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岡

田

喜
 
久
 
男

 
旧
稿
に
引
き
続
き
、
坂
上
郎
女
が
、
歌
世
界
に
お
い
て
、
い
か
に
大
伴
一
族

を
愛
し
、
そ
の
繁
栄
を
願
っ
て
い
た
か
を
、
彼
女
の
歌
を
丁
寧
に
考
察
す
る
こ

と
で
証
明
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
 
（
尚
歌
番
号
は
『
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

ま
た
単
に
「
郎
女
」
と
す
る
の
は
大
伴
坂
上
郎
女
の
こ
と
で
あ
る
。
）

 
 
大
伴
宿
戸
稲
公
、
田
村
大
君
に
贈
る
歌
一
首
鰍
酵
媚
一
同
呂

 
鰯
 
相
見
ず
は
恋
ひ
ず
あ
ら
ま
し
を
妹
を
見
て
も
と
な
か
く
の
み
恋
ひ
ば
い

 
 
か
に
せ
む

 
 
 
 
右
の
一
首
は
、
姉
坂
上
郎
女
が
作
な
り
。

 
こ
の
歌
も
、
左
注
に
よ
っ
て
実
際
は
郎
女
の
作
で
あ
る
ご
と
が
明
か
に
な
っ

て
い
る
一
首
で
あ
る
。
こ
こ
に
名
が
挙
っ
て
い
る
稲
公
は
天
平
一
一
年
、
郎
女
の

異
母
兄
・
大
宰
帥
大
伴
旅
人
が
脚
に
瘡
が
で
き
て
重
態
に
な
っ
た
と
き
、
遺
言

を
受
け
る
為
に
都
か
ら
来
た
一
人
で
、
郎
女
の
同
母
の
弟
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

人
物
で
あ
る
し
、
巻
八
で
は
甥
の
家
持
と
歌
を
詠
み
交
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、

田
村
大
膳
は
題
詞
の
下
文
と
、
坂
上
鴬
嬢
に
贈
っ
た
四
首
の
歌
（
6
9
【
」
～
仁
」
）
の

左
注
に
よ
っ
て
、
大
伴
宿
奈
麻
呂
の
娘
で
あ
り
、
郎
女
の
娘
、
坂
上
大
嬢
と
異

母
姉
妹
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
か
ら
、
郎
女
は
君
恩
麻
呂
と
結
婚
し
た
こ

と
も
自
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
郎
女
は
、
異
母
弟
と
継
娘

（
同
居
で
は
な
か
っ
た
）
の
問
を
と
り
持
つ
役
を
果
し
て
い
る
訳
で
、
一
族
の
結

合
を
計
る
家
刀
自
の
当
然
の
配
慮
で
あ
っ
た
。
，
代
作
歌
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

そ
の
在
り
方
の
根
本
的
な
追
求
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
今
は
、
郎
女
が
極
め
て

実
用
的
な
目
的
で
代
作
を
し
た
事
実
を
確
認
し
て
お
く
だ
け
に
し
て
お
く
。
な

お
、
こ
の
左
注
に
つ
い
て
は
、
 
『
万
葉
集
全
課
』
巻
第
四
木
下
正
俊
が
、
「
考
」

の
部
分
で

 
 
こ
の
左
注
は
坂
上
郎
女
が
弟
の
稲
公
の
代
作
を
や
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い

 
る
者
の
記
入
で
あ
る
。
家
持
の
聞
き
書
き
で
あ
ろ
う
。
蝋
管
自
作
の
歌
も
巻

 
第
八
〔
一
五
五
三
〕
に
あ
る
が
平
凡
作
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
歌
も
、
歌
才

 
に
乏
し
い
弟
の
拙
さ
を
見
か
ね
た
姉
が
代
役
を
買
っ
て
出
た
も
の
と
思
わ
れ

 
る
。
そ
れ
に
し
て
も
単
調
で
新
味
が
な
く
、
、
坂
上
郎
女
も
わ
ざ
と
手
を
奪
い

 
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
男
女
贈
答
の
一
面
を
物
語
っ
て
興
味
深
い
注
記
で
あ

 
る
。

と
言
う
の
が
ほ
ぼ
当
を
得
て
い
る
と
思
う
。
と
は
言
え
、
確
か
に
平
凡
な
作
で

は
あ
る
が
、
わ
ざ
と
手
を
抜
く
筈
も
な
く
、
 
『
万
葉
集
私
注
』
土
屋
文
明
が
、

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
 
「
普
通
の
こ
と
を
歌
ふ
だ
け
で
あ
る
か
ら
代
作
で
も
間
に
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合
う
の
で
あ
る
。
」
と
言
う
よ
う
に
、
こ
の
歌
の
力
に
よ
っ
て
女
性
を
得
よ
う

と
す
る
場
合
の
作
で
は
な
い
か
ら
仕
方
が
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

 
 
 
大
伴
坂
上
郎
女
が
怨
恨
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
げ

鵬
 
お
し
て
る
 
難
波
の
菅
の
 
ね
も
こ
ろ
に
 
君
が
聞
こ
し
て
 
年
深
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
は

 
、
長
く
し
言
へ
ば
 
ま
そ
鏡
 
磨
ぎ
し
心
を
 
ゆ
る
し
て
し
 
そ
の
日
の
極

 
 
 
 
む
た
 
な
び

 
み
 
波
の
共
靡
く
玉
藻
の
 
か
に
か
く
に
 
心
は
持
た
ず
 
大
船
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ

頼
め
る
時
に
 
ち
は
や
ぶ
る
 
神
か
寒
く
ら
む
 
う
つ
せ
み
の
 
人
か
障

 
ふ
ら
む
 
通
は
し
し
 
君
も
来
ま
さ
ず
 
玉
梓
の
 
使
も
見
え
ず
 
な
り

ぬ
れ
ば
 
い
た
も
す
べ
な
み
 
ぬ
ば
た
ま
の
 
夜
は
す
が
ら
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
る
し

く
 
日
も
要
る
る
ま
で
 
嘆
け
ど
も
 
験
を
無
み
 
思
へ
ど
も

を
知
ら
に
 
た
わ
や
女
と
 
言
は
く
も
し
る
く
 
た
わ
ら
は
の

 
 
 
 
 
も
と
ほ

泣
き
つ
つ
 
た
廻
り
 
君
が
使
を
 
待
ち
や
か
ね
て
む

 
 
反
歌

赤
ら
ひ

た
づ
き

ね音
の
み

 
枷
 
初
め
よ
り
長
く
言
ひ
つ
つ
頼
め
ず
は
か
か
る
思
ひ
に
逢
は
ま
し
も
の
か

 
こ
の
歌
は
、
一
見
す
れ
ば
疎
遠
に
な
っ
た
男
を
恨
む
恋
の
歌
で
あ
る
が
、
そ

の
対
象
を
誰
と
考
え
る
か
で
、
当
然
説
が
分
か
れ
て
く
る
。
名
の
挙
が
っ
た
男

性
は
、
藤
原
麻
呂
（
『
万
葉
集
致
謹
』
岸
本
由
豆
流
）
、
郎
女
の
異
母
兄
で

二
人
の
娘
（
坂
上
大
嬢
・
二
嬢
）
を
設
け
た
大
伴
宿
奈
麻
呂
（
『
万
葉
代
匠

記
」
契
沖
精
撰
本
）
、
大
伴
駿
河
麻
呂
（
『
大
伴
家
持
の
研
究
』
尾
山
篤
二
郎
）

等
で
、
こ
の
他
小
野
寺
静
子
氏
（
「
怨
恨
の
歌
」
 
『
万
葉
』
七
九
号
）
の
よ
う

に
、
特
定
の
相
手
で
は
な
い
と
す
る
説
、
更
に
は
、
大
伴
家
持
を
怨
ん
だ
と
す

る
説
（
寺
田
透
『
万
葉
の
女
流
歌
人
」
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
等
に
対
し
て
、

橋
本
達
雄
氏
が
『
万
葉
』
八
四
号
で
提
出
さ
れ
た
、
娘
坂
上
大
町
に
代
っ
て
大

伴
家
持
に
贈
っ
た
代
作
歌
で
は
な
か
っ
た
か
と
す
る
説
は
極
め
て
魅
力
的
で
あ

る
。
勿
論
決
定
的
な
事
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
橋
本
氏
は
、

 
 
し
か
し
、
大
伴
宗
家
の
嫡
男
な
る
家
持
に
自
分
の
娘
を
嫁
が
せ
る
こ
と

 
が
、
大
伴
家
に
と
っ
て
も
郎
女
に
と
っ
て
も
、
は
た
ま
た
大
門
の
た
め
に

 
も
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
郎
女
の
心
中
で
は
、
い
ず
れ
は
家
持

 
も
そ
の
よ
う
に
思
い
、
彷
捏
を
や
め
て
大
判
の
許
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
見

 
通
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
経
緯
の
せ
ん
さ
く
は
憶
測
の
域
に
と
ど

 
め
る
と
し
て
も
、
事
実
後
年
そ
の
通
り
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

 
う
な
観
点
に
立
っ
て
こ
の
歌
を
読
む
時
、
従
前
か
ら
し
き
り
に
問
題
と
し
た

 
迫
真
性
の
な
さ
も
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
家
持
と
大
挙
と
の
間
が
決
定
的
な

 
手
切
れ
と
な
る
こ
と
を
避
け
る
意
味
を
も
た
せ
た
表
現
で
あ
る
と
す
る
こ
と

 
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
そ
の
内
容
に
立
ち
い
っ
て
説
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。

 
こ
の
歌
の
配
列
順
か
ら
み
て
、
作
歌
年
代
が
天
平
三
・
四
年
頃
（
私
見
で
は

天
平
四
年
の
秋
以
降
、
五
年
も
予
想
さ
れ
る
）
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、

そ
う
す
れ
ば
、
旅
人
亡
き
後
十
五
六
才
の
家
持
を
盛
り
立
て
て
一
族
の
経
営
に

取
組
ん
で
い
る
家
刀
自
と
し
て
一
種
の
宣
言
と
し
て
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思

う
。
 
「
怨
恨
」
の
二
文
字
が
、
一
族
外
の
人
へ
送
ら
れ
た
と
考
え
る
よ
り
も

（
勿
論
最
初
か
ら
題
詞
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
分
ら
な
い
が
）
家
持
へ
送
ら
れ
た

と
考
え
る
と
大
い
に
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

 
鰯
は
『
万
葉
集
注
釈
」
沢
潟
久
孝
の
説
の
よ
う
に
（
角
川
文
庫
『
万
葉
集
」
'

伊
藤
博
も
、
鰯
以
下
四
首
を
「
身
内
の
坂
上
郎
女
と
恋
人
同
志
を
装
っ
た
贈

（2）



答
」
と
注
し
て
い
る
）
坂
上
郎
女
に
贈
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
、
四
首
齢
～

槻
は
同
時
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ね

 
鰯
 
ま
す
ら
を
の
思
ひ
わ
び
つ
っ
た
び
数
多
く
嘆
く
な
げ
き
を
負
は
ぬ
も
の

 
 
か
も
（
大
伴
宿
祢
駿
河
麻
呂
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と

 
腰
 
心
に
は
諮
る
る
日
な
く
思
へ
ど
も
人
の
言
こ
そ
繁
き
君
に
あ
れ
（
郎

 
 
女
）

 
 
 
 
 
 
 
け

 
脇
 
相
見
ず
て
日
長
く
な
り
ぬ
こ
の
こ
ろ
は
い
か
に
ざ
き
く
や
い
ふ
か
し
我

 
 
妹
（
駿
河
麻
呂
）

 
鵬
 
鼠
害
の
絶
え
ぬ
使
ひ
の
よ
ど
め
れ
ば
事
し
も
あ
る
ご
と
思
ひ
つ
る
か
も

 
 
（
郎
女
）

 
 
 
 
右
、
坂
上
郎
女
は
佐
保
大
納
言
卿
の
女
そ
、
駿
河
麻
呂
は
、
こ
の
高

 
 
 
市
大
卿
の
孫
そ
。
両
卿
は
兄
弟
の
家
、
女
と
孫
と
は
姑
姪
の
族
そ
。
こ

 
 
こ
を
以
ち
て
、
歌
を
題
し
送
り
答
へ
、
起
居
を
相
孫
す
。

 
高
市
大
卿
は
、
 
「
万
葉
代
匠
記
」
に
「
右
大
臣
大
伴
宿
営
御
行
ニ
ヤ
」
と
あ

る
の
に
従
う
と
、
御
行
は
郎
女
の
父
・
安
麻
呂
の
兄
で
あ
る
か
ら
、
郎
女
と
駿

河
麻
呂
は
娘
と
孫
で
、
い
と
こ
半
の
関
係
に
な
る
。
又
駿
河
麻
呂
は
郎
女
の
娘

 
 
つ
ま
ど
 
 
 
 
ラ

ニ
嬢
を
回
っ
た
歌
餅
が
あ
る
し
、
前
田
（
『
日
本
文
学
研
究
」
第
二
五
号
）

 
 
 
 
 
 
 
 
う
り
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う

で
述
べ
た
よ
う
に
、
 
「
族
を
宴
す
る
日
に
吟
ふ
歌
」
姻
は
郎
女
が
駿
河
麻
呂
に

二
嬢
を
与
え
る
許
し
の
歌
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
人
は
ま
さ
し
く
、
親
し
く
「
相

問
す
」
る
間
柄
で
あ
っ
た
。
 
『
万
葉
集
評
釈
」
窪
田
空
穂
（
以
下
『
評
釈
」
と

略
記
す
る
。
）
は
㎜
の
「
評
」
で

 
 
こ
の
歌
で
見
る
と
、
駿
河
麻
呂
が
求
婚
し
て
い
る
女
に
贈
っ
た
も
の
の
ご

 
と
く
見
え
る
が
、
左
注
に
よ
る
と
、
以
下
三
首
の
歌
と
と
も
に
、
坂
上
郎
女

 
と
贈
要
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
歌
の
性
質
も
、

大
伴
坂
上
郎
女
論
 
下

お
ば
β
い

 
姑
姪
の
問
で
起
居
を
相
問
う
た
も
の
で
あ
る
と
断
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の

 
左
注
を
信
ず
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
思
う
に
左
注
は
、
こ
の
歌
に
対
し
て
人

 
が
誤
解
を
抱
き
は
し
な
い
か
と
危
ぶ
ん
で
添
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ま
さ

 
に
そ
の
要
の
あ
る
歌
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
巻
三
（
四
〇
七
）
に
よ
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
ば

 
駿
河
麿
は
坂
上
家
の
二
媛
の
、
ま
だ
婚
期
に
は
達
し
か
ね
る
娘
を
娚
っ
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま
ど

 
る
。
こ
の
歌
で
見
る
と
、
そ
の
娚
い
は
成
立
ち
、
夫
婦
関
係
が
結
ば
れ
た

 
が
、
二
六
は
郎
女
の
保
護
の
下
に
あ
り
、
駿
河
麿
と
し
て
は
思
う
ま
ま
に
は

 
逢
い
か
ね
る
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
嘆
い
て
二
嬢
に
贈
っ
た
も
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
た

 
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
報
え
歌
は
、
郎
女
が
二
嬢
に
代
っ
て
詠
ん
だ
も
の

で
、
こ
れ
は
坂
上
大
嬢
の
家
持
に
贈
る
歌
を
、
母
の
郎
女
が
代
っ
て
詠
ん
で

 
い
る
例
も
あ
っ
て
、
当
時
と
し
て
は
さ
し
て
特
別
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と

 
言
え
る
。
、

と
言
う
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
旗
の
「
人
の
こ
と
こ
そ
繁
き
君
に
は
あ

れ
」
脇
の
「
こ
と
し
も
あ
る
ご
と
思
ひ
つ
る
か
も
」
は
、
駿
河
麻
呂
の
女
性
関

係
を
批
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
母
と
し
て
の
立
場
で
歌
わ
れ
る
場
合
を
想

像
す
れ
ば
、
駿
河
麻
呂
も
心
中
恐
れ
入
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な

い
。
郎
女
の
態
度
を
同
じ
く
『
評
釈
』
は
脳
の
「
評
」
で

 
 
言
い
方
は
穏
や
か
な
も
の
で
あ
る
が
、
高
く
地
歩
を
占
め
て
言
っ
て
い
る

 
も
の
で
あ
る
。

と
言
い
、
駿
河
麻
呂
の
櫨
の
「
評
」
で
は

 
 
こ
れ
は
久
し
く
逢
わ
ず
に
い
る
妻
に
対
し
て
の
心
と
す
る
と
淡
白
な
も
の

 
で
、
親
族
の
長
上
と
し
て
の
郎
女
に
対
し
て
の
も
の
と
も
見
ら
れ
る
脇
の
で

 
あ
る
。
駿
河
麿
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
必
要
の
あ
っ
て
の
こ

 
と
と
思
わ
れ
る
。
妻
が
郎
女
の
意
志
次
第
の
者
で
あ
り
、
相
聞
の
歌
が
郎
女

（3）



 
の
眼
を
経
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

 
し
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。

と
言
う
の
が
当
を
得
て
い
る
と
思
う
。

立
ち
入
っ
て
の
こ
と
は
言
う
ま
い
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ゆ
し
も

 
働
 
ひ
さ
か
た
の
天
の
露
霜
置
き
に
け
り
家
な
る
人
も
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む

 
観
 
玉
守
に
玉
は
授
け
て
か
つ
か
つ
も
枕
と
我
は
い
ざ
二
人
踏
む

 
こ
の
二
首
は
後
の
歌
に
つ
い
て
、
 
『
万
葉
代
国
記
」
精
撰
本
に
、

 
 
三
三
の
意
を
按
ず
る
に
二
人
の
娘
を
玉
に
讐
へ
、
家
持
駿
河
麻
呂
等
の
智

 
に
約
し
た
る
人
を
玉
守
に
讐
へ
て
、
早
く
此
人
ど
も
に
娘
を
与
へ
て
何
処
に

 
有
て
も
待
恋
ん
か
な
ど
国
使
を
や
る
こ
と
な
く
心
安
く
枕
と
共
に
寝
む
と
な

 
り
、
枕
と
ふ
た
り
と
は
、
娘
を
傍
に
臥
せ
て
守
れ
ば
そ
れ
に
対
し
て
云
へ
り

と
あ
る
の
が
妥
当
な
説
の
よ
う
で
、
続
い
て
、
駿
河
麻
呂
の
三
首
の
歌
（
鵬
～

臨
）
、
更
に
郎
女
の
六
首
の
歌
（
r
D
～
6
6
6
）
と
あ
る
の
も
、
両
者
の
贈
答
の
歌

と
お
も
わ
れ
る
。
 
「
順
守
に
玉
は
授
け
て
」
は
、
集
中
例
の
な
い
表
現
で
あ
る

が
、
母
親
の
心
情
を
率
直
に
吐
露
し
、
し
か
も
下
句
「
枕
と
我
は
い
ざ
二
寝

む
」
と
、
安
心
と
同
時
に
淋
し
さ
の
鞭
っ
た
結
び
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、

歌
が
実
用
的
な
（
即
ち
、
智
に
娘
を
よ
ろ
し
く
頼
む
と
依
頼
し
て
い
る
点
）
面

で
の
存
在
感
を
漂
わ
せ
て
い
な
が
ら
も
、
文
学
と
し
て
す
ぐ
れ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
 
「
評
釈
」
が
槻
の
「
評
」
で

 
 
娘
を
結
婚
さ
せ
た
後
の
親
の
心
は
、
古
来
あ
ら
ゆ
る
親
の
体
験
し
て
い
る

 
も
の
で
あ
る
が
、
歌
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
こ
れ
は
そ

 
の
代
表
的
の
も
の
で
あ
る
。

と
言
う
通
り
で
あ
る
。
前
朝
は
、
 
『
万
葉
集
全
註
釈
」
武
田
祐
吉
（
以
下
『
全

註
釈
」
と
略
記
す
る
）
が
「
評
語
」
で

 
 
今
、
次
の
歌
と
連
絡
あ
る
も
の
と
見
て
、
坂
上
の
郎
女
が
、
自
分
の
女
子

 
を
与
え
た
男
に
対
し
、
早
く
お
帰
り
な
さ
い
、
あ
な
た
の
新
妻
な
る
わ
た
ぐ

 
し
の
子
も
、
あ
な
た
の
家
で
待
っ
て
い
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
と
の
意
を
あ
ら

 
わ
し
た
、
母
の
心
の
歌
と
し
て
解
し
て
お
い
た
。

と
言
う
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
 
『
全
註
釈
』
は
、
後
の
歌
の

方
を
、
 
「
従
来
駿
河
麻
呂
に
娘
を
与
え
た
時
の
作
と
し
て
い
る
。
恐
ら
く
は
家

持
に
嫁
せ
し
め
た
時
の
作
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
」
と
説
い
て
い
る
。

 
と
も
か
く
、
結
婚
に
よ
っ
て
一
族
の
結
合
を
強
め
て
い
く
郎
女
に
と
っ
て
、

「
家
な
る
人
も
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
」
と
か
、
 
「
玉
主
に
玉
は
授
け
て
」
と
歌
う

こ
と
で
、
婿
た
る
も
の
に
一
種
の
圧
力
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
は
私
だ

け
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
ひ
さ
か
た
の
天
の
露
霜
置
き
に
け
り
」
の
大
仰
な
物

言
い
も
、
娘
婿
へ
の
歌
だ
と
す
る
時
よ
く
理
解
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
続
い
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
駿
河
麻
呂
の
三
首
の
歌
は
第
一
首

 
 
こ
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ね

 
鵬
 
情
に
は
忘
れ
ぬ
も
の
を
た
ま
さ
か
に
見
ぬ
日
さ
数
多
く
月
ぞ
経
に
け
る

を
初
め
と
し
て
、
全
て
訪
れ
の
間
遠
に
な
っ
た
こ
と
の
言
い
訳
け
で
あ
る
と
こ

ろ
が
ら
み
て
、
事
実
は
い
か
に
も
せ
よ
、
こ
の
歌
の
配
列
を
し
た
巻
四
の
編
者

は
、
郎
女
と
駿
河
麻
呂
の
贈
答
（
駿
河
麻
呂
の
歌
は
表
面
的
に
は
二
二
へ
歌
い

か
け
て
い
る
）
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
六
首
」
 
（
r
O
～
6
ρ
h
U
6
）
は
『
評
釈
」
が
鮒
の
「
評
又
」

で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
と
い
ら
つ
め

 
 
以
上
六
首
の
歌
は
、
（
六
五
六
）
に
い
っ
た
が
よ
う
に
、
坂
上
家
の
二
重

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
た

 
か
ら
夫
駿
河
麿
に
贈
り
ま
た
報
え
る
歌
を
、
郎
女
が
代
作
し
た
も
の
で
は
な
・

 
い
か
之
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（4）



と
言
う
考
え
を
採
る
と
す
れ
ば
、
右
の
六
首
も
、
大
伴
家
の
内
部
を
治
め
る
家

刀
自
の
役
目
を
果
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
こ
の
六
首
に
つ
い
て
は
憶

則
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
に
す
る
。

 
 
 
 
天
皇
に
献
れ
る
歌
獣
畔
纐
乙
嫁
網
碓
腺

 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
や
び

 
剛
 
足
引
の
山
に
し
居
れ
ば
風
流
な
み
吾
が
す
る
わ
ざ
を
と
が
め
た
ま
ふ
な

 
こ
の
歌
は
、
 
『
代
匠
記
』
が
、

 
 
此
歌
は
若
齢
よ
り
艶
書
な
ど
賜
た
る
時
様
に
も
随
が
は
ず
御
返
事
奉
る
に

 
付
て
読
て
奉
る
鰍
。
或
は
処
に
つ
け
た
る
物
な
ど
奉
る
に
そ
へ
た
る
鰍
。

 
 
 
 
 
 
の

と
言
い
。
巻
六
〇
一
の
前
文
及
び
後
文
に
よ
れ
ば
、
郎
女
が
獣
に
つ
け
て
歌
を
奉

ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
言
う
こ
と
で
、
従
来
、
『
万
葉
集
下
墨
」

巻
四
木
下
正
俊
が
「
我
が
す
る
わ
ざ
を
」
に
つ
い
て
、

 
 
佐
保
山
近
く
で
採
れ
た
木
の
実
の
類
か
山
の
芋
、
ま
た
は
疏
菜
を
献
ず
る

 
際
に
こ
の
歌
を
添
え
、
そ
の
こ
と
を
悼
り
多
い
振
舞
と
申
し
訳
し
た
と
見
て

 
よ
か
ろ
う
。

乏
述
べ
て
い
る
方
向
で
の
理
解
が
さ
れ
て
き
た
。
「
風
流
無
み
我
が
す
る
わ
ざ
」

が
、
田
舎
人
た
る
自
分
の
奉
る
物
を
卑
下
し
で
付
け
た
歌
と
す
る
と
し
て
、
こ

の
歌
の
「
評
」
で
、
 
『
評
釈
』
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
つ
ぎ

 
 
し
か
し
て
そ
の
心
と
し
て
は
、
貢
と
し
て
の
物
で
は
な
く
、
そ
の
季
節
の

 
珍
し
く
好
い
物
を
御
覧
に
入
れ
よ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
歌
は
儀
礼
と

 
し
て
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
こ
う
し
た
歌
は
、
そ
の
物
の
好
さ
を
い

 
い
、
我
が
そ
れ
を
得
る
た
め
の
労
を
い
う
の
が
型
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

 
は
天
皇
に
対
す
る
臣
下
と
し
て
の
礼
を
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

と
言
い
、
 
『
全
註
」
は
「
評
語
」
で

大
伴
坂
上
郎
女
論
下

 
 
達
意
の
歌
で
あ
る
。
初
二
句
に
や
や
風
情
が
あ
る
が
、
下
句
が
露
骨
で
、

 
う
ち
こ
わ
し
て
い
る
。

と
言
い
、
 
『
万
葉
集
注
釈
」
沢
潟
久
孝
（
以
下
『
注
釈
」
と
略
記
す
る
）
は
、

「
考
」
で
、

 
 
天
皇
に
対
す
る
親
愛
感
と
率
直
な
表
現
が
さ
す
が
に
万
葉
ら
し
く
て
よ
い

と
評
し
て
い
る
。
郎
女
に
は
こ
の
後
に
も
同
様
の
歌
（
「
0
6
）
が
あ
る
が
、

天
皇
に
回
っ
た
女
性
の
歌
は
、
額
田
王
、
八
代
女
王
㈱
の
よ
う
な
皇
族
の
場
合

を
別
に
す
れ
ば
全
く
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
鵬
の
左
注
に
「
初
め
一
品

 
 
 
 
 
と
つ
 
う
つ
く
し
 
 
 
 
 
 
 
た
ぐ
ひ
 
 
 
く

穂
積
皇
子
に
嫁
ぎ
寵
び
を
う
く
る
こ
と
儒
な
し
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
武

天
皇
の
皇
子
に
寵
愛
さ
れ
た
郎
女
で
あ
っ
た
。
又
献
ら
れ
た
天
皇
と
は
巻
四
の

配
列
か
ら
し
て
聖
武
天
皇
と
思
わ
れ
、
既
に
大
伴
家
の
家
刀
自
の
地
位
に
あ
っ

た
郎
女
が
、
聖
武
天
皇
に
親
し
く
歌
を
奉
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想

像
で
き
る
。
そ
し
て
、
郎
女
が
歌
を
翻
っ
た
意
味
は
、
 
「
万
葉
集
の
文
学
論
的

研
究
」
久
米
常
民
が

 
 
そ
し
て
、
彼
女
が
、
こ
の
よ
う
に
宮
廷
と
の
接
触
を
保
と
う
と
し
た
の

 
は
、
主
柱
の
な
い
大
伴
本
家
の
た
め
に
、
そ
の
庇
護
を
う
る
ζ
と
に
ょ
っ

 
て
、
新
興
貴
族
で
あ
る
藤
原
氏
に
対
し
て
、
旧
貴
族
大
伴
氏
の
存
在
を
暗
に

 
主
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
も
家
刀
自
坂
上

 
郎
女
の
必
死
の
努
力
で
あ
っ
て
聖
武
後
宮
文
学
サ
ロ
ン
へ
の
社
交
的
出
入
で

 
あ
っ
た
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

と
説
く
の
が
至
当
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
歌
や
、
隔
・
鵬
の
歌
を
見
る
か
ぎ

り
、
郎
女
が
天
皇
と
の
関
係
を
深
め
よ
う
と
す
る
努
力
を
自
己
犠
牲
に
よ
っ
て

成
し
て
い
た
と
は
思
え
ず
、
む
し
ろ
当
然
の
、
あ
る
い
は
呈
上
の
陶
酔
の
中
で

行
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
恣
意
的
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

（5）



 
 
 
 
天
皇
に
着
る
歌
二
首
腰
輿
融
塞
栓
矯

 
 
 
 
 
 
か
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
ろ

 
窩
 
寺
詣
の
潜
く
池
水
心
あ
ら
ば
君
に
わ
が
恋
ふ
る
情
示
さ
ね

 
 
 
よ
そ

 
搦
 
外
に
居
て
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
君
が
家
の
池
に
住
む
と
い
ふ
鴨
に
あ
ら

 
 
ま
し
を

 
こ
の
二
首
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
目
的
で
天
皇
に
隔
っ
た
歌
で
あ
る
が
、
既

に
『
万
葉
集
古
義
」
鹿
持
雅
澄
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ

 
 
歌
意
か
く
れ
た
る
と
こ
ろ
な
し
、
今
案
此
歌
、
天
皇
へ
悟
れ
る
歌
と
せ

 
 
 
 
 
キ
ミ
ガ
イ
ヘ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
メ

 
む
に
は
、
君
之
家
書
と
潜
る
こ
と
、
甚
無
礼
し
、

と
言
い
、
「
万
葉
集
注
釈
」
は
、
先
の
阻
を
佐
保
の
大
伴
家
の
本
宅
か
ら
奉
り
、

こ
の
歌
は
『
万
葉
集
私
注
」
土
屋
文
明
（
以
下
『
私
注
」
と
略
記
す
る
）
の
説

-
を
採
用
し
て
、
坂
上
家
、
即
ち
郎
女
自
身
の
居
宅
に
あ
っ
て
の
作
と
し
、
鶴
の

 
「
考
」
で

 
 
こ
の
作
は
類
型
の
多
い
も
の
で
、
す
ぐ
前
（
七
二
二
）
に
も
あ
っ
た
が
、

 
 
 
お
く
れ
居
て
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
紀
の
国
の
妹
背
の
山
に
あ
ら
ま
し
も

 
 
の
を
（
五
四
四
）

 
の
如
き
は
最
も
相
似
た
も
の
で
、
 
「
池
に
住
む
と
い
ふ
鴨
」
は
や
は
り
御
製

 
に
よ
る
も
の
と
遭
せ
ら
れ
と
私
注
に
あ
る
や
う
に
、
さ
う
し
た
御
作
に
即
答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ
ホ
ト
モ
ス
ク
ネ
タ
チ

 
し
た
も
の
と
考
へ
る
。
全
注
釈
に
は
光
明
皇
太
后
の
宣
命
に
「
大
伴
鴬
笛
等

 
 
ワ
ガ
ウ
カ
ラ
ニ
モ
ア
リ

 
波
吾
族
示
母
在
」
 
（
天
平
宝
字
元
年
七
月
二
日
、
第
十
七
詔
）
と
あ
る
事

 
や
郎
女
の
母
石
川
内
命
婦
（
六
六
七
左
注
）
が
久
し
く
宮
中
に
仕
へ
て
る
た

 
事
を
注
意
さ
れ
て
る
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
明
治
以
後
の
一
部
の
人
達
が
考

 
 
へ
る
や
う
な
君
臣
の
間
柄
と
は
思
へ
な
い
親
し
さ
が
示
さ
れ
て
を
り
、
こ
の

 
作
の
題
詞
と
作
者
と
を
疑
ふ
説
も
出
て
み
る
が
、
こ
れ
を
疑
ふ
べ
き
論
拠
は

 
無
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
聖
武
天
皇
は
集
申
に
長
歌
一
首
鵬
・
短
歌
十
首
を
残
し
て
お

ら
れ
、
海
上
女
王
や
学
人
女
王
へ
恋
の
歌
を
贈
ら
れ
た
り
、
遠
江
守
桜
井
王
と

も
親
し
く
歌
を
詠
み
交
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
四
首
に
動
物
が

詠
ま
れ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
う
ま
せ
 
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
 
 
 
 
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
雁
が
ね
㎜

 
 
赤
駒
の
越
ゆ
る
馬
柵
の
脚
 
潮
干
の
潟
に
鶴
鳴
き
渡
る
…
…

 
 
 
ね
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
 
 
 
 
一

 
 
 
 
む

雁
が
音
蹴

 
 
 
 
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ま

と
、
う
ち
三
首
が
鳥
関
係
で
あ
る
か
ら
、
坂
上
郎
女
に
賜
わ
っ
た
歌
が
「
野
鳥

 
か
つ

の
潜
く
池
」
や
「
池
の
鴨
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
そ
れ

ほ
ど
的
は
ず
れ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

 
天
皇
を
慕
う
気
持
が
「
恋
ふ
る
」
や
「
恋
ひ
つ
つ
」
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て

い
る
が
、
歌
と
し
て
は
『
評
釈
」
が
、

 
 
郎
女
と
し
て
は
、
そ
の
平
常
の
才
情
を
抑
え
、
素
朴
を
き
わ
め
た
詠
み
方

 
を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
素
朴
は
、
深
く
心
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、

 
わ
ざ
と
素
朴
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
皇
に
対
し
ま
つ
る
臣
下
と
し

 
て
の
礼
よ
り
で
あ
る
。

と
言
う
よ
う
に
、
控
え
め
な
歌
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
、
天
皇
に
対
す
る
思
い

が
し
み
じ
み
と
伝
わ
る
の
は
、
切
実
な
実
感
を
持
っ
て
い
た
か
ら
か
と
思
わ

れ
、
そ
れ
は
前
掲
の
久
米
常
民
氏
の
論
文
に
説
く
の
と
同
じ
理
由
か
ら
だ
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
冬
十
一
月
、
大
伴
坂
上
郎
女
、
帥
の
家
を
発
ち
て
道
に
上
り
、
筑
前

 
 
 
の
国
の
宗
像
の
郡
の
名
児
の
山
を
越
ゆ
る
時
に
作
る
歌
一
首

 
お
ほ
な
む
ら
す
く
な
ひ
こ
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ

鵬
大
錨
霧
雲
名
の
神
こ
そ
は
名
づ
け
始
め
け
め
名
の
み
を

名
児
山
と
負
ひ
て
 
わ
が
恋
の
 
千
重
の
一
重
も
 
慰
さ
め
な
く
に

（6）



 
 
 
 
同
じ
坂
上
郎
女
、
・
京
に
向
う
海
道
に
し
て
、
浜
の
貝
を
見
て
作
る
歌

 
 
 
 
一
首

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ろ

 
鰻
 
わ
が
背
子
に
恋
ふ
れ
ば
苦
し
暇
あ
ら
ば
拾
ひ
て
行
か
む
恋
忘
貝

 
右
の
歌
自
体
が
、
一
族
の
誰
か
に
宛
て
て
詠
ま
れ
た
り
し
た
も
の
で
は
な
い

が
、
題
詞
か
ら
分
る
よ
う
に
、
郎
女
が
大
宰
府
に
赴
き
、
天
平
二
年
十
二
月
に

出
発
す
る
異
母
兄
・
大
宰
帥
大
伴
旅
人
κ
先
立
っ
て
、
京
に
向
つ
た
こ
と
を
証

す
る
歌
で
あ
る
。
鵬
の
歌
は
、

 
 
 
 
 
 
こ
『

 
鵬
 
名
草
山
言
に
し
あ
り
け
り
わ
が
恋
の
千
重
の
一
重
も
慰
さ
め
な
く
に

と
酷
似
す
る
し
、
蟷
は
、

即
畷
が
ら
昏
ひ
に
行
か
撫
謬
岸
に
寄
る
と
い
ふ
恋
忘
貝
、

と
、
い
ず
れ
も
巻
七
の
歌
を
踏
ま
え
て
の
作
で
あ
る
か
ら
、
『
万
葉
集
特
注
」

巻
第
六
吉
井
巖
が
鵬
に
つ
い
て
「
考
」
の
と
こ
ろ
で

 
（
名
の
み
を
）
以
下
五
句
は
、
7
・
＝
一
＝
二
と
酷
似
す
る
。
こ
の
歌
を
原

 
歌
と
し
て
こ
の
長
歌
が
作
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

と
あ
る
の
が
領
け
る
の
で
あ
る
。
京
に
向
っ
て
行
く
郎
女
が
「
苦
し
み
を
忘
れ

る
為
に
恋
忘
れ
貝
を
拾
っ
て
行
こ
う
」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
素
直
に
考
え

れ
ば
、
直
前
に
別
れ
た
旅
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
郎
女
の
歌
が
「
恋
物
-

語
」
「
文
学
的
虚
構
」
に
満
ち
て
い
る
こ
と
は
伊
藤
博
氏
が
『
万
葉
集
の
歌
人

と
作
品
」
の
「
天
平
の
女
歌
人
」
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
と
う
り
で
あ
る
の
で
、

こ
の
二
首
も
「
恋
の
仕
立
」
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
異
母
兄
へ
の
想
い
を
歌
っ

た
も
の
と
解
し
た
い
。
そ
の
「
想
い
」
で
あ
る
が
、
旅
人
の
妻
大
伴
女
郎
が
大

宰
府
で
亡
く
な
り
、
そ
の
あ
と
、
遡
上
の
旅
人
の
傍
に
あ
っ
て
家
刀
偵
と
し
て

採
配
を
振
り
、
当
然
大
伴
家
持
（
当
時
十
二
才
）
の
養
育
に
も
当
っ
た
郎
女
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、
一
族
の
消
長
を
荷
う
旅
人
の
安
否
を
気
付
か
っ
て
の
こ
と
と

大
伴
坂
上
郎
女
論
 
下

思
わ
れ
る
。
旅
人
は
、
神
亀
五
年
窩
頃
妻
大
伴
女
郎
を
亡
く
す
が
、
そ
の
二
年

後
、
天
平
二
年
六
月
に
は
脚
に
瘡
を
生
じ
て
重
態
に
な
り
、
遣
言
を
す
る
よ
う

な
事
態
に
至
る
（
鰯
・
町
の
左
注
）
。

 
然
し
、
幸
い
に
し
て
、
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
京
に
向
う
こ
と
が
出
来
る
迄
に

回
復
す
る
が
、
完
全
に
癒
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
平
二
年

十
二
月
に
都
に
帰
っ
て
七
ヵ
月
後
、
天
平
三
年
七
月
二
十
五
日
（
『
続
日
本

紀
」
）
、
旅
人
は
六
十
七
才
（
『
懐
風
藻
」
）
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。
郎
女

の
心
中
を
慮
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
事
実
関
係
か
ら
し
て
、
僅
か
な
間
で
も
異
母

兄
・
旅
人
と
離
れ
る
こ
と
を
愁
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
更
に
、
当
時

の
政
治
的
状
況
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
大
伴
家
に
と
っ
て
極
め
て
厳
し
い

も
の
で
あ
っ
た
。

 
1
 
大
伴
本
家
の
あ
っ
た
佐
保
の
地
に
あ
っ
て
、
文
人
達
に
サ
ロ
ン
を
提
供

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
そ

 
 
し
た
、
高
市
皇
子
の
子
長
屋
王
が
、
p
天
平
元
年
二
月
十
日
の
「
私
か
に
左

 
 
道
を
学
び
国
家
を
傾
け
ん
と
し
て
い
る
」
之
の
密
告
で
十
一
日
逮
捕
さ

 
 
れ
、
十
二
日
自
尽
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
新
興
勢
力
藤
原
氏
に
対
抗
す
る

 
 
勢
力
は
大
き
な
柱
を
失
っ
た
σ

 
2
 
天
平
元
年
八
月
、
正
三
位
藤
原
夫
人
光
明
子
は
立
皇
后
の
詔
に
よ
り
、

 
 
臣
下
と
し
て
は
異
例
の
皇
后
と
な
っ
た
。
姉
の
宮
子
が
文
武
天
皇
の
夫
人

 
 
と
な
り
聖
武
天
皇
を
生
み
、
光
明
子
が
そ
の
聖
武
天
皇
の
皇
后
と
な
っ
た

 
 
こ
と
に
よ
り
、
藤
原
氏
は
大
き
く
勢
力
を
伸
長
し
た
の
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
が
ら

 
郎
女
が
時
代
の
状
況
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
 
「
親
族
を
心
す
る
日
に
吟

う
歌
」
姻
や
「
思
差
願
が
殆
暗
れ
る
を
悲
レ
び
嘆
き
て
作
る
歌
」
樹
・
輔
に
よ

っ
て
窺
え
る
が
、
そ
の
郎
女
で
あ
っ
て
み
れ
ば
右
の
よ
う
な
時
代
状
況
下
に
お

い
て
旅
人
を
長
上
と
す
る
大
伴
氏
の
将
来
に
極
め
て
危
惧
を
覚
え
て
い
た
と
し

（7）



て
も
当
然
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
 
へ

 
 
 
 
大
伴
坂
上
郎
女
の
、
姪
家
持
の
佐
保
よ
り
西
の
宅
に
還
帰
る
に
与
ふ

 
 
 
 
る
歌

 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
 
 
き
ぬ

 
㈱
 
わ
が
背
子
が
著
る
衣
薄
し
佐
保
風
は
い
た
く
な
吹
き
そ
家
に
至
る
ま
で

 
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
め

 
枷
 
あ
ら
た
ま
の
月
立
つ
ま
で
に
来
ま
さ
ね
ば
夢
に
し
見
つ
つ
思
ひ
そ
我
が

 
 
せ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
る
ふ

 
 
 
 
大
伴
宿
祢
家
持
、
天
平
十
八
年
の
閏
の
七
月
を
も
ち
て
、
越
中
の
国

 
 
 
 
の
守
に
任
け
ら
ゆ
。
す
な
は
ち
七
月
を
も
ち
て
任
所
に
赴
く
。
こ
こ

 
 
 
 
に
、
姑
大
伴
氏
坂
上
郎
女
、
家
持
に
贈
る
歌
二
首

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
き
 
 
 
 
い
は
ひ
へ

 
螂
 
草
枕
旅
行
く
君
を
幸
く
あ
れ
と
斎
楽
堂
ゑ
つ
我
が
床
の
辺
に

 
日

 
9
 
 
今
の
ご
と
恋
し
く
君
が
思
ほ
え
ば
い
か
に
か
も
せ
む
す
る
す
べ
の
な
さ

 
3

 
 
 
 
更
に
越
申
国
に
贈
る
歌

 
脚
 
旅
に
去
に
し
君
し
も
継
ぎ
て
夢
に
見
ゆ
我
が
片
恋
の
繁
け
れ
ば
か
も

 
岡

 
9
 
 
道
の
中
国
つ
み
神
は
旅
行
き
も
し
知
ら
ぬ
君
を
恵
み
た
ま
は
な

 
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
こ

 
 
 
 
姑
大
伴
氏
坂
上
郎
女
、
越
中
の
守
大
伴
宿
祢
家
持
に
来
室
す
る
歌
二

 
 
 
 
首

 
㈱
 
常
人
の
恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
あ
ま
り
に
て
我
れ
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た

 
 
ら
ず
や

 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

 
 
 
 
片
思
ひ
を
馬
に
ふ
つ
ま
に
負
ほ
せ
持
て
越
辺
に
遣
ら
ば
人
か
た
は
む
か

 
 
も

 
右
八
首
は
、
娘
大
嬢
の
婿
で
あ
る
家
持
へ
の
歌
で
あ
る
。
久
米
常
民
氏
が
前

掲
書
で

 
 
自
分
が
養
育
し
て
来
た
本
家
の
嫡
男
で
、
し
か
も
自
分
の
娘
の
聾
の
、
は

 
れ
の
地
方
官
と
し
て
の
赴
任
の
旅
立
ち
は
、
彼
女
に
と
っ
て
、
感
慨
無
量
な

 
も
の
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
激
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
任
期

 
中
、
ま
た
都
の
本
家
の
管
理
の
責
任
を
の
が
れ
え
な
い
と
い
う
詠
嘆
で
も
あ

 
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
郎
女
の
歌
は
一
見
恋
の
歌
の
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

の
実
は
心
か
ら
の
悲
痛
な
叫
び
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
0
8
に
報
え
て
家

持
は

 
 
あ
ま
ざ
か
 
 
 
 
 
 
あ
め
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
る
し

 
捌
 
天
離
を
鄙
の
奴
に
天
人
し
か
く
恋
す
ら
ば
生
け
る
験
あ
り

と
郎
女
の
こ
と
を
「
天
人
」
と
尊
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
「
常
人
」
に

対
し
て
の
語
で
は
あ
る
が
、
軽
い
気
持
で
戯
れ
た
の
で
は
な
く
、
遠
く
越
中
に

来
た
家
持
は
「
恋
ひ
」
と
言
う
他
な
く
郎
女
の
歌
に
「
生
け
る
験
」
を
見
た
の

で
あ
る
。
郎
女
の
歌
を
「
仮
構
の
恋
歌
」
 
（
申
西
進
「
天
平
の
女
た
ち
」
 
『
万

葉
史
の
研
究
」
）
と
か
、
伊
藤
博
氏
が
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
」
 
「
天
平
の

女
歌
人
」
の
申
で

 
 
右
の
よ
う
に
、
坂
上
郎
女
が
「
恋
歌
」
を
た
の
し
み
、
 
「
恋
物
語
」
を
地

 
で
遊
ん
だ
相
手
は
、
駿
河
麻
呂
一
入
に
限
ら
な
い
。

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
文
学
的
虚
構
の
な
か
で
把
え
よ
う
と
す
る
論
が
今
日
一

般
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
当
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
右
八
首
を
読

む
と
、
郎
女
は
家
持
に
対
し
て
、
こ
れ
以
外
の
詠
み
方
が
出
来
た
と
は
と
う
て

い
思
え
な
い
く
ら
い
、
逆
説
的
に
言
え
ば
、
ま
さ
し
く
実
用
的
に
切
迫
す
る
思

い
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
が
ら

 
 
 
 
大
伴
坂
上
郎
女
、
族
を
宴
す
る
日
に
吟
ふ
歌
一
首

（8）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
瓢
 
か
く
し
つ
つ
遊
び
飲
み
こ
そ
草
木
す
ら
春
は
生
ひ
つ
～
秋
は
散
り
ゆ
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た
 
 
 
 
 
 

 
郎
女
に
は
「
親
族
を
点
す
る
日
に
吟
ふ
歌
」
姐
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
大
伴

駿
河
麻
呂
に
母
親
と
し
て
、
二
嬢
を
与
え
る
許
し
の
歌
を
披
露
し
た
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
歌
は
、
も
っ
と
多
く
の
氏
人
に
対
し
て
、
家
刀
自
と
し
て
挨
拶
を

し
た
歌
で
あ
っ
た
。
か
っ
て
、
大
宰
帥
と
し
て
遙
か
な
九
州
の
地
に
あ
っ
た
異

母
兄
旅
人
は
・
 
「
天
平
二
年
の
正
月
の
十
三
日
に
・
帥
老
の
宅
に
攣
ま
り
て
・

 
 
 
の

宴
会
を
申
ぶ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
 
「
梅
花
の
宴
」
を
開
催
し
、
都
ま
で
鳴
り
響

く
よ
う
な
盛
況
を
博
し
た
。
こ
の
時
の
事
を
思
っ
て
作
っ
た
歌
が
巻
八
の

 
鰯
酒
杯
に
梅
の
花
浮
か
べ
思
ふ
ど
ち
飲
み
で
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し

で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
又
巻
三
に
あ
る
、
大
宰
府
関
係
の
一
群
の
歌

う
 
 
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ

謝
～
謝
の
中
に
は
、
旅
人
の
「
酒
を
讃
む
る
歌
十
三
首
」
が
あ
り
、
■
「
酒
飲
み

て
」
鋤
他
、
 
「
遊
び
の
道
」
謝
の
語
句
が
登
場
し
て
い
る
し
、
同
じ
一
群
の
中

に
、 

 
 
 
大
宰
少
弐
小
野
老
朝
臣
が
歌
一
首

 
謝
 
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り

 
 
 
 
沙
弥
満
誓
が
歌
一
首

 
 
よ
の
な
か
 
 
 
 
た
と
 
 
あ
さ
び
ら
 
こ
 
 
い

 
鋤
 
世
間
を
何
に
讐
へ
む
朝
開
き
漕
ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
ご
と
し

が
あ
っ
て
、
郎
女
の
こ
の
歌
が
生
れ
る
背
景
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
，
前
後
の
歌
の
（
特
に
直
後
の
歌
が
天
平
六
年
の

作
で
あ
る
）
制
作
年
次
か
ら
、
天
平
五
年
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
第
三

期
の
著
名
な
歌
人
の
活
動
が
ほ
ぼ
終
り
、
山
上
憶
良
は
恐
ら
く
こ
の
年
に
没
し

た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
反
益
す
る
か
の
よ
う
に
、
郎
女
の
作
歌
が
急
に
多

く
な
る
年
で
あ
る
。
 
『
評
釈
』
は
こ
の
歌
の
評
で
、

 
 
「
草
木
す
ら
」
以
下
は
、
広
い
世
界
の
上
に
、
草
木
と
人
間
と
を
同
列
に

大
伴
坂
上
郎
女
論
 
下

 
立
た
せ
、
草
木
の
春
秋
の
栄
枯
を
善
美
に
引
き
当
て
て
比
較
し
た
心
の
も
の

 
で
、
人
間
の
生
命
の
短
か
さ
を
暗
示
し
た
も
の
で
、
全
体
と
し
て
は
生
き
て

 
い
る
間
を
た
の
し
く
過
し
た
い
と
い
う
心
で
あ
る
。
仏
教
的
の
心
か
ら
生
ま

 
れ
た
享
楽
主
義
で
、
時
代
的
な
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
言
葉
の
単
純

 
で
、
暗
示
で
た
り
た
点
か
ら
も
窺
わ
れ
る
が
、
一
首
の
調
べ
に
投
げ
や
り
な

 
棄
て
ば
ち
な
匂
い
が
あ
っ
て
、
言
っ
て
い
る
ご
と
き
た
の
し
い
気
分
で
は
な

 
か
っ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
廷
臣
と
し
て
の
豪
族
大
伴
氏
の
状

 
態
を
も
反
映
さ
せ
て
い
る
語
で
あ
り
、
 
「
親
族
」
の
者
に
は
こ
の
心
が
黙
会

 
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
り
、
更
に
言
え
ば
、
 
『
人
間
の
生
命
の

短
か
さ
」
と
は
、
死
亡
時
の
年
令
の
如
何
を
問
は
ず
、
亡
き
旅
人
が
全
員
に
意

識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
記
紀
歌
謡
に
も
例
が
あ
る
、
勧
酒
歌
（
主
人
側
が
宴
を
開
く
に
あ
た
り
歌
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め

も
の
で
、
 
「
古
事
記
」
の
息
長
帯
日
売
の
歌
な
ど
）
で
あ
る
が
、
 
「
秋
は
散

り
ゆ
く
」
の
中
に
万
感
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
か
ま
と

 
 
 
十
一
年
己
卯
、
天
皇
、
高
円
の
野
に
遊
猟
し
た
ま
ふ
時
に
、
小
さ
き

 
 
 
 
 
 
 
 
せ
っ
そ
う

 
 
 
獣
都
里
の
中
に
泄
走
す
。
こ
こ
に
た
ま
さ
か
に
勇
士
に
逢
ひ
、
生
き

 
 
 
な
が
ら
に
し
て
獲
ら
え
ぬ
。
す
な
は
ち
、
こ
の
獣
を
も
ち
て
御
在
所

 
 
 
無
鼻
る
に
副
ふ
る
歌
音
謬
華
譲
ふ
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け

㎜
 
ま
す
ら
を
の
高
円
山
に
追
め
た
れ
ば
里
に
下
り
来
る
む
ざ
さ
び
そ
こ
れ

 
 
 
右
の
一
首
は
、
大
伴
坂
上
郎
女
作
る
。
た
だ
し
、
い
ま
だ
奏
を
経
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

 
 
 
し
て
小
さ
き
獣
死
麗
ぬ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
歌
を
掛
る
こ
と
停
む

む
さ
さ
び
は
集
申
圃
闘
と
こ
の
歌
の
三
首
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
歌

（9）



，
が
特
に
珍
ら
し
い
も
の
を
詠
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
聖
武
天
皇
の
天
平

十
一
年
、
御
猟
の
か
こ
み
を
破
っ
て
逃
げ
た
獲
物
で
、
．
そ
れ
に
歌
を
添
え
て
献

上
し
よ
う
と
し
て
い
た
ら
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
歌
も
差
し
上
げ
な
か
っ
た
、

と
い
う
状
況
が
興
味
を
引
く
も
の
で
あ
る
。
人
に
物
を
贈
る
時
に
歌
を
添
え
る

の
は
（
或
い
は
歌
を
贈
る
時
に
物
を
添
え
る
の
は
）
平
安
朝
で
は
常
識
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
を
見
る
と
、
奈
良
朝
に
も
、
・
田
緒
書
ぎ
め
い
た
歌

を
付
け
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
ぐ
れ
た
歌

と
は
為
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
が
、
『
評
釈
」
も
言
う
よ
う
に
．
「
儀
礼
の
歌
に

す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
し
て
は
さ
わ
や
か
さ
を
持
っ
て
い
る
」

し
、
何
よ
り
も
、
女
性
と
し
て
何
の
薫
り
も
な
く
、
折
り
を
過
ご
さ
な
い
歌
を

献
上
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
注
目
に
価
す
る
。
 
「
万
葉
集
と
上
代
文
化
」

 
（
『
万
葉
集
大
成
」
五
）
で
坂
本
太
郎
氏
は
、
天
皇
遊
猟
が
、
仏
教
と
の
関
係

か
ら
奈
良
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
と
推
測
し
、

 
 
わ
っ
か
に
天
平
十
二
年
十
一
月
の
和
遅
野
遊
猟
と
同
十
三
年
五
月
の
河
南

 
観
猟
と
の
二
件
を
、
続
紀
は
の
せ
る
の
み
で
あ
る
。
い
ま
十
一
年
に
同
類
の

 
記
事
一
件
が
加
へ
ら
れ
る
の
は
、
時
期
の
関
連
か
ら
云
っ
て
、
そ
の
頃
一
時

 
遊
猟
へ
の
関
心
が
動
い
た
と
見
て
不
都
合
で
な
い
。

と
言
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
と
こ
の
歌
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は

あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、
天
皇
遊
猟
が
こ
の
天
平
十
一
年
か
ら
毎
年

行
わ
れ
た
こ
と
は
、
時
代
と
し
て
は
平
穏
で
、
天
皇
自
身
が
活
計
に
行
動
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
 
『
万
葉
集
全
注
」
巻
第
六
吉
井
厳
は
「
考
」
で

 
 
こ
の
作
の
よ
う
に
、
聖
武
天
皇
へ
の
贈
歌
は
巻
四
（
七
二
五
～
七
二
六
）

 
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
高
級
貴
族
の
家
刀
自
と
天
皇
と
の
一
般
的
な
関

 
係
に
よ
る
も
の
か
、
坂
上
郎
女
と
聖
武
天
皇
と
の
場
合
の
特
別
な
関
係
に
よ

 
る
も
の
か
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。

と
言
う
が
、
や
は
り
一
般
的
な
関
係
と
は
考
え
に
く
い
し
、
 
「
特
別
な
」
と
い

う
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
も
特
定
し
に
く
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
郎
女
の
天

皇
接
近
の
意
志
が
、
機
会
を
蓄
え
て
歌
を
奉
ろ
う
と
す
る
結
果
と
し
て
現
わ
れ

て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
郎
女
の
歌
の
申
で
、
大
伴
家
の
消
長
に
関
係
す
る
と
思
う

歌
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
来
た
が
、
氏
族
の
内
外
に
対
す
る
郎
女
の
働
き
か

け
は
予
想
以
上
に
大
き
い
事
が
分
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
一
族
を
守
り
、
育
ん

で
行
こ
う
と
す
る
熱
情
は
時
と
し
て
歌
の
性
質
を
規
定
し
、
文
学
性
と
も
深
く

関
係
す
る
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

 
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
が
、
ど
の
よ
う
な
文
学
的
存
在
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、

最
も
明
確
に
論
じ
た
久
米
常
民
氏
は
、
 
「
大
伴
坂
上
郎
女
の
生
涯
と
文
学
」

（
『
万
葉
集
の
文
学
論
的
研
究
」
）
の
中
で
、
郎
女
の
作
品
が

 
 
巻
四
の
藤
原
麻
呂
と
の
贈
答
歌
（
2
8
）
が
、
・
古
歌
を
利
用
す
る
こ
と

 
に
よ
る
「
本
歌
取
り
」
的
な
手
法
の
作
品
で
あ
り
、
恋
の
実
用
的
文
書
で
は

 
な
く
、
 
「
文
学
」
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
こ
の
女
流
作
家
の
『
文
学
」
の
特
質
を
、

 
 
筆
者
は
、
彼
女
の
類
歌
性
の
一
部
を
本
歌
取
り
的
手
法
の
作
品
だ
と
解
し

 
て
、
そ
れ
を
彼
女
の
作
風
の
特
色
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
若
し
、
そ
れ
を
「
遊

 
び
」
だ
と
し
て
否
定
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
彼
女
を
ふ
く
め
て
、
第
三
期

 
の
歌
人
ら
の
、
新
風
を
い
ふ
も
の
は
、
発
掘
さ
れ
ず
に
う
ず
も
れ
て
し
ま
う

 
し
、
万
葉
集
の
文
学
性
は
そ
の
振
幅
を
極
め
て
狭
少
に
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ

 
と
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
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と
し
、
特
質
の
第
二
は
、
彼
女
が
酒
宴
の
席
で
作
歌
し
て
い
る
こ
と
（
巻
三
の

翻
、
三
四
の
姻
、
巻
六
の
蜘
、
巻
八
の
服
な
ど
）
か
ら

 
 
彼
女
が
、
酒
の
席
の
す
ぐ
れ
た
歌
の
諦
一
端
、
即
ち
芸
能
的
な
「
歌
び
と
」

 
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
に
な
る
と
考
え
る
。

と
言
い
、
 
「
問
答
歌
」
的
傾
向
が
強
い
こ
と
、
代
作
歌
の
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

て 
 
こ
の
問
答
的
唱
和
か
ら
、
彼
女
の
恋
の
相
手
が
誰
で
あ
ろ
う
と
い
う
実
生

 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

 
活
的
臆
測
を
た
く
ま
し
う
す
る
好
奇
心
を
、
坂
上
郎
女
の
「
文
学
」
の
名
に

 
於
て
、
慎
し
も
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
し
、
そ
の
結
論
を
次
の
よ
う
に
導
か
れ
る
。

 
 
そ
う
い
う
意
味
で
、
そ
の
生
涯
に
相
聞
歌
的
な
作
品
以
外
に
作
品
ら
し
い

 
 
 
 
マ
マ

 
作
品
を
遣
し
得
な
か
っ
た
大
伴
坂
上
郎
女
と
い
う
女
性
は
、
恋
愛
・
結
婚
に

 
於
て
は
、
極
め
て
不
幸
な
敗
残
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
来
る
。
没
落

 
に
瀕
し
た
大
伴
氏
本
家
の
維
持
、
子
女
の
養
育
、
家
持
を
も
り
立
て
る
こ
と

 
に
よ
っ
て
、
旧
名
族
の
体
面
維
持
、
そ
の
財
産
管
理
な
ど
家
刀
自
的
な
大
役

 
が
、
彼
女
を
圧
倒
し
て
し
ま
い
、
彼
女
に
甘
美
で
満
ち
足
り
た
恋
の
美
酒
に

 
耽
溺
す
る
こ
と
を
こ
ば
み
続
け
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

 
は
ば
ま
れ
た
女
性
の
妄
念
の
よ
う
な
も
の
が
、
逆
に
恋
う
る
相
手
な
し
に
、

 
あ
の
よ
う
な
美
し
い
相
聞
歌
的
作
品
に
昇
華
し
た
の
か
、
わ
が
坂
上
郎
女
の

 
「
文
学
」
の
実
態
で
あ
っ
た
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

久
米
氏
の
論
を
長
々
と
引
用
し
た
が
、
そ
れ
は
今
日
の
坂
上
郎
女
論
の
大
筋

は
、
氏
の
論
文
に
代
表
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
し
、
私
も
氏
の
論
に
賛

同
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
久
米
氏
と
違
っ
て
、
 
「
郎
女
が
恋
愛
・
結
婚
に
於

て
は
、
極
め
て
不
幸
な
敗
残
者
で
あ
っ
た
よ
う
」
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
っ

大
伴
坂
上
郎
女
論
 
下

て
、
む
し
ろ
彼
女
は
、
右
に
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
状
況
を
力
に
変
え
て
積

極
的
に
生
き
て
行
く
う
ち
に
、
充
実
し
た
生
涯
と
、
歌
作
三
昧
の
生
活
を
送
っ

た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
坂
上
郎
女
の
歌
作
の
原
動
力
を
大

伴
一
族
へ
の
愛
情
と
考
え
て
、
彼
女
の
歌
を
見
て
来
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て

「
坂
上
郎
女
の
歌
の
文
学
性
」
を
追
求
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
稿
に

譲
る
こ
と
に
す
る
。
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