そ
や
ま
べ
を
な
ぎ
て
す
ぎ
ぬ

 
 
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
八
）

は
、
同
本
に
あ
る
「
拾
遺
」
と
い
う
注
記
や
、
蜻
蛉
日
記
巻
末
歌
集
の
こ
の

歌
に
付
さ
れ
た
「
こ
の
歌
は
、
寛
和
二
年
歌
合
に
あ
り
」
 
（
日
本
古
典
文
学
全

集
）
と
い
う
注
記
を
参
照
す
れ
ば
、
寛
和
二
年
六
月
十
日
内
裏
歌
合
の
十
巻
本

に
「
少
将
道
綱
」
の
名
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
同
歌
合
廿
巻
本
に
は
「
道
三
界

母
」
（
以
上
平
安
朝
歌
合
大
成
に
よ
る
）
と
あ
り
、
拾
遺
集
夏
一
〇
二
番
に
「
寛

，
和
二
年
内
裏
寄
合
に
、
右
大
将
道
綱
母
」
（
古
典
文
庫
所
収
の
定
家
本
に
よ
る
）

と
あ
り
、
こ
の
歌
合
に
参
加
す
る
道
綱
の
た
め
の
代
作
と
推
定
し
た
が
、
傅
大
納

言
母
上
集
の
字
面
か
ら
だ
け
で
は
こ
の
間
の
事
情
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

傅
大
納
言
殿
母
上
集
の
末
に
「
う
た
あ
は
せ
に
う
の
は
な
」
で
は
じ
ま
る
十
首

は
、
そ
の
内
五
首
が
正
暦
四
年
五
月
五
日
の
東
宮
居
貞
親
王
帯
刀
陣
歌
合
の
歌

と
一
致
ヒ
道
綱
の
た
め
の
代
作
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
と
思
う
の
だ
が
、

同
歌
合
の
伝
本
に
ほ
作
者
名
（
出
席
者
名
）
を
欠
き
、
彼
女
自
身
の
出
席
も
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
は
な
く
、
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
二
品
衛
門
に
つ
い
て
も
、
真

 
 
 
（
6
Y

鍋
二
子
氏
が
流
布
本
を
も
と
に
四
十
三
首
と
計
算
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

私
は
一
本
を
も
参
照
し
た
も
の
の
六
十
一
首
を
か
ぞ
え
て
い
る
。
-
解
釈
や
調
査

の
し
方
に
よ
っ
て
、
代
作
歌
の
認
定
に
は
動
き
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
の
読
み
の
足
り
な
い
私
の
抜
き
出
し
に
も
問
題
は
あ
ろ
う

が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
ぞ
れ
の
代
作
歌
に
そ
の
歌
人
の
特
色
の
出
て
い
る
こ
と
は
一
応
言
え
る
．

で
あ
ろ
う
。
赤
染
衛
門
の
場
合
、
息
子
や
娘
の
た
め
の
贈
答
歌
が
多
く
、
そ
れ

は
子
ど
も
た
ち
の
結
婚
生
活
が
長
く
続
く
中
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
作
ら
れ

て
い
る
。
道
綱
母
．
も
道
綱
の
た
め
の
歌
を
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
作
っ
て
い
る
。
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こ
の
二
人
の
場
合
は
代
作
を
依
頼
き
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
，
自
分
か
ら

積
極
的
に
そ
の
役
を
買
っ
て
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
歌
に
対
す
る
自
負
と
母
親

と
し
て
の
存
在
の
重
ざ
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
・
和
泉
の
男
の
恋
の
歌
の
代
作
の
．

多
さ
、
あ
る
い
は
代
作
歌
の
中
に
占
め
る
位
置
の
大
き
さ
は
や
は
り
群
を
抜
い

て
い
る
。
表
に
示
し
た
他
の
九
人
の
歌
人
の
肉
親
で
は
な
い
男
性
の
贈
歌
の
代

作
は
合
わ
せ
て
も
和
泉
の
そ
れ
に
及
ば
な
い
し
、
恋
の
歌
の
代
作
と
限
定
す
る

と
、
赤
染
三
、
伊
勢
大
輔
三
、
相
模
四
（
件
数
で
は
二
）
、
弁
乳
母
一
の
十
一
首

 
 
 
（
7
）

に
す
ぎ
な
い
。
さ
す
が
に
恋
愛
歌
人
和
泉
ら
し
い
事
実
で
、
和
泉
の
人
と
な
り

や
そ
の
文
学
に
つ
い
て
考
え
る
際
こ
れ
ら
代
作
歌
へ
の
目
く
ば
り
も
、
き
わ
め

て
大
切
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三

 
和
泉
式
部
日
記
中
の
例
と
は
違
っ
て
、
和
泉
式
部
集
の
詞
書
は
簡
略
で
、
和

泉
と
ど
の
よ
う
な
間
柄
の
人
が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
代
作
を
頼
み
、
和
泉
が
ど

ん
な
反
応
を
見
せ
た
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
比
較
的
事
情
の
わ
か
る
も
の
に
つ

い
て
ま
ず
見
て
み
た
い
。
E
の
二
首
で
あ
る
。
ま
ず
1
4
。
，

 
月
の
明
る
い
夜
、
女
の
も
と
か
ら
男
に
歌
が
贈
ら
れ
て
来
た
。
そ
れ
に
応
え

て
女
の
も
と
を
訪
お
う
と
す
る
と
、
あ
い
に
く
の
雨
。
行
く
の
を
止
め
て
、
翌

朝
男
は
女
に
歌
を
贈
る
。
「
来
い
と
い
う
の
か
と
思
っ
て
行
こ
う
と
し
た
の
だ

が
、
雨
雲
に
月
も
隠
れ
道
も
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
…
…
」
と
い
う
の
だ
が
、

こ
れ
が
和
泉
の
代
作
と
読
め
る
。
雨
で
行
け
な
く
な
っ
た
こ
ん
な
い
き
さ
つ
を
、

男
が
細
か
に
和
泉
に
伝
え
て
来
て
、
弁
解
の
歌
の
代
作
を
請
う
た
と
は
ど
う
考

え
て
も
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の
男
は
和
泉
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
男
で
、
女
か

ら
歌
が
来
て
男
が
行
こ
う
と
し
て
い
た
の
も
、
雨
で
止
め
た
の
も
、
み
ん
な
直

 
接
見
聞
し
て
い
た
と
い
う
条
件
の
中
で
こ
の
歌
が
劇
作
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き

 
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
最
初
の
夫
橘
道
貞
あ
た
り
が
そ
の
男
の
有
力
候
補
と
な

 
ろ
う
か
。
道
貞
と
和
泉
と
の
離
別
の
原
因
が
、
和
泉
と
為
尊
親
王
と
の
恋
愛
事

 
件
に
あ
る
・
と
い
う
よ
り
も
、
「
む
し
ろ
道
貞
の
女
性
関
係
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

 
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
最
近
は
な
さ
れ
て
い
る
。
男
が
出
か
け
な
か
っ

 
た
の
も
、
雨
と
い
う
よ
り
も
和
泉
と
の
問
に
何
か
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
こ
の
歌

 
も
頼
ま
れ
て
作
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
和
泉
の
方
か
ら
お
し
つ
け
た
歌
で

 
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
歌
も
、
和
泉
式
部
に
し
て
は
珍
し
く
、
こ
の
よ
う
な
場

 
合
の
も
の
と
し
て
は
そ
っ
け
な
い
。
行
か
な
か
っ
た
理
由
が
「
さ
し
く
も
り
に

 
し
月
の
か
よ
ひ
ぢ
」
と
い
う
の
で
は
、
誠
意
を
疑
わ
れ
、
弁
解
に
は
な
る
ま
い
。

 
和
泉
自
身
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
「
よ
べ
は
雨
の
い
た
う
ふ
り
し
か
ば
、
い
か
ず
な
り
に
し
」
と
云
ひ

 
 
 
 
 
た
る
人
に

 
 
 
人
な
ら
ば
い
ふ
べ
き
物
を
ま
つ
ほ
ど
に
雨
ふ
る
と
て
は
さ
は
る
も
の
か
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
二
二
八
）

・
と
も
か
く
、
す
ら
っ
と
代
作
歌
が
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
複
雑
な
愛
憎
の
葛

 
藤
を
背
景
に
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 
 
1
3
は
、
こ
の
と
き
代
作
歌
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
代
作
歌
と
し
て

 
数
え
た
の
だ
が
、
こ
の
歌
自
体
は
代
作
歌
で
は
な
く
、
代
作
歌
に
添
え
て
男
に

 
贈
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
そ
の
男
は
「
た
だ
に
か
た
ら
ふ
を
と
こ
」
だ
と
い
う
。

 
「
た
だ
に
か
㊧
ら
ふ
を
と
こ
」
と
い
う
表
現
は
、
和
泉
式
部
集
に
は
他
に
一
四

 
＝
に
見
え
、
七
八
三
に
は
「
た
だ
に
あ
る
を
と
こ
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

 
「
和
泉
式
部
集
解
釈
 
鼠
算
篇
』
で
小
松
登
美
氏
は
五
〇
九
く
岩
波
文
庫
本
で

 
は
一
四
＝
）
の
余
説
で
「
た
だ
に
か
た
ら
ふ
」
関
係
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
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「
（
前
略
）
枕
草
子
に
見
え
る
清
少
と
行
成
、
清
少
と
男
盛
の
や
う
な
、
兄
妹

よ
り
は
も
っ
と
相
手
を
異
性
と
し
て
感
じ
る
つ
き
あ
ひ
で
あ
ら
う
」
と
い
わ
れ

る
つ
他
に
も
、

 
 
 
 
と
き
ど
き
ふ
み
な
ど
お
こ
す
る
を
と
こ
の
、
ひ
さ
し
う
お
と
せ
ぬ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
う
き
よ
り
も
忘
れ
が
た
き
は
つ
ら
か
・
ら
で
た
だ
に
た
え
に
し
中
に
ぞ
あ
り

 
 
け
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
一
九
三
）
・

の
よ
う
な
歌
も
あ
り
、
「
た
だ
に
」
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
仲
の
男
達
に
も
、

和
泉
の
思
い
は
き
わ
め
て
深
い
。
七
八
三
の
、

 
 
い
た
づ
ら
に
物
を
ぞ
お
も
ふ
ま
つ
ほ
ど
の
い
の
ち
も
し
ら
ず
け
ふ
や
け
ふ

 
 
や
と

な
ど
、
切
迫
し
た
思
い
が
あ
り
、
詞
書
が
な
け
れ
ば
「
た
だ
に
あ
る
を
と
こ
」

へ
の
歌
だ
な
ど
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
小
松
登
美
氏
は
「
た
だ
に
か

た
ら
ふ
」
関
係
で
は
、
「
男
が
他
の
女
に
恋
を
し
た
や
う
な
時
に
は
、
正
集
一

七
三
（
森
田
注
岩
波
文
庫
本
一
七
四
）
の
や
う
に
嫉
妬
な
ら
ぬ
嫉
妬
を
見
せ

る
の
が
、
女
の
半
ば
エ
チ
ケ
ッ
ト
で
半
ば
本
音
で
あ
ら
う
」
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
時
の
和
泉
の
歌
に
は
、
た
め
息
を
も
ら
す
よ
う
な
、
時
に
は
お
の

が
身
に
向
っ
て
つ
ぶ
や
き
か
け
る
よ
う
な
馬
深
い
響
き
が
あ
・
る
。
エ
チ
ケ
ッ
ト

を
越
え
て
、
こ
う
し
た
折
に
心
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
、
男
へ
の
思
い
が
思
わ
ず
あ
ら

わ
に
な
っ
た
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

 
代
作
歌
と
直
接
か
か
わ
り
は
な
い
が
、
和
泉
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
も
つ
男

性
の
、
他
の
女
性
へ
示
す
関
心
に
、
和
泉
の
心
が
揺
れ
騒
ぎ
馬
思
わ
ず
口
ず
さ

ま
れ
る
例
を
見
て
お
こ
う
。

 
 
 
 
雨
の
い
た
う
ふ
る
日
、
或
男
今
始
め
て
か
た
ら
ふ
女
の
事
ほ
め
る
た

 
 
 
 
る
を
き
き
て

和
泉
式
部
の
代
作
歌

 
 
み
る
ま
ま
に
お
も
ひ
や
の
き
の
玉
水
を
も
ら
さ
ぬ
中
と
誰
か
し
る
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
二
五
五
。
七
四
七
に
重
出
）

 
 
 
 
あ
る
や
む
ご
と
な
ぎ
人
の
、
ゆ
ゑ
あ
り
と
き
こ
し
め
す
む
す
め
の
も

一
 
 
 
と
に
、
梅
の
花
つ
か
は
す
を
み
て

 
 
花
の
溢
に
心
は
し
め
り
を
り
て
み
な
そ
の
ひ
と
え
だ
に
み
こ
そ
あ
ら
ね
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
二
六
五
）

 
 
 
 
を
と
こ
の
、
女
の
も
と
に
や
る
ふ
み
を
み
れ
ば
「
あ
は
れ
あ
は
れ
」

 
 
 
 
と
か
き
た
り

 
 
あ
は
れ
あ
は
れ
哀
れ
哀
れ
と
あ
は
れ
あ
は
れ
あ
は
れ
い
か
な
る
人
を
い
ふ

 
 
ら
ん
「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
二
八
七
）

 
 
 
 
お
な
じ
を
と
こ
、
六
月
に
、
「
わ
が
そ
で
ひ
め
や
」
と
云
ふ
歌
の
心

 
 
 
 
ば
へ
を
、
女
の
が
り
云
ひ
や
り
た
る
を
み
て

 
 
 
 
 
へ

 
 
わ
が
た
ま
（
め
Y
は
か
け
て
も
い
は
で
夏
衣
な
げ
の
あ
せ
に
も
ぬ
れ
ず
や

 
 
あ
る
ら
ん
（
＝
一
八
八
。
九
二
九
に
重
出
。
初
句
わ
が
た
め
は
、
下
句
な

 
 
げ
の
あ
は
れ
も
い
は
ず
」
や
あ
ら
ん
）

 
こ
れ
ら
の
男
と
和
泉
と
の
関
わ
り
の
深
さ
の
程
度
は
わ
か
ら
な
い
が
、
＝
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

五
三
で
は
見
る
ま
ま
に
私
へ
の
思
い
が
退
く
の
で
は
な
い
か
（
「
の
き
」
は
軒
に

ヘ
 
 
へ

退
き
を
か
け
る
）
と
嘆
じ
、
一
二
六
五
で
は
、
「
そ
の
ひ
と
え
だ
に
み
こ
そ
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

ら
ね
ど
」
i
そ
の
一
枝
に
実
は
な
い
し
、
わ
が
身
も
手
折
ら
れ
る
可
能
性
は

な
い
の
だ
け
れ
ど
一
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
梅
の
花
を
贈
ら
れ
る
女
に
対
す
る

羨
望
の
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
二
八
七
・
＝
一
八
八
は
同
一
の
男
へ
の
歌

で
、
こ
れ
に
も
羨
望
の
思
い
は
深
い
。
こ
れ
ら
を
し
も
嫉
妬
と
い
う
の
な
ら
ば
、

和
泉
の
嫉
妬
は
、
相
手
に
向
っ
て
激
し
く
噴
出
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
わ

が
身
の
憂
さ
、
つ
ら
さ
を
思
う
と
い
う
形
で
、
自
己
の
内
部
に
沈
ん
で
行
く
と
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い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
嫉
妬
以
上
に
、
そ
の
男
性
へ
の
思
い
が
、
相

手
が
思
わ
ず
息
を
の
む
ほ
ど
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
点
が
目
に
つ
く
。
他
の
女

性
と
の
関
わ
り
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
泉
の
心
が
激
し
く
ゆ

さ
ぶ
ら
れ
、
心
の
奥
に
ひ
そ
ん
で
い
た
そ
の
人
へ
の
思
い
を
揺
り
起
こ
し
、
増

幅
し
、
む
き
出
し
に
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
思
い
は
歌
と
な
り
、
お
そ
ら

く
は
そ
の
男
の
耳
に
は
い
り
、
目
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
意
図
は
ど
う

で
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
歌
と
こ
れ
ら
の
歌
を
詠
ま
せ
た
出
来
事
と
は
、
必
ら
ず
や

和
泉
と
そ
の
男
と
の
仲
を
一
歩
進
ま
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
こ
れ
ら
と
は
違
っ
た
反
応
を
和
泉
が
示
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
歌

に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
を
と
こ
の
も
と
に
、
女
の
返
事
の
ふ
た
つ
み
つ
あ
る
を
見
て
や
る

 
 
は
し
ば
し
を
と
ふ
み
か
く
ふ
み
ふ
み
み
れ
ば
た
だ
身
の
う
き
に
わ
た
す
な

 
 
り
け
り
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
三
五
）

 
 
 
 
し
り
た
る
男
の
、
女
懸
想
す
る
に
、
え
あ
ふ
ま
じ
き
気
色
を
見
て
、

 
 
 
 
い
み
じ
う
な
げ
き
て
、
思
ひ
や
み
な
む
と
お
も
ふ
に
、
「
や
ま
ね
ば
わ

 
 
 
 
ぶ
る
に
、

 
 
か
く
な
が
ら
や
む
べ
き
な
か
と
お
も
ふ
に
も
あ
や
な
く
我
ぞ
心
ぐ
る
し
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
四
五
七
〉

 
 
一
四
五
七
で
は
成
就
し
え
ぬ
恋
に
嘆
く
男
に
同
情
し
て
い
る
和
泉
が
あ
る
。

理
性
で
伺
情
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 
「
あ
や
な
く
我
ぞ
心
ぐ
る
し
き
」
l
l

自
分
で
自
分
の
心
苦
し
さ
が
、
・
あ
や
な
く
…
・
-
す
じ
の
と
お
ら
ぬ
わ
け
の
わ
か

層
ら
ぬ
も
の
に
思
え
て
な
ら
な
い
ほ
ど
、
切
実
に
、
か
つ
唐
突
に
こ
み
あ
げ
て
来

る
同
情
な
の
で
あ
る
。

 
 
一
一
三
五
で
、
男
の
許
に
女
の
返
事
の
文
が
二
つ
三
つ
あ
る
の
を
見
て
と
い

う
と
、
こ
の
男
は
ど
う
も
和
泉
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
小

松
登
美
氏
は
「
住
む
仲
-
夫
婦
一
と
見
て
よ
い
と
思
ふ
」
と
い
わ
れ
る
（
全
釈

続
受
勲
）
・
福
井
黒
之
摩
道
貞
と
見
て
お
ら
れ
る
・
「
身
の
う
き
」
の
「
う

き
」
に
は
勿
論
「
憂
き
」
に
沼
地
の
意
の
「
泥
土
」
を
か
け
て
い
る
の
だ
が
、

「
身
の
憂
き
」
と
は
だ
れ
の
身
の
憂
き
な
の
か
。
和
泉
ど
と
れ
ば
（
全
国
続
集

篇
）
．
「
わ
た
し
が
ど
ん
な
に
不
幸
な
女
か
、
本
当
に
よ
く
判
り
ま
す
わ
）
と
な

ろ
う
し
、
相
手
の
女
の
「
身
の
憂
き
」
で
、
和
泉
が
そ
れ
に
同
情
し
て
い
る
と

 
 
 
 
 
（
1
0
）

取
る
考
え
も
あ
る
。
前
者
は
か
な
り
苦
し
い
解
で
、
成
立
し
が
た
い
だ
ろ
う
。

私
は
後
者
で
も
な
く
㌻
和
泉
と
暮
ら
し
て
い
る
男
の
「
身
の
憂
き
」
で
あ
る
と

考
え
る
。
「
う
き
」
の
縁
で
使
わ
れ
て
い
る
語
な
の
で
あ
る
が
「
わ
た
す
」
に
男

の
積
極
性
を
見
る
の
と
、
今
初
め
て
納
得
し
た
こ
と
を
表
わ
す
「
け
り
」
に
込

め
ら
れ
た
和
泉
の
思
い
を
重
視
す
る
か
ら
・
で
あ
る
。
あ
ち
ら
か
ら
の
文
の
端
々

を
見
て
、
あ
な
た
の
お
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
御
自
分
の
身
を
た
ま

ら
な
く
憂
き
も
の
一
1
ら
ら
く
悲
し
い
も
の
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
こ

そ
の
、
す
さ
び
ご
と
の
恋
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
一
-
お
よ
そ
こ
ん
な
意
味
に
な

ろ
う
か
。
和
泉
式
部
日
記
で
、
和
泉
と
の
恋
を
侍
従
の
乳
母
か
ら
さ
と
さ
れ
た

帥
宮
が
、

 
 
い
っ
ち
か
行
か
む
。
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
は
か
な
き
す
さ
び
ご
と
す
る
に

 
 
こ
そ
あ
れ
。
ご
と
ご
と
し
う
人
は
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
 
（
P
九
八
）

と
い
っ
て
い
る
こ
と
ば
と
全
く
同
じ
認
識
の
表
現
で
あ
り
、
男
の
心
情
を
よ
ぐ

理
解
し
て
、
と
い
う
よ
り
男
の
立
場
に
な
り
き
っ
て
の
認
識
で
あ
り
歌
で
あ
る
。

重
奏
の
皮
肉
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
こ
ん
な
歌
を
も
ら
っ
た
ら
男

は
か
え
っ
て
困
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
と
寛
容
の
心
の
働
，

き
が
、
和
泉
式
部
と
い
う
人
の
大
き
な
特
性
で
あ
ろ
う
。
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四

・
和
泉
式
部
の
歌
集
に
見
ら
れ
る
男
性
の
恋
の
歌
の
代
作
歌
の
内
、
D
に
分
け

た
1
3
・
1
4
を
除
い
て
は
、
代
作
を
依
頼
し
て
来
た
男
と
和
泉
と
の
関
わ
り
の
あ

り
方
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
和
泉
の
周
辺
の
男
達
で
、
日
頃
か
ら
和

泉
に
文
を
贈
っ
た
り
、
歌
の
贈
答
な
ど
も
し
て
い
た
、
取
り
巻
き
と
い
っ
て
も

よ
い
者
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
が
つ
く
。
和
泉
式
部
日
記
に
、

 
 
か
く
い
ふ
ほ
ど
に
、
七
月
に
な
り
ぬ
。
七
日
、
す
き
ご
と
ど
も
す
る
人
の

 
 
も
と
よ
り
、
た
な
ば
た
ひ
こ
ぼ
し
と
い
う
こ
と
ど
も
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
目

 
 
も
立
た
ず
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
一
〇
七
）

と
い
う
よ
う
な
文
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
見
え
る
よ
う
な
、
季
節
の
折
節
ご
と
に

文
や
歌
を
贈
っ
て
来
る
男
達
で
あ
り
、
宮
仕
え
後
な
ら
、
気
軽
に
和
泉
に
声
を

か
け
、
局
に
も
立
ち
寄
る
と
い
っ
た
男
達
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
和
泉
式
部
日

記
の
帥
宮
の
場
合
と
は
事
情
は
異
る
．
が
、
和
泉
に
代
作
を
依
頼
す
る
こ
ど
に
よ

っ
て
、
時
に
は
架
空
の
恋
人
を
こ
し
ら
え
上
げ
る
こ
と
ま
で
し
て
、
和
泉
の
気

を
引
き
、
そ
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
ろ
う
と
し
た
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
し
の

 
 
お
ぼ
め
く
な
た
れ
と
も
な
く
て
よ
ひ
よ
ひ
に
夢
に
み
え
け
ん
我
そ
そ
の
人

な
ど
、
初
め
て
女
に
贈
る
歌
と
し
て
は
大
胆
で
、
お
し
つ
け
が
ま
し
い
。
そ
の

人
の
こ
と
を
強
く
思
っ
て
い
る
と
魂
が
あ
く
が
れ
、
そ
の
入
の
夢
の
申
に
現
わ

れ
る
と
い
う
俗
信
を
ふ
ま
え
た
歌
で
、
そ
れ
ほ
ど
あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
つ
め

て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
相
手
の
女
が
毎
晩
の
よ
う
に
男
の
夢
を
見

て
い
る
と
い
う
前
程
が
な
け
れ
ば
成
立
ち
え
な
い
し
、
男
も
、
こ
ん
な
歌
を
作

っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
で
、
も
て
あ
ま
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、
男

和
泉
式
部
の
代
作
歌

の
代
作
依
頼
の
真
の
意
図
を
読
み
と
っ
た
和
泉
の
、
「
あ
な
し
た
り
顔
」
と
思

っ
て
の
戯
作
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

 
和
泉
式
部
に
な
ぜ
男
性
の
恋
の
歌
の
代
作
が
多
い
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い

 
 
 
 
．
（
1
1
）

て
阿
部
俊
子
氏
は
「
女
に
関
心
を
も
つ
こ
と
の
多
い
男
が
、
彼
女
の
ま
わ
り
に

か
な
り
親
し
い
関
係
で
多
く
居
た
と
い
う
こ
と
と
、
彼
女
と
男
達
の
関
係
の
申

に
は
、
 
そ
の
よ
う
な
代
詠
を
た
の
む
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
あ
ま
え
を
持
ち

う
る
余
裕
の
あ
る
つ
き
あ
い
方
が
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
く
な

る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
阿
部
氏
は
他
に
も
「
男
が
も
ら
っ
て
も
っ
と
も
心

惹
か
れ
る
女
の
歌
で
あ
っ
た
の
で
、
相
手
の
女
に
深
い
感
銘
を
あ
た
え
る
歌
を

お
く
り
た
い
と
い
う
時
に
、
誰
を
お
い
て
も
彼
女
に
た
の
み
た
い
と
思
っ
た
」

と
か
「
何
か
大
ら
か
な
衆
生
済
度
に
も
通
う
寛
恕
の
雰
囲
気
」
と
か
を
も
挙
げ

て
お
ら
れ
、
ど
の
み
ち
幾
つ
も
の
理
由
が
重
な
っ
て
の
代
詠
歌
の
多
さ
な
の
だ

ろ
う
が
、
贈
る
相
手
を
だ
し
に
し
た
り
創
作
し
た
り
し
て
和
泉
に
接
触
し
、
そ

の
心
を
ゆ
さ
ぶ
ろ
う
と
す
る
恋
愛
の
技
巧
的
な
も
の
も
、
数
を
増
や
す
理
由
の

一
つ
に
は
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
 
「
お
ぼ
め
く
な
」
の
他
に
は
、
と
れ
と
指
摘

し
う
る
例
は
な
い
。
男
の
意
図
が
見
え
た
と
し
て
も
、
素
直
に
男
の
、
要
請
に
応

じ
て
み
せ
る
和
泉
式
部
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
場
合
に
増
幅
さ
れ
、
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
男
へ
の
思
い
が
、
男
の
つ
け
め

で
あ
り
馬
そ
れ
は
同
時
に
、
世
間
か
ら
「
浮
か
れ
女
」
と
し
て
和
泉
が
受
け
取

ら
れ
る
一
つ
の
原
因
と
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
代
作
を
依
頼
し
て
来
た
男
の
他
の
女
へ
の
思
い
や
関
わ
り
が
、
真
剣
な
も
の

．
で
あ
っ
た
り
、
真
剣
な
も
の
と
し
て
映
っ
た
場
合
、
和
泉
の
心
の
揺
れ
ば
大
き

く
歎
き
も
深
か
っ
た
ろ
う
っ
そ
の
思
い
は
歌
集
の
詞
書
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
な

いい

ｦ
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
代
作
歌
が
、
「
お
願
い
し

（33）



ま
す
」
「
は
い
。
ど
う
ぞ
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
簡
単
に
出
来
上
が
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
例
か
ら
も
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
、
か
な
り
の
心
理
的
葛
藤
は
あ
っ
て
も
、
和
泉
は
代
作
の
要
請
に
応
え
て
い

る
。
そ
れ
も
、
男
の
立
場
に
な
り
き
っ
て
の
歌
が
多
い
。
男
ど
女
の
関
わ
り
の

詳
細
を
踏
ま
え
ず
に
作
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
平
板
に
な
り
が
ち
で
、

秀
歌
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
。
戯
歌
的
な
「
お
ぼ
め
く
な
」
の
方
が

む
し
ろ
精
彩
を
放
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
初
め
て
の
歌
は
初
め
て
の
歌
と
し
・

て
、
つ
と
め
て
の
歌
は
つ
と
め
て
の
歌
と
し
て
、
実
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
和
泉
式
部
の
代
作
歌
と
題
し
な
が
ら
、
代
作
歌
の
一
首
一
首
に
は
触
れ
ら
れ

ず
、
和
泉
式
部
三
六
中
の
代
作
歌
と
和
泉
式
部
集
中
の
代
作
歌
、
そ
れ
に
和
泉

と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
も
つ
男
達
が
他
の
女
に
関
心
を
示
し
た
と
き
の
彼
女
の

反
応
を
あ
ら
わ
す
歌
の
、
こ
れ
ら
を
重
ね
合
わ
せ
る
試
み
だ
け
に
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
。
一
首
一
首
考
え
る
こ
と
も
大
切
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
、
重
ね

合
わ
せ
て
の
考
察
も
、
和
泉
式
部
の
人
と
な
り
や
文
学
に
つ
い
て
考
え
る
際
に

重
要
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
自
分
で
自
分
の
心
の
姿
を
見
て
歌
う
、
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
引
（
1
2
）

わ
ゆ
る
「
自
己
客
体
視
」
の
能
力
を
も
つ
和
泉
式
部
像
は
、
寺
田
透
氏
や
清
水

 
 
（
1
3
）

文
雄
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
我
々
に
親
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

つ
な
が
る
も
の
だ
が
、
他
の
女
に
は
と
て
も
そ
う
は
望
め
な
い
よ
う
な
場
合
で

も
男
の
立
場
に
な
っ
て
見
た
り
考
え
た
り
の
で
き
る
和
泉
式
部
像
を
も
さ
ら
に

追
求
し
て
、
和
泉
式
部
日
記
の
叙
述
の
し
方
と
の
間
に
脈
絡
を
つ
け
る
試
み
を

も
展
望
と
し
て
記
し
て
、
い
ず
れ
再
論
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

注
123456789101113 12

日
本
古
典
文
学
全
集
は
三
条
西
家
本
を
底
本
と
し
て
い
る
た
め
「
九
月

二
十
日
あ
ま
り
ば
か
り
の
有
明
の
月
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
本
の
よ

う
に
「
十
よ
日
」
の
有
明
の
月
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
森
田
『
和
泉

式
部
日
記
町
彫
』
第
一
章
の
四
・
第
三
章
の
二
参
照
。

森
田
 
注
1
所
引
書
 
第
一
章
の
二
 
参
照
。

『
全
講
和
泉
式
部
日
記
』

私
家
集
大
成
に
よ
る
が
、
か
な
づ
か
い
を
正
し
、
送
り
が
な
を
補
い
、

濁
点
を
施
し
、
校
訂
を
加
え
た
。

蜻
蛉
日
記
に
は
、
兼
家
が
遠
く
へ
行
く
人
の
た
め
に
「
歌
を
一
餌
袋
入

れ
て
給
へ
」
と
乞
い
、
道
綱
母
も
応
じ
て
い
る
記
事
が
あ
る
が
、
歌
数

不
明
（
天
延
元
年
五
月
条
）

家
集
か
ら
見
た
作
家
の
像
-
歌
人
赤
芽
衛
門
の
一
性
格
1
（
国
語
と

．
国
文
学
昭
和
3
2
・
7
）

私
家
集
大
成
で
歌
番
号
を
示
し
て
お
く
。
旧
染
衛
門
1
三
七
一
・
四
七

五
・
五
九
二
。
伊
勢
大
輔
-
一
・
二
八
㍉
＝
一
五
。
．
相
模
一
一
三
七
．

；
一
八
・
一
六
三
・
一
六
四
Q
弁
乳
母
四
五
。

藤
岡
忠
美
氏
 
家
集
か
ら
見
た
和
泉
式
部
伝
一
『
和
泉
式
部
日
記
』

ま
で
一
（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
「
王
朝
日
記
」
所
収
）
ほ
か
。

 
「
和
泉
式
部
」
考
1
し
そ
の
生
涯
と
和
歌
一
（
山
口
大
学
教
育
学
部

研
究
論
叢
第
一
部
昭
和
4
9
）

岩
瀬
法
雲
氏
 
和
泉
式
部
の
人
間
観
（
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
八

昭
和
4
8
・
1
2
）

鑑
賞
日
本
の
古
典
．
『
蜻
蛉
眉
記
・
紫
式
部
日
記
・
和
泉
式
部
日
記
・
更

級
日
記
」

 
『
和
泉
式
部
』
 
（
日
本
詩
人
選
）
ほ
か
。

 
『
王
朝
女
流
文
学
史
」
ほ
か
。
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