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一
　
は
じ
め
に

　
古
典
と
言
え
ば
和
歌
が
必
ず
出
て
く
る
が
、
理
解
し
よ
う
と
思
う
と
、
ま
ず
修

辞
技
法
な
ど
で
難
し
く
感
じ
て
抵
抗
を
持
っ
て
し
ま
う
。
小
学
生
で
も
五
色
百
人

一
首
な
ど
に
親
し
み
、
漫
画
や
映
画
で
も
競
技
百
人
一
首
へ
の
関
心
が
高
ま
る
時

代
に
、
通
常
の
授
業
で
抵
抗
感
な
く
、
そ
の
魅
力
に
触
れ
ら
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う

か
。
高
校
一
年
か
ら
三
年
ま
で
出
会
う
多
く
の
和
歌
を
取
り
上
げ
、
系
統
を
意
識

し
た
上
で
の
和
歌
の
魅
力
に
迫
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
考
え
て
み
た
い
。

二
　
和
歌
が
含
ま
れ
た
、
代
表
的
な
教
科
書
教
材

　
次
に
あ
げ
る
の
は
、
筆
者
が
授
業
で
取
り
扱
っ
た
和
歌
が
含
ま
れ
た
代
表
的
な

教
材
の
一
覧
で
あ
る
。
万
葉
集
な
ど
和
歌
集
は
今
回
は
除
い
た
。
和
歌
単
体
よ
り

も
、
地
の
文
に
よ
っ
て
背
景
や
状
況
が
入
っ
て
い
る
方
が
理
解
し
や
す
い
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
。

学
年
教
科
書
会
社

教
材
名
・
作
品
名

学
習
の
中
心
と
す
べ
き
テ
ー
マ

・
修
辞
技
法

高
一
国
語
総
合

（
筑
摩
書
房
・

大
修
館
等
）

１
『
十
訓
抄
』 「
大
江
山
」

２  

『
竹
取
物
語
』 「
帝
の
求

婚
」 「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」

３
『
伊
勢
物
語
』

 （
１
）「
筒
井
筒
」

 （
２
）「
梓
弓
」

 （
３
）「
東
下
り
」

４
『
土
佐
日
記
』 「
忘
れ
貝
」

切
り
返
し
の
妙
・
掛
詞

××成
就
し
た
恋
、
愛
を
取
り
戻
し

た
歌
、
拒
絶
さ
れ
た
歌

序
詞
、
究
極
の
状
況
で
の
和
歌

最
期
の
和
歌

折
句
・
掛
詞
、
縁
語

　
余
興
か

ら
感
動
さ
せ
る

悲
し
み
を
共
有
す
る
者
同
士
の

唱
和

高
二
古
典
Ｂ

（
第
一
学
習
社
）

５
『
伊
勢
物
語
』 「
初
冠
」

６ 

『
今
物
語
』 「
や
さ
し
蔵

人
」

７
『
源
氏
物
語
』 「
若
紫
」

８
『
大
和
物
語
』 「
苔
の
衣
」

本
歌
取
り

後
朝
の
歌

心
を
共
に
す
る
主
従
関
係
の
や

り
取
り

戯
れ
の
や
り
取
り
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和
歌
の
特
徴
を
考
慮
し
た
系
統
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
試
案

三
　
根
　
直
　
美

　
和
歌
は
古
典
文
学
作
品
の
ほ
と
ん
ど
に
で
て
く
る
が
、
そ
の
学
習
目
標
は
シ
ラ
バ
ス
に
明

確
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
生
徒
に
と
っ
て
和
歌
を
理
解
し
鑑
賞
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
和
歌
は
わ
ず
か
三
十
一
文
字
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
和
歌
に

含
ま
れ
る
情
報
は
十
分
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
和
歌
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
様
々

な
修
辞
技
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
も
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
検
定

教
科
書
の
和
歌
を
分
析
し
、
一
つ
の
指
導
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

『
伊
勢
物
語
』、『
土
佐
日
記
』、『
今
物
語
』、『
大
和
物
語
』、『
源
氏
物
語
』、『
無
名
抄
』、『
蜻

蛉
日
記
』、『
紫
式
部
日
記
』
に
含
ま
れ
る
和
歌
を
①
和
歌
の
テ
ー
マ
、
②
和
歌
の
読
み
手
と

受
け
取
り
手
の
人
間
関
係
、
③
修
辞
技
法
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。（
１
）
和
歌
の
テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
、（
２
）
和
歌
は

様
々
な
形
式
で
詠
ま
れ
て
い
る
、（
３
）
多
様
な
修
辞
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
数
多
く
の

種
類
と
形
式
の
歌
が
教
科
書
で
は
扱
わ
れ
て
い
る
た
め
、
生
徒
の
理
解
を
促
す
た
め
に
、
授

業
者
は
和
歌
の
指
導
の
際
に
は
明
確
な
目
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
授
業
者
は

和
歌
を
系
統
的
に
か
つ
段
階
的
に
提
示
し
て
、
授
業
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
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２
　『
竹
取
物
語
』
贈
答
歌
の
体
を
な
さ
な
い
や
り
取
り

　
国
語
総
合
で
、「
帝
の
求
婚
」「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
高
校
一

年
生
の
早
い
時
期
に
設
定
さ
れ
て
い
る
教
材
だ
が
、
敬
語
が
多
く
出
て
く
る
こ
と
も
あ
っ

て
扱
い
づ
ら
い
教
材
だ
と
感
じ
て
い
た
。

　
出
て
く
る
和
歌
は
、「
帝
の
求
婚
」
の

２ 

帰
る
さ
の
み
ゆ
き
も
の
憂
く
思
ほ
え
て
そ
む
き
て
と
ま
る
か
ぐ
や
姫
ゆ
ゑ
（
帝
）

３ 

葎
は
ふ
下
に
も
年
は
経
ぬ
る
身
の
何
か
は
玉
の
う
て
な
を
も
見
む
（
か
ぐ
や
姫
）

の
贈
答
歌
で
あ
る
。

　
帝
は
「
帰
途
の
行
幸
が
も
の
憂
く
思
わ
れ
て
、
つ
い
振
り
返
っ
て
し
ま
っ
て
心
が
残

る
。
私
の
言
葉
に
そ
む
い
て
あ
と
に
残
る
か
ぐ
や
姫
ゆ
え
に
。」
と
恨
み
が
ま
し
い
思
い

を
訴
え
る
が
、
か
ぐ
や
姫
の
返
歌
は
「
葎
が
は
い
広
が
っ
て
い
る
よ
う
な
粗
末
な
住
居
で

も
長
年
暮
ら
し
て
き
た
私
が
、
ど
う
し
て
今
さ
ら
玉
の
御
殿
を
見
る
気
に
な
り
ま
し
ょ
う

か
。
到
底
そ
ん
な
気
に
な
れ
ま
せ
ん
。」
と
身
分
差
を
盾
に
は
っ
き
り
と
帝
を
拒
否
す
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
実
際
の
授
業
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
和
歌
の
読
解
を
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

和
歌
を
訳
し
た
だ
け
で
、
互
い
の
思
い
の
や
り
取
り
と
い
う
押
さ
え
ま
で
は
で
き
な
か
っ

た
。
こ
の
贈
答
歌
が
唱
和
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

　
ま
た
、
か
ぐ
や
姫
が
昇
天
す
る
前
に
帝
に
対
し
て
詠
ん
だ
歌
、

４ 

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
折
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
け
る

で
は
、
帝
へ
の
愛
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
３
の
和
歌
に
つ
い
て
谷
（
２
０
１
２
）
は
、

　
続
く
地
の
文
は
不
思
議
で
あ
る
。

　�

　
ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁
を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
思

し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。

　
和
歌
に
続
く
地
の
文
で
は
、
帝
で
は
な
く
、
翁
を
想
う
心
が
消
え
失
せ
た
と
し
て
い
る

の
だ
。
和
歌
に
お
い
て
は
帝
に
対
す
る
心
情
が
描
か
れ
て
い
た
の
に
、
直
後
に
続
く
地
の

文
で
は
翁
へ
の
心
情
に
変
化
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
も
ま
た
、
和
歌
と
地
の
文
の
矛
盾
で

は
な
い
か
。

　
か
ぐ
や
姫
の
二
首
の
和
歌
も
帝
の
和
歌
同
様
、
贈
答
歌
の
体
を
な
し
て
い
な
い
。
難
題

譚
の
和
歌
は
お
お
よ
そ
贈
答
歌
の
体
を
な
し
て
い
る
の
に
、
帝
と
か
ぐ
や
姫
の
和
歌
は
一

見
す
る
と
贈
答
に
見
え
な
い
の
だ
。
前
の
歌
を
受
け
る
こ
と
ば
が
な
く
、
独
立
し
て
い

る
。（
注
２
）

と
指
摘
す
る
。

　
地
の
文
と
和
歌
は
、
甚
だ
矛
盾
し
て
お
り
、
通
常
の
恋
物
語
と
は
異
な
る
関
係
性
を
示

し
て
い
る
。
本
来
物
語
に
は
和
歌
は
な
か
っ
た
が
、
ど
こ
か
の
段
階
で
恋
歌
の
定
型
に

則
っ
て
、
は
め
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、『
竹
取
物
語
』
は
、
和
歌
が
な

い
形
の
方
が
物
語
と
し
て
は
完
成
度
が
高
い
と
さ
え
言
え
る
の
だ
。（
注
３
）

と
『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
。
多
く
の
教
科
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
高
校
一
年
生
の
教
材
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
も
考
慮
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
和
歌
の
扱
い
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

３
『
伊
勢
物
語
』

　（
１
）「
筒
井
筒
」　
恋
を
成
就
さ
せ
た
和
歌
の
贈
答
、
夫
の
愛
を
取
り
戻
し
た
和
歌
、

見
限
ら
れ
た
和
歌

　「
筒
井
筒
」
で
は
、
井
戸
の
そ
ば
で
遊
ん
だ
幼
馴
染
の
恋
と
そ
の
成
就
が
描
か
れ
て
い

る
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
和
歌
は
、

５ 

筒
井
筒
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に
（
男
）

６ 

く
ら
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
過
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
（
女
）

の
贈
答
歌
で
あ
る
。
妹
―
君
と
親
愛
を
こ
め
た
呼
び
名
が
使
わ
れ
、
互
い
に
幼
い
頃
の
思

い
出
を
ち
り
ば
め
、
自
身
の
体
の
成
長
を
相
手
に
告
げ
る
。
相
違
点
と
し
て
は
、
男
が
一

人
前
の
男
に
成
長
し
、
あ
な
た
に
求
婚
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
宣
言
な
の
に
対

し
、
女
の
方
は
結
婚
は
あ
な
た
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
と
い
う
強
い
思
い
を
直
情
的
に
伝

え
て
い
る
点
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
左
右
に
５
・
６
の
和
歌
を
配
し
、
共
通
点
、
相

違
点
を
探
る
こ
と
を
通
し
て
、
贈
答
歌
と
し
て
唱
和
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

好
教
材
で
あ
る
。

※
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
〈
実
際
の
も
の
は
括
弧
の
中
が
空
白
。
完
成
し
た
形
が
次
の
も
の
〉

　
■
和
歌
に
込
め
ら
れ
た
心
情
を
探
ろ
う
。
■

- 7 -

- 8 -

み
な
し
た

い
な
が
品

的
代
現

的
接
直

る
け
つ
ぶ
を
い
思

活
生

<>情
愛

三
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高
三
古
典
Ａ

（
第
一
学
習
社
）

９
『
無
名
抄
』

 （
１
）「
関
路
の
落
葉
」

 （
２
）「
深
草
の
里
」

10 
『
蜻
蛉
物
語
』 「
う
つ
ろ

ひ
た
る
菊
」

11 
『
紫
式
部
日
記
』 「
若
宮

の
誕
生
」

似
た
こ
と
ば
を
使
っ
て
も
趣
向

を
違
わ
せ
た
和
歌

本
歌
取
り
の
効
果

真
剣
な
歌
に
す
か
す
返
歌

苦
し
い
思
い
を
吐
露
す
る
独
詠

歌

三
　
授
業
の
実
際

１
「
大
江
山
」  

当
意
即
妙
な
切
り
返
し
、
意
外
性
　
掛
詞
を
中
心
に

　
古
文
の
入
門
教
材
と
し
て
扱
う
説
話
で
あ
る
。
女
流
歌
人
で
有
名
な
和
泉
式
部
の
娘
で

あ
る
小
式
部
内
侍
が
、
歌
合
に
出
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
際
、
歌
人
藤
原
定
頼
に
「
歌
は

も
う
出
来
ま
し
た
か
。（
母
の
い
る
）
丹
後
へ
使
い
は
出
し
ま
し
た
か
。」
と
か
ら
か
わ

れ
、
す
ぐ
さ
ま
詠
ん
だ
逆
襲
の
和
歌
で
あ
る
。
母
の
教
え
が
な
い
と
歌
を
詠
め
な
い
だ
ろ

う
と
か
ら
か
っ
た
定
頼
は
、
小
式
部
の
詠
ん
だ
歌
に
圧
倒
さ
れ
て
、
返
歌
も
出
来
ず
に
逃

げ
去
っ
て
し
ま
う
。

１ 

大
江
山
い
く
野
の
道
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
天
の
橋
立

　
入
門
期
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
和
歌
に
掛
詞
が
多
く
出
て
く
る
の
で
授
業
を
す
る
上

で
難
し
い
と
感
じ
て
い
た
が
、
逆
に
掛
詞
に
着
目
し
て
そ
れ
が
小
式
部
内
侍
の
技
量
・
力

量
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
和
歌
が
際
立
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　「
大
江
山
」
で
う
た
い
出
し
「
生
野
」
そ
し
て
国
府
に
近
い
「
天
の
橋
立
」
と
、
道
中

の
地
名
を
三
つ
も
並
べ
、
掛
詞
の
連
接
を
使
っ
て
「
大
江
山
を
越
え
て
行
く
」「
生
野
」

と
丹
波
ま
で
の
旅
程
が
遠
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
だ
か
ら
い
ま
だ
に
天
の
橋
立
を
こ
の

足
で
踏
ん
で
み
た
経
験
も
な
い
、
と
表
面
上
は
あ
く
ま
で
も
丹
後
ま
で
の
距
離
感
を
前
に

押
し
出
し
て
一
首
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実
は
、
掛
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り

「
踏
み
も
み
ず
」
に
「
文
も
見
ず
」
の
意
味
を
持
た
せ
、
表
の
意
味
と
は
別
に
、
母
親
の

助
け
な
ど
必
要
な
い
と
言
外
に
強
く
主
張
し
て
い
た
の
で
す
。（
注
１
）

　
相
手
が
逃
げ
去
る
ほ
ど
の
威
力
を
持
っ
た
和
歌
の
技
量
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
で
、
入

門
期
と
い
え
ど
も
、
そ
の
面
白
さ
は
伝
わ
る
で
あ
ろ
う
。

※
板
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
色
チ
ョ
ー
ク

二
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２
　『
竹
取
物
語
』
贈
答
歌
の
体
を
な
さ
な
い
や
り
取
り

　
国
語
総
合
で
、「
帝
の
求
婚
」「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
高
校
一

年
生
の
早
い
時
期
に
設
定
さ
れ
て
い
る
教
材
だ
が
、
敬
語
が
多
く
出
て
く
る
こ
と
も
あ
っ

て
扱
い
づ
ら
い
教
材
だ
と
感
じ
て
い
た
。

　
出
て
く
る
和
歌
は
、「
帝
の
求
婚
」
の

２ 

帰
る
さ
の
み
ゆ
き
も
の
憂
く
思
ほ
え
て
そ
む
き
て
と
ま
る
か
ぐ
や
姫
ゆ
ゑ
（
帝
）

３ 

葎
は
ふ
下
に
も
年
は
経
ぬ
る
身
の
何
か
は
玉
の
う
て
な
を
も
見
む
（
か
ぐ
や
姫
）

の
贈
答
歌
で
あ
る
。

　
帝
は
「
帰
途
の
行
幸
が
も
の
憂
く
思
わ
れ
て
、
つ
い
振
り
返
っ
て
し
ま
っ
て
心
が
残

る
。
私
の
言
葉
に
そ
む
い
て
あ
と
に
残
る
か
ぐ
や
姫
ゆ
え
に
。」
と
恨
み
が
ま
し
い
思
い

を
訴
え
る
が
、
か
ぐ
や
姫
の
返
歌
は
「
葎
が
は
い
広
が
っ
て
い
る
よ
う
な
粗
末
な
住
居
で

も
長
年
暮
ら
し
て
き
た
私
が
、
ど
う
し
て
今
さ
ら
玉
の
御
殿
を
見
る
気
に
な
り
ま
し
ょ
う

か
。
到
底
そ
ん
な
気
に
な
れ
ま
せ
ん
。」
と
身
分
差
を
盾
に
は
っ
き
り
と
帝
を
拒
否
す
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
実
際
の
授
業
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
和
歌
の
読
解
を
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

和
歌
を
訳
し
た
だ
け
で
、
互
い
の
思
い
の
や
り
取
り
と
い
う
押
さ
え
ま
で
は
で
き
な
か
っ

た
。
こ
の
贈
答
歌
が
唱
和
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

　
ま
た
、
か
ぐ
や
姫
が
昇
天
す
る
前
に
帝
に
対
し
て
詠
ん
だ
歌
、

４ 

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
折
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
け
る

で
は
、
帝
へ
の
愛
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
３
の
和
歌
に
つ
い
て
谷
（
２
０
１
２
）
は
、

　
続
く
地
の
文
は
不
思
議
で
あ
る
。

　�

　
ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁
を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
思

し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。

　
和
歌
に
続
く
地
の
文
で
は
、
帝
で
は
な
く
、
翁
を
想
う
心
が
消
え
失
せ
た
と
し
て
い
る

の
だ
。
和
歌
に
お
い
て
は
帝
に
対
す
る
心
情
が
描
か
れ
て
い
た
の
に
、
直
後
に
続
く
地
の

文
で
は
翁
へ
の
心
情
に
変
化
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
も
ま
た
、
和
歌
と
地
の
文
の
矛
盾
で

は
な
い
か
。

　
か
ぐ
や
姫
の
二
首
の
和
歌
も
帝
の
和
歌
同
様
、
贈
答
歌
の
体
を
な
し
て
い
な
い
。
難
題

譚
の
和
歌
は
お
お
よ
そ
贈
答
歌
の
体
を
な
し
て
い
る
の
に
、
帝
と
か
ぐ
や
姫
の
和
歌
は
一

見
す
る
と
贈
答
に
見
え
な
い
の
だ
。
前
の
歌
を
受
け
る
こ
と
ば
が
な
く
、
独
立
し
て
い

る
。（
注
２
）

と
指
摘
す
る
。

　
地
の
文
と
和
歌
は
、
甚
だ
矛
盾
し
て
お
り
、
通
常
の
恋
物
語
と
は
異
な
る
関
係
性
を
示

し
て
い
る
。
本
来
物
語
に
は
和
歌
は
な
か
っ
た
が
、
ど
こ
か
の
段
階
で
恋
歌
の
定
型
に

則
っ
て
、
は
め
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、『
竹
取
物
語
』
は
、
和
歌
が
な

い
形
の
方
が
物
語
と
し
て
は
完
成
度
が
高
い
と
さ
え
言
え
る
の
だ
。（
注
３
）

と
『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
。
多
く
の
教
科
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
高
校
一
年
生
の
教
材
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
も
考
慮
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
和
歌
の
扱
い
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

３
『
伊
勢
物
語
』

　（
１
）「
筒
井
筒
」　
恋
を
成
就
さ
せ
た
和
歌
の
贈
答
、
夫
の
愛
を
取
り
戻
し
た
和
歌
、

見
限
ら
れ
た
和
歌

　「
筒
井
筒
」
で
は
、
井
戸
の
そ
ば
で
遊
ん
だ
幼
馴
染
の
恋
と
そ
の
成
就
が
描
か
れ
て
い

る
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
和
歌
は
、

５ 

筒
井
筒
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に
（
男
）

６ 

く
ら
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
過
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
（
女
）

の
贈
答
歌
で
あ
る
。
妹
―
君
と
親
愛
を
こ
め
た
呼
び
名
が
使
わ
れ
、
互
い
に
幼
い
頃
の
思

い
出
を
ち
り
ば
め
、
自
身
の
体
の
成
長
を
相
手
に
告
げ
る
。
相
違
点
と
し
て
は
、
男
が
一

人
前
の
男
に
成
長
し
、
あ
な
た
に
求
婚
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
宣
言
な
の
に
対

し
、
女
の
方
は
結
婚
は
あ
な
た
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
と
い
う
強
い
思
い
を
直
情
的
に
伝

え
て
い
る
点
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
左
右
に
５
・
６
の
和
歌
を
配
し
、
共
通
点
、
相

違
点
を
探
る
こ
と
を
通
し
て
、
贈
答
歌
と
し
て
唱
和
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

好
教
材
で
あ
る
。

※
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
〈
実
際
の
も
の
は
括
弧
の
中
が
空
白
。
完
成
し
た
形
が
次
の
も
の
〉

　
■
和
歌
に
込
め
ら
れ
た
心
情
を
探
ろ
う
。
■
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情
景
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
竜
田
山
」
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
危
険
な

竜
田
山
を
、
夜
半
に
、
し
か
も
一
人
で
越
え
て
い
る
夫
の
身
を
案
じ
る
歌
と
な
る
で
し
ょ

う
。
一
方
、
荒
れ
狂
う
海
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
者
で
あ
る
本
妻
の
心
情
に
ま
で
広
げ
て
解
釈

す
れ
ば
、
表
面
上
は
何
気
な
い
そ
ぶ
り
を
し
て
い
る
本
妻
の
心
に
渦
巻
く
物
思
い
や
嫉
妬

の
歌
と
な
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
ど
れ
も
が
正
解
で
、
だ
か
ら
男
は
新
し
い
妻
の
も

と
に
行
か
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。（
注
４
）

　（
２
）「
梓
弓
」
心
情
が
表
出
し
た
和
歌
　
　
序
詞
を
中
心
に
　
　
最
期
の
独
詠
歌

　「
梓
弓
」
で
は
、
男
が
宮
仕
え
に
行
っ
た
き
り
三
年
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
待
ち

く
た
び
れ
た
女
は
「
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
言
ひ
け
る
人
」
と
再
婚
す
る
そ
の
夜
に
、
も
と
の

男
が
帰
っ
て
く
る
と
い
う
悲
劇
の
場
面
で
、
和
歌
が
詠
み
出
さ
れ
る
。
夫
の
意
気
揚
々
と

し
た
「
こ
の
戸
開
け
た
ま
へ
」
の
声
に
対
し
て
、
女
は
歌
を
返
す
し
か
な
い
。
そ
れ
は
精

一
杯
の
心
の
叫
び
で
あ
っ
た
の
だ
。
夫
へ
の
深
い
愛
情
は
変
わ
ら
な
い
が
、
新
夫
と
の
約

束
を
し
た
今
と
な
っ
て
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
が
、
た
だ
事
実
の
み
を
伝
え
る
し
か
出
来

な
い
女
で
あ
る
。

10 

あ
ら
た
ま
の
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
た
だ
今
宵
こ
そ
新
枕
す
れ

　
そ
れ
に
対
し
て
、
ひ
ど
い
衝
撃
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
男
は
虚
勢
や
強
が
り
で
は
な
い
、

悲
し
み
や
自
責
の
念
の
渦
巻
く
中
で
も
、
女
へ
の
本
能
的
な
深
い
愛
情
を
吐
露
す
る
。

11 

梓
弓
ま
弓
つ
き
弓
年
を
経
て
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ

　
こ
の
男
の
歌
で
男
の
愛
情
深
さ
を
感
じ
、
そ
の
人
柄
へ
の
深
い
愛
情
が
わ
き
上
が
り
、

何
と
か
保
っ
て
い
た
女
の
心
の
垣
根
が
崩
れ
て
、
心
情
が
表
出
し
て
し
ま
う
。

12 

梓
弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
昔
よ
り
心
は
君
に
寄
り
に
し
も
の
を

　
し
か
し
、
男
は
そ
の
歌
を
聞
い
た
か
聞
か
ぬ
か
、
返
歌
も
な
く
、
去
っ
て
し
ま
う
。

※
板
書

　
女
は
男
を
追
う
が
、
追
い
つ
け
ず
、
清
水
の
あ
る
所
で
倒
れ
臥
し
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
、
指
の
血
で
岩
に
書
き
付
け
た
歌
が
、

13 

あ
ひ
思
は
で
離
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
め
か
ね
わ
が
身
は
今
ぞ
消
え
は
て
ぬ
め
る

で
あ
る
。
愛
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
女
は
、
死
ぬ
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
。
13
で
は
全
く
技

巧
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
全
て
の
思
い
を
ぶ
つ
け
て
い
て
、
考
え
る
余
裕
が

全
く
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。「
心
は
君
に
寄
り
に
し
も
の
を
」
の
序
詞
「
は
」

よ
り
、
愛
の
心
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
女
は
身
の
破
滅
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
助
動
詞

「
め
り
」
を
推
量
と
取
れ
ば
女
の
意
志
の
強
さ
と
取
れ
る
し
、
婉
曲
と
取
れ
ば
意
志
と
迷

い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
我
が
身
体
の
事
な
の
に
、
感
じ
取
れ
な
い
ほ
ど
の
悲
し
み
で
あ
っ

表
出

五

－123－

　
幼
馴
染
の
恋
が
成
就
し
た
二
人
で
あ
っ
た
が
、
女
の
親
が
亡
く
な
り
、
貧
乏
に
な
っ
た

状
況
か
ら
、
男
に
高
安
の
女
（
新
し
い
妻
）
が
出
現
す
る
。
そ
こ
へ
行
く
男
の
こ
と
を
想

い
、
一
人
家
で
女
が
詠
む
独
詠
歌
も
、
秀
逸
で
あ
る
。

７
風
吹
く
と
沖
つ
白
波
た
つ
た
山
夜
半
に
は
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

　「
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
」
か
ら
は
、
男
を
送
り
出
す
と
き
は
何
事
も

な
い
よ
う
に
気
丈
に
振
舞
っ
て
い
る
が
、
崩
れ
そ
う
な
心
を
支
え
る
た
め
に
化
粧
を
し
、

そ
れ
で
も
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
、
恨
み
ご
と
を
言
う
の
で
も
な
く
た
だ
た
だ
男
の
身
を
案

じ
る
無
償
の
愛
を
吐
露
す
る
歌
に
感
動
し
、
男
は
高
安
に
は
行
か
な
く
な
る
。

　
た
ま
た
ま
高
安
に
来
て
み
る
と
、
全
く
気
を
許
し
て
優
雅
な
振
る
舞
い
は
し
な
く
な
っ

た
女
に
幻
滅
し
、
高
安
の
女
か
ら
、

８
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
な
隠
し
そ
雨
は
降
る
と
も

９
君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経
る

と
二
回
も
和
歌
を
送
ら
れ
て
も
男
は
返
歌
す
ら
し
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
高
安
の
女
に
は
幻
滅
し
、
も
と
の
女
に
戻
っ
た
の
か
、
和
歌
と
地
の

文
を
参
考
に
、
そ
の
違
い
を
考
え
さ
せ
た
。
高
安
の
女
は
正
直
で
純
粋
な
人
で
あ
っ
た

が
、
た
し
な
み
が
な
く
、
品
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
現
代
的
と
も
言
え
る
が
、
ひ
た
す
ら

自
分
の
思
い
を
相
手
に
ぶ
つ
け
て
訴
え
る
、
戦
略
が
全
く
な
い
女
で
あ
る
。
も
と
の
女

は
、
古
風
で
、
身
だ
し
な
み
も
人
が
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
も
し
っ
か
り
し
て
、
奥
ゆ
か

し
さ
や
教
養
が
あ
り
、
健
気
で
献
身
的
な
耐
え
る
女
と
言
え
よ
う
。
高
安
の
女
の
和
歌
に

は
技
巧
が
な
い
が
、
も
と
の
女
の
和
歌
に
は
序
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

※
板
書

　
○
男
は
た
だ
身
勝
手
な
だ
け
だ
っ
た
の
か
。

　
７
の
序
詞
に
注
目
す
る
と
、
渡
部
（
２
０
１
４
）
の
指
摘
が
授
業
で
も
扱
え
な
い
だ
ろ

う
か
。

　「
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
（
た
つ
）」
は
、
響
き
は
美
し
い
で
す
が
、
海
の
沖
に
（
岸
辺
で

は
な
く
）
白
波
が
立
つ
の
は
海
が
大
荒
れ
の
時
で
す
か
ら
、
実
は
普
通
で
は
な
い
危
険
な
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情
景
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
竜
田
山
」
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
危
険
な

竜
田
山
を
、
夜
半
に
、
し
か
も
一
人
で
越
え
て
い
る
夫
の
身
を
案
じ
る
歌
と
な
る
で
し
ょ

う
。
一
方
、
荒
れ
狂
う
海
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
者
で
あ
る
本
妻
の
心
情
に
ま
で
広
げ
て
解
釈

す
れ
ば
、
表
面
上
は
何
気
な
い
そ
ぶ
り
を
し
て
い
る
本
妻
の
心
に
渦
巻
く
物
思
い
や
嫉
妬

の
歌
と
な
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
ど
れ
も
が
正
解
で
、
だ
か
ら
男
は
新
し
い
妻
の
も

と
に
行
か
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。（
注
４
）

　（
２
）「
梓
弓
」
心
情
が
表
出
し
た
和
歌
　
　
序
詞
を
中
心
に
　
　
最
期
の
独
詠
歌

　「
梓
弓
」
で
は
、
男
が
宮
仕
え
に
行
っ
た
き
り
三
年
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
待
ち

く
た
び
れ
た
女
は
「
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
言
ひ
け
る
人
」
と
再
婚
す
る
そ
の
夜
に
、
も
と
の

男
が
帰
っ
て
く
る
と
い
う
悲
劇
の
場
面
で
、
和
歌
が
詠
み
出
さ
れ
る
。
夫
の
意
気
揚
々
と

し
た
「
こ
の
戸
開
け
た
ま
へ
」
の
声
に
対
し
て
、
女
は
歌
を
返
す
し
か
な
い
。
そ
れ
は
精

一
杯
の
心
の
叫
び
で
あ
っ
た
の
だ
。
夫
へ
の
深
い
愛
情
は
変
わ
ら
な
い
が
、
新
夫
と
の
約

束
を
し
た
今
と
な
っ
て
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
が
、
た
だ
事
実
の
み
を
伝
え
る
し
か
出
来

な
い
女
で
あ
る
。

10 

あ
ら
た
ま
の
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
た
だ
今
宵
こ
そ
新
枕
す
れ

　
そ
れ
に
対
し
て
、
ひ
ど
い
衝
撃
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
男
は
虚
勢
や
強
が
り
で
は
な
い
、

悲
し
み
や
自
責
の
念
の
渦
巻
く
中
で
も
、
女
へ
の
本
能
的
な
深
い
愛
情
を
吐
露
す
る
。

11 

梓
弓
ま
弓
つ
き
弓
年
を
経
て
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ

　
こ
の
男
の
歌
で
男
の
愛
情
深
さ
を
感
じ
、
そ
の
人
柄
へ
の
深
い
愛
情
が
わ
き
上
が
り
、

何
と
か
保
っ
て
い
た
女
の
心
の
垣
根
が
崩
れ
て
、
心
情
が
表
出
し
て
し
ま
う
。

12 

梓
弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
昔
よ
り
心
は
君
に
寄
り
に
し
も
の
を

　
し
か
し
、
男
は
そ
の
歌
を
聞
い
た
か
聞
か
ぬ
か
、
返
歌
も
な
く
、
去
っ
て
し
ま
う
。

※
板
書

　
女
は
男
を
追
う
が
、
追
い
つ
け
ず
、
清
水
の
あ
る
所
で
倒
れ
臥
し
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
、
指
の
血
で
岩
に
書
き
付
け
た
歌
が
、

13 
あ
ひ
思
は
で
離
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
め
か
ね
わ
が
身
は
今
ぞ
消
え
は
て
ぬ
め
る

で
あ
る
。
愛
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
女
は
、
死
ぬ
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
。
13
で
は
全
く
技

巧
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
全
て
の
思
い
を
ぶ
つ
け
て
い
て
、
考
え
る
余
裕
が

全
く
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。「
心
は
君
に
寄
り
に
し
も
の
を
」
の
序
詞
「
は
」

よ
り
、
愛
の
心
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
女
は
身
の
破
滅
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
助
動
詞

「
め
り
」
を
推
量
と
取
れ
ば
女
の
意
志
の
強
さ
と
取
れ
る
し
、
婉
曲
と
取
れ
ば
意
志
と
迷

い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
我
が
身
体
の
事
な
の
に
、
感
じ
取
れ
な
い
ほ
ど
の
悲
し
み
で
あ
っ

表
出

五
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※
板
書

　
当
時
隅
田
川
を
越
え
た
そ
の
先
は
全
く
違
う
世
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
一
行
は

船
に
乗
る
の
を
渋
っ
て
い
た
の
だ
。
よ
う
や
く
船
に
乗
っ
た
が
、
い
た
鳥
の
名
を
聞
く
と

都
鳥
だ
と
い
う
の
を
聞
き
、
名
前
に
都
を
持
っ
て
い
る
鳥
に
し
か
思
う
人
の
安
否
を
問
う

こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
つ
ら
さ
を
、
一
行
が
共
感
し
て
泣
い
た
も
の
で
あ
る
。
心
情
の
高

ま
り
に
注
目
し
て
、
和
歌
を
読
み
取
っ
て
い
く
授
業
を
考
え
た
。

４
『
土
佐
日
記
』「
忘
れ
貝
」  

悲
し
み
を
共
有
す
る
者
同
士
の
唱
和

　
京
に
帰
る
際
に
立
ち
寄
っ
た
泊
の
浜
に
は
、
美
し
い
貝
、
石
な
ど
が
多
く
あ
っ
た
。
そ

れ
を
見
た
人
が
詠
ん
だ
歌
。

16 

寄
す
る
波
打
ち
も
寄
せ
な
む
わ
が
恋
ふ
る
人
忘
れ
貝
下
り
て
拾
は
む

17 

忘
れ
貝
拾
ひ
し
も
せ
じ
白
玉
を
恋
ふ
る
を
だ
に
も
形
見
と
思
は
む

　
16
が
「
船
な
る
人
」（
紀
貫
之
の
妻
）、
17
が
「
あ
る
人
」（
紀
貫
之
）
の
詠
ん
だ
も
の
。

土
佐
に
赴
任
中
亡
く
し
た
娘
を
「
わ
が
恋
ふ
る
人
」「
白
玉
」
と
喩
え
て
お
り
、
忘
れ
貝

を
共
に
使
っ
て
い
る
。「
忘
れ
貝
」
と
は
ハ
マ
グ
リ
科
の
一
種
で
、
二
枚
貝
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
恋
を
忘
れ
さ
せ
る
と
い
う
貝
、
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
二
枚
貝
の
片
方
の
こ
と
で

あ
る
。
忘
れ
貝
を
拾
っ
て
娘
を
亡
く
し
た
悲
し
み
を
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
と
訴
え
る
妻
に

対
し
て
、
夫
は
、
忘
れ
貝
は
拾
わ
ず
に
、
せ
め
て
娘
を
思
う
恋
し
さ
、
い
と
お
し
さ
は
片

時
も
忘
れ
ず
に
い
よ
う
と
言
う
。
双
方
に
娘
へ
の
深
い
思
い
が
表
れ
、
幼
い
娘
を
亡
く
し

た
癒
さ
れ
ぬ
悲
し
さ
、
つ
ら
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
男
親
と
女
親
の
違
い
が
現
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

※
板
書

５
『
伊
勢
物
語
』「
初
冠
」
本
歌
取
り

　
元
服
し
た
ば
か
り
の
年
若
い
男
が
、
奈
良
の
都
に
鷹
狩
り
に
行
く
。
そ
こ
で
垣
間
見
た

女
姉
妹
の
美
し
さ
に
心
が
動
揺
し
、
和
歌
を
詠
み
か
け
る
。
そ
れ
も
自
身
が
着
て
い
た
狩

衣
の
裾
を
切
り
取
っ
て
、
そ
れ
に
書
き
付
け
る
と
い
う
大
胆
な
行
動
を
取
る
。

18 

春
日
野
の
若
紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
限
り
知
ら
れ
ず

　
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
は
な
い
。
書
き
手
は
、
男
の
行
動
、
和
歌
に
対
し
て
「
い
ち
は
や

き
み
や
び
」
と
賞
賛
し
、
次
の
古
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
説
明
す
る
。

19 

み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な
く
に

七
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た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
１
９
９
８
年
の
授
業
実
践
で
は
、「
梓
弓
」
の
使
わ
れ
た
意
味
、
序
詞
、
枕
詞
な
ど
修

辞
技
法
の
意
図
や
効
果
な
ど
、
図
書
室
で
調
べ
学
習
を
し
て
、
一
人
Ｂ
５
一
枚
に
ま
と
め

た
資
料
を
提
出
さ
せ
て
、
授
業
を
行
っ
た
。
全
九
時
間
か
か
っ
た
が
、
高
校
一
年
の
生
徒

に
こ
こ
ま
で
深
い
考
察
が
可
能
で
あ
る
の
だ
と
い
う
驚
き
を
も
っ
た
。「
三
年
」
と
い
う

期
間
の
意
味
、「
名
詞
」
や
「
動
詞
」
に
着
目
し
た
り
、
技
巧
が
使
わ
れ
て
い
る
歌
と
使

わ
れ
て
い
な
い
歌
の
比
較
、
和
歌
四
つ
の
変
化
に
着
目
し
た
り
と
、
学
習
課
題
も
多
岐
に

渡
っ
た
。
修
辞
技
法
の
使
わ
れ
て
い
る
意
味
や
そ
の
効
果
に
つ
い
て
学
習
す
る
、
好
教
材

で
あ
る
。

　（
３
）「
東
下
り
」　
折
句
、
掛
詞
、
縁
語

余
興
で
詠
む
歌
　
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
歌

　「
東
下
り
」
で
は
、「
身
を
え
う
な
き
者
」
に
思
っ
た
男
が
、
都
を
離
れ
東
国
へ
行
く
。

三
河
の
国
八
橋
で
、
か
き
つ
ば
た
が
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
あ
る
人
に
「
か
き
つ
ば
た
の

五
文
字
を
歌
の
初
め
に
置
い
て
、
旅
の
心
を
詠
め
」
と
言
わ
れ
、
男
は
次
の
歌
を
詠
む
。

14 

唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ

　
こ
れ
は
、
折
句
と
掛
詞
「
妻
・
褄
」「
は
る
ば
る
・
張
る
」「
来
・
着
」
と
「
唐
衣
」

「
褄
」「
張
る
」「
着
」
と
縁
語
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
技
巧
満
載
の
和
歌
が
、
な

ぜ
そ
の
場
に
い
た
皆
の
涙
を
誘
っ
た
の
か
。

　
核
心
は
、
都
に
愛
す
る
妻
が
い
る
か
ら
（
上
句
）、
遠
く
離
れ
て
の
旅
が
悲
し
い
（
下

句
）、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
た
し
か
に
縁
語
は
た
く
さ
ん
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
が
、

一
番
大
切
な
の
は
、
こ
の
二
つ
の
内
容
を
結
合
す
る
縁
語
（
具
体
的
に
は
、「
褄
」「
張

る
」）
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
妻
を
思
う
と
い
う
形
で
旅
愁
が
く
っ
き
り
と
定
位

さ
れ
た
。
お
ま
け
に
、
折
句
「
か
き
つ
ば
た
」
の
詠
み
込
み
に
よ
っ
て
、
か
き
つ
ば
た
の

前
に
い
る
現
在
の
心
境
と
し
て
、
そ
の
場
の
人
の
気
持
ち
を
代
表
し
て
具
現
化
し
た
の
で

あ
る
。（
中
略
）
業
平
の
歌
は
、
た
ん
に
望
郷
の
悲
し
み
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

望
郷
の
悲
し
み
が
、
今
こ
の
場
所
で
の
逃
れ
が
た
い
運
命
で
あ
る
こ
と
を
、
言
葉
に
お
い

て
実
現
し
て
い
る
の
だ
。（
注
５
）

※
板
書

　
隅
田
川
を
渡
る
舟
に
乗
っ
て
か
ら
、
鳥
を
見
か
け
る
が
誰
も
名
を
知
ら
ず
、
渡
し
守
に

聞
く
と
「
都
鳥
だ
」
と
言
う
の
を
聞
い
て
詠
ん
だ
歌
。

15 

名
に
し
負
は
ば
い
ざ
こ
と
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と

　
舟
に
同
乗
し
て
い
た
人
は
こ
ぞ
っ
て
泣
く
。

- 13 -

泣
号

る
い
に
場
の
こ

命
運

15

- 14 -

1617
16

17

て
れ
忘
を
み
し
悲
た
し
く
な
を
娘

い
た
り
切
ち
断

い
た
い
ま
し

和
唱

娘
た
し
く
亡

い
思
い
深
の
へ
娘

を
さ
し
お
と
い

さ
し
恋
の
へ
娘

う
よ
い
に
ず
れ
忘
も
時
片

- 11 -

〉
動
言
〈

う
願
せ
幸
の
女

心
決
い
固

み
し
悲
い
深

り
ま
あ
の

〉
動
行
〈

13

13

1998

- 12 -

14

切
大
番
一
、
が
る
い
て
れ
ら
め
ば
り
ち
ん
さ
く
た
は
語
縁
に
か
し
た
。
る
あ
で
容
内
う
い
と

所
場
の
こ
今
、
が
み
し
悲
の
郷
望
。
い
な
は
で
の
る
い
て
し
現
表
を
み
し
悲
の
郷
望
に
ん
た

５
注
。
だ
の
る
い
て
し
現
実
て
い
お
に
葉
言
、
を
と
こ
る
あ
で
命
運
い
た
が
れ
逃
の
で

る
い
で
い
ろ
つ
く

待
期
を
興
余

み
悩
的
在
潜

に
都

が
人
な
事
大

る
い

は
と
人
の
そ

い
な
て

嘆
悲
・
激
感

六



－120－

※
板
書

　
当
時
隅
田
川
を
越
え
た
そ
の
先
は
全
く
違
う
世
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
一
行
は

船
に
乗
る
の
を
渋
っ
て
い
た
の
だ
。
よ
う
や
く
船
に
乗
っ
た
が
、
い
た
鳥
の
名
を
聞
く
と

都
鳥
だ
と
い
う
の
を
聞
き
、
名
前
に
都
を
持
っ
て
い
る
鳥
に
し
か
思
う
人
の
安
否
を
問
う

こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
つ
ら
さ
を
、
一
行
が
共
感
し
て
泣
い
た
も
の
で
あ
る
。
心
情
の
高

ま
り
に
注
目
し
て
、
和
歌
を
読
み
取
っ
て
い
く
授
業
を
考
え
た
。

４
『
土
佐
日
記
』「
忘
れ
貝
」  

悲
し
み
を
共
有
す
る
者
同
士
の
唱
和

　
京
に
帰
る
際
に
立
ち
寄
っ
た
泊
の
浜
に
は
、
美
し
い
貝
、
石
な
ど
が
多
く
あ
っ
た
。
そ

れ
を
見
た
人
が
詠
ん
だ
歌
。

16 

寄
す
る
波
打
ち
も
寄
せ
な
む
わ
が
恋
ふ
る
人
忘
れ
貝
下
り
て
拾
は
む

17 

忘
れ
貝
拾
ひ
し
も
せ
じ
白
玉
を
恋
ふ
る
を
だ
に
も
形
見
と
思
は
む

　
16
が
「
船
な
る
人
」（
紀
貫
之
の
妻
）、
17
が
「
あ
る
人
」（
紀
貫
之
）
の
詠
ん
だ
も
の
。

土
佐
に
赴
任
中
亡
く
し
た
娘
を
「
わ
が
恋
ふ
る
人
」「
白
玉
」
と
喩
え
て
お
り
、
忘
れ
貝

を
共
に
使
っ
て
い
る
。「
忘
れ
貝
」
と
は
ハ
マ
グ
リ
科
の
一
種
で
、
二
枚
貝
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
恋
を
忘
れ
さ
せ
る
と
い
う
貝
、
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
二
枚
貝
の
片
方
の
こ
と
で

あ
る
。
忘
れ
貝
を
拾
っ
て
娘
を
亡
く
し
た
悲
し
み
を
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
と
訴
え
る
妻
に

対
し
て
、
夫
は
、
忘
れ
貝
は
拾
わ
ず
に
、
せ
め
て
娘
を
思
う
恋
し
さ
、
い
と
お
し
さ
は
片

時
も
忘
れ
ず
に
い
よ
う
と
言
う
。
双
方
に
娘
へ
の
深
い
思
い
が
表
れ
、
幼
い
娘
を
亡
く
し

た
癒
さ
れ
ぬ
悲
し
さ
、
つ
ら
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
男
親
と
女
親
の
違
い
が
現
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

※
板
書

５
『
伊
勢
物
語
』「
初
冠
」
本
歌
取
り

　
元
服
し
た
ば
か
り
の
年
若
い
男
が
、
奈
良
の
都
に
鷹
狩
り
に
行
く
。
そ
こ
で
垣
間
見
た

女
姉
妹
の
美
し
さ
に
心
が
動
揺
し
、
和
歌
を
詠
み
か
け
る
。
そ
れ
も
自
身
が
着
て
い
た
狩

衣
の
裾
を
切
り
取
っ
て
、
そ
れ
に
書
き
付
け
る
と
い
う
大
胆
な
行
動
を
取
る
。

18 
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
限
り
知
ら
れ
ず

　
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
は
な
い
。
書
き
手
は
、
男
の
行
動
、
和
歌
に
対
し
て
「
い
ち
は
や

き
み
や
び
」
と
賞
賛
し
、
次
の
古
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
説
明
す
る
。

19 

み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な
く
に

七
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※
板
書

　
後
朝
の
歌
に
つ
い
て
は
、
百
人
一
首
の
中
か
ら
い
く
つ
か
代
表
的
な
も
の
を
取
り
上

げ
、
補
足
説
明
を
行
っ
た
。
百
人
一
首
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
に
高
校
一
年
生
で
前
半

五
十
首
、
高
校
二
年
生
で
後
半
五
十
首
を
覚
え
て
く
る
こ
と
が
冬
休
み
の
課
題
と
な
っ
て

い
て
、
課
題
テ
ス
ト
も
実
施
す
る
。
さ
ら
に
生
徒
会
主
催
の
か
る
た
大
会
も
、
ク
ラ
ス
対

抗
で
実
施
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
あ
り
、
覚
え
て
い
た
あ
の
和
歌
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
れ

ば
、
さ
ら
に
興
味
や
関
心
も
出
て
く
る
に
違
い
な
い
。

※
補
助
資
料

「
や
さ
し
蔵
人
」［
今
物
語
］
　
　参
考
プ
リ
ン
ト

■
小
倉
百
人
一
首
か
ら
　
　
後
朝
の
歌
■

あ
ひ
み
て
の
　
の
ち
の
心
に
　
　
く
ら
ぶ
れ
ば
　
　
　
昔
は
物
を
　
　
思
は
ざ
り
け
り

�

権
中
納
言
　
敦
忠

　
あ
な
た
と
逢
っ
て
契
り
を
結
ん
だ
後
の
今
の
心
に
比
べ
れ
ば
、
逢
う
以
前
の
恋
し
い
思

い
は
、　
物
思
い
を
し
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
な
あ
。

あ
け
ぬ
れ
ば
　
暮
る
る
も
の
と
は
　
し
り
な
が
ら
　
な
ほ
う
ら
め
し
き
　
朝
ぼ
ら
け
か
な

�

藤
原
道
信
　
朝
臣

　
夜
が
明
け
る
と
、
や
が
て
日
は
暮
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
ふ
た
た
び
あ
な
た
に
逢
え
る
と

わ
か
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
恨
め
し
い
明
け
方
で
す
よ
。
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６
『
今
物
語
』「
や
さ
し
蔵
人
」　
後
朝
の
歌

　
大
納
言
は
女
の
家
の
門
か
ら
出
て
い
く
際
、
女
が
別
れ
を
惜
し
ん
で
見
送
っ
て
い
る
姿

を
み
か
け
て
、
供
の
蔵
人
に
後
朝
の
歌
を
自
分
の
代
わ
り
に
言
っ
て
来
い
と
命
ず
る
。

困
っ
た
蔵
人
は
、
何
の
考
え
も
浮
か
ば
ず
に
女
の
前
に
控
え
る
が
、
折
し
も
鶏
が
鳴
く
。

女
は
歌
人
で
有
名
で
あ
っ
た
。
以
前
宮
中
で
女
の
詠
ん
だ
有
名
な
歌
、

20 

待
つ
宵
に
更
け
ゆ
く
鐘
の
声
聞
け
ば
あ
か
ぬ
別
れ
の
鳥
は
も
の
か
は

を
思
い
出
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
蔵
人
が
次
の
和
歌
を
詠
む
。

21 

も
の
か
は
と
君
が
い
ひ
け
ん
鳥
の
音
の
今
朝
し
も
な
ど
か
悲
し
か
る
ら
ん

　
来
る
べ
き
人
を
期
待
し
な
が
ら
も
危
う
ん
で
待
つ
宵
、
し
だ
い
に
夜
は
更
け
て
初
夜
の

鐘
が
鳴
り
、
中
夜
の
鐘
も
鳴
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
時
間
帯
（
六
時
頃
か
ら
十
時
頃
）
の
と

き
め
き
と
不
安
で
あ
る
。
そ
の
交
差
す
る
思
い
を
抱
い
て
聞
く
鐘
の
声
の
せ
つ
な
さ
に
比

べ
れ
ば
、
た
し
か
に
朝
の
別
れ
は
「
飽
か
ぬ
別
れ
」
で
あ
る
が
、
ま
た
の
日
の
固
い
約
束

が
信
じ
ら
れ
る
な
ら
安
ら
か
で
、「
待
つ
宵
」
の
情
緒
の
方
が
自
分
は
好
ま
し
い
と
言
っ

て
い
る
。（
注
６
）

　
待
宵
を
勝
る
と
い
っ
て
、
暁
の
「
あ
か
ぬ
別
れ
の
身
は
も
の
か
は
」
と
詠
ん
だ
小
侍
従

の
結
句
を
、
初
句
冒
頭
に
据
え
て
、
い
き
な
り
「
も
の
か
は
と
君
が
い
ひ
け
ん
鳥
の
音
の
」

と
う
た
い
出
し
た
気
息
も
実
に
気
が
利
い
て
洒
落
て
い
る
が
、
内
容
も
巧
み
に
小
侍
従
の

元
歌
に
反
論
し
な
が
ら
、「
暁
」
の
別
れ
の
「
あ
は
れ
」
を
問
い
か
け
て
い
る
。
こ
の
た

び
の
「
暁
の
別
れ
」
の
情
緒
は
ま
た
と
な
い
で
し
ょ
う
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。（
注
７
）

※
板
書
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※
板
書

　
後
朝
の
歌
に
つ
い
て
は
、
百
人
一
首
の
中
か
ら
い
く
つ
か
代
表
的
な
も
の
を
取
り
上

げ
、
補
足
説
明
を
行
っ
た
。
百
人
一
首
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
に
高
校
一
年
生
で
前
半

五
十
首
、
高
校
二
年
生
で
後
半
五
十
首
を
覚
え
て
く
る
こ
と
が
冬
休
み
の
課
題
と
な
っ
て

い
て
、
課
題
テ
ス
ト
も
実
施
す
る
。
さ
ら
に
生
徒
会
主
催
の
か
る
た
大
会
も
、
ク
ラ
ス
対

抗
で
実
施
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
あ
り
、
覚
え
て
い
た
あ
の
和
歌
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
れ

ば
、
さ
ら
に
興
味
や
関
心
も
出
て
く
る
に
違
い
な
い
。

※
補
助
資
料

「
や
さ
し
蔵
人
」［
今
物
語
］
　
　参
考
プ
リ
ン
ト

■
小
倉
百
人
一
首
か
ら
　
　
後
朝
の
歌
■

あ
ひ
み
て
の
　
の
ち
の
心
に
　
　
く
ら
ぶ
れ
ば
　
　
　
昔
は
物
を
　
　
思
は
ざ
り
け
り

�

権
中
納
言
　
敦
忠

　
あ
な
た
と
逢
っ
て
契
り
を
結
ん
だ
後
の
今
の
心
に
比
べ
れ
ば
、
逢
う
以
前
の
恋
し
い
思

い
は
、　
物
思
い
を
し
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
な
あ
。

あ
け
ぬ
れ
ば
　
暮
る
る
も
の
と
は
　
し
り
な
が
ら
　
な
ほ
う
ら
め
し
き
　
朝
ぼ
ら
け
か
な

�

藤
原
道
信
　
朝
臣

　
夜
が
明
け
る
と
、
や
が
て
日
は
暮
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
ふ
た
た
び
あ
な
た
に
逢
え
る
と

わ
か
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
恨
め
し
い
明
け
方
で
す
よ
。

九
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発
で
あ
る
が
、
出
家
後
の
宗
貞
を
「
心
見
む
と
て
」
と
詞
書
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
面
白
い
。

「
試
み
ん
と
て
」
で
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
だ
が
、
出
家
し
た
宗
貞
の
風
流
心
の
あ
り
か
を
見

た
い
と
い
う
と
い
か
け
で
あ
る
。
の
ち
に
仏
教
界
の
衆
望
を
集
め
て
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
る

遍
昭
の
飄
逸
な
返
歌
の
こ
と
ば
は
、
こ
こ
か
ら
す
で
に
後
半
生
を
特
色
づ
け
る
洒
脱
な
世

界
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
面
白
さ
で
あ
る
。（
注
11
）

　
授
業
実
践
と
し
て
、
両
者
の
比
較
を
し
た
。
同
じ
人
物
、
同
じ
和
歌
の
や
り
取
り
な
の

に
状
況
が
違
う
こ
と
で
、
ど
う
解
釈
が
違
っ
て
く
る
か
を
グ
ル
ー
プ
で
考
え
さ
せ
て
、
紙

に
ま
と
め
た
も
の
を
黒
板
に
貼
り
、
発
表
さ
せ
た
。
戯
れ
の
や
り
取
り
な
ど
は
、
高
校
生

に
は
難
し
い
読
み
取
り
で
あ
る
し
、
比
較
し
て
い
く
こ
と
も
よ
り
高
度
な
学
習
内
容
で
あ

る
が
、
実
際
に
は
興
味
深
く
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
今
後
の
新
し
い
古
典
の
授
業
と
し
て

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。

※
板
書

一
一
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君
が
た
め
　
惜
し
か
ら
ざ
り
し
　
い
の
ち
さ
へ
　
長
く
も
が
な
と
　
思
ひ
け
る
か
な

�

藤
原
　
義
孝

　
あ
な
た
の
た
め
に
は
、
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
と
惜
し
く
な
か
っ
た
命
ま
で
も
、
逢
う
こ

と
の
で
き
た
今
は
長
く
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
で
す
よ
。

■
小
侍
従
の
歌
■

待
つ
宵
に
　
更
け
ゆ
く
　
鐘
の
音
聞
け
ば
　
飽
か
ぬ
別
れ
の
　
鳥
は
も
の
か
は
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
あ
な
た
の
訪
れ
を
待
っ
て
い
る
夜
、
そ
の
人
は
来
な
い
で
夜
の
更
け
て
ゆ
く
の
を
告
げ

る
鐘
の
音
を
聞
く
と
、
そ
の
つ
ら
さ
は
、
暁
に
心
残
り
の
ま
ま
別
れ
の
時
に
鳴
く
鶏
の
声

の
耐
え
難
さ
な
ど
物
の
数
に
も
入
り
ま
せ
ん
。

７
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」  

主
従
関
係
で
の
や
り
取
り

　
北
山
で
垣
間
見
た
尼
君
と
そ
の
孫
で
あ
る
少
女
か
ら
目
が
離
せ
な
い
源
氏
。
女
子
に
目

を
奪
わ
れ
て
い
く
の
は
、
実
は
あ
の
藤
壺
の
宮
に
似
て
い
た
か
ら
と
気
が
付
き
、
禁
断
の

愛
を
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
罪
深
さ
に
涙
す
る
。

　
そ
の
後
、
も
う
先
は
長
く
な
さ
そ
う
な
尼
君
と
女
子
の
乳
母
で
あ
ろ
う
女
房
と
の
和
歌

の
や
り
取
り
が
あ
る
。

　
尼
君
の
歌

22 

生
ひ
た
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
む
そ
ら
な
き

　
女
房
の
返
歌

23 

は
つ
草
の
生
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
ま
に
い
か
で
露
の
消
え
む
と
す
む

　
兄
の
僧
都
か
ら
源
氏
が
病
気
治
療
の
た
め
北
山
を
訪
れ
て
い
る
と
告
げ
ら
れ
、
垣
間
見

は
終
わ
る
。

　
尼
君
、
女
房
二
人
の
関
係
性
が
う
か
が
わ
れ
る
、
姫
君
に
対
す
る
愛
情
の
つ
ま
っ
た
和

歌
の
や
り
取
り
で
あ
る
。
言
葉
が
共
通
に
使
わ
れ
、
唱
和
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
に
は

よ
い
教
材
で
あ
る
。

※
板
書

８
『
大
和
物
語
』「
苔
の
衣
」　
同
じ
和
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
の
違
い
　
戯
れ
の
や
り
取
り

　
深
草
の
帝
が
崩
御
さ
れ
た
後
、
寵
愛
さ
れ
て
い
た
良
少
将
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
小

野
小
町
が
清
水
寺
に
参
詣
し
た
際
、
読
経
す
る
法
師
が
お
り
、
良
少
将
（
遍
昭
僧
正
）
で

は
な
い
か
と
思
い
、
送
っ
た
歌
、

29 

岩
の
上
に
旅
寝
を
す
れ
ば
い
と
寒
し
苔
の
衣
を
我
に
貸
さ
な
む
（
小
野
小
町
）

　
返
歌
が
、

30 

世
を
背
く
苔
の
衣
は
た
だ
ひ
と
へ
か
さ
ね
ば
う
と
し
い
ざ
二
人
寝
む
（
良
少
将
）

　
や
は
り
、
そ
の
僧
は
良
少
将
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
会
っ
て
話
を
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
も

う
ど
こ
に
も
姿
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
二
首
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
詞
書
が
『
大
和
物
語
』

と
は
違
っ
て
い
る
。
清
水
寺
が
石
上
寺
に
、
小
町
は
寺
に
参
詣
し
て
勤
行
し
て
い
た
の
に

対
し
、
日
が
く
れ
た
の
で
帰
る
の
を
翌
日
に
の
ば
し
て
寺
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
、
良
少
将

か
ど
う
か
試
す
た
め
の
和
歌
が
、
良
少
将
が
い
る
と
人
か
ら
聞
い
て
歌
を
読
み
か
け
た
、

後
日
談
が
な
い
な
ど
で
あ
る
。

　『
後
撰
和
歌
集
』
に
つ
い
て
は
、

　
出
家
し
て
修
行
中
の
歌
友
に
、
そ
の
衣
を
着
た
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
戯
笑
的
挑

一
〇
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発
で
あ
る
が
、
出
家
後
の
宗
貞
を
「
心
見
む
と
て
」
と
詞
書
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
面
白
い
。

「
試
み
ん
と
て
」
で
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
だ
が
、
出
家
し
た
宗
貞
の
風
流
心
の
あ
り
か
を
見

た
い
と
い
う
と
い
か
け
で
あ
る
。
の
ち
に
仏
教
界
の
衆
望
を
集
め
て
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
る

遍
昭
の
飄
逸
な
返
歌
の
こ
と
ば
は
、
こ
こ
か
ら
す
で
に
後
半
生
を
特
色
づ
け
る
洒
脱
な
世

界
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
面
白
さ
で
あ
る
。（
注
11
）

　
授
業
実
践
と
し
て
、
両
者
の
比
較
を
し
た
。
同
じ
人
物
、
同
じ
和
歌
の
や
り
取
り
な
の

に
状
況
が
違
う
こ
と
で
、
ど
う
解
釈
が
違
っ
て
く
る
か
を
グ
ル
ー
プ
で
考
え
さ
せ
て
、
紙

に
ま
と
め
た
も
の
を
黒
板
に
貼
り
、
発
表
さ
せ
た
。
戯
れ
の
や
り
取
り
な
ど
は
、
高
校
生

に
は
難
し
い
読
み
取
り
で
あ
る
し
、
比
較
し
て
い
く
こ
と
も
よ
り
高
度
な
学
習
内
容
で
あ

る
が
、
実
際
に
は
興
味
深
く
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
今
後
の
新
し
い
古
典
の
授
業
と
し
て

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。

※
板
書

一
一
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　（
２
）「
深
草
の
里
」　
本
歌
取
り

　
五
条
三
位
入
道
俊
成
が
俊
恵
に
対
し
て
自
讃
歌
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、

26 

夕
さ
れ
ば
野
べ
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
な
く
な
り
深
草
の
里

　
こ
れ
は
、
伊
勢
物
語
一
二
三
段
を
踏
ま
え
て
い
る
。
授
業
で
も
確
認
す
る
も
の
だ
。

　

　
男
に
飽
き
ら
れ
、
新
し
い
女
の
所
へ
行
こ
う
と
す
る
男
が
女
に
詠
む
。

27 

年
を
経
て
住
み
来
し
里
を
出
で
て
い
な
ば
い
と
ど
深
草
野
と
や
な
り
な
む

　
女
の
返
歌

28 

野
と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
な
き
を
ら
む
狩
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら
む

　
歌
に
感
動
し
た
男
は
、
愛
情
を
復
活
さ
せ
た
と
い
う
話
だ
が
、
あ
ま
り
に
単
純
す
ぎ
る

結
末
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
和
歌
に
関
し
て
は
、
次
の
解
釈
が
参
考
に
な
る
。

　
地
名
の
「
深
草
」
を
草
深
い
野
と
言
い
換
え
た
男
に
向
か
っ
て
、
そ
の
草
深
い
野
に
住

む
鶉
を
導
き
出
し
て
対
置
し
、
さ
ら
に
「
狩
り
」「
仮
」
の
掛
詞
を
用
い
て
、
た
ま
さ
か

の
訪
れ
で
も
い
い
か
ら
と
切
望
す
る
。
そ
う
い
う
言
葉
の
技
巧
を
視
野
に
収
め
る
べ
き
だ

ろ
う
。
す
で
に
、
掛
詞
や
縁
語
の
章
で
、
こ
れ
ら
の
技
巧
が
、
偶
然
性
に
大
き
く
依
存
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、
逃
れ
が
た
い
運
命
的
な
感
覚
を
喚
起

す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
た
。
女
を
見
捨
て
て
こ
こ
が
そ
の
名
の
通
り
草
深
い
荒
野

と
な
る
、
と
い
う
自
分
の
吐
い
た
言
葉
が
、
女
に
よ
っ
て
逆
手
に
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
男
は
、「
鶉
を
狩
り
」
に
来
る
、
す
な
わ
ち
女
の
所
に
戻
っ
て
く
る
運
命
に

逆
ら
え
な
く
な
る
。
言
葉
に
か
ら
め
取
ら
れ
、
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
内

容
の
い
じ
ら
し
さ
と
、
掛
詞
や
縁
語
の
威
力
が
相
乗
効
果
を
も
た
ら
し
て
、
男
の
心
と
行

動
を
拘
束
す
る
。
贈
答
歌
の
魔
力
の
源
泉
を
、
そ
の
あ
た
り
に
垣
間
見
て
は
い
か
が
で
あ

ろ
う
か
。（
注
９
）

　
ま
た
、
女
の
歌
を
本
歌
取
り
し
た
俊
成
の
歌
に
つ
い
て
も
比
較
さ
れ
て
い
る
。

　
俊
成
は
、
場
面
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
時
間
・
季
節
を
加
え
、
冷
た
い
秋
風
が
「
身
に

し
み
（
る
）」
と
い
う
体
感
を
加
え
た
。（
中
略
）「
秋
風
」
は
男
が
女
に
飽
き
た
こ
と
を

あ
ら
わ
し
ま
す
。「
秋
」
は
「
飽
き
」
の
掛
詞
で
す
。
男
の
心
は
深
草
を
か
き
分
け
て
吹

い
て
く
る
秋
風
の
よ
う
に
冷
た
く
変
わ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
な
ら
「
秋
風
身
に
し

み
て
」
は
だ
れ
の
「
身
に
し
み
る
」
の
で
し
ょ
う
か
。
作
者
の
俊
成
で
し
ょ
う
か
。
男
に

捨
て
ら
れ
る
一
二
三
段
の
女
、
そ
れ
と
も
鶉
で
し
ょ
う
か
。
捨
て
ら
れ
た
女
が
鶉
に
な
っ

て
待
つ
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
女
で
は
な
く
鶉
と
み
る
べ
き
で
す
。

　
し
か
し
私
達
は
一
二
三
段
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
比
較
し
て
俊
成
の
歌
を
鑑
賞
し
ま

す
。
そ
う
い
う
読
者
に
は
鶉
の
姿
が
胸
に
痛
く
感
じ
ら
れ
、
鶉
と
お
な
じ
よ
う
に
「
秋

風
」
が
身
に
し
み
て
き
ま
す
。
な
か
に
は
、
俊
成
自
身
が
一
二
三
段
を
そ
う
読
み
取
っ
て

詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
歌
は
、
読
者
側
の
さ
ま
ざ
ま
な
想

像
を
許
容
す
る
意
味
の
深
い
歌
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
と
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
事
が
あ
り
ま
す
。
一
二
三
段
は
二
人
の
愛

の
回
復
を
語
っ
て
閉
じ
ら
れ
ま
す
が
、
俊
成
の
歌
は
ど
う
で
し
ょ
う
。「
夕
」
は
男
が
愛

す
る
女
の
も
と
に
や
っ
て
く
る
時
間
で
す
。
な
の
に
冷
た
い
秋
風
が
吹
き
荒
ん
で
い
る
。

俊
成
が
新
し
く
設
定
し
た
こ
の
場
面
は
、
二
人
の
愛
は
ひ
と
た
び
よ
み
が
え
り
、
や
っ
ぱ

り
破
局
に
終
わ
っ
た
と
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　
俊
成
は
一
二
三
段
の
あ
と
に
続
く
、
さ
ら
に
悲
し
い
愛
の
結
末
を
構
想
し
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
わ
ず
か
三
十
一
文
字
の
和
歌
の
中
に
、
物
語
の
そ
の
後
を
想
像
さ
せ
る

前
衛
的
な
試
み
を
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。（
注
10
）

　
こ
の
解
釈
を
踏
ま
え
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
板
書
が
考
え
ら
れ
る
。

※
板
書

一
三
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９
『
無
名
抄
』

　（
１
）「
関
路
の
落
葉
」

似
た
和
歌
の
比
較
　
　
本
歌
取
り
の
効
果

　
頼
政
が
「
関
路
の
落
葉
」
と
い
う
題
を
与
え
ら
れ
て
歌
合
に
参
加
す
る
事
に
な
り
、
い

ろ
い
ろ
と
作
っ
て
迷
っ
た
上
、
俊
恵
を
自
宅
に
呼
ぶ
。
相
談
を
受
け
た
俊
恵
は
、
似
て
い

る
と
思
わ
れ
る
能
因
の
和
歌
と
比
べ
て
見
映
え
が
す
る
と
い
っ
て
、
太
鼓
判
を
押
す
。

能
因
の
歌

24 

都
を
ば
霞
と
と
も
に
た
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関

頼
政
の
歌

25 

都
に
は
ま
だ
青
葉
に
て
見
し
か
ど
も
紅
葉
散
り
敷
く
白
河
の
関

　
能
因
法
師
の
和
歌
の
解
釈
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
春
、
霞
が
立
つ
こ
ろ
に
都
を
出
発
し
た
が
、
こ
こ
白
河
の
関
に
た
ど
り
着
い
た
時
に

は
、
秋
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
歌
っ
て
い
ま
す
。「
た
つ
」
は
霞
が
「
立
つ
」
と
都
を

「
発
つ
」
と
の
掛
詞
で
す
ね
。
い
か
に
も
春
に
旅
が
始
ま
っ
た
、
と
い
う
感
じ
を
強
め
て

い
ま
す
。
そ
し
て
春
か
ら
秋
へ
、
旅
を
し
て
い
る
う
ち
に
半
年
近
く
も
経
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
の
で
す
。
み
ご
と
に
、
都
と
の
距
離
感
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
し
か
も
、
霞
立

つ
風
景
は
、
一
年
の
始
ま
り
を
象
徴
し
ま
す
。
旅
立
ち
に
ぴ
っ
た
り
で
す
。
一
方
秋
風
は

秋
の
始
ま
り
を
表
し
ま
す
。
そ
し
て
秋
は
、
物
事
の
衰
退
を
象
徴
す
る
季
節
で
す
。
草
は

枯
れ
、
木
の
葉
は
散
っ
て
ゆ
き
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
死
へ
向
か
っ
て
衰
え
て
ゆ
く
、
哀
愁

の
季
節
で
す
。
都
を
離
れ
て
、
と
う
と
う
こ
こ
ま
で
や
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
じ

が
、
じ
つ
に
よ
く
出
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。（
注
８
）

　
授
業
で
も
、
季
節
の
違
い
に
つ
い
て
は
触
れ
る
が
、
さ
ら
に
深
い
考
察
が
必
要
だ
と
分

か
る
。
同
じ
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
和
歌
の
場
合
、
真
似
を
し
て
い
る
と
批
判
を
受
け
る
可

能
性
は
現
在
の
世
で
も
あ
る
。
本
歌
取
り
と
は
違
っ
た
、
比
較
を
通
し
て
両
者
の
違
い
を

考
察
し
て
い
く
の
に
、
格
好
の
教
材
で
あ
ろ
う
。

※
板
書

一
二
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　（
２
）「
深
草
の
里
」　
本
歌
取
り

　
五
条
三
位
入
道
俊
成
が
俊
恵
に
対
し
て
自
讃
歌
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、

26 

夕
さ
れ
ば
野
べ
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
な
く
な
り
深
草
の
里

　
こ
れ
は
、
伊
勢
物
語
一
二
三
段
を
踏
ま
え
て
い
る
。
授
業
で
も
確
認
す
る
も
の
だ
。

　

　
男
に
飽
き
ら
れ
、
新
し
い
女
の
所
へ
行
こ
う
と
す
る
男
が
女
に
詠
む
。

27 

年
を
経
て
住
み
来
し
里
を
出
で
て
い
な
ば
い
と
ど
深
草
野
と
や
な
り
な
む

　
女
の
返
歌

28 

野
と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
な
き
を
ら
む
狩
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら
む

　
歌
に
感
動
し
た
男
は
、
愛
情
を
復
活
さ
せ
た
と
い
う
話
だ
が
、
あ
ま
り
に
単
純
す
ぎ
る

結
末
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
和
歌
に
関
し
て
は
、
次
の
解
釈
が
参
考
に
な
る
。

　
地
名
の
「
深
草
」
を
草
深
い
野
と
言
い
換
え
た
男
に
向
か
っ
て
、
そ
の
草
深
い
野
に
住

む
鶉
を
導
き
出
し
て
対
置
し
、
さ
ら
に
「
狩
り
」「
仮
」
の
掛
詞
を
用
い
て
、
た
ま
さ
か

の
訪
れ
で
も
い
い
か
ら
と
切
望
す
る
。
そ
う
い
う
言
葉
の
技
巧
を
視
野
に
収
め
る
べ
き
だ

ろ
う
。
す
で
に
、
掛
詞
や
縁
語
の
章
で
、
こ
れ
ら
の
技
巧
が
、
偶
然
性
に
大
き
く
依
存
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、
逃
れ
が
た
い
運
命
的
な
感
覚
を
喚
起

す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
た
。
女
を
見
捨
て
て
こ
こ
が
そ
の
名
の
通
り
草
深
い
荒
野

と
な
る
、
と
い
う
自
分
の
吐
い
た
言
葉
が
、
女
に
よ
っ
て
逆
手
に
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
男
は
、「
鶉
を
狩
り
」
に
来
る
、
す
な
わ
ち
女
の
所
に
戻
っ
て
く
る
運
命
に

逆
ら
え
な
く
な
る
。
言
葉
に
か
ら
め
取
ら
れ
、
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
内

容
の
い
じ
ら
し
さ
と
、
掛
詞
や
縁
語
の
威
力
が
相
乗
効
果
を
も
た
ら
し
て
、
男
の
心
と
行

動
を
拘
束
す
る
。
贈
答
歌
の
魔
力
の
源
泉
を
、
そ
の
あ
た
り
に
垣
間
見
て
は
い
か
が
で
あ

ろ
う
か
。（
注
９
）

　
ま
た
、
女
の
歌
を
本
歌
取
り
し
た
俊
成
の
歌
に
つ
い
て
も
比
較
さ
れ
て
い
る
。

　
俊
成
は
、
場
面
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
時
間
・
季
節
を
加
え
、
冷
た
い
秋
風
が
「
身
に

し
み
（
る
）」
と
い
う
体
感
を
加
え
た
。（
中
略
）「
秋
風
」
は
男
が
女
に
飽
き
た
こ
と
を

あ
ら
わ
し
ま
す
。「
秋
」
は
「
飽
き
」
の
掛
詞
で
す
。
男
の
心
は
深
草
を
か
き
分
け
て
吹

い
て
く
る
秋
風
の
よ
う
に
冷
た
く
変
わ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
な
ら
「
秋
風
身
に
し

み
て
」
は
だ
れ
の
「
身
に
し
み
る
」
の
で
し
ょ
う
か
。
作
者
の
俊
成
で
し
ょ
う
か
。
男
に

捨
て
ら
れ
る
一
二
三
段
の
女
、
そ
れ
と
も
鶉
で
し
ょ
う
か
。
捨
て
ら
れ
た
女
が
鶉
に
な
っ

て
待
つ
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
女
で
は
な
く
鶉
と
み
る
べ
き
で
す
。

　
し
か
し
私
達
は
一
二
三
段
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
比
較
し
て
俊
成
の
歌
を
鑑
賞
し
ま

す
。
そ
う
い
う
読
者
に
は
鶉
の
姿
が
胸
に
痛
く
感
じ
ら
れ
、
鶉
と
お
な
じ
よ
う
に
「
秋

風
」
が
身
に
し
み
て
き
ま
す
。
な
か
に
は
、
俊
成
自
身
が
一
二
三
段
を
そ
う
読
み
取
っ
て

詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
歌
は
、
読
者
側
の
さ
ま
ざ
ま
な
想

像
を
許
容
す
る
意
味
の
深
い
歌
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
と
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
事
が
あ
り
ま
す
。
一
二
三
段
は
二
人
の
愛

の
回
復
を
語
っ
て
閉
じ
ら
れ
ま
す
が
、
俊
成
の
歌
は
ど
う
で
し
ょ
う
。「
夕
」
は
男
が
愛

す
る
女
の
も
と
に
や
っ
て
く
る
時
間
で
す
。
な
の
に
冷
た
い
秋
風
が
吹
き
荒
ん
で
い
る
。

俊
成
が
新
し
く
設
定
し
た
こ
の
場
面
は
、
二
人
の
愛
は
ひ
と
た
び
よ
み
が
え
り
、
や
っ
ぱ

り
破
局
に
終
わ
っ
た
と
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　
俊
成
は
一
二
三
段
の
あ
と
に
続
く
、
さ
ら
に
悲
し
い
愛
の
結
末
を
構
想
し
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
わ
ず
か
三
十
一
文
字
の
和
歌
の
中
に
、
物
語
の
そ
の
後
を
想
像
さ
せ
る

前
衛
的
な
試
み
を
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。（
注
10
）

　
こ
の
解
釈
を
踏
ま
え
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
板
書
が
考
え
ら
れ
る
。

※
板
書

一
三
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水
鳥
と
自
分
の
共
通
点
を
見
て
い
る
紫
式
部
の
苦
し
い
思
い
は
、
地
の
文
も
合
わ
せ
て

組
み
入
れ
な
が
ら
考
え
さ
せ
て
い
く
と
理
解
さ
れ
る
。
思
い
が
吐
露
し
た
独
詠
歌
と
し

て
、
是
非
学
ば
せ
た
い
和
歌
で
あ
る
。

四
　
ま
と
め

　
実
際
に
シ
ラ
バ
ス
に
あ
る
教
材
で
和
歌
を
含
む
も
の
を
取
り
上
げ
て
い
っ
た
が
、『
竹

取
物
語
』
を
除
い
て
、
他
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
中
心
に
学
習
す
べ
き
テ
ー
マ
や
修
辞
技

法
、
贈
答
歌
に
お
け
る
両
者
の
関
係
性
、
独
詠
歌
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
和
歌

の
学
習
内
容
と
し
て
は
大
部
分
が
網
羅
で
き
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。
読
解
が
複
雑
で
難
し

い
も
の
は
、
高
校
三
年
生
に
置
か
れ
て
い
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
の
は
、
割
合
定
番
の
も

の
で
あ
る
と
思
う
が
、『
今
物
語
』
な
ど
は
最
近
新
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
学
校

で
採
用
す
る
教
科
書
に
よ
っ
て
は
、
入
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
別
の
も
の
も
あ
る
の
で
、

三
学
年
全
体
を
見
回
し
て
の
教
材
編
成
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
大
切
な
の
は
、
こ
の
教
材
で
は
何
を
メ
イ
ン
と
し
て
和
歌
を
指
導
し
て
い
く
の
か
と
い

う
目
的
意
識
を
授
業
者
が
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
高
校
三
年
間
で
、
和
歌
文
学
の
重
要
な

こ
と
が
網
羅
で
き
る
よ
う
、
高
校
一
年
か
ら
授
業
者
が
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
シ
ラ
バ
ス
に
は
学
習
目
標
を
書
く
が
、
和
歌
に
目
を
向
け
た
学
習
課
題
も

意
識
し
て
入
れ
て
い
く
と
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
他
の
教
材
に
つ
い
て
も
、
よ
り
適
切
な
和
歌
の
学
習
内
容
が
入
っ
て
い
る
も
の
を
今
後

探
し
て
い
き
た
い
。

注１
　
小
林
一
彦
、「
掛
詞
」、
渡
部
泰
明
編
『
和
歌
の
ル
ー
ル
』、
笠
間
書
院
、
２
０
１
４

年
、
第
４
章
、
68
。

２ 

谷
知
子
、「『
竹
取
物
語
』
の
和
歌
―
不
定
形
な
テ
キ
ス
ト
の
矛
盾
」、
谷
知
子
・
田
渕

句
美
子
編
著
『
平
安
文
学
を
い
か
に
読
み
直
す
か
』、
笠
間
書
院
、
２
０
１
２
年
、
第

二
章
、
51
。

３
　
注
２
、
同
。

４ 

大
浦
誠
士
、「
序
詞
」、
注
１
、
同
、
第
２
章
、
40
。

５ 

渡
部
泰
明
、『
和
歌
と
は
何
か
』、
岩
波
新
書
、
２
０
０
９
年
、
pp 
83
〜
84
。

６
　
馬
場
あ
き
子
、『
日
本
の
恋
の
歌
〜
恋
す
る
黒
髪
〜
』、
角
川
学
芸
出
版
、
２
０
１
３

年
、
pp 

197
〜
198
。

７
　
注
６
、
同
。

８  

渡
部
泰
明
、『
古
典
和
歌
入
門
』、
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
２
０
１
４
年
、
131
。

９
　
注
５
、
同
。
pp 

149
〜
150
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仁
、「
本
歌
取
り
」、
渡
部
泰
明
編
、『
和
歌
の
ル
ー
ル
』、
笠
間
書
院
、
２
０
１
４

年
、
第
６
章
、
pp 

87
〜
88
。

11
　
馬
場
あ
き
子
、『
日
本
の
恋
の
歌
〜
貴
公
子
た
ち
の
恋
〜
』、
角
川
学
芸
出
版
、

２
０
１
３
年
、
121
。
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11
『
紫
式
部
日
記
』「
若
宮
の
誕
生
」　
苦
し
い
思
い
を
吐
露
す
る
独
詠
歌

　
土
御
門
殿
で
中
宮
彰
子
は
敦
成
親
王
を
出
産
し
た
。
赤
子
か
ら
お
し
っ
こ
を
か
け
ら
れ

て
も
悦
ぶ
藤
原
道
長
を
初
め
、
天
皇
の
御
幸
を
控
え
て
邸
内
全
体
が
う
き
た
っ
て
い
る

中
、
作
者
は
一
人
違
和
感
を
覚
え
、
苦
し
い
思
い
を
歌
に
記
す
。

33 

水
鳥
を
水
の
上
と
や
よ
そ
に
見
む
我
も
う
き
た
る
世
を
過
ぐ
し
つ
つ

※
板
書

10
『
蜻
蛉
日
記
』「
う
つ
ろ
ひ
た
る
菊
」　
真
剣
な
歌
に
す
か
す
返
歌

　
夫
兼
家
が
他
の
女
に
贈
る
た
め
の
手
紙
を
文
箱
の
中
に
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
作
者
は
、

見
た
と
だ
け
は
知
ら
せ
よ
う
と
和
歌
を
書
き
付
け
る
。
そ
の
後
、
兼
家
と
町
の
小
路
に
住

む
女
と
の
結
婚
を
確
認
し
た
作
者
は
、
兼
家
が
訪
ね
て
戸
を
た
た
い
た
が
、
開
け
ず
に
い

た
ら
、
兼
家
は
待
つ
こ
と
も
な
く
す
ぐ
に
町
の
小
路
に
住
む
女
の
所
に
行
っ
て
し
ま
う
。

や
は
り
こ
の
ま
ま
で
は
す
ま
し
て
お
け
な
い
と
思
っ
た
作
者
は
、
意
を
決
し
て
歌
を
送

る
。

31 

な
げ
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
知
る

　
し
か
し
、
返
っ
て
き
た
手
紙
と
和
歌
は
、
そ
の
気
持
ち
を
受
け
止
め
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

32 

げ
に
や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
真
木
の
戸
も
お
そ
く
あ
く
る
は
わ
び
し
か
り
け
り

※
板
書
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水
鳥
と
自
分
の
共
通
点
を
見
て
い
る
紫
式
部
の
苦
し
い
思
い
は
、
地
の
文
も
合
わ
せ
て

組
み
入
れ
な
が
ら
考
え
さ
せ
て
い
く
と
理
解
さ
れ
る
。
思
い
が
吐
露
し
た
独
詠
歌
と
し

て
、
是
非
学
ば
せ
た
い
和
歌
で
あ
る
。

四
　
ま
と
め

　
実
際
に
シ
ラ
バ
ス
に
あ
る
教
材
で
和
歌
を
含
む
も
の
を
取
り
上
げ
て
い
っ
た
が
、『
竹

取
物
語
』
を
除
い
て
、
他
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
中
心
に
学
習
す
べ
き
テ
ー
マ
や
修
辞
技

法
、
贈
答
歌
に
お
け
る
両
者
の
関
係
性
、
独
詠
歌
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
和
歌

の
学
習
内
容
と
し
て
は
大
部
分
が
網
羅
で
き
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。
読
解
が
複
雑
で
難
し

い
も
の
は
、
高
校
三
年
生
に
置
か
れ
て
い
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
の
は
、
割
合
定
番
の
も

の
で
あ
る
と
思
う
が
、『
今
物
語
』
な
ど
は
最
近
新
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
学
校

で
採
用
す
る
教
科
書
に
よ
っ
て
は
、
入
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
別
の
も
の
も
あ
る
の
で
、

三
学
年
全
体
を
見
回
し
て
の
教
材
編
成
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
大
切
な
の
は
、
こ
の
教
材
で
は
何
を
メ
イ
ン
と
し
て
和
歌
を
指
導
し
て
い
く
の
か
と
い

う
目
的
意
識
を
授
業
者
が
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
高
校
三
年
間
で
、
和
歌
文
学
の
重
要
な

こ
と
が
網
羅
で
き
る
よ
う
、
高
校
一
年
か
ら
授
業
者
が
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
シ
ラ
バ
ス
に
は
学
習
目
標
を
書
く
が
、
和
歌
に
目
を
向
け
た
学
習
課
題
も

意
識
し
て
入
れ
て
い
く
と
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
他
の
教
材
に
つ
い
て
も
、
よ
り
適
切
な
和
歌
の
学
習
内
容
が
入
っ
て
い
る
も
の
を
今
後

探
し
て
い
き
た
い
。
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