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一
、
は
じ
め
に

　
『
大
和
物
語
』
に
見
え
る
数
多
く
の
登
場
人
物
が
、
実
在
の
誰
を
指
す

か
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
す
す
め
ら
れ
て
き
た（

1
（

。

物
語
の
中
で
、
実
名
で
紹
介
さ
れ
る
登
場
人
物
の
特
定
に
つ
い
て
は
、『
後

撰
和
歌
集
』
な
ど
周
辺
の
作
品
と
の
関
係
や
、
当
時
の
宮
廷
の
様
子
な
ど

を
知
る
上
で
、
大
変
興
味
深
い
。
し
か
し
本
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
詳
し

い
人
物
考
証
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、『
大
和
物
語
』
に
登
場
す
る
女
性
一
般

と
そ
の
和
歌
に
注
目
し
、
そ
れ
を
通
し
て
こ
の
物
語
の
性
格
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
う
。

二
、
女
か
ら
の
和
歌

　
『
大
和
物
語
』
に
は
た
く
さ
ん
の
男
女
の
歌
の
や
り
取
り
が
見
ら
れ
る

が
、
特
に
男
性
に
対
し
て
女
性
の
側
か
ら
、
最
初
に
歌
を
詠
み
か
け
て
い

る
例
が
目
立
っ
て
多
い
。
以
下
は
、
そ
の
数
と
割
合
を
あ
ら
わ
し
た
も
の

で
あ
る（

2
（

。

女
か
ら
の
和
歌
の
数

　
　
『
伊
勢
物
語
』　

一
四
四
章
段
中　

二
十
八
章
段
（
全
体
の
約
19
％
）

　
　
『
大
和
物
語
』　

一
七
三
章
段
中　

八
十
二
章
段
（
全
体
の
約
43
％
）

　
　
『
平
中
物
語
』　　

三
九
章
段
中　

十
一
章
段
（
全
体
の
約
35
％
）

　

同
じ
歌
物
語
に
区
分
さ
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
は
、
女
性
の
歌

『
大
和
物
語
』の
視
点

―
女
か
ら
の
和
歌
を
通
し
て

重
　
見
　
未
津
帆
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か
ら
始
ま
る
章
段
が
、
異
本
章
段
を
含
む
一
四
四
章
段
中
、
二
十
八
章
段

し
か
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、『
大
和
物
語
』
一
七
三
章
段
中
に
は
、
女

性
同
士
の
や
り
と
り
の
歌
や
、
女
性
の
独
詠
歌
も
含
め
れ
ば
、
そ
れ
は

八
十
二
章
段
に
及
ぶ
。『
平
中
物
語
』
に
は
三
十
九
章
段
中
の
十
一
章
段

に
女
性
か
ら
詠
じ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
男
性

の
言
動
に
応
え
て
詠
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
昔
男
」
や
、
平
貞
文
と

い
っ
た
特
定
の
男
性
を
主
人
公
と
す
る
『
伊
勢
物
語
』
や
『
平
中
物
語
』

は
、
そ
の
性
格
上
、
男
性
が
視
点
人
物
と
な
り
、
女
性
に
対
し
て
贈
歌
す

る
機
会
が
多
く
な
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
男
女
さ

ま
ざ
ま
な
人
物
の
話
題
を
扱
う
『
大
和
物
語
』
に
お
い
て
は
、
全
体
の
約

四
割
を
超
え
る
章
段
が
、
女
性
の
歌
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

八
十
二
章
段
中
で
、女
性
が
男
性
に
あ
て
た
恋
の
歌
か
ら
始
ま
る
章
段
は
、

六
十
章
段
に
の
ぼ
る
。

　

ま
ず
『
大
和
物
語
』
の
女
性
の
歌
か
ら
始
ま
る
章
段
中
、
男
性
に
あ
て

た
恋
の
歌
以
外
の
例
を
挙
げ
る
。
以
後
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
女
性
の
呼
び

名
に
は
、
二
重
線
を
付
す
。

『
大
和
物
語
』
に
見
え
る
女
か
ら
の
和
歌
（
恋
の
歌
以
外
）

《
第
一
段
》

　
　

  

亭
子
の
帝
、
い
ま
は
お
り
ゐ
さ
せ
た
ま
ひ
な
む
と
す
る
こ
ろ
、
弘
徽

殿
の
壁
に
、
伊
勢
の
御
の
書
き
つ
け
け
る
。

　
　
　
　

 

わ
か
る
れ
ど
あ
ひ
も
惜
し
ま
ぬ
も
も
し
き
を
見
ざ
ら
む
こ
と
の

な
に
か
悲
し
き

　
　

 

と
あ
り
け
れ
ば
、
帝
、
御
覧
じ
て
、
そ
の
か
た
は
ら
に
書
き
つ
け
さ

せ
た
ま
う
け
る
。

　
　
　
　

 

身
ひ
と
つ
に
あ
ら
ぬ
ば
か
り
を
お
し
な
べ
て
ゆ
き
め
ぐ
り
て
も

な
ど
か
見
ざ
ら
む

と
な
む
あ
り
け
る
。

《
第
百
二
十
六
段
》

　
　

 

筑
紫
に
あ
り
け
る
檜
垣
の
御
と
い
ひ
け
る
は
、
い
と
ら
う
あ
り
、
を

か
し
く
て
世
を
経
た
る
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
。
年
月
か
く
て
あ
り

わ
た
り
け
る
を
、
純
友
が
さ
わ
ぎ
に
あ
ひ
て
、
家
も
焼
け
ほ
ろ
び
、

物
の
具
も
み
な
と
ら
れ
は
て
て
、
い
み
じ
う
な
り
に
け
り
。
か
か
り

と
も
知
ら
で
、
野
大
弐
、
討
手
の
使
に
下
り
た
ま
ひ
て
、
そ
れ
が
家

の
あ
り
し
わ
た
り
を
た
づ
ね
て
、「
檜
垣
の
御
と
い
ひ
け
む
人
に
、

い
か
で
あ
は
む
。
い
づ
く
に
か
す
む
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
こ

の
わ
た
り
に
な
む
す
み
は
べ
り
し
」
な
ど
、
と
も
な
る
人
も
い
ひ
け

り
。「
あ
は
れ
、
か
か
る
さ
わ
ぎ
に
、
い
か
に
な
り
に
け
む
。
た
づ

ね
て
し
か
な
」
と
の
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
に
、か
し
ら
白
き
お
う
な
の
、
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水
く
め
る
な
む
、
前
よ
り
あ
や
し
き
や
う
な
る
家
に
入
り
け
る
。
あ

る
人
あ
り
て
、「
こ
れ
な
む
檜
垣
の
御
」
と
い
ひ
け
り
。
い
み
じ
う

あ
は
れ
が
り
た
ま
ひ
て
、
よ
ば
す
れ
ど
、
恥
ぢ
て
来
で
、
か
く
な
む

い
へ
り
け
る
。

　
　
　
　

 

む
ば
た
ま
の
わ
が
黒
髪
は
白
川
の
み
づ
は
く
む
ま
で
な
り
に
け

る
か
な

　
　

 

と
よ
み
た
り
け
れ
ば
、
あ
は
れ
が
り
て
、
着
た
り
け
る
衵
ひ
と
か
さ

ね
ぬ
ぎ
て
な
む
や
り
け
る
。

　
『
大
和
物
語
』
第
一
段
は
、
伊
勢
の
御
が
弘
徽
殿
の
壁
に
「
わ
か
る
れ

ど
」
の
歌
を
書
き
つ
け
、
そ
れ
を
帝
が
御
覧
に
な
っ
て
、「
身
ひ
と
つ
に
」

と
い
う
歌
を
、
そ
の
か
た
わ
ら
に
書
き
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
も
と
も
と
返
歌
を
期
待
し
な
い
、
女
に
よ
る
一
種
の
独
詠
で
あ
っ
た

と
も
言
え
よ
う
が
、
物
語
と
し
て
一
対
の
歌
の
や
り
と
り
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
次
に
挙
げ
た
第
百
二
十
六
段
で
は
、
筑
紫
の
国
に
い
る
、「
い
と

ら
う
あ
り
、
を
か
し
く
て
世
を
経
た
る
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
」
檜
垣
の

御
と
い
う
評
判
の
女
性
を
、
純
友
の
乱
で
都
か
ら
討
手
の
使
い
と
し
て

下
っ
た
野
大
弐
、
す
な
わ
ち
小
野
好
古
が
な
ん
と
か
探
し
出
す
が
、
彼
女

は
白
髪
に
な
り
、
変
わ
り
果
て
た
姿
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
話
が
描
か
れ

る
。
野
大
弐
は
彼
女
の
姿
を
「
い
み
じ
う
あ
は
れ
が
り
」
そ
れ
に
対
し
て
、

檜
垣
の
御
が
詠
ん
だ
歌
が
「
む
ば
た
ま
の
」
の
歌
と
な
る
。
こ
れ
に
対
す

る
野
大
弐
の
返
歌
は
見
え
な
い
が
、
そ
の
歌
を
「
あ
は
れ
が
り
て
、
着
た

り
け
る
衵
ひ
と
か
さ
ね
ぬ
ぎ
て
な
む
や
り
け
る
」
と
あ
り
、
こ
の
段
の
話

題
の
中
心
は
、
や
は
り
檜
垣
の
御
と
い
う
女
性
と
、
そ
の
歌
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
世
の
無
常
に
つ
い
て
女
性
が
嘆
き
歌
を
詠
む
場
面
は
、

親
し
い
人
の
死
を
悼
み
、
そ
の
家
族
と
の
や
り
と
り
を
描
く
第
九
段
や
、

か
つ
て
住
ん
だ
場
所
の
、
変
わ
り
果
て
た
姿
を
見
た
女
性
の
独
詠
を
描
く

第
十
段
な
ど
、
こ
の
他
に
も
数
例
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
『
大
和

物
語
』
に
は
、
先
述
の
通
り
、
女
性
か
ら
男
性
に
あ
て
た
恋
の
歌
が
六
十

例
と
目
立
っ
て
多
い
。
次
に
そ
の
中
か
ら
、
女
性
が
歌
を
詠
む
理
由
、
そ

の
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
例
を
挙
げ
る
。

女
の
恋
の
歌
―
女
が
歌
を
詠
む
に
至
る
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
例

《
第
十
四
段
》

　
　

 

本
院
の
北
の
方
の
み
お
と
う
と
の
、
童
名
を
お
ほ
つ
ぶ
ね
と
い
ふ
、

い
ま
す
か
り
け
り
。
陽
成
院
の
帝
に
奉
り
た
り
け
る
を
、
お
は
し
ま

さ
ざ
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
奉
り
け
る
。

　
　
　
　

 
あ
ら
た
ま
の
年
は
経
ね
ど
も
猿
沢
の
池
の
玉
藻
は
み
つ
べ
か
り
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け
り

《
第
十
五
段
》

　
　

 

ま
た
、釣
殿
の
宮
に
若
狭
の
御
と
い
ひ
け
る
人
を
召
し
た
り
け
る
が
、

ま
た
も
召
し
な
か
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
奉
り
け
る
。

　
　
　
　

 

か
ず
な
ら
ぬ
身
に
お
く
夜
の
白
玉
は
光
見
え
さ
す
も
の
に
ぞ
あ

り
け
る

　
　

 

と
よ
み
て
奉
り
た
り
け
れ
ば
、
見
た
ま
ひ
て
、「
あ
な
お
も
し
ろ
の

玉
の
歌
よ
み
や
」
と
な
む
の
た
ま
ひ
け
る
。

　

第
十
四
段
、
第
十
五
段
は
と
も
に
、
女
性
側
か
ら
先
に
歌
を
詠
み
、
帝

に
献
上
し
た
と
い
う
例
で
あ
る
。
第
十
四
段
は
「
お
ほ
つ
ぶ
ね
」
と
い
う

女
性
が
帝
に
お
仕
え
す
る
こ
と
に
な
る
が
お
召
し
が
な
く
、
奈
良
の
帝
に

召
さ
れ
な
が
ら
、寵
愛
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
猿
沢
の
池
に
投
身
し
た
、

采
女
の
伝
承
を
踏
ま
え
た
「
あ
ら
た
ま
の
」
と
い
う
歌
を
贈
っ
て
い
る
。

こ
の
猿
沢
の
池
の
采
女
の
話
は
『
大
和
物
語
』
の
後
半
部
、
第
百
五
十
段

に
も
見
え
る
話
で
あ
る
が
、「
私
を
ほ
う
っ
て
お
く
と
、
あ
の
采
女
の
よ

う
に
、
そ
の
う
ち
に
身
を
投
げ
て
し
ま
い
ま
す
よ
」
と
い
う
、
い
さ
さ
か

脅
迫
的
な
内
容
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

続
く
第
十
五
段
で
は
若
狭
の
御
と
い
う
女
性
が
、
や
は
り
帝
か
ら
の
お

召
し
が
な
く
な
り
、「
か
ず
な
ら
ぬ
」
の
歌
を
贈
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
帝
か
ら
「
あ
な
お
も
し
ろ
の
玉
の
歌
よ
み
や
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

連
続
す
る
こ
の
二
段
は
「
帝
の
お
召
し
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
対
し

て
、訪
れ
を
求
め
、帝
に
積
極
的
に
和
歌
を
贈
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。「
男

性
の
訪
れ
が
な
い
、
も
し
く
は
遠
の
い
た
」
と
い
っ
た
不
安
な
出
来
事
に

対
し
て
、
女
性
の
側
か
ら
歌
を
贈
り
、
訪
れ
を
願
う
と
い
っ
た
例
は
、
後

で
紹
介
す
る
鈴
木
一
雄
氏
の
御
論
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
以
外
で

も
よ
く
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
『
大
和
物
語
』
に
は
こ
れ
と

は
異
な
り
、
女
性
が
不
安
に
思
う
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
に
も

関
わ
ら
ず
、
女
性
の
側
か
ら
ま
ず
歌
を
詠
む
と
い
う
例
も
見
え
る
。
そ
の

中
で
男
性
か
ら
の
返
歌
が
あ
る
も
の
を
以
下
に
挙
げ
る
。

女
の
恋
の
歌
―
女
が
不
安
に
思
う
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
男
の
返

歌
が
あ
る
例

《
第
二
十
一
段
》

　
　

 

良
少
将
、
兵
衛
の
佐
な
り
け
る
こ
ろ
、
監
の
命
婦
に
な
む
す
み
け
る
。

女
の
も
と
よ
り
、

　
　
　
　

 

柏
木
の
も
り
の
下
草
老
い
ぬ
と
も
身
を
い
た
づ
ら
に
な
さ
ず
も

あ
ら
な
む

　
　

返
し
、
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柏
木
の
も
り
の
下
草
老
い
の
よ
に
か
か
る
思
ひ
は
あ
ら
じ
と
ぞ

思
ふ

　
　

と
な
む
い
ひ
け
る
。

《
第
百
四
段
》

　
　

滋
幹
の
少
将
に
、
女
、

　
　
　
　

 

恋
し
さ
に
死
ぬ
る
命
を
思
ひ
い
で
て
問
ふ
人
あ
ら
ば
な
し
と
こ

た
へ
よ

　
　

少
将
、
返
し
、

　
　
　
　

 

か
ら
に
だ
に
わ
れ
来
た
り
て
へ
露
の
身
の
消
え
ば
と
も
に
と
契

り
お
き
て
き

《
第
六
十
二
段
》

　
　

の
う
さ
ん
の
君
と
い
ひ
け
る
人
、
浄
蔵
と
は
い
と
に
な
う
思
ひ
か
は

す
仲
な
り
け
り
。
か
ぎ
り
な
く
契
り
て
、
思
ふ
こ
と
を
も
い
ひ
か
は

し
け
り
。
の
う
さ
ん
の
君
、

　
　
　
　

 

思
ふ
て
ふ
心
は
こ
と
に
あ
り
け
る
を
む
か
し
の
人
に
な
に
を
い

ひ
け
む

　
　

と
い
ひ
お
こ
せ
た
り
け
れ
ば
、
浄
蔵
大
徳
の
返
し
、

　
　
　
　

 

ゆ
く
す
ゑ
の
宿
世
を
知
ら
ぬ
心
に
は
君
に
か
ぎ
り
の
身
と
ぞ
い

ひ
け
る

　

第
二
十
一
段
で
は
、監
の
命
婦
と
い
う
女
性
か
ら
、「
柏
木
の
」
と
い
う
、

年
を
と
っ
て
老
い
た
身
に
な
っ
て
も
見
捨
て
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
歌
が

贈
ら
れ
て
い
る
が
、
先
に
挙
げ
た
例
と
は
異
な
り
、
男
性
に
こ
の
歌
を
詠

み
か
け
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
、
訪
れ
が
な
い
な
ど
の
、
女
性
が
不
安
に

思
う
原
因
が
物
語
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
第
百
四
段
に
し
て
も
、
滋
幹
の
少
将
と
女
の
こ
れ
ま
で
の
関
係
は

特
に
語
ら
れ
ず
、
た
だ
女
性
か
ら
の
恋
の
歌
「
恋
し
さ
に
」
の
歌
が
あ

り
、
そ
れ
に
対
す
る
男
性
の
返
歌
と
い
っ
た
や
り
と
り
の
み
が
描
か
れ
て

い
る
。

　

さ
ら
に
第
六
十
二
段
で
は
、
女
の
不
安
な
心
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、

「
い
と
に
な
う
思
ひ
か
は
す
仲
」
で
、「
か
ぎ
り
な
く
契
り
て
、
思
ふ
こ
と

を
も
い
い
か
は
」
す
、
相
愛
の
二
人
の
や
り
と
り
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

場
合
も
、「
の
う
さ
ん
の
君
」、
す
な
わ
ち
女
性
か
ら
男
性
に
「
思
ふ
て
ふ
」

と
い
う
歌
を
贈
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
大
和
物
語
』
に
は
、
男
性
の
返
歌
が
見
ら
れ
ず
、
た
だ
女
性

か
ら
男
性
に
あ
て
た
歌
の
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
段
も
見
え
る
。

女
の
恋
の
歌
―
女
が
不
安
に
思
う
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
男
の
返
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歌
が
な
い
例

《
第
二
十
六
段
》

　
　

桂
の
み
こ
、
い
と
み
そ
か
に
、
あ
ふ
ま
じ
き
人
に
あ
ひ
た
ま
ひ
た
り

け
り
。
男
の
も
と
に
よ
み
て
お
こ
せ
た
ま
へ
り
け
る
。

　
　
　
　

 

そ
れ
を
だ
に
思
ふ
こ
と
と
て
わ
が
宿
を
見
き
と
な
い
ひ
そ
人
の

聞
か
く
に

　
　

と
な
む
あ
り
け
る
。

《
第
六
十
段
》

　
　

五
条
の
御
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
男
の
も
と
に
、
わ
が
か
た
を
絵
に

か
き
て
、
女
の
燃
え
た
る
か
た
を
か
き
て
、
煙
を
い
と
お
ほ
く
く
ゆ

ら
せ
て
、
か
く
な
む
書
き
た
り
け
る
。

　
　
　
　

 

君
を
思
ひ
な
ま
な
ま
し
身
を
や
く
時
は
煙
お
ほ
か
る
も
の
に
ぞ

あ
り
け
る

《
第
百
十
二
段
》

　
　

お
な
じ
女（=

前
段
に
登
場
す
る
、大
膳
の
大
夫
き
ん
ひ
ら
の
三
女
）、

の
ち
に
兵
衛
の
尉
も
ろ
た
だ
に
あ
ひ
て
、よ
み
て
お
こ
せ
た
り
け
る
。

風
吹
き
、
雨
降
り
け
る
日
の
こ
と
に
な
む
。

　
　
　
　

 

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

　
　

と
よ
み
け
り
。

《
第
百
十
四
段
》

　
　

 

桂
の
み
こ
、
七
夕
の
こ
ろ
、
し
の
び
て
人
に
あ
ひ
た
ま
へ
り
け
り
。

さ
て
、
や
り
た
ま
へ
り
け
る
。

　
　
　
　

 

袖
を
し
も
か
さ
ざ
り
し
か
ど
七
夕
の
あ
か
ぬ
わ
か
れ
に
ひ
ち
に

け
る
か
な

　
　

と
あ
り
け
り
。

　

第
二
十
六
段
で
は
、
桂
の
み
こ
と
い
う
女
性
が
「
い
と
み
そ
か
に
、
あ

ふ
ま
じ
き
人
に
あ
ひ
」
な
さ
っ
て
、
そ
の
後
、
男
性
に
「
そ
れ
を
だ
に
」

と
い
う
歌
を
贈
る
と
い
う
も
の
、
第
六
十
段
で
は
五
条
の
御
と
い
う
女
性

が
、
自
分
の
燃
え
た
姿
を
描
い
て
、
そ
の
絵
に
「
あ
な
た
を
思
い
、
恋
の

炎
で
身
を
焼
く
時
は
、
こ
ん
な
に
煙
が
で
る
の
で
す
」
と
い
っ
た
、
大
変

情
熱
的
な
歌
を
、
書
き
つ
け
て
贈
る
と
い
う
話
が
語
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
第
百
十
二
段
で
も
、
女
性
か
ら
男
性
に
、「
今
夜
も
会
い
た
い
」

と
、「
こ
ち
風
は
」と
い
う
男
を
待
つ
気
持
ち
を
詠
ん
だ
歌
を
贈
っ
て
い
る
。

そ
し
て
第
百
十
四
段
で
は
、
ま
た
桂
の
み
こ
が
「
あ
な
た
と
の
逢
瀬
の
別

れ
が
つ
ら
く
て
、
袖
が
濡
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
歌
を
、
人
目
を
し
の
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ん
で
逢
っ
た
男
に
贈
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
段
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
歌
を
詠
む
に
至
る
、
や
む
に
や
ま
れ

ぬ
よ
う
な
深
い
事
情
や
、
契
機
と
な
っ
た
男
性
の
言
動
に
は
触
れ
て
い
な

い
。
ま
た
歌
に
対
す
る
男
性
の
反
応
も
記
さ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
物
語
は

た
だ
女
性
の
、
男
性
を
思
う
気
持
ち
を
詠
ん
だ
歌
を
の
み
、
紹
介
し
て
い

る
。

　

ま
た
こ
の
女
性
か
ら
の
和
歌
を
も
つ
段
の
中
に
は
、
女
性
か
ら
男
性
に

思
い
を
打
ち
明
け
る
と
い
う
例
も
見
え
る
。

女
の
恋
の
歌
―
女
か
ら
思
い
を
打
ち
明
け
る
例

《
第
四
十
段
》

　
　

桂
の
み
こ
に
、
式
部
卿
の
宮
す
み
た
ま
ひ
け
る
時
、
そ
の
宮
に
さ
ぶ

ら
ひ
け
る
う
な
ゐ
な
む
、
こ
の
男
宮
を
い
と
め
で
た
し
と
思
ひ
か
け

た
て
ま
つ
り
け
る
を
も
、
え
知
り
た
ま
は
ざ
り
け
り
。
蛍
の
と
び
あ

り
き
け
る
を
、「
か
れ
と
ら
へ
て
」
と
、
こ
の
童
に
の
た
ま
は
せ
け

れ
ば
、
汗
衫
の
袖
に
蛍
を
と
ら
へ
て
、
つ
つ
み
て
御
覧
ぜ
さ
す
と
て

聞
こ
え
さ
せ
け
る
。

　
　
　
　

 

つ
つ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
も
の
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ

な
り
け
り

《
第
八
十
五
段
》

　
　

お
な
じ
右
近
、「
桃
園
の
宰
相
の
君
な
む
す
み
た
ま
ふ
」
な
ど
い
ひ

の
の
し
り
け
れ
ど
、
虚
言
な
り
け
れ
ば
、
か
の
君
に
よ
み
て
奉
り
け

り
。

　
　
　
　

 

よ
し
思
へ
海
人
の
ひ
ろ
は
ぬ
う
つ
せ
貝
む
な
し
き
名
を
ば
立
つ

べ
し
や
君

　
　

と
な
む
あ
り
け
る
。

　

第
四
十
段
で
は
、
式
部
卿
の
宮
の
こ
と
を
「
い
と
め
で
た
し
と
思
ひ
か

け
た
て
ま
つ
り
け
る
」
女
童
が
登
場
す
る
。
し
か
し
宮
は
そ
の
女
童
の
気

持
ち
を
知
り
え
ず
に
い
た
。
あ
る
時
、
蛍
を
と
ら
え
ろ
と
い
う
宮
の
仰
せ

で
、
女
童
は
汗
衫
の
袖
に
蛍
を
捕
ら
え
、「
つ
つ
め
ど
も
」
と
、
そ
の
漏

れ
る
光
を
、
宮
に
対
す
る
自
ら
の
隠
せ
な
い
思
い
に
た
と
え
る
歌
を
詠
み

か
け
る
。

　

ま
た
第
八
十
五
段
で
は
、
右
近
と
い
う
女
性
が
、
自
分
と
根
も
葉
も
な

い
噂
が
た
っ
て
い
る
桃
園
の
宰
相
に
対
し
て
、「
い
っ
そ
の
こ
と
う
わ
さ

通
り
私
を
愛
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
歌
を
贈
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ

も
な
ん
ら
か
の
き
っ
か
け
が
あ
る
と
は
言
え
、
女
性
の
方
か
ら
歌
を
贈

り
、
男
性
に
対
し
積
極
的
に
慕
う
気
持
ち
を
打
ち
明
け
て
い
る
例
と
言
え

よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
・
状
況
に
置
か
れ
た
女
性
か
ら
の
歌

の
例
が
多
く
見
え
る
『
大
和
物
語
』
で
あ
る
が
、
女
性
の
側
か
ら
男
性
に

対
し
て
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
行
為
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

鈴
木
日
出
男
氏
は
、
そ
の
御
論（

3
（

の
中
で
、「
女
歌
」
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
整
理
さ
れ
る
。

　
　
　

男
が
相
手
の
女
に
恋
慕
し
か
け
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
受
け
る

女
が
何
ら
か
の
形
で
切
り
返
し
て
応
ず
る
と
い
う
の
は
、
男
女
の
贈

答
歌
本
来
の
作
法
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
贈
答
歌
の
最
も
原
初
的

な
形
で
あ
っ
た
ら
し
い
歌
垣
の
歌
以
来
の
伝
統
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）

女
歌
と
は
、
恋
や
恋
の
情
調
を
詠
も
う
と
す
る
、
そ
の
発
想
の
根
源

に
否
定
的
な
契
機
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
が
、
対
人
性
に
執
す
る
場
合
に
、
相
手
を
言
い
負
か
そ
う
と
す
る

切
り
返
し
の
ひ
び
き
が
強
ま
り
、
逆
に
自
己
に
執
す
る
場
合
に
は
、

孤
独
な
内
容
や
悲
哀
の
心
象
風
景
の
色
彩
が
強
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
女
歌
の
本
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
い
男
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
発
想
に
立
っ
て
詠
め
ば
、
そ
れ
も
女
歌
の

う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。（
中
略
）
反
発
、
切
り
返
し
の
発
想
は
、
贈

答
歌
に
お
け
る
返
歌
の
常
套
と
し
て
の
、
女
歌
に
特
有
の
も
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
「
女
歌
」
と
は
、
は
じ
め
に
男
が
懸
想
の
内
容
で
詠
み
か
け
た

そ
の
歌
に
対
し
て
、
女
性
が
反
発
、
切
り
返
し
の
発
想
で
詠
み
返
す
も
の

で
、
そ
の
発
想
の
根
源
に
は
否
定
的
な
契
機
が
は
ら
ま
れ
、
そ
こ
に
は
相

手
を
言
い
負
か
そ
う
と
す
る
反
発
、
切
り
返
し
の
発
想
が
あ
る
の
だ
と
い

う
。
そ
し
て
そ
の
発
想
は
、
女
歌
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
鈴
木
氏
の
ご
指
摘
が
「
女
歌
」
と
い
う
も
の
の
原
理

的
な
把
握
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
や
は

り
『
大
和
物
語
』
の
「
女
性
か
ら
の
歌
」
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
平
安
時

代
の
恋
の
贈
答
歌
に
多
く
み
ら
れ
る
「
女
歌
」
の
例
に
は
当
て
は
ま
ら
な

い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
女
性
か
ら
の
和
歌
に

つ
い
て
、鈴
木
一
雄
氏（

4
（

は
、和
歌
は
通
常
男
か
ら
女
へ
と
贈
る
も
の
で
、「
女

か
ら
の
贈
答
の
場
合
は
女
の
特
別
な
感
情
、
意
志
、
要
求
が
働
き
、
女
の

心
の
不
安
と
緊
張
、
女
の
二
人
の
関
係
へ
の
危
機
感
が
暗
示
さ
れ
る
」
と

言
い
、
女
性
が
自
分
か
ら
男
性
に
歌
を
贈
る
場
合
は
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か

の
不
安
材
料
と
な
る
事
柄
が
あ
る
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

た
し
か
に
先
に
挙
げ
た
、
第
十
四
段
、
第
十
五
段
の
よ
う
に
、
男
性
の
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訪
れ
が
な
い
、
不
安
な
女
性
の
気
持
ち
を
詠
む
歌
は
『
大
和
物
語
』
に
も

見
え
る
。
そ
こ
に
は
鈴
木
日
出
男
氏
の
言
わ
れ
る
「
否
定
的
な
契
機
」
を

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
の
他
に
挙
げ
た
例
を
は
じ
め
、
こ
の

従
来
の
女
歌
に
当
た
ら
な
い
、
女
性
か
ら
の
歌
が
『
大
和
物
語
』
に
は
散

見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

高
木
和
子
氏
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
つ
い
て
の
御
論（

5
（

の
中
で
、「
女

か
ら
の
贈
歌
に
よ
る
贈
答
は
、
確
か
に
数
量
か
ら
す
れ
ば
少
数
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
こ
の
二
人
の
関
係
の
危
機
や
女
の
不
安
感
の
表
れ

だ
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
贈
答
の
か
け
あ
い
の
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
披
露
す
る
た
め
に
、
物
語
的
場
面
設
定
と
し
て
、
よ
り
新
鮮
な
形
を

模
索
し
続
け
た
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
」と
指
摘
さ
れ
る
。高
木
氏
が
お
っ

し
ゃ
る
よ
う
に
、
特
定
の
男
女
が
織
り
な
す
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
中
で

は
、
女
性
か
ら
の
贈
歌
は
、「
戦
略
的
な
虚
構
の
方
法
」
と
し
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
男
女
が
登
場
す
る
『
大

和
物
語
』
に
お
い
て
は
、
女
性
か
ら
の
歌
を
、
贈
答
歌
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
い
っ
た
、
表
現
上
の
工
夫
と
し
て
の
み
解
釈
す
る
こ
と
は
適
切
で
は

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
『
大
和
物
語
』
に
見
え
る
多
く

の
女
性
か
ら
の
歌
を
、
ど
う
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三
、『
大
和
物
語
』
の
視
点

　
『
大
和
物
語
』
の
中
に
は
、
和
歌
の
前
に
そ
の
歌
を
詠
ん
だ
人
物
を
紹

介
す
る
短
い
言
葉
だ
け
が
つ
い
て
、
女
性
が
男
性
に
恋
の
歌
を
詠
み
か
け

る
と
い
う
章
段
が
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

人
物
の
み
を
紹
介
し
て
い
る
章
段

《
第
百
七
段
》

　
　

お
な
じ
宮
（=

前
段
に
登
場
す
る
故
兵
部
卿
の
宮
）
に
、
こ
と
女
、

　
　
　
　

 

あ
ふ
こ
と
の
願
ふ
ば
か
り
に
な
り
ぬ
れ
ば
た
だ
に
か
へ
し
し
時

ぞ
恋
し
き

《
第
百
十
段
》

　
　

お
な
じ
女
（=

前
々
段
に
登
場
し
た
南
院
の
い
ま
君
）、
人
に
、

　
　
　
　

 

大
空
は
く
も
ら
ず
な
が
ら
神
無
月
年
の
ふ
る
に
も
そ
で
は
ぬ
れ

け
り

《
第
百
十
七
段
》

　
　

桂
の
み
こ
、
嘉
種
に
、

　
　
　
　

 
露
し
げ
み
草
の
た
も
と
を
枕
に
て
君
ま
つ
む
し
の
音
を
の
み
ぞ
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な
く

《
第
百
十
八
段
》

　
　

閑
院
の
お
ほ
い
き
み
、

　
　
　
　

 

む
か
し
よ
り
思
ふ
心
は
あ
り
そ
海
の
浜
の
ま
さ
ご
は
か
ず
も
知

ら
れ
ず

　

第
百
七
段
は
前
段
の
内
容
を
受
け
て
「
お
な
じ
宮
」
と
言
う
が
、
こ
れ

は
故
兵
部
卿
の
宮
を
指
し
、「
こ
と
女
」
が
宮
に
会
い
た
い
と
願
う
気
持

ち
を
「
あ
ふ
こ
と
の
」
と
詠
む
。
ま
た
第
百
十
段
「
お
な
じ
女
」
す
な
わ

ち
南
院
の
い
ま
君
も
、
第
百
十
七
段
の
桂
の
み
こ
も
、
同
じ
よ
う
に
慕
う

男
性
に
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
詠
み
か
け
る
。
第
百
十
八
段
で
は
閑

院
の
お
ほ
い
き
み
が
、「
昔
か
ら
あ
な
た
を
思
う
心
は
、
浪
の
荒
い
磯
辺

の
砂
の
よ
う
に
、
は
か
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
も
の
だ
」
と
、
男
を
思
う
気

持
ち
が
強
い
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
和
歌
の
前
に
た
だ
詠
者
と
、
そ
の
歌
の
受
け
取
り
手
と
な

る
人
物
を
の
み
紹
介
す
る
章
段
は
、『
大
和
物
語
』中
に
八
章
段
見
え
る
が
、

そ
の
う
ち
男
性
の
歌
か
ら
始
ま
る
も
の
は
、次
に
挙
げ
る
二
章
段
の
み
で
、

他
は
全
て
女
性
の
紹
介
と
そ
の
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

人
物
の
み
を
紹
介
す
る
章
段
の
う
ち
、
男
の
歌
か
ら
始
ま
る
も
の

《
第
三
十
三
段
》

　
　

躬
恒
が
院
に
よ
み
て
奉
り
け
る
。

　
　
　
　

 

立
ち
寄
ら
む
木
の
も
と
も
な
き
つ
た
の
身
は
と
き
は
な
が
ら
に

秋
ぞ
か
な
し
き

《
第
五
十
段
》

　
　

か
い
せ
ん
、
山
に
の
ぼ
り
て
、

　
　
　
　

 

雲
な
ら
で
木
高
き
峰
に
ゐ
る
も
の
は
憂
き
世
を
そ
む
く
わ
が
身

な
り
け
り

　

こ
れ
ら
人
物
を
短
く
紹
介
し
、
そ
の
和
歌
を
の
み
載
せ
る
章
段
の
内
容

は
、
男
性
の
場
合
は
恋
の
歌
で
は
な
く
、
昇
進
で
き
な
い
こ
と
や
、
世
の

あ
わ
れ
に
つ
い
て
の
嘆
き
を
詠
む
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
女
性
の
歌
の

場
合
は
、
先
に
挙
げ
た
第
百
七
段
や
第
百
十
八
段
の
よ
う
に
、
恋
に
つ
い

て
の
嘆
き
を
い
う
も
の
と
な
る
。
詠
作
事
情
も
定
か
で
は
な
い
こ
れ
ら
の

章
段
は
短
く
、
そ
こ
に
紹
介
す
る
恋
の
和
歌
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
逆
に
は
っ
き
り
と
全
て
が
女
性
の
気
持
ち
に
即
し
て
、
女
性
の

立
場
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
章
段
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
女
性
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
和
歌
を
含
む
章
段
で
も
、
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や
は
り
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
だ
と
思
う
。

　

一
方
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
短
い
章
段
は
『
伊
勢
物
語
』
に
も
見
え
る

が
、
そ
の
場
合
は
歌
の
詠
み
手
、
視
点
人
物
は
、
他
の
多
く
の
章
段
と
同

じ
く
「
昔
男
」、
す
な
わ
ち
男
性
と
な
っ
て
い
る
。

《
第
二
十
八
段
》

　
　

む
か
し
、
色
好
み
な
り
け
る
女
、
い
で
て
い
に
け
れ
ば
、

　
　
　
　

 

な
ど
て
か
く
あ
ふ
ご
か
た
み
に
な
り
に
け
む
水
も
ら
さ
じ
と
結

び
し
も
の
を

《
第
三
十
段
》

　
　

む
か
し
、
男
、
は
つ
か
な
り
け
る
女
の
も
と
に
、

　
　
　
　

 

あ
ふ
こ
と
は
玉
の
緒
ば
か
り
お
も
ほ
え
て
つ
ら
き
心
の
長
く
見

ゆ
ら
む

　
『
伊
勢
物
語
』
第
三
十
段
で
は
、
男
性
が
「
あ
ふ
こ
と
は
」
と
い
う
恋

の
嘆
き
の
歌
を
、
女
に
あ
て
て
贈
っ
て
い
る
。
ま
た
第
二
十
八
段
の
よ
う

に
、
出
奔
す
る
と
い
う
事
件
を
起
こ
し
た
の
が
「
色
好
み
な
り
け
る
女
」

で
あ
っ
て
も
、
物
語
は
男
性
の
立
場
で
、
男
性
に
「
な
ど
て
か
く
」
と
い

う
歌
を
詠
ま
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
女
性
の
行

動
を
先
に
描
き
な
が
ら
、そ
れ
を
受
け
て
男
性
が
歌
を
詠
む
と
い
う
例
が
、

長
い
本
文
を
持
つ
章
段
の
中
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し『
大
和
物
語
』

の
場
合
は
、
男
性
の
言
動
を
契
機
に
詠
ま
れ
た
、
女
性
の
歌
だ
け
を
紹
介

す
る
と
い
う
例
が
見
え
る
。

男
性
の
言
動
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
女
の
歌

《
第
七
十
八
段
》

　
　

監
の
命
婦
、
朝
拝
の
威
儀
の
命
婦
に
て
い
で
た
り
け
る
を
、
弾
正
の

親
王
見
た
ま
ひ
て
、
に
は
か
に
ま
ど
ひ
懸
想
し
た
ま
ひ
け
り
。
御
文

あ
り
け
る
御
返
り
ご
と
に
、

　
　
　
　

 

う
ち
つ
け
に
ま
ど
ふ
心
と
聞
く
か
ら
に
な
ぐ
さ
め
や
す
く
お
も

ほ
ゆ
る
か
な

　
　

親
王
の
御
歌
は
い
か
が
あ
り
け
む
、
忘
れ
に
け
り
。

《
第
九
十
段
》

　
　

お
な
じ
女
（=

前
段
に
登
場
し
た
修
理
の
君
）
に
、故
兵
部
卿
の
宮
、

御
消
息
な
ど
し
た
ま
ひ
け
り
。「
お
は
し
ま
さ
む
」
と
の
た
ま
ひ
け

れ
ば
、
聞
こ
え
け
る
。

　
　
　
　

 
た
か
く
と
も
な
に
に
か
は
せ
む
呉
竹
の
ひ
と
夜
ふ
た
夜
の
あ
だ

の
ふ
し
を
ば
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第
七
十
八
段
の
こ
の
歌
は
、
い
わ
ゆ
る
反
発
の
女
歌
で
あ
る
。
監
の
命

婦
に
懸
想
を
し
た
弾
正
の
親
王
の
歌
へ
の
返
歌
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
物
語
は
こ
の
親
王
の
歌
を
一
つ
も
紹
介
せ
ず
、
む
し
ろ
、「
親

王
の
御
歌
は
い
か
が
あ
り
け
む
、
忘
れ
に
け
り
」
と
し
、
そ
の
時
の
命
婦

の
歌
「
う
ち
つ
け
に
」
に
つ
い
て
だ
け
紹
介
し
て
い
る
。

　

ま
た
第
九
十
段
で
は
、
故
兵
部
卿
の
宮
が
お
な
じ
女
、
す
な
わ
ち
前
段

に
登
場
し
た
修
理
の
君
に
対
し
て
、
文
な
ど
を
贈
り
、
会
お
う
と
し
た
時

に
女
が
詠
ん
だ
「
た
か
く
と
も
」
と
い
う
歌
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
女
性
か
ら
の
こ
の
歌
が
、
特
に
評
判
に
な
っ
た
か
ら

だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
女
性
が
話
題
の
中
心
に

な
っ
て
い
る
例
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
は
、
主
人
公
で
あ
る
男
性
の
立
場

で
描
か
れ
る
章
段
が
多
く
、
女
性
か
ら
の
和
歌
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、『
大
和
物
語
』
に
は
従
来
の
女
歌
と
は
異
な
る
、
女
性
か

ら
の
積
極
的
な
和
歌
や
、
女
性
主
体
の
章
段
が
数
多
く
見
え
る
。
こ
れ
は

『
大
和
物
語
』
後
半
部
の
説
話
的
章
段
で
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
こ
ま
で
何
度
か
比
較
対
象
に
挙
げ
た
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
る
が
、『
大

和
物
語
』
に
は
『
伊
勢
物
語
』
と
同
じ
、
も
し
く
は
似
た
話
が
い
く
つ
か

収
録
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
第
三
段
と
『
大
和
物
語
』
第

百
六
十
一
段
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』　

三
段

　
　

 

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
懸
想
じ
け
る
女
の
も
と
に
、
ひ
じ
き
藻
と

い
ふ
も
の
を
や
る
と
て
、

　
　
　
　

 

思
ひ
あ
ら
ば
む
ぐ
ら
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
じ
き
も
の
に
は
袖

を
し
つ
つ
も

　
　

 

二
条
の
后
の
、
ま
だ
帝
に
も
仕
う
ま
つ
り
た
ま
は
で
、
た
だ
人
に
て

お
は
し
ま
し
け
る
時
の
こ
と
な
り
。

『
大
和
物
語
』　

百
六
十
一
段

　
　

在
中
将
、
二
条
の
后
の
宮
、
ま
だ
帝
に
も
仕
う
ま
つ
り
た
ま
は
で
、

た
だ
人
に
お
は
し
ま
し
け
る
世
に
、
よ
ば
ひ
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、

ひ
じ
き
と
い
ふ
物
を
お
こ
せ
て
、
か
く
な
む
、

　
　
　
　

 

思
ひ
あ
ら
ば
む
ぐ
ら
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
じ
き
も
の
に
は
袖

を
し
つ
つ
も

　
　

と
な
む
の
た
ま
へ
り
け
る
。
返
し
を
人
な
む
忘
れ
に
け
る
。（
後
略
）

　
『
伊
勢
物
語
』
第
三
段
で
は
「
思
ひ
あ
ら
ば
」
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
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は
「
懸
想
じ
け
る
女
の
も
と
に
、
ひ
じ
き
藻
と
い
ふ
も
の
を
や
る
」
人
、

す
な
わ
ち
男
性
で
あ
る
と
は
っ
き
り
わ
か
る
。
し
か
し
、『
大
和
物
語
』

第
百
六
十
一
段
で
は
、
歌
の
あ
と
に
「
と
な
む
の
た
ま
へ
り
け
る
」
と
あ

り
、
こ
の
敬
語
表
現
か
ら
、「
思
ひ
あ
ら
ば
」
と
い
う
歌
は
二
条
の
后
か

ら
の
も
の
、
つ
ま
り
女
性
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
た
と
え
ば
日
本
古
典
文
学

大
系
『
大
和
物
語
』（

6
（

は
、特
に
理
由
は
述
べ
ず
に
、こ
の
歌
は
「
在
中
将
」、

す
な
わ
ち
男
性
の
歌
と
注
し
て
い
る
。
ま
た
本
稿
が
底
本
と
し
た
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
『
大
和
物
語
』
で
は
、
詠
み
手
が
誰
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
。

　

た
し
か
に
懸
想
し
た
男
性
が
、
相
手
の
女
性
に
も
の
を
贈
る
と
い
う
こ

と
は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
「
の
た
ま
ひ
け
る
」

と
い
う
敬
語
の
使
わ
れ
方
か
ら
、
片
桐
洋
一
氏（

7
（

は
そ
の
解
説
の
中
で
、『
大

和
物
語
』
第
百
六
十
一
段
の
歌
は
、
女
性
か
ら
の
歌
で
あ
る
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。

　
　
『
伊
勢
物
語
』
は
男
と
女
の
話
と
し
て
ま
ず
構
成
し
、
末
尾
に
注
の

よ
う
な
形
で
二
条
の
后
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
を
、『
大
和
物
語
』

で
は
は
っ
き
り
と
在
中
将
と
二
条
の
后
の
話
に
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
ま
た
「
思
ひ
あ
ら
ば
」
の
歌
が
『
大
和
物
語
』
で
は
二
条
の
后

の
歌
に
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
そ
し
て
「
思
ひ
あ
ら
ば
む
ぐ
ら
の

宿
に
寝
も
し
な
む
」と
、む
し
ろ
二
条
の
后
の
ほ
う
が
積
極
的
で
あ
っ

た
と
い
う
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
片
桐
氏
は
、
こ
の
「
思
ひ
あ
ら
ば
」
と
い
う
歌
が
、
二
条

の
后
の
積
極
性
を
示
す
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に

こ
の
段
に
つ
い
て
は
、
妹
尾
好
信
氏（

8
（

も
「
こ
れ
は
女
の
方
か
ら
駆
け
落
ち

も
辞
さ
な
い
と
い
う
覚
悟
の
ほ
ど
を
表
明
し
て
き
た
と
し
て
い
る
わ
け

で
、
歌
語
り
と
し
て
よ
り
興
味
深
い
形
を
追
求
し
た
『
大
和
物
語
』
独
自

の
伝
え
と
見
ら
れ
る
」
と
、
片
桐
氏
と
同
じ
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
部
分
の
解
釈
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
と
お
り
、『
大
和
物
語
』
が
女
性
か
ら
の
積
極
的
な
気
持
ち
を
告
げ

る
歌
を
多
く
描
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
第
百
六
十
一
段
の
歌

も
ま
た
、
そ
の
一
例
で
あ
る
と
考
え
、
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

ま
た
『
大
和
物
語
』
と
同
じ
こ
ろ
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
後
撰
和
歌
集
』

恋
の
部
に
も
、
こ
れ
ま
で
見
た
『
大
和
物
語
』
の
例
の
よ
う
に
、「
男
の

も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
っ
た
詞
書
を
持
っ
た
女
性
か
ら
男
性
に
贈

る
歌
が
数
多
く
見
え
る
。（

9
（
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巻
九　

恋
一　

五
六
九

　
　
　
　

つ
ら
か
り
け
る
男
に　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

　
　

絶
え
果
つ
る
物
と
は
見
つ
つ
さ
さ
が
に
の
糸
を
た
の
め
る
心
細
さ
よ

巻
九　

恋
一　

五
九
四

　
　
　
　

男
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る　
　
　

中
務

　
　

は
か
な
く
て
同
じ
心
に
な
り
に
し
を
思
ふ
が
ご
と
は
思
ふ
ら
ん
や
ぞ

　

こ
の
『
後
撰
和
歌
集
』
に
つ
い
て
片
桐
洋
一
氏（

（1
（

は
、「『
後
撰
集
』
に
は

有
名
無
名
問
わ
ず
、
女
性
の
詠
が
大
変
多
く
、
こ
の
こ
と
は
『
後
撰
集
』

の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
片
桐
氏
は
そ
れ
ら
に
つ

い
て
「
男
性
の
歌
に
付
随
し
て
の
み
伝
え
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
は
決
し

て
な
く
、そ
の
多
く
は
女
性
の
立
場
か
ら
女
性
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
」

と
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の
特
徴
は
、『
大
和
物
語
』
に
お
い
て
も
言
え
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

さ
ら
に
『
大
和
物
語
』
の
類
話
は
『
伊
勢
物
語
』
以
外
の
作
品
に
も
、

さ
ま
ざ
ま
に
見
え
る
が
、例
え
ば
先
に
挙
げ
た
第
一
段
の
類
話
が
、『
大
鏡
』

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。（

（（
（

　
　
「（
前
略
）
伊
勢
の
君
の
、
弘
徽
殿
の
壁
に
書
き
つ
け
た
う
べ
り
し
歌

こ
そ
は
、
そ
の
か
み
に
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
と
人
申
し
し
か
。

　
　
　
　

 

別
る
れ
ど
あ
ひ
も
思
は
ぬ
も
も
し
き
を
見
ざ
ら
む
こ
と
や
な
に

か
か
な
し
き

　
　

法
皇
の
御
返
し
、

　
　
　
　

 

身
ひ
と
つ
の
あ
ら
ぬ
ば
か
り
を
お
し
な
べ
て
ゆ
き
か
へ
り
て
も

な
ど
か
見
ざ
ら
む
」

　
　

と
言
へ
ば
、
か
た
は
ら
な
る
人
、

　
　
「
法
皇
の
書
か
せ
た
ま
へ
り
け
る
を
延
喜
の
、
後
に
御
覧
じ
つ
け
て
、

か
た
は
ら
に
書
き
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
る
と
も
う
け
た
ま
は
る
は
、
い

づ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
む
」

　
『
大
和
物
語
』で
は「
別
る
れ
ど
」は「
伊
勢
の
御
」の
詠
、「
身
ひ
と
つ
に
」

は
「
帝
」
す
な
わ
ち
宇
多
天
皇
の
詠
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
大
鏡
』
は
「
法

皇
の
書
か
せ
た
ま
へ
り
け
る
を
延
喜
の
、
後
に
御
覧
じ
つ
け
て
、
か
た
は

ら
に
書
き
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
る
と
も
う
け
た
ま
は
る
は
、
い
づ
れ
か
ま
こ

と
な
ら
む
」
と
、
異
な
っ
た
伝
え
を
補
足
す
る
。
さ
ら
に
『
古
今
和
歌
六

帖
』
で
も
、『
大
鏡
』
と
同
じ
く
、「
別
る
れ
ど
」
の
詠
者
を
「
て
い
し
の

み
か
と
」
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
先
述
し
た
『
大
和
物
語
』
第
四
十
段
の
類
話
が
、『
後
撰
和
歌
集
』

に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
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巻
四　

夏　

二
〇
九

　
　
　
　

桂
の
み
こ
の
「
ほ
た
る
を
と
ら
へ
て
」
と
言
ひ
侍
り
け
れ
ば
、

わ
ら
は
の
か
ざ
み
の
袖
に
つ
つ
み
て
、 

よ
み
人
し
ら
ず

　
　

つ
つ
め
ど
も
隠
れ
ぬ
物
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け
り

　
『
後
撰
和
歌
集
』
は
女
性
で
あ
る
「
桂
の
み
こ
」
に
あ
て
て
、「
わ
ら
は
」

が
歌
を
詠
ん
だ
と
す
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
か
ざ
み
」
は
童
女
が
袙
の

上
に
着
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
の
解
釈
も
諸
説
あ
る
。
例

え
ば
片
桐
洋
一
氏（

（1
（

は
、「「
桂
の
皇
女
の
許
に
来
た
（
よ
み
人
知
ら
ず
の
）

あ
る
男
性
が
、
女
の
童
の
か
ざ
み
を
借
り
て
そ
れ
に
包
ん
で
」
と
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
」
と
注
し
て
お
ら
れ
る
が
、
と
も
か
く
『
後
撰
和
歌
集
』
に

お
い
て
は
歌
を
詠
ん
だ
の
は
男
性
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
、『
大
和
物
語
』
で
は
、「
桂
の
み
こ
」
の
も

と
に
通
う
「
式
部
卿
の
宮
」
に
ひ
そ
か
に
思
い
を
寄
せ
た
「
う
な
ゐ
」
が

登
場
し
、
男
性
で
あ
る
「
式
部
卿
の
宮
」
に
あ
て
て
、「
つ
つ
め
ど
も
」

の
歌
を
詠
ん
だ
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
類
話
の
例
は
、
ど
ち
ら
が
事
実
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
ひ

と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
歌
を
と
り
ま
く
伝
え
が
複
数
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、『
大
和
物
語
』は「
伊
勢
の
御
」や「
う

な
ゐ
」
と
い
う
、「
女
性
が
詠
じ
た
歌
に
対
し
て
、
男
性
が
応
え
た
」
と

い
う
伝
え
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、『
大
和
物
語
』
が
持

つ
女
性
の
歌
、
特
に
積
極
的
に
自
ら
詠
じ
る
女
性
の
詠
に
注
目
す
る
姿
勢

を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
ま
と
め

　
『
大
和
物
語
』
に
は
、
不
安
や
危
機
感
、
否
定
的
な
契
機
が
語
ら
れ
な

い
場
合
に
も
、女
性
の
側
か
ら
歌
を
詠
む
と
い
う
章
段
が
多
く
見
ら
れ
た
。

ま
た
出
来
事
の
発
端
が
男
性
の
言
動
に
あ
る
場
合
に
も
、
女
性
と
そ
の
歌

に
関
心
を
寄
せ
、
女
性
を
物
語
の
中
心
と
す
る
例
も
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に

詠
作
事
情
を
述
べ
ず
、
人
物
の
み
紹
介
す
る
例
に
お
い
て
も
、
物
語
に
は

女
性
の
歌
に
注
目
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

　

今
井
源
衛
氏（

（1
（

は
、『
大
和
物
語
』
に
つ
い
て
、「
終
始
ゴ
シ
ッ
プ
に
密
着

し
た
」、「
文
芸
へ
の
昇
華
過
程
を
経
て
い
な
い
」、「
伊
勢
物
語
の
後
で
生

ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ
よ
り
も
か
え
っ
て
幼
い
精
神
の
段
階
」
に
位
置
し
て

い
る
物
語
だ
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、『
伊
勢
物
語
』
の
よ
う

に
、「
昔
男
」
と
い
う
「
抽
象
化
さ
れ
た
普
遍
的
人
物
の
一
代
記
」
と
い
っ

た
統
一
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
雑
多
な
登
場
人
物
は
、
一
見
ま
っ
た
く
整

理
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
確
認
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し
て
き
た
よ
う
に
、『
大
和
物
語
』
に
は
、
女
性
と
そ
の
歌
に
注
目
す
る

と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
宮
中
の
噂
話
や
、
世
俗
的
・
ゴ
シ
ッ
プ
的
な

話
だ
け
に
で
は
な
く
、
自
ら
の
思
い
を
歌
に
託
し
て
男
性
へ
贈
り
、
女
性

側
か
ら
恋
い
慕
う
気
持
ち
を
打
ち
明
け
る
と
い
っ
た
、
積
極
的
な
女
性
の

姿
に
こ
そ
、
こ
の
物
語
の
作
り
手
の
視
線
・
興
味
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』が
男
性
の
言
動
、そ
し
て
歌
を
描
く
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、

『
大
和
物
語
』
は
女
性
の
立
場
か
ら
、
女
性
と
そ
の
歌
を
描
こ
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
留
意
し
て
読
み
な
お
す
と
、『
伊
勢
物
語
』

と
も
『
平
中
物
語
』
と
も
違
う
、『
大
和
物
語
』
と
い
う
作
品
の
個
性
が

う
か
が
え
る
。
女
性
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
個
性
は
、
同
じ
頃
成
立
し

た
『
後
撰
和
歌
集
』
に
も
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
前
夜

で
あ
る
こ
の
時
代
の
、
新
し
い
捉
え
方
・
位
置
づ
け
が
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

（
1
）　

森
本
茂
氏
『
大
和
物
語
の
考
証
的
研
究
』（
和
泉
書
院
・

一
九
九
〇
年
）
や
今
井
源
衛
氏
『
大
和
物
語
評
釈
』（
笠
間
書
院
・

一
九
九
九
年
）
な
ど
に
、
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

本
稿
で
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12　

竹
取
物
語
・
伊
勢
物

語
・
大
和
物
語
・
平
中
物
語
』（
小
学
館
・
一
九
九
四
年
）
の
校
訂
本

文
を
底
本
に
用
い
た
。
た
だ
し
引
用
す
る
際
に
、
私
に
表
記
を
改
め
た

箇
所
が
あ
る
。
ま
た
『
伊
勢
物
語
』
の
い
わ
ゆ
る
異
本
章
段
に
つ
い
て

は
、
底
本
に
従
い
考
察
の
対
象
と
し
た
。

（
3
）　

鈴
木
日
出
男
氏　
『
古
代
和
歌
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
〇
年
）

（
4
）　

鈴
木
一
雄
氏　
『
王
朝
女
流
日
記
論
考
』（
至
文
堂　

一
九
九
三
年
）

（
5
）　

高
木
和
子
氏　
『
女
か
ら
詠
む
歌
―
源
氏
物
語
の
贈
答
歌
』（
青
簡

舎　

二
〇
〇
八
年
）

（
6
）　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
9　

竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』

（
岩
波
書
店　

一
九
五
七
年
）『
大
和
物
語
』
は
阿
部
俊
子
氏
・
今
井
源

衛
氏
校
注
。

（
7
）　

片
桐
洋
一
氏
編
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
5　

伊
勢
物
語
／
大
和
物

語
』（
角
川
書
店　

一
九
七
五
年
）

（
8
）　

妹
尾
好
信
氏　
『
講
座
平
安
文
学
論
究
』
第
14
輯
「『
伊
勢
物
語
』

の
形
成
過
程
と
段
末
注
記
」（
風
間
書
房　

一
九
九
九
年
）

（
9
）　
『
後
撰
和
歌
集
』
引
用
に
つ
い
て
は
、
片
桐
洋
一
氏
校
注
『
新
日

本
古
典
文
学
大
系
6　

後
撰
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
〇
年
）

を
用
い
た
。

（
10
）　

片
桐
洋
一
氏　
『
古
今
和
歌
集
以
後
』「
後
撰
集
の
表
現
」（
笠
間
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書
院　

一
九
六
四
年
）

（
11
）　
『
大
鏡
』
引
用
に
つ
い
て
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
34　

大

鏡
』（
小
学
館
・
一
九
九
六
年
）
を
用
い
た
。

（
12
）　

注
9
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
6　

後
撰
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
・

一
九
九
〇
年
）
脚
注
。

（
13
）　

注
6
『
日
本
古
典
文
学
大
系
9　

竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和

物
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
五
七
年
）『
大
和
物
語
』
解
説
。

＊
本
稿
は
、
平
成
二
十
三
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
で
の
口
頭
発
表
を

も
と
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
口
頭
発
表
時
に
ご
教
授
を
賜
っ

た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

 

（
し
げ
み　

み
づ
ほ
／
清
風
南
海
中
学
校
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
）


