
合
歓
の
木
の
歌

︱
﹃
閑
吟
集
﹄
小
歌
か
ら

︱

植

木

朝

子

つ
ぼ
い
な
う

青
裳

つ
ぼ
い
な
う

つ
ぼ
や

寝
も
せ
い
で

睡
か
る

ら
う
︵
二
八
一①
︶

︵
可
愛
い
な
あ
︑
合
歓
の
木
よ
︑
本
当
に
可
愛
い
︑
可
愛
い
ね
え
︒

寝
も
し
な
い
で
︑
さ
ぞ
眠
た
か
ろ
う
ね
え
︒︶

室
町
時
代
後
期
の
流
行
歌
謡
・
小
歌
を
集
成
し
た
﹃
閑
吟
集
﹄
に
見
え
る
一

首
で
あ
る
︒﹁
青
裳
﹂
は
合ね

歓む

の
木
の
異
称
︒
宋
の
蘇
頌
の
﹃
図
経
本
草
﹄
で

は
︑
崖
豹
古
今
注
を
引
い
て
︑﹁
欲
蠲
人
之
忿
︑
則
贈
以
青
裳
︑
合
歓
也
︑
植

之
庭
除
︑
使
人
不
忿②
﹂
と
し
て
お
り
︑
合
歓
が
青
裳
の
異
称
で
あ
る
こ
と
を
示

す
ほ
か
︑
人
の
怒
り
を
除
こ
う
と
思
っ
た
ら
青
裳
︵
合
歓
︶
を
贈
る
の
が
よ
い
︑

こ
れ
を
庭
に
植
え
て
お
く
と
人
の
怒
り
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
︒
合

歓
が
人
の
怒
り
を
鎮
め
る
と
い
う
把
握
は
古
く
﹃
文
選
﹄﹁
養
生
論
﹂
に
見
え
︑

さ
ら
に
︑
小
歌
の
時
代
に
下
っ
て
明
の
李
時
珍
の
﹃
本
草
綱
目
﹄
に
も
見
え
て

い
る
︒
日
本
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば
弘
仁
九
年
︵
八
一
八
︶
成
立
の
﹃
文
華

秀
麗
集
﹄
に
引
か
れ
て
い
る③
︒

正
徳
二
年
︵
一
七
一
二
︶
自
序
の
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
は
︑﹁
合
歓
﹂
の
異

称
を
並
べ
て
﹁
合
昏

夜
合

青
裳

萌
葛

烏
頼
樹

尸
利
灑
樹
︿
仏
経
﹀

和
名
祢
布
里
乃
木
又
云
加
宇
加
乃
木
﹂
と
し
た
上
で
︑﹃
本
草
綱
目
﹄
を
引
き

﹁
人
家
植
於
庭
除
間
使
人
不
忿
蓋
云
合
歓
蠲
忿
萱
草
忘
憂
﹂
と
す
る④
︒
続
け
て
︑

合
歓
の
木
の
皮
の
効
能
と
し
て
︑
五
臓
を
安
ら
か
に
し
︑
心
を
和
ら
げ
て
人
を

楽
し
く
さ
せ
︑
憂
い
を
な
く
さ
せ
る
こ
と
を
述
べ
る
︒
漢
方
薬
と
し
て
の
効
能

も
︑
植
え
て
お
く
だ
け
で
怒
り
を
鎮
め
る
と
さ
れ
る
合
歓
の
把
握
と
重
な
っ
て

い
る
︒

さ
て
︑
以
上
の
例
に
よ
っ
て
︑
﹁
青
裳
﹂
が
合
歓
の
木
の
異
称
で
あ
る
こ
と

は
確
実
と
言
い
得
る
が
︑
平
安
時
代
︑
鎌
倉
時
代
の
辞
書
類
に
は
︑
合
歓
の
木

の
異
称
と
し
て
の
青
裳
は
見
い
だ
せ
な
い
︒

昌
泰
年
間
︵
八
九
八
～
九
〇
一
︶
に
成
っ
た
﹃
新
撰
字
鏡
﹄
巻
七
に
は
﹁
合

合
歓
の
木
の
歌

五
三



歓
樹

祢
夫
利⑤
﹂
と
あ
り
︑
延
喜
年
間
︵
九
〇
一
～
九
二
三
︶
成
立
の
﹃
本
草

和
名
﹄
巻
一
三
に
見
え
る
合
歓
の
異
称
は
﹁
合
昏
﹂︑﹁
戎
﹂︑﹁
茸
樹
﹂﹁
轟
﹂

﹁
濠
豪
﹂﹁
百
合
﹂
﹁
蠲
忿
﹂
で
︑﹁
和
名
祢
布
利
乃
岐
﹂
と
す
る⑥
︒
ま
た
︑
承
平

年
間
︵
九
三
一
～
九
三
八
︶
に
成
立
し
た
﹃
倭
名
類
聚
抄
﹄
巻
二
〇
は
﹁
棔
﹂

﹁
睡
樹
﹂
の
表
記
を
あ
げ
︑﹁
和
名
祢
布
里
乃
木
﹂
と
し
て
い
る⑦
︒
さ
ら
に
︑
鎌

倉
初
期
ま
で
に
成
立
し
た
﹃
伊
呂
波
字
類
抄
﹄
巻
五
は
︑﹁
合
歓
木
﹂
に
﹁
ネ

フ
リ
ノ
キ
﹂
の
割
注
を
付
し
︑
異
称
と
し
て
︑﹁
睡
樹
﹂︑﹁
合
棔
﹂︑﹁
萱
草
﹂︑

﹁
鹿
麹
﹂︑﹁
合
昏
﹂
﹁
百
合
﹂﹁
蠲
忿
﹂
を
あ
げ
る⑧
︒

こ
う
し
て
み
る
と
︑﹃
閑
吟
集
﹄
の
一
首
は
︑
新
た
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
異
称
と
し
て
の
﹁
青
裳
﹂
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
見
ら
れ
︑
こ
こ
に
も
︑

流
行
歌
謡
と
し
て
の
新
鮮
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

本
稿
で
は
︑
合
歓
の
木
の
歌
を
概
観
し
た
上
で
︑﹃
閑
吟
集
﹄
小
歌
の
面
白

さ
を
考
え
て
み
た
い
︒

一
︑
和
歌
に
お
け
る
合
歓

合
歓
は
マ
メ
科
の
落
葉
高
木
で
︑
高
さ
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
︒
葉
は
︑
長

さ
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
葉
か
ら
な
る
複
葉
で
︑
長
さ
は
三
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
︒
夜
間
は
葉
が
垂
れ
下
が
り
小
葉
は
表
面
を
合
わ
せ
て
閉
じ
る
︒

笑
い
話
に
分
類
さ
れ
る
昔
話
の
類
型
の
中
に
は
︑
合
歓
の
木
の
葉
が
閉
じ
る
こ

と
に
注
目
し
た
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
︒

愚
か
な
婿
︵
息
子
︶
が
野
良
仕
事
か
ら
い
つ
も
早
く
帰
っ
て
来
て
し
ま
う

の
で
︵
あ
る
い
は
帰
り
が
あ
ま
り
に
遅
す
ぎ
る
の
で
︶︑
舅
︵
親
︶
は

﹁
合
歓
の
木
が
眠
っ
た
ら
帰
っ
て
来
い
﹂
と
教
え
る
︒
婿
︵
息
子
︶
は
︑

合
歓
の
木
の
な
い
と
こ
ろ
で
仕
事
を
す
る
と
わ
か
ら
な
い
か
ら
と
︑
合
歓

の
木
を
切
っ
て
腰
に
下
げ
て
行
っ
た
が
︑
折
っ
た
枝
だ
っ
た
た
め
に
す
ぐ

し
ぼ
ん
で
し
ま
っ
た
の
を
︑﹁
眠
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
言
っ
て
帰
っ
て
来

た⑨
︒

こ
こ
で
は
︑
合
歓
の
木
の
葉
が
時
間
を
知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
が
︑﹁
ね
ぶ
︵
り
︶
の
き
﹂﹁
ね
む
の
き
﹂
の
和
名
は
︑
夜
間
に
葉
の

閉
じ
る
性
質
か
ら
生
じ
た
︒
﹃
名
語
記
﹄
巻
四
に
︑

問

木
ノ
名
ニ
ネ
フ
ノ
木
如
何

答

ネ
フ
ハ
ネ
フ
リ
ノ
木
也

ヒ
ル
ハ

葉
ノ
ヒ
ロ
コ
リ
テ
日
ク
レ
夜
ニ
ナ
レ
ハ
葉
ヲ
ス
ヘ
タ
ヽ
ミ
ヨ
ス
ル
木
也

晝
夜
ヲ
シ
リ
テ
ネ
フ
レ
ハ
ネ
フ
ノ
木
ト
ナ
ツ
ク
ル
也⑩

と
あ
る
通
り
で
あ
る
︒
ま
た
︑
中
国
で
﹁
合
歓
﹂︵
男
女
の
共
寝
の
意
︶
と
す

る
の
は
︑
ぴ
っ
た
り
と
閉
じ
合
わ
さ
っ
た
夜
の
葉
の
様
子
か
ら
出
て
い
る
も
の

で
あ
ろ
う
︒
六
月
～
七
月
︑
枝
先
に
傘
形
の
花
が
咲
く
︒
紅
く
細
い
雄
蕊
は
花

か
ら
糸
状
に
伸
び
︑
外
に
向
か
っ
て
放
射
状
に
広
が
る
︒
美
し
い
花
の
姿
や
葉

の
変
わ
っ
た
性
質
︑
和
漢
の
名
称
の
面
白
さ
な
ど
か
ら
す
る
と
︑
和
歌
に
も
多

く
詠
ま
れ
そ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
古
典
和
歌
に
お
け
る
用
例
は
極
め
て
少
な
い
︒

以
下
︑
合
歓
の
和
歌
を
辿
っ
て
み
た
い
︒

合
歓
の
木
の
歌

五
四



﹃
万
葉
集
﹄
に
は
︑
次
の
三
例
が
見
え
る
︵
原
文
も
﹁
合
歓
木
﹂
の
字
を
用

い
て
い
る
︶︒

①

昼
は
咲
き
夜
は
恋
ひ
寝
る
合
歓
木

ね

ぶ

の
花
君
の
み
見
め
や
戯わ

奴け

さ
へ
に

見
よ
︵
一
四
六
一
︶

②

我
妹
子
が
形
見
の
合
歓
木
は
花
の
み
に
咲
き
て
け
だ
し
く
実
に
な
ら

じ
か
も
︵
一
四
六
三⑪
︶

③

我
妹
子
を
聞
き
都
賀
野
辺
の
し
な
ひ
合
歓
木
我
は
忍
び
得
ず
間
な
く

し
思
へ
ば
︵
二
七
五
二⑫
︶

①
は
紀
女
郎
が
大
伴
家
持
に
合
歓
の
花
と
と
も
に
贈
っ
た
歌
で
︑﹁
昼
は
咲

き
夜
は
恋
い
つ
つ
寝
る
と
い
う
合
歓
の
花
を
主
人
だ
け
が
見
る
べ
き
で
し
ょ
う

か
︒
お
仕
え
す
る
未
熟
者
も
見
な
さ
い
﹂
と
い
う
意
味
で
︑
自
ら
を
﹁
君
﹂

︵
主
君
︶
に
︑
家
持
を
仕
え
る
者
に
見
做
し
て
︵﹁
戯
奴
﹂
は
若
輩
に
対
し
未
熟

者
と
揶
揄
し
て
呼
ぶ
語
︶
戯
れ
た
も
の
︒
家
持
に
来
訪
を
促
し
︑
暗
に
共
寝
に

誘
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
合
歓
の
花
は
夕
方
開
花
し
︑
日
中
に
は

し
ぼ
む
の
で
︑
実
態
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
︒﹁
合
歓
木
花
﹂
と
あ
る
も
の
の
︑
念

頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
︑
昼
間
は
開
い
て
い
て
夜
に
な
る
と
閉
じ
合
わ
さ
れ

る
合
歓
の
葉
の
性
質
で
あ
ろ
う
︒

②
は
︑
①
に
対
す
る
家
持
の
返
歌
で
︑﹁
あ
な
た
に
い
た
だ
い
た
合
歓
は
花

ば
か
り
咲
い
て
︑
お
そ
ら
く
実
が
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂
と
切

り
返
す
︒
あ
な
た
の
誘
い
は
う
わ
べ
だ
け
の
こ
と
で
実
が
な
い
︑
あ
る
い
は
︑

一
時
的
な
愛
情
で
あ
っ
て
持
続
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
っ
た
意
味
を
込
め
た
も
の

で
あ
る
︒
合
歓
は
二
度
花
を
咲
か
せ
る
が
︑
そ
の
割
に
実
が
少
な
い
こ
と
を
踏

ま
え
た
︑
実
感
的
な
歌
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
高
知
県
宿
毛
市
仲
市
の
田
植
歌
に

春
咲
く
は
う
つ
げ
卯
の
花

五
月
に
咲
く
は

か
た
じ
ろ

か
た
じ
ろ
は

一
度
こ
そ
咲
け

こ
う
か
の
花
は
二
度
咲
く

二
度
咲
い
て
一
度
実
が
な

る

一
度
は
た
だ
の
仇
花⑬

と
見
え
る
︒﹁
こ
う
か
﹂
は
︑﹁
合
歓
﹂
を
音
読
し
た
と
こ
ろ
か
ら
の
名
称
で
︑

先
に
引
い
た
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
に
﹁
加
宇
加
乃
木
﹂
と
あ
っ
た
︒
後
述
す
る

よ
う
に
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
見
え
る
の
が
古
い
用
例
で
あ
る
︒

①
②
よ
り
︑
合
歓
が
男
女
の
共
寝
の
イ
メ
ー
ジ
を
は
ら
ん
で
相
聞
歌
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

③
は
︑
寄
物
陳
思
歌
で
﹁
あ
の
娘
の
こ
と
を
聞
き
継﹅

ぐ﹅

都﹅

賀﹅

野
辺
の
し
な
だ

れ
合
歓
木
︒
わ
た
し
は
忍
び
か
ね
る
︑
絶
え
間
な
く
思
う
の
で
﹂
と
い
っ
た
意

味
︒
地
名
﹁
都
賀
野
﹂
に
︑
恋
人
の
こ
と
を
聞
き
継
ぎ
た
い
︵
続
け
て
聞
き
た

い
︶
の
意
味
を
掛
け
た
︑
木
に
寄
せ
る
恋
歌
で
あ
る
︒
﹁
し
な
ひ
合
歓
木
﹂
は
︑

葉
の
垂
れ
下
が
る
様
子
か
ら
言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑

恋
の
思
い
に
沈
む
自
分
が
打
ち
萎
れ
て
い
る
さ
ま
を
譬
え
た
と
す
る
説⑭
と
︑
な

よ
や
か
な
女
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
と
す
る
説⑮
が
あ
る
︒
イ
メ
ー
ジ
の
重
な

り
を
全
く
排
除
す
る
必
要
は
な
い
が
︑﹁
し
な
ふ
﹂
﹁
し
の
ぶ
﹂
が
音
の
上
で
つ

な
が
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑﹁
し
な
ひ
合
歓
木
﹂
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

合
歓
の
木
の
歌

五
五



﹁
忍
び
得
﹂
ぬ
﹁
我
﹂
の
方
の
譬
え
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

﹃
万
葉
集
﹄
①
②
の
歌
は
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄︵
九
八
〇
年
頃
︶
第
六
﹁
か

ふ
く
わ
の
木
﹂
に
︑

ひ
る
は
さ
き
よ
る
は
こ
ひ
ぬ
る
か
ふ
く
わ
の
木
き
み
の
み
み
む
や
わ
け
さ

へ
に
み
よ⑯

わ
ぎ
も
こ
が
か
た
み
の
か
ふ
く
わ
は
な
に
の
み
さ
き
て
け
だ
し
も
み
に
な

ら
ぬ
か
も

と
し
て
見
え
る
︒
﹃
万
葉
集
﹄
の
表
記
﹁
合
歓
﹂
が
﹁
か
ふ
く
わ
︵
ん
︶﹂
と
音

読
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑﹃
和
歌
童
蒙
抄
﹄︵
一
一
二
七
年
頃
︶
や
﹃
袖

中
抄
﹄︵
一
一
八
六
年
頃
︶
は
①
の
歌
第
三
句
を
﹁
ね
ぶ
り
の
木
﹂
と
し
て
引

い
て
い
る
︒

﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
を
踏
襲
し
た
﹃
新
撰
和
歌
六
帖
﹄︵
一
二
四
四
年
頃
︶
第

六
帖
﹁
か
ふ
く
わ
﹂
に
は
︑

お
く
や
ま
の
か
ふ
く
わ
の
花
も
あ
は
れ
な
り
ま
た
も
む
す
ば
ぬ
身
の
た
め

し
と
て
︵
家
良
︶

う
か
り
け
る
か
ふ
く
わ
の
花
の
た
め
し
か
な
わ
が
お
も
ふ
こ
と
も
な
ら
ぬ

身
な
れ
ば
︵
為
家
︶

わ
ぎ
も
子
に
か
く
と
ば
か
り
は
つ
げ
や
ら
ん
か
た
み
の
か
ふ
く
わ
は
な
さ

き
に
け
り
︵
知
家
︶

世
世
に
た
え
ぬ
お
ほ
う
ち
山
の
か
た
な
し
に
ふ
る
き
か
ふ
く
わ
の
木
ず
ゑ

を
ぞ
み
る
︵
信
実
︶

山
ふ
か
み
い
つ
よ
り
ね
ぶ
と
名
を
か
へ
て
か
ふ
く
わ
の
き
に
は
人
ま
ど
ふ

ら
ん
︵
光
俊
︶

の
五
首
が
見
え
る
︒
家
良
詠
・
為
家
詠
は
前
掲
﹃
万
葉
集
﹄
②
の
歌
を
引
い
て
︑

合
歓
の
実
が
な
ら
な
い
こ
と
と
︑
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
わ
が
身
を
重
ね
て
い

る
︒
知
家
詠
も
﹃
万
葉
集
﹄
②
の
﹁
我
妹
子
﹂﹁
形
見
﹂
の
語
を
用
い
て
一
首

を
構
成
し
て
い
る
︒
信
実
歌
は
万
葉
歌
か
ら
全
く
離
れ
た
詠
み
ぶ
り
で
︑
荒
廃

し
た
風
景
の
中
の
古
い
合
歓
の
木
を
歌
い
︑
寂
寞
た
る
趣
が
漂
う
︒
興
味
深
い

の
は
光
俊
詠
で
︑﹁
か
ふ
く
わ
﹂
は
﹁
ね
ぶ
﹂
の
古
称
で
あ
る
と
い
う
把
握
が

明
確
に
表
れ
て
い
る
︒﹃
新
撰
和
歌
六
帖
﹄
の
例
か
ら
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
紀
女
郎

詠
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
︑
男
女
共
寝
の
イ
メ
ー
ジ
︑
華
や
か
な
恋
の
情
趣
は
看

取
さ
れ
ず
︑﹁
あ
は
れ
﹂﹁
憂
し
﹂
﹁
か
た
な
し
﹂
と
い
っ
た
哀
感
漂
う
も
の
に

な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹁
お
く
や
ま
﹂﹁
山
ふ
か
み
﹂
の
語
か
ら
は
︑
山
奥
の
物

寂
し
い
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
︒
﹁
わ
ぎ
も
子
﹂
を
歌
う
知
家
詠
も
︑
形
見
の

花
が
咲
い
た
こ
と
だ
け
は
告
げ
や
り
た
い
と
い
う
歌
い
方
か
ら
す
る
と
︑
恋
人

と
の
親
密
な
関
係
は
途
絶
え
て
お
り
︑
終
わ
っ
た
恋
を
悲
し
む
歌
と
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
︒

こ
の
後
︑
合
歓
は
ほ
と
ん
ど
詠
ま
れ
る
こ
と
が
な
く
︑﹁
白
河
殿
七
百
首
﹂

︵
一
二
六
五
年
︶
に
︑

ひ
る
さ
き
て
ま
が
き
に
た
て
る
ね
ぶ
の
木
は
く
る
る
よ
り
こ
そ
名
に
も
し

合
歓
の
木
の
歌

五
六



る
け
れ
︵
具
氏
︶

と
見
え
︑﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
に
︑﹁
ね
ぶ
の
木
﹂
と
し
て
為
家
︵
一
一
九
八
～
一

二
七
五
︶
の
一
首
︑

あ
き
と
い
へ
ば
長
き
夜
あ
か
す
ね
ぶ
の
木
も
ね
ら
れ
ぬ
程
に
す
め
る
月
か

な

が
見
え
る
程
度
で
あ
る
︒
具
氏
の
﹁
ひ
る
さ
き
て
﹂
は
﹃
万
葉
集
﹄
①
と
共
通

す
る
が
︑
一
首
の
中
心
は
︑
日
が
暮
れ
る
と
眠
る
と
い
う
性
質
と
ね
ぶ
の
木
の

名
を
取
り
合
わ
せ
て
興
じ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
為
家
詠
も
﹁
ね
ぶ
の
木
﹂
に
対

し
て
﹁
寝
ら
れ
ぬ
﹂
と
い
う
反
対
の
語
を
出
し
た
言
葉
遊
び
の
歌
で
あ
る
︒

次
に
見
え
る
合
歓
の
用
例
は
︑
正
徹
︵
一
三
八
一
～
一
四
五
九
︶
の
﹃
草
根

集
﹄
ま
で
下
る
︒

軒
ち
か
く
老
い
の
ね
ぶ
り
を
う
つ
す
木
も
身
の
う
き
こ
と
を
夢
に
や
は
み

ん日
く
る
れ
ば
お
の
が
葉
ご
と
に
歓
を
合
せ
て
ね
ぶ
の
木
も
う
ら
や
ま
し

一
首
目
は
︑
﹁
庭
合
歓
﹂
の
題
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
︑
和
歌
の
中
で
は
︑
合

歓
は
﹁
ね
ぶ
り
を
う
つ
す
木
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
二
首
目
は
﹁
合
歓
木
﹂

の
題
で
詠
ま
れ
た
も
の
︒
一
首
目
と
同
様
︑
葉
を
閉
じ
合
わ
せ
て
眠
る
と
い
う

性
質
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
︑
第
三
句
第
四
句
﹁
歓
を
合
せ
て
﹂
は
︑﹁
合

歓
﹂
の
漢
字
表
記
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
︒
知
的
な
遊
び
の
要
素
が
強
い
が
︑

﹁
う
ら
や
ま
し
﹂
く
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
︑
男
女
の
仲
睦
ま
じ
い
共
寝
の
さ

ま
も
連
想
さ
れ
て
い
よ
う
︒

連
歌
の
寄
合
書
﹃
連
珠
合
璧
集
﹄
に
は
︑

が
う
か
ト
ア
ラ
バ
︑
合
歓
木
也
︒
ね
ぶ
の
木
と
同
也
︒

か
た
み

大
内

山

身
な
ら
ぬ⑰

と
あ
る
︒﹁
か
た
み
﹂﹁
身
︵
実
︶
な
ら
ぬ
﹂
は
﹃
万
葉
集
﹄
の
家
持
歌
を
︑

﹁
大
内
山
﹂
は
﹃
新
撰
和
歌
六
帖
﹄
信
実
歌
を
念
頭
に
置
い
た
寄
合
語
で
あ
ろ

う
︒さ

て
︑
江
戸
時
代
に
入
る
と
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
合
歓
は
俳
諧
に
お
い
て

多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
が
︑
相
変
わ
ら
ず
和
歌
に
は
詠
ま
れ
ず
︑
以
下
の

数
例
が
見
出
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
︒

ね
ぶ
の
葉
の
し
る
し
と
す
る
も
あ
は
ぬ
ま
に
山
の
か
げ
野
は
ひ
ぐ
ら
し
の

声
︵﹃
漫
吟
集
﹄︶

恋
恋
ひ
て
あ
ふ
う
れ
し
さ
に
ね
ぶ
の
木
の
ね
ぶ
た
し
と
し
も
星
は
お
も
は

じ
︵﹃
六
帖
詠
草
﹄︶

六
月
十
日
あ
ま
り
︑
す
ず
み
せ
ん
と
て
す
み
だ
河
に
ふ
ね
を
う
か
べ

て
あ
や
瀬
へ
さ
か
の
ぼ
れ
ば
︑
が
ふ
く
わ
咲
き
た
り

ほ
の
み
ゆ
る
う
す
く
れ
な
ゐ
の
ひ
と
む
ら
は
あ
や
せ
の
岸
の
ね
む
の
花
か

も
︵﹃
う
け
ら
が
花
初
編
﹄︶

な
つ
の
日
の
な
が
き
さ
か
り
の
ね
む
の
花
夢
か
と
ば
か
り
匂
ふ
い
ろ
か
な

︵﹃
浦
の
し
ほ
貝
﹄
︶

合
歓
の
木
の
歌

五
七



合
歓
は
︑
主
に
︑
名
前
の
由
来
と
も
な
っ
た
夜
に
閉
じ
ら
れ
る
葉
に
関
心
が

寄
せ
ら
れ
︑
わ
ず
か
に
花
を
詠
む
場
合
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
以
来
︑
実
が
な
ら
な

い
こ
と
を
導
く
の
が
型
と
な
っ
て
い
た
が
︑
加
藤
千
蔭
︵
一
七
三
五
～
一
八
〇

八
︶︑
熊
谷
直
好
︵
一
七
八
二
～
一
八
六
二
︶
に
至
っ
て
は
じ
め
て
︑﹁
う
す
く

れ
な
ゐ
﹂﹁
夢
か
と
ば
か
り
匂
ふ
い
ろ
﹂
と
︑
合
歓
の
花
の
色
に
注
目
し
た
歌

が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
契
沖
︵
一
六
四
〇
～
一
七
〇
一
︶
詠
は
﹁
あ
ふ
﹂
の
語
を

詠
み
込
み
︑﹁
合﹅

歓
﹂
の
用
字
を
意
識
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
小
沢
蘆

庵
︵
一
七
二
三
～
一
八
〇
一
︶
の
和
歌
は
︑
一
連
の
七
夕
歌
の
中
の
一
首
で
︑

﹁
ね
ぶ
た
し
﹂
の
﹁
ね
ぶ
﹂
を
導
き
出
す
と
と
も
に
︑
男
女
の
共
寝
の
意
の

﹁
合
歓
﹂
を
響
か
せ
た
﹁
あ
ふ
﹂
恋
の
歌
に
な
っ
て
い
る
︒

二
︑
俳
諧
に
お
け
る
合
歓

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
︑
俳
諧
に
お
い
て
は
︑
合
歓
は
相
当
数
の
用
例
が
あ
る
︒

俳
諧
と
し
て
は
比
較
的
早
い
例
に
﹃
塵
塚
俳
諧
集
﹄︵
一
六
三
三
︶
の
︑﹁
ね
ぶ

の
木
の
花
も
ね
ぶ
れ
る
夕
か
な⑱
﹂
が
あ
る
が
︑
合
歓
が
俳
諧
に
多
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
︑
芭
蕉
︵
一
六
四
四
～
一
六
九
四
︶
の
次
の
句
の
影

響
が
大
き
い
︒

象
潟
や
雨
に
西
施
が
ね
ぶ
の
花
︵﹃
お
く
の
ほ
そ
道⑲
﹄︶

象
潟
は
︑
今
の
秋
田
県
の
最
南
端
︑
象
潟
町
の
海
岸
で
︑
か
つ
て
は
入
江
に

島
が
点
在
す
る
景
勝
地
で
あ
っ
た
︒
そ
の
眺
め
の
美
し
さ
を
雨
に
濡
れ
た
合
歓

の
花
に
譬
え
︑
ま
た
︑
西
施
が
物
思
わ
し
げ
に
眼
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
さ
ま
に
譬

え
た
︒
す
な
わ
ち
合
歓
を
﹁
西
施
が
ね﹅

ぶ﹅

る
﹂
に
言
い
か
け
た
の
で
あ
る
︒
西

施
は
中
国
春
秋
時
代
︑
越
の
美
女
で
あ
る
が
︑
越
王
・
勾
践
に
よ
り
︑
呉
王
・

夫
差
に
献
じ
ら
れ
た
︒
﹃
蒙
求
﹄
に
は
︑
西
施
が
胸
を
病
み
︑
眉
を
ひ
そ
め
て

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
︑
病
弱
の
身
で
心
な
ら
ず
も
呉
王
に
仕
え
る
西
施
の

憂
い
を
象
潟
の
印
象
に
重
ね
て
い
る
︒
そ
の
発
想
の
源
は
︑
西
湖
を
西
施
に
擬

し
た
蘇
東
坡
の
詩
に
あ
る
︒
﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄
本
文
で
は
﹁
松
島
は
わ
ら
ふ

が
ご
と
く
︑
象
潟
は
う
ら
む
が
ご
と
し
︒
さ
び
し
さ
に
か
な
し
び
を
く
は
へ
て
︑

地
勢
魂
を
な
や
ま
す
に
似
た
り
﹂
と
し
て
︑
象
潟
の
風
景
の
物
寂
し
さ
を
強
調

し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
一
句
は
中
国
の
故
事
や
漢
詩
を
引
い
た
複
雑
な
構
成

に
な
っ
て
い
る
が
︑
雨
に
濡
れ
た
合
歓
の
花
の
物
憂
げ
な
様
子
が
印
象
的
に
捉

え
ら
れ
て
い
よ
う
︒
こ
の
句
に
よ
り
︑
合
歓
の
花
は
象
潟
の
名
物
と
も
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た⑳
︒

芭
蕉
の
合
歓
の
句
に
は
︑
他
に
﹁
合
歓
の
木
の
葉
ご
し
も
い
と
へ
星
の
か

げ㉑
﹂
も
あ
る
︒
七
夕
と
合
歓
を
取
り
合
わ
せ
た
も
の
で
︑
年
に
一
度
の
﹁
合

歓
﹂︵
共
寝
︶
の
意
を
響
か
せ
て
い
る
︒

以
下
︑
蕪
村
︵
一
七
一
六
～
一
七
八
三
︶
と
一
茶
︵
一
七
六
三
～
一
八
二

七
︶
の
句
か
ら
一
例
を
掲
出
す
る
︒

虎
雄
子
が
世
を
早
う
せ
し
を
い
た
む

雨
の
日
や
ま
だ
き
に
く
れ
て
合
歓
の
花
︵
蕪
村
﹃
と
ら
雄
遺
稿㉒
﹄
︶

合
歓
の
木
の
歌

五
八



虎
雄
の
早
逝
を
い
た
む
句
で
︑
早
々
と
葉
を
閉
じ
た
雨
の
日
の
合
歓
を
虎
雄

の
早
逝
に
譬
え
る
︒
比
喩
で
は
あ
る
が
︑
雨
と
合
歓
の
取
り
合
わ
せ
は
芭
蕉
の

句
を
意
識
し
て
い
よ
う
︒

心
憎
き
合
歓
の
下
陰
網
入
れ
ん
︵
蕪
村
﹃
落
日
庵
句
集
﹄︶

川
辺
の
合
歓
が
木
陰
を
つ
く
っ
て
い
る
場
所
に
網
を
投
げ
入
れ
よ
う
と
い
う

句
で
あ
る
が
︑
﹁
心
憎
き
﹂
は
﹁
合
歓
﹂︵
共
寝
︶
の
意
を
背
景
に
置
い
た
表
現

で
︑
魚
も
そ
の
木
蔭
で
添
い
寝
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
を
め
ぐ
ら

し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
後
に
は
︑
よ
り
卑
俗
な
趣
が
強
く
な
っ
た
例
と
し
て
︑
鳳

朗
︵
一
七
六
二
～
一
八
四
五
︶
の
﹁
合
歓
の
陰
帯
仕
直
し
に
か
か
り
け
り
﹂

︵﹃
鳳
朗
発
句
集㉓
﹄
︶
も
あ
る
︒

蝮
う
は
ば
み

の
鼾
も
合
歓
の
葉
陰
哉
︵﹃
蕪
村
句
集
﹄︶

蛇
と
合
歓
を
取
り
合
わ
せ
た
一
句
︒﹁
ね
む
﹂
か
ら
﹁
眠
り
﹂
を
連
想
し
︑

鼾
と
結
び
つ
け
た
︒
蝮
を
大
酒
飲
み
の
譬
え
と
し
︑
酔
っ
払
っ
て
寝
て
い
る
様

子
と
す
る
説㉔
︑
恐
ろ
し
い
大
蛇
と
優
美
な
合
歓
は
﹁
野
猪
に
萩
﹂
と
い
っ
た
よ

う
な
雅
俗
の
配
合
で
あ
る
と
す
る
説㉕
な
ど
が
あ
る
が
︑
鳳
朗
の
句
な
ど
を
参
考

に
す
る
と
︑
前
者
の
解
の
よ
う
に
︑
合
歓
の
葉
陰
に
寝
て
い
る
の
は
恋
人
同
士

な
ら
ぬ
︑
大
酒
飲
み
だ
と
い
う
滑
稽
味
を
出
し
た
も
の
か
︒
な
お
︑
下
郷
蝶
羅

︵
一
七
二
三
～
一
七
七
六
︶
に
﹃
松
の
わ
ら
ひ

合
歓
の
い
ひ
き
﹄
と
題
さ
れ

た
奥
羽
紀
行
が
あ
る
︒
先
に
引
い
た
﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄
の
﹁
松
島
は
わ
ら
ふ

が
ご
と
く
︑
象
潟
は
う
ら
む
が
ご
と
し
﹂︑
お
よ
び
﹁
象
潟
や
雨
に
西
施
が
ね

ぶ
の
花
﹂
が
書
名
の
由
来
で
あ
る
が
︑﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄
に
は
な
い
﹁
い
び

き
﹂
の
語
を
出
し
て
い
る
︒

合
歓
の
葉
の
落
ち
て
仕
廻
へ
ば
夜
長
哉
︵
蕪
村
﹃
落
日
庵
句
集
﹄︶

合
歓
は
根
に
か
へ
り
い
そ
ぎ
の
夜
長
哉
︵
蕪
村
﹃
落
日
庵
句
集
﹄
︶

合
歓
は
夏
の
季
語
で
あ
る
が
︑
葉
が
落
ち
る
こ
と
を
取
り
上
げ
︑
秋
︵
夜

長
︶
の
句
に
詠
み
込
ん
で
い
る
︒
合
歓
は
そ
の
名
に
よ
っ
て
︑﹁
寝
る
﹂
こ
と

を
導
い
て
い
る
︒
特
に
二
句
目
の
﹁
根
﹂
に
は
﹁
寝
﹂
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒

日
々
に
四
五
本
ち
る
や
合
歓
の
花
︵
一
茶
﹃
享
和
句
帖㉖
﹄︶

古
舟
も
そ
よ
そ
よ
合
歓
の
も
や
う
哉
︵
一
茶
﹃
七
番
日
記㉗
﹄
︶

合
歓
の
露
浴
び
ね
ば
な
ら
ぬ
支
度
哉
︵
一
茶
﹃
七
番
日
記
﹄︶

長
の
日
や
ビ
ン
ヅ
ル
ど
の
と
合
歓
の
花
︵
一
茶
﹃
七
番
日
記
﹄︶

寝
ぐ
ら
し
や
ね
ぶ
ち
よ
念
仏
合
歓
の
花
︵
一
茶
﹃
八
番
日
記㉘
﹄
︶

合
歓
さ
く
や
七
ツ
下
が
り
の
茶
菓
子
売
り
︵
一
茶
﹃
文
政
句
帖㉙
﹄
︶

一
茶
の
句
に
も
︑
こ
れ
ま
で
の
例
の
よ
う
に
︑
﹁
寝
る
﹂﹁
露
︵
雨
︶
﹂
と
共

に
詠
ま
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
が
︑﹁
日
々
に
四
五
本
ち
る
﹂﹁
古
舟
も
そ
よ
そ

よ
﹂﹁
長
の
日
﹂﹁
寝
ぐ
ら
し
﹂
な
ど
静
か
に
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る
時
間
の
け
だ

る
さ
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
が
多
い
︒
最
後
の
一
句
は
七
つ
下
が
り
︵
夕

方
四
時
頃
︶
に
開
花
す
る
合
歓
の
花
の
性
質
を
よ
く
捉
え
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
俳
諧
に
お
け
る
合
歓
は
︑
和
歌
で
も
見
ら
れ
た
﹁
眠
る
﹂

﹁
寝
る
﹂
を
導
い
た
り
︑
男
女
の
共
寝
を
連
想
さ
せ
た
り
す
る
素
材
と
し
て
だ

合
歓
の
木
の
歌

五
九



け
で
な
く
︑
物
憂
さ
や
け
だ
る
さ
を
含
ん
だ
風
雅
な
素
材
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

場
合
が
あ
っ
た
︒三

︑
﹃
閑
吟
集
﹄
の
合
歓

冒
頭
に
引
い
た
﹃
閑
吟
集
﹄
二
八
一
番
歌
を
改
め
て
掲
出
す
る
︒

つ
ぼ
い
な
う

青
裳

つ
ぼ
い
な
う

つ
ぼ
や

寝
も
せ
い
で

睡
か
る

ら
う

当
該
小
歌
に
つ
い
て
は
︑
閨
の
内
で
男
が
女
を
い
た
わ
り
さ
さ
や
き
か
け
る
言

葉
と
解
す
る
も
の
が
多
い
が
︵
大
成
︑
全
集
︑
集
成
︑
新
大
系
別
解
︑
新
全

集㉚
︶︑
合
歓
を
女
の
譬
え
で
は
な
く
︑
植
物
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
説
も
あ

る
︵
大
系㉛
︑
新
大
系
︶︒
新
大
系
は
︑﹁
本
来
は
︑
合
歓
の
木
の
枝
葉
を
見
な
が

ら
︑
あ
る
い
は
指
で
撫
で
な
が
ら
口
ず
さ
む
唱
え
言
︒﹁
ね
ん
ね
ね
ぶ
の
木
朝

は
よ
起
き
よ
︑
晩
の
日
暮
に
ゃ
ち
ゃ
っ
と
眠
れ
﹂︵
和
歌
山
県
・
子
守
歌
︶︒
た

だ
し
二
八
二
と
の
連
鎖
か
ら
は
︑
暗
に
女
を
愛
撫
す
る
男
の
さ
さ
や
き
と
も
と

れ
る
︒﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
二
八
二
は
︑
当
該
小
歌
の
直
後
に
置
か
れ
た
次

の
一
首
︒

あ
ま
り
見
た
さ
に

そ
と
隠
れ
て
走
て
来
た

先
放
さ
い
な
う

放
し
て

物
を
言
は
さ
い
な
う

そ
ぞ
ろ
い
と
ほ
し
う
て

何
と
せ
う
ぞ
な
う

童
歌
に
は
動
物
や
植
物
に
呼
び
か
け
る
も
の
が
あ
り
︑
一
つ
の
類
型
を
な
し

て
い
る
が
︑
植
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
︑
土
筆
︑
茅
萱
︑
あ
ざ
み
︑

れ
ん
げ
︑
た
ん
ぽ
ぽ
︑
お
お
ば
こ
︑
あ
け
び
︑
ほ
お
ず
き
な
ど
で
︑
動
物
に
呼

び
か
け
る
歌
ほ
ど
多
く
は
な
い
︒
管
見
に
入
っ
た
合
歓
の
童
歌
と
し
て
は
︑
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

ね
ん
ね
ね
む
の
木

朝
は
よ
起
き
よ
よ

七
つ
下
が
れ
ば

み
な
眠
れ
よ

ね
ん
ね
し
な
さ
れ

こ
ろ
り
と
さ
ん
せ
よ

朝
は
は
よ
か
ら

起
き
な
さ

れ
よ

︵
和
歌
山
県
日
高
郡
印
南
町
印
南㉜
)

ね
ん
ね
ん
ね
む
の
葉
っ
ぱ

ね
る
だ
ろ
し

坊
や
も
ね
む
の
葉
っ
ぱ

よ

く
ね
ろ
よ

︵
長
野
県
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村㉝
)

後
者
は
︑﹁
坊
や
﹂
を
寝
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
し
て
合
歓
が
引
き
合
い
に
出
さ

れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
︑
合
歓
へ
の
直
接
の
呼
び
か
け
と
は
言
い
に
く
い
が
︑
あ

わ
せ
て
掲
出
し
た
︒
こ
う
し
た
童
歌
に
お
い
て
は
︑
あ
る
こ
と
を
せ
よ
︑
と
命

じ
る
︵
こ
こ
で
は
︑﹁
朝
は
早
く
起
き
ろ
﹂︑﹁
夜
は
早
く
よ
く
寝
ろ
﹂
︶
の
が
通

例
で
あ
る
の
に
対
し
︑
﹃
閑
吟
集
﹄
小
歌
は
︑
合
歓
と
い
う
植
物
そ
の
も
の
に

歌
い
か
け
た
と
す
る
と
︑﹁
寝
も
し
な
い
で
さ
ぞ
眠
た
か
ろ
う
ね
﹂
と
︑
自
然

に
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
想
定
し
た
上
で
そ
れ
を
い
た
わ
る
と
い
う
屈
折
し
た

表
現
に
な
る
︒
前
代
の
歌
謡
で
は
あ
る
が
︑
﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
に
は
︑
﹁
春
の
野
に

小
屋
構
い
た
る
よ
う
に
て
突
い
立
て
る
鉤
蕨

忍
び
て
立
て
れ
下
衆
に
取
ら
る

な
︵
四
五
一
︶﹂﹁
垣
越
し
に
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
撫
子
を

根
な
が
ら
葉
な
が
ら

風
の
吹
き
も
こ
せ
か
し
︵
四
五
二㉞
︶
﹂
の
よ
う
な
例
が
あ
り
︑
早
蕨
や
撫
子
を

可
憐
な
少
女
の
隠
喩
と
し
て
い
る
︒﹁
隆
達
節
歌
謡
﹂
に
は
︑
女
の
比
喩
で
あ

合
歓
の
木
の
歌

六
〇



る
こ
と
が
詞
章
に
示
さ
れ
た
形
で
は
あ
る
が
︑﹁
十
七
八
は
砂
山
の
躑
躅

ね

い
ら
う
と
す
れ
ば

揺
り
揺
り
起
こ
さ
る
る㉟
﹂
の
一
首
が
見
え
る
︒﹁
寝
入
ろ

う
﹂﹁
根
入
ろ
う
﹂
の
掛
詞
が
謎
解
き
の
鍵
に
な
っ
て
い
る
が
︑
山
躑
躅
は
早

春
に
咲
き
︑
枯
れ
た
草
木
の
中
で
ひ
と
き
わ
華
や
か
に
目
立
つ
︒﹁
春
を
告
げ

る
花
﹂
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
︵
駒
木
敏
先
生
御
教
示
︶
こ
と
を
考
え
る
と
︑

若
く
か
つ
華
や
か
な
女
の
譬
え
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
︒
さ
ら
に
︑
根
が
入
ら
な

い
こ
と
を
導
く
た
め
の
﹁
砂
山
﹂
で
は
あ
る
が
︑
背
景
の
﹁
砂
﹂
に
対
し
て
︑

色
鮮
や
か
な
躑
躅
は
︑
譬
え
ら
れ
る
女
の
美
し
さ
を
一
層
引
き
立
た
せ
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
こ
う
し
た
諸
例
か
ら
︑
当
該
小
歌
の
合
歓
も
︑
童
歌
の

流
れ
を
汲
ん
だ
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
性
的
な
魅
力
を
含
ん
だ
女
の
譬
え
と
見

て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
︒﹁
合
歓
﹂
自
体
に
男
女
の
情
交
の
意
味
が
あ
る
た

め
︑
諸
注
︑
暗
黙
の
了
解
の
う
ち
に
︑
合
歓
を
女
の
比
喩
と
し
て
捉
え
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
︑
小
野
恭
靖
は
︑
次
の
よ
う
に
踏
み
込
ん
で
い
る
︒

逢
瀬
の
場
に
お
い
て
男
の
立
場
か
ら
愛
す
る
女
に
向
か
っ
て
言
う
こ
と
ば

を
も
と
に
し
た
歌
で
あ
る
︒
小
さ
く
て
可
愛
い
と
い
う
意
味
を
持
つ
﹁
つ

ぼ
い
﹂
を
三
度
も
畳
み
掛
け
て
︑
共
寝
を
す
る
女
へ
愛
を
囁
く
男
の
姿
が

彷
彿
と
す
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
﹁
つ
ぼ
い
﹂
と
い
う
語
に
は
︑
す
ぼ
ん

で
細
い
と
い
う
意
味
も
あ
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
こ
こ
に
歌
わ
れ
る

女
性
の
可
愛
ら
し
さ
の
根
源
は
︑
そ
の
肉
体
に
由
来
す
る
と
言
え
る
︒
ま

た
︑
女
性
が
喩
え
ら
れ
る
﹁
青
裳
﹂
す
な
わ
ち
︑
合
歓
の
木
は
そ
の
用
字

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
男
女
の
性
愛
を
暗
示
し
て
い
る
︒
こ
う
し
て
み

る
と
︑
こ
の
歌
は
恋
人
で
あ
る
女
性
へ
の
賛
美
を
眼
目
に
し
た
き
わ
め
て

性
愛
色
の
強
い
歌
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る㊱
︒

さ
ら
に
小
野
論
は
︑
注
に
秦
恒
平
の
見
解
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
︒

秦
恒
平
﹃
閑
吟
集

孤
心
と
恋
愛
の
歌
謡
﹄
一
九
三
頁
に
は
︑﹁
﹁
つ
ぼ
﹂

は
壺
︑
莟
︑
局
な
ど
を
連
想
さ
せ
ま
す
ね
︒
し
か
も
︑
い
ず
れ
も
女
に
縁

が
あ
る
︒
桐
壺
︑
藤
壺
と
い
え
ば
後
宮
の
一
面
を
さ
す
呼
名
で
あ
っ
て
︑

し
か
も
そ
の
女
主
人
の
呼
名
で
し
た
︒
花
の
莟
と
い
へ
ば
処
女
の
譬
え
で

す
し
︑
お
局
さ
ま
と
い
い
︑
転
じ
て
美
人
局
な
ど
と
書
く
の
も
︑
性
の
対

象
と
し
て
の
女
人
と
無
縁
で
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
そ
れ
そ
の
も
の
を
指
し
て

ま
す
︒
壺
は
容
れ
も
の
で
す
︒
女
は
銘
々
に
小
さ
な
壺
を
身
の
秘
処
に
抱

い
て
い
る
︒
平
常
は
つ
ぼ
ん
で
い
る
も
の
へ
︑
時
に
物
を
受
容
れ
て
用
を

足
す
﹂
と
あ
る
︒
秦
は
﹁
つ
ぼ
い
﹂
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
主
体
を
女
性

と
考
え
て
お
り
︑
筆
者
と
は
見
解
を
異
に
す
る
が
︑
こ
の
引
用
部
分
に
は

賛
意
を
表
し
た
い
︒

確
か
に
︑﹃
日
葡
辞
書
﹄
が
﹁
T
ç
u
b
o
i

ツ
ボ
イ
︵
窄
い
︶
容
器
な
ど
の
よ

う
に
︑
や
や
つ
ぼ
ん
で
︑
口
が
一
段
と
狭
く
締
ま
っ
て
い
る
も
の㊲
﹂
と
す
る
よ

う
に
︑﹁
つ
ぼ
い
﹂
は
︑
細
く
狭
ま
っ
て
い
る
さ
ま
を
も
表
す
︒
し
か
し
秦
論

の
言
う
よ
う
な
壺
の
暗
示
は
︑
女
の
肢
体
が
合
歓
の
木
に
譬
え
ら
れ
る
こ
と
と

合
歓
の
木
の
歌

六
一



は
う
ま
く
対
応
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
諸
注
︑
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹃
閑

吟
集
﹄
に
は
︑
﹁
つ
ぼ
い
﹂
が
も
う
一
例
あ
る
︒

赤
き
は
酒
の
咎
ぞ

鬼
と
な
思
し
そ
よ

恐
れ
給
は
で

我
に
相
馴
れ
給

は
ば

興
が
る
友
と
思
す
べ
し

我
も
そ
な
た
の
御
姿

う
ち
見
に
は

う
ち
見
に
は

恐
ろ
し
げ
な
れ
ど

馴
れ
て
つ
ぼ
い
は
山
臥
︵
一
九
〇
︶

一
九
〇
番
歌
は
︑
謡
曲
﹁
大
江
山
﹂
の
一
節
で
︑
酒
呑
童
子
が
山
伏
た
ち

︵
実
は
源
頼
光
の
一
行
︶
を
も
て
な
す
時
の
言
葉
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
山
伏
に

対
し
て
﹁
つ
ぼ
い
﹂
と
言
っ
て
お
り
︑
秦
論
の
言
う
﹁
壺
﹂
は
意
識
さ
れ
て
い

な
い
︒

当
該
小
歌
の
﹁
つ
ぼ
い
﹂
に
可
愛
ら
し
い
の
意
味
だ
け
で
な
く
︑
細
く
す
ぼ

ん
で
い
る
意
味
を
重
ね
る
と
し
た
ら
︵
必
ず
し
も
重
ね
な
く
て
も
よ
い
が
︶︑

そ
れ
は
︑
合
歓
が
葉
を
閉
じ
て
垂
れ
下
が
る
様
子
を
言
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
合
歓
の
木
を
女
に
譬
え
る
場
合
に
は
︑
必
ず
し
も
﹁
つ
ぼ
い
﹂︵
細
く
す

ぼ
ん
で
い
る
︶
の
語
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
く
︑
合
歓
の
木
そ
の
も
の
の
姿
に

よ
る
と
考
え
れ
ば
十
分
で
は
な
い
か
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
﹁
し
な
ひ
合
歓
木
﹂
と

あ
っ
た
よ
う
に
︑
し
だ
れ
る
樹
形
は
し
な
や
か
な
女
の
肢
体
を
連
想
さ
せ
る
︒

た
と
え
ば
︑
慶
長
初
年
︵
一
五
九
六
～
︶
に
成
立
し
た
﹃
美
楊
君
歌
集
﹄
は
︑

伏
見
の
里
の
遊
女
・
小
柳
を
歌
っ
た
十
九
首
か
ら
な
る
小
歌
集
で
あ
る
が
︑
し

だ
れ
る
柳
を
繰
り
返
し
歌
う
︒

柳
に
掛
か
る
藤
の
花

し
だ
れ
た
振
り
は
柳
よ
の

し
だ
れ
小
柳
の
振
り
こ
そ
好
け
れ

桜
も
今
は
何
に
か
は
せ
む

柳
の
糸
の
枝
た
れ
て

春
風
に
誘
は
れ
て

あ
は
れ
我
に
も

お
靡
き
あ

れ㊳
遊
女
の
名
か
ら
し
て
柳
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
︑

た
お
や
か
な
柳
は
官
能
的
な
女
の
姿
を
よ
く
う
つ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
藤

の
花
も
と
も
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
垂
れ
下
が
る
花
房
の
な
よ
や

か
さ
は
柳
と
共
通
す
る㊴
︒

柳
と
も
共
通
す
る
︑
し
な
や
か
な
枝
を
持
つ
合
歓
で
あ
る
が
︑
ほ
の
か
に
紅

く
︑
細
い
蕊
が
放
射
状
に
広
が
る
花
は
︑
後
代
の
俳
諧
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
︑

ど
こ
か
気
だ
る
く
物
憂
い
趣
を
も
ち
︑
し
な
う
枝
と
と
も
に
︑
性
愛
の
果
て
の

女
の
疲
れ
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
よ
う
︒
先
に
あ
げ
た
﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
の
早
蕨

や
撫
子
が
︑
他
の
男
の
も
の
に
な
り
は
し
な
い
か
と
や
き
も
き
さ
せ
︑
垣
越
し

に
見
る
だ
け
の
存
在
で
あ
る
少
女
︑
可
憐
な
処
女
を
譬
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

草
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
合
歓
の
木
は
︑
柔
ら
か
に
男
に
身
を
任
せ
る
︑
な
よ
や

か
な
美
女
を
譬
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
木
な
の
で
あ
る
︒

具
体
的
な
合
歓
の
姿
が
ど
の
よ
う
な
女
の
比
喩
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
き
た
が
︑
当
該
小
歌
に
お
い
て
︑﹁
青
裳
﹂
と
い
う
異
称
で
示
さ
れ
て

い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒﹁
寝﹅

も
せ
い
で
﹂﹁
睡﹅

か
る
ら
う
﹂
を
導
く
た
め
に

は
︑
和
歌
や
俳
諧
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
﹁
つ
ぼ
い
な
う

合ね

歓む

の
木
﹂
あ
る
い

は
﹁
つ
ぼ
い
な
う

合ね

歓む

よ
﹂
と
で
も
歌
っ
た
方
が
︑
音
の
つ
な
が
り
が
ス
ム

合
歓
の
木
の
歌
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ー
ズ
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
に
︑﹁
青
裳
﹂
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
は
︑
何

ら
か
の
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
先
に
︑﹁
青
裳
﹂
が
︑
比

較
的
新
し
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
異
称
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
︑
あ

え
て
そ
れ
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
小
歌
の
新
鮮
さ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
し
た
が
︑﹃
閑
吟
集
﹄
の
注
釈
史
に
お
い
て
﹁
青
裳
﹂
使
用
の
意
図
に
ま
ず

触
れ
た
の
は
︑
北
川
忠
彦
︵
集
成
︶
の
﹁﹁
末
摘
花
﹂
の
紅
と
青
裳
の
対
照
︑

ま
た
﹁
馴
れ
て
つ
ぼ
い
は
︑
山
伏
﹂︵
一
九
〇
参
照
︶
と
い
っ
た
成
句
を
も
ふ

ま
え
つ
つ
前
歌
に
続
け
た
か
︒﹂
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
︒
前
歌
は
︑

こ
の
歌
の
ご
と
く
に

人
が
ま
し
く
も
言
ひ
立
つ
る

人
は
な
か
な
か
我

が
た
め
は

愛
宕
の
山
臥
よ

知
ら
ぬ
事
な
宣
ひ
そ

何
事
も

言
は
じ

や
聞
か
じ
白
雪
の

言
は
じ
や
聞
か
じ
白
雪
の

道
行
ぶ
り
の
薄
氷

白

妙
の
袖
な
れ
や

樒
が
原
も
降
る
雪
の

花
を
い
ざ
や
摘
ま
う
よ

末
摘

花
は
是
か
や

春
も
又
来
な
ば
都
に
は

野
辺
の
若
菜
を
摘
む
べ
し
や

野
辺
の
若
菜
を
摘
む
べ
し
や

で
あ
り
︑
謡
曲
﹁
樒
天
狗
﹂︵
廃
曲
︶
の
一
節
で
あ
る
︒
北
川
説
を
引
い
て
︑

真
鍋
昌
弘
︵
新
大
系
︶
も
︑﹁
前
歌
の
白
や
紅
に
︑
青
の
語
も
加
え
て
︑
豊
か

な
色
彩
の
展
開
︒
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
し
か
し
︑
当
然
な
が
ら
﹃
閑
吟

集
﹄
に
配
列
さ
れ
た
時
の
﹁
青
﹂
の
働
き
で
あ
り
︑
独
立
し
た
小
歌
と
し
て
見

た
時
の
﹁
青
﹂
の
意
味
︑
意
図
で
は
な
い
︒

﹁
青
﹂
は
︑
若
い
︑
未
熟
だ
︑
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
た

と
え
ば
︑﹃
古
事
談
﹄
巻
三
︱
一
〇
四
に
は
︑
あ
る
僧
の
言
葉
と
し
て
︑
﹁
或
る

所
の
青
女
房
を
相
ひ
語
ら
ひ
て
︑
洗
濯
な
ど
誂
へ
侍
る
が
︑
慮
は
ざ
る
に
懐
妊

の
事
候㊵
︒﹂
と
あ
り
︑
年
若
い
妻
の
こ
と
を
や
や
謙
遜
し
て
﹁
青
女
房
﹂
と
言

っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
謡
曲
﹁
葵
上
﹂
に
は
︑﹁
不
思
議
や
な
誰
と
も
知
ら
ぬ
上

﨟
の
︑
破
れ
車
に
召
さ
れ
た
る
に
︑
青
女
房
と
お
ぼ
し
き
人
の
︑
牛
も
な
き
車

の
長
柄
に
取
り
付
き
︑
さ
め
ざ
め
と
泣
き
給
ふ
い
た
は
し
さ
よ㊶
︒
﹂
と
見
え
︑

六
条
御
息
所
に
仕
え
る
年
若
い
侍
女
が
﹁
青
女
房
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
青
裳
﹂

の
﹁
青
﹂
を
こ
の
よ
う
な
例
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
若
く
ま
だ
も
の
馴
れ

ぬ
女
を
い
と
お
し
む
気
持
ち
の
表
れ
と
も
解
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

ま
た
︑﹁
裳
﹂
は
︑
下
半
身
に
着
け
る
も
の
で
︑
男
女
と
も
着
用
し
た
が
︑

平
安
時
代
︑
成
人
貴
族
女
性
の
正
装
で
︑
端
を
長
く
垂
ら
し
て
着
用
す
る
も
の

が
印
象
的
で
あ
る
︒
や
わ
ら
か
く
長
く
引
く
裳
の
形
状
は
︑
合
歓
の
し
だ
れ
る

樹
形
を
よ
り
強
調
す
る
表
現
と
思
わ
れ
る
︒

以
上
︑
見
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
閑
吟
集
﹄
小
歌
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
以
来
︑
男
女

の
共
寝
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
合
歓
の
木
を
︑
言
語
遊
戯
と
し
て
︑
あ
る
い
は
抽

象
的
な
恋
模
様
の
比
喩
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
︑
な
よ
や
か
な
女
体
の
肉

感
的
な
比
喩
と
し
て
取
り
上
げ
︑
一
首
の
中
心
に
据
え
た
︒
さ
ら
に
比
較
的
新

し
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹁
青
裳
﹂
の
異
称
を
用
い
る
こ
と
で
新
鮮
味
を

付
加
し
︑﹁
青
﹂
に
よ
っ
て
女
の
年
若
さ
初
々
し
さ
を
︑﹁
裳
﹂
に
よ
っ
て
や
わ

ら
か
く
し
な
う
肢
体
を
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

合
歓
の
木
の
歌
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注①

真
鍋
昌
弘
校
注
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
梁
塵
秘
抄

閑
吟
集

狂
言
歌
謡
﹄

︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
︶
に
よ
り
︑
一
部
表
記
を
改
め
た
︒
﹃
閑
吟
集
﹄
の
引
用

に
つ
い
て
は
︑
以
下
同
じ
︒

②

﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
第
一
二
巻
︵
大
修
館
書
店
︑
一
九
五
九
年
︶
﹁
青
裳
﹂
の
項
所
引
︒

③

﹃
文
華
秀
麗
集
﹄
巻
中
﹁
艶
情
﹂
所
収
︑
菅
原
清
公
﹁
奉
和
春
閨
怨
﹂
に
﹁
合
歓

寂
院
寧
蠲
忿
︒
萱
草
閑
堂
反
召
悲
﹂
と
あ
る
︵
小
島
憲
之
校
注
︑
日
本
古
典
文
学
大

系
﹃
懐
風
藻

文
華
秀
麗
集

本
朝
文
粋
﹄
︿
岩
波
書
店
︑
一
九
六
四
年
﹀
に
よ
る
︶︒

④

﹃
和
漢
三
才
図
会

下
﹄
︵
東
京
美
術
︑
一
九
七
〇
年
︶
に
よ
る
︒︿

﹀
内
は
割

注
︒

⑤

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
﹃
新
撰
字
鏡
︵
増
訂
版
︶﹄︵
臨
川
書

店
︑
一
九
六
七
年
︶
に
よ
る
︒
天
治
本
︑
享
和
本
︑
群
書
類
従
本
と
も
同
じ
︒

⑥

覆
刻
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
本
草
和
名
﹄
︵
現
代
思
潮
社
︑
一
九
七
八
年
︶
に
よ

る
︒

⑦

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
﹃
諸
本
集
成

倭
名
類
聚
抄
︵
本
文

篇
︶﹄︵
臨
川
書
店
︑
一
九
六
八
年
︶
に
よ
る
︒
引
用
は
元
和
古
活
字
本
︒

⑧

﹃
伊
呂
波
字
類
抄
﹄
︵
風
間
書
房
︑
一
九
六
五
年
︶
に
よ
る
︒
﹃
色
葉
字
類
抄
﹄
黒

川
本
は
﹁
ネ
フ
リ
ノ
キ
﹂
の
読
み
を
示
し
︑
異
称
と
し
て
は
﹁
睡
樹
﹂﹁
合
棔
﹂
の

み
を
あ
げ
る
︵
中
田
祝
夫
︑
峯
岸
明
﹃
色
葉
字
類
抄

研
究
並
び
に
索
引
﹄︿
風
間

書
房
︑
一
九
六
四
年
﹀
に
よ
る
︶
︒

⑨

﹃
日
本
昔
話
通
観
﹄
︵
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
七
七
年
～
一
九
九
八
年
︶
に
よ
れ
ば
︑

愛
媛
県
︑
長
崎
県
で
採
集
さ
れ
て
い
る
︒
合
歓
の
木
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
昔
話
で
よ

り
広
く
全
国
的
な
分
布
の
見
ら
れ
る
の
は
︑
餅
争
い
︵
餅
つ
き
型
︶
の
動
物
昔
話
で

あ
る
︒
典
型
的
な
話
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

兎
と
ひ
き
蛙
が
山
上
で
餅
を
搗
き
︑
兎
が
﹁
臼
ご
と
谷
へ
落
と
し
て
下
で
食
べ

よ
う
﹂
と
言
う
︒
兎
は
素
早
く
谷
に
降
り
る
が
︑
臼
の
中
に
は
餅
が
な
い
︒
餅

は
途
中
で
臼
か
ら
飛
び
出
し
︑
合
歓
の
木
の
根
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
︒
の
ろ
の
ろ
と
谷
へ
向
か
っ
て
い
た
ひ
き
蛙
は
そ
れ
を
見
つ
け
て
み
な
食

べ
て
し
ま
う
︒
戻
っ
て
き
た
兎
は
そ
れ
を
聞
き
︑
悔
し
が
っ
て
合
歓
の
木
の
根

を
か
じ
っ
た
︒
そ
の
と
き
か
ら
ひ
き
蛙
の
腹
は
ふ
く
れ
︑
兎
は
合
歓
の
木
の
根

を
か
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

こ
れ
は
︑
兎
が
合
歓
の
木
の
根
を
か
じ
る
習
性
の
い
わ
れ
話
に
な
っ
て
い
る
が
︑
か

ち
か
ち
山
の
昔
話
に
お
い
て
︑
兎
が
合
歓
の
木
で
舟
を
作
り
︑
狸
が
泥
舟
を
作
る
と

い
っ
た
形
で
︑
兎
と
合
歓
の
木
が
取
り
合
わ
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
︵
鹿
児
島
県
︶︒

⑩

﹃
名
語
記
﹄︵
勉
誠
社
︑
一
九
八
三
年
︶
に
よ
る
︒

⑪

小
島
憲
之
︑
木
下
正
俊
︑
東
野
治
之
校
注
・
訳
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
萬

葉
集
②
﹄︵
小
学
館
︑
一
九
九
五
年
︶
に
よ
る
︒

⑫

小
島
憲
之
︑
木
下
正
俊
︑
東
野
治
之
校
注
・
訳
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
萬

葉
集
③
﹄︵
小
学
館
︑
一
九
九
五
年
︶
に
よ
る
︒

⑬

﹃
日
本
民
謡
大
観
︵
四
国
篇
︶﹄︵
日
本
放
送
出
版
協
会
︑
一
九
七
三
年
︶
に
よ
る
︒

﹁
春
咲
く
花
は
う
つ
げ
卯
の
花
﹂
の
部
分
だ
け
は
鹿
持
雅
澄
︵
一
七
九
一
～
一
八
五

八
︶
編
の
﹃
巷
謡
編
﹄
に
見
え
る
の
で
︑
少
な
く
と
も
江
戸
後
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
︒

合
歓
の
木
に
つ
い
て
歌
っ
た
後
半
は
︑
い
つ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か
︑
未
詳
︒

⑭

注
⑫
書
に
よ
る
︒

⑮

平
田
喜
信
︑
身
﨑
壽
﹃
和
歌
植
物
表
現
辞
典
﹄︵
東
京
堂
出
版
︑
一
九
九
四
年
︶

に
よ
る
︒

⑯

以
下
︑
和
歌
の
用
例
引
用
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
り
︑
一
部
表
記
を
改
め
た
︒

⑰

木
藤
才
蔵
︑
重
松
裕
己
校
注
︑
中
世
の
文
学
﹃
連
歌
論
集

一
﹄︵
三
弥
井
書
店
︑

一
九
七
二
年
︶
に
よ
る
︒

⑱

中
村
俊
定
︑
森
本
昭
校
注
︑
古
典
俳
文
学
大
系
﹃
貞
門
俳
諧
集

一
﹄︵
集
英
社
︑

一
九
七
〇
年
︶
に
よ
る
︒

⑲

井
本
農
一
︑
久
富
哲
雄
︑
村
松
友
次
︑
堀
切
実
校
注
・
訳
︑
新
編
日
本
古
典
文
学

合
歓
の
木
の
歌
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全
集
﹃
松
尾
芭
蕉
集
②
﹄
︵
小
学
館
︑
一
九
九
七
年
︶
に
よ
る
︒
﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄

の
引
用
は
︑
以
下
同
じ
︒

⑳

た
と
え
ば
︑
一
茶
の
連
句
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
︒

題
盆
画
象
潟

涼
し
さ
の
浪
こ
こ
も
と
に
盆
画
哉

既
酔

畳
に
か
ほ
る
合
歓
の
上
風

一
茶
︵
寛
政
年
中
︶

雨
が
降
る
と
て
粟
餅
を
搗
く

皐
鳥

象
潟
の
合
歓
に
発
句
を
ぶ
ら
さ
げ
る

一
茶
︵
文
化
一
〇
年
一
二
月
︶

㉑

井
本
農
一
︑
堀
信
夫
校
注
・
訳
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
松
尾
芭
蕉
集
①
﹄

︵
小
学
館
︑
一
九
九
五
年
︶
に
よ
る
︒

㉒

尾
形
仂
︑
森
田
蘭
校
注
﹃
蕪
村
全
集

第
一
巻
﹄
︵
講
談
社
︑
一
九
九
二
年
︶
に

よ
る
︒
蕪
村
の
句
の
引
用
は
︑
以
下
同
じ
︒

㉓

宮
田
正
信
︑
鈴
木
勝
忠
校
注

古
典
俳
文
学
大
系
﹃
化
政
天
保
俳
諧
集
﹄︵
集
英

社
︑
一
九
七
一
年
︶
に
よ
る
︒

㉔

注
㉒
書
に
よ
る
︒

㉕

清
水
孝
之
校
注
︑
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹃
與
謝
蕪
村
集
﹄
︵
新
潮
社
︑
一
九
七
九

年
︶
に
よ
る
︒

㉖

宮
脇
昌
三
︑
矢
羽
勝
幸
校
注
﹃
一
茶
全
集

第
二
巻
﹄
︵
信
濃
毎
日
新
聞
社
︑
一

九
七
七
年
︶
に
よ
る
︒

㉗

宮
脇
昌
三
︑
矢
羽
勝
幸
校
注
﹃
一
茶
全
集

第
三
巻
﹄
︵
信
濃
毎
日
新
聞
社
︑
一

九
七
六
年
︶
に
よ
る
︒
﹃
七
番
日
記
﹄
の
引
用
は
︑
以
下
同
じ
︒

㉘

宮
脇
昌
三
︑
矢
羽
勝
幸
校
注
﹃
一
茶
全
集

第
四
巻
﹄
︵
信
濃
毎
日
新
聞
社
︑
一

九
七
七
年
︶
に
よ
る
︒

㉙

注
㉘
書
に
よ
る
︒

㉚

各
注
釈
書
の
略
号
は
︑
以
下
の
通
り
︒

大
成
＝
浅
野
建
二
﹃
閑
吟
集
研
究
大
成
﹄
明
治
書
院
︑
一
九
六
八
年

全
集
＝
臼
田
甚
五
郎
校
注
・
訳
︑
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
神
楽
歌

催
馬
楽

梁

塵
秘
抄

閑
吟
集
﹄
小
学
館
︑
一
九
七
六
年

集
成
＝
北
川
忠
彦
校
注
︑
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹃
閑
吟
集

宗
安
小
歌
集
﹄
新
潮

社
︑
一
九
八
二
年

新
大
系
＝
真
鍋
昌
弘
校
注
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
梁
塵
秘
抄

閑
吟
集

狂

言
歌
謡
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年

新
全
集
＝
徳
江
元
正
校
注
・
訳
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
神
楽
歌

催
馬
楽

梁
塵
秘
抄

閑
吟
集
﹄
小
学
館
︑
二
〇
〇
〇
年

㉛

大
系
︵
志
田
延
義
校
注
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
中
世
近
世
歌
謡
集
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
五
九
年
︶
は
︑
頭
注
に
︑﹁
せ
い
し
や
う
は
︑
合
歓
則
ね
む
の
木
の
異
称
﹁
青

裳
﹂
か
︒
仮
名
遣
い
は
﹁
せ
い
せ
う
﹂
で
一
致
し
な
い
が
︑
あ
る
い
は
︑
幼
い
時
︑

少
時
を
意
味
す
る
﹁
生
小
﹂
か
︒﹁
宮
に
初
め
て
参
り
た
る
比
﹂︵
枕
草
子
参
照
︶
の

清
少
納
言
を
謡
っ
て
﹁
清
少
﹂
と
し
た
か
︒﹂
と
記
す
の
み
で
あ
る
︒
一
つ
の
解
と

し
て
﹁
青
裳
﹂
を
示
し
︑
比
喩
に
は
ふ
れ
な
い
︒

㉜

日
本
わ
ら
べ
歌
全
集
﹃
和
歌
山
の
わ
ら
べ
歌
﹄︵
柳
原
書
店
︑
一
九
九
一
年
︶
に

よ
る
︒

㉝

日
本
わ
ら
べ
歌
全
集
﹃
長
野
岐
阜
の
わ
ら
べ
歌
﹄︵
柳
原
書
店
︑
一
九
八
一
年
︶

に
よ
る
︒

㉞

注
㉚
新
全
集
に
よ
る
︒﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
は
新
間
進
一
校
注
・
訳
︒

㉟

小
野
恭
靖
編
﹃﹁
隆
達
節
歌
謡
﹂
全
歌
集

本
文
と
総
索
引
﹄︵
笠
間
書
院
︑
一
九

九
八
年
︶
に
よ
り
︑
一
部
表
記
を
改
め
た
︒

㊱

小
野
恭
靖
﹁﹃
閑
吟
集
﹄
に
描
か
れ
た
愛
と
性
﹂︵﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹄
第

七
〇
巻
第
三
号
︑
二
〇
〇
五
年
三
月
︶︒

㊲

﹃
邦
訳

日
葡
辞
書
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︶
に
よ
る
︒

㊳

小
野
恭
靖
﹁﹃
美
楊
君
小
歌
集
﹄
考
察
﹂︵﹃
韻
文
文
学
と
芸
能
の
往
還
﹄
和
泉
書

合
歓
の
木
の
歌

六
五



院
︑
二
〇
〇
七
年
︶
に
よ
る
︒

㊴

柳
と
藤
の
絡
み
合
い
を
歌
う
も
の
に
︑
古
く
﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
今
様
が
あ
り
︑
男
女

抱
擁
の
さ
ま
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︵
植
木
朝
子
﹁
﹁
下
が
り
藤
﹂
小

考

︱
﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
古
柳
か
ら

︱
﹂
﹃
日
本
歌
謡
研
究
大
系

上
巻

歌
謡
と

は
何
か
﹄
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︶
︒
今
様
に
お
い
て
は
男
女
そ
れ
ぞ
れ
が
︵
女

だ
け
で
は
な
く
︶
︑
し
だ
れ
る
植
物
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
性
愛
の
表

現
と
つ
な
が
っ
て
い
る
点
は
︑
合
歓
の
小
歌
と
も
共
通
す
る
︒

㊵

川
端
善
明
︑
荒
木
浩
校
注
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
古
事
談
・
続
古
事
談
﹄

︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︶
に
よ
る
︒

㊶

小
山
弘
志
︑
佐
藤
健
一
郎
校
注
・
訳
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
謡
曲
集

②
﹄︵
小
学
館
︑
一
九
九
八
年
︶
に
よ
る
︒

＊
﹁
合
歓
﹂
に
つ
い
て
は
︑
注
⑮
書
の
他
︑
小
島
憲
之
﹁
ね
む
の
花

︱
万
葉
集
の
戯

歌
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
︵
﹃
人
文
研
究
﹄
第
一
四
巻
第
四
号
︑
一
九
六
三
年
五
月
︶︑

細
見
末
雄
﹃
古
典
の
植
物
を
探
る
﹄
八
坂
書
房
︑
一
九
九
二
年
︑
東
聖
子
﹁
合
歓
﹂

︵﹃
国
文
学
﹄
第
四
七
巻
第
三
号
︑
二
〇
〇
二
年
二
月
︶
な
ど
を
参
照
し
た
︒

合
歓
の
木
の
歌

六
六


