
明
確
な
根
拠
と
な
る

よ
っ
て
、
同
じ
歌
で

の
性
別
さ
え
も
変
わ

説
明
に
留
ま
ら
ず
、

を
反
映
す
る
も
の
で

一

従
来
、
拾
遺
集
恋

と
し
て
分
析
考
察
が

取
り
上
げ
ら
れ
問
題

よ
う
に
、
恋
部
の
配

い
ほ
ど
、
恋
の
時
間

考
え
て
み
れ
ば
、
恋

拾
遺

こ
と
が
多
い
。
し
か
も
、
ど
の
よ
う
な

も
異
な
る
恋
の
段
階
の
歌
と
な
り
得
る

り
得
る
。
恋
歌
に
お
け
る
詞
書
は
、
単

そ
の
歌
を
如
何
に
読
ま
せ
た
い
か
と
い

あ
る
と
い
え
よ
う
。

は
じ
め
に

部
の
配
列
構
成
を
論
じ
る
際
に
は
、
歌

行
わ
れ
て
き
た
。
贈
答
歌
で
あ
る
こ
と

に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

列
構
成
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、

的
な
推
移
や
、
恋
の
段
階
が
問
題
に
な

の
段
階
を
考
え
る
時
、
歌
の
内
容
よ
り

集
恋
部
に
お
け
る
贈
答

詞
書
を
付
す
か
に

し
、
ま
た
、
詠
者

な
る
詠
作
事
情
の

う
編
纂
者
の
意
図

（
侍

い
か
で

歌
に
も
異
同

お
よ
び
歌
題
を
主

や
、
そ
の
詞
書
が

次
章
で
概
観
す
る

必
ず
と
い
っ
て
よ

る
の
で
あ
る
が
、

も
詞
書
の
記
述
が

が
よ
く
看
取忍制

い
か
に

こ
の
逢
後
の

る
。

歌
と
そ
の
詞
書

後
撰
集
と

従
に
侍
け
る
時
、
女
に
は
じ
め
て
つ

か
は
か
く
思
て
ふ
事
を
だ
に
人
づ
て
な

は
あ
る
が
、
詞
書
の
改
変
に
よ
っ
て
恋

で
き
る
。
例
え
ば
後
撰
集
に
次
の
よ
う

び
て
御
匣
殿
の
別
当
に
あ
ひ
か
た
ら
ふ

し
侍
り
け
れ
ば

し
て
か
く
思
ふ
て
ふ
こ
と
を
だ
に
人
づ

恋
の
歌
が
、
拾
遺
集
で
は
逢
う
以
前
の

中

拾
遺
集
に
重
出
す
る
歌
の
詞
書
を
比
較

八
五

か
は
し
け
る
）権

中
納
言
敦
忠

ら
で
君
に
し
ら
せ
む

（
恋
一
、
６
３
５
）

の
段
階
が
変
更
を
加
え
ら

な
詞
書
を
付
す
歌
が
あ
る
。

と
聞
き
て
父
の
左
大
臣
の

敦
忠
朝
臣

て
な
ら
で
君
に
か
た
ら
ん

（
恋
五
、
９
６
２
）

求
愛
の
歌
に
変
わ
っ
て
い

周

子

し
て
見
る
と
、
こ
の
こ
と



る
の
で
あ
る
。
拾
遺

を
端
的
に
示
す
例
と

こ
の
よ
う
に
見
て

れ
た
歌
と
そ
の
詞
書

従
来
の
構
成
論
を
見

（
は
じ
め
て

ひ
と
り
ね
し
時

り

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
で

だ
歌
に
変
わ
っ
て
い

れ
る
こ
と
に
よ
り
、

拾
遺
集
恋

れ
て
い
る
の
で
あ
る

次
の
後
撰
集
歌
は
女

（
題
知
ら
ず

ひ
と
り
ぬ
る
時

り
こ
の
女
性
の
立
場

集
の
詞
書
に
は
編
纂
者
の
意
図
が
強
く

い
え
よ
う
。

く
る
と
、
恋
部
の
構
成
を
考
え
る
上
で

も
ま
た
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
お
き
た
い
。

女
の
許
に
ま
か
り
て
、
あ
し
た
に
つ

は
待
た
れ
し
鳥
の
音
も
ま
れ
に
逢
ふ
夜

は
あ
る
が
、
明
ら
か
に
男
性
が
初
め

る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
後
撰
集
の
歌

異
な
っ
た
解
釈
を
付
与
さ
れ
て
拾
遺
集

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

。
ま
た
、
作
者
の
立
場
が
異
な
っ
て
し

の
立
場
の
歌
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

）は
待
た
る
る
鳥
の
音
も
ま
れ
に
逢
ふ
夜

で
読
ま
れ
た
歌
が
拾
遺
集
で
は
次
の
よ

表
れ
て
い
る
こ
と

、
実
際
に
贈
答
さ

ら
れ
る
。
こ
こ
で
、

詠
じ
た
歌
」

で
終
わ
る
が

い
う
連
続
し

知
れ
な
い
が

る
こ
と
を
思

『
月
』
が
昇
り

季
』
の
恋
を

か
は
し
け
る
）

よ
み
人
知
ら
ず

は
わ
び
し
か
り
け

（
恋
二
、
７
１
８
）

て
の
逢
瀬
を
詠
ん

が
詞
書
を
改
変
さ

中
に
置
か
れ
て
い

成
立
」
に
お

ば
及
び
作
者

時
等
に
よ
る

う
結
論
は
通

本
稿
で
取

深
い
指
摘
が

の
指
摘
で
あ

ま
う
例
が
あ
る
。

小
野
小
町
が
姉

は
わ
び
し
か
り
け

（
恋
五
、
８
９
６
）

う
に
な
る
。

拾
遺
集
の

く
、
拾
遺
抄

方
針
を
い
か

う
問
題
が
論

に
は
じ
ま
り
、「
待
人
の
来
ぬ
夜
が
重

、
恋
三
の
和
歌
配
列
は
、「
山

月

た
流
れ
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
は
一
つ

、
歌
の
内
容
が
訪
れ
て
来
ぬ
人
を
待
ち

う
と
、
来
ぬ
人
を
待
ち
『
山
』
を
眺

、『
夜
』
が
更
け
、
床
に
つ
い
て
『
夢

味
わ
い
、
夢
か
ら
さ
め
て
『
独
寝
』
の

い
て
提
示
さ
れ
た
、
拾
遺
集
の
和
歌
は

に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
、
さ
ら
に
、
歌
材

ま
と
め
と
い
う
三
つ
の
編
纂
方
法
を
按

説
と
な
っ
て
い
る
。

り
上
げ
る
恋
部
の
構
成
配
列
に
関
し
て

あ
る
。
拾
遺
集
の
配
列
が
「
物
語
的
連

る
。
す
な
わ
ち
、
恋
三
は
「
山
風
を
素

二

拾
遺
集
の
配
列
構
成

配
列
構
成
に
つ
い
て
は
様
々
な
角
度
か

と
の
比
較
に
は
じ
ま
り
、
構
成
・
撰
歌

に
継
承
し
、
あ
る
い
は
独
自
な
方
法
を

じ
ら
れ
て
き
た
。
と
く
に
、
片
桐
洋
一

な
っ
た
こ
と
を
嘆
く
歌
」

夜

夢

四
季

独
寝
と

の
解
釈
に
過
ぎ
な
い
か
も

焦
が
れ
て
い
る
も
の
で
あ

め
て
い
る
と
、
山
か
ら

』
を
み
、
夢
の
中
に
『
四

夜
々
を
述
懐
す
る
と
い
う
、

、
時
間
的
推
移
と
歌
こ
と

、
歌
語
、
歌
が
詠
ま
れ
た

配
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

は
小
町
谷
照
彦
氏
の
興
味

続
性
」
を
持
っ
て
い
る
と

材
と
し
て
孤
閨
の
憂
愁
を

八
六

ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
早

の
点
に
お
い
て
拾
遺
抄
の

打
ち
出
し
て
い
る
か
と
い

氏
が
「
拾
遺
集
の
組
織
と



拾
遺
集
恋

恋
三

や
や
飽

恋
四

い
よ
い

恋
五

も
は
や

ま
た
、
小
池
博
明

各
巻
は
複
数
の
恋
を

く
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
小
町
谷

の
核
と
な
る
語
句
に

が
担
っ
て
い
る
の
か

う
に
、
恋
の
段
階
を

恋
一

ま
だ
逢

恋
二

逢
っ
た

と
述
べ
て
お
ら
れ
る

べ
て
顕
著
に
認
め
得

「
主
題
が
各
歌
相
互
の

て
一
つ
の
ま
と
ま
り

つ
い
て
は
、
恋
一
は

二
は
「
恋
の
成
就
後

は
「
旅
に
出
て
の
思

ま
さ
に
歌
で
も
っ
て

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

き
が
き
た
段
階
の
恋

よ
忘
れ
ら
れ
か
け
た
段
階
の
恋

絶
望
的
な
段
階
の
恋

氏
は
『
拾
遺
集
の
構
成
』
で
、
文
章
構

描
く
数
歌
群
が
並
列
す
る
と
い
う
構
成

氏
は
「
拾
遺
集
恋
歌
の
表
現
構
造
」

視
点
を
置
い
て
、
様
々
の
位
相
の
恋
を

」
を
究
明
さ
れ
た
結
果
、
恋
五
巻
は
そ

お
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
結
論
さ
れ

う
以
前
の
段
階
の
恋

ば
か
り
の
段
階
の
恋

。
ま
た
、「
他
の
巻
に
つ
い
て
も
こ
の

る
と
す
る
の
は
過
言
か
も
し
れ
な
い
が

表
現
や
内
容
の
関
連
に
よ
っ
て
連
続

を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
結
論
さ

「
恋
を
忍
ば
せ
て
い
る
頃
か
ら
恋
の
成

の
苦
し
み
」
を
、
恋
三
は
「
独
り
寝
の

慕
」
を
、
恋
五
は
「
燃
え
る
よ
う
な
烈

構
成
さ
れ
た
一
篇
の
物
語
が
描
き
出
さ

成
理
論
を
応
用
し
、

を
と
る
と
分
析
さ

そ
れ
で
は

る
の
で
あ
ろ

て
く
る
で
あ

に
お
い
て
、「
恋
歌

ど
の
よ
う
な
語
句

れ
ぞ
れ
が
次
の
よ

る
。

恋
五

両
氏
の
論

る
と
い
う
点

は
拾
遺
集
に

と
類
似
の
方

か
ら
「
逢
恋

と
み
な
さ
れ

よ
う
な
流
れ
を
す

」
と
の
条
件
付
で
、

し
た
流
れ
と
な
っ

れ
、
恋
部
全
体
に

就
ま
で
」
を
、
恋

夜
々
」
を
、
恋
四

し
い
慕
情
」
を
描

の
各
段
階
の

こ
と
を
指
摘

承
転
結
の
関

恋
一

恋
二

恋
三

恋
四

れ
る
の
で
あ
る
」

れ
る
。
す
な

、
詞
書
は
こ
の
よ
う
な
恋
部
の
構
成
に

う
か
。
ま
た
詞
書
に
注
目
し
た
場
合
、

ろ
う
か
。

実
現
せ
ず
実
ら
な
か
っ
た
恋
の
回
想

は
、
拾
遺
集
恋
部
は
恋
の
進
展
、
段
階

で
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

特
徴
的
な
構
成
配
列
の
方
法
を
認
め
つ

法
に
よ
っ
て
配
列
構
成
さ
れ
て
い
る
、

」、「
逢
不
逢
恋
」
を
経
て
恋
の
終
末
期

て
い
る
の
で
あ
る
。

歌
か
ら
な
る
「
追
歩
型
歌
群
」
が
、
ど

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
恋
一
と
恋
二
、
恋

係
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う

逢
瀬
に
至
ら
な
い
恋
の
発
端

逢
瀬
に
到
る
が
破
綻
し
た
恋
の
発
端

独
寝
か
ら
逢
瀬
断
念

断
念
し
た
恋
へ
の
執
着
が
蘇
る

わ
ち
、「
無
縁
、
忍
恋
、
求
愛
、
逢
瀬

八
七

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い

ど
の
よ
う
な
構
成
が
見
え

を
歌
に
よ
っ
て
描
い
て
い

現
時
点
で
は
、
部
分
的
に

つ
も
、
大
枠
で
は
古
今
集

す
な
わ
ち
、「
不
逢
恋
」

の
諸
相
を
段
階
的
に
描
く

の
巻
に
も
並
列
し
て
い
る

三
、
恋
四
、
恋
五
は
、
起

な
構
成
を
提
示
さ
れ
る
。

、
疎
遠
、
別
離
、
絶
縁
」



３
３
番
詞
書
）

「
侍
従
に
侍
け
る

書
）

こ
の
巻
の
詞
書
に
は

あ
る
が
、「
は
じ
め
て

い
る
。
思
い
を
掛
け

書
は
他
の
巻
の
歌
に

で
あ
る
。
こ
れ
は
恋

い
と
い
わ
れ
て
い
る

そ
れ
ら
の
詞
書
を
辿

の
方
法
が
見
え
て
く

ま
ず
、
恋
一
の
詞

「
女
の
も
と
に
は

「
ま
さ
た
だ
が
む

拾
遺
集
恋

三

拾
遺
集
恋
歌
に
付

に
つ
い
て
は
、
小
町

よ
る
も
の
で
、「
は
れ

対
す
る
関
心
が
少
な

時
、
女
に
は
じ
め
て
つ
か
は
し
け
る

女
性
に
恋
文
を
出
し
た
こ
と
を
記
し
た

」
と
い
う
恋
の
段
階
を
明
確
に
示
す

る
相
手
に
「
は
じ
め
て
」
贈
っ
た
恋
文

は
付
さ
れ
な
い
。
以
後
の
巻
に
は
「
女

歌
に
典
型
的
に
表
わ
れ
、
題
知
ら
ず
の

。
確
か
に
詞
書
を
付
す
恋
歌
の
数
は
多

っ
て
み
る
と
、
歌
に
よ
る
よ
り
も
更
に

る
。

書
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

じ
め
て
つ
か
は
し
け
る
」（
６
２
４
番

す
め
に
い
ひ
は
じ
め
侍
け
る
、
侍
従

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

詞
書
か
ら
み
た
恋
部
の
構
成

け
ら
れ
た
詞
書
は
簡
略
で
し
か
も
数
も

谷
氏
が
晴
の
歌
を
多
く
収
め
る
と
い
う

の
歌
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
的

い
こ
と
に
な
り
、
後
撰
集
な
ど
と
比
較

」（
６
３
４
番
詞

も
の
が
多
い
の
で

語
が
用
い
ら
れ
て

で
あ
る
と
い
う
詞

の
も
と
に
つ
か
は

（
題

か
き
く（

題

し
か
の

も
哉

ち
な
み
に

歌
が
か
な
り
多
」

く
は
な
い
も
の
の
、

明
確
に
配
列
構
成

詞
書
）

に
侍
け
る
時
」（
６

と
は
対
照
的（

題

ま
す
か（

題

な
に
は

な
れ

少
な
い
。
こ
の
点

拾
遺
集
の
性
格
に

な
詠
作
の
場
面
に

し
て
詞
書
が
簡
略

し
け
る
」（
恋

か
は
し
け
る

（
恋
四
、
８
７

と
書
か
れ
る

詞
書
に
お

の
初
期
段
階

し
ら
ず
）

も
り
雨
ふ
る
河
の
さ
さ
ら
な
み
間
な
く

し
ら
ず
）

あ
ま
の
釣
り
に
と
も
せ
る
い
さ
り
火
の

、
古
今
集
に
は
「
は
じ
め
て
」
贈
っ
た

で
あ
る
。

し
ら
ず
）

が
み
手
に
取
り
持
ち
て
朝
な
朝
な
見
れ

し
ら
ず
）

人
あ
し
火
た
く
や
は
す
す
た
れ
ど
を
の

二
、
７
０
７
番
詞
書
）、「
月
あ
か
か

」（
恋
三
、
７
８
７
番
詞
書
）、「
女
の

８
番
詞
書
）、「
女
に
つ
か
は
し
け
る

よ
う
に
な
る
。

い
て
こ
の
よ
う
な
区
別
が
あ
る
こ
と
は

の
も
の
と
み
な
せ
る
歌
が
、
恋
部
の
後

（
人
麿
）

も
人
の
恋
ひ
ら
る
る
哉

（
恋
五
、
９
５
６
）

（
坂
上
郎
女
）

ほ
の
か
に
人
を
見
る
よ
し

（
恋
五
、
９
６
８
）

と
記
す
詞
書
は
見
ら
れ
な

人
麿

ど
も
君
に
あ
く
時
ぞ
な
き

（
恋
四
、
８
５
７
）

人
麿

が
つ
ま
こ
そ
と
こ
め
づ
ら

（
恋
四
、
８
８
７
）

八
八

り
け
る
夜
、
女
の
許
に
つ

も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」

」（
恋
五
、
９
４
１
番
歌
）

、
次
に
あ
げ
た
ご
と
く
恋

半
部
に
も
見
出
せ
る
こ
と



拾
遺
集
恋

の
構
成
を
意
識
し
て

未
だ
逢
わ
ぬ
段
階
の

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

く
こ
と
に
主
眼
が
置

恋
二
の
前
半
の
詞

４
番
詞
書
）
と
い
う

か
れ
て
い
る
。
後
撰

方
法
を
踏
襲
し
て
は

い
て
は
「
は
じ
め
て

で
あ
り
、
構
成
上
の

れ
た
も
の
で
は
な
い

こ
の
よ
う
に
古
今

６
０
２
番
詞
書
）、「

７
番
詞
書
）
等
の
類

後
撰
集
恋
部
に
お
い

べ
り
け
る
人
に
、
つ

う
に
、
逢
て
後
の
段

置
か
れ
た
詞
書
に
お

ざ
り
け
る
男
を
、
こ

い
。
一
方
、
後
撰
集

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

意
図
的
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か

恋
歌
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
詞
書
か
ら
は

か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

書
に
は
、「
は
じ
め
て
」
逢
瀬
が
か
な

不
逢
恋
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
す
詞
書

集
は
、
古
今
集
の
恋
の
段
階
を
お
っ
て

い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ

」
の
恋
文
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
詞
書

効
果
や
恋
の
段
階
を
示
す
と
い
う
役
割

と
い
え
る
。

集
や
後
撰
集
と
比
べ
て
み
る
と
、
拾
遺

は
じ
め
て
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け

似
の
例
が
八
例
あ
り
、
恋
二
、
四
、
六

て
は
、
冒
頭
歌
の
詞
書
が
「
か
ら
う
じ

つ
む
こ
と
あ
り
て
逢
ひ
が
た
く
侍
り
け

階
の
歌
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
ま
た

い
て
も
、「
せ
う
そ
こ
は
か
よ
は
し
け

れ
か
れ
逢
ひ
に
け
り
と
い
ひ
さ
は
ぐ

に
は
、「
女
の
も
と
に
は
じ
め
て
つ
か

が
え
る
。
恋
一
が

は
、
す
で
に
認
め

求
愛
の
心
情
を
描

っ
た
事
が
記
さ
れ

が
描
か
れ
て

恋
三
の
詞

く
と
い
う
時

「
ひ
ろ
は
た

１
０
番

を
付
し
た
歌
が
置

配
列
す
る
と
い
う

て
、
後
撰
集
に
お

は
単
に
歌
の
説
明

を
意
識
し
て
記
さ

集
の
詞
書
が
巻
々

「
女
に
物
い

け
る
」

「
忠
房
が
む

番
詞
書

「
ふ
る
く
物

す
で
に
逢

瀬
後
の
段
階

る
」（
恋
四
、
８
６

に
配
さ
れ
て
い
る
。

て
あ
ひ
し
り
て
は

れ
ば
」
と
あ
る
よ

、
恋
部
の
後
半
に

れ
ど
、
ま
だ
逢
は

を
」（
恋
五
、
９
０

「
は
じ
め
て

書
）

「
本
院
の
五

書
）

「
女
の
許
に

と
こ
ろ
が
、

的
な
隔
た
り

は
し
け
る
」（
恋
二
、

て
い
る
。

い
る
。

書
に
は
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
来
ぬ
人
を

間
の
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
。

の
み
や
す
所
ひ
さ
し
う
内
に
も
参
ら

詞
書
）

ひ
は
じ
め
て
、
さ
は
る
事
侍
て
え
ま

（
７
２
８
番
詞
書
）

す
め
の
も
と
に
ひ
さ
し
く
ま
か
ら
で

）い
ひ
侍
け
る
人
に
」（
７
６
０
番
詞
書

瀬
は
間
遠
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
詞
書

の
恋
歌
で
構
成
さ
れ
、
熱
愛
と
間
遠
に

女
の
許
に
ま
か
り
て
あ
し
た
に
つ
か

の
君
の
許
に
、
は
じ
め
て
ま
か
り
て

ま
か
り
そ
め
て
」（
７
２
３
番
詞
書
）

恋
二
の
後
半
に
か
け
て
の
詞
書
に
は
、

が
「
ひ
さ
し
く
」
な
っ
た
こ
と
が
示
さ

八
九

待
つ
年
頃
が
積
も
っ
て
ゆ

ざ
り
け
る
（
後
略
）」（
８

か
ら
で
い
ひ
つ
か
は
し
侍

つ
か
は
し
け
る
」（
７
４
０

）が
見
出
せ
る
。
恋
二
は
逢

な
っ
て
も
変
わ
ら
ぬ
恋
情

は
し
け
る
」（
７
１
４
番
詞

あ
し
た
に
」（
７
２
０
番
詞

最
初
の
逢
瀬
か
ら
の
時
間

れ
る
。



恋
四
に
は
、
次
に

が
対
の
ご
と
く
に
置

「
元
輔
が
む
こ
に
な

「
く
に
も
ち
が
む
す

す
と
て
、
か
き

恋
四
は
、
前
述
の

け
た
段
階
の
恋
」「
断

帝
寵
の
女
性
さ
え
「

ま
た
、「
春
ま
で
お

家
」（
８
３
１
番
詞
書

「
雪
の
ふ
り
侍
け
れ
ば

中
で
こ
の
巻
の
み
は

絶
え
た
逢
瀬
を
待
つ

と
い
え
よ
う
。 拾

遺
集
恋

「
天
暦
御
時
、
ひ
ろ

か
は
し
け
る
に

「
た
え
て
年
ご
ろ
に

（
８
４
７
番
詞
書

と
、
逢
瀬
の
な
い
状

は
村
上
天
皇
の
寵
愛

あ
げ
る
よ
う
に
、
結
婚
と
離
縁
を
示
す

か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

り
て
あ
し
た
に
」（
８
５
０
番
詞
書
）

め
を
と
も
み
つ
ま
か
り
去
り
て
後
、

つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
」（
９
１
５
番

ご
と
く
「
旅
に
出
て
の
思
慕
」「
い
よ

念
し
た
恋
へ
の
執
着
が
蘇
る
」
段
階

久
し
く
」
逢
瀬
が
途
絶
え
る
こ
と
を
物

と
せ
ぬ
人
」（
８
１
７
番
詞
書
）、「
な

）、「
萩
に
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
」

」（
８
４
７
番
詞
書
）
等
か
ら
わ
か
る

春
夏
秋
冬
の
景
物
に
よ
せ
た
恋
歌
が
そ

時
間
の
長
さ
を
、
め
ぐ
る
季
節
に
よ
せ

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

は
た
の
み
や
す
所
久
し
く
参
ら
ざ
り

」（
８
３
０
番
詞
書
）

な
り
に
け
る
女
の
許
に
ま
か
り
て
雪

）態
が
長
く
続
い
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ

が
篤
か
っ
た
こ
と
が
十
訓
抄
等
に
も
伝

詞
書
を
付
し
た
歌

鏡
を
返
し
つ
か
は

詞
書
）

い
よ
忘
れ
ら
れ
か

の
歌
で
構
成
さ
れ

「
年
を

に
す
へ

書
）

「
入
道

ら
ひ
ぬ

は
、
来

の
愛
情
の
浅

語
る
詞
書
で
あ
る
。

で
し
こ
お
ひ
た
る

（
８
３
８
番
詞
書
）、

よ
う
に
、
恋
部
の

ろ
っ
て
い
る
。
途

て
強
調
し
た
も
の

「
一
条

も
な
き

書
）

「
女
を

る
」（
８

「
天
暦

給
け
れ

け
れ
ば
御
ふ
み
つ

の
ふ
り
侍
け
れ
ば
」

る
。
広
幡
御
息
所

え
ら
れ
て
い
る
。

て
い
る
と
い

て
」
と
「
ま

書
に
注
目
す

り
も
、
恋
の

と
予
測
さ
れ

記
し
た
詞
書

経
て
さ
ね
あ
き
ら
の
朝
臣
ま
う
で
き
た

て
物
が
た
り
し
侍
け
る
に
、
い
か
が
あ

摂
政
ま
か
り
た
り
け
る
に
門
を
を
そ
く

と
い
ひ
い
れ
て
侍
け
れ
ば
」（
９
１
２

ぬ
男
の
言
い
訳
を
信
じ
て
言
わ
れ
る
ま

い
事
を
知
っ
た
と
い
う
経
過
を
、

は

摂
政
、
内
に
て
は
び
ん
な
し
里
に
い
で

所
に
て
待
ち
侍
け
る
に
ま
う
で
こ
ざ
り

う
ら
み
て
さ
ら
に
ま
う
で
こ
じ
と
ち

７
１
番
詞
書
）

御
時
、
承
香
殿
の
前
を
わ
た
ら
せ
給
て

ば
」（
８
７
９
番
詞
書
）

わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
他
の
巻
に
見

か
り
去
り
て
」
と
い
う
結
婚
と
離
縁
を

る
な
ら
ば
、
恋
の
ひ
と
つ
の
段
階
の
歌

経
過
全
体
を
見
渡
す
巻
と
し
て
構
成
さ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
巻
に
は
次
の
よ
う

が
少
な
く
な
い
。

り
け
れ
ば
、
す
だ
れ
ご
し

り
け
ん
」（
８
９
８
番
詞

あ
け
け
れ
ば
、
た
ち
わ
づ

番
詞
書
）

ま
に
従
っ
た
結
果
、
相
手

、
女
を
恨
み
別
れ
を
言
い

よ
と
い
ひ
侍
け
れ
ば
、
人

け
れ
ば
」（
８
５
２
番
詞

か
ひ
て
後
に
つ
か
は
し
け

、
こ
と
御
方
に
わ
た
ら
せ

九
〇

ら
れ
な
い
「
む
こ
に
な
り

具
体
的
に
示
す
一
対
の
詞

を
ま
と
め
た
巻
と
い
う
よ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

に
比
較
的
詳
し
い
事
情
を



拾
遺
集
恋

書
）

「
延
喜
御
時
承
香
殿

侍
け
る
、
絶
え

「
左
大
臣
女
御
失
せ

（
９
９
１
番
詞
書

る
と
考
え
ら
れ
よ
う

恋
五
の
詞
書
に
は

「
善
祐
法
師
流
さ
れ

書
）

「
も
の
い
ひ
侍
り
け

ば
」（
９
５
０
番

「
女
の
も
と
に
ま
か

儀
と
な
っ
て
し
ま
っ

変
化
を
前
渡
り
に
よ

は
や
歓
迎
さ
れ
な
く

る
。
こ
れ
ら
の
詞
書

は
、「
心
が
わ
り
」
と

で
の
過
程
で
、
熱
愛

の
あ
わ
い
で
行
き
つ

渡
し
た
後
に
、
自
ら

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

女
御
の
方
な
り
け
る
女
に
元
良
の
み

て
後
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
」（
９
７
７

侍
に
け
れ
ば
、
父
お
と
ど
の
も
と
に

） 。次
の
例
が
あ
る
。

侍
け
る
時
、
母
の
い
ひ
つ
か
は
し
け

る
女
の
後
に
つ
れ
な
く
侍
て
、
さ
ら

詞
書
）

り
け
る
を
も
と
の
め
の
制
し
侍
け
れ

た
夫
婦
仲
が
再
び
元
に
も
ど
る
可
能
性

っ
て
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

な
っ
た
通
い
婚
の
有
り
様
を
、
そ
れ
ぞ

の
描
く
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、

い
う
主
題
で
あ
る
。
恋
四
は
、
恋
の

か
ら
冷
却
を
経
て
再
燃
す
る
恋
心
を
描

戻
り
つ
す
る
「
心
」
の
た
ゆ
た
い
の
様

の
心
の
変
化
に
気
付
い
た
と
い
う
後
悔

こ
ま
か
り
か
よ
ひ

番
詞
書
）

つ
か
は
し
け
る
」

贈
答
歌
は

組
に
増
大
し

け
を
見
れ
ば

現
実
の
恋
を

歌
そ
の
も
の

る
」（
９
２
５
番
詞

に
逢
は
ず
侍
け
れ

ば
」（
９
６
３
番
詞

は
恋
の
段
階

の
で
あ
る
。

の
、
す
な
わ

こ
で
、
次
に

に
ど
の
よ
う

を
、

は
愛
情
の

状
況
を
、

は
も

れ
描
く
詞
書
で
あ

共
通
し
て
い
る
の

成
就
か
ら
終
局
ま

き
、
恋
人
と
自
ら

相
を
描
く
巻
で
あ

高
砂
と

こ
れ
ら
の
詞

な
恋
の
終
わ

の
下
向
」
と

よ
る
日
常
的

終
焉
に
あ
っ

こ
の
よ
う

を
、

は
他
人
行

「
遠
き
所
に古

今
集
に
は
一
四
組
で
あ
っ
た
の
が
、

た
。
そ
し
て
拾
遺
集
で
は
二
〇
組
に
減

、
拾
遺
集
は
古
今
集
に
近
い
。
贈
答
歌

描
く
こ
と
に
徹
し
た
後
撰
集
に
比
し
て

に
よ
っ
て
恋
の
情
趣
を
描
く
こ
と
に
重

を
示
す
指
標
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ

た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
詞
書
は
、
ほ
と
ん

ち
、
贈
答
歌
ま
た
は
そ
の
一
方
に
付
さ

、
実
際
の
恋
の
場
に
お
い
て
や
り
と
り

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
見

四

恋
一
に
お
け
る
贈
答
歌

い
ふ
所
に
て
よ
み
侍
け
る
」（
９
９
８

書
に
は
、
種
々
の
事
情
で
再
び
逢
う
こ

り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
、「
流

い
う
決
定
的
な
別
離
か
ら
、
本
妻
の
妨

な
別
離
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
恋
の
終
末
が

て
、
絶
望
す
る
心
情
が
描
か
れ
て
い
る

に
見
て
く
る
と
、
拾
遺
集
恋
部
を
構
成

侍
け
る
人
、
京
に
侍
け
る
男
を
道
の

九
一

後
撰
集
に
な
っ
て
一
八
〇

少
す
る
。
贈
答
歌
の
数
だ

を
多
く
収
録
す
る
こ
と
で

、
古
今
集
と
拾
遺
集
は
、

き
を
置
い
て
い
る
と
い
わ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

ど
が
現
実
の
恋
を
描
く
も

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

さ
れ
た
贈
答
歌
が
、
恋
部

て
お
き
た
い
。

番
詞
書
）

と
が
か
な
わ
ぬ
、
絶
望
的

罪
」
や
「
死
別
」「
遠
国
へ

害
や
相
手
の
心
変
わ
り
に

描
か
れ
る
。
恋
五
は
恋
の

と
い
え
よ
う
。

す
る
上
に
お
い
て
、
詞
書

ま
ま
に
恋
ひ
ま
か
り
て
、



集
で
は
あ
る
が
、
贈

入
れ
よ
う
と
し
た
編

ま
た
、
贈
答
歌
の

首
で
あ
っ
た
の
が
、

り
さ
れ
た
男
女
の
恋

集
に
お
い
て
強
く
表

で
は
、
贈
答
歌
が

拾
遺
集
恋
部
に
は

だ
し
左
注
に
よ
っ
て

に
な
る
）
ほ
ぼ
同
数

で
は
恋
一
に
一
組
、

組
で
あ
る
。
と
く
に

ち
六
組
ま
で
が
恋
一

一
組
ず
つ
配
置
さ
れ

拾
遺
集
恋

れ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
述
し

の
中
に
は
、
恋
の
段

え
ら
れ
る
も
の
が
あ

詞
書
を
伴
う
贈
答
歌

の
で
は
な
い
だ
ろ
う

答
歌
の
配
置
を
見
る
と
、
現
実
の
恋
歌

集
意
図
が
う
か
が
え
る
。

い
ず
れ
か
一
方
だ
け
の
も
の
を
見
る
と

拾
遺
集
で
は
五
五
首
に
増
加
し
て
い
る

歌
を
収
載
し
よ
う
と
い
う
傾
向
は
、
古

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

集
中
し
て
い
る
恋
一
に
お
い
て
、
贈
答

贈
答
歌
は
九
組
し
か
な
い
。
古
今
集
恋

、
さ
ら
に
一
組
が
贈
答
歌
と
な
る
の
を

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
贈
答
歌
の
配
置
を

恋
二
に
一
組
、
恋
三
に
三
組
、
恋
四
に

集
中
す
る
巻
は
な
い
。
一
方
、
拾
遺
集

に
置
か
れ
て
い
る
。
残
り
の
三
組
が
、

て
い
る
。
数
量
的
に
は
古
今
集
と
同
じ

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

た
よ
う
に
、
拾
遺
集
恋
部
の
贈
答
歌
に

階
を
示
す
と
い
う
構
成
上
に
重
要
な
役

っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
現
実
の
恋
で

も
、
配
列
構
成
上
に
何
ら
か
の
役
割
を

か
。

を
効
果
的
に
組
み

古
今
集
に
は
一
五

。
実
際
に
や
り
と

今
集
よ
り
も
拾
遺

歌
は
い
か
に
組
み

こ
の
後
に

べ
き
い
は
ぬ

の
み
見
て
や

に
終
わ
る
｜

を
受
け
て
、

と

ぐ
役
割

よ
み
人
知

部
も
九
組
で
（
た

加
え
る
と
一
〇
組

見
る
と
、
古
今
集

三
組
、
恋
五
に
二

で
は
、
九
組
の
う

恋
二
と
三
と
五
に

傾
向
を
示
す
拾
遺

こ
と
を
嘆
く

て
ま
し
思
心

に
知
っ
て
も

そ
し
て
、

の
も
と
に
は

ら
「
色
に
い

事
は
な
か
っ

付
せ
ら
れ
た
詞
書

割
を
果
た
す
と
考

あ
る
こ
と
を
示
す

与
え
ら
れ
て
い
る

込
ま
れ
、
ど

恋
一
は
有

首
目
の
忠
見

思
そ
め
し
か

二
首
目
の
兼

の
と
ふ
ま
で

は
、
題
知
ら
ず
歌
群
｜
「
な
げ
き
あ
ま

を
人
の
し
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」（
６
２

は
恋
ひ
む
紅
の
す
ゑ
つ
む
花
の
色
に
い

が
続
く
。
自
か
ら
の
気
持
ち
を
は
じ
め

「
色
に
出
づ
る
恋
」
の
テ
ー
マ
を
繰
り

を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ら
ず
歌
群
は
主
題
を
展
開
さ
せ
る
歌
ま

。
し
か
し
、
三
首
目
の
貫
之
の
歌
「
色

を
し
る
人
の
な
さ
」（
６
２
３
番
歌
）

ら
え
ぬ
嘆
き
が
歌
わ
れ
る
。

四
首
目
（
６
２
４
番
歌
）
に
は
最
初
の

じ
め
て
つ
か
は
し
け
る
」
平
公
誠
の
歌

づ
る
恋
」
へ
と
展
開
す
る
。
し
か
し
、

た
と
読
ま
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か

名
な
天
徳
内
裏
歌
合
の
名
勝
負
の
歌
に

詠
「
こ
ひ
す
て
ふ
我
が
名
は
ま
だ
き
立

」（
６
２
１
番
歌
）
に
歌
わ
れ
る
人
知

盛
詠
「
し
の
ぶ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り

」（
６
２
２
番
歌
）
で
は
早
く
も
他
人

り
つ
ゐ
に
色
に
ぞ
い
で
ぬ

５
番
歌
）
か
ら
「
よ
そ
に

で
ず
は
」（
６
３
２
番
歌
）

て
相
手
に
伝
え
た
公
誠
詠

返
し
、
次
の
贈
答
歌
群
へ

た
は
各
主
題
の
中
心
と
な

な
ら
ば
う
つ
る
許
も
そ
め

で
は
、
肝
心
の
恋
の
相
手

恋
文
が
置
か
れ
る
。「
女

に
よ
っ
て
「
忍
ぶ
恋
」
か

返
事
は
記
さ
れ
な
い
。
返

る
。

九
二

を
見
て
ゆ
き
た
い
。

よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
。
一

ち
に
け
り
人
し
れ
ず
こ
そ

れ
ず
は
じ
ま
っ
た
恋
が
、

我
が
恋
は
も
の
や
思
と
人

に
気
付
か
れ
て
し
ま
っ
た



拾
遺
集
恋

「
く
る
し
き
物
と
こ
ひ

し
か
り
け
り
」（
６
３

番
歌
）、「
つ
れ
な
き

歌
）
と
、
自
ら
の
苦

さ
れ
た
一
組
の
贈
答

し
が
な返

し

な
が
か
ら
じ
と

何
と
か
自
ら
の
恋

女
性
の
返
歌
は
、
い

ぬ
」
と
い
う
否
定
的

こ
の
後
に
は
五
首

背
景
に
流
れ
る
コ
ー

続
い
て
男
性
達
の

れ
る
。
い
ず
れ
も
返

で
最
初
の
一
組
の
贈

つ
つ
み
の

あ
な
こ
ひ
し
は

る
歌
の
前
後
に
効
果

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

を
し
り
ぬ
る
」（
６
３
８
番
歌
）、「
見

９
番
歌
）、「
心
を
よ
せ
て
こ
ふ
る
こ

人
に
」（
６
４
１
番
歌
）、「
人
は
つ
れ

し
さ
と
相
手
の
つ
れ
な
さ
を
対
比
さ
せ

歌
に
表
現
さ
れ
た
男
女
の
心
情
を
反
復

思
心
は
水
の
あ
は
に
よ
そ
ふ
る
人
の
た

心
を
相
手
に
知
ら
せ
た
い
と
願
っ
た
男

わ
ゆ
る
「
女
歌
」
の
常
套
的
な
表
現
を

な
も
の
で
あ
る
。

の
題
知
ら
ず
歌
群
（
６
３
８

６
４
２

ラ
ス
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

初
め
て
の
求
愛
歌
群
（
６
３
３

６
３

歌
は
な
く
す
べ
て
贈
歌
の
み
で
あ
る
。

答
歌
が
置
か
れ
る
。

中
納
言
の
み
や
す
所
を
見
て
つ
か
は
し

つ
か
に
人
を
み
つ
の
あ
は
の
き
え
か
へ

的
に
配
さ
れ
、
あ
た
か
も
舞
台
上
で
展

な
れ
ぬ
人
も
こ
ひ

の
ご
ろ
」（
６
４
０

な
し
」（
６
４
２
番

る
内
容
で
、
前
置

し
、
つ
れ
な
い
返

お
ほ
は返

さ
か
木

も
ふ

６
７
０
・

の
ま
れ
ぬ
哉

性
の
歌
に
対
す
る

用
い
た
「
頼
ま
れ

番
歌
）
が
続
く
が
、

男

あ
は
れ返

ほ
ど
も

は
め

６
５
７
・大

５
番
歌
）
が
お
か

そ
の
あ
と
に
恋
部

け
る

小
野
宮
太
政
大
臣

る
と
も
し
ら
せ
て

色
に
出
だ
し

の
た
め
に
ま

よ
っ
て
描
か

残
り
の
五

ち
つ
つ
、
主

を
ま
と
め
て

６
５
３
・

開
す
る
恋
物
語
の

歌
を
受
け
取

ら
の
神
も
知
る
ら
む
我
が
恋
は
け
ふ
氏

しば
の
春
さ
す
枝
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
と
が

６
７
１
番
歌

の
よ
み
て
を
こ
せ
て
侍
け
る

と
も
お
も
は
じ
物
を
白
雪
の
し
た
に
消

しな
く
消
え
ぬ
る
雪
は
か
ひ
も
な
し
身
を

６
５
６
番
歌

原
野
祭
の
日
さ
か
き
に
さ
し
て
女
の
許

、
よ
う
や
く
返
事
は
も
ら
え
た
も
の
の

す
ま
す
恋
の
苦
し
さ
は
募
る
。
そ
の
よ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

組
の
贈
答
歌
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
前
後
の

題
の
展
開
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る

列
挙
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

６
５
４
番
歌

っ
た
男
の
心
情
に
共
鳴
す
る
内
容
に
な

九
三

人
の
心
や
ら
な
む

よ
み
人
知
ら
ず

む
る
神
も
あ
ら
じ
と
ぞ
お

え
つ
つ
猶
も
ふ
る
か
な中

務

つ
み
て
こ
そ
あ
は
れ
と
思

に
つ
か
は
す

一
条
摂
政

、
相
手
の
つ
れ
な
い
返
歌

う
な
心
情
の
流
れ
が
歌
に

歌
と
歌
語
の
連
続
性
を
持

が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら

っ
て
い
る
。
忍
ぶ
思
い
を



ち
ぎ
り
け

つ
ゆ
許
た
の
め

返
し

つ
ゆ
許
た
の
む

こ
れ
ら
の
贈
答
歌

で
共
通
し
て
い
る
。

を
訴
え
る
歌
、

は

む
６
７
４
・
６
７
５

女
の
も
と

ひ
と
し
れ
ぬ
涙

返
し

君
は
た
だ
袖
許

６
８
９
・
６
９
０

拾
遺
集
恋

け
さ
う
し

わ
が
た
め
は
た

と

返
し

か
き
や
ら
ば
に

る
こ
と
あ
り
け
る
女
に
つ
か
は
し
け
る

し
ほ
ど
の
す
ぎ
ゆ
け
ば
消
え
ぬ
許
の
心

る
こ
と
も
な
き
物
を
あ
や
し
や
な
に
に

に
お
け
る
男
性
の
贈
歌
は
す
べ
て
熱
心

は
わ
が
身
を
白
雪
に
喩
え
「
消
え
つ

祭
の
日
に
神
か
け
て
の
求
愛
、

は
愛

番
歌

に
つ
か
は
し
け
る

に
袖
は
朽
に
け
り
逢
ふ
夜
も
あ
ら
ば
な

を
や
く
た
す
ら
む
逢
に
は
身
を
も
か
ふ

番
歌 部

に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

侍
け
る
女
の
さ
ら
に
返
ご
と
し
侍
ら
ざ

な
ゐ
の
し
水
ぬ
る
け
れ
ど
猶
か
き
や
ら

ご
り
こ
そ
せ
め
浅
き
瀬
の
み
く
づ
は
誰

菅
原
輔
昭

地
こ
そ
す
れ

よ
み
人
知
ら
ず

思
を
き
け
ん

な
求
愛
と
い
う
点

つ
」
恋
嘆
く
日
々

情
が
な
い
女
性
に

何
ら
か
の
意

し
か
も
、
そ

に
贈
答
歌
を

っ
て
描
こ
う

こ
れ
ら
の

と
を
許
さ
れ

て
一
層
深
ま

よ
み
人
知
ら
ず

に
に
つ
つ
ま
む

と
こ
そ
聞
け

ふ
」
こ
と
を

あ
る
い
は
ま

あ
る
。
拒
絶

流
れ
を
作
り

こ
の
よ
う

恋
の
成
就
の

と
の
見
方
も

り
け
れ
ば

藤
原
実
方
朝
臣

む
さ
て
は
す
む
や

よ
み
人
知
ら
ず

か
す
ま
せ
て
も
見

も
「
猶
か
き

「
涙
に
袖
」
が

違
え
ら
れ
「

る
が
、
熱
心

様
で
は
な
い

と
相
手
の
嘆

図
に
よ
り
厳
選
さ
れ
た
結
果
と
見
て
よ

の
う
ち
六
組
を
一
つ
の
巻
に
集
中
さ
せ

多
く
配
し
、
男
性
か
ら
の
熱
心
な
求
愛

と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

贈
答
歌
は
、
恋
文
の
や
り
取
り
が
始
ま

な
い
も
ど
か
し
さ
を
強
調
し
、
ま
た
、

る
恋
の
嘆
き
と
「
逢
瀬
を
待
つ
」
心
情

求
め
、
あ
る
い
は
、

「
誰
か
す
ま
せ

た
、

「
と
が
む
る
神
も
あ
ら
じ
」
と

一
辺
倒
で
は
な
い
た
め
に
、
ま
す
ま
す

上
げ
る
効
果
を
果
た
し
て
い
る
。

に
恋
一
に
贈
答
歌
が
集
中
し
て
配
置
さ

た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う

で
き
よ
う
。
し
か
し
、
わ
ず
か
九
組
と

や
ら
む
」
と
一
途
に
求
愛
し
、

は

朽
ち
る
と
訴
え
、

は
よ
う
や
く
取

消
え
ぬ
ば
か
り
」
嘆
い
て
い
る
。
そ
れ

で
一
途
な
求
愛
の
歌
で
あ
る
。
一
方
、

。

「
甲

も
な
し
」、
ま
た

「
あ

き
を
一
蹴
し
つ
つ
、

「
身
を
つ
み
て

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

て
い
る
。
恋
の
初
期
段
階

を
具
体
的
な
現
実
感
を
も

る
。

っ
て
も
な
か
な
か
逢
う
こ

恋
文
の
や
り
と
り
に
よ
っ

が
募
っ
て
行
く
段
階
を
描

て
も
み
む
」
と
拒
絶
し
、

求
愛
を
受
け
入
れ
る
歌
も

恋
心
を
募
ら
せ
る
と
い
う

れ
て
い
る
の
は
、
恋
文
が

現
実
の
反
映
に
過
ぎ
な
い

い
う
贈
答
歌
の
少
な
さ
は
、

九
四

恋
の
嘆
き
の
た
め
に
流
す

り
付
け
た
逢
瀬
の
約
束
を

ぞ
れ
異
な
る
状
況
で
は
あ

女
性
の
返
歌
、
反
応
は
一

や
し
や
何
に
思
を
き
け
む
」

こ
そ
」、

「
身
を
も
か



拾
遺
集
恋

う
で
あ
る
。

考
察
の
結
果
、
そ

中
に
配
列
さ
れ
た
贈

る
こ
と
が
わ
か
っ
た

さ
れ
て
い
る
の
で
あ

に
も
注
目
す
べ
き
で

差
異
の
大
き
さ
の
た

る
。
恋
部
に
お
け
る

今
集
と
変
わ
ら
な
い

と
は
い
え
、
実
際
の

え
ば
、
贈
答
の
大
半

「
女
」
と
し
か
記
さ
れ

な
役
割
を
担
っ
て
配

さ
ら
に
、
贈
答
歌

以
上
見
て
き
た
こ
と

成
を
考
え
る
上
で
等

五

拾
遺
集
恋
部
の
構

く
た
め
に
効
果
的
に

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

の
詞
書
に
よ
っ
て
現
実
の
恋
か
ら
生
ま

答
歌
は
、
恋
の
段
階
的
な
推
移
を
示
す

。
恋
部
の
構
成
は
、
数
少
な
い
詞
書
に

る
。

あ
る
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
拾
遺
集

め
に
、
常
に
古
今
集
と
の
類
似
性
が
強

贈
答
歌
と
そ
の
詞
書
に
つ
い
て
も
、
数

。
し
か
し
、
子
細
に
検
討
す
れ
ば
、
数

恋
の
単
な
る
反
映
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ

は
女
の
返
歌
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
や
、

な
い
こ
と
等
は
現
実
味
を
捨
象
し
よ

列
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

の
一
方
と
し
て
収
載
さ
れ
た
歌
の
考
察

か
ら
だ
け
で
も
、
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

閑
視
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

お
わ
り
に

成
を
考
え
る
上
で
、
実
際
に
贈
答
さ
れ

配
さ
れ
て
い
る
。
贈
答
歌
は
恋
一
を
構

れ
た
歌
と
し
て
集

指
標
と
な
っ
て
い

よ
っ
て
端
的
に
示

後
撰
集

所
収
の
天

え
た
所
が

拾
遺
集

一
著
、
大

同
書
に
よ

は
、
後
撰
集
と
の

調
さ
れ
が
ち
で
あ

量
的
に
見
れ
ば
古

量
的
に
は
少
な
い

と
が
わ
か
る
。
例

ま
た
恋
の
相
手
は

う
と
し
た
か
の
よ

中
心
に
し
て

う
、
大
枠
で

を
中
心
と
す

浮
か
び
あ
が

の
で
あ
る
。

注

が
必
要
で
あ
る
が
、

が
、
恋
の
配
列
構

う
。

た
歌
と
そ
の
詞
書

ら
ず
、
例
え

た
る
過
程
に

さ
れ
て
い
る

ま
た
、
贈

果
を
あ
げ
て

た
詞
書
の
面

拾
遺
集
は

成
す
る
上
に
重
要

詞
書
に
注

の
本
文
は
『
後
撰
和
歌
集
総
索
引
』（
大
阪

福
本
に
よ
る
。
た
だ
し
、
濁
点
を
施
し
、
仮

あ
る
。
前
歌
と
同
じ
詞
書
、
作
者
名
に
は

の
本
文
は
『
拾
遺
和
歌
集
の
研
究
・
校
本

学
堂
書
店
、
昭
和
五
五
年
刊
）
に
よ
る
。
異

る
。
表
記
と
（

）
に
つ
い
て
は

に
同
じ

現
実
の
恋
よ
り
も
恋
の
情
趣
を
描
く
こ

は
古
今
集
の
配
列
構
成
原
理
を
踏
襲
し

る
実
詠
歌
と
そ
の
詞
書
に
よ
っ
て
有
名

ら
せ
、
古
か
ら
今
に
到
る
様
々
な
恋
模

ば
、
恋
四
で
は
「
心
が
わ
り
」
を
主
題

お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
心
の
た
ゆ
た
い

と
い
う
構
成
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る

答
歌
は
恋
一
に
お
い
て
恋
の
情
趣
と
心

い
る
。
後
撰
集
に
お
い
て
激
増
し
た
恋

白
さ
を
、
拾
遺
集
編
者
は
巧
み
に
取
り

、
恋
の
進
展
を
和
歌
に
よ
っ
て
描
く
と

目
す
る
こ
と
で
、
恋
の
進
展
・
段
階
を

九
五

女
子
大
学
、
昭
和
四
〇
年
刊
）

名
漢
字
等
の
表
記
は
一
部
変

（

）
を
付
し
た
。

篇
・
伝
本
研
究
篇
』（
片
桐
洋

本
本
文
に
つ
い
て
の
注
記
も

。 と
を
中
心
に
す
え
る
と
い

つ
つ
も
、
一
方
で
贈
答
歌

無
名
の
人
々
の
恋
物
語
を

様
を
描
き
だ
そ
う
と
し
た

に
、
結
婚
か
ら
別
離
に
い

」
を
描
く
べ
く
歌
が
配
列

。情
に
現
実
味
を
与
え
る
効

の
贈
答
歌
、
詳
細
に
な
っ

入
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

い
う
、
ま
た
、
晴
の
歌
を

お
う
と
い
う
方
法
の
み
な



が
指
摘
さ
れ
て
い

異
本
第
一
系
統

し
け
る
」、
６
４
６

る
侍
従
に
侍
け
る

用
例
数
は
異
な
る

異
本
第
一
系
統

片
桐
洋
一
「
女

和
五
三
年
刊
。
後

る
。
後
撰
集
の
配

（「
和
歌
文
学
研
究

に
所
収
。

小
町
谷
照
彦
「

和
四
二
年
一
〇
月

小
町
谷
照
彦
「

五
月
号
）

小
池
博
明
著
『

に
同
じ
。
題

一
四
・
四
％
に
比

拾
遺
集
恋

片
桐
洋
一
「『
拾

平
成
一
年
一
二
月

所
収
。）
に
す
で
に

歌
へ
」
改
め
た
例

げ
ら
れ
て
い
る
。

中
心
に
」（
宇
都
宮

い
ず
れ
も
神
婚
観

片
桐
洋
一
「『
拾る

。
は
、
こ
の
例
の
う
ち
、
６
２
４
番
詞
書
が

番
詞
書
が
「
ま
さ
た
だ
が
む
す
め
の
も
と

時
」
と
あ
る
。
使
用
例
は
皆
無
で
は
な
い

。の
み
、
下
句
「
見
れ
ど
も
君
が
あ
ふ
と
き
も

流
文
学
と
し
て
の
後
撰
集
」（『
論
叢
王
朝
文

に
『
古
今
和
歌
集
以
後
』
に
所
収
。）
に
お

列
に
つ
い
て
「
古
今
集
的
な
配
列
の
と
ら
え

」
二
二
号
、
昭
和
四
三
年
一
月
）。
後
に

拾
遺
集
の
本
質
｜
三
代
集
の
終
結
点
｜
」

号
）

拾
遺
集
恋
歌
の
表
現
構
造
」（「
国
語
と
国

拾
遺
集
の
構
成
』（
新
典
社
、
平
成
八
年
刊

知
ら
ず
は
拾
遺
集
恋
歌
の
七
四
・
四
％
を
占

べ
て
極
め
て
多
い
が
、
古
今
集
恋
部
の
八
八

部
に
お
け
る
贈
答
歌
と
そ
の
詞
書

遺
集
』
に
お
け
る
『
後
撰
集
』
歌
」（「
国

号
、
後
に
笠
間
書
院
、
平
成
一
二
年
刊
『
古

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
敦
忠
歌
に
つ
い
て
は

、
小
町
が
姉
の
歌
は
「
新
解
釈
に
よ
る
新
本

ま
た
、
佐
藤
和
喜
「
拾
遺
集
の
物
語
性
｜
後

大
学
教
育
学
部
紀
要

第
四
七
号
、
平
成

念
を
無
化
す
る
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

遺
集
』
の
組
織
と
成
立
｜『
拾
遺
抄
』
か
ら「

女
の
も
と
に
つ
か
は

に
い
ひ
つ
か
は
し
け

が
、「
は
じ
め
て
」
の

な
き
」

学
』
笠
間
書
院
、
昭

い
て
指
摘
さ
れ
て
い

か
た
で
は
説
明
が
不

『
古
今
和
歌
集
以
後
』

（
国
語
と
国
文
学
、
昭

文
学
」、
昭
和
四
五
年

）め
、
後
撰
集
恋
部
の

・
九
％
に
近
い
こ
と

歌
が
な
い

鈴
木
日

刊
）
の
定

文
学
」
第
六
九
号
、

今
和
歌
集
以
後
』
に

「
褻
の
歌
か
ら
晴
の

文
」
の
例
と
し
て
あ

撰
集
と
の
重
出
歌
を

九
年
三
月
号
）
で
は
、

。『
拾
遺
集
』
へ
｜
」

可
能
」
と

異
本
第

か
は
し
け

る
時
あ
る

る
。異

本
系

ぞ
れ
一
首

の
贈
答
歌

。出
男
「
女
歌
の
本
性
」、『
古
代
和
歌
史
論

義
に
よ
る
。

し
、
そ
の
独
自
な
組
織
の
特
色
を
論
じ
て
い

一
系
統
の
本
文
に
は
「
善
祐
法
師
な
が
さ
れ

る
」
と
あ
り
、
異
本
第
二
系
統
の
本
文
に
は

お
ん
な
の
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
っ
て
、
そ

統
で
は
八
組
で
あ
る
。
異
本
第
一
系
統
、
第

欠
い
て
い
る
。
即
ち
、
異
本
第
一
系
統
で
は

の
返
歌
が
、
異
本
第
二
系
統
で
は
、
例
に
引』（

東
大
出
版
会
、
平
成
二
年

九
六る

。
侍
け
る
時
あ
る
女
の
家
に
つ

「
善
祐
な
が
さ
れ
は
べ
り
け

れ
ぞ
れ
作
者
が
異
な
っ
て
い

二
系
統
と
も
に
返
歌
を
そ
れ

巻
五
の
円
融
院
と
少
将
更
衣

い
た
恋
一
の
６
３
６
番
の
返


