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古
今
集
歌
人
伊
勢
の
娘
、
中
務
の
家
集
を
取
り
上
げ
、
注
釈
を
試
み
る
。
本
紀
要

五
八
号
「
中
務
集
注
釈
（
一
）」
以
来
、
六
三
号
「
中
務
集
注
釈
（
六
）」
に
至
る
六

回
の
論
考
に
お
い
て
、
中
務
集
二
類
本
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
資
経
本
二
九
八
首

の
注
釈
の
試
み
を
終
了
し
た
。
前
号
「
中
務
集
注
釈
（
七
）」
と
本
号
に
お
い
て
、

資
経
本
に
収
載
さ
れ
ず
、
西
本
願
寺
蔵
三
十
六
人
集
、
歌
仙
家
集
本
お
よ
び
前
田
家

旧
蔵
本
の
み
に
存
在
す
る
歌
の
注
釈
を
行
う
。
な
お
、
歌
番
号
は
西
本
願
寺
本
、
歌

仙
家
集
本
、
前
田
家
旧
蔵
本
の
通
し
番
号
で
あ
る
。

  

「
中
務
集
注
釈
（
一
）
～
（
七
）」
に
つ
い
て
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
皆
様
に
深
く
感

謝
申
し
上
げ
る
。

　

各
歌
の
文
責
を
次
に
示
す
。
二
〇
〇
～
二
〇
二
・
二
三
八
～
二
三
九
（
加
藤
）、

二
〇
三
～
二
〇
四
・
二
四
〇
～
二
四
一
（
斎
藤
）、
二
一
九
～
二
二
〇
（
森
田
）、

二
二
五
・
二
二
七
・
二
二
九
～
二
三
〇
・
二
四
八
～
二
五
〇
（
曾
和
）、
二
三
二
～

二
三
五
・
二
五
三
～
二
五
四
・
一
九
七
（
歌
）・
二
一
五
（
前
）（
寳
槻
）、
二
三
六
～

二
三
七
・
二
四
四
・
二
四
六
～
二
四
七
（
高
野
瀬
）

　
　

凡　

例　

一　

 

本
注
釈
は
、
西
本
願
寺
本
を
底
本
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
有
歌
に
つ
い
て
は
、

前
田
家
旧
蔵
現
出
光
美
術
館
蔵
伝
西
行
単
本
、
奈
良
女
子
大
学
蔵
歌
仙
家
集
本

を
そ
れ
ぞ
れ
底
本
と
す
る
。

一　

 

西
本
願
寺
本
を
底
本
と
す
る
歌
に
つ
い
て
、
本
文
の
校
合
に
用
い
た
本
は
、
以

下
の
通
り
（（ 

）
内
は
、
異
同
を
掲
出
す
る
際
の
略
称
）。

   　

前
田
家
旧
蔵 

現
出
光
美
術
館
蔵　

伝
西
行
筆
本
（
前
）

   　

奈
良
女
子
大
学
蔵　

歌
仙
家
集
本
（
歌
）

一　
 

和
歌
本
文
は
読
解
の
便
の
た
め
、
適
宜
仮
名
を
漢
字
に
、
漢
字
を
仮
名
に
改
め

た
。
ま
た
、
詞
書
内
に
は
必
要
に
応
じ
て
句
読
点
を
施
し
て
い
る
。
校
訂
し
た

箇
所
や
仮
名
漢
字
表
記
を
改
め
た
箇
所
は
、
右
に
ル
ビ
で
底
本
で
の
表
記
を
示

し
た
。

一　

 

底
本
を
校
合
本
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
箇
所
は
、［
語
釈
］
も
し
く
は
、［
補
説
］
に
、

中
務
集
注
釈
（
八
）

高
野
晴
代
・
高
野
瀬
惠
子
・
加
藤
裕
子
・

森
田
直
美
・
斎
藤
由
紀
子
・
曾
和
由
記
子
・

寳
槻
た
ま
き
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そ
の
理
由
と
共
に
明
記
し
た
。

一　
 

本
注
釈
に
頻
出
す
る
先
行
研
究
論
文
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
る
。

   　

①　
 

稲
賀
敬
二
氏『
女
流
歌
人　

中
務
―
歌
で
伝
記
を
辿
る
―
』（
新
典
社　

平
・

二
一
）
→
『
女
流
歌
人
中
務
』

   　

②　

 

木
船
重
昭
氏
『
中
務
集
相
如
集
注
釈
』（
大
学
堂
書
店　

平
・
四
）
→
木

船
注
釈

　
　

二
〇
〇
番
歌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

雨
の
降ふ

る
夜
、
人ひ
と

の
来き

た
り
け
る
に

　
　

月つ
き

見
に
と
来こ

ぬ
宵よ
ひ

あ
ま
た
過す

ぎ
に
し
を
雨あ
め

も
よ
に
来こ

じ
と
思お
も

ひ
け
る
か
な

［
異
同
］　 

雨
の
ふ
る
夜
→
雨
ふ
る
に
（
歌
）、
き
た
り
け
る
に
→
き
た
る
に
（
前
）

き
た
り
し
に
（
歌
）、つ
き
見
に
と
→
月
よ
に
も
（
前
）
月
見
に
も
（
歌
）、

こ
ぬ
よ
ひ
→
こ
ぬ
よ
の
（
歌
）、
す
き
に
し
を
→
過
ぬ
れ
は
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

〇
来
ぬ
宵
あ
ま
た
過
ぎ
に
し
を　

男
が
訪
ね
て
こ
な
い
宵
が
度
重
な
っ
た

の
で
。「
宵
」
は
夜
、
特
に
夜
に
入
っ
て
間
も
な
い
頃
。
男
性
が
女
性
の
家
に
通
っ

て
来
る
時
間
帯
。「
我
が
背
子
が
来
べ
き
宵
な
り
さ
さ
が
に
の
蜘
蛛
の
振
舞
ひ
か
ね

て
し
る
し
も
」（
古
今
・
墨
滅
歌
・
一
一
一
〇　

衣
通
姫
）。
〇
雨
も
よ
に
来
じ
と　
「
雨

も
よ
に
」
は
、「
雨
の
降
る
中
を
」
の
意
。「
雨
も
よ
に
」
の
「
よ
に
」
に
、「
決
し

て
～
な
い
」
意
の
副
詞
「
よ
に
」
を
掛
け
る
。「
こ
ち
風
は
今
日
ひ
ぐ
ら
し
に
吹
く

め
れ
ど
雨
も
よ
に
は
た
よ
に
も
あ
ら
じ
な
」（
大
和
物
語
・
百
十
二
段
）。

［
通
釈
］　

雨
の
降
る
夜
、
人
が
来
た
の
で

　
　

 

月
を
見
に
い
こ
う
と
言
っ
て
あ
な
た
が
来
な
い
夜
が
多
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
て

お
り
ま
し
た
の
で
、
雨
の
降
る
中
を
決
し
て
お
越
し
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と　
　

思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

［
補
説
］　

月
を
見
に
行
こ
う
と
言
い
な
が
ら
長
い
間
訪
れ
の
な
か
っ
た
男
が
雨
の
日

に
や
っ
て
き
た
の
で
、
月
が
見
え
る
日
に
来
な
い
の
に
、
ま
し
て
や
雨
の
日
に
来

る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
と
皮
肉
を
言
っ
た
。
月
の
美
し
い
夜
に
は
来
訪
が
期
待

さ
れ
る
が
、
雨
の
夜
に
は
来
な
い
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。「
月
夜
に
は
来

ぬ
人
待
た
る
か
き
曇
り
雨
も
降
ら
な
む
わ
び
つ
つ
も
寝
む
」（
古
今
・
恋
五
・
七
七
五　

よ
み
人
し
ら
ず
）。

　

ま
た
、『
後
撰
集
』
に
当
該
歌
と
類
似
し
た
表
現
の
歌
が
あ
り
、注
意
さ
れ
る
。「
男

の
ま
で
来
で
、
あ
り
あ
り
て
雨
の
降
る
夜
、
大
傘
を
乞
ひ
に
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば

／
月
に
だ
に
待
つ
ほ
ど
多
く
過
ぎ
ぬ
れ
ば
雨
も
よ
に
来
じ
と
思
ほ
ゆ
る
か
な
」（
恋

六
・
一
〇
一
一　

伊
衡
女
今
君
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

二
〇
一
番
歌

　
　
　
　

人
に

　
　

袖そ
で

敷し

き
て
臥ふ

し
しゝ
枕ま
く
らを

思お
も

ひ
出い

で
てゝ
月つ
き

見み

る
ご
と
に
音ね

を
も
泣な

く
か
な

［
異
同
］　

ね
を
も
な
く
か
な
→
ね
を
の
み
ぞ
な
く
（
歌
）

［
他
出
］　

玉
葉
・
恋
五
・
一
八
〇
七
、
麗
花
・
恋
・
一
〇
〇
、
秋
風
・
恋
下
・

九
〇
二

［
語
釈
］　

○
袖
敷
き
て　

男
女
が
互
い
の
袖
を
敷
き
交
わ
す
こ
と
。
共
寝
す
る
意
。

「
さ
む
し
ろ
に
衣
片
敷
き
今
宵
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
橋
姫
」（
古
今
・
恋
四
・
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六
八
九　

よ
み
人
し
ら
ず
）。「
袖
敷
き
て
」
は
、
あ
ま
り
用
例
を
み
な
い
表
現
。
○

臥
し
し
枕　

共
寝
し
た
思
い
出
の
枕
。「
背
子
が
来
て
臥
し
し
傍
ら
寒
き
夜
は
我
が

手
枕
を
我
ぞ
し
て
寝
る
」（
和
泉
式
部
・
七
七
）。
○
音
を
も
泣
く
か
な　

声
を
あ
げ

て
泣
く
。「
夕
さ
れ
ば
佐
保
の
川
辺
に
ゐ
る
た
づ
の
ひ
と
り
寝
が
た
き
音
を
も
泣
く

か
な
」（
伊
勢
・
四
〇
八
）。
男
の
訪
れ
が
途
絶
え
、
ひ
と
り
寝
の
悲
し
み
に
泣
く
様

を
う
か
が
わ
せ
る
。　

［
通
釈
］　

人
に

　
　

 

あ
な
た
と
袖
を
敷
き
交
わ
し
て
寝
た
枕
を
思
い
出
し
て
、
月
を
見
る
ご
と
に　
　

声
を
あ
げ
て
泣
く
こ
と
で
す
。

　
　

二
〇
二
番
歌

　
　
　
　

七
月
八
日

　
　

忌い

む
と
い
へ
ば
忍し
の

ぶ
も
の
か
ら
夜よ

も
す
が
ら
天あ
ま

の
川は
ら

こに

そ
羨う
ら
やま

れ
つ
れる

［
異
同
］　

七
月
八
日
→
七
月
七
日
（
前
）
ナ
シ
（
歌
）、
あ
ま
の
は
ら
に
そ
→
あ
ま

の
か
は
こ
そ
（
前
・
歌
）、
う
ら
や
ま
れ
つ
る
→
う
ら
や
ま
れ
け
る
（
前
）

［
他
出
］　

玉
葉
・
恋
四
・
一
六
三
二
（
伊
勢
）、
麗
花
・
恋
上
・
八
四
（
伊
勢
）、
伊
勢
・

四
四
六　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

［
語
釈
］　

○
七
月
八
日　
［
補
説
］
参
照
。
○
忌
む
と
い
へ
ば　
「
忌
む
」
は
、
不
吉

と
し
て
避
け
る
、
嫌
う
。「
月
を
あ
は
れ
と
言
ふ
は
忌
む
な
り
と
言
ふ
人
の
あ
り
け

れ
ば
／
独
り
寝
の
侘
し
き
ま
ま
に
起
き
ゐ
つ
つ
月
を
あ
は
れ
と
忌
み
ぞ
か
ね
つ
る
」

（
後
撰
・
恋
二
・
六
八
四　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
こ
こ
で
は
、
七
夕
の
二
星
の
よ
う
に
、

年
に
一
度
し
か
逢
え
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
七
月
七
日
に
逢
う
こ
と
を
忌

む
の
で
あ
る
。「
今
宵
来
む
人
に
は
逢
は
じ
た
な
ば
た
の
久
し
き
ほ
ど
に
待
ち
も
こ

そ
す
れ
」（
古
今
・
秋
上
・
一
八
一　

素
性
）。
○
天
の
川
こ
そ
羨
ま
れ
つ
れ　

底
本

の
本
文
で
は
歌
意
を
と
り
に
く
い
。前
田
家
旧
蔵
本
の
本
文
を
参
考
に
改
め
た
。「
れ
」

は
自
発
。「
つ
れ
」
は
動
作
・
作
用
が
完
了
・
終
結
し
た
こ
と
を
表
わ
し
て
お
り
、

七
月
八
日
の
朝
の
時
点
で
昨
夜
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
。

［
通
釈
］　

七
月
八
日

　
　

 

七
月
七
日
の
夜
に
逢
う
の
は
不
吉
と
言
う
の
で
、
逢
う
の
を
我
慢
し
て
い
た　
　

け
れ
ど
も
、
一
晩
中
二
星
が
逢
っ
て
い
る
天
の
川
が
羨
ま
し
く
て
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

［
補
説
］　

他
出
の
『
玉
葉
集
』『
麗
花
集
』
で
は
作
者
は
伊
勢
で
あ
り
、『
伊
勢
集
』

に
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
の
歌
の
混
入
も
疑
わ
れ
る
。
七
月
七
日
の
夜
に
逢
う
と

七
夕
の
二
星
の
よ
う
に
年
に
一
度
し
か
逢
え
な
く
な
る
の
で
逢
う
の
を
我
慢
し
て
い

た
が
、
年
に
一
度
と
は
言
え
今
夜
逢
っ
て
い
る
二
星
の
こ
と
が
羨
ま
し
く
て
な
ら
な

か
っ
た
、
と
七
月
八
日
に
前
夜
を
振
り
返
っ
て
詠
ん
だ
歌
。　

　
　

二
〇
三
・
二
〇
四
番
歌

　
　
　
　

人

　
　

高た
か

砂さ
ご

の
尾を
の
へ上
に
立た

て
る
松ま
つ

を
だ
に
折を

れ
ば
折を

り
つ
る
我
と
知し

ら
な
ん

　
　
　
　

返
事

　
　

高た
か

砂さ
ご

の
松ま
つ

は
折我れ
ど
も
霜し
も
が枯

れ
に
混ま

じ
れ
る
枝え
だ

を
知し

る
人
ぞ
な
き

中務集注釈（八）
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［
異
同
］　

人
→
又
ひ
と
に
（
前
）、
ま
つ
を
た
に
→
ま
つ
た
に
も
（
前
）、
返
事
→
か

へ
し
（
前
）
我
と
も
→
お
れ
と
も
（
前
・
歌
）、
ま
し
れ
る
え
た
を
→
し
ほ
る
ゝ
は

な
を
（
前
）
ま
し
れ
る
は
るな
興

を
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
高
砂
の
尾
上
に
立
て
る
松
を
だ
に　
「
高
砂
の
松
」
は
「
か
く
し
つ

つ
世
を
や
つ
く
さ
む
高
砂
の
尾
上
に
立
て
る
松
な
ら
な
く
に
」（
古
今
・
雑
上
・

九
〇
八　

よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
、
あ
ま
り
の
長
命
ゆ
え
孤
独
な
も
の
と
し
て

詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。
女
性
に
喩
え
た
詠
と
し
て
「
さ
を
し
か
の
つ
ま
な
き
こ
ひ

を
高
砂
の
尾
上
の
小
松
き
き
も
い
れ
な
ん
」（
後
撰
・
恋
六
・
一
〇
五
六　

源
庶
明
）

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
だ
に
」
を
用
い
て
、
高
砂
の
松
を
敢
え
て
簡
単
に
手
折
る
こ

と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
例
示
し
、
中
務
を
並
み
の
男
に
は
手
の
届
か
ぬ
高
嶺
の
存

在
と
し
て
遇
し
た
表
現
か
。
○
折
れ
ば
折
り
つ
る　

女
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
花

や
枝
を
折
る
行
為
に
託
し
た
。
○
折
れ
ど
も　

底
本
は
「
我
と
も
」
で
、「
高
砂
の

松
」
が
「
我
（
中
務
）」
と
さ
れ
て
い
る
が
歌
意
不
明
の
た
め
他
本
に
よ
り
校
訂
し

た
。
○
霜
枯
れ
に
混
じ
れ
る
枝　
「
霜
枯
れ
」
は
、「
霜
が
れ
に
み
え
こ
し
梅
は
咲
き

に
け
り
春
に
は
わ
が
身
あ
は
ん
と
は
す
や
」（
貫
之
・
八
三
七
）
の
よ
う
に
不
遇
の

我
が
身
を
重
ね
る
詠
み
方
の
他
、「
枯
れ
」
に
「
離
れ
」
が
掛
け
ら
れ
た
用
例
が
多

く
、
常
緑
の
松
と
は
相
容
れ
な
い
。
年
を
経
た
も
の
と
し
て
も
よ
く
詠
ま
れ
る
「
高

砂
の
松
」
に
喩
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、老
い
の
白
髪
を
連
想
さ
せ
る
「
霜
枯
れ
の
枝
」

を
持
ち
出
し
、老
い
た
自
分
は
男
が
折
ろ
う
と
す
る
「
松
」
な
ら
ぬ
「
霜
枯
れ
の
枝
」

に
過
ぎ
な
い
と
謙
遜
し
た
歌
と
し
て
解
し
た
。

［
通
釈
］　

人

　
　

 

高
砂
の
峰
の
頂
き
に
立
っ
て
い
る
松
で
さ
え
折
れ
ば
折
っ
て
し
ま
う
私
で
あ　
　

る
と
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
松
の
ご
と
き
孤
高
の
存
在
で
あ
る
あ
な
た
の
こ

と
も
手
に
入
れ
て
み
せ
ま
す
。

　
　
　
　

返
事

　
　

 

高
砂
の
松
は
折
っ
て
も
、
霜
枯
れ
の
枝
の
よ
う
に
見
捨
て
ら
れ
た
存
在
の
私　
　

の
こ
と
な
ど
知
る
人
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

二
一
九
番
歌

　
　
　
　

ま
た
、
人ひ
と

の
料れ
う

に

　
　

待ま

つ
ほ
ど
の
遠と
ほ
た
う
み江こ
そ
わ
び
し
け
れ
勿な
こ
そ来
の
関せ
き

に
今い
ま

は
障さ
は

ら
じ

［
異
同
］　

ま
つ
ほ
と
の
→
ま
つ
人
の
（
歌
）、
と
ほ
た
う
み
→
と
ほ
た
あ
う
み
（
前
）

と
を
た
う
み
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
人
の
料　

誰
の
、ど
う
い
っ
た
用
途
の
た
め
に
詠
ん
だ
も
の
か
は
不
明
。

遠
江
、
勿
来
の
関
が
詠
ま
れ
る
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
名
所
絵
屛
風
な
ど
の
た
め
に

詠
ん
だ
歌
か
。
○
遠
江　
「
と
ほ
つ
あ
ふ
み
」
と
も
。
都
に
近
い
「
近
つ
淡
海
」（
琵

琶
湖
）
に
対
し
、
都
に
遠
い
「
遠
つ
淡
海
」（
浜
名
湖
）
の
あ
る
国
を
遠
江
と
称
す
。

現
在
の
静
岡
県
西
部
。
こ
こ
で
は
地
名
に
、
待
つ
時
間
が
長
い
意
の
「
遠
し
」
を
掛

け
る
。
○
勿
来
の
関　

陸
奥
国
の
歌
枕
。
現
在
の
福
島
県
い
わ
き
市
。「
な
来
そ（
来

る
な
）」
と
の
掛
詞
で
詠
ま
れ
る
場
合
が
多
く
、
男
女
が
逢
う
こ
と
を
へ
だ
て
る
も

の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

［
通
釈
］　

ま
た
、
人
の
料
と
し
て
、

　
　

 

あ
な
た
を
待
つ
時
間
が
長
く
久
し
く
、
わ
び
し
い
気
持
ち
で
お
り
ま
す
。
お　
　

出
で
を
妨
げ
る
勿
来
の
関
も
、
今
は
障
り
と
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
に
。

［
補
説
］　

遠
江
と
勿
来
の
関
と
を
同
時
に
詠
む
例
は
僅
少
だ
が
、『
平
中
物
語
』
に
、
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以
下
の
よ
う
な
贈
答
歌
が
確
認
で
き
る
。

　
　

 
ま
た
、
こ
の
男
、
久
し
う
も
の
い
ひ
わ
た
る
人
あ
り
け
り
。「
ほ
ど
経
ぬ　
　

る
を
、
み
づ
か
ら
い
か
む
と
い
へ
ば
、
返
り
こ
と
に
、
女
、

　
　
　
　

 
あ
る
こ
と
の
遠と
ほ
た
う
み江な
る
わ
れ
な
れ
ば
勿
来
の
関
も
み
ち
の
ま
ぞ
な
き

　
　

男
、
返
し
、

　
　

 　
　

勿
来
て
ふ
関
を
ば
す
ゑ
で
あ
ふ
こ
と
を
近ち
か
た
う
み江に

も
君
は
な
さ
な
む

　
　

 

か
う
い
へ
ど
、
こ
の
女
さ
ら
に
あ
は
ず
、
上
衆
め
き
け
れ
ば
、
男
い
ひ
わ
び
て
、

も
の
も
い
は
ざ
り
け
れ
ば
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
女
い
ひ
た
り
。

  （
平
中
物
語
・
十
五
段
）

当
該
歌
と
の
前
後
関
係
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
同
時
代
の
例
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。

　
　

二
二
〇
番
歌

　
　
　
　

 

雨
ふ
る
夜
、
人
々
もな
ど
も
の
な
ど

の
な
ど
言い

ひ
て
寝ね

ぬ
る
を
、
思お
も

ふ
心こ
ゝ
ろに

て
あ
る
人
に

　
　

を
や
み
せ
ぬ
雨あ
め

に
し
を
れ
て
と
こ
な
つ
は
今こ
よ
ひ宵

ふ
し
ぬ
と
聞き

く
は
ま
こ
と
か　
　

［
異
同
］　

人
／
＼
な
と
→
人
の
（
前
）
人
と
（
歌
）、
ね
ぬ
る
→
た
ち
ぬ
る
（
前
）、

お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
に
て
あ
る
人
に
→
お
も
ふ
心
あ
る
ひ
と
に
か
は
り
て
（
前
）
お
も
ふ

人
に
か
は
り
て
（
歌
）、
と
こ
な
つ
は
→
と
こ
な
つ
の
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
人
々
も
の
な
ど
言
ひ
て
寝
ぬ
る
を　

底
本
「
人
々
な
ど
も
の
な
ど
」
と

あ
る
が
、は
じ
め
の
「
な
ど
」
は
衍
字
と
見
て
校
訂
し
た
。
女
房
た
ち
が
寄
り
集
ま
っ

て
語
り
合
い
、
そ
の
ま
ま
皆
で
寝
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
と
察
せ
ら
れ
る
。
○
思
ふ

心
に
て
あ
る
人
に　
「
思
ふ
心
」
が
ど
の
よ
う
な
心
情
で
あ
る
の
か
は
断
定
で
き
な

い
が
、
悲
恋
、
離
別
等
に
心
を
痛
め
て
い
る
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。
歌
仙
本
、
前
田

家
旧
蔵
本
で
は
、「
人
に
か
は
り
て
」
と
あ
り
、
当
該
歌
は
代
作
と
し
て
詠
ん
だ
可

能
性
も
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
底
本
の
ま
ま
解
釈
し
た
。
○
を
や
み　

雨
や
雪
が
少
し

の
間
や
む
こ
と
。
和
歌
に
お
い
て
は
、「
を
や
み
せ
ぬ
」「
を
や
み
せ
ず
」
と
い
っ
た

否
定
の
形
で
、
恋
愛
歌
や
哀
傷
歌
に
、
と
め
ど
な
い
涙
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。「
を
や
み
せ
ず
雨
さ
え
降
れ
ば
沢
水
の
ま
さ
る
ら
ん
と
も
思
ほ
ゆ
る

か
な
」（
後
撰
・
恋
一
・
五
三
七　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
○
と
こ
な
つ　
「
思
ふ
心
に
て

あ
る
人
」
の
比
喩
。「
と
こ
」
に
「
床
」
を
掛
け
、
常
夏
が
雨
に
し
お
れ
て
倒
れ
て

し
ま
う
こ
と
を
、
物
思
い
す
る
人
が
涙
に
く
れ
て
床
に
つ
い
た
こ
と
と
重
ね
て
表
現

す
る
。
○
聞
く
は
ま
こ
と
か　

聞
き
お
よ
ん
だ
こ
と
の
真
偽
を
た
ず
ね
る
形
で
、
そ

の
事
実
に
対
す
る
驚
き
や
叱
責
の
念
を
強
調
す
る
。「
右
衛
門
督
、
入
道
し
侍
り
し

に
つ
か
は
し
し
／
増
鏡
ふ
た
た
び
世
に
や
く
も
る
と
て
塵
を
出
で
ぬ
と
聞
く
は
ま
こ

と
か
」（
元
輔
・
二
五
〇
）。

［
通
釈
］　 

雨
が
降
る
夜
、
人
々
が
語
り
合
っ
た
後
に
床
に
つ
い
た
際
、
物
思
い
し　
　
　
　

て
い
る
様
子
の
人
に
、

　
　

 

絶
え
間
な
く
降
る
雨
の
よ
う
に
、
と
め
ど
な
く
涙
を
流
し
、
気
を
落
と
し
た　
　

ま
ま
、
今
夜
お
や
す
み
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
本
当
で
し
ょ
う
か
。

　
　

二
二
五
番
歌　

　　
　

寝ぬ

る
折よ
り

も
なな

み

は
く
て
や
床と
に

にも
あ

明
か
す
べ
き
夢ゆ
め

と
だ
に
こ
そ
つ
ら
き
を
り
見
め

［
異
同
］　

ぬ
る
よ
り
も
→
ぬ
る
お
り
も
（
歌
）、
な
み
は
や
と
に
も
→
な
く
て
や
と

こ
を
（
歌
）、
つ
ら
き
を
り
見
め
→
つ
ら
き
を
は
み
め
（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

な
し

中務集注釈（八）
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［
語
釈
］　

○
寝
る
折
も　

底
本
は
「
ぬ
る
よ
り
も
」。
底
本
の
ま
ま
で
は
、
後
に
続

く
言
葉
と
の
繋
が
り
が
解
釈
し
が
た
い
た
め
、
歌
仙
本
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
。「
草

枕
寝
る
折
も
な
く
鈴
虫
は
な
く
を
旅
寝
に
あ
か
ず
な
り
け
り
」（
中
務
（
資
経
本
）・

一
一
一
）。
○
な
く
て
や
床
に
明
か
す
べ
き　

底
本
は
「
な
み
は
や
と
に
も
あ
か
す

へ
き
」。
こ
の
ま
ま
で
は
歌
意
が
不
明
で
あ
る
の
で
、
歌
仙
本
を
参
考
に
「
な
く
て

や
床
に
」
と
本
文
を
改
め
た
。［
補
説
］
参
照
。
一
人
、
寝
床
で
夜
を
明
か
す
こ
と
。

○
夢
と
だ
に　

せ
め
て
夢
と
し
て
。前
時
代
や
同
時
代
で
は
例
が
見
出
せ
な
い
表
現
。

こ
こ
で
は
、
相
手
の
冷
淡
な
態
度
こ
そ
夢
と
思
う
意
。「
う
つ
つ
に
も
は
か
な
き
事

の
わ
び
し
き
は
寝
な
く
に
夢
と
思
ふ
な
り
け
り
」（
後
撰
・
恋
三
・
七
〇
三　

よ
み
人

し
ら
ず
）。

［
通
釈
］　

　
　

 

眠
る
間
も
な
く
、
一
人
、
寝
床
で
夜
を
明
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。
あ
の
人
の
冷
淡
な
態
度
こ
そ
、
せ
め
て
夢
の
こ
と
と
思
う
の
が
い
い
の

で
し
ょ
う
。

［
補
説
］　
［
語
釈
］
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
歌
は
上
句
が
解
釈
し
が
た
い
。
木

船
注
釈
で
は
「
転
倒
ミ
ス
も
ふ
く
む
誤
写
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、「
寝
る
よ
り
も
な

み
だ
や
と
も
に
明
か
す
べ
き
」
と
校
訂
し
て
い
る
。「
ぬ
る
」
が
「
寝
る
」
と
「
濡
る
」

の
掛
詞
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
木
船
氏
の
試
案
の
よ
う
に
「
涙
」
を
詠
み
込
む
ほ
う

が
修
辞
は
活
か
さ
れ
よ
う
。

　

従
来
、
夢
を
詠
ん
だ
歌
で
は
「
思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
し
り

せ
ば
覚
め
ざ
ら
ま
し
を
」（
古
今
・
恋
二
・
五
五
二　

小
町
）、「
思
ひ
寝
の
よ
な
よ
な

夢
に
逢
ふ
事
を
た
だ
片
時
の
う
つ
つ
と
も
が
な
」（
後
撰
・
恋
三
・
七
六
六　

よ
み
人

し
ら
ず
）
な
ど
の
よ
う
に
、
夢
の
中
で
だ
け
は
逢
え
る
、
ま
た
そ
れ
を
現
実
と
思
い

た
い
と
詠
む
歌
が
多
い
の
に
対
し
て
、
当
該
歌
は
、
現
実
の
辛
さ
を
夢
と
思
い
た
い

と
い
う
逆
の
発
想
で
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
工
夫
が
あ
る
。　

　

西
本
願
寺
本
の
配
列
を
見
る
と
、
当
該
歌
の
前
後
は
「
何
ご
と
も
思
ふ
と
も
な
く

夜
も
す
が
ら
寝
ぬ
に
明
け
ぬ
る
夜
を
ぞ
う
ら
む
る
」（
二
二
四
）、「
か
か
ら
む
と
思

は
ん
人
の
夢
路
に
も
つ
ら
き
心
を
見
え
じ
と
ぞ
思
ふ
」（
二
二
六
）と
い
う
歌
で
あ
る
。

独
り
寝
の
わ
び
し
さ
を
読
ん
だ
歌
と
し
て
、
同
趣
の
歌
と
と
も
に
配
列
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。　

　
　

二
二
七
番
歌　

　
　

よ
そ
に
の
み
あ
ふ
み
の
海う
み

は
か
ひ
な
く
て
恋こ
ひ

し
き
浪な
み

ぞ
立た

ち
わ
た
り
け
る

［
異
同
］　

あ
ふ
み
の
う
み
は
→
あ
ふ
み
の
う
み
と
（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
よ
そ
に
の
み
あ
ふ
み
の
海　
「
よ
そ
に
の
み
」
は
自
分
と
関
係
な
い
他

人
事
と
し
て
の
意
。「
秋
ふ
か
み
よ
そ
に
の
み
き
く
白
露
の
た
が
言
の
葉
に
か
か
る

な
る
ら
ん
」（
後
撰
・
秋
下
・
四
二
五　

平
伊
望
）。「
あ
ふ
み
」
は
、
地
名
の
「
近
江
」

に
「
逢
ふ
身
」
を
掛
け
る
。
当
該
歌
で
は
、
相
手
が
余
所
に
ば
か
り
逢
瀬
を
重
ね
て

い
て
、私
は
待
つ
甲
斐
も
な
い
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
た
。○
か
ひ
な
く
て　
「
か
ひ
」

は
「
貝
」
と
「
甲
斐
」
の
掛
詞
。「
伊
勢
の
海
の
ち
ひ
ろ
の
浜
に
ひ
ろ
ふ
と
も
今
は

何
て
ふ
か
ひ
か
あ
る
べ
き
」（
後
撰
・
恋
五
・
九
二
七　

敦
忠
）。
○
恋
し
き
浪　
「
恋

し
き
浪
」
に
「
頻
浪
」
を
掛
け
る
。
頻
浪
は
頻
り
に
寄
せ
て
く
る
波
。
頻
り
に
浪
が

寄
せ
る
よ
う
に
、
恋
し
さ
も
募
る
意
。「
ほ
の
ぼ
の
と
あ
か
し
の
う
ら
を
こ
ぎ
く
れ

ば
昨
日
こ
ひ
し
き
な
み
ぞ
た
ち
け
る
」（
重
之
・
一
〇
〇
）。

［
通
釈
］　

　
　

 

余
所
で
ば
か
り
逢
瀬
を
重
ね
る
あ
な
た
は
待
つ
甲
斐
も
な
く
、
恋
し
さ
が
頻
り

に
募
る
こ
と
で
す
。
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二
二
九
番
歌　

　
　

か
ひ
な
く
て
明あ
か
し石
の
浦う
ら

の
秋
風
に
恋こ
ひ

し
き
浪な
み

ぞ
立た

ち
ま
さ
り
け
る

［
異
同
］　

た
ち
ま
さ
り
け
る
→
立
わ
た
り
け
る
（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

夫
木
抄
・
雑
五
・
一
〇
三
七
一

［
通
釈
］　　

　
　

 

あ
な
た
の
訪
れ
を
待
っ
た
甲
斐
も
な
く
て
夜
を
明
か
し
、
飽
き
ら
れ
て
し
ま
っ

た
の
に
、
秋
風
を
感
じ
る
に
つ
け
て
恋
し
さ
が
増
し
て
募
る
こ
と
で
す
。

　　
　

二
三
〇
番
歌　

　
　

秋
風
の
吹
く
折を
り

に
し
も
と
は
ぬ
か
な
荻を
ぎ

の
葉
な
ら
ば
音お
と

は
し
て
ま
し

［
異
同
］　

吹
を
り
に
し
も
→
ふ
く
おに

つ

け

て

も

り
ふ
し
も
（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

後
撰
・
恋
四
・
八
四
六
、
古
今
六
帖
・
第
六
・
三
七
一
八
、三
十
人
撰
・

一
二
九
、
和
漢
朗
詠
・
四
〇
一
、
類
聚
証
・
二
八　

、
俊
成
合
・
一
〇
六　

、
時
代

不
動
歌
合
・
一
七
五
、
女
房
三
十
六
人
歌
合
・
一
三

［
語
釈
］　

○
秋
風
の
吹
く
折
に
し
も
と
は
ぬ
か
な　
「
秋
」
に
「
飽
き
」
を
掛
け
る
。

秋
風
が
吹
く
ま
さ
に
そ
の
折
に
、
あ
の
人
は
私
に
飽
き
て
訪
れ
も
な
い
の
意
。
○
荻

の
葉
な
ら
ば
音
は
し
て
ま
し　

荻
は
薄
に
似
た
多
年
草
。「
音
」
は
、
荻
の
葉
の
葉

擦
れ
の
音
の
意
味
と
、
訪
れ
の
意
味
を
掛
け
る
。
貫
之
の
「
荻
の
葉
の
そ
よ
ぐ
音
こ

そ
秋
風
の
人
に
知
ら
る
る
は
じ
め
な
り
け
れ
」（
貫
之
・
一
〇
〇
）
を
踏
ま
え
る
か
。

［
通
釈
］　

　
　

 

秋
風
が
吹
く
ま
さ
に
そ
の
折
に
、
あ
な
た
は
私
に
飽
き
て
訪
れ
も
な
い
こ
と
で

す
。
荻
の
葉
だ
っ
た
な
ら
ば
、秋
風
が
吹
い
て
葉
擦
れ
の
音
を
さ
せ
ま
す
の
に
。

［
補
説
］　
『
後
撰
集
』
の
詞
書
に
は
「
平
か
ね
き
が
や
う
や
う
か
れ
が
た
に
な
り
に

け
れ
ば
、
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
る
。
平
か
ね
き
は
未
詳
。
岸
本
由
豆
流
『
後
拾
遺

集
標
注
』（
和
泉
書
院　

平
・
元
）
で
は
、「
さ
ね
き
」
の
誤
写
か
と
す
る
。
平
直
材

は
、
平
時
望
男
、
従
四
位
下
伊
勢
守
。
安
和
元
年
（
九
六
八
）
没
。
六
九
歳
。

　
　

二
三
二
番
歌

　
　

あ
だ
に
散ち

る
花は
な

も
春は
る

と
も
み
な
が
ら
に
水み
つ

の
上う
へ

こ
そ
ま
づ
言い

は
れ
け
れ

［
異
同
］　

は
な
も
は
る
と
も
→
花
う
け
な
む
と
（
歌
）、
み
な
か
ら
に
→
み
る
か
ら

に
（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
あ
だ
に
散
る
花　

は
か
な
く
散
る
花
。
桜
の
花
か
。「
枝
よ
り
も
あ
だ

に
散
り
に
し
花
な
れ
ば
落
ち
て
も
水
の
泡
と
こ
そ
な
れ
」（
古
今
・
春
下
・
八
一　

菅
野
高
世
）。
○
み
な
が
ら
に　
「
見
な
が
ら
」
に
、「
す
べ
て
皆
」
の
意
の
「
皆
が
ら
」

を
掛
け
る
。
○
言
は
れ
け
れ　

人
々
の
口
の
端
に
の
ぼ
る
の
意
。

［
通
釈
］　　

　
　

 

は
か
な
く
散
る
花
と
も
あ
だ
に
過
ぎ
る
春
と
も
目
に
と
め
て
、
花
、
春
と
言
え

ば
こ
と
ご
と
く
、
水
面
の
花
こ
そ
が
ま
ず
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
で
す
。

中務集注釈（八）
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二
三
三
番
歌

　
　

今け

ふ日
ま
で
と
流な
か

れ
出い
て

で
ぬ
る
水な
み

上な
か

に
花は
な

は
昨き
の
ふ日

や
散ち

り
果は

て
に
け
む

［
異
同
］　

な
か
れ
い
て
ぬ
る
な
み
な
か
に
→
な
か
れ
い
て
な
む
水
上
の
（
歌
）

［
他
出
］　

伊
勢
・
九
九

［
語
釈
］　

○
今
日
ま
で
と　

散
っ
た
花
が
上
流
か
ら
流
れ
て
く
る
の
は
今
日
ま
で
だ

と
惜
し
む
表
現
。「
今
日
ま
で
と
見
る
に
涙
の
ま
す
か
が
み
な
れ
に
し
影
を
人
に
か

た
る
な
」（
拾
遺
・
雑
上
・
四
六
九　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
○
流
れ
出
で
ぬ
る
水
上　

底
本
「
な
み
な
か
」。「
な
み
な
か
」
の
語
は
他
例
を
見
出
し
が
た
く
、
歌
仙
本
に
よ

り
「
水
上
」
に
校
訂
し
た
。
水
上
か
ら
流
れ
て
く
る
花
を
見
て
、
上
流
で
花
が
散
っ

た
こ
と
を
類
推
す
る
。「
水
上
に
も
み
ぢ
散
る
ら
し
宇
治
川
の
瀬
々
さ
へ
深
く
な
り

ま
さ
る
な
り
」（
元
真
・
一
七
三
）。
○
花
は
昨
日
や
散
り
果
て
に
け
む　

花
は
昨
日

散
り
果
て
た
の
だ
ろ
う
か
の
意
。「
里
は
み
な
散
り
果
て
に
し
を
あ
し
ひ
き
の
山
の

桜
は
ま
だ
散
ら
ず
け
り
」（
躬
恒
・
四
〇
一
）。

［
通
釈
］　　

　
　

 

散
っ
た
花
が
流
れ
出
て
く
る
の
は
今
日
ま
で
だ
と
ば
か
り
に
流
れ
出
た
、
そ　
　

の
水
上
で
、
花
は
昨
日
散
り
果
て
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

［
補
説
］　
［
他
出
］
に
示
し
た
『
伊
勢
集
』
で
は
、
京
極
院
で
の
花
の
宴
に
際
す
る

一
連
の
歌
の
中
の
一
首
で
あ
り
、「
今
日
ま
で
は
流
れ
出
で
ぬ
を
水
上
の
花
は
昨
日

や
散
り
果
て
に
け
む
」（
伊
勢
・
九
九
）
と
異
同
が
見
え
る
。『
伊
勢
集
』
の
本
文
で

は「
今
日
は
も
う
花
が
流
れ
出
て
来
な
い
が
、水
上
の
花
は
昨
日
散
り
果
て
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
か
」
の
意
と
な
る
。
二
三
二
番
歌
の
参
考
歌
と
し
て
書
き
加
え
ら
れ
た

伊
勢
の
歌
が
本
文
化
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　

二
三
四
番
歌

　
　

わ
び
し
く
は
あな

ら
ぬ
ま
で
に
も
憂う
れ

へ
つ
つゝ
人
に
言い

ふ
べ
き
こ
と
の
な
き
か
な

［
異
同
］　

わ
ひ
し
く
は
→
恋
し
く
は
（
歌
）、
な
ら
ぬ
ま
て
に
も
→
あ
ら
ぬ
ま
て
に

も
（
歌
）、
こ
と
の
な
き
か
な
→
こ
と
な
ら
ぬ
か
な
（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
あ
ら
ぬ
ま
で
に
も
憂
へ
つ
つ　

底
本
「
な
ら
ぬ
ま
で
に
も
」。
歌
仙
本

に
よ
り
「
あ
ら
ぬ
ま
で
に
も
」
に
改
め
た
。
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
ま
で
に
嘆
き
続

け
て
、
の
意
。「
長
ら
へ
て
あ
ら
ぬ
ま
で
に
も
言
の
葉
の
深
き
は
い
か
に
あ
は
れ
な

り
け
り
」（
後
撰
・
恋
一
・
六
〇
〇　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
○
言
ふ
べ
き
こ
と
の
な
き

か
な　

言
う
言
葉
も
な
い
こ
と
よ
、
の
意
。「
か
な
し
と
も
又
あ
は
れ
と
も
世
の
常

に
言
ふ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」（
建
礼
門
院
右
京
大
夫
・
二
二
四
）。

［
通
釈
］　　

　
　

 

わ
び
し
く
て
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
ま
で
に
嘆
き
な
が
ら
、
あ
の
人
に
言
う
言

葉
も
な
い
こ
と
で
す
。

　
　

二
三
五
番
歌

　
　

年と
し
つ
き月

の
行ゆ

く
ら
む
こ
と
も
思お
も

ほ
え
ず
あ秋き
ば
か
り
の
み
人
の
見み

ゆ
れ
ば

［
異
同
］　

ゆ
く
ら
む
こ
と
も
→
行
ら
む
か
た
も
（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

伊
勢
Ⅲ
・
五
〇
六
、
拾
遺
・
恋
四
・
九
〇
六
（
伊
勢
）

［
語
釈
］　

○
年
月
の
行
く
ら
む
こ
と
も
思
ほ
え
ず　

年
月
が
移
り
変
わ
っ
て
行
く
こ
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と
も
わ
か
ら
な
い
、
の
意
。「
息
の
緒
に
妹
を
し
思
へ
ば
年
月
の
行
く
ら
ん
方
も
思

ほ
え
ぬ
か
も
」（
古
今
六
帖
・
二
五
五
〇
）。
○
秋
ば
か
り
の
み
人
の
見
ゆ
れ
ば　
「
秋
」

に
「
飽
き
」
の
意
を
掛
け
る
。

［
通
釈
］　　

　
　

 

年
月
の
移
り
変
わ
り
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
秋
に
だ
け
会
い
に
来
て
、　　

そ
の
後
は
訪
れ
も
な
く
私
へ
の
飽
き
ば
か
り
が
見
え
ま
す
の
で
。

［
補
説
］　
［
他
出
］
に
示
し
た
『
伊
勢
集
』
や
『
拾
遺
集
』
で
は
第
四
句
が
「
秋
の

は
つ
か
に
」
と
異
同
が
見
え
、
秋
の
果
て
に
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
男
が
姿
を
見
せ
る

意
と
な
っ
て
『
中
務
集
』
の
本
文
よ
り
も
解
し
や
す
い
。

　
　

二
三
六
番
歌

　
　

恋恋ひ
し
と
も
言い

は
ばヾ
す
ずヾ
ろ
に
思お
も

ほ
え
て
人
に
知し

ら
れ
ぬ
音ね

泣な

く
こ
ろ
か
な

［
異
同
］　

な
し
（
西
本
願
寺
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

躬
恒
Ⅰ
・
三
三
二
、
躬
恒
Ⅲ
・
三
五
六

［
語
釈
］　

○
恋
ひ
し
と
も
言
は
ば　

主
語
は
作
者
。［
補
説
］
参
照
。
○
す
ず
ろ
に　

こ
こ
は
、「
理
由
が
な
い
、
関
係
な
い
」
の
意
か
。「
鶯
に
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
な
き
つ

つ
も
春
を
す
ず
ろ
に
す
ぐ
す
べ
き
か
な
」（
敦
忠
・
八
七
）。
○
思
ほ
え
て　

自
然
と

そ
う
思
わ
れ
て
。「
ま
ち
く
ら
す
日
は
菅
の
ね
に
お
も
ほ
え
て
あ
ふ
よ
し
も
な
ど
玉

の
を
な
ら
ん
」（
後
撰
・
恋
四
・
八
七
〇　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
○
音
泣
く　

声
を
あ

げ
て
泣
く
。「
音
を
泣
く
」
と
表
現
す
る
の
が
一
般
的
。

［
通
釈
］

　
　

 

も
し
も
あ
の
人
を
「
恋
し
い
」
と
言
う
と
し
た
ら
空
し
く
思
わ
れ
て
、
人
知　
　

れ
ず
声
に
出
し
て
泣
く
こ
の
頃
で
す
よ
。

［
補
説
］　
「
恋
ひ
し
と
も
言
」
う
の
は
、
相
手
か
、
作
者
自
身
か
、
両
様
に
考
え
ら

れ
る
が
、「
言
は
ば
」
と
仮
定
表
現
で
あ
る
こ
と
、「
思
ほ
え
て
」「
人
に
知
ら
れ
ぬ

音
を
泣
く
」
の
は
作
者
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
主
語
を
作
者
と
し
て
訳
し
た
。
仮
に

あ
の
人
を
「
恋
し
い
」
と
言
う
と
し
た
ら
、
相
手
は
誠
意
が
無
い
（
或
い
は
、
私
の

思
い
を
知
ら
な
い
）
の
だ
か
ら
、
恋
し
く
思
う
よ
う
な
理
由
が
な
い
と
思
わ
れ
て
、

ひ
っ
そ
り
泣
い
て
い
る
こ
の
頃
よ
、
の
意
か
。

　
『
躬
恒
集
』の
二
本（
Ⅰ
・
Ⅲ
）の
末
尾
近
い「
人
知
れ
ぬ
恋
」歌
中
に
も
見
え
る
歌
。

当
該
歌
は
躬
恒
の
歌
の
混
入
か
。

　
　

二
三
七
番
歌

　
　

あ
り
し
だ
に
憂う

か
り
し
も
の
を
飽あ

か
ず
と
て
い
づ
こ
に
添そ

ふ
る
辛つ
ら

さ
な
る
ら
む

［
異
同
］　

な
し
（
西
本
願
寺
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

後
撰
・
恋
五
・
九
五
二
、
古
今
六
帖
・
二
一
一
〇
、
俊
成
三
十
六
人
歌
合
・

一
〇
七
、
女
房
三
十
六
人
歌
合
・
一
五

［
語
釈
］　

○
あ
り
し
だ
に
憂
か
り
し　

こ
れ
ま
で
だ
っ
て
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
た

の
に
。「
だ
に
」
は
、
過
去
を
軽
い
も
の
と
し
て
例
示
し
、
現
在
の
薄
情
な
仕
打
ち

を
重
い
も
の
と
し
て
強
調
す
る
。
○
い
づ
こ
に
添
ふ
る　

こ
れ
以
上
ど
こ
に
添
え
加

え
る
の
か
、
の
意
。

［
通
釈
］

　
　

 
私
は
今
ま
で
も
辛
い
思
い
を
し
て
い
ま
し
た
の
に
、
ま
だ
足
り
な
い
と
で
も　
　

い
う
よ
う
に
、
こ
の
上
ど
こ
に
加
え
る
あ
な
た
の
薄
情
さ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

［
補
説
］　

後
世
、「
俊
成
三
十
六
人
歌
合
」「
女
房
三
十
六
人
歌
合
」
で
、
そ
れ
ぞ
れ

三
首
ず
つ
取
り
上
げ
た
中
務
詠
の
一
首
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
中
務
の
代
表
歌
の

中務集注釈（八）
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一
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。男
の
来
訪
を
待
ち
わ
び
る
女
の
辛
さ
を
詠
ん
だ
、

典
型
的
な
閨
怨
歌
と
し
て
評
価
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。『
後
撰
集
』詞
書
に
よ
れ
ば
、「
左

大
臣
」
す
な
わ
ち
藤
原
実
頼
に
贈
っ
た
歌
。『
女
流
歌
人
中
務
』
は
、
実
頼
と
の
関

係
に
つ
い
て
、『
清
慎
公
集
』
に
「
中
将
の
こ
ろ
」
中
務
と
交
渉
を
持
っ
た
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
延
長
六
（
九
二
八
）
年
六
月
以
後
、
承
平
三
（
九
三
三
）
年
頃
の
こ
と

と
推
定
し
て
い
る
。
源
信
明
、
実
頼
の
弟
師
輔
ら
と
の
関
係
も
同
じ
頃
の
進
行
で
あ

る
。

　

な
お
、
当
該
歌
と
よ
く
似
た
作
が
、
後
世
の
歌
合
に
見
え
る
。

　
　

あ
り
し
だ
に
う
か
り
し
も
の
を
な
ぞ
も
か
く
行
へ
も
し
ら
ぬ
辛
さ
そ
ふ
ら
ん

　
（
元
永
二
年
七
月
一
三
日
内
大
臣
忠
通
家
歌
合
・
五
〇　

忠
隆
）

　
　

二
三
八
番
歌

　
　

訪と

ふ
こ
と
は
い
さ
や
あ
は
れ
と
思お
も

へ
ど
も
辛つ
ら

きく

は
い
か
がゝ
知し

ら
せ
ざ
る
べ
き

［
異
同
］　

つ
ら
く
は
→
つ
ら
き
は
（
歌
）、
し
ら
せ
さ
る
へ
き
→
し
ら
れ
さ
る
へ
き

（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
訪
ふ
こ
と
は　

恋
人
が
訪
問
す
る
意
。「
男
の
久
し
う
訪
は
ざ
り
け
れ

ば
／
訪
ふ
こ
と
を
待
つ
に
月
日
は
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
に
や
出
で
て
今
は
う
ら
み
む
」（
後

撰
・
恋
六
・
一
〇
四
九　

右
近
）。
○
い
さ
や
あ
は
れ
と　
「
い
さ
や
」
は
、
感
動
詞

「
い
さ
」
に
詠
嘆
の
間
投
助
詞
「
や
」
が
付
い
た
も
の
。「
さ
あ
。」「
さ
あ
、
ど
う
だ

か
。」
と
返
答
に
た
め
ら
う
時
に
発
す
る
語
。「
人
心
い
さ
や
白
浪
高
け
れ
ば
寄
ら
む

渚
ぞ
か
ね
て
か
な
し
き
」（
後
撰
・
雑
二
・
一
一
五
四　

よ
み
人
し
ら
ず
）。「
あ
は
れ
」

は
、
こ
こ
で
は
「
ま
あ
、
う
れ
し
い
」
と
い
っ
た
意
。
○
辛
き
は　
「
辛
し
」
は
、

相
手
が
薄
情
だ
、冷
淡
だ
の
意
。「
こ
れ
ま
で
の
あ
な
た
の
つ
れ
な
い
態
度
は
」の
意
。

底
本
「
辛
く
は
」
は
、
形
容
詞
「
辛
し
」
の
連
用
形
に
強
意
の
係
助
詞
「
は
」
が
付

い
た
も
の
。
仮
定
条
件
を
表
わ
し
、「
つ
れ
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
」の
意
と
な
る
が
、

一
首
の
文
脈
上
わ
か
り
に
く
い
。
よ
っ
て
、
歌
仙
本
に
よ
り
改
め
た
。

［
通
釈
］

　
　

 

訪
ね
て
く
だ
さ
る
の
は
、「
さ
あ
、
ま
あ
、
嬉
し
い
」
と
は
思
い
ま
す
け
れ　
　

ど
も
、
お
越
し
に
な
っ
た
ら
、
あ
な
た
の
こ
れ
ま
で
の
つ
れ
な
い
態
度
は
、
ど

う
し
て
思
い
知
ら
せ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
思
い
知
ら
せ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
よ
。

［
補
説
］　

詞
書
が
な
い
の
で
ど
の
よ
う
な
状
況
で
詠
ま
れ
た
歌
か
把
握
し
に
く
い

が
、
日
頃
つ
れ
な
い
相
手
が
久
々
に
訪
ね
る
と
言
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
恨
ん
だ

歌
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
上
句
の「
い
さ
や
あ
は
れ
」と
い
う
表
現
か
ら
は
、「
訪

ふ
」と
い
う
相
手
の
言
葉
を
手
放
し
で
喜
ん
で
い
な
い
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

下
句
に
は
、
も
し
訪
ね
て
き
た
ら
、
こ
れ
ま
で
の
つ
れ
な
い
態
度
を
恨
ま
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
見
て
取
れ
る
。

　
　

二
三
九
番
歌

　
　

憂う

さ
ま
さ
る
わ
が
身
と
知し

ら
で
よ
そ
に
の
み
聞き

きゝ
し
昔む
か
しに

返か
へ

し
て
し
か
な

［
異
同
］　

わ
か
身
と
し
ら
て
→
我
身
は
し
ら
す（
歌
）、む
か
し
に
→
昔
を（
歌
）、（
前
）

→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

信
明
Ⅰ
・
八
九
、
信
明
Ⅲ
・
四
七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

［
語
釈
］　

○
憂
さ
ま
さ
る　
「
憂
さ
」
は
、
物
事
が
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
く
て
つ

ら
い
こ
と
。「
人
心
憂
さ
こ
そ
ま
さ
れ
春
立
て
ば
と
ま
ら
ず
消
ゆ
る
ゆ
き
か
く
れ
な
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む
」（
後
撰
・
春
上
・
三
〇　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
こ
こ
で
は
、
相
手
と
の
仲
が
思
う

に
任
せ
ず
つ
ら
い
こ
と
を
言
う
。
○
よ
そ
に
の
み
聞
き
し
昔　
「
よ
そ
に
聞
く
」
は
、

自
分
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
聞
く
意
。「
の
み
」
は
限
定
。「
よ
そ
に
の
み
聞
か

ま
し
も
の
を
音
羽
川
渡
る
と
な
し
に
み
な
れ
そ
め
け
む
」（
古
今
・
恋
五
・
七
四
九　

兼
輔
）。
男
と
の
関
係
が
な
か
っ
た
頃
を
回
想
し
て
い
る
。

［
通
釈
］

　
　

 

あ
な
た
と
の
仲
が
思
う
に
任
せ
ず
つ
ら
い
思
い
が
つ
の
る
我
が
身
と
も
知
ら　
　

ず
に
、
あ
な
た
を
自
分
と
は
無
関
係
な
人
と
聞
い
て
い
た
昔
に
戻
し
た
い
も
の

で
す
。

［
補
説
］　

　
　
　
　

題
知
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
中
納
言
敦
忠

　
　

逢
ひ
見
て
の
後
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
物
も
思
は
ざ
り
け
り

　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
・
恋
二
・
七
一
〇
）

こ
の
敦
忠
歌
は
、後
朝
の
現
在
の
思
い
と
逢
瀬
以
前
の
思
い
を
対
比
し
た
も
の
だ
が
、

当
該
歌
と
近
い
発
想
の
歌
と
言
え
よ
う
。

　
　

二
四
〇
番
歌

　
　

待ま

つ
人
の
見た

え
ぬ
か
ら
に
や
さ
夜よ

更ふ

け
て
月
の
入い

る
に
も
音ね

は
泣な

か
る
ら
ん

［
異
同
］　

た
え
ぬ
か
ら
に
や
→
見
え
ぬ
な
か
ら
に
や
（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

伊
勢
Ⅱ
三
六
三
・
Ⅲ
三
六
六
、
玉
葉
・
恋
二
・
一
四
〇
〇
、万
代
・
恋
二
・

二
一
一
九
（
い
ず
れ
も
作
者
は
伊
勢
、
二
句
「
見
え
ぬ
か
ら
に
や
」）

［
語
釈
］　

○
待
つ
人　

通
っ
て
く
る
の
が
待
た
れ
る
恋
人
。
○
見
え
ぬ
か
ら
に
や　

恋
人
が
訪
れ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
か
。
底
本
は
「
絶
え
ぬ
か
ら
に
や
」
で
あ
る
が
歌
意

不
通
の
た
め
他
本
及
び
他
出
に
よ
り
校
訂
し
た
。
○
月
の
入
る
に
も　

月
が
山
の
端

に
入
る
ほ
ど
夜
が
更
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
恋
人
を
待
つ
身
に
は
今
夜
の
訪
れ
を
諦

め
ざ
る
を
得
な
い
時
間
帯
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

［
通
釈
］

　
　

 

待
つ
人
が
訪
れ
な
い
か
ら
、
夜
が
更
け
て
月
が
山
の
端
に
入
る
に
つ
け
て
も
、

自
然
と
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

［
補
説
］　

歌
仙
本
と
同
様
に
第
二
句
を「
見
え
ぬ
か
ら
に
や
」と
す
る
歌
が『
伊
勢
集
』

諸
本
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
西
本
願
寺
本
『
伊
勢
集
』
三
五
六
番
歌
は
「
待
人
の
み

え
ぬ
か
ら
に
や
さ
夜
ふ
け
て
恋
ぢ
に
そ
で
も
ぬ
れ
ぬ
べ
ら
な
る
」
と
、
下
句
が
全
く

異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
歌
「
す
む
こ
と
の
か
た
か
る
べ
き
に
に
ご
り
江
の
こ

ひ
ぢ
に
影
の
ぬ
れ
ぬ
べ
ら
な
り
」の
下
句
に
影
響
さ
れ
た
誤
写
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、『
伊
勢
集
』
諸
注
釈
は
他
本
に
よ
り
「
月
の
入
る
に
も
音
は
泣
か
る
ら
ん
」

と
校
訂
を
加
え
る
。
木
船
注
釈
は
当
該
歌
を
伊
勢
作
の
混
入
と
す
る
。

　
　

二
四
一
番
歌

　
　

見
し
人
を
見み

ゆ
や
と
い
ふ
に
頼た
の

む
夜よ

は
目め

も
合あ

ひ
が
た
き
も
の
に
ざ
り
け
る

［
異
同
］　

い
ふ
に
→
夢
を
（
歌
）、（
前
）
→
歌
ナ
シ

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
見
し
人　

男
女
関
係
を
も
っ
た
人
。
○
頼
む
夜　

恋
人
の
訪
れ
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
の
で
期
待
す
る
夜
。
○
目
も
合
ひ
が
た
き　

眠
る
こ
と
も

ま
ま
な
ら
な
い
。
○
も
の
に
ざ
り
け
る　
「
ざ
り
」は
、係
助
詞「
ぞ
」と
補
助
動
詞「
あ

り
」
の
短
縮
形
。

［
通
釈
］

中務集注釈（八）
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お
逢
い
し
た
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
い
ま
す
の
で
、
頼
み
に

す
る
夜
は
眠
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。

［
補
説
］　

歌
仙
本
の
「
夢
を
」
を
採
用
す
る
と
、「
夢
の
内
に
あ
ひ
見
む
事
を
た
の

み
つ
つ
く
ら
せ
る
よ
ひ
は
ね
む
方
も
な
し
」（
古
今
・
恋
一
・
五
二
五　

よ
み
人
し
ら

ず
）
に
か
な
り
近
い
歌
意
と
な
る
。

　
　

二
四
四
番
歌

　
　

は
る
か
な
る
山や
ま

な
く
な〳〵
く
に
ま
つ
虫む
し

の
空そ
ら

に
と
ふ
ひ
と
見み

え
に
け
る
か
な

［
異
同
］　

や
ま
な
く
／
＼
に
→
山
な
か
／
＼
に
（
前
）
山
な
ら
な
く
に
（
歌
）、
ま

つ
む
し
の
→
夏
虫
の
（
歌
）、
そ
ら
に
と
ふ
ひ
と
→
そ
ら
に
と
ふ
人
（
前
）、
空
に
た

く
ひ
と
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
な
く
な
く
に　
「
な
く
な
く
」
の
用
例
は
多
い
が
、「
な
く
な
く
も
」
の

形
か
、「
な
く
な
く
過
ぐ
す
」
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
が
普
通
。「
な
く
な
く
に
」
は

他
例
が
見
出
し
が
た
い
。「
相
坂
の
ゆ
ふ
つ
け
鳥
に
あ
ら
ば
こ
そ
君
が
ゆ
き
き
を
な

く
な
く
も
見
め
」（
古
今
・
恋
四
・
七
四
〇　

閑
院
）。
○
松
虫　

現
在
の
「
鈴
虫
」

の
古
名
（
松
虫
と
鈴
虫
が
逆
で
あ
っ
た
）
と
さ
れ
る
が
、
確
か
な
根
拠
は
な
い
。
当

該
歌
と
同
じ
く
、「
山
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
例
は
あ
る
。「
松
虫
の
は
つ
こ
ゑ
さ
そ

ふ
秋
風
は
お
と
は
山
よ
り
ふ
き
そ
め
に
け
り
」（
後
撰
・
秋
上
・
二
五
一　

よ
み
人

し
ら
ず
）。
ま
た
、
人
を
「
待
つ
」
意
を
掛
け
て
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
く
、
当
該
歌

も
そ
う
で
あ
ろ
う
。「
ひ
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ
き
く
か
ら
に
松
虫
の
名
に
の
み
人
を
思
ふ

こ
ろ
か
な
」（
後
撰
・
秋
上
・
二
五
五　

貫
之
）。
○
空
に
と
ふ
ひ
と　
『
新
編
国
歌

大
観
』
三
巻
は
、当
該
歌
第
四
句
を
「
そ
ら
に
と
ぶ
ひ
と
」
と
翻
刻
す
る
が
、「
松
虫
」

が
「
飛
ぶ
」
と
詠
ま
れ
る
例
は
他
に
な
い
。「
空
に
と
ふ
」
は
、「
逢
坂
の
山
ほ
と
と

ぎ
す
な
の
る
な
り
関
も
る
神
や
そ
ら
に
と
ふ
ら
ん
」（
千
載
・
夏
・
一
九
〇　

中
納

言
師
時
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
こ
の
例
で
は
「
空
で
（
神
が
）
尋
問
す
る
」
の
意
。

或
い
は
こ
こ
は
、「
訪
ふ
」「
飛
ぶ
」
の
掛
詞
で
、「
空
に
」
に
空
し
い
の
意
を
込
め

る
か
。
ま
た
、「
空
に
」
に
は
副
詞
「
そ
ら
に
」
を
掛
け
る
か
。「
ひ
と
」
は
「
見
ゆ
」

に
続
く
と
こ
ろ
か
ら
「
日
と
」
と
解
し
た
が
、或
い
は
こ
こ
も
「
人
」
を
掛
け
る
か
。

［
通
釈
］

　
　

 

遙
か
な
山
で
し
き
り
に
鳴
く
松
虫
の
声
が
、
恋
人
を
待
つ
私
の
も
と
に
空
し
く

訪
れ
る
日
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
す
。

［
補
説
］　

異
同
が
多
く
、
ま
た
、
ど
の
本
の
言
葉
を
採
っ
て
も
、
意
が
通
じ
に
く
い

歌
。
す
べ
て
の
本
に
共
通
の
言
葉
は
、「
は
る
か
な
る
山
」「
虫
の
」「
空
に
」「
見
え

に
け
る
か
な
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
底
本
ど
お
り
と
し
、［
語
釈
］
に
示
し
た
『
後
撰
集
』

の
二
首
を
参
考
に
解
釈
し
て
お
く
。「
鳴
く
鳴
く
・
泣
く
泣
く
」「
松
・
待
つ
」「
空
に
・

そ
ら
に
」「
訪
ふ
・
飛
ぶ
」「
人
・
日
と
」
と
、
掛
詞
を
重
ね
た
言
語
遊
戯
を
主
と
し

た
歌
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

二
四
六
番
歌

　

憂う

し
と
思お
も

ふ
心こ
ゝ
ろの

く
ま
の
な
き
と
き
は
辛つ
ら

さ
隠か
く

れ
ぬ
も
の
に
ざ
り
け
る

［
異
同
］　

こ
ゝ
ろ
の
く
ま
の
→
こ
ゝ
ろ
の
て
ま
の
（
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
憂
し
と
思
ふ　
「
憂
し
」
は
辛
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ

を
嫌
だ
と
思
う
意
。「
身
を
憂
し
と
思
ふ
に
き
え
ぬ
物
な
れ
ば
か
く
て
も
へ
ぬ
る
よ

に
こ
そ
有
り
け
れ
」（
古
今
・
恋
五
・
八
〇
六　

よ
み
人
し
ら
ず
）。「
憂
し
」
は
第
四
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句
の
「
辛
さ
」
と
対
に
な
る
。
○
心
の
く
ま　

心
の
中
の
暗
い
部
分
、
心
中
に
秘
め

た
こ
と
の
意
。「
秋
の
夜
の
月
の
光
は
き
よ
け
れ
ど
人
の
心
の
く
ま
は
て
ら
さ
ず
」（
後

撰
・
秋
中
・
三
二
三　

よ
み
人
し
ら
ず
）。「
く
ま
」
と
第
四
句
の
「
隠
る
」
は
縁
語

で
、「
く
ま
な
き
」「
隠
れ
ぬ
」
は
同
様
の
意
を
あ
ら
わ
す
対
の
表
現
。
○
辛
さ
隠
れ

ぬ　

こ
こ
は
、
相
手
の
薄
情
さ
が
あ
ら
わ
で
あ
る
意
。

［
通
釈
］

　
　

 

私
の
辛
い
と
思
う
心
が
表
に
現
れ
て
い
る
時
は
、
あ
な
た
の
薄
情
さ
も
あ
ら
わ

で
あ
る
こ
と
で
す
。

［
補
説
］「
心
の
く
ま
」
は
、
女
が
男
の
不
誠
実
を
な
じ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
場
面
で

用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　

 

男
の
隔
つ
る
こ
と
も
な
く
語
ら
は
ん
な
ど
言
ひ
ち
ぎ
り
て
、
い
か
が
思　
　
　
　

ほ
え
け
ん
、「
ひ
と
ま
に
は
隠
れ
遊
び
も
し
つ
べ
く
な
ん
」
と
言
ひ
て
は

べ
り
け
れ
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
泉
式
部

　
　

い
づ
く
に
か
来
て
も
隠
れ
む
隔
て
た
る
心
の
く
ま
の
あ
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め

　
　
（
後
拾
遺
・
雑
二
・
九
一
九
）

で
は
、
男
の
「
人
が
い
な
い
時
に
は
、
隠
れ
遊
び
も
し
た
い
」
と
い
う
思
わ
せ
ぶ
り

な
発
言
に
対
し
て
、
和
泉
式
部
が
「
ど
こ
に
隠
れ
よ
う
と
い
う
の
か
、
私
の
心
に
は

暗
が
り
（
秘
密
）
な
ど
は
無
い
の
に
」
と
ピ
シ
ャ
リ
と
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該

歌
も
、
男
の
不
実
が
背
景
に
あ
っ
た
か
。

　
　

二
四
七
番
歌

　

人
待ま

つ
と
泣な

き
つ
つゝ
過す

ぐ
す
夜よ

なな

夜ゝ
なゝ
は
い
た
づ
ら
寝ね

に
も
な
りき

ぬ
べ
き
か□

な

［
異
同
］　

人
ま
つ
と
→
人
つ
ま
とヲ

（
前
）、
な
き
つ
ゝ
す
く
す
→
な
き
つ
ゝ
あ
か
す

（
前
・
歌
）、い
た
つ
ら
ね
に
も
→
い
た
つ
ら
に
の
み
（
前
）
い
た
つ
ら
な
に
も
（
歌
）、

な
き
ぬ
へ
き
□
な
→
な
り
ぬ
へ
き
か
な
（
前
・
歌
）

［
他
出
］　

伊
勢
Ⅰ
・
三
七
三
、
伊
勢
Ⅲ
・
三
七
七

［
語
釈
］　

○
人
待
つ　

恋
人
を
待
つ
意
。「
花
見
つ
つ
人
待
つ
時
は
白
妙
の
袖
か
と

の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
」（
古
今
・
秋
下
・
二
七
四　

友
則
）。
○
い
た
づ
ら
寝　
「
い

た
づ
ら
」
は
、
物
足
り
な
く
空
虚
な
さ
ま
。
こ
こ
は
、
待
つ
男
が
来
な
い
た
め
に
、

空
し
い
気
持
ち
で
す
る
一
人
寝
を
言
う
。
○
な
り
ぬ
べ
き
か
な　

底
本
「
な
き
ぬ
べ

き
□
な
」。
他
本
に
よ
り
「
な
き
」
を
「
な
り
」
に
校
訂
し
、
不
明
瞭
な
箇
所
「
□
」

を
も
補
う
。

［
通
釈
］

　
　

 

あ
の
人
を
待
っ
て
、
泣
き
な
が
ら
過
ご
し
て
い
る
夜
は
、
毎
夜
空
し
い
一
人
寝

に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
こ
と
で
す
。

［
補
説
］　

当
該
歌
は
、
西
本
願
寺
本
『
伊
勢
集
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
配
列
中
に
見

え
る
。

　
　
　
　

み
か
ど
の
御マ
マ

　
　

花
す
す
き
呼
子
鳥
に
も
あ
ら
ね
ど
も
昔
こ
ひ
し
き
ね
を
ぞ
な
き
ぬ
る

　
　

わ
が
袖
の
か
は
り
に
お
ふ
る
花
す
す
き
人
を
招
く
と
し
ら
ざ
ら
め
や
は

　
　

さ
夜
ふ
け
て
寝
ら
れ
ぬ
折
は
ほ
と
と
ぎ
す
君
に
き
か
れ
ぬ
ね
を
ぞ
な
き
ぬ
る

　
　

人
ま
ち
て
泣
き
つ
つ
あ
か
す
夜
な
夜
な
は
い
た
づ
ら
寝
に
も
な
り
ぬ
べ
き
哉

　
　

五
月
来
ば
な
き
も
ふ
り
な
む
ほ
と
と
ぎ
す
ま
だ
し
き
ほ
ど
の
声
を
き
か
ば
や

（
三
七
〇
～
三
七
四
）

三
七
〇
番
詞
書
「
み
か
ど
の
御
」
が
、
三
七
一
番
歌
以
降
に
も
か
か
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
当
該
歌
の
次
の
「
五
月
来
ば
…
」
は
、『
古
今
集
』
夏
歌
・
一
三
八
番
に
伊

勢
の
歌
と
し
て
見
え
る
歌
。
歌
仙
本
で
は
、

　
　
　
　

御
門
の
御
国
忌
に

中務集注釈（八）
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い花

とイ

す
ゝ
き
呼
子
鳥
に
も
あ
ら
ね
ど
も
昔
恋
し
き
音
を
の
み
ぞ
な
く

    
人
ま
ち
て
な
き
つ
ゝ
あ
か
す
夜
な
夜
な
は
い
た
づ
ら
ね
に
も
成
ぬ
べ
き
か
な

（
三
七
六
～
三
七
七
）

の
並
び
方
で
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
『
伊
勢
集
』
に
お
け
る
あ
り
方
に
対
し
て
、『
中

務
集
』
西
本
願
寺
本
で
は
、
末
尾
に
並
べ
ら
れ
た
歌
の
一
首
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状

況
か
ら
、
当
該
歌
は
伊
勢
の
歌
の
混
入
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、『
兼
盛
集
』
に
も
、

　
　
　
　

女
の
も
と
に
ま
か
り
て
、
い
た
づ
ら
に
寝
て
か
へ
る
に

　
　

あ
ふ
事
の
な
き
つ
つ
帰
る
夜
な
夜
な
は
い
た
づ
ら
寝
に
も
な
り
に
け
る
か
な

（
兼
盛
集
・
三
八
）

と
、
極
め
て
似
た
歌
が
あ
り
、
当
該
歌
の
影
響
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
か
。

　
　

二
四
八
番
歌　

　　

日
暮く

る
れ
ば
ま
づ
ぬ
る
萩は
ぎ

は
さ
牡を
し
か鹿
の
鳴な

く
声こ
ゑ

に
だ
に
お
ど
ろ
き
や
せ
ぬ

［
異
同
］　

お
と
ろ
き
や
せ
ぬ
→
お
と
ろ
き
や
す
る
（
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
ま
づ
ぬ
る
萩
は　
「
ぬ
る
」
は
「
寝
る
」
と
露
に
濡
れ
る
意
の
「
濡
る
」

と
の
掛
詞
。「
起
き
明
か
す
露
の
夜
な
夜
な
へ
に
け
れ
ば
ま
だ
き
ぬ
る
と
も
思
は
ざ

り
け
り
」（
後
撰
・
秋
中
・
二
八
三　

師
輔
）。
○
さ
牡
鹿
の
鳴
く
声
に　

牡
鹿
が
妻

を
求
め
て
鳴
く
声
。
鹿
と
萩
は
『
万
葉
集
』
で
「
我
が
岡
に
さ
雄
鹿
来
鳴
く
初
萩
の

花
妻
問
ひ
に
来
鳴
く
さ
雄
鹿
」（
巻
八
・
一
五
四
一　

太
宰
帥
大
伴
卿
）
と
詠
ま
れ
る

よ
う
に
、
萩
が
鹿
の
妻
と
見
な
さ
れ
て
共
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
○
お
ど
ろ
き

や
せ
ぬ　
「
や
」
は
反
語
。
お
ど
ろ
か
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

［
通
釈
］　

  　

 

日
が
暮
れ
る
と
、
ま
っ
さ
き
に
露
に
濡
れ
た
萩
は
、
さ
牡
鹿
が
妻
を
求
め
て
鳴

く
声
だ
け
で
も
お
ど
ろ
か
な
い
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
露
を
落
と
し
て
し

ま
い
ま
す
。

［
補
説
］　

当
該
歌
は
「
を
鹿
ふ
す
夏
野
の
草
の
道
見
え
ず
し
げ
き
恋
に
も
ま
ど
ふ
こ

ろ
か
な
」（
是
則
・
二
八
）、「
秋
の
野
に
妻
な
き
鹿
の
ひ
と
り
伏
し
ふ
せ
ど
寝
ら
れ

ぬ
身
こ
そ
す
べ
な
し
」（
忠
岑
・
二
五
）
の
よ
う
に
、「
鹿
が
伏
す
」
と
い
う
常
套
的

な
表
現
で
は
な
く
、
萩
が
「
寝
る
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
工
夫
が
あ
る
。

　

後
代
に
当
該
歌
と
同
趣
の
歌
が
見
ら
れ
る
。「
濡
る
」
と
掛
け
ら
れ
た
言
語
遊
戯

で
も
あ
る
。

　
　
　

鹿

　

夕
霧
に
妻
ま
ど
は
せ
る
鹿
の
音
や
夜
寝
る
萩
も
お
ど
ろ
か
る
ら
ん

                                        （
伊
勢
大
輔
・
六
一
）

　
　
　

古
人
の
よ
め
る
詞
を
題
に
て
よ
み
け
る
秋
の
歌
の
中
に

　

日
暮
る
れ
ば
打
ち
寝
る
萩
を
よ
も
す
が
ら
露
の
お
き
ゐ
て
恨
む
べ
ら
な
り

                                      （
六
帖
詠
草
・
九
七
六
）

　
　

二
四
九
番
歌　

  　
　

恋
し
き
も
心こ
ゝ
ろづ

か
ら
の
業わ
ざ

な
れ
ば
お
き
ど
こ
ろ
な
く
も
て
ぞ
わ
づ
ら
ふ

［
異
同
］　

こ
ゝ
ろ
つ
か
ら
の
わ
さ
→
心
つ
か
ら
の
こ
と
（
前
）、
お
き
と
こ
ろ
な
く

→
を
き
と
こ
ろ
さ
へ
（
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
心
づ
か
ら
の
業　
「
業
」
は
出
来
事
、
事
柄
の
意
味
。
自
分
自
身
の
心
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に
よ
る
も
の
。「
か
け
て
い
へ
ば
涙
の
河
の
み
を
速
み
心
づ
か
ら
や
ま
た
は
流
れ
む
」

（
伊
勢
・
一
八
）。
○
お
き
ど
こ
ろ
も
な
く　

上
句
の
恋
し
さ
は
心
の
中
に
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
受
け
、
こ
こ
で
は
、「
他
に
置
い
て
お
く
場
所
も
な
い
」
の
意
○
も
て

ぞ
わ
づ
ら
ふ　

扱
い
に
困
る
、
も
て
あ
ま
す
意
。
他
例
が
少
な
い
表
現
。「
あ
ひ
み

て
も
な
ほ
な
ぐ
さ
ま
ぬ
恋
な
れ
ば
我
が
身
な
れ
ど
も
も
て
ぞ
わ
づ
ら
ふ
」（
麗
景
殿

女
御
歌
合
・
二
六
）。

［
通
釈
］　

　
　

 

あ
の
人
を
恋
し
い
と
思
う
気
持
ち
も
自
分
自
身
の
心
に
よ
る
も
の
な
の
で
、
他

に
置
い
て
お
く
場
所
が
な
く
て
持
て
余
す
こ
と
で
す
。

　
　

二
五
〇
番
歌　

　
　
　
　

久ひ
さ

し
く
わ
づ
ら
ふ
こと
こ
ろろ

に

　
　

たた

な

ば

た

く
な
は
の
夏な
つ

の
ひ
ぐ
ら
し
苦く
る

し
く
ては

な
ど
かう

くら

な
が
き
命い
の
ちな

る
ら
ん　
　

［
異
同
］　

と
こ
ろ
に
→
こ
ろ
（
前
・
歌
）、
た
な
は
た
の
→
ひ
く
ら
し
の
（
前
）
た

く
な
は
の
（
歌
）、
く
る
し
く
は
→
く
る
し
く
て
（
前
・
歌
）、
な
と
う
ら
な
か
き
→

な
と
か
く
な
か
き
（
前
・
歌
）

［
他
出
］　

麗
花
・
恋
・
九
四

［
語
釈
］　

○
久
し
く
わ
ず
ら
ふ
こ
ろ
に　

底
本
で
は
「
わ
づ
ら
ふ
と
こ
ろ
に
」。「
と

こ
ろ
に
」
で
あ
る
と
、
他
の
対
象
を
指
す
こ
と
に
な
る
の
で
歌
意
に
合
わ
な
い
。
他

本
に
よ
り
「
わ
ず
ら
ふ
こ
ろ
に
」
と
校
訂
し
た
。
長
く
病
気
で
あ
っ
た
頃
の
意
。

○
た
く
な
は
の　

底
本
で
は
「
た
な
ば
た
の
」。
底
本
の
ま
ま
で
は
意
味
が
解
し
難

い
た
め
歌
仙
本
に
よ
り
校
訂
し
た
。「
栲
縄
」
は
、
海
人
が
海
に
入
る
時
に
つ
け
る

縄
。「
繰
る
」
こ
と
か
ら
「
苦
し
」
の
「
く
る
」
を
導
い
た
り
、
栲
縄
の
長
さ
か
ら

「
な
が
き
」
を
引
き
出
し
た
り
す
る
言
葉
。「
伊
勢
の
海
に
延
べ
て
も
あ
ま
る
た
く
な

は
の
長
き
心
は
我
ぞ
ま
さ
れ
る
」（
後
撰
・
恋
一
・
五
七
九　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
○

ひ
ぐ
ら
し　

一
日
中
の
意
味
の「
日
暮
ら
し
」に「
蜩
」を
響
か
せ
る
。
短
命
な「
蜩
」

と
「
い
の
ち
長
し
」
と
を
対
比
さ
せ
た
表
現
。
○
苦
し
く
て　

底
本
で
は
「
苦
し
く

は
」
で
仮
定
表
現
で
あ
る
。
歌
意
に
合
わ
な
い
た
め
他
本
に
よ
り
校
訂
し
た
。
○
な

ど
か
く
な
が
き　

底
本
で
は
「
な
ど
う
ら
な
が
き
」。「
う
ら
」
は
心
の
意
味
で
、「
う

ら
な
が
き
」
で
「
心
の
中
で
長
い
と
思
う
」
の
よ
う
な
意
味
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、

用
例
が
見
出
せ
な
い
た
め
、
他
本
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
。

［
通
釈
］　

長
く
病
気
で
あ
っ
た
頃

　

     

夏
の
一
日
中
苦
し
く
て
、ど
う
し
て
こ
ん
な
に
長
命
を
保
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

［
補
説
］　

当
該
歌
は
木
船
注
釈
で
は
歌
の
内
容
か
ら
、
中
務
が
年
を
取
っ
て
か
ら
の

詠
か
と
す
る
。
し
か
し
、『
麗
花
集
』
九
四
番
歌
は
、
異
同
が
あ
る
も
の
の
同
じ
歌

か
と
考
え
ら
れ
、
恋
歌
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。　
　
　

　
　
　

男
の
見
え
は
べ
ら
ざ
り
け
れ
ば　
　
　
　

中
務

　

た
く
な
は
の
夏
の
日
暮
ら
し
恋
し
く
て
な
ど
か
く
な
が
き
今
日
に
か
あ
る
ら
ん

                                            

　
　

二
五
三
番
歌

　
　
　
　

 

粟あ
は
た田
の
右
大
殿
、
夜
深ふ
か

く
帰か
へ

り
給
て
、
こ
た
に
日ひ

か
げ
を
つ
つゝ
み
て
た
ま

は
せ
た
り
し
に
、
聞き

こ
え
さ
せ
し

 　

 

つ
つゝ
め
ど
も
こ
た
に
人ひ
と

目め

の
繁し
け

き
よ
に
あ
け
ば
日ひ

か
げ
の
ま
ば
ゆ
か
ら
ま
し

    

中務集注釈（八）
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［
異
同
］　

な
し
（
西
本
願
寺
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

馬
内
侍
・
一
四
〇

［
語
釈
］　

○
粟
田
の
右
大
殿　

藤
原
道
兼
。
父
は
摂
政
太
政
大
臣
兼
家
。
粟
田
の
地

（
現
京
都
市
東
山
区
）
に
山
荘
を
営
ん
だ
こ
と
か
ら
、
粟
田
殿
と
も
呼
ば
れ
た
。
○

夜
深
く
帰
り
給
ひ
て　

日
陰
蔓
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
が
終

わ
っ
た
後
、
夜
遅
く
に
訪
れ
た
か
。
○
つ
つ
め
ど
も　

日
か
げ
を
「
包
む
」
意
と
人

目
を
「
つ
つ
む
」
意
を
掛
け
る
。
○
こ
た
に　

地
名
か
と
思
わ
れ
る
が
、
不
明
。
○

人
目
の
繁
き
よ　
「
夜
」
に
男
女
の
仲
の
「
世
」
を
響
か
せ
る
。
大
嘗
祭
な
ど
が
行

わ
れ
た
日
で
あ
り
、
人
目
が
多
い
夜
の
意
。
○
あ
け
ば　

包
み
を
「
開
く
」
と
、
夜

が
「
明
く
」
の
意
を
掛
け
る
。「
玉
匣
あ
け
ば
君
が
名
立
ち
ぬ
べ
み
夜
深
く
来
し
を

人
見
け
む
か
も
」（
古
今
・
恋
三
・
六
四
二　

よ
み
人
し
ら
ず
）　

○
日
か
げ　
「
日

の
光
」
と
「
日
陰
蔓
」
と
の
掛
詞
。
日
陰
蔓
は
大
嘗
会
な
ど
の
神
事
に
物
忌
み
の
し

る
し
と
し
て
冠
の
左
右
に
垂
ら
し
た
。「
有
明
の
心
地
こ
そ
す
れ
さ
か
づ
き
に
ひ
か

げ
も
そ
ひ
て
出
で
ぬ
と
思
へ
ば
」（
能
宣
・
六
三
）。
○
ま
ば
ゆ
か
ら
ま
し　

夜
で
あ
っ

て
も
包
み
を
開
け
た
ら
日
蔭
蔓
は「
ま
ば
ゆ
い
ほ
ど
の
美
し
さ
で
あ
ろ
う
に
」、の
意
。

夜
が
明
け
た
ら
陽
の
光
が
眩
し
く
自
分
た
ち
の
仲
が
明
る
み
に
な
っ
て
「
恥
ず
か
し

い
だ
ろ
う
に
」
の
意
を
掛
け
る
。「
思
ひ
き
や
か
け
て
も
か
く
は
ゆ
ふ
だ
す
き
今
日

の
日
か
げ
に
ま
ば
ゆ
か
ら
む
と
」（
仲
文
・
一
二
）。

［
通
釈
］　 

右
大
臣
殿
が
、
深
夜
に
お
帰
り
に
な
っ
て
、「
こ
た
」
に
日
陰
蔓
を
包　
　
　
　

ん
で
く
だ
さ
っ
た
時
に
、
申
し
上
げ
た
歌

　
　

 

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
包
み
隠
し
て
も
、
人
目
が
多
い
こ
の
夜
に
包
み
を
開

け
た
ら
、
日
陰
蔓
の
美
し
さ
は
ま
ば
ゆ
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

［
補
説
］　

当
該
歌
と
次
の
二
五
四
番
歌
は
『
馬
内
侍
集
』
に
収
載
さ
れ
、『
中
務
集
』

で
は
西
本
願
寺
本
の
み
の
所
収
歌
で
、
末
尾
の
二
首
と
な
っ
て
い
る
。『
馬
内
侍
集
』

の
歌
が
混
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　

二
五
四
番
歌

　
　
　
　

 

あ
る
所と
こ
ろよ

り
、
衣こ
ろ

手も
て

の
森も
り

と
い
ふ
所
を
絵ゑ

に
か
かゝ
せ
た
ま
ひ
て
、
詠よ

み
に

た
ま
は
せ
た
り
し

　
　

春は
る

は
花
秋
は
紅も
み
ち葉
と
誘さ
そ

は
れ
て
人
の
立た

ち
寄よ

る
衣こ
ろ

手も
て

の
森も
り

［
異
同
］　

な
し
（
西
本
願
寺
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

馬
内
侍
・
一
四
一
、万
代
・
三
一
三
八
（
馬
内
侍
）、
歌
枕
名
寄
・

一
六
二
五　
（
馬
内
侍
）、
夫
木
和
歌
抄
・
一
〇
〇
七
〇　
（
馬
内
侍
）

［
語
釈
］　

○
衣
手
の
森　

現
在
の
京
都
市
西
京
区
嵐
山
宮
町
の
松
尾
大
社
の
近
く
に

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
歌
枕
。
○
春
は
花
秋
は
紅
葉　

衣
手
の
森
の
季
節
ご
と
の

美
し
い
景
物
を
い
う
。「
春
の
花
秋
の
紅
葉
も
忘
ら
れ
ぬ
か
ら
な
で
し
こ
の
に
ほ
ふ

さ
か
り
は
」（
定
頼
・
一
四
八
）。
○
誘
は
れ
て
人
の
立
ち
寄
る　

花
や
紅
葉
の
素

晴
ら
し
さ
に
誘
わ
れ
て
人
々
が
立
ち
寄
る
意
。「
立
ち
寄
る
」
に
「
裁
つ
」
と
「
縒

る
」
の
意
を
掛
け
「
衣
手
の
森
」
の
「
衣
」
と
縁
語
関
係
を
作
る
。「
世
を
い
と
ひ

木
の
も
と
ご
と
に
立
ち
寄
り
て
う
つ
ぶ
し
染
め
の
麻
の
き
ぬ
な
り
（
古
今
・
雑
体
・

一
〇
六
八　

よ
み
人
し
ら
ず
）。

［
通
釈
］　 

あ
る
所
か
ら
、
衣
手
の
森
と
い
う
所
を
絵
に
描
か
せ
な
さ
っ
て
、
歌
を
詠

む
の
に
く
だ
さ
っ
た
時
に
詠
ん
だ
歌

　
　

 
こ
れ
は
、
春
は
花
、
秋
は
紅
葉
の
美
し
さ
に
誘
わ
れ
て
、
人
が
立
ち
寄
る
衣
手

の
森
で
す
よ
。
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《
歌
仙
家
集
本
の
み
の
所
収
歌
》

　
　

一
九
七
番
歌

　
　
　
　

ま
た
人

　
　

花
を
こ
そ
人
や
折お

る
と
て
咎と
か

め
し
か
数
な
ら
ぬ
み身

を
い
か
に
か
は
せ
ん

［
異
同
］　

な
し
（
歌
仙
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

順
集
・
二
五
五

［
語
釈
］　

○
ま
た
人　

源
順
。［
補
説
］
参
照
。
○
花
を
こ
そ
人
や
折
る
と
て
咎
め

し
か　

係
り
結
び
の
逆
説
的
用
法
。
花
を
人
が
折
る
の
か
と
咎
め
ま
し
た
が
、の
意
。

○
数
な
ら
ぬ
み　

数
な
ら
ぬ
梅
の
「
実
」
と
取
る
に
足
り
な
い
我
が
「
身
」
の
意
を

掛
け
る
。「
逢
ふ
事
の
年
ぎ
り
し
ぬ
る
な
げ
き
に
は
身
の
か
ず
な
ら
ぬ
物
に
ぞ
有
り

け
る
」（
後
撰
・
雑
二
・
一
一
九
七　

せ
か
ゐ
の
君
）。
○
い
か
に
か
は
せ
ん　

梅
の

実
を
と
ら
れ
た
こ
と
と
、
取
る
に
足
り
な
い
自
分
が
そ
の
こ
と
に
文
句
を
い
っ
て
も

ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
と
詠
む
。「
盗
む
と
も
こ
は
憎
か
ら
ぬ
こ
と
と
知
れ
こ
ふ
に

は
知
ら
ず
い
か
に
か
は
せ
む
」（
赤
染
衛
門
・
三
九
八
）。　

［
通
釈
］　

ま
た
人
が
詠
ん
だ
歌

　
　

 

花
こ
そ
は
人
が
折
る
の
か
と
咎
め
ま
し
た
が
、
取
る
に
足
り
な
い
梅
の
実
を　
　

取
ら
れ
て
も
ど
う
し
ま
し
よ
う
か
。
取
る
に
足
り
な
い
私
が
文
句
を
言
っ
て　
　

も
、
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

［
補
説
］　

当
該
歌
は
歌
仙
本
一
九
三
番
歌
の
「
門
さ
し
て
和
泉
守
順
の
あ
そ
ふ
垣
を

隔
て
て
あ
る
に
、
梅
を
こ
な
た
の
人
入
り
て
と
り
た
り
と
言
ふ
を
聞
き
て
、
む
め
を

や
り
た
れ
ば
、
順
」
と
い
う
詞
書
か
ら
始
ま
る
、
中
務
と
隣
人
で
あ
る
源
順
の
梅
の

実
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
群
の
最
後
の
一
首
で
あ
る
。［
他
出
］
に
示
し
た
通
り
、『
順

集
』
に
も
こ
の
贈
答
歌
群
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
中
務
集
』
に
お
い
て
、

当
該
歌
は
歌
仙
本
の
み
が
有
す
る
歌
で
あ
り
、
他
の
諸
本
は
当
該
歌
を
欠
い
た
四
首

の
み
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
裕
子
「『
中
務
集
』
歌
仙
家
集
本
系
の
意
義
―
伝

公
任
筆
中
務
集
切
を
と
お
し
て
―
」（『
語
文
』
一
四
五
・
日
本
大
学
国
文
学
会
・
平

二
五
）
で
は
、
梅
の
実
を
巡
る
贈
答
歌
群
に
つ
い
て
、
当
該
歌
を
有
す
る
歌
仙
本
系

の
み
が
本
来
の
形
を
と
ど
め
て
い
る
と
し
て
、「
歌
仙
本
系
は
西
本
願
寺
本
系
の
欠

陥
を
補
い
得
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

一
連
の
贈
答
に
つ
い
て
は
「
中
務
集
注
釈
（
四
）」
一
八
四
～
一
八
七
番
と
し
て
注

釈
を
施
し
て
い
る
。

《
前
田
家
旧
蔵
本
の
み
の
所
収
歌
》

　
　

二
一
五
番
歌

　
　

 　

  

如き
さ

月ら
き

ま
で
梅む
め

の
花は
な

咲さ

か
ざ
り
け
る
所
と
こ
ろ

　
　

知し

る
ら
め
や
霞か
す
みの

空そ
ら

を
眺な
か

め
つ
つゝ
花は
な

も
に
ほ
は
ぬ
春は
る

を
嘆な
け

く
と

［
異
同
］　

な
し
（
前
田
家
旧
蔵
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

公
任
・
五
、
新
古
今
・
春
上
・
三
九
（
中
務
）

［
語
釈
］　

○
知
る
ら
め
や　

梅
は
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
の
意
。
二
月
に
な
っ

て
も
咲
か
な
い
梅
に
対
し
、
文
句
を
つ
け
る
か
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。「
知

る
ら
め
や
日
数
の
み
ふ
る
な
が
め
に
は
花
の
袂
も
た
だ
な
ら
ぬ
か
な
」（
御
堂
・

一
七
）。
○
花
も
に
ほ
は
ぬ
春　

春
に
な
り
霞
も
立
っ
て
い
る
の
に
、
花
が
咲
き
匂

わ
な
い
春
を
い
う
。
こ
の
場
合
「
匂
ふ
」
は
「
照
り
映
え
る
」
と
「
香
る
」
の
意
を

中務集注釈（八）
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掛
け
る
。「
春
た
て
ど
花
も
に
ほ
は
ぬ
山
里
は
も
の
憂
か
る
音
に
鶯
ぞ
な
く
」（
古
今
・

春
上
・
一
五　

在
原
棟
梁
）

［
通
釈
］　

二
月
ま
で
梅
の
花
が
咲
か
な
か
っ
た
所

　
　

 

私
が
霞
立
つ
空
を
眺
め
な
が
ら
、
花
も
咲
き
匂
わ
な
い
春
を
嘆
い
て
い
る
こ
と

を
、
梅
は
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

［
補
説
］　

当
該
歌
は
、
前
田
家
旧
蔵
本
の
み
の
所
収
歌
で
あ
り
、『
公
任
集
』
で
は

公
任
の
歌
と
し
て
、『
新
古
今
集
』
で
は
中
務
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
森
本
元

子
「
前
田
家
本
中
務
集
の
一
首
と
公
任
集
自
撰
歌
稿
の
こ
と
」（『
和
歌
史
研
究
会
会

報
』
昭
四
九
・
八
）
に
、
前
田
家
旧
蔵
本
に
竄
入
し
た
公
任
歌
稿
か
ら
中
務
の
歌
と

速
断
し
た
も
の
か
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。

高
野　

晴
代
（
日
本
女
子
大
学
教
授
）

高
野
瀬
惠
子
（
日
本
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

加
藤　

裕
子
（
日
本
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
単
位
取
得
満
期
退
学
）

森
田　

直
美
（
川
村
学
園
女
子
大
学
講
師
）

斎
藤
由
紀
子
（
日
本
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
単
位
取
得
満
期
退
学
）

曾
和
由
記
子
（
日
本
女
子
大
学
学
術
研
究
員
）

寳
槻
た
ま
き
（
日
本
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
）


