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は
じ
め
に
│
│
歌
と
会
話
と
が
つ
な
ぐ
「
作
り
歌
物
語
」
│
│

　『
篁
物
語
』
は
、
平
安
文
学
作
品
と
し
て
は
小
品
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
従
来
、
文
学
史
的
に
も
（
ま
た
、
語
彙
量
が
少
な
い
の
で

日
本
語
史
的
に
も
）、
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
文
章
構
成
を
、
後
述
の
よ
う
に
、
改
め
て
そ
の
諸
特
徴
か
ら
捉
え
な
お
し
て
い
く
と
、
特
に
、
文
学
史
的
に
、
ま
た
、

文
章
・
文
体
史
的
に
、『
伊
勢
物
語
』
ほ
か
の
「
歌
物
語
」
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
間
に
成
立
年
代
が
位
置
す
る
こ
と
が
（
そ
の
語
彙
・

語
法
や
原
作
者
説
に
よ
っ
て
）
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
平
安
期
の
文
学
史
、
ひ
い
て
は
日
本
の
文
学
史
の
中
で

も
、
重
要
な
位
置
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
そ
の
こ
と
を
考
証
し
て
い
く
た
め
の
一
階
梯
と
し
て
、『
篁
物
語
』
の
文
章
を
、
ど
の
よ
う
に
読
み
取
る
の
が
よ
り
作
者
の

創
作
意
図
に
適
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
作
品
本
文
を
場
面
や
段
落
ご
と
に
実
際
に
区
分
し
て
（
い
わ
ゆ
る
章
段
に
区
分
す
る
形
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〇

式
で
）
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
作
品
解
釈
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
本
稿
（
節
に
、
試
み
に
、『
伊
勢
物
語
』
等
の
い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」
に
な
ら
い
、
章
段
に
わ
け
た
『
篁
物
語
』
を
解
釈
の
一
方
法
と

し
て
提
示
し
て
み
る
。
そ
こ
で
示
し
た
よ
う
な
章
段
分
け
を
し
て
読
み
取
る
だ
け
で
も
、『
篁
物
語
』
が
、
和
歌
を
含
ん
だ
独
立
性
の
高

い
複
数
の
「
歌
物
語
」
的
章
段
部
分
と
、
会
話
・
対
話
に
よ
っ
て
「
つ
く
り
物
語
」
的
内
容
を
展
開
さ
せ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
創
作
的
な
説

話
的
部
分
と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
つ
つ
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
「
つ
く
り
歌
物
語
」
と
で
も

呼
べ
る
よ
う
な
物
語
文
章
の
創
出
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
、
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
章
段
区
分
の
基
準
の

細
部
の
解
説
は
、
一
部
を
除
き
後
日
の
別
稿
に
委
ね
、
ま
ず
は
実
際
の
作
品
の
章
段
解
釈
の
提
示
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

2
　『
篁
物
語
』
の
和
歌
と
場
面
構
成
ほ
か
の
章
段
構
成
か
ら
み
た
文
章

　
近
年
の
『
篁
物
語
』
研
究
に
お
い
て
は
、
以
前
は
未
詳
だ
っ
た
成
立
年
代
に
も
一
定
の
定
説
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
（
少
な
く
と

も
い
わ
ゆ
る
前
半
の
第
Ⅰ
部
に
関
し
て
は
平
安
前
期
、
（0
世
紀
後
半
期
で
定
説
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
）、
ま
た
、
原
作
者
説
に
つ
い

て
も
よ
り
具
体
的
な
論
証
で
一
案
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
源
順
原
作
説
、
安
部
（（0（7.（

））。

　
ま
た
、『
篁
物
語
』
の
典
拠
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
漢
籍
や
本
邦
の
文
学
作
品
が
、
か
つ
て
よ
り
も
数
多
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
。『
篁
物
語
』
の
典
拠
の
一
つ
と
し
て
、
か
つ
て
の
『
伊
勢
物
語
』
典
拠
説
が
発
掘
さ
れ
て
検
証
さ
れ
、
そ
れ
に
連
動
し
て

『
伊
勢
物
語
』
と
関
係
す
る
段
落
（
場
面
）
の
配
置
が
検
討
さ
れ
た
。
ま
た
、
主
人
公
へ
の
呼
称
「
せ
う
と
」
と
「
男
」
の
相
補
的
分
布

と
段
落
（
場
面
）
の
配
列
お
よ
び
そ
れ
ら
の
典
拠
作
品
と
の
関
係
な
ど
が
、
相
互
に
複
雑
に
関
連
性
を
持
つ
こ
と
も
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
段
落
・
場
面
相
互
の
位
置
関
係
が
従
来
よ
り
、
よ
り
詳
し
く
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
（
以
上
、
安
部
（（0（（.�（,�（0（（.�（,�（0（9.�（

）
参
照
）。

　
一
方
で
、『
篁
物
語
』
が
、
歌
物
語
的
部
分
と
説
話
文
学
的
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
古
く
か
ら
な
さ
れ
、
一
定

の
定
説
と
な
っ
て
い
る
（
例
え
ば
、
菊
田
茂
男
（（9（（

）
や
岩
清
水
尚
（（9（（

）
ほ
か
）。
ま
た
、『
篁
物
語
』
の
少
な
く
と
も
そ
の
一
部

は
、
登
場
す
る
男
女
の
贈
答
歌
を
場
面
構
成
の
中
心
に
据
え
つ
つ
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
広
く
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
（
例
え

ば
、
近
年
の
も
の
で
は
三
浦
則
子
（（000

））。
そ
れ
ら
か
ら
は
、
す
な
わ
ち
、
歌
を
中
心
と
し
た
歌
物
語
的
章
段
（
な
い
し
場
面
）、
お

よ
び
、
歌
が
無
（
い
か
少
な
）
く
て
会
話
や
地
の
文
が
中
心
の
説
話
的
章
段
（
な
い
し
場
面
）
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
、（
場
面
や
段
落
に

よ
っ
て
）
組
み
合
わ
さ
れ
た
文
章
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、、
贈
答
歌
な
ど
の
和
歌
中
心
の
部
分
、
説
話
的
な
部
分
、
典
拠
が
あ
る
部
分
な
ど
に
つ

い
て
、
従
来
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
語
彙
・
表
現
・
文
体
・
文
法
な
ど
の
偏
り
に
関
す
る
観
点
も
取
り
入
れ
て
、
相
互
に
諸
特
徴
を
勘

案
し
が
ら
、『
篁
物
語
』
の
段
落
・
場
面
の
構
成
の
さ
れ
方
を
、
新
た
に
再
検
討
し
て
い
く
余
地
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　
本
稿
で
は
、
先
行
の
考
察
や
指
摘
を
参
考
に
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
、『
篁
物
語
』
の
物
語
文
章
の
章
段
構
成
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

3
　『
篁
物
語
』
の
文
章
構
成
の
諸
相

　
後
掲
の
（
節
に
、『
篁
物
語
』
の
文
章
に
つ
い
て
、
現
段
階
で
の
試
み
と
し
て
の
章
段
構
成
を
提
示
し
て
み
た
。

　
い
わ
ゆ
る
前
半
・
後
半
な
い
し
第
（
部
・
第
（
部
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
（
部
構
成
を
踏
襲
し
（
本
稿
で
は
、
第
Ⅰ
部
、
第
Ⅱ
部
と
表
記

す
る
）、
ま
た
、
菊
田
（（9（（

）
な
ど
に
お
け
る
、
第
（
部
を
（
段
、
第
（
部
を
（
段
と
す
る
構
成
も
踏
襲
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
の
下
位
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一
〇
二

区
分
を
次
の
よ
う
に
（（
段
ま
で
立
て
た
。

　
■
部
│
│
2
部
構
成
（
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
）

　
◆
章
│
│
8
章
構
成
（
第
Ⅰ
部
内
は
第
1
章
〜
第
5
章
の
5
章
構
成
、
第
Ⅱ
部
内
は
第
6
章
〜
第
8
章
の
3
章
構
成
）

　
○
段
│
│
23
段
構
成
（
各
章
内
を
さ
ら
に
下
位
に
細
分
し
て
次
の
よ
う
に
、
23
段
と
し
た
）

　
　
　
　
　
第
1
章
＝
4
段
、
第
2
章
＝
5
段
、
第
3
章
＝
2
段
、
第
4
章
＝
4
段
、
第
5
章
＝
1
段

　
　
　
　
　
第
6
章
＝
3
段
、
第
7
章
＝
2
段
、
第
8
章
＝
2
段

　
こ
の
下
位
区
分
の
段
の
設
定
の
大
き
な
目
安
と
し
て
は
、
ま
ず
は
、
次
の
（
つ
の
観
点
で
の
相
違
が
重
視
さ
れ
た
。

（
（
）�

贈
答
歌
（
単
独
歌
の
場
合
も
あ
る
が
、
（
首
・
（
首
に
よ
る
場
合
も
含
む
）
を
物
語
の
個
々
の
一
場
面
の
結
び
（
終
り
）
部
分

に
据
え
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
面
（
段
落
）

（
（
）�

会
話
・
発
話
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
場
面
（
段
落
）、
な
い
し
、
説
話
の
展
開
部
（
例
え
ば
、
冒
頭
部
や
終
結
部
、
ま

た
、
場
面
転
換
部
）
な
ど
で
い
わ
ゆ
る
「
地
の
文
」
を
中
心
に
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分

　
こ
の
（
点
に
よ
っ
て
文
章
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
そ
れ
ら
は
外
形
上
・
表
面
上
（
和
歌
、
会
話
、
地
の
文
な

ど
見
た
目
で
の
区
別
）
で
も
把
握
さ
れ
る
特
徴
で
も
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
物
語
の
場
面
な
ど
内
容
と
極
め
て
よ
く
連
動
し
て
い
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
段
の
う
ち
、（
（
）
の
特
に
和
歌
・
贈
答
歌
が
あ
る
章
段
は
、
い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」（『
伊
勢
物
語
』
他
）
に
お
け
る
歌
を
中

心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
文
章
と
ほ
と
ん
ど
類
似
な
い
し
近
似
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、「
歌
物
語
」
的
段
落
と
見
る
こ
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〇
三

と
が
で
き
る
（
も
ち
ろ
ん
物
語
と
し
て
前
後
と
連
続
す
る
段
も
あ
る
が
、
独
立
し
て
読
め
る
部
分
や
、
例
え
ば
、
登
場
人
物
を
「
男
」
や

「
女
」
な
ど
に
置
き
換
え
る
と
ほ
と
ん
ど
独
立
し
た
も
の
と
し
て
も
読
み
得
る
よ
う
な
部
分
も
多
い
）。

　
な
お
、
大
区
分
に
お
け
る
二
部
構
成
、
お
よ
び
、
中
位
区
分
に
お
け
る
（
分
類
ま
で
は
、
こ
の
「
（
部
─
（
章
」
分
類
を
取
る
先
行
研

究
の
立
場
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
（
大
区
分
を
（
部
立
て
と
す
る
論
（
例
え
ば
、
山
口
博
（（9（7

）
な
ど
）
も
あ
る
が
、
他
説
な
ど
の
紹
介

は
機
会
を
改
め
る
）。

　
段
と
し
た
下
位
区
分
は
、
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
で
の
分
析
（
特
に
、
安
部
の
二
〇
一
八
年
に
お
け
る
（
論
文
）
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
下
記

の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
い
る
。
そ
の
下
位
区
分
の
基
準
と
さ
ら
に
詳
し
い
個
別
部
分
の
具
体
的
解
説
は
、
別
稿
で
補
っ

て
解
説
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　
◆
下
位
区
分
に
お
い
て
重
視
し
た
諸
観
点

　
　
○
和
歌
（
贈
答
歌
）
の
関
連
と
配
置
（
三
浦
則
子（000

ほ
か
）

　
　
○
会
話
・
発
話
の
連
続
（
会
話
中
心
で
の
展
開
等
と
し
て
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
指
摘
）

　
　
○
語
彙
・
語
法
の
時
代
的
新
旧
（
安
部（99（
）

　
　
○
係
り
助
詞
（
安
部（0（（.（

に
て
先
行
研
究
も
紹
介
）

　
　
○
人
物
呼
称
（
安
部（0（（.（

、
安
部（0（9

予
定
稿
、
先
行
研
究
で
も
注
目
）

　
　
○
接
続
詞
・
接
続
助
詞
・
接
続
表
現
（
複
数
の
先
行
研
究
が
指
摘
）

　
　
○
指
示
代
名
詞
（
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
指
摘
。「
例
の
」
等
も
含
む
）

　
　
○
時
節
・
日
時
等
の
明
記
（
安
部（0（（.（

）

　
　
○
会
話
直
前
の
話
者
提
示
形
式
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一
〇
四

　
　
○
典
拠
（
出
典
、
依
拠
等
）
の
作
品
の
有
無
（
安
部（0（（.（

）

　
　
○
主
題
関
連
語
彙
の
有
無
（
安
部（0（（.（

）

　
　
○
同
一
語
句
・
類
似
表
現
等
の
繰
り
返
し
と
そ
の
位
置
（
安
部（0（（.�（

・
安
部（0（9.�（

予
定
稿
）、
ほ
か

4
　
章
段
構
成
の
把
握
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

　
本
稿
の
よ
う
な
章
段
構
成
の
分
析
的
考
察
が
、
物
語
文
章
の
考
察
に
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
。
そ
の
こ
と
を
併
せ
て
提
示
で

き
な
け
れ
ば
、
作
品
が
読
み
や
す
く
な
る
、
と
い
う
以
上
の
意
義
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
点
が
、
新
た
な
解
釈
に
つ
な
が
り
、
原
作
者
が

意
図
し
た
創
作
の
意
図
に
近
づ
け
る
「
解
釈
」
に
な
り
得
る
か
、
が
問
題
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
い
考
察
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
、
そ
の
一
部
を
、
以
下
に
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
興
味
深
い
こ
と
に
、
特
に
贈
答
歌
で
場
面
の
終
り
が
結
ば
れ
て
い
る
章
段
は
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
平
中
物
語
』
な
ど
の
よ
う
に
、
あ

た
か
も
一
つ
の
「
歌
物
語
」
の
章
段
の
よ
う
に
、
そ
こ
だ
け
で
完
結
し
た
一
話
の
よ
う
に
（
も
）
創
作
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
見
え

て
く
る
。

　
な
お
、
こ
の
節
で
は
、
本
稿
末
尾
に
掲
載
し
た
『
篁
物
語
』
本
文
か
ら
（
章
段
毎
に
引
用
し
て
例
示
し
て
い
く
が
、
あ
く
ま
で
理
解
の

便
の
た
め
、｛

　
｝
の
語
句
を
付
記
し
て
お
い
た
。｛

　
｝
内
の
語
句
が
無
く
と
も
平
安
作
品
と
し
て
は
、
無
理
な
く
理
解
可
能
で
あ
ろ
う
。

【
　
】
は
『
篁
物
語
』
の
内
容
の
確
認
の
た
め
に
、
参
考
ま
で
に
注
記
し
て
あ
る
部
分
で
あ
る
。
贈
答
歌
の
傍
線
や
太
字
等
の
注
記
に
つ

い
て
は
（
節
参
照
。

　
ま
ず
、
本
稿
に
お
け
る
章
段
分
け
で
、「
三
段
」（
第
Ⅰ
部
第
三
章
）
と
し
た
「
師
走
の
月
夜
」
の
場
面
を
挙
げ
る
。
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落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
〇
五

　
〇
　
三
段
　（「
師
走
の
月
夜
」）　
贈
答
2
首

　
師
走
の
も
ち
ご
ろ
、
月
い
と
あ
か
き
に
、｛
女
と
｝
物
語
し
け
る
を
、
人
見
て
、

　「
誰
ぞ
。
あ
な
、
す
さ
ま
じ
。
師
走
の
月
夜
と
も
あ
る
か
な
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、｛
男
｝

　《
和
歌
》【
篁
】
春
を
待
つ
冬
の
か
ぎ
り
と
思
ふ
に
は
か
の
月
し
も
ぞ
あ
は
れ
な
り
け
る

返
し
、｛
女
｝

　《
和
歌
》【
妹
】
年
を
へ
て
思
ふ
も
あ
か
じ
こ
の
月
は
み
そ
か
の
人
や
あ
は
れ
と
思
は
む

　【
か
つ
て
の
一
説
：
詠
み
手
「
人
」】

か
く
言
ふ
程
に
、
夜
ふ
け
に
け
れ
ば
、

【
妹
】「
人
う
た
て
見
ん
も
の
」

と
て
、
入
り
に
け
り
。

男
は
、
曹
司
に
と
み
に
も
入
ら
で
、
う
そ
ぶ
き
あ
り
き
け
り
。

　
あ
た
か
も
、「
歌
物
語
」
の
独
立
し
た
一
つ
の
段
落
で
あ
る
か
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。

　
独
立
性
が
高
い
と
は
言
っ
て
も
、
実
際
に
は
物
語
の
中
に
あ
る
場
面
で
あ
る
か
ら
、
若
干
の
つ
な
ぎ
の
表
現
は
避
け
が
た
い
場
合
も
あ

る
。
次
に
挙
げ
る
段
で
は
、
そ
の
冒
頭
の
つ
な
ぎ
の
表
現
を
見
せ
消
ち
線
で
消
し
て
提
示
し
て
み
た
。
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落
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一
〇
六

　
〇
　
四
段
　（「
せ
う
と
の
懸
想
」）　
贈
答
　

3
首

　
さ
て
、
あ
し
た
に
、｛
男
｝
久
し
く
書
読
ま
せ
ざ
り
け
れ
ば
、

父
ぬ
し
、「
あ
や
し
く
篁
が
見
え
ぬ
か
な
」【
父
主
】

と
言
ひ
て
、
呼
び
に
や
る
に
、
男
来
て
、
れ
い
の
、
書ふ

み

か
き
集
め
て
｛
女
に
｝
教
へ
け
る
ま
ゝ
に
な
ん
、
こ
の
女
の
み
心
に
入
り
て
、
ひ

が
ご
と
を
の
み
な
む
、
し
け
る
。
か
う
教
ふ
る
中
に
、
か
く
ひ
ち
【
角
筆
】
し
て
、｛
男
｝

　《【
消
息
】【
篁
】「
か
や
う
、
初
の
書ふ

み

は
、
ひ
が
ご
と
つ
か
う
ま
つ
る
ら
ん
。
こ
の
ご
ろ
は
、
物
覚
え
ず
ぞ
や
。

　《
和
歌
》【
篁
】
君
を
の
み
思
ふ
心
は
忘
ら
れ
ず
契
し
こ
と
も
ま
ど
ふ
心
か

返
し
、｛
女
｝

　《
和
歌
》【
妹
】
博
士
と
は
い
か
ゞ
頼
ま
む
人
知
れ
ず
も
の
忘
れ
す
る
人
の
心
を

又
、
男
、

　《
和
歌
》【
男
】
読
み
聞
き
て
よ
ろ
づ
の
書ふ

み

は
忘
る
と
も
君
ひ
と
り
を
ば
思
ひ
も
た
ら
ん

か
く
て
、
こ
の
男
は
、
て
ふ
く
み
【
手
文
？
】
を
ぞ
、
常
に
作
り
か
へ
け
る
。

　
冒
頭
の
、「
さ
て
」
程
度
の
接
続
詞
は
他
の
歌
物
語
で
も
見
ら
れ
る
か
ら
、
前
の
章
段
か
ら
の
時
間
系
列
を
示
す
「
あ
し
た
」（
翌
朝
、

な
い
し
、
あ
る
日
）
が
つ
い
て
い
る
程
度
の
問
題
と
な
る
。

　
和
歌
、
特
に
、
贈
答
歌
を
含
む
章
段
は
、
あ
た
か
も
一
つ
の
独
立
し
た
「
歌
物
語
」
風
に
、
場
面
の
終
り
の
方
を
歌
の
や
り
取
り
（
贈

答
）
で
締
め
く
く
る
よ
う
に
創
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
〇
七

　
そ
の
こ
と
は
、
次
の
十
段
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
主
語
に
「
親
」
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
と
は
「
女
に
・
娘
に
」
と
い
う
こ
と

が
補
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
場
面
は
独
立
し
て
い
て
も
ほ
ど
ほ
ど
に
理
解
さ
れ
や
す
か
ろ
う
。

〇
　
十
段
　（「
兄
・
妹
心
通
ひ
」）　
贈
答
　

3
首

　
れ
い
の
書
読
み
に
、 『
内
侍
に
な
さ
ん
』
の
心
あ
り
て
、
親
は
【
娘
に
】
書
教
ふ
る
な
り
け
り
。
文
か
よ
は
し
に
は
し
ゝ
た
れ
ど
、
こ

の
｛
女
の
｝
兄せ

う
と、

心
を
ま
ど
は
し
て
、
思
ひ
出
で
ら
れ
け
り
。
男
｛
兄
｝、
言
ふ
や
う
、

【
篁
】「
か
く
思
ひ
出
で
ら
れ
、
か
ぎ
り
な
き
心
を
思
知
ら
ず
し
て
、
よ
そ
な
る
人
を
思
ひ
た
ま
へ
る
こ
そ
、
つ
ら
け
れ
。」

《
和
歌
》【
篁
】
目
に
近
く
見
る
か
い
も
な
く
思
ふ
と
も
心
を
ほ
か
に
や
ら
ば
つ
ら
し
な

と
言
ひ
け
れ
ば
、｛
女
｝

【
妹
】「
人
の
御
心
も
知
ら
ず
や
。

《
和
歌
》【
妹
】
あ
は
れ
と
は
君
ば
か
り
を
ぞ
思
ふ
ら
ん
や
る
か
た
も
な
き
心
と
を
知
れ

思
ひ
く
さ
な
や
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
す
こ
し
心
ゆ
き
て
、｛
男
＝
兄
｝

《
和
歌
》【
篁
】
い
と
ゞ
し
く
君
が
嘆
き
の
こ
が
る
れ
ば
や
ら
ぬ
思
ひ
も
燃
え
ま
さ
り
け
り

か
く
言
ひ
て
、
心
は
か
よ
ひ
け
れ
ど
、
親
に
も
つ
ゝ
み
、
人
に
も
さ
は
り
け
れ
ば
、
心
と
け
て
久
し
く
も
語
ら
は
ず
あ
り
。

　
こ
れ
ら
の
よ
う
な
特
徴
は
、
第
Ⅰ
部
前
半
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
半
で
も
次
の
十
五
段
の
よ
う
に
同
様
に
維
持
さ
れ
て
い
る
の
が
認
め

ら
れ
る
。
冒
頭
に
「
む
か
し
、
男
、
あ
り
け
り
。」
を
入
れ
て
読
ん
で
み
る
と
よ
り
そ
の
独
立
性
が
理
解
し
や
す
い
。
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一
〇
八

〇
　
十
五
段
　（「
妹
の
招
魂
と
亡
霊
」）　
贈
答
　

2
首

　｛
む
か
し
、
男
、
あ
り
け
り
。｝
そ
の
日
の
よ
う
さ
り
、
火
を
ほ
の
か
に
か
き
あ
げ
て
、
泣
き
臥
せ
り
。
あ
と
【
足あ

元と

】
の
か
た
、
そ
ゝ

め
き
け
り
。
火
を
消
ち
て
見
れ
ば
、
そ
ひ
臥
す
心
ち
し
け
り
。
死
に
し
妹
の
声
に
て
、
よ
ろ
ず
の
悲
し
き
こ
と
を
言
ひ
て
、
泣
く
声
も
言

ふ
と
も
、
た
ゞ
そ
れ
な
り
け
れ
ば
、
も
ろ
と
も
に
語
ら
ひ
て
、
泣
く
〳
〵
さ
ぐ
れ
ば
、
手
に
も
さ
は
ら
ず
、
手
に
だ
に
あ
ら
ず
。
ふ
と
こ

ろ
に
か
き
入
れ
て
、
わ
が
身
の
な
ら
ん
や
う
も
し
ず
、
臥
さ
ま
ほ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

《
和
歌
》【
篁
】
泣
き
流
す
涙
の
上
に
あ
り
し
に
も
さ
ら
ぬ
あ
は
の
山
か
へ
る

女
、
返
し
、

《
和
歌
》【
妹
】
常
に
寄
る
し
ば
し
ば
か
り
は
泡
な
れ
ば
つ
い
に
溶
け
な
ん
こ
と
ぞ
悲
し
き

と
い
ふ
程
に
、
夜
の
あ
け
に
け
れ
ば
、
な
し
。

こ
れ
ら
第
Ⅰ
部
だ
け
で
な
く
、
第
Ⅱ
部
で
和
歌
が
あ
る
次
の
章
段
で
も
、
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
■
第
Ⅱ
部
　
◆
第
七
章

　
〇
　
二
十
段
　（「
亡
霊
譚
　
続
」）　
和
歌
　

1
首

　｛
む
か
し
、
男
、
あ
り
け
り
。｝
さ
て
、
こ
の
こ
ろ
、
妹
の
あ
り
し
屋
に
い
き
た
り
け
れ
ば
、
い
と
悲
し
か
り
け
れ
ば
、
寝
に
け
り
。
妹
、

《
和
歌
》【
妹
】
見
し
人
に
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
お
ぼ
つ
か
な
も
の
忘
れ
せ
じ
と
思
ひ
し
も
の
を

と
言
ひ
け
れ
ば
、
か
の
殿
に
も
い
か
に
て
ぞ
、
泣
き
を
り
け
る
。�
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一
〇
九

　「
あ
り
し
」
と
過
去
で
あ
り
な
が
ら
歌
を
詠
み
か
け
て
く
る
妹
に
は
、
現
代
的
理
屈
か
ら
は
矛
盾
の
あ
る
文
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
が
、

「
寝
に
け
り
」
で
場
面
は
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
文
の
世
界
の
中
で
言
え
ば
、
既
に
「
夢
の
中
の
妹
」
だ
と
、
理
解
さ
れ
る

文
に
は
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、「
か
の
殿
」
が
直
接
は
何
か
は
未
詳
で
あ
ろ
う
が
、
例
え
こ
の
段
落
が
単
独
で
も
、
自
分

の
帰
る
べ
き
屋
敷
、
あ
る
い
は
、
妻
が
居
て
帰
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
「
か
の
」
屋
敷
で
あ
る
と
い
う
程
度
に
は
推
察
す
る
こ
と
が

で
き
る
文
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
説
話
的
部
分
で
あ
る
と
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
兵
衛
佐
」
が
登
場
し
て
い
る
第
Ⅰ
部
に
お
い
て
も
、
贈
答

歌
が
あ
る
部
分
で
は
、
次
の
よ
う
に
や
は
り
同
じ
程
度
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
第
Ⅱ
部
の
よ
う
に
“
説
話

的
部
分
”
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
の
兵
衛
佐
登
場
の
章
段
も
、
そ
の
前
後
と
同
一
作
者
に
よ
る
文
体
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
か
。

　
〇
　
六
段
　「
如
月
初
午
稻
荷
詣
　

2
（
兵
衛
佐
と
の
和
歌
の
贈
答
）」　
贈
答
　

2
首

　
さ
る
程
に
、 ｛
昔
、｝
兵
衞
佐
ば
か
り
の
人
、
か
た
ち
清
げ
に
て
年
廿
ば
か
り
な
り
け
る
が
、
詣
で
あ
ひ
て
、
か
へ
さ
に
、
女
の
道
に
ゐ

た
る
、

【
佐
】「
あ
な
、
く
る
し
。
か
く
て
や
は
、
出
で
立
ち
給
へ
る
」。

も
の
嫉
み
し
て
、
男
申
に
、

【
佐
】「
か
し
は
車
作
り
て
、
こ
の
わ
た
り
な
る
木
さ
き
の
屏
に
す
へ
奉
ら
ん
。
女
の
身
に
は
大
王
、
み
か
ど
に
は
誰
を
か
を
と
」

と
言
ふ
程
に
暮
れ
ぬ
れ
ば
、｛
女
の
異
腹
の
兄
が
｝
わ
り
ご
さ
が
し
て
食
は
せ
ん
と
す
る
に
、
こ
の
佐
を
や
り
す
ぐ
す
。
こ
の
男
、
休
む
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一
〇

や
う
に
て
、
降
り
て
、

　《
和
歌
》【
兵
衛
佐
】
人
知
れ
ぬ
心
た
ゞ
す
の
神
な
ら
ば
思
ふ
心
を
そ
ら
に
知
ら
な
ん

返
し
、

　《
和
歌
》【
妹
】
社
に
も
あ
だ
き
ね
す
ゑ
ぬ
石
神
は
知
る
こ
と
難
し
人
の
心
を

ま
た
も
お
こ
せ
け
れ
ど
、
こ
の
兄せ

う
と、

い
そ
が
し
て
、
車
に
乗
せ
て
、
ゐ
て
去
ぬ
。

　
こ
れ
ら
の
よ
う
な
特
徴
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
、「
作
り
物
語
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、『
篁

物
語
』
の
贈
答
歌
あ
る
い
は
単
独
歌
が
あ
る
一
つ
ひ
と
つ
の
章
段
は
、
い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」
の
よ
う
な
章
段
構
成
を
、
極
め
て
強
く
意

識
し
て
創
作
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
単
に
「
歌
物
語
」
的
な
部
分
が
説
話
的
部
分
と
組
み
合
わ
さ

れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
な
の
で
は
な
く
、
贈
答
歌
場
面
一
つ
ひ
と
つ
が
、
一
つ
の
「
歌
物
語
」
の
一
場
面
と
し
て
創
作
さ
れ
て
い
る
と
、

見
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
連
結
す
る
か
の
よ
う
に
、
他
の
「
会
話
・
心
話
を
中
心
し
た
部
分
」
が
つ
な

ぎ
役
と
し
て
接
続
さ
れ
て
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
「
作
り
物
語
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
把
握
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
次
の
よ
う
な
点
も
明
ら
か
に
で
き
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
贈
答
歌
は
文
章
構
成
上
、
特
徴
的
位
置
に
あ
る
が
、
序
段
か
ら
第
十

三
段
（
前
半
）
ま
で
（
構
想
段
階
が
異
な
る
「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
の
第
五
～
九
段
を
除
く
。
六
章
参
照
）、
つ
ま
り
物
語
の
ほ
ぼ
半
分

ま
で
は
、
各
章
段
の
贈
答
歌
の
最
後
の
歌
の
直
後
を
「
か
」
系
指
示
代
名
詞
（
か
く
、
か
く
、
か
く
て
、
か
く
、
か
く
、
か
か
る
）
で
受

け
る
文
体
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
挿
入
部
を
除
く
第
十
三
段
ま
で
は
同
じ
均
質
な
文
体
で
統
一
的
に
構
成
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
て

く
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
新
た
な
作
品
解
釈
を
可
能
に
し
て
い
る
点
に
、
本
稿
の
よ
う
な
「
贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
か
ら
見
た
」
文
章
構
成
の
考
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察
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
の
よ
う
な
新
た
な
視
点
か
ら
、『
篁
物
語
』
の
原
作
者
が
そ
の
脳
裡
に
て
意
図
し
た
で
あ
ろ
う
作
品
の
構
成
を
、
よ
り
理
解
し
や
す

い
よ
う
な
か
た
ち
で
示
す
こ
と
を
企
図
し
、
章
段
の
区
分
と
い
う
現
代
人
の
わ
れ
わ
れ
が
目
に
見
え
や
す
い
か
た
ち
に
構
成
し
た
全
文
を
、

試
案
と
し
て
（
節
の
ま
と
め
の
後
に
、
（
節
と
し
て
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

5
　
結
び
と
し
て
│
│
章
段
構
成
か
ら
見
え
る
原
作
者
の
意
図
と
文
学
史
的
位
置
づ
け

　
（
節
ま
で
略
説
し
た
『
篁
物
語
』
の
構
成
の
特
徴
お
よ
び
最
後
の
（
節
で
示
し
た
そ
の
全
文
の
章
段
構
成
と
を
総
合
的
に
み
る
と
、

『
篁
物
語
』
の
文
章
構
成
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
と
把
握
さ
れ
る
。

　
即
ち
、
一
定
の
主
題
を
も
つ
（
漢
学
の
教
養
、
兵
衛
佐
の
懸
想
、
継
子
苛
め
譚
、
亡
霊
譚
、
三
女
至
福
譚
等
）
複
数
の
説
話
的
小
話

（
安
部
（（0（（.�（

））
を
内
容
的
に
併
行
さ
せ
つ
つ
進
展
さ
せ
る
筋
立
て
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
を
、
時
に
地
の
文
で
語
り
、
時
に
発
話
・
心

話
で
展
開
さ
せ
な
が
ら
、
一
方
で
、
贈
答
歌
を
中
心
と
し
た
か
な
り
独
立
性
の
強
い
場
面
を
筋
立
て
に
従
っ
て
複
数
準
備
し
、
そ
れ
を
物

語
の
展
開
に
従
っ
た
地
の
文
や
会
話
の
中
に
、
あ
た
か
も
歌
物
語
の
一
章
段
の
よ
う
に
、
断
続
的
あ
る
い
は
時
に
連
続
的
に
組
み
込
み
な

が
ら
、
双
方
が
交
互
に
展
開
し
て
、
進
行
し
て
い
く
物
語
文
章
の
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
簡
略
に
言
え
ば
、「
歌
物
語
風
の
作
り
物

語
」、「
歌
物
語
的
要
素
を
残
し
、（
中
国
文
学
ほ
か
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
）
典
拠
を
背
後
に
持
つ
説
話
風
の
要
素
も
組
み
込

ん
だ
（
独
自
の
）
作
り
物
語
」
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　
そ
の
点
を
十
世
紀
後
半
と
い
う
『
篁
物
語
』
の
成
立
説
と
併
せ
て
文
学
史
の
中
で
位
置
づ
け
て
み
る
と
、『
伊
勢
物
語
』『
平
中
物
語
』

『
大
和
物
語
』
と
、
説
話
的
物
語
と
も
言
え
る
『
竹
取
物
語
』
と
の
後
を
受
け
、
そ
れ
ら
ど
ち
ら
の
要
素
を
持
ち
な
が
ら
そ
れ
ら
を
融
合



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
一
二

し
た
創
作
を
意
図
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
あ
と
に
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
多
く
の
歌
や
引
き
歌
を
物
語
の

展
開
の
中
に
縦
横
無
尽
に
組
み
入
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
へ
と
、
展
開
し
て
い
く
物
語
文
学
の
流
れ
の
、
ち
ょ
う
ど
中
間
的
作
品
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
言
う
な
れ
ば
、（「
歌
物
語
」＋「
つ
く
り
物
語
」）
⇨
「
作
り
歌
物
語
」
と
い
う
新
し
い
文
章
、
文
学
の
誕
生

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
、
本
稿
（
（
節
）
で
採
用
し
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
日
本
語
学
的
視
点
か
ら
の
分
析
と
考
察
の
結
果
か
ら
た
ど

り
つ
い
た
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、『
篁
物
語
』
に
関
す
る
類
似
す
る
指
摘
は
、
既
に
文
学
の
世
界
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、

そ
れ
を
紹
介
し
て
、
結
び
と
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
福
家
俊
幸
（（997.（

）
は
、『
篁
物
語
』
に
あ
る
歌
が
、
小
野
篁
の
実
際
の
歌
を
一
首
も
引
か
ず
、
ま
た
、
そ
の
主
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
小
野
篁
の『
古
今
和
歌
集
』の
歌
を
も
直
接
は
引
い
て
い
な
い
な
ど
の
意
味
を
考
察
し
、次
の
よ
う
に
言
う
。（
こ
こ
で
は
福
家（（997.（

）

と
し
て
『
歌
語
り
・
歌
物
語
辞
典
』
に
記
さ
れ
た
表
現
か
ら
引
用
し
て
い
る
が
、
同
趣
旨
の
福
家
（（997.（

）
も
参
照
さ
れ
た
い
。）

　「
歌
物
語
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
』
は
実
在
の
在
原
行
平
の
詠
歌
を
基
礎
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
昔
男
」
の
物
語

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
様
相
が
読
み
取
れ
る
。（
中
略
）
既
存
の
歌
が
主
体
と
な
っ
て
物
語
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ

だ
け
見
れ
ば
、
歌
物
語
の
手
法
に
通
じ
る
。
と
す
れ
ば
、『
篁
物
語
』
は
そ
の
元
と
な
っ
た
和
歌
を
あ
え
て
不
在
に
し
た
【
引
用
者

注
＝
元
と
な
る
先
行
の
歌
も
あ
え
て
隠
し
た
】
歌
物
語
で
あ
る
と
言
っ
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。（
略
）
こ
の
元
と
な
っ

た
歌
が
不
在
と
な
っ
た
事
実
は
、
文
学
史
の
上
で
の
歌
物
語
か
ら
作
り
物
語

4

4

4

4

へ
の
過
渡
性
を
反
映
し
て
い
る
の
か
（
中
略
）。
こ
こ

で
『
篁
物
語
』
の
作
者
は
、
歌
物
語
の
手
法
を
援
用
し
て
、
意
図
的
に
虚
構
へ
傾
斜
し
た
、
創
作
作
品
を
創
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
か
。
歌
物
語
の
手
法
を
異
化
し
て
、
小
野
篁
を
主
人
公
と
し
た
、
独
自
の
創
作
的
伝
記
物
語

4

4

4

4

4

4

4

の
よ
う
な
も
の
を
創
ろ
う
と
し
た
作

者
の
目
論
見
（
中
略
）『
篁
物
語
』
作
者
の
、
先
行
す
る
文
学
に
対
す
る
挑
戦
の
姿
勢
」（（�（�（

頁
）（
傍
線
・
傍
点
引
用
者
、
以
下
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同
じ
）

　
こ
の
福
家
氏
の
よ
う
な
見
方
は
、
本
稿
の
日
本
語
学
的
と
も
言
え
る
章
段
分
析
か
ら
た
ど
り
つ
い
た
解
釈
と
、
近
似
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
右
の
よ
う
な
文
学
的
解
釈
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
の
分
析
と
が
一
致
し
て
、
一
定
の
特
徴
を
掌
握
で
き
た
こ
と
は
重
要

と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
福
家
の
指
摘
は
「
和
歌
」
へ
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
説
話
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
類
似
す
る
見
方
が
あ
る
。
福
家

論
文
の
か
な
り
以
前
に
、
山
口
博
（（9（7

）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
山
口
（（9（7

）
は
、『
篁
物
語
』
を
説
話
的
に
見
て
お
り
、

そ
の
成
立
時
期
を
、
竹
取
と
源
氏
と
の
間
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
記
述
も
そ
の
解
釈
の
も
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
）。

　「
篁
物
語
に
お
い
て
も
、
事
実
と
異
な
る
篁
を
創
作
し
た
の
も
、
あ
る
い
は
古
今
集
の
歌
六
首
を
一
首
も
利
用
し
な
か
っ
た
の
も
、

（
中
略
）
と
改
作
し
た
ら
し
い
の
も
、
事
実
に
あ
ら
ざ
る
虚
構
と
す
る
た
め
の
巧
み
な
方
法
で
あ
っ
た
。」（（�（�（

頁
）

　「
平
安
の
物
語
の
虚
構
の
第
一
作
と
し
て
、
竹
取
物
語
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
竹
取
は
、（
中
略
）
現
実
的
な
姿
に
お
い
て
描
く
事

が
で
き
な
か
っ
た
点
に
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
篁
物
語
に
お
い
て
は
、
現
実
の
立
場
に
お
い
て
【
引
用
者
注
＝
小
野
篁
と
い
う
史

実
上
の
人
間
を
持
ち
出
し
て
】
描
き
得
た
の
で
あ
る
。【
改
行
】『
篁
物
語
』
は
虚
構
で
あ
る
。
事
実
で
は
な
い
。（
下
略
）」（（�（�（

頁
）

　「
し
か
し
、【
引
用
者
注
＝
竹
取
等
の
】
伝
承
文
学
か
ら
や
が
て
説
話
性
の
濃
い
物
語
へ
、
更
に
写
実
的
作
り
物
語
へ
移
っ
て
く
る

物
語
の
発
展
を
考
え
た
場
合
、
説
話

4

4

と
虚
構

4

4

よ
り
な
る
こ
の
篁
物
語
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

（（�（�（

頁
）
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　「
此
の
物
語
は
、（
中
略
）
そ
れ
が
【
注
＝『
篁
』
の
構
成
・
描
写
が
緊
密
で
な
く
未
熟
と
い
う
点
が
】
説
話
か
ら
作
り
物
語
へ
の

発
展
段
階
上
に
あ
る
事
を
認
め
る
な
ら
、
そ
の
不
緊
密
故
に
、
篁
物
語
は
一
層
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。」（（�（�（

頁
）

　
山
口
氏
も
、
や
は
り
同
じ
く
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
も
小
野
篁
の
歌
も
敢
え
て
取
り
入
れ
て
い
な
い
こ
と
も
重
視
し
つ
つ
、「
説
話
」

「
虚
構
」
と
い
う
視
点
か
ら
も
、
こ
の
作
品
の
位
置
付
け
を
同
じ
よ
う
に
問
題
提
起
し
て
い
る
。
山
口
氏
の
指
摘
の
初
出
は（�9�（�7

年
ま
で

遡
り
、
福
家
氏
の
指
摘
で
も
（0
年
以
上
前
に
な
る
が
、
福
家
氏
の
論
に
山
口
論
の
引
用
も
注
記
も
な
い
。
視
点
が
「
和
歌
」
と
「
説
話
」

と
の
相
違
が
あ
る
故
で
あ
ろ
う
か
。
二
人
が
提
起
し
た
こ
の
問
題
は
、
小
品
故
か
、
そ
の
後
の
『
篁
物
語
』
の
研
究
史
で
も
あ
ま
り
顧
み

ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
（
注
（
）。

　
こ
れ
ら
の
文
学
史
上
の
解
釈
は
、
本
稿
の
よ
う
に
、
実
際
の
作
品
の
文
章
・
文
体
を
証
左
と
し
た
章
段
構
成
の
考
察
か
ら
た
ど
り
着
い

た
結
論
と
も
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
（
節
で
提
示
し
た
章
段
が
、
単
に
物
語
を
切
っ
た
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
や
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
が
示
し
た
か
っ
た
問
題
提
起
は
、
こ
れ
ら
の
文
学
史
上
の
指
摘
に
も
重
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
伊
勢
物
語
』

等
の
「
歌
物
語
」
以
後
、
多
く
の
歌
を
巧
み
に
組
み
こ
ん
だ
作
り
物
語
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
中
間
的
時
期
に
お
い
て
、
こ
の
原

作
者
が
試
み
た
「
作
り
〈
歌
〉
物
語
」
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
本
作
品
の
、
文
学
史
的
位
置
付
け
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
歌
が
作
品
の
重
要
な
要
素
と
し
て
多
く
組
み
込
ま
れ
た
物
語
、
と
い
う
点
で
は
、『
宇
津
保
物
語
』
へ
の
連
続
性
よ
り
も
、
多

く
の
和
歌
・
引
き
歌
が
本
文
内
部
の
表
現
や
物
語
の
展
開
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
『
源
氏
物
語
』
へ
の
連
続
性
の
方
が
、
よ
り
強
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、『
源
氏
物
語
』
へ
の
『
篁
物
語
』
の
影
響
は
、
浮
舟
の
死
の
場
面
（
井
野
葉
子
（（0（（

））
や
夕
霧
の
「
六
位

宿
世
」
と
い
う
人
物
造
形
も
含
め
、
直
接
的
な
影
響
関
係
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
（
安
部
（（0（7

）
ほ
か
）。
そ
の
“
和
歌
だ
ら
け
”

の
『
源
氏
物
語
』
は
、
確
か
に
あ
る
意
味
で
「
歌
物
語
の
手
法
を
援
用
し
て
、
意
図
的
に
よ
り
虚
構
に
傾
斜
し
た
、
創
作
作
品
」（
福
家
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五

（（997

）
の
上
記
の
記
述
）
と
も
言
え
そ
う
な
ほ
ど
に
、
歌
物
語
的
面
も
残
し
て
い
る
『
篁
物
語
』
に
近
似
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
小
品
な
が
ら
、
山
口
氏
、
福
家
氏
が
異
口
同
音
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
歌
物
語
」
で
も
な
く
、「
説
話
」
と
も
異
な
る
新
し
い

4

4

4

創
作
で

あ
る
「
作
り
歌
物
語
」
と
し
て
の
、『
篁
物
語
』
の
文
学
史
的
意
義
を
、
再
評
価
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

6
　『
篁
物
語
』
の
作
り
歌
物
語
文
章
と
し
て
の
章
段
構
成
（
試
案
）

　
最
後
に
、『
篁
物
語
』
の
本
文
を
、
具
体
的
に
、
（
節
に
示
し
た
（
部
（
■
マ
ー
ク
）、
（
章
（
◆
マ
ー
ク
）、
（（
段
（
○
マ
ー
ク
）
に

区
分
し
て
提
示
す
る
。

　
な
お
、
念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
本
作
品
を
、
他
の
「
歌
物
語
」
と
同
じ
よ
う
に
し
て
章
段
分
け
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
図

で
は
な
い
。
こ
の
作
品
の
作
り
手
の
意
図
と
作
品
の
構
成
や
文
章
を
よ
り
理
解
す
る
た
め
の
、
比
喩
的
に
言
え
ば
、
い
わ
ば
展
開
図
、
見

取
り
図
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
よ
う
か
。

　『
篁
物
語
』
の
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
影
考
館
本
）
を
も
と
と
し
、
便
宜
的
に
漢
字
・
ル
ビ
ほ
か
表
記
等
を
改
め
た
個
所

が
あ
る
。
補
助
記
号
の
凡
例
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
補
助
記
号
　
凡
例

「
　
」＝
発
話
・
会
話
部
分
。

『
　
』＝
心
話
（
心
内
語
）
部
分
。
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表 1　『篁物語』の文章構成

上位区分　
前後 2部

中位区分（5
章＋3章）

下位区分（計 23 段＋1行） 3テーマ別分類〔漢学（第Ⅰ・Ⅱ部）・兵
衛佐・亡霊譚〕／＋【漢才語彙】■

本文の該当段落の「はじめ～おわり」部分 歌物語的段落／説話的
段落で二分した場合

贈答歌■／会話・
心話の多い展開

篁の呼称（「せう
と」「男」「篁」）

第Ⅰ部 第一章 一段　（序段） Ⅰ　【才・書・読む・博士・大学】 「親の～読ませける。」
（一）歌物語的段落の
前部 　会話・心話多い

二段　「妹の家庭教師」 Ⅱ　【文の点・角筆】
「この男～けうとくなかりけり。」　【この男＝指
示詞人物】 　贈答　（ 首 　男 （ 例

三段　「師走の月夜」
Ⅲ　◇〈挿入的段落〉時節「師走のもちご
ろ」

　「師走のもちごろ～うそぶきありきけり。」　
【師走のもちごろ＝月日時明記】 　贈答　（ 首 　男 （

四段　「せうとの懸想」 Ⅳ　【書・角筆・手文】
「さて、《明日に》～作りかへる。」【さて＝接続
詞】（あした、の位置不審） 　贈答　（ 首

　男 （
／【「篁」（ 父主】

第二章 五段　「如月初午稻荷詣　（」 　⑴　「兵衛佐横恋慕譚」（五段～九段）
「さて、この女～如月の初午に～道中に去にけ
り。」【さて＝接続詞、如月の初午＝月日時明記】

（二）説話的段落　（中
間部＝「兵衛佐横恋慕
譚」前半・後半あり）

　冒頭は地の文、後
半は会話・心話多い

せうと （
／【「篁」（ 自身】

六段　「如月初午稻荷詣　（」 　⑵ 「さる程に～ゐて去ぬ。」【さる程に＝接続詞】 　贈答　（ 首 せうと （

七段　「兵衛佐の懸想文と和歌の贈
答」 　⑶

「この佐、人をつけて、（あしたに文あり。～）
～又もあひなん」【このすけ＝指示詞】

　贈答　（ 首、
　会話・心話多い せうと （

八段　「兵衛佐の消息と篁の妨害」 　⑷
「また、これをれいの童、もて来たり。～と思
ひ居り」【また＝接続詞】 　会話・心話多い

せうと （
／【「男」（ 兵衛佐】

九段　「篁・妹口争い」 　⑸
「この兄、例のごと～入りにけり。」【このせう
と＝指示詞】 　会話・心話多い

せうと （

第三章 十段　「篁・妹心通ひ」 Ⅴ　【書読み・内侍・書・教ふる】
「例の書読みに～久しくも語らはずあり。」【例
の＝指示詞】

（三）歌物語的段落の
後部 　贈答　（ 首 せうと （＞男 （

十一段　「妹懐妊」

Ⅵ　【書・読む】「書読む心ちもなし。」（漢
学語彙ここで一旦途切れ第Ⅰ部最後十六段

「法華経を書き」で再び現れる）
「されど、いかでか～書読む心ちもなし。」　【さ
れど＝接続詞】 　贈答　（ 首

第四章 十二段　「春の橘」
Ⅶ　◇（挿入的段落）【大学の主する】・時
節「春のこと」（呼称「せうと」段落）

「例の、さはりせず～（歌）～うつらざりけり」　
【例の＝指示詞，春＝月日時明記】 　贈答　（ 首 せうと （

十三段　「妹の幽閉」 　①　（妹への継子苛め譚的部分）
「かかることを～曹司に籠りゐて泣きけり。」　
【かかること＝指示詞】 　贈答　（ 首

　男 （
／【「男」（ 父主】

十四段　「妹の悶死」 　②　（妹への継子苛め譚的部分）
「夜あけにければ、曹司に帰りて、～泣きまど
へどかひなし。」 　贈答　（ 首

十五段　「妹の招魂と亡霊」 　③　（妹亡霊譚）
「その日のようさり～夜の明けにければ、な
し。」　【その日＝指示詞】 　贈答　（ 首

第五章
十六段　「葬送・招魂」・「法華経供
養・後日譚」 　④　（妹亡霊譚）【法華経を書き】

（夜の明けにければ）「親は捨てて～一人なん、
有りける。」 （四）説話的段落 　地の文

せうと （＞せうと
（＞男 （

第Ⅱ部 第六章
十七段　「漢 詩 献 呈」＝ 第 Ⅱ 部 の

「序段」 ⅰ　【文（漢詩）・大学】 「時の右大臣の～大学へ入りにけり。」 （（）説話的段落 　地の文

十八段　「三の君婚姻受諾」 ⅱ 「殿に帰へりて、～よき日して呼び給ふ。」 　会話・心話多い

十九段　「新枕と三日の儀」 ⅲ　【文の帙・文巻】 御消息ありければ、～具し給ける。」 　会話・心話多い 【篁 （（地）】

第七章 二十段　「亡霊譚　（続）」 　⑤　（妹亡霊譚）
「さて、この頃、～泣きをりける。」【さて＝接
続詞】 （（）歌物語的段落 　和歌　（ 首

二十一段　「新妻との問答」 　⑥　（妹亡霊譚） 「久しう来ねば、大臣殿、～と言ひける。」 　贈答　（ 首 　男 （

第八章
二十二段　「篁出世話」・「末娘致福
譚」 ⅳ　【才学・歌詠み】 「この男は～文作る人は。」　【この男＝指示詞】 （（）説話的段落 　地の文

　男 （
／【篁 （（地）】

二十三段　「回顧」＝学生評と新旧
の時世対比 ⅴ　【大学・才】 「今の人～　文作る人は。」 　地の文

●二十三段の最後（彰考館本で （
文字分空きの後の （ 文） ⅵ　【文】 「また、かように、～」 　地の文
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表 1　『篁物語』の文章構成

上位区分　
前後 2部

中位区分（5
章＋3章）

下位区分（計 23 段＋1行） 3テーマ別分類〔漢学（第Ⅰ・Ⅱ部）・兵
衛佐・亡霊譚〕／＋【漢才語彙】■

本文の該当段落の「はじめ～おわり」部分 歌物語的段落／説話的
段落で二分した場合

贈答歌■／会話・
心話の多い展開

篁の呼称（「せう
と」「男」「篁」）

第Ⅰ部 第一章 一段　（序段） Ⅰ　【才・書・読む・博士・大学】 「親の～読ませける。」
（一）歌物語的段落の
前部 　会話・心話多い

二段　「妹の家庭教師」 Ⅱ　【文の点・角筆】
「この男～けうとくなかりけり。」　【この男＝指
示詞人物】 　贈答　（ 首 　男 （ 例

三段　「師走の月夜」
Ⅲ　◇〈挿入的段落〉時節「師走のもちご
ろ」

　「師走のもちごろ～うそぶきありきけり。」　
【師走のもちごろ＝月日時明記】 　贈答　（ 首 　男 （

四段　「せうとの懸想」 Ⅳ　【書・角筆・手文】
「さて、《明日に》～作りかへる。」【さて＝接続
詞】（あした、の位置不審） 　贈答　（ 首

　男 （
／【「篁」（ 父主】

第二章 五段　「如月初午稻荷詣　（」 　⑴　「兵衛佐横恋慕譚」（五段～九段）
「さて、この女～如月の初午に～道中に去にけ
り。」【さて＝接続詞、如月の初午＝月日時明記】

（二）説話的段落　（中
間部＝「兵衛佐横恋慕
譚」前半・後半あり）

　冒頭は地の文、後
半は会話・心話多い

せうと （
／【「篁」（ 自身】

六段　「如月初午稻荷詣　（」 　⑵ 「さる程に～ゐて去ぬ。」【さる程に＝接続詞】 　贈答　（ 首 せうと （

七段　「兵衛佐の懸想文と和歌の贈
答」 　⑶

「この佐、人をつけて、（あしたに文あり。～）
～又もあひなん」【このすけ＝指示詞】

　贈答　（ 首、
　会話・心話多い せうと （

八段　「兵衛佐の消息と篁の妨害」 　⑷
「また、これをれいの童、もて来たり。～と思
ひ居り」【また＝接続詞】 　会話・心話多い

せうと （
／【「男」（ 兵衛佐】

九段　「篁・妹口争い」 　⑸
「この兄、例のごと～入りにけり。」【このせう
と＝指示詞】 　会話・心話多い

せうと （

第三章 十段　「篁・妹心通ひ」 Ⅴ　【書読み・内侍・書・教ふる】
「例の書読みに～久しくも語らはずあり。」【例
の＝指示詞】

（三）歌物語的段落の
後部 　贈答　（ 首 せうと （＞男 （

十一段　「妹懐妊」

Ⅵ　【書・読む】「書読む心ちもなし。」（漢
学語彙ここで一旦途切れ第Ⅰ部最後十六段

「法華経を書き」で再び現れる）
「されど、いかでか～書読む心ちもなし。」　【さ
れど＝接続詞】 　贈答　（ 首

第四章 十二段　「春の橘」
Ⅶ　◇（挿入的段落）【大学の主する】・時
節「春のこと」（呼称「せうと」段落）

「例の、さはりせず～（歌）～うつらざりけり」　
【例の＝指示詞，春＝月日時明記】 　贈答　（ 首 せうと （

十三段　「妹の幽閉」 　①　（妹への継子苛め譚的部分）
「かかることを～曹司に籠りゐて泣きけり。」　
【かかること＝指示詞】 　贈答　（ 首

　男 （
／【「男」（ 父主】

十四段　「妹の悶死」 　②　（妹への継子苛め譚的部分）
「夜あけにければ、曹司に帰りて、～泣きまど
へどかひなし。」 　贈答　（ 首

十五段　「妹の招魂と亡霊」 　③　（妹亡霊譚）
「その日のようさり～夜の明けにければ、な
し。」　【その日＝指示詞】 　贈答　（ 首

第五章
十六段　「葬送・招魂」・「法華経供
養・後日譚」 　④　（妹亡霊譚）【法華経を書き】

（夜の明けにければ）「親は捨てて～一人なん、
有りける。」 （四）説話的段落 　地の文

せうと （＞せうと
（＞男 （

第Ⅱ部 第六章
十七段　「漢 詩 献 呈」＝ 第 Ⅱ 部 の

「序段」 ⅰ　【文（漢詩）・大学】 「時の右大臣の～大学へ入りにけり。」 （（）説話的段落 　地の文

十八段　「三の君婚姻受諾」 ⅱ 「殿に帰へりて、～よき日して呼び給ふ。」 　会話・心話多い

十九段　「新枕と三日の儀」 ⅲ　【文の帙・文巻】 御消息ありければ、～具し給ける。」 　会話・心話多い 【篁 （（地）】

第七章 二十段　「亡霊譚　（続）」 　⑤　（妹亡霊譚）
「さて、この頃、～泣きをりける。」【さて＝接
続詞】 （（）歌物語的段落 　和歌　（ 首

二十一段　「新妻との問答」 　⑥　（妹亡霊譚） 「久しう来ねば、大臣殿、～と言ひける。」 　贈答　（ 首 　男 （

第八章
二十二段　「篁出世話」・「末娘致福
譚」 ⅳ　【才学・歌詠み】 「この男は～文作る人は。」　【この男＝指示詞】 （（）説話的段落 　地の文

　男 （
／【篁 （（地）】

二十三段　「回顧」＝学生評と新旧
の時世対比 ⅴ　【大学・才】 「今の人～　文作る人は。」 　地の文

●二十三段の最後（彰考館本で （
文字分空きの後の （ 文） ⅵ　【文】 「また、かように、～」 　地の文
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〖
　
〗＝
消
息
部
分
（
そ
の
中
に
和
歌
を
挟
む
場
合
も
あ
る
）。

《
和
歌
》＝
和
歌
の
部
分
を
示
す
。

四
角
の
枠
付
け
語
句
＝
こ
の
・
さ
て
・
か
く
・
れ
い
等
。
段
落
・
場
面
の
切
り
替
え
部
分
の
冒
頭
に
現
れ
る
指
示
詞
・
接
続
詞
等
お

よ
び
段
落
・
場
面
の
終
り
近
く
の
一
文
に
現
れ
る
表
現
等
を
囲
み
枠
で
示
し
た
。
他
の
例
＝
そ
の
、
～
ば
、
か
か
る
等
。

【
　
】＝
本
稿
執
筆
者
注
記
部
分
（
発
話
・
心
話
の
主
体
、
表
記
ほ
か
補
注
な
ど
）。

段
番
号
の
あ
と
の
記
載
1
「
場
面
名
」＝
各
章
段
毎
に
仮
に
場
面
名
を
付
け
た
（
例
、「
師
走
の
月
夜
」）。

段
番
号
の
あ
と
の
記
載
2
【
贈
答
／
発
話
・
心
話
】＝
歌
が
中
心
の
章
段
で
は
歌
数
を
示
し
た
（
贈
答
歌
で
あ
れ
ば
贈
答
と
し
た
）。

会
話
・
心
話
を
中
心
と
し
た
展
開
の
章
段
で
は
【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】
と
示
し
た
。

太
文
字
部
分
＝
本
文
解
釈
上
、
注
意
す
べ
き
語
句
を
太
字
で
示
し
た
。
例
え
ば
、
篁
に
対
す
る
呼
称
、
章
段
構
成
上
の
接
続
詞
・
指

示
代
名
詞
等
、「
漢
才
」「
漢
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
わ
る
語
彙
、
な
ど
で
あ
る
。

和
歌
の
傍
線
部
＝
贈
答
歌
で
は
、
相
互
に
、
同
語
・
同
義
語
・
類
義
語
、
縁
語
、
類
似
す
る
表
現
な
ど
が
使
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
密

接
な
関
係
を
も
つ
和
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
関
連
表
現
に
傍
線
を
付
し
た
。
い
く
つ
か
の
先
行

研
究
で
既
に
言
及
が
あ
り
、
三
浦
（（000

）
で
は
第
Ⅰ
部
の
和
歌
の
み
を
対
象
に
し
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。
三
浦

（（000

）
を
参
考
と
し
つ
つ
も
傍
線
語
彙
は
加
除
し
、
和
歌
の
組
合
せ
の
切
れ
目
も
三
浦
に
従
わ
な
か
っ
た
箇
所
が
あ
る
。
な

お
、
贈
答
形
式
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
も
そ
の
よ
う
な
語
彙
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
前
後
の
和
歌
が
あ
り
（
井
野
葉
子

（（0（（

）
が
指
摘
す
る
（
首
）、
ま
た
、
同
語
・
類
義
語
が
無
い
場
合
で
も
既
存
の
和
歌
を
媒
介
と
し
て
、
あ
る
い
は
縁
語
の
連

環
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
和
歌
（
三
浦
（（000

）
に
解
説
あ
り
）
も
あ
る
。

太
線
部
＝
十
四
段
～
十
六
段
の
太
線
の
「
泣
く
・
涙
」
の
語
彙
と
表
現
は
、『
古
今
和
歌
集
』
八
二
九
番
歌
と
の
関
連
が
強
い
部
分



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
一
九

を
示
す
（
安
部
（（0（9.�（

）
参
照
）。

空
の
行
＝
ひ
と
つ
の
章
段
の
中
で
も
、
場
面
展
開
や
内
容
上
、
あ
る
い
は
、
文
章
構
成
上
（
例
え
ば
、
地
の
文
か
ら
会
話
中
心
の
文

章
へ
と
展
開
す
る
等
）、
小
さ
な
区
切
り
が
認
め
ら
れ
る
箇
所
は
空
行
を
挿
入
し
た
。

『
篁
物
語
』
│
│
文
章
構
成
の
解
釈
試
案
│
│

■
第
Ⅰ
部

　
◆
第
一
章

　
〇
　
一
段
　（
序
段
）　【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　
親お

や

の
、
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
、
人
の
む
す
め
、
あ
り
け
り
。

　
女
の
す
る
ざ
え
【
才
】
の
か
ぎ
り
し
つ
く
し
て
、
今い

ま

は

【
親
】『
書ふ

み

【
書
物
・
漢
文
】
読
ま
せ
ん
』

と
て
、

【
親
】『
博は

か

士せ

に
は
む
つ
ま
じ
か
ら
ん
人
を
せ
ん
』

と
て
、
異

【
こ
と
は
ら
】

腹
の
子こ

の
、
大
学
の
衆し

う

に
て
あ
り
け
り
、
異
腹
な
り
け
れ
ば
、
う
と
く
て
、

【
妹
】「
あ
ひ
見
ず
」

な
ど
あ
り
け
れ
ど
、



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
二
〇

【
親
】「
知し

ら
ぬ
人
よ
り
は
」

と
て
、
す
だ
れ
越
し
に
、
几
帳
た
て
て
ぞ
、
読
ま
せ
け
る
。

　
〇
　
二
段
　（「
妹
の
家
庭
教
師
」）　
贈
答
　

5
首

　
こ
の
男
、
い
と
お
か
し
き
さ
ま
を
見
て
、
す
こ
し
馴
れ
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
顏
を
見
え
物
語
な
ど
も
し
て
、
文
の
て
【
点
カ
】
と
い
ふ
も
の

を
取
ら
せ
た
り
け
る
を
、
見
れ
ば
、
か
く
ひ
ち
【
角
筆
】
し
て
、
一
首
を
な
ん
、
書
き
た
り
け
る
。

　〖《
和
歌
》【
篁
】
な
か
に
ゆ
く
吉
野
の
河
は
あ
せ
な
な
ん
妹
背
の
山
を
越
ゑ
て
見
る
べ
く

　
〗

と
あ
り
け
れ
ば
、

【
妹
】『
か
ゝ
り
け
る
』

と
心
づ
か
い
し
け
れ
ど
、

【
妹
】『
な
さ
け
な
く
や
は
』

と
て
、

　《
和
歌
》【
妹
】
妹
背
山
か
げ
だ
に
見
え
で
や
み
ぬ
べ
く
吉
野
の
河
は
濁
れ
と
ぞ
思
ふ

ま
た
、
男
、

　《
和
歌
》【
篁
】
濁
る
瀬
は
し
ば
し
ば
か
り
ぞ
水
し
あ
ら
ば
澄
み
な
む
と
こ
そ
頼
み
渡
ら
め

女
、

　《
和
歌
》【
妹
】
淵
瀬
を
ば
い
か
に
知
り
て
か
渡
ら
む
と
心
を
先
に
人
の
言
ふ
ら
ん

男
、



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
二
一

　《
和
歌
》【
篁
】
身
の
な
ら
む
淵
瀬
も
知
ら
ず
妹
背
川
降
り
立
ち
ぬ
べ
き
こ
ゝ
ち
の
み
し
て

か
く
言
ふ
程
に
、
人
に
く
か
ら
ぬ
世
な
れ
ば
、
い
と
け
う
と
く
な
か
り
け
り
。

　
〇
　
三
段
　（「
師
走
の
月
夜
」）　
贈
答
　

2
首

　
師
走
の
も
ち
ご
ろ
、
月
い
と
あ
か
き
に
、
物
語
し
け
る
を
、
人
見
て
、

　「
誰
ぞ
。
あ
な
、
す
さ
ま
じ
。
師
走
の
月
夜
と
も
あ
る
か
な
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、

　《
和
歌
》【
篁
】
春
を
待
つ
冬
の
か
ぎ
り
と
思
ふ
に
は
か
の
月
し
も
ぞ
あ
は
れ
な
り
け
る

返
し
、

　《
和
歌
》【
妹
】
年
を
へ
て
思
ふ
も
あ
か
じ
こ
の
月
は
み
そ
か
の
人
や
あ
は
れ
と
思
は
む

　【
一
説
：
詠
み
手
「
人
」】

か
く
言
ふ
程
に
、
夜
ふ
け
に
け
れ
ば
、

【
妹
】「
人
う
た
て
見
ん
も
の
」

と
て
、
入
り
に
け
り
。

男
は
、
曹
司
に
と
み
に
も
入
ら
で
、
う
そ
ぶ
き
あ
り
き
け
り
。

　
〇
　
四
段
　（「
せ
う
と
の
懸
想
」）　
贈
答
　

3
首

　
さ
て
、
あ
し
た
に
、
久
し
く
書
読
ま
せ
ざ
り
け
れ
ば
、

父
ぬ
し
、「
あ
や
し
く
篁
が
見
え
ぬ
か
な
」【
父
主
】



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
二
二

と
言
ひ
て
、
呼
び
に
や
る
に
、
男
来
て
、
れ
い
の
、
書
か
き
集
め
て
教
へ
け
る
ま
ゝ
に
な
ん
、
こ
の
女
の
み
心
に
入
り
て
、
ひ
が
ご
と
を

の
み
な
む
、
し
け
る
。
か
う
教
ふ
る
中
に
、
か
く
ひ
ち
【
角
筆
】
し
て
、

　【
消
息
】【
篁
】〖
か
や
う
、
初
の
【
物
の
】
書
は
、
ひ
が
ご
と
つ
か
う
ま
つ
る
ら
ん
。
こ
の
ご
ろ
は
、
物
覚
え
ず
ぞ
や
。

　《
和
歌
》【
篁
】
君
を
の
み
思
ふ
心
は
忘
ら
れ
ず
契
し
こ
と
も
ま
ど
ふ
心
か

　
〗

返
し
、

　《
和
歌
》【
妹
】
博
士
と
は
い
か
ゞ
頼
ま
む
人
知
れ
ず
も
の
忘
れ
す
る
人
の
心
を

又
、
男
、

　《
和
歌
》【
篁
】
読
み
聞
き
て
よ
ろ
づ
の
書
は
忘
る
と
も
君
ひ
と
り
を
ば
思
ひ
も
た
ら
ん

か
く
て
、
こ
の
男
は
、
て
ふ
く
み
【
手
文
？
】
を
ぞ
、
常
に
作
り
か
へ
け
る
。

　
◆
第
二
章

　
〇
　
五
段
　（「
如
月
初
午
稻
荷
詣
　

1
」）　（「
兵
衛
佐
横
恋
慕
譚
」
の
序
段
、
以
下
、
第
九
段
ま
で
「
兵
衛
佐
」
の
段
）

　
さ
て
、
こ
の
女
、
願
あ
り
て
、
如
月
の
初
午
に
、
稻
荷
に
詣
り
け
り
。

　
供
に
、
人
多
く
も
あ
ら
で
、
お
と
な
二
人
・
童
二
人
ぞ
、
あ
り
け
る
。
お
と
な
は
い
ろ
〳
〵
の
袿
、
二
人
は
同
じ
色
を
な
ん
、
着
た
り

け
る
。
君
は
、
綾
の
か
い
練
り
の
単
が
さ
ね
、
唐
の
う
す
も
の
の
桜
色
の
細
長
着
て
、
花
染
め
の
綾
の
細
長
を
り
て
ぞ
、
着
た
り
け
る
。

髮
は
う
る
は
し
く
て
、
た
け
に
一
尺
ば
か
り
あ
ま
り
て
、
頭
つ
き
い
と
清
げ
に
て
、
顏
も
あ
や
し
く
世
人
に
は
似
ず
、
め
で
た
く
な
ん
あ

り
け
る
。
男
の
童
三
四
人
、
さ
て
は
、
こ
の
兄せ

う
とと

ぞ
、
あ
り
け
る
。
ま
せ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
先
立
ち
を
く
れ
て
来
け
る
。

　
詣
で
ざ
ま
に
困
じ
に
け
れ
ば
、
兄
い
と
お
か
し
が
り
て
、



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
二
三

【
篁
】「
篁
に
か
ゝ
り
給
へ
」

と
て
寄
り
け
れ
ば
、

【
妹
】「
い
で
、
い
な
〳
〵
」

と
言
ひ
て
、
道
中
に
去
に
け
り
。

　
〇
　
六
段
　（「
如
月
初
午
稻
荷
詣
　

2
（
兵
衛
佐
と
の
和
歌
の
贈
答
）」　
贈
答
　

2
首

　
さ
る
程
に
、
兵
衞
佐
ば
か
り
の
人
、
か
た
ち
清
げ
に
て
年
廿
ば
か
り
な
り
け
る
が
、
詣
で
あ
ひ
て
、
か
へ
さ
に
、
女
の
道
に
ゐ
た
る
、

【
佐
】「
あ
な
、
く
る
し
。
か
く
て
や
は
、
出
で
立
ち
給
へ
る
」

も
の
嫉
み
し
て
、
男
【
兵
衛
佐
】
申
に
、

【
佐
】「
か
し
は
車
作
り
て
、
こ
の
わ
た
り
な
る
木
さ
き
の
屏
に
す
へ
奉
ら
ん
。
女
の
身
に
は
大
王
、
み
か
ど
に
は
誰
を
か
を
と
」

と
言
ふ
程
に
暮
れ
ぬ
れ
ば
、【
兄
】
わ
り
ご
さ
が
し
て
食
は
せ
ん
と
す
る
に
、
こ
の
佐
を
や
り
す
ぐ
す
。
こ
の
男
、
休
む
や
う
に
て
、
降

り
て
、

　《
和
歌
》【
佐
】
人
知
れ
ぬ
心
た
ゞ
す
の
神
な
ら
ば
思
ふ
心
を
そ
ら
に
知
ら
な
ん

返
し
、

　《
和
歌
》【
妹
】
社
に
も
あ
だ
き
ね
す
ゑ
ぬ
石
神
は
知
る
こ
と
難
し
人
の
心
を

ま
た
も
お
こ
せ
け
れ
ど
、
こ
の
兄
、
い
そ
が
し
て
、
車
に
乗
せ
て
、
ゐ
て
去
ぬ
。



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
二
四

　
〇
　
七
段
　（「
兵
衛
佐
の
懸
想
文
と
和
歌
の
贈
答
）」）　
贈
答
　

3
首

　
こ
の
佐
、
人
を
つ
け
て
、

【
佐
】「
い
づ
く
に
か
、
率
て
去
ぬ
る
」

と
見
せ
け
れ
ば
、

【
人
＝
童
】「
そ
の
家
」

と
見
て
け
り
。
あ
し
た
に
、
文
あ
り
。

【
消
息
】【
佐
】〖
神
の
教
へ
給
し
か
ば
な
む
、
さ
し
て
奉
る
。
か
の
石
神
の
御
も
と
に
て
、
今
日
あ
ら
ば
〗

文
を
【
女
が
】
取
り
入
れ
て
見
れ
ば
、
こ
の
兄
、
出
で
走
り
て
、

【
篁
】「
父
ぬ
し
聞
き
給
に
。
い
と
も
の
騷
が
し
う
。
こ
の
童
は
い
づ
く
か
ら
来
た
る
に
【
書
陵
部
本
「
来
た
る
ぞ
」】。
い
づ
れ
の
す
き
者

の
使
ひ
ぞ
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、

【
童
】「
御
文
は
奉
ら
せ
つ
れ
ど
、
昨
日
い
ま
せ
し
ぬ
し
の
、『
い
づ
れ
の
使
ひ
ぞ
』【
兄
＝
篁
】
と
の
給
を
、
う
ち
か
ら
は
翁
び
た
る
声
に

て
、『
な
に
ご
と
ぞ
』【
親
＝
父
主
】
な
ど
の
給
つ
れ
ば
、
わ
づ
ら
は
し
さ
に
な
む
、
参
で
来
ぬ
る
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、

【
佐
】「
と
う
め
の
童
や
」

と
言
ひ
て
、
ま
た
の
あ
し
た
に
、

【
消
息
】【
佐
】〖
昨
日
の
御
返
。
た
び
〳
〵
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
し
。
こ
の
童
の
、
あ
と
は
か
な
く
て
参
で
来
に
し
か
ば
。

　《
和
歌
》
あ
と
は
か
も
な
く
や
あ
り
に
し
濱
千
鳥
お
ぼ
つ
か
な
み
に
騷
ぐ
と
こ
ろ
か
【「
こ
ゝ
ろ
か
」】　
〗



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
二
五

　
こ
の
兄
、
大
学
に
出
で
に
け
り
。
樋
洗
童
、
取
り
入
れ
て
奉
る
。
文
を
も
取
り
、

【
妹
】「
大
学
の
ぬ
し
も
ふ
み
つ
く
る
【
ぬ
し
も
ぞ
見
つ
く
る
】。
近
か
ら
ん
、
人
の
家
に
す
ゑ
よ
」

と
て
、

【
妹
】『
昨
日
も
見
し
か
ど
も
、
い
さ
や
』

　《
和
歌
》【
妹
】
た
ま
ぼ
こ
の
道
交
ゐ
な
り
し
君
な
れ
ば
あ
と
は
か
も
な
く
な
る
と
知
ら
ず
や

見
て
、

【
佐
】『
ざ
れ
た
る
べ
き
人
か
な
。
う
た
て
、
ま
が
〳
〵
し
う
も
い
り
た
る
か
な
。
い
か
に
言
は
ま
し
』

と
思
ふ
。
時
【
時
の
】、
大
納
言
の
子
な
り
け
り
。

【
消
息
】【
佐
】〖
あ
と
は
か
も
な
し
と
、
誰
も
。
道
に
こ
そ
ゐ
給
へ
り
し
か
。

　《
和
歌
》【
佐
】
し
ば
〳
〵
に
あ
と
は
か
な
し
と
言
ふ
こ
と
も
同
じ
道
に
は
又
も
あ
ひ
な
ん

　
〗

　
〇
　
八
段
　（「
兵
衛
佐
の
消
息
と
篁
の
妨
害
」）　【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　
ま
た
、
こ
れ
を
れ
い
の
童
、
も
て
来
た
り
。
兄せ

う
と、

道
に
さ
し
あ
ひ
て
、

【
篁
】「
今
こ
れ
よ
り
」

と
言
ひ
て
、
や
り
て
け
り
。

【
童
】「
か
く
」

な
ど
言
へ
ば
、

【
佐
】「
れ
い
の
、
心
肝
も
な
き
童
か
な
。
先
に
け
し
き
あ
し
う
言
ひ
け
む
人
に
や
、
取
ら
す
べ
き
。
こ
の
稲
荷
に
て
、
ま
な
ら
ひ
も
の
し



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
二
六

げ
に
思
へ
り
し
者
ぞ
や
。
男
よ
り
の
も
の
ぞ
や
。
そ
も
そ
も
、
御
返
」

と
り
て
や
り
つ
。

【
篁
】『
御
返
り
に
く
し
』

と
思
ふ
も
の
ゝ
や
う
に
、
兄
、
出
で
あ
ひ
て
、

【
篁
】「
御
文
奉
り
給
人
は
、
夜
べ
男
に
ぬ
す
ま
れ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
求
め
に
ゆ
く
を
。
も
し
、
こ
の
御
文
給
へ
る
人
と
も
知
ら
ず
。
う
ち

率
て
い
け
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
し
り
へ
答
ゑ
に
答
へ
て
、
走
り
に
け
り
。

【
佐
】『
さ
も
あ
ら
ん
』

と
思
ひ
て
、
文
も
や
ら
ず
な
り
に
け
り
。
女
、
兄
の
は
か
り
た
る
と
は
知
ら
で
、

【
妹
】『
あ
や
し
う
を
と
づ
れ
ぬ
』

と
思
を
り
。

　
〇
　
九
段
　（「
篁
・
妹
口
争
い
」）　【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　
こ
の
兄
、
れ
い
の
ご
と
あ
る
な
り
。

【
篁
】「
道
あ
ひ
の
、
知
り
も
知
ら
ぬ
人
に
、
文
か
よ
は
し
懸
想
じ
給
、
人
の
御
心
こ
そ
あ
り
け
れ
。
か
の
人
は
、
御
妻
に
や
が
て
あ
は
せ

奉
ら
ん
。
仲
人
こ
そ
よ
か
ら
め
。
ゆ
る
さ
れ
た
ま
は
で
は
、
不
用
ぞ
」

な
ど
言
ひ
け
れ
ば
、

【
妹
】「
な
で
う
、
目
に
か
つ
か
ん
。
い
か
に
知
り
て
か
、
と
も
か
う
も
思
は
ん
」



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
二
七

【
篁
】「
世
を
知
ら
ざ
ら
ん
人
は
、
さ
や
う
に
も
言
は
で
こ
そ
あ
ら
め
。
見
つ
か
ず
の
御
あ
り
さ
ま
や
。
心
う
し
と
。
思
は
ず
な
り
」

な
ど
言
へ
ば
、
妹
い
と
お
し
う
て
、

【
妹
】「
な
に
か
、
目
に
ち
か
ざ
ら
ん
人
を
、
し
ひ
も
見
給
へ
と
、
思
は
ん
」

と
て
、
入
り
に
け
り
。

　
◆
第
三
章

　
〇
　
十
段
　（「
篁
・
妹
心
通
ひ
」）　
贈
答
　

3
首

　
れ
い
の
書
読
み
に
、【
親
】『
内
侍
に
な
さ
ん
』
の
心
あ
り
て
、
親
は
【
娘
に
】
書
教
ふ
る
な
り
け
り
。

　
文
か
よ
は
し
に
は
し
ゝ
た
れ
ど
、
こ
の
兄せ

う
と、

心
を
ま
ど
は
し
て
、
思
ひ
出
で
ら
れ
け
り
。
男
、
言
ふ
や
う
、

【
篁
】「
か
く
思
ひ
出
で
ら
れ
、
か
ぎ
り
な
き
心
を
思
知
ら
ず
し
て
、
よ
そ
な
る
人
を
思
ひ
た
ま
へ
る
こ
そ
、
つ
ら
け
れ
。」

　《
和
歌
》【
篁
】
目
に
近
く
見
る
か
い
も
な
く
思
ふ
と
も
心
を
ほ
か
に
や
ら
ば
つ
ら
し
な

と
言
ひ
け
れ
ば
、

【
妹
】「
人
の
御
心
も
知
ら
ず
や
。

　《
和
歌
》【
妹
】
あ
は
れ
と
は
君
ば
か
り
を
ぞ
思
ふ
ら
ん
や
る
か
た
も
な
き
心
と
を
知
れ

思
ひ
く
さ
な
や
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、【
篁
】
す
こ
し
心
ゆ
き
て
、

　《
和
歌
》【
篁
】
い
と
ゞ
し
く
君
が
嘆
き
の
こ
が
る
れ
ば
や
ら
ぬ
思
ひ
も
燃
え
ま
さ
り
け
り

か
く
言
ひ
て
、
心
は
か
よ
ひ
け
れ
ど
、
親
に
も
つ
ゝ
み
、
人
に
も
さ
は
り
け
れ
ば
、
心
と
け
て
久
し
く
も
語
ら
は
ず
あ
り
。
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落
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一
二
八

　
〇
　
十
一
段
　（「
妹
懐
妊
」）　
贈
答
　

2
首

　
さ
れ
ど
、
い
か
で
か
入
り
け
む
、
こ
の
妹
の
寝
た
る
と
こ
ろ
へ
入
り
に
け
り
。
い
と
し
の
び
て
、
ま
だ
夜
ぶ
か
く
、
出
で
に
け
り
。

　
た
ま
さ
か
に
、
這
い
入
り
〳
〵
た
り
け
れ
ど
、
あ
ふ
こ
と
は
難
か
り
け
り
。
常
に
向
か
ひ
ゐ
た
り
け
れ
ば
、
夜
は
あ
は
ず
。
中
〳
〵
に

心
は
そ
ら
に
て
、

【
篁
】『
い
か
に
せ
ん
』

と
思
ひ
嘆
き
て
、

《
和
歌
》【
篁
】
う
ち
と
け
ぬ
も
の
ゆ
へ
夢
を
見
て
覚
め
て
あ
か
ぬ
も
の
思
ふ
こ
ろ
に
も
あ
る
か
な

返
し
、

《
和
歌
》【
妹
】
い
を
寢
ず
は
夢
に
も
見
え
じ
を
あ
ふ
こ
と
の
嘆
く
〳
〵
も
あ
か
し
は
て
し
を

か
く
夢
の
ご
と
あ
る
人
は
、
は
ら
み
に
け
り
。
書
読
む
心
ち
も
な
し
。

　
◆
第
四
章

　
〇
　
十
二
段
　（「
春
の
橘
」）　
贈
答
　

2
首

　【
人
々
】「
れ
い
の
、
さ
は
り
せ
ず
」

な
ど
、
う
た
て
あ
る
け
し
き
を
見
て
、
人
々
言
ふ
。

こ
の
兄せ

う
とも

、

【
篁
】『
い
と
を
し
』
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落
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一
二
九

と
見
て
、
春
の
こ
と
に
や
あ
り
け
ん
、
も
の
も
食
は
で
、
は
な
か
う
じ
・
橘
を
な
む
、
ね
が
ひ
け
る
。
知
ら
ぬ
程
は
、
親
求
め
て
食
は
せ
、

兄
、
大
学
の
あ
る
じ
す
る
に
、

【
篁
】『
み
な
取
ら
ま
ほ
し
』

と
思
ひ
け
れ
ど
、
二
三
ば
か
り
、
た
ゝ
み
紙
に
入
れ
て
、
取
ら
す
。

《
和
歌
》【
篁
】
あ
だ
に
散
る
花
橘
の
に
ほ
ひ
に
は
緑
の
衣き

ぬ

の
香
こ
そ
ま
さ
ら
め

【
消
息
】【
篁
】〖
こ
れ
を
き
こ
し
め
す
な
れ
ば
な
ん
。〗

返
事
に
、

【
消
息
】【
妹
】〖
御
ふ
と
こ
ろ
に
あ
り
け
れ
ば
な
ん
、

《
和
歌
》【
妹
】
似
た
り
と
や
花
橘
を
か
ぎ
つ
け
れ
ば
緑
の
香
さ
へ
う
つ
ら
ざ
り
け
り

　
〗

　
〇
　
十
三
段
　（「
妹
の
幽
閉
」）　
贈
答
　

2
首

　
か
ゝ
る
こ
と
を
、
母
お
と
ゞ
聞
き
給
て
、
も
の
も
の
給
は
で
、
う
か
ゞ
ひ
た
ま
ひ
て
、
向
か
ひ
た
ま
ひ
た
り
け
る
を
、
手
を
取
り
て
、

引
き
も
て
ゆ
き
て
、
部
屋
に
こ
め
て
け
り
。
こ
れ
を
、
父
ぬ
し
聞
き
た
ま
ひ
て
、
の
ど
か
な
り
け
る
人
な
り
け
れ
ば
、

【
父
主
】「
男
も
か
し
こ
き
者
に
て
、
女
お
さ
な
き
者
に
あ
ら
ず
。
さ
し
た
る
や
う
あ
ら
む
な
。
な
を
ゆ
る
し
た
ま
ひ
て
、
の
給
へ
」

と
あ
り
け
れ
ば
、

【
母
主
】「
お
の
が
身
を
思
ふ
と
て
、
の
給
に
」

と
て
、
い
よ
〳
〵
鍵
の
穴
に
土
ぬ
り
て
、

【
母
主
】「
大
学
の
ぬ
し
を
ば
、
家
の
中
に
な
入
れ
そ
」
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一
三
〇

と
て
、
追
い
け
れ
ば
、
曹
司
に
こ
も
り
ゐ
て
、
泣
き
け
り
。

　
妹
の
こ
も
り
た
る
所
に
い
き
て
見
れ
ば
、
か
べ
の
穴
い
さ
ゝ
か
あ
り
け
る
を
、
く
じ
り
て
、

【
篁
】「
こ
ゝ
も
と
に
寄
り
給
へ
」

と
呼
び
寄
せ
て
、
物
語
り
し
て
、
泣
き
お
り
て
、
出
で
な
ま
ほ
し
く
思
へ
ど
、
ま
だ
い
と
若
く
て
、
い
た
り
た
べ
き
人
も
な
く
、
わ
び
け

れ
ば
、
と
も
か
く
も
え
せ
で
、
い
と
い
み
じ
く
思
ひ
て
、
語
ら
ひ
を
る
程
に
、
夜
あ
け
ぬ
べ
し
。

男
、

《
和
歌
》【
篁
】
か
ず
な
ら
ば
か
ゝ
ら
ま
し
や
は
世
の
中
に
い
と
悲
し
き
は
し
づ
の
お
だ
ま
き

返
し
、

《
和
歌
》【
妹
】
い
さ
ゝ
め
に
つ
け
し
思
ひ
の
煙
こ
そ
身
を
う
き
雲
と
な
り
て
は
て
け
れ

と
言
ひ
て
、
泣
き
あ
へ
り
け
り
。

　
〇
　
十
四
段
　（「
妹
の
悶
死
」）　
贈
答
　

3
首

　
夜
あ
け
に
け
れ
ば
、
曹
司
に
帰
り
て
、
こ
の
女
食
ひ
つ
べ
き
や
に
、
も
の
を
て
か
へ
て
、
も
て
ゆ
か
ん
と
す
る
に
、
心
ま
ど
ひ
て
、
足

も
え
ふ
み
た
て
ず
。
も
の
覚
え
ざ
り
け
れ
ば
、
む
つ
ま
じ
く
使
ふ
雑
色
を
使
ひ
に
て
、

【
篁
】「
た
ゞ
今
心
ち
あ
し
く
て
、
え
参
り
来
ず
。
そ
の
程
こ
れ
す
き
給
へ
。
た
め
ら
ひ
て
、
参
ら
む
。」

　
女
、
穴
の
も
と
に
て
待
つ
に
、【
雑
色
が
】
か
く
言
ひ
た
れ
ば
、

《
和
歌
》【
妹
】
誰
が
た
め
と
思
ふ
命
の
あ
ら
ば
こ
そ
消
ぬ
べ
き
身
を
も
惜
し
み
と
ゞ
め
め
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取
り
入
れ
ず
。
帰
り
て
、

【
雑
色
】「
か
く
な
む
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
か
し
こ
く
し
て
、
ま
た
〳
〵
い
き
て
見
れ
ば
、
三
四
日
も
の
も
食
は
で
、
も
の
思
ひ
け
れ
ば
、
い
と
く
ち
お
し
く
息
も

せ
ず
。

【
篁
】「
い
か
ゞ
お
は
し
ま
す
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、

《
和
歌
》【
妹
】
消
え
は
て
て
身
こ
そ
は
灰
に
な
り
は
て
め
夢
の
魂�

君
に
あ
ひ
そ
へ

返
し
、

《
和
歌
》【
篁
】
魂
は
身
を
も
か
す
め
ず
ほ
の
か
に
て
君
ま
じ
り
な
ば
な
に
に
か
は
せ
ん

と
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
言
ひ
て
泣
け
ど
、
答
へ
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、

【
篁
】「
死
ぬ
」

と
て
泣
き
騷
げ
ば
、
声
を
聞
き
て
、
と
き
【
解
き
】
あ
け
て
見
れ
ば
、
絶
へ
入
る
け
し
き
を
見
て
、
ま
ど
ゐ
出
て
、
ほ
か
の
家
に
去
に
け

り
。
親
出
で
て
の
ち
に
、
ゐ
で
、
率
て
入
り
て
、
見
れ
ば
、
死
に
て
臥
せ
り
。
泣
き
ま
ど
へ
ど
か
ひ
な
し
。

　
〇
　
十
五
段
　（「
妹
の
招
魂
と
亡
霊
」）　
贈
答
　

2
首

　
そ
の
日
の
よ
う
さ
り
、
火
を
ほ
の
か
に
か
き
あ
げ
て
、
泣
き
臥
せ
り
。
あ
と
の
か
た
、
そ
ゝ
め
き
け
り
。
火
を
消
ち
て
見
れ
ば
、
そ
ひ

臥
す
心
ち
し
け
り
。
死
に
し
妹
の
声
に
て
、
よ
ろ
ず
の
悲
し
き
こ
と
を
言
ひ
て
、
泣
く
声
も
言
ふ
と
も
、
た
ゞ
そ
れ
な
り
け
れ
ば
、
も
ろ

と
も
に
語
ら
ひ
て
、
泣
く
〳
〵
さ
ぐ
れ
ば
、
手
に
も
さ
は
ら
ず
、
手
に
だ
に
あ
ら
ず
。
ふ
と
こ
ろ
に
か
き
入
れ
て
、
わ
が
身
の
な
ら
ん
や
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う
も
し
ず
、
臥
さ
ま
ほ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

《
和
歌
》【
篁
】
泣
き
流
す�

涙
の
上
に
あ
り
し
に
も
さ
ら
ぬ
あ
は
の
山
か
へ
る

女
、
返
し
、

《
和
歌
》【
妹
】
常
に
寄
る
し
ば
し
ば
か
り
は
泡
な
れ
ば
つ
い
に
溶
け
な
ん
こ
と
ぞ
悲
し
き

と
い
ふ
程
に
、
夜
の
あ
け
に
け
れ
ば
、
な
し
。

　
◆
第
五
章

　
〇
　
十
六
段
　  （「
葬
送
・
招
魂
」・「
法
華
経
供
養
・
後
日
譚
」）
＝
第
Ⅰ
部
の
終
段
（
こ
の
段
の
前
半
の
み
前
段
か
ら
の
「
泣
く
・
涙
」

表
現
が
一
度
断
絶
し
、
か
つ
、「
男
」
だ
っ
た
呼
称
が
「
せ
う
と
」
へ
と
変
化
す
る
。）

　
親
は
す
て
て
去
に
け
れ
ば
、
と
か
く
お
さ
む
る
こ
と
は
、
た
ゞ
、
こ
の
兄せ

う
とぞ

、
し
け
る
。

　
人
は
み
な
す
て
て
ゆ
き
に
け
れ
ば
、
た
ゞ
、
こ
の
兄
、
従
者
三
四
人
・
学
生
一
人
し
て
、
こ
の
女
を
死
に
け
る
屋
を
、
い
と
よ
く
は
ら

ひ
て
、
花
・
香
た
き
て
、
遠
き
所
に
、
火
を
と
も
し
て
ゐ
た
れ
ば
、
こ
の
魂
な
ん
、
夜
な
〳
〵
来
て
語
ら
ひ
け
る
。

　
三
七
日
は
、
い
と
あ
ざ
や
か
な
り
。

　
四
七
日
は
、
と
き
〴
〵
見
え
け
り
。

　
　
こ
の
男
、
涙
つ
き
せ
ず
泣
く
。
そ
の
涙
を
硯
の
水
に
て
、
法
花
経
を
書
き
て
、
比
叡
の
三
味
堂
に
て
、
七
日
の
わ
ざ
し
け
り
。

　
そ
の
人
【
妹
の
霊
】、
七
日
は
な
し
は
て
て
も
、
ほ
の
め
く
こ
と
絶
え
ざ
り
け
り
。

　
三
年
す
ぎ
て
は
、
夢
に
も
、
た
し
か
に
見
え
ざ
り
け
り
。
な
を
悲
し
か
り
け
れ
ば
、
初
め
の
ご
と
し
て
な
ん
、
ま
か
せ
た
り
け
る
。
妻
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に
も
寄
ら
で
、
ひ
と
り
な
ん
、
あ
り
け
る
。

■
第
Ⅱ
部

　
◆
第
六
章

　
〇
　
十
七
段
　（「
漢
詩
献
呈
」）
＝
第
Ⅱ
部
の
「
序
段
」
＝

　
時
の
右
大
臣
の
む
す
め
賜
へ
と
、
文
を
お
も
し
ろ
く
作
り
て
、
内
に
参
り
給
と
て
、
御
車
よ
り
と
り
た
ま
ふ
と
に
、
つ
い
ふ
る
ま
い
て
、

奉
れ
た
ぶ
に
、
取
り
て
見
た
ま
ひ
、

【
右
大
臣
】「
う
け
給
り
ぬ
。
今
。
家
に
ま
か
り
て
、
御
返
聞
え
ん
」

と
の
給
。
大
学
に
入
り
に
け
り
。

　
〇
　
十
八
段
　（「
三
の
君
婚
姻
受
諾
」）　【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　
殿
に
帰
り
て
、
御
女
三
人
お
は
し
け
り
。

　
大
君
に
、

【
右
大
臣
】「
し
か
〴
〵
の
こ
と
な
ん
、
あ
る
。
い
か
に
」

と
聞
え
給
へ
ば
、
怨
じ
て
、
泣
き
て
入
り
給
ぬ
。

　
中
君
、
同
じ
ご
と
聞
え
給
。

　
三
君
に
聞
え
た
ま
ふ
。

【
三
君
】「
と
も
か
く
も
、
お
ほ
せ
ご
と
に
そ
、
従
は
め
」
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と
の
給
へ
ば
、
い
と
清
げ
に
寢
殿
作
り
て
、
よ
き
日
し
て
呼
び
給
。

　
〇
　
十
九
段
　（「
新
枕
と
三
日
の
儀
」）　【
会
話
・
心
話
で
の
展
開
】

　
御
消
息
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
悲
し
う
、
橡
の
、
や
れ
困
じ
た
る
着
て
、
し
り
ゐ
た
る
沓
は
き
て
、
ふ
く
め
る
、
文
の
ち
ゝ
取
り
て
、
来

に
け
り
。
帳
の
う
ち
に
入
り
て
、
ま
づ
、
こ
の
文
巻
を
奉
れ
ば
、
取
り
給
は
ね
ば
、
篁
さ
し
て
い
け
ば
、
こ
の
君
、
皮
の
帯
を
取
り
て
、

引
き
と
め
給
へ
ば
、
と
ま
り
た
ま
ひ
に
け
り
。
こ
れ
を
か
い
ま
み
て
、
父
お
と
ゞ
、
見
た
ま
ひ
て
、

【
右
大
臣
】「
い
と
か
し
こ
く
し
つ
」

と
喜
び
た
ま
ふ
。

【
右
大
臣
】「
出
で
て
去
な
ま
し
。
い
か
に
、
人
聞
き
、
や
さ
し
か
ら
ま
し
。
い
と
か
し
こ
き
こ
と
な
り
」

と
喜
び
た
ま
ふ
。

　
三
日
の
夜
、
い
と
い
か
め
し
う
て
待
ち
給
。
た
ゞ
童
ひ
と
り
ぞ
、
具
し
給
け
る
。

　
◆
第
七
章

　
〇
　
二
十
段
　（「
亡
霊
譚
　（
続
）」）　
和
歌
　

1
首

　
さ
て
、
こ
の
こ
ろ
、
妹
の
あ
り
し
屋
に
い
き
た
り
け
れ
ば
、
い
と
悲
し
か
り
け
れ
ば
、
寝
に
け
り
。
妹
、

《
和
歌
》【
妹
】
見
し
人
に
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
お
ぼ
つ
か
な
も
の
忘
れ
せ
じ
と
思
ひ
し
も
の
を

と
言
ひ
け
れ
ば
、
か
の
殿
に
も
い
か
に
て
ぞ
、
泣
き
を
り
け
る
。�
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〇
　
二
十
一
段
　（「
新
妻
と
の
問
答
」）　
贈
答
　

2
首
（
こ
の
段
の
み
会
話
・
心
話
の
直
前
に
話
者
が
直
結
掲
示
さ
れ
る
）

　
久
し
う
【
男
】
来
ね
ば
、

大
臣
殿
、『
あ
や
し
』

と
思
し
た
り
け
り
。

　
七
日
ば
か
り
あ
り
て
、【
男
】
来
た
り
。

【
右
大
臣
】「
な
ど
か
、
見
え
給
ざ
り
け
る
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
す
な
を
な
り
け
る
人
に
て
、
こ
と
か
く
し
て
言
ひ
け
れ
ば
、

妻
、「
い
と
あ
る
べ
か
し
き
こ
と
に
て
、
あ
は
れ
の
こ
と
や
。
わ
が
た
め
に
も
、
さ
ら
ず
は
お
は
せ
め
、
わ
い
て
も
こ
そ
は
、
む
か
し
人

は
、
心
も
か
た
ち
も
、
さ
も
の
し
給
け
れ
ば
こ
そ
、
年
を
へ
て
、
え
忘
れ
が
た
く
し
給
ら
め
。
さ
る
人
を
見
た
ま
ひ
け
ん
に
、
言
ひ
知
ら

で
見
え
奉
る
よ
。
後
世
い
か
な
ら
ん
。

《
和
歌
》【
妻
】
あ
か
ず
し
て
す
ぎ
け
る
人
の
魂
に
生
け
る
心
を
見
せ
た
ま
ふ
ら
ん

あ
な
、
は
づ
か
し
」【
妻
】

と
の
給
に
、

男
、「
な
に
か
、
そ
れ
は
思
し
め
す
。
か
く
て
は
、
は
て
は
え
知
し
め
さ
じ
。
御
魂
の
あ
る
や
う
も
見
る
べ
く
、
こ
ゝ
ろ
み
に
さ
へ
、
な

り
給
は
ぬ
」【
篁
】

と
て
、

《
和
歌
》【
篁
】「
別
れ
な
ば
を
の
が
さ
ま
〴
〵
な
り
ぬ
と
も
お
ど
ろ
か
さ
ね
ば
あ
ら
じ
と
ぞ
思

出
で
て
ま
か
り
し
を
、
引
き
と
ゞ
め
て
、
今
日
ま
で
、
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
う
る
さ
し
か
し
」
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と
言
ひ
け
る
。

　
◆
第
八
章

　
〇
　
二
十
二
段
　（「
篁
出
世
話
」・「
末
娘
致
福
譚
」
の
後
日
譚
）

　
こ
の
男
は
、
若
き
間
は
、
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
あ
は
で
、
ほ
か
に
夜
が
れ
な
ど
も
し
け
り
。
な
り
出
で
て
、
宰
相
よ
り
も
上
に
な
り
に
け

り
。
こ
れ
な
ん
、
名
に
た
つ
篁
な
り
け
る
。
才
学
は
さ
う
に
も
い
は
ず
、
山
た
つ
る
こ
と
も
え
た
り
顏
、
こ
の
国
人
に
は
、
た
ら
ず
ぞ
あ

り
け
る
。
こ
の
こ
ん
ま
う
の
ゝ
こ
て
【
こ
の
子
・
孫む

ま
ごの

子
ま
で
】、
か
く
歌
よ
ま
ぬ
は
な
か
り
け
り
。

　
聞
き
た
ま
は
ざ
り
し
姉
二
所
は
、
い
と
わ
ろ
き
人
の
妻
に
て
、
こ
の
御
徳
を
見
給
け
る
。
い
と
よ
く
な
り
出
で
け
れ
ば
、
こ
の
三
君
を
、

ま
た
二
つ
な
く
も
て
か
し
づ
き
奉
る
。

　
〇
　
二
十
三
段
　（「
回
顧
」
＝
学
生
評
と
新
旧
の
時
世
対
比
）
＝
第
Ⅱ
部
の
終
段

　
今
の
人
、
ま
さ
に
大
学
の
せ
う
を
、
む
こ
に
取
る
大
臣
も
あ
ら
む
や
。【
昔
の
人
は
】
た
ゞ
、
心
・
か
た
ち
・
才
お
と
り
【「
才
を
取

り
」】
給
な
る
べ
し
。

　
□
□
【
※
注
】
又
、
あ
ら
じ
か
し
、
か
や
う
に
思
ひ
て
、
文
作
る
人
は
。

　
　
※�

注
（
水
戸
影
考
館
本
の
甲
本
・
乙
本
共
に
、
こ
の
□
□
個
所
に
（
文
字
分
の
空
白
あ
り
。
安
部
（（0（（.（

）
で
の
『
伊
勢
物
語
』

四
十
段
で
の
考
察
と
も
合
わ
せ
て
検
討
す
る
と
、
こ
の
一
文
の
み
は
後
日
の
別
記
か
。
後
考
を
期
す
。）
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＊
＊

　
　
＊
＊

　
　
＊
＊

【
注
（
】

　
こ
れ
ら
と
着
眼
点
は
異
な
る
が
、
や
は
り
『
篁
物
語
』
に
お
け
る
「
物
語
を
作
る
と
い
う
新
し
い
試
み
」
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
点
で
類
似
す
る
近

年
の
研
究
に
、
次
の
中
村
祥
子
（（009

）
も
あ
る
。
中
村
氏
は
、『
篁
物
語
』
の
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
『
古
今
集
』
哀
傷
八
二
九
番
歌
が
「
哀
傷
」
に
属

し
な
が
ら
も
「
恋
」
歌
と
し
て
も
読
め
る
と
い
う
要
素
を
書
き
手
が
「
意
図
的
に
」
生
か
す
こ
と
で
、「
新
し
い
創
作
方
法
を
獲
得
し
た
」
作
品
で
あ
る

と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
で
も
、
や
は
り
山
口
（（9（（

）、
福
家
（（997

）
の
解
釈
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
中
村
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
（
傍
線
引
用
者
）。

　「
こ
れ
ま
で
『
篁
物
語
』
は
、
篁
の
【
引
用
者
注
：
実
在
の
小
野
篁
の
歌
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
巻
十
六
哀
傷
」
の
】
八
二
九
番
歌
か
ら
、「
妹

の
死
へ
の
嘆
き
」
と
い
う
発
想
の
み
が
主
に
汲
み
取
ら
れ
て
き
た
が
」（「
は
じ
め
に
」）

「『
古
今
集
』
の
部
立
と
は
外
れ
る
「
あ
る
篁
像
」
を
描
き
出
す
た
め
、
実
作
歌
そ
の
も
の
を
用
い
ず
暗
示
さ
せ
る
点
に
、
こ
の
物
語
の
特
異
性
と
作

者
の
創
作
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
物
語
に
最
適
な
歌
を
用
い
ず
に
物
語
を
作
る
と
い
う
新
し
い
試
み
が
、
物
語
の
具
体
的
な

展
開
の
な
か
で
拓
い
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
」（「
は
じ
め
に
」）

「
こ
の
よ
う
に
、
歌
を
通
し
て
見
る
と
、
八
二
九
番
歌
に
対
す
る
物
語
創
作
者
の
解
釈
し
た
世
界
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
解
釈
に
当
て
は
ま
る
『
古

今
集
』
篁
歌
が
意
図
的
に
収
集
さ
れ
、
物
語
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
物
語
創
作
者
が

『
古
今
集
』
撰
者
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
篁
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
宣
言
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
は
物
語
の
創
作
者
が
歌
の
伝
達
者
で
は
な
く
、

創
作
す
る
立
場
に
い
る
と
い
う
点
で
新
し
い
。」（「
三
」）

「
歴
史
的
人
物
の
名
や
勅
撰
集
（
こ
こ
で
は
『
古
今
集
』）
の
権
威
を
借
り
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
読
み
方
を
提
示
し
て
、
物
語
創
作
者
の
意
見

や
心
情
を
存
分
に
表
白
す
る
自
由
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
史
実
的
な
枠
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
、
虚
像
に
事
実
ら
し
さ
を
賦
与
す
る
方
法
を
獲

得
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
後
略
）」（「
三
」）

　
　「
歌
か
ら
呼
び
お
こ
さ
れ
た
物
語
【
注
番
号
略
】
と
し
て
、「
歌
か
ら
の
物
語
」
と
い
う
新
し
い
創
作
方
法
を
獲
得
し
た
」（「
三
」）

　『
古
今
集
』
の
歌
の
利
用
法
に
つ
い
て
は
福
家
氏
と
解
釈
を
や
や
異
に
す
る
。
し
か
し
、「
創
作
者
」「
創
作
す
る
立
場
に
い
る
」「
存
分
に
表
白
す
る
自

由
を
獲
得
し
た
」「
虚
像
に
事
実
ら
し
さ
を
賦
与
す
る
方
法
を
獲
得
し
た
」「『
歌
か
ら
の
物
語
』
と
い
う
新
し
い
創
作
方
法
を
獲
得
し
た
。」
と
い
う
見
方
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で
は
、
か
な
り
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
作
り
物
語
」
と
す
る
山
口
氏
に
も
近
い
。
文
学
研
究
に
お
け
る
こ
れ
ら
三
者
の
個
別
の
解
釈

は
、「
新
し
い
創
作
方
法
」「
創
作
的
物
語
」
と
い
う
結
論
に
お
い
て
は
共
通
性
が
極
め
て
高
い
。

　
一
方
、
着
眼
点
が
「
説
話
」
か
「
和
歌
」
か
、「
和
歌
」
の
ど
の
よ
う
な
取
り
込
み
方
か
と
い
う
相
違
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
か
ら
、
こ
の

共
通
す
る
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
、（
結
論
は
近
似
し
て
い
て
も
／
近
似
し
て
い
る
故
に
）
果
た
し
て
い
ず
れ
に
、
ど
れ
ほ
ど
に
、
そ
の
説
得

性
妥
当
性
が
あ
る
の
か
、
が
必
ず
し
も
客
観
的
に
比
較
し
に
く
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
い
ず
れ
を
根
拠
に
し
て
も
言
え
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
は

客
観
的
な
論
拠
な
の
で
は
な
く
、
結
論
部
分
の
み
、
即
ち
創
作
結
果
物
と
し
て
の
作
品
の
で
き
上
が
り
が
、
そ
の
文
学
史
的
位
置
と
し
て
、
何
と
な
く
納

得
で
き
そ
う
に
思
わ
せ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
見
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
三
論
を
、
本
論
で
の
よ
う
に
相
互
に
比
較
し
て
論
じ
た
研
究
が

な
い
の
も
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
事
情
が
あ
る
よ
う
に
さ
え
見
え
て
く
る
。

　
そ
れ
は
、
一
方
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
の
解
釈
の
直
接
の
根
拠
が
、『
篁
物
語
』
に
関
わ
る
「
和
歌
」
な
い
し
「
説
話
」
を
め
ぐ
る
各
自
各
様
の
解
釈
の

み
で
、『
篁
物
語
』
と
い
う
作
品
そ
れ
自
体
の
内
部
的
具
体
的
証
左
を
殆
ど
伴
っ
て
お
ら
ず
、
他
の
受
容
者
側
も
共
有
で
き
る
よ
う
な
客
観
的
実
体
が
乏

し
い
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
（『
篁
』
と
い
う
作
品
の
仕
上
が
り
具
合
し
か
共
通
点
が
な
い
と
も
言
え
る
か
？
）。

　
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
（
者
の
指
摘
は
本
稿
で
の
結
論
的
解
釈
（「
つ
く
り
歌
物
語
の
創
出
」）
と
も
極
め
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
『
篁
物
語
』
へ
の
「
共
通
し
た
解
釈
」
は
、
従
来
の
『
篁
物
語
』
の
研
究
史
で
は
、
必
ず
し
も
通
説
で
も
な
く
か
つ
一
説
と
し
て
も
相
互
に
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
作
品
の
文
学
史
的
位
置
付
け
の
点
で
も
所
謂
「
文
学
史
辞
書
」
類
の
解
説
に
て
触
れ
ら
れ
て
も
い
な
か
っ
た
（
安
部

（（0（（

）
の
辞
書
解
説
で
も
同
様
）。
こ
れ
ら
山
口
・
福
家
・
中
村
の
各
文
学
研
究
者
の
解
釈
と
、
本
稿
で
行
っ
た
国
語
学
的
文
章
文
体
史
研
究
法
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
こ
の
よ
う
な
一
致
は
、
今
後
『
篁
物
語
』
の
文
学
史
的
位
置
付
け
と
し
て
、
辞
書
・
解
説
書
な
ど
で
記
述
さ
れ
る
べ
き
水
準
に
至
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

【
拙
論
前
稿
へ
の
補
注
─
─
『
源
氏
』
夕
霧
と
『
篁
物
語
』
と
の
関
係
】

　
安
部
（（0（7.（

）
で
、『
篁
物
語
』
の
「
緑
の
き
ぬ
」
の
設
定
や
源
順
の
語
彙
が
『
源
氏
物
語
』
に
投
影
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
夕
霧
の
人
物
設

定
に
は
小
野
篁
、
源
順
、『
篁
物
語
』
が
影
響
し
て
い
る
と
み
な
し
た
。
そ
の
後
、
次
の
金
孝
淑
（（009

韓
国
、
書
籍
化
し
た
も
の
は（0（0

に
日
本
刊

行
）
が
、『
源
氏
物
語
』
の
研
究
の
視
点
か
ら
夕
霧
の
設
定
と
『
篁
物
語
』
の
主
人
公
の
設
定
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
拙
論
で
は
、

井
野
葉
子
（（0（（

）、
安
部
清
哉
（（0（0.（

）
等
を
受
け
て
直
接
の
影
響
関
係
に
あ
る
と
解
釈
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
金
氏
と
は
異
な
る
が
、
先
行
の
指
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摘
と
し
て
報
告
し
て
お
く
。
金
（（009

）
が
韓
国
発
表
で
も
あ
り
、
そ
の
後
日
本
で
公
刊
さ
れ
た
金
（（0（0

）
の
書
名
か
ら
も
気
づ
く
の
が
遅
れ
た
。

「
夕
霧
の
物
語
は
ま
る
で
『
篁
物
語
』
を
な
ぞ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
二
つ
の
物
語
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
極
め
て

大
き
い
。
光
源
氏
が
夕
霧
の
入
学
に
際
し
て
語
っ
て
い
た
「
か
く
て
は
ぐ
く
み
は
べ
ら
ば
、
せ
ま
り
た
る
大
学
の
衆
と
て
、
笑
ひ
侮
る
人
も
よ
も
は

べ
ら
じ
」
の
発
言
は
、『
篁
物
語
』
に
照
ら
し
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。」（
今
、
金
（（0（0

）
に
よ
る
）

金
孝
淑
（（009.（
）「『
源
氏
物
語
』
の
夕
霧
と
『
篁
物
語
』
─
─
そ
の
構
造
と
表
現
の
類
似
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」『
日
本
学
報
』
7（
（
韓
国
日
本
学
会
発

行
）

金
孝
淑
（（0（0.（

）「
第
十
一
章

　
大
学
の
学
生
の
夕
霧
と
『
篁
物
語
』
─
─
そ
の
表
現
の
類
似
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」『
源
氏
物
語
の
言
葉
と
異
国
』
早
稲

田
大
学
出
版
部
（
金
孝
淑
（（009.（

）
を
収
め
た
も
の
）

　
な
お
こ
の
つ
い
で
に
補
え
ば
、『
源
氏
』
研
究
と
し
て
、
夕
霧
に
対
し
て
「
緑
の
衣
（
き
ぬ
・
こ
ろ
も
）」
語
彙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
詳
し
く
指

摘
し
た
研
究
で
は
次
の
中
嶋
朋
恵
（（977
）
が
古
い
か
。
夕
霧
の
「
み
ど
り
」「
あ
さ
み
ど
り
」「
あ
さ
ぎ
」
と
「
六
位
宿
世
」
へ
の
言
及
が
あ
る
（
安
部

（（0（7.（

）
参
照
）。

中
嶋
朋
恵
（（977

）「
み
ど
り
の
袖
の
懸
想
人
─
─
夕
霧
の
恋
物
語
─
─
」『
国
文
学

　
言
語
と
文
芸
』
（（
、
大
塚
国
語
国
文
学
会

【
付
記
】　
本
稿
は
次
の
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費（0（7

─（0（9

年
度
基
盤
研
究

（
Ｃ
）（
基
金
）、
課
題
番
号
：（7K

0（7（（

、
代
表
：
安
部
）

【
参
考
文
献
】

岩
清
水
尚
（（9（（

）「
篁
日
記
」「
篁
日
記
の
成
立
」（
久
松
潜
一
編
（（9（（

）『
日
本
文
学
史
　
中
古
』
至
文
堂
）

菊
田
茂
雄
（（9（（

）『
新
講
篁
物
語
』
私
家
版
（
増
訂
版（9（（

、
秋
田
大
学
国
文
学
研
究
室
発
行
）

山
口

　
博
（（9（7

）「
篁
物
語
論
」『
王
朝
歌
壇
の
研
究
─
─
村
上
冷
泉
円
融
朝
篇
』
桜
楓
社
（
初
出
は（9（7

年
お
よ
び（9（（

年
の
論
等
）



贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う
“
つ
く
り
歌
物
語
”
の
創
出
（
安
部
）�

一
四
〇

石
原
昭
平
・
根
本
敬
三
・
津
本
信
博
（（977

）『
篁
物
語
新
講
』、
武
蔵
野
書
院

平
野
由
紀
子
（（9（（

）『
小
野
篁
集
全
釈
』
私
家
集
全
釈
叢
書
（
、
風
間
書
房

中
村
祥
子
（（99（

）「『
篁
物
語
』
第
二
部
の
発
想
に
つ
い
て
の
私
見
─
─
『
世
説
新
語
』
賢
媛
伝
と
の
か
か
わ
り
─
─
」『
日
本
語
日
本
大
学
』
（（
（
台

湾
・
輔
仁
大
学
）

仁
平
道
明
（（99（.（（

）「『
篁
物
語
』
の
結
婚
譚
と
『
孔
子
家
語
』」『
む
ら
さ
き
』
（（
、
後
に
仁
平
（（000

）『
和
漢
比
較
文
学
論
考
』
武
蔵
野
書
院
に
再

録
、
い
ま
後
者
に
よ
る
。

森
中
京
子
（（99（

）「『
兄
』『
学
生
』
と
い
う
語
の
イ
マ
ジ
ェ
リ
ー
─
─
『
篁
物
語
』
小
考
」『
緑
岡
詞
林
』
（0
（
青
山
学
院
日
文
院
生
の
会
）

安
部
清
哉
（（99（.（

）「
語
彙
・
語
法
史
か
ら
見
る
資
料
─
─
『
篁
物
語
』
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
り
て
─
─
」『
国
語
学
』（（（

福
家
俊
幸
（（997.（

）「
篁
物
語
」『
歌
語
り
・
歌
物
語
事
典
』、
勉
誠
社

福
家
俊
幸
（（997.（

）「『
篁
物
語
』
と
歌
物
語
─
─
異
化
の
方
法
」『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
（（
─
（

三
浦
則
子
（（000

）「『
篁
物
語
』
に
お
け
る
和
歌
の
構
成
に
つ
い
て
」『
国
文
白
百
合
』
（（

井
野
葉
子
（（0（（

）『
源
氏
物
語

　
宇
治
の
言
の
葉
』、
森
話
社

村
田
菜
穂
子
（（00（

）『
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
語
彙
論
的
研
究
』、
笠
間
書
院

中
村
祥
子
（（00（.7

）「
生
死
を
隔
て
た
邂
逅
─
─
『
篁
物
語
』
と
「
李
章
武
伝
」
─
─
」『（00（

年
中
国
文
化
大
学
中
日
社
会
與
文
化
学
術
検
討
会
論
文

集
』（
台
北
市
・
中
国
文
化
大
学
日
本
語
文
学
系
所
出
版
・
発
行
）（
招
魂
の
儀
式
の
こ
と
）

中
村
祥
子
（（007

）「『
篁
物
語
』
に
お
け
る
三
の
君
結
婚
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
（
副
題
略
）」『
日
本
語
日
本
文
学
』
（（
（
台
湾
・
輔
仁
大
学
）

中
村
祥
子
（（009

）「
古
今
歌
と
『
篁
物
語
』
─
─
八
二
九
番
歌
か
ら
紡
が
れ
た
物
語
─
─
」
工
藤
進
思
郎
先
生
退
職
記
念
の
会
（
編
）『
工
藤
進
思
郎
先

生
退
職
記
念
論
文
・
随
想
集
』
工
藤
進
思
郎
先
生
退
職
記
念
の
会
（「
泣
く
」「
涙
」
表
現
と
の
関
係
）

安
部
清
哉
（（0（0.（

）「『
篁
物
語
』
の
井
野
葉
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
で
の
引
用
」
説
補
強
な
ら
び
に
祖
形
小
考
」『
古
典
語
研
究
の
焦
点
─
─
武

蔵
野
書
院
創
立
90
周
年
記
念
論
集
』、
武
蔵
野
書
院

安
部
清
哉
（（0（（

）「
篁
物
語
」『
日
本
語
学
大
辞
典
』
朝
倉
書
店

安
部
清
哉
（（0（7.（

）「
原
『
篁
物
語
』
の
作
者
・
成
立
年
と
源
順
お
よ
び
河
原
院
歌
壇
沈
淪
歌
人
群
の
長
歌
・
和
歌
─
─
九
六
一
年
か
ら
九
八
〇
年
頃

か
─
─
」『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
（（
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安
部
清
哉
（（0（（.（

）「『
伊
勢
物
語
』
三
十
九
・
四
十
・
四
十
一
段
と
源
順
─
─
『
篁
物
語
』
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
共
通
の
一
典
拠
章
段
と
し
て
─
─
」
学

習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
人
文
』
（（

安
部
清
哉
（（0（（.（

）「
挿
入
段
落
・
附
載
説
話
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
の
構
成
と
形
成
─
─
残
る
断
続
場
面
の
「
ふ
み
（
書
＝
漢
学
）」
と

い
う
主
題
─
─
」『
学
習
院
大
学
教
職
課
程
年
報
』
（

安
部
清
哉
（（0（（.（

）「
係
り
助
詞
（
ナ
ム
・
ゾ
・
コ
ソ
）
の
四
文
体
別
変
遷
史
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
─
─
源
順
原
作
説
と
も
照
ら
し
つ
つ
─
─
」『
国

語
と
国
文
学
』
9（
─
（

安
部
清
哉
（（0（9.（
）「
呼
称
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
の
段
落
構
成
─
─
『
せ
う
と
（
兄
）』
と
『
男
』
の
相
補
分
布
─
─
」『
人
文
』
（7
（
学
習
院
大
学

人
文
科
学
研
究
所
）




