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一　

序

源
典
侍
は
、
登
場
場
面
は
紅
葉
賀
・
葵
・
朝
顔
巻
に
限
ら
れ
て
い

る
も
の
の
、い
ず
れ
の
場
面
で
も
源
氏
と
贈
答
歌
を
交
わ
し
て
お
り
、

計
五
組
の
贈
答
歌
が
物
語
中
に
描
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ

ら
の
贈
答
歌
の
特
質
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
贈
答
場
面
を
通
し
て
見

え
る
源
典
侍
の
物
語
の
独
自
性
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
贈
答
歌
の

方
法
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

源
典
侍
に
関
す
る
研
究
は
、
最
も
主
要
な
登
場
場
面
で
あ
る
紅
葉

賀
巻
を
中
心
に
為
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
挿
話
性
が
以
前
か
ら
指
摘
さ

れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
、
他
の
人
物
と
の
対
照
性
、
典
侍
と
い
う

職
掌
、
老
女
と
い
う
性
格
な
ど
の
点
か
ら
、
前
後
の
物
語
中
で
の
必

然
的
な
位
置
づ
け
を
論
じ
た
も
の
が
多
い⎠

1
⎝

。

源
氏
と
の
贈
答
歌
に
言
及
す
る
論
も
数
多
い
が
、
特
に
両
者
の
贈

答
歌
の
特
徴
や
物
語
中
で
の
意
義
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
と
し
て

は
、
御
神
楽
の
発
想
を
前
提
に
、
紅
葉
賀
巻
の
贈
答
歌
か
ら
源
氏
の

王
者
性
を
読
み
取
る
鈴
木
日
出
男
氏
の
論⎠

2
⎝

、
催
馬
楽
の
み
な
ら
ず
多

数
の
神
楽
歌
の
引
用
を
読
み
取
る
小
嶋
菜
温
子
氏
の
論⎠

3
⎝

、
密
通
に
か

か
わ
る
柏
木
の
歌
と
の
関
連
な
ど
を
論
じ
る
久
富
木
原
玲
氏
の
論⎠

4
⎝

な

ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
好
色
な
老
女
と
の
戯
れ
の
歌
の
や

り
と
り
、
と
い
う
解
釈
に
と
ど
ま
ら
な
い
物
語
内
で
の
意
義
が
追
究

さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
男
女
の
贈
答
歌
と
し

て
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
引
歌
や
催
馬
楽
引
用
な
ど
の
技
巧
や
、
い

ず
れ
も
女
の
側
か
ら
の
贈
歌
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
積
極
性
な
ど
、
外

面
的
な
特
徴
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

源
典
侍
と
光
源
氏
の
贈
答
歌

北
原　

圭
一
郎
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以
下
、
主
に
共
通
す
る
掛
け
合
い
の
発
想
に
焦
点
を
当
て
て
、
紅

葉
賀
巻
・
葵
巻
の
両
者
の
贈
答
歌
の
解
釈
を
整
理
し
た
上
で
、
男
女

の
贈
答
歌
と
し
て
の
異
質
性
、
そ
の
よ
う
な
贈
答
歌
を
通
じ
て
両
者

の
固
有
の
男
女
関
係
を
描
き
出
す
物
語
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
論
じ

る
こ
と
に
す
る
。

二　

紅
葉
賀
巻
の
贈
答
歌

本
節
で
は
、
紅
葉
賀
巻
の
三
組
の
贈
答
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
源
典
侍
の
登
場
場
面
の
冒
頭
で
は
、「
人
も
や
む
ご
と
な
く
心

ば
せ
あ
り
て
」「
い
み
じ
う
あ
だ
め
い
た
る
心
ざ
ま
」
と
い
う
そ
の

性
格
に
加
え⎠

5
⎝

、「
か
う
さ
だ
過
ぐ
る
ま
で
、
な
ど
さ
し
も
乱
る
ら
む
と

い
ぶ
か
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
戯
れ
言
い
ひ
ふ
れ
て
こ
こ
ろ

み
た
ま
ふ
」「
人
の
漏
り
聞
か
む
も
古
め
か
し
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
つ

れ
な
く
も
て
な
し
た
ま
へ
る
を
、女
は
い
と
つ
ら
し
と
思
へ
り
」（
紅

葉
賀
①
三
三
六
）
な
ど
、
源
典
侍
に
対
す
る
源
氏
の
態
度
に
つ
い
て

も
既
に
端
的
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
年
老
い
て
も
な

お
好
色
な
性
格
に
対
す
る
関
心
ゆ
え
に
源
氏
の
方
か
ら
言
い
寄
っ
て

み
る
も
の
の
、
人
目
を
憚
っ
て
冷
淡
に
あ
し
ら
い
、
源
典
侍
は
そ
れ

を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当
初
か
ら
恋
の
相

手
に
は
な
り
得
な
い
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
以
下
の
贈
答
歌
も
、
当
然
こ
の
よ
う
な
関
係
性
を
反
映
し
て
描

か
れ
て
い
る
。

桐
壺
帝
の
梳
櫛
に
伺
候
し
て
い
た
、
年
齢
不
相
応
に
風
流
め
か
し

た
源
典
侍
の
姿
を
見
た
源
氏
は
、「
心
づ
き
な
く
」
感
じ
な
が
ら
も
、

「
い
か
が
思
ふ
ら
ん
」
と
い
う
関
心
に
よ
り
、
自
分
か
ら
近
付
い
て

い
く
。

Ａ　

 

似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
扇
の
さ
ま
か
な
と
見
た
ま
ひ
て
、
わ
が
持

た
ま
へ
る
に
さ
し
か
へ
て
見
た
ま
へ
ば
、
︙
︙
よ
し
な
か
ら
ず

「
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
」
な
ど
書
き
す
さ
び
た
る
を
、
言
し

も
あ
れ
う
た
て
の
心
ば
へ
や
、
と
笑
ま
れ
な
が
ら
、「
森
こ
そ
夏

の
、
と
見
ゆ
め
る
」
と
て
、
何
く
れ
と
の
た
ま
ふ
も
、
似
げ
な

く
、
人
や
見
つ
け
ん
と
苦
し
き
を
、
女
は
さ
も
思
ひ
た
ら
ず
。

︿
源
典
侍
﹀ 

君
し
来
ば
手
な
れ
の
駒
に
刈
り
飼
は
む
さ
か
り
過
ぎ
た

る
下
葉
な
り
と
も

と
言
ふ
さ
ま
、
こ
よ
な
く
色
め
き
た
り
。

︿
源
氏
﹀ 

笹
分
け
ば
人
や
咎
め
む
い
つ
と
な
く
駒
な
つ
く
め
る
森
の

木
が
く
れ

わ
づ
ら
は
し
さ
に
」
と
て
立
ち
た
ま
ふ
を
ひ
か
へ
て
、
︙

（
紅
葉
賀
①
三
三
七
～
八
）

ま
ず
、
傍
線
部
で
示
し
た
古
歌
に
よ
る
掛
け
合
い
か
ら
解
釈
し
て

い
く
。
源
典
侍
の
扇
に
書
か
れ
て
い
た
歌
は
、
諸
注
一
致
し
て
指
摘

し
て
い
る
通
り
、
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大
荒
木
の
森
の
下
草
お
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
さ
め
ず
か
る
人
も
な

し

（『
古
今
集
』
雑
上
・
八
九
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
／

『
古
今
六
帖
』
二
・
森
・
一
〇
四
六
・
小
野
小
町
）

の
引
用
で
あ
る
。『
古
今
集
』
で
は
老
い
を
嘆
く
歌
群
に
位
置
す
る

一
首
で
、
表
面
的
に
は
「
人
の
寄
り
付
か
な
い
、
大
荒
木
の
森
の
下

に
生
え
て
い
る
草
は
、
老
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
馬
も
好
ま
ず
、
刈

り
に
来
る
人
も
い
な
い
」
と
い
っ
た
解
釈
に
な
る
が
、「
駒
も
す
さ
め

ず
」は
愛
さ
れ
な
い
身
の
比
喩
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、

当
該
場
面
で
も
恋
の
嘆
き
の
意
味
を
含
ん
で
引
用
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る⎠

6
⎝

。
更
に
、
当
該
歌
を
肉
体
的
衰
え
の
露
骨
な
比
喩
と
解
す
る
説

も
あ
り⎠

7
⎝

、「
う
た
て
の
心
ば
へ
」（
波
線
部
）
と
い
う
源
氏
の
否
定
的
な

受
け
止
め
方
や⎠

8
⎝

、
後
述
す
る
よ
う
な
紅
葉
賀
巻
で
の
一
連
の
源
典
侍

の
歌
表
現
か
ら
考
え
る
と
、
当
該
歌
の
表
現
も
性
的
な
連
想
を
喚
起

す
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

一
方
源
氏
は
、
次
の
歌
に
よ
っ
て
応
じ
る
。

郭
公
来
鳴
く
を
聞
け
ば
大
荒
木
の
森
こ
そ
夏
の
宿
り
な
る
ら
し

（『
信
明
集
』
Ⅰ
・
二
八
）

源
典
侍
の
扇
の
歌
と
同
じ
く
「
大
荒
木
の
森
」
の
表
現
が
使
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
『
信
明
集
』
歌
で
は
、
夏
が
深
ま
っ
て
草
木
が
茂

り
郭
公
が
と
ど
ま
る
場
所
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。当
該
場
面
で
は
、

源
氏
は
郭
公
を
寄
り
付
く
男
た
ち
の
意
味
に
取
り
な
す
こ
と
で
、
男

に
相
手
に
さ
れ
な
い
と
嘆
く
源
典
侍
の
引
用
歌
に
対
し
、
む
し
ろ
多

く
の
男
が
寄
り
付
く
多
情
な
女
だ
と
揶
揄
し
て
応
え
た
と
捉
え
ら
れ

る
。以

上
の
引
歌
に
よ
る
掛
け
合
い
の
性
格
は
、
続
く
贈
答
歌
に
も
引

き
継
が
れ
て
い
る
。
二
首
は
、
源
典
侍
の
扇
の
「
大
荒
木
の
～
」
の

歌
に
加
え
、
次
の
先
行
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
引
歌
と
す
る
。

　
　

男
の
来
ざ
り
け
れ
ば
遣
は
し
け
る 

小
町
が
姉

わ
が
門
の
ひ
と
む
ら
薄
刈
り
飼
は
ん
君
が
手
な
れ
の
駒
も
来
ぬ

か
な 

（『
後
撰
集
』
恋
二
・
六
一
六
）

笹
分
け
ば
あ
れ
こ
そ
ま
さ
め
草
枯
れ
の
駒
な
つ
く
べ
き
森
の
下

か
は 

（『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
・
天
延
二
年
十
月
）

『
後
撰
集
』
の
一
首
は
、「
我
が
家
の
門
前
の
薄
を
刈
っ
て
食
べ
さ

せ
る
、
そ
ん
な
あ
な
た
の
飼
い
な
ら
し
た
馬
さ
え
も
来
な
い
こ
と

だ
。」と
い
う
意
味
で
、男
の
訪
れ
が
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
歌
。
一
方
、

こ
れ
を
引
用
す
る
源
典
侍
の
贈
歌
は
、
老
い
た
我
が
身
を
「
さ
か
り

過
ぎ
た
る
下
葉
」
に
喩
え
、「
た
と
え
盛
り
を
過
ぎ
て
寄
り
付
く
人
も

い
な
い
下
葉
の
よ
う
な
私
で
あ
っ
て
も
」
と
否
定
的
に
表
現
し
つ
つ

も
、
引
用
歌
を
反
転
さ
せ
て
「
あ
な
た
が
来
た
ら
、
そ
の
飼
い
な
ら

し
た
馬
に
刈
っ
て
食
べ
さ
せ
よ
う
」
と
詠
み
、
源
氏
が
愛
情
を
か
け

て
く
れ
る
こ
と
を
積
極
的
に
願
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。自
ら
を「
下
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葉
」
に
喩
え
て
「
駒
」
に
食
べ
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
の
表
現
は
、
扇

の
歌
と
同
様
、
身
体
の
露
骨
な
比
喩
を
も
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ

り⎠
9
⎝

、そ
れ
が
こ
こ
で
も
源
氏
に
「
こ
よ
な
く
色
め
き
た
り
」（
波
線
部
）

と
い
う
否
定
的
印
象
を
与
え
る
結
果
と
な
る
。

『
蜻
蛉
日
記
』
の
一
首
は
、「
駒
（
兼
家
）
が
馴
れ
親
し
む
こ
と
の
な

い
、
枯
れ
た
下
草
の
よ
う
な
我
が
身
で
あ
り
、
通
っ
て
き
て
も
離
れ

て
い
く
だ
け
だ
」
と
い
う
、
夫
に
愛
さ
れ
な
い
我
が
身
を
詠
ん
だ
道

綱
母
の
歌
。
こ
れ
を
引
用
す
る
源
氏
の
返
歌
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、

源
典
侍
を
い
つ
も
馬
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
よ
う
な
木
陰
、
つ
ま
り

い
つ
で
も
男
が
寄
り
付
い
て
く
る
多
情
な
女
だ
と
詠
み
、
そ
れ
ゆ
え

に
訪
れ
て
い
け
ば
他
の
通
う
男
に
見
咎
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
詠
ん
だ

内
容
で
あ
る
。
返
歌
も
ま
た
、
先
の
引
用
歌
で
源
典
侍
を
多
く
の
男

が
寄
り
付
く
「
郭
公
の
宿
り
」
と
詠
ん
だ
の
と
同
様
、
相
手
の
多
情

を
指
摘
す
る
発
想
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

続
い
て
紅
葉
賀
巻
第
二
の
贈
答
場
面
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
温

明
殿
で
琵
琶
を
弾
く
源
典
侍
の
優
れ
た
演
奏
や
催
馬
楽
「
山
城
」
の

歌
声
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、こ
こ
で
も
源
氏
の
側
か
ら
催
馬
楽
「
東
屋
」

の
一
節
を
歌
い
な
が
ら
近
づ
い
て
い
く
。そ
こ
で
源
典
侍
が
同
じ「
東

屋
」
の
一
節
で
応
じ
る
と
い
う
応
酬
が
為
さ
れ
、
続
い
て
「
東
屋
」

を
踏
ま
え
た
贈
答
歌
が
交
わ
さ
れ
る
。

Ｂ　

 

君
、
東
屋
を
忍
び
や
か
に
う
た
ひ
て
寄
り
た
ま
へ
る
に
、「
お
し

開
い
て
来
ま
せ
」
と
う
ち
添
へ
た
る
も
、
例
に
違
ひ
た
る
心
地

ぞ
す
る
。

︿
源
典
侍
﹀ 

立
ち
濡
る
る
人
し
も
あ
ら
じ
東
屋
に
う
た
て
も
か
か
る

雨
そ
そ
き
か
な

と
う
ち
嘆
く
を
、
我
ひ
と
り
し
も
聞
き
お
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、
疎

ま
し
や
、
何
ご
と
を
か
く
ま
で
は
、
と
お
ぼ
ゆ
。

︿
源
氏
﹀ 

人
妻
は
あ
な
わ
づ
ら
は
し
東
屋
の
真
屋
の
あ
ま
り
も
馴
れ

じ
と
ぞ
思
ふ

と
て
う
ち
過
ぎ
な
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
あ
ま
り
は
し
た
な
く
や
と

思
ひ
か
へ
し
て
、
人
に
従
へ
ば
、
す
こ
し
は
や
り
か
な
る
戯
れ

言
な
ど
言
ひ
か
は
し
て
、
こ
れ
も
め
づ
ら
し
き
心
地
ぞ
し
た
ま

ふ
。 

（
紅
葉
賀
①
三
四
〇
）

ま
ず
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
歌
詞
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

き
た
い
。
源
典
侍
・
源
氏
の
歌
と
の
対
応
を
、
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
・
点

線
で
示
し
た
。

東
屋
の　

真
屋
の
あ
ま
り
の　

そ
の
雨
そ
そ
き　

我
立
ち
濡
れ

ぬ　

殿
戸
開
か
せ

鎹
も　

錠
も
あ
ら
ば
こ
そ　

そ
の
殿
戸　

我
鎖
さ
め　

お
し
開

い
て
来
ま
せ　

我
や
人
妻

前
半
の
歌
は
、
雨
に
濡
れ
る
こ
と
を
理
由
に
戸
を
開
け
る
こ
と
を

求
め
た
男
の
歌
、
後
半
の
歌
は
、
錠
や
掛
金
も
な
い
の
だ
か
ら
自
ら
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開
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
私
は
憚
る
必
要
の
あ
る
人
妻
で
も
な
い
の

だ
か
ら
と
男
の
要
求
に
応
じ
る
女
の
歌
と
一
応
は
考
え
ら
れ
る
。
源

氏
に
続
い
て
源
典
侍
が
女
の
歌
詞
を
歌
う
展
開
は
一
見
自
然
な
掛
け

合
い
で
あ
る
が
、「
殿
戸
開
か
せ
」
に
対
し
「
お
し
開
い
て
来
ま
せ
」

と
相
手
の
求
愛
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
女
の
歌
詞
は
、
和
歌
に
お

け
る
女
歌
の
発
想
と
は
異
質
な
内
容
で
あ
る
と
と
も
に⎠

₁₀
⎝

、
前
の
贈
答

歌
と
同
様
、
女
の
身
体
を
喩
え
た
性
的
内
容
を
も
暗
示
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
源
氏
は
「
例
に
違
ひ
た
る
心
地
」（
波
線
部
）
を

覚
え
る
。

続
く
源
典
侍
の
贈
歌
は
、
求
愛
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
東

屋
」
の
男
の
歌
詞
を
主
に
踏
ま
え
つ
つ
も
、
待
つ
女
の
側
の
表
現
と

し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
上
句
で
は
「
東
屋
」
の
歌
詞
と
は
違
い

自
分
の
た
め
に
濡
れ
て
戸
を
開
け
る
こ
と
を
求
め
る
男
が
い
な
い
こ

と
を
詠
ん
で
お
り
、
東
屋
に
雨
の
雫
だ
け
が
降
り
注
ぐ
下
句
の
情
景

も
、
訪
れ
る
人
の
い
な
い
寂
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
訪
ね
て
く
れ

な
い
源
氏
へ
の
恨
み
と
そ
の
嘆
き
を
詠
ん
で
い
る
点
で
は
、
元
の
女

の
歌
詞
と
違
っ
て
、
女
の
贈
歌
と
し
て
常
套
的
な
発
想
に
収
ま
っ
て

い
る
と
も
言
え
よ
う⎠

₁₁
⎝

。
し
か
し
、
猥
雑
な
歌
詞
を
含
む
催
馬
楽
を
引

用
し
て
、
男
に
顧
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
殊
更
に
嘆
い
て
懸
想
を
訴
え

る
表
現
は
、
先
の
引
用
歌
「
駒
も
す
さ
め
ず
」
に
も
通
じ
る
も
の
で

あ
り
、
源
氏
は
や
は
り
「
疎
ま
し
」
と
不
快
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い

（
波
線
部
）。
当
該
贈
答
場
面
の
前
に
は
「（
源
典
侍
は
源
氏
を
）
見
つ

け
聞
こ
え
て
は
ま
づ
恨
み
き
こ
ゆ
る
」（
紅
葉
賀
①
三
三
九
）
と
も
あ

り
、
こ
う
し
た
恨
み
言
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
猶
更
で

あ
ろ
う
。

源
氏
の
返
歌
は
、「
あ
ま
り
も
馴
れ
じ
」
と
い
う
拒
絶
の
言
葉
を
導

く
序
と
し
て
「
東
屋
の
真
屋
の
あ
ま
り
」
と
い
う
男
の
歌
詞
を
用
い
、

更
に
女
の
歌
詞
の
語
も
用
い
て
源
典
侍
が
「
人
妻⎠

₁₂
⎝

」、
即
ち
他
に
通

う
男
の
い
る
女
で
あ
る
た
め
に
面
倒
な
恋
だ
と
詠
み
、こ
れ
以
上
の
関
係
に

は
及
ぶ
ま
い
と
拒
否
し
た
内
容
で
あ
る
。要
す
る
に
返
歌
の
方
も
、源
典
侍

を「
郭
公
の
宿
り
」「
駒
な
つ
く
め
る
森
の
木
が
く
れ
」と
し
た
前
の
引
用

歌
・
返
歌
と
共
通
す
る
発
想
で
あ
り
、「
東
屋
」の
歌
詞
に
基
づ
き
な
が
ら
も

同
様
の
掛
け
合
い
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
降
の
展
開
と
第
三
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
二
組
の
贈

答
歌
と
の
関
連
で
の
み
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
こ
の
後
源
氏
は
結
局

源
典
侍
の
も
と
に
と
ど
ま
る
が
、
返
歌
で
述
べ
て
き
た
危
惧
が
実
現

す
る
か
の
よ
う
に⎠

₁₃
⎝

、
愛
人
の
一
人
で
あ
る
頭
中
将
に
逢
瀬
の
場
を
見

顕
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
騒
動
の
翌
朝
に
は
、
源
典
侍
か
ら
残
っ
た

装
束
と
と
も
に
贈
歌
が
贈
ら
れ
、三
組
目
の
贈
答
歌
が
交
わ
さ
れ
る
。

Ｃ︿
源
典
侍
﹀ 

う
ら
み
て
も
言
ふ
か
ひ
ぞ
な
き
た
ち
か
さ
ね
引
き
て
か

へ
り
し
波
の
な
ご
り
に

︿
源
氏
﹀ 

あ
ら
だ
ち
し
波
に
心
は
騒
が
ね
ど
寄
せ
け
む
磯
を
い
か
が
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う
ら
み
ぬ 

（
紅
葉
賀
①
三
四
四
）

源
典
侍
の
贈
歌
は
、
立
ち
去
っ
た
二
人
の
男
を
波
に
喩
え
、
後
に

残
さ
れ
た
恨
み
を
述
べ
た
内
容
で
、「
底
も
あ
ら
は
に⎠

₁₄
⎝

」
と
ま
で
言
い

添
え
て
嘆
き
を
訴
え
る
。源
氏
の
返
歌
は
、頭
中
将
を「
波
」に
、源
典
侍

を「
磯
」に
喩
え
て
、結
果
的
に
男
を
引
き
寄
せ
た
相
手
を
恨
み
返
し
た
内

容
で
あ
る
。女
の
贈
歌
に
対
す
る「
面
な
し
」「
憎
し
」と
い
う
評
言
や
、

他
の
男
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
内
容
も
、先
の
二
組
の
贈
答
歌
と
つ
な
が
る

も
の
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
第
二
節
で
は
、
主
に
Ａ
・
Ｂ
の
贈
答
歌
に
お
い
て
、
通
常

の
女
の
歌
に
は
用
い
ら
れ
な
い
性
的
表
現
を
詠
み
込
み
つ
つ
、
男
に

顧
み
ら
れ
な
い
大
袈
裟
な
嘆
き
を
訴
え
る
源
典
侍
の
贈
歌
、
相
手
の

多
情
を
揶
揄
し
て
懸
想
を
拒
否
す
る
源
氏
の
返
歌
と
い
う
、
類
似
の

掛
け
合
い
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
内
容
が
頭
中
将
乱
入

と
い
う
展
開
や
Ｃ
の
贈
答
歌
の
内
容
と
も
連
鎖
す
る
こ
と
な
ど
を
述

べ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
歌
の
内
容
は
、
本
節
の
最
初
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
登
場
場
面
冒
頭
に
予
め
描
か
れ
た
両
者
の
関
係
に
沿
っ
た
形

で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
特

徴
的
な
贈
答
歌
が
、
即
妙
な
古
歌
・
催
馬
楽
の
引
用
や
場
に
即
し
た

修
辞
な
ど
を
用
い
て
為
さ
れ
る
点
も
、「
人
も
や
む
ご
と
な
く
心
ば
せ

あ
り
て
」
と
い
う
源
典
侍
の
高
い
教
養
と
出
自
を
反
映
し
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

三　

葵
巻
の
贈
答
歌

本
節
で
は
、
葵
巻
の
贈
答
歌
に
も
、
紅
葉
賀
巻
の
例
と
共
通
す
る

特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
賀
茂
祭
当
日
、
源
氏
が
紫
の

上
と
同
乗
し
て
見
物
に
出
る
場
面
で
、
混
雑
の
た
め
車
を
と
め
る
場

所
も
な
く
立
ち
往
生
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
場
所
を
譲
ろ
う
と
言
う
女

が
い
る
。
源
氏
が
車
を
寄
せ
て
言
葉
を
か
け
る
と
、
女
は
檜
扇
の
端

を
折
っ
て
和
歌
を
書
き
つ
け
て
贈
っ
て
く
る
。

Ｄ　

 

い
か
な
る
す
き
者
な
ら
む
と
思
さ
れ
て
、
所
も
げ
に
よ
き
わ
た

り
な
れ
ば
、
ひ
き
寄
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、「
い
か
で
得
た
ま
へ
る

所
ぞ
と
ね
た
さ
に
な
ん
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
よ
し
あ
る
扇
の
端

を
折
り
て
、

︿
源
典
侍
﹀ 

は
か
な
し
や
人
の
か
ざ
せ
る
あ
ふ
ひ
ゆ
ゑ
神
の
ゆ
る
し

の
今
日
を
待
ち
け
る

注
連
の
内
に
は
」
と
あ
る
手
を
思
し
出
づ
れ
ば
、
か
の
典
侍
な

り
け
り
。
あ
さ
ま
し
う
、
古
り
が
た
く
も
い
ま
め
く
か
な
、
と

憎
さ
に
、
は
し
た
な
う
、

︿
源
氏
﹀ 

か
ざ
し
け
る
心
ぞ
あ
だ
に
思
ほ
ゆ
る
八
十
氏
人
に
な
べ
て

あ
ふ
ひ
を

女
は
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
け
り
。

︿
源
典
侍
﹀ 
く
や
し
く
も
か
ざ
し
け
る
か
な
名
の
み
し
て
人
だ
の
め



－39－

な
る
草
葉
ば
か
り
を

と
聞
こ
ゆ
。 

（
葵
②
二
九
～
三
〇
）

「
葵
・
逢
ふ
日
」
を
掛
詞
と
し
て
、
賀
茂
祭
の
日
に
お
け
る
恋
歌

贈
答
の
題
材
と
す
る
と
い
う
、
同
時
代
の
「
葵
」
の
用
法
に
則
っ
て

詠
ま
れ
た
贈
答
歌
で
あ
る
。
最
初
の
源
典
侍
の
贈
歌
に
つ
い
て
は
、

「
人
の
か
ざ
せ
る
あ
ふ
ひ
」
の
部
分
の
解
釈
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。

「
人
と
あ
ひ
乗
り
給
へ
る
を
人
の
か
ざ
せ
る
と
は
い
ふ
な
る
べ
し⎠

₁₅
⎝

」

と
述
べ
ら
れ
て
以
来
、現
在
の
注
釈
で
も
、「「
人
の
挿
頭
せ
る
」に
は
、

同
車
の
女
紫
君
に
占
有
せ
ら
れ
て
居
る
の
意
を
寓
し
、「
葵
」
は
源
氏

に
比
し
且
「
逢
ふ
日
」
に
掛
く⎠

₁₆
⎝

。」
と
い
っ
た
見
解
を
取
る
も
の
が

多
い⎠

₁₇
⎝

。
一
方
、逆
に
源
氏
が
か
ざ
し
て
い
る
「
葵
」
と
解
釈
し
、「
葵
」

を
紫
の
上
の
寓
意
と
す
る
見
解
も
あ
る⎠

₁₈
⎝

。
但
し
、同
時
代
の
「（
人
が
）

葵
を
か
ざ
す
」
と
い
う
表
現
の
用
例
を
見
る
と
、「
葵
」
を
人
物
の
寓

意
と
す
る
例
よ
り
も
、
文
字
通
り
葵
を
挿
頭
と
し
て
挿
す
行
為
を
指

す
例
、「
逢
ふ
日
」
と
の
掛
詞
に
よ
っ
て
比
喩
的
に
逢
瀬
を
意
味
す
る

例
が
多
い
。

　
　

車
に
乗
れ
る
人
賀
茂
に
詣
づ

人
も
み
な
か
づ
ら
か
ざ
し
て
ち
は
や
ぶ
る
神
の
み
あ
れ
に
あ
ふ

ひ
な
り
け
り

（『
貫
之
集
』
Ⅰ
・
一
三
〇
／
『
古
今
六
帖
』
二
・
や
し
ろ
・
一
〇
七
七
）

ち
は
や
ぶ
る
神
の
卯
月
に
な
り
に
け
り
い
ざ
う
ち
む
れ
て
あ
ふ

ひ
か
ざ
さ
ん 

（『
古
今
六
帖
』
六
・
あ
ふ
ひ
・
三
九
五
一
）

ち
は
や
ぶ
る
賀
茂
の
あ
ふ
ひ
を
祈
り
つ
つ
か
ざ
し
て
君
を
頼
み

け
る
か
な 

（『
信
明
集
』
Ⅰ
・
五
四
）

か
ざ
さ
じ
と
た
れ
か
思
は
ん
ち
は
や
ぶ
る
神
の
ま
れ
ま
れ
許
す

あ
ふ
ひ
を 

（『
和
泉
式
部
集
』
Ⅰ
・
二
七
）

こ
れ
ら
の
例
や
、
後
述
の
よ
う
に
「
み
な
人
」
と
組
み
合
わ
さ
れ

る
例
か
ら
考
え
る
と
、
当
該
歌
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
「
葵
」
に
源

氏
・
紫
の
上
と
い
う
寓
意
を
読
み
取
る
必
要
は
な
く
、
祭
り
の
場
に

お
い
て
人
々
が
挿
し
て
い
る
葵
草
そ
の
も
の
と
捉
え
、「
人
々
が
挿
頭

に
挿
し
て
い
る
（
逢
う
日
を
連
想
さ
せ
る
）
葵
草
ゆ
え
に
、
神
が
逢
う

こ
と
を
許
し
た
今
日
を
待
っ
て
い
た
と
は
、
は
か
な
い
こ
と
だ
っ

た
。」
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か⎠

₁₉
⎝

。
い
ず
れ
に
し
て

も
当
該
歌
は
、「
葵
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
に
基
づ
く
逢
瀬
の
期
待
が
裏

切
ら
れ
た
こ
と
を
「
は
か
な
し
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
源
氏
へ
の
未

練
を
率
直
に
語
っ
た
贈
歌
で
あ
る
と
言
え
る
。

源
氏
は
筆
跡
か
ら
相
手
が
源
典
侍
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
と
、
年

齢
不
相
応
な
若
々
し
い
振
る
舞
い
に
「
あ
さ
ま
し
」
と
呆
れ
つ
つ
（
波

線
部
）、
不
愛
想
に
次
の
返
歌
で
応
じ
る
。「
か
ざ
し
け
る
心
」
は
、

葵
祭
の
日
に
源
氏
と
の
逢
瀬
を
願
っ
た
源
典
侍
の
心
、「
八
十
氏
人
に

な
べ
て
あ
ふ
ひ
」
は
、
誰
彼
と
な
く
多
く
の
人
に
逢
え
る
葵
祭
の
日

を
意
味
し
て
い
る
。
相
手
を
「
あ
だ
」
と
す
る
発
想
は
、
直
接
的
に
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は
引
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
次
の
『
後
撰
集
』
歌
を
踏
ま
え
る
が
、

葵
祭
の
日
は
誰
も
が
葵
を
か
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
発
想
、
そ
れ

ゆ
え
に
葵
祭
の
「
あ
ふ
ひ
」
に
か
こ
つ
け
る
の
は
気
持
ち
が
浅
い
と

す
る
以
下
の
贈
答
歌
の
よ
う
な
発
想
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

 

賀
茂
祭
の
物
見
侍
り
け
る
女
の
車
に
言
ひ
入
れ
て
侍
り
け

る 

よ
み
人
し
ら
ず

ゆ
き
か
へ
る
八
十
氏
人
の
玉
か
づ
ら
か
け
て
ぞ
た
の
む
葵
て
ふ

名
を

　
　

返
し

ゆ
ふ
だ
す
き
か
け
て
も
言
ふ
な
あ
だ
人
の
葵
て
ふ
名
は
み
そ
ぎ

に
ぞ
せ
し 

（『
後
撰
集
』
夏
・
一
六
一─

一
六
二
）

　
　

 

卯
月
の
御
阿
礼
の
日
の
ま
た
の
日
、
つ
い
で
あ
り
て
な
る

べ
し

ち
は
や
ぶ
る
神
に
祈
り
し
あ
ふ
こ
と
は
草
葉
に
つ
け
て
今
日
ぞ

見
ゆ
め
る

　
　

返
し

み
な
人
の
な
べ
て
か
ざ
せ
ば
あ
ふ
ひ
草
い
づ
れ
を
そ
れ
の
し
る

し
と
か
見
む 

（『
清
正
集
』
八
五─

八
六
）

　
　

 

禊
の
ま
た
の
日
、
女
の
も
と
へ
や
る
と
て
、
男
の
詠
ま
せ

し

今
日
を
我
が
あ
ふ
ひ
と
も
が
な
み
な
人
の
か
ざ
す
そ
の
日
は
う

れ
し
げ
も
な
し 

（『
和
泉
式
部
続
集
』
二
九
九
）

よ
っ
て
源
氏
の
返
歌
は
、
葵
を
か
ざ
し
た
源
典
侍
の
心
、
つ
ま
り

「
葵
」
に
か
こ
つ
け
て
逢
う
こ
と
を
期
待
し
た
源
典
侍
の
心
を
軽
薄

な
も
の
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
葵
祭
の
日
は
誰
に
で
も
逢
え
る

日
だ
か
ら
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
源
典
侍
の
心
を
「
あ
だ
」

と
述
べ
る
こ
と
で
懸
想
を
退
け
る
と
い
う
こ
の
贈
答
歌
も
、
他
の
男

と
の
関
係
を
示
唆
し
て
反
発
す
る
紅
葉
賀
巻
の
贈
答
歌
と
類
似
す
る

内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る⎠

₂₀
⎝

。
ま
た
、
源
典
侍
の
「
あ

だ
」
と
い
う
性
格
、
源
氏
の
冷
淡
さ
に
対
す
る
「
つ
ら
し
」
と
い
う

心
情
も
、
両
者
の
関
係
性
を
語
っ
た
登
場
場
面
最
初
の
叙
述
に
一
致

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
も
紅
葉
賀
巻
と
の
連
続
性
、
源
典

侍
の
一
貫
し
た
造
型
が
う
か
が
え
る
。

源
典
侍
の
更
な
る
返
歌
の
内
容
は
、
か
ざ
し
た
「
葵
」
草
を
、
名

前
ば
か
り
で
人
に
期
待
さ
せ
る
だ
け
の
草
葉
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、

逢
瀬
を
期
待
し
た
後
悔
を
述
べ
る
歌
で
あ
る
。
紅
葉
賀
巻
の
例
の
よ

う
な
極
端
な
性
的
表
現
は
伴
わ
な
い
が
、「
葵
＝
逢
ふ
日
」
と
い
う
歌

の
修
辞
を
根
拠
に
言
い
寄
り
、報
わ
れ
な
い
こ
と
を「
は
か
な
し
」「
く

や
し
」
と
ま
で
述
べ
る
厚
か
ま
し
さ
が
、
こ
こ
で
も
源
氏
を
辟
易
さ

せ
る
。

な
お
両
者
の
贈
答
歌
は
、
こ
の
他
に
も
朝
顔
巻
の
、
桃
園
宮
で
再

会
し
た
場
面
に
一
組
描
か
れ
て
い
る
。
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Ｅ︿
源
典
侍
﹀ 

年
ふ
れ
ど
こ
の
契
り
こ
そ
忘
ら
れ
ね
親
の
親
と
か
言
ひ

し
ひ
と
言

︿
源
氏
﹀ 

身
を
か
へ
て
後
も
待
ち
み
よ
こ
の
世
に
て
親
を
忘
る
る
た

め
し
あ
り
や
と 

（
朝
顔
②
四
八
四
）

詳
細
な
解
釈
は
省
く
が
、
子
・
親
の
関
係
に
擬
し
つ
つ
も
源
氏
と

の
関
係
に
依
然
と
し
て
執
す
る
源
典
侍
に
、
源
氏
は
「
う
と
ま
し
」

と
感
じ
な
が
ら
も
、
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
と
表
面
上
は
慰
め
る
内
容

で
返
歌
を
す
る
。
こ
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、
朝
顔
巻
に
再
登
場
す

る
意
義
と
合
わ
せ
て
改
め
て
考
察
し
た
い
。

四　

男
女
の
贈
答
歌
と
し
て
の
特
徴

前
節
ま
で
に
、
猥
雑
な
表
現
を
含
み
つ
つ
執
念
深
く
懸
想
や
恨
み

を
訴
え
る
源
典
侍
の
贈
歌
と
、
そ
れ
を
否
定
的
に
受
け
止
め
、
相
手

の
多
情
を
理
由
に
懸
想
を
退
け
る
源
氏
の
返
歌
と
い
う
、
類
似
し
た

贈
答
歌
の
掛
け
合
い
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
両
者
の
物
語
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

な
お
、
源
典
侍
の
造
型
や
源
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
『
伊
勢
物
語
』
六
三
段
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

六
三
段
は
、
最
終
的
に
女
の
歌
が
「
あ
は
れ
」
を
誘
い
男
を
引
き
留

め
る
と
い
う
物
語
で
あ
っ
て
、
贈
歌
に
よ
っ
て
源
氏
に
繰
り
返
し
嫌

悪
感
を
与
え
続
け
る
源
典
侍
の
物
語
と
は
、
そ
の
点
で
同
一
の
話
型

と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い⎠

₂₁
⎝

。
ま
た
、
老
女
が
歌
を
詠
む
物
語
と

し
て
は
、『
大
和
物
語
』
一
二
六
段
の
檜
垣
媼
の
物
語
も
よ
く
挙
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
源
典
侍
の
、
淫
靡
な
老
い
の
表
現
で
男
を
誘
う
Ａ
、

源
氏
と
の
関
係
を
「
親
・
子
」
と
い
う
言
葉
で
語
る
Ｅ
な
ど
の
歌
は
、

老
い
の
象
徴
で
あ
る
「
白
髪
」
や
月
日
の
経
過
な
ど
、
嘆
老
の
歌
の

類
型
と
も
異
な
る
表
現
に
よ
っ
て
老
い
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
贈

答
歌
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
先
行
物
語
と
の
差
異

が
明
ら
か
に
な
る
。

更
に
本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
贈
答
歌
の
独
自
性
を
、
同

時
代
の
男
女
の
贈
答
歌
の
様
式
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
源
典
侍
の
物
語
に
お
け
る
贈
答
歌
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。

特
に
、
女
の
贈
歌
に
対
す
る
男
の
一
般
的
な
応
じ
方
と
い
う
点
か

ら
、
源
氏
の
返
歌
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
考
え
る
。
女
の
贈
歌
に
対
す

る
男
の
返
歌
は
、
相
手
の
女
へ
の
愛
情
を
語
っ
て
切
り
返
す
と
い
う

の
が
一
つ
の
定
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
恋

の
贈
答
歌
の
掛
け
合
い
に
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
型
が
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
が
、
女
の
歌
は
贈
歌
で
あ
っ
て
も
反
発
の
契
機
を
含
み
、

男
の
歌
は
返
歌
で
あ
っ
て
も
懸
想
の
表
現
を
取
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る⎠
₂₂
⎝

。『
源
氏
物
語
』
に
は
、
女
か
ら
贈
ら
れ
た
歌
に
男
が
返
歌
す
る

例
が
七
〇
例
あ
る
が
、
源
典
侍
の
贈
歌
の
よ
う
に
、
男
と
の
愛
情
に

関
わ
る
不
安
や
嘆
き
・
恨
み
を
詠
ん
だ
贈
歌
は
三
九
例
、
そ
の
う
ち
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女
へ
の
愛
情
・
変
わ
ら
ぬ
心
を
強
調
し
て
慰
め
る
と
い
う
型
の
返
歌

が
二
二
例⎠

₂₃
⎝

見
ら
れ
、
過
半
数
が
類
似
の
掛
け
合
い
で
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
と
し
て
、
花
宴
巻
の
、
朧
月
夜
と
の
最
初
の

逢
瀬
の
後
の
贈
答
歌
を
挙
げ
て
お
く
。

︿
朧
月
夜
﹀ 

う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば

問
は
じ
と
や
思
ふ

︿
源
氏
﹀ 

い
づ
れ
ぞ
と
露
の
や
ど
り
を
わ
か
む
ま
に
小
篠
が
原
に
風

も
こ
そ
吹
け 

（
花
宴
①
三
五
七
～
八
）

贈
歌
は
、「
な
ほ
名
の
り
し
た
ま
へ
」
と
執
拗
に
名
を
問
う
源
氏
の

言
葉
へ
の
反
発
と
し
て
詠
み
出
さ
れ
た
も
の
で
、
我
が
身
が
こ
の
世

か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
私
の
墓
所
ま
で
は
訪
ね
て
く
れ
な
い
の

か
と
、源
氏
の
想
い
の
浅
さ
を
非
難
し
た
内
容
。源
氏
の
返
歌
は
、「
露

の
や
ど
り
」
の
よ
う
に
は
か
な
い
あ
な
た
の
居
場
所
を
探
し
て
い
る

間
に
、
二
人
の
仲
が
妨
害
さ
れ
絶
た
れ
て
し
ま
っ
て
は
大
変
だ
と
し

て
、
相
手
へ
の
想
い
が
決
し
て
浅
く
は
な
い
こ
と
を
弁
解
す
る
内
容

で
あ
る⎠

₂₄
⎝

。

こ
う
し
た
他
の
女
君
に
対
す
る
、
贈
答
歌
の
原
則
通
り
の
応
じ
方

と
比
べ
る
と
、
源
典
侍
と
の
贈
答
歌
が
そ
れ
と
異
質
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う⎠

₂₅
⎝

。
ま
た
、
単
に
典
型
的
な
男
女
の
贈
答
歌
と
異
な

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
作
中
に
は
他
に
皆
無
で
あ
り
、
他
作
品
や

歌
集
に
も
容
易
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
続
い

て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
複
数
の
男
と
関
係
を
持
つ
浮
気
な
女
、「
色
好
み
」
と
さ

れ
る
女
と
の
贈
答
歌
と
比
較
し
て
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
歌
集
や

歌
物
語
に
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
、
相
手
の
女
の
多
情
ゆ
え

に
抱
く
危
惧
、
女
の
浮
気
を
知
っ
た
上
で
の
恨
み
な
ど
、
男
の
側
の

執
心
を
語
っ
た
内
容
の
贈
歌
で
あ
り
、
両
者
の
贈
答
歌
と
は
本
質
的

に
異
な
る
と
言
え
る
。『
伊
勢
物
語
』
か
ら
例
を
挙
げ
る
と⎠

₂₆
⎝

、
例
え

ば
三
七
段
で
は
、
男
が
「
色
好
み
」
な
女
の
心
情
を
「
う
し
ろ
め
た

く
」
思
い
、「
我
な
ら
で
下
紐
解
く
な
朝
顔
の
夕
影
ま
た
ぬ
花
に
は
あ

り
と
も
」
と
い
う
歌
を
贈
る
。
多
情
な
女
を
移
ろ
い
や
す
い
朝
顔
の

花
に
喩
え
な
が
ら
も
、
他
の
相
手
と
の
情
交
を
禁
ず
る
内
容
を
詠
ん

で
い
る
点
に
、
女
へ
の
執
着
が
表
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
四
三

段
で
は
、
他
の
男
と
の
関
係
を
知
っ
た
男
が
「
ほ
と
と
ぎ
す
汝
が
鳴

く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
思
ふ
も
の
か
ら
」
と
い
う

歌
を
贈
る
。
こ
の
歌
で
は
、
多
情
な
男
の
比
喩
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ

と
の
多
い
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
女
の
寓
意
と
し
て
用
い
て
非
難
し
つ

つ
も
、「
思
ふ
も
の
か
ら
」
と
い
う
言
葉
で
相
手
へ
の
断
ち
が
た
い
執

着
を
も
表
現
し
て
い
る
。

第
二
に
、
源
典
侍
へ
の
返
歌
と
同
様
、
女
の
多
情
を
非
難
す
る
内

容
を
持
つ
男
の
返
歌
と
比
較
し
て
考
え
る
。
歌
集
等
に
若
干
例
が
見

出
せ
る
が
、
や
は
り
源
典
侍
の
例
と
同
一
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
三
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代
集
の
中
か
ら
『
後
撰
集
』
の
一
例
を
挙
げ
る⎠

₂₇
⎝

。

　
　

 
男
の
、
こ
こ
か
し
こ
に
通
ひ
住
む
所
多
く
て
、
常
に
し
も

と
は
ざ
り
け
れ
ば
、女
も
又
色
好
み
な
る
名
た
ち
け
る
を
、

う
ら
み
侍
り
け
る
返
事
に 

源
頼
が
女

つ
ら
し
と
も
い
か
が
怨
み
む
郭
公
わ
が
宿
近
く
鳴
く
声
は
せ
で

　
　

返
し 

敦
慶
の
親
王

里
ご
と
に
鳴
き
こ
そ
渡
れ
郭
公
す
み
か
定
め
ぬ
君
た
づ
ぬ
と
て 

 

（
恋
一
・
五
四
七─
五
四
八
）

女
が
男
を
多
情
な
郭
公
に
喩
え
、
私
を
訪
れ
て
も
く
れ
な
い
の
に

恨
む
資
格
は
な
い
と
詠
ん
だ
の
に
対
し
、
男
は
「
色
好
み
」
な
女
を

郭
公
の
縁
で
「
す
み
か
定
め
ぬ
君
」
と
表
現
し
、
居
場
所
の
定
ま
ら

な
い
あ
な
た
を
探
す
た
め
に
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
っ
て
い
る
の
だ
と
、

逆
に
相
手
を
恨
む
内
容
で
返
歌
す
る
。
但
し
詞
書
に
よ
れ
ば
、
先
に

男
が
恨
ん
で
贈
っ
て
き
た
歌
に
対
し
て
女
が
相
手
の
多
情
を
非
難
し

て
反
発
し
、
更
に
男
が
切
り
返
し
た
と
い
う
形
式
で
、
あ
く
ま
で
相

手
の
歌
の
表
現
か
ら
導
か
れ
た
発
想
で
あ
る
。ま
た
内
容
と
し
て
も
、

結
局
は
相
手
の
女
へ
の
関
心
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。
も
う
一
例
、
歌
物
語
の
中
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
一
九
段
を
挙
げ

る
。︿

女
﹀ 

天
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
目
に
は
見
ゆ

る
も
の
か
ら

︿
男
﹀ 

天
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
ふ
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
は

や
み
な
り 

（
一
九
段
）

近
く
に
い
な
が
ら
訪
れ
の
途
絶
え
た
男
に
対
し
女
か
ら
歌
を
贈
る

が
、
男
は
そ
の
理
由
を
、
山
に
吹
く
風
が
速
す
ぎ
る
か
ら
、
つ
ま
り

女
の
側
に
原
因
が
あ
る
か
ら
だ
と
仄
め
か
し
て
返
歌
す
る
。
歌
の
傍

線
部
の
表
現
は
、
地
の
文
で
「
・・・
と
よ
め
り
け
る
は
、
ま
た
男
あ

る
人
と
な
む
言
ひ
け
る
」
と
他
に
男
の
い
る
女
だ
っ
た
と
説
明
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
女
の
浮
気
を
指
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ

る
も
の
の
、
歌
の
表
現
自
体
は
具
体
的
事
情
を
語
っ
て
い
な
い
。

第
三
に
、
よ
り
広
く
相
手
の
多
情
を
指
摘
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る

例
と
比
較
し
た
い
。
こ
う
し
た
構
図
自
体
が
、
む
し
ろ
多
情
ゆ
え
に

相
手
の
男
を
信
用
で
き
な
い
と
す
る
女
の
返
歌
の
類
型
的
な
言
い
回

し⎠
₂₈
⎝

に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
相
手
の
心
を
「
あ
だ
」
と
し

て
退
け
る
Ｄ
の
源
氏
の
返
歌
の
表
現
も
、
元
の
『
後
撰
集
』
の
引
用

歌
で
は
女
が
男
に
対
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
物
語
中
で
は
、

例
え
ば
Ｄ
と
同
じ
葵
祭
の
日
に
交
わ
さ
れ
た
源
氏
と
紫
の
上
と
の
贈

答
歌
な
ど
が
、
そ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。

︿
源
氏
﹀ 

は
か
り
な
き
千
尋
の
底
の
海
松
ぶ
さ
の
生
ひ
ゆ
く
末
は
我

の
み
ぞ
見
む

︿
紫
の
上
﹀ 
千
尋
と
も
い
か
で
か
知
ら
む
さ
だ
め
な
く
満
ち
干
る
潮

の
の
ど
け
か
ら
ぬ
に 

（
葵
②
二
八
）
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返
歌
は
、
源
氏
の
定
ま
ら
な
い
心
を
「
満
ち
干
る
潮
」
に
喩
え
る

こ
と
で
、
将
来
ま
で
見
届
け
よ
う
と
い
う
源
氏
の
贈
歌
の
表
現
に
切

り
返
し
た
内
容
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
対
照
的
な
紫
の
上
と
の
例
と

連
続
し
て
描
か
れ
る
こ
と
で
、
Ｄ
の
源
典
侍
と
の
贈
答
歌
の
異
質
さ

が
よ
り
際
立
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う⎠

₂₉
⎝

。

以
上
か
ら
、
源
典
侍
と
源
氏
の
贈
答
歌
の
掛
け
合
い
の
形
式
、
特

に
女
の
多
情
を
理
由
に
拒
否
す
る
と
い
う
返
歌
の
形
式
が
、
作
中
や

他
作
品
に
は
他
に
見
ら
れ
ず
、
現
実
に
男
女
間
で
交
わ
さ
れ
る
贈
答

歌
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
源
典
侍
の
物
語
に

お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
異
質
な
贈
答
歌
を
通
し
て
、
好
色
な
老
女

に
よ
る
一
方
的
な
懸
想
と
そ
れ
を
疎
ま
し
く
思
う
源
氏
と
い
う
、
両

者
固
有
の
男
女
関
係
が
具
体
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え

て
お
き
た
い
。

最
後
に
、
現
実
の
型
通
り
で
は
な
い
贈
答
歌
を
通
し
て
物
語
に
独

自
な
人
物
関
係
を
描
く
と
い
う
方
法
が
、
物
語
内
の
他
の
人
物
間
に

も
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。源
典
侍
に
近
い
一
例
と
し
て
、

近
江
の
君
が
夕
霧
に
懸
想
を
言
い
か
け
る
場
面
の
贈
答
歌
を
挙
げ

る
。︿

近
江
の
君
﹀ 

お
き
つ
舟
よ
る
べ
な
み
路
に
た
だ
よ
は
ば
棹
さ
し
よ
ら

む
と
ま
り
教
へ
よ

︿
夕
霧
﹀ 

よ
る
べ
な
み
風
の
さ
わ
が
す
舟
人
も
思
は
ぬ
か
た
に
磯
づ

た
ひ
せ
ず 

（
真
木
柱
③
三
九
九
）

近
江
の
君
が
雲
井
雁
と
の
関
係
を
揶
揄
し
て
相
手
を
誘
っ
た
の
に

対
し
、
夕
霧
が
身
寄
り
の
定
ま
ら
な
い
自
分
で
も
あ
な
た
の
よ
う
な

気
の
無
い
人
に
は
寄
り
付
か
な
い
と
切
り
返
し
た
内
容
で
あ
る
。
女

を
「
思
は
ぬ
か
た
」
と
し
て
明
確
に
拒
絶
す
る
言
葉
は
、
相
手
を
近

江
の
君
と
認
識
し
た
上
で
の
愚
弄
す
る
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
り
、

源
典
侍
の
例
と
同
様
、
女
に
対
す
る
男
の
返
歌
の
言
い
回
し
と
し
て

は
異
例
だ
と
言
え
よ
う
。
女
の
側
か
ら
歌
を
贈
る
作
中
人
物
た
ち
の

中
で
も
、
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
の
内
容
は
、
先
述
し
た
朧
月
夜
の
例

の
よ
う
な
、
相
手
へ
の
愛
情
を
強
調
し
慰
め
る
と
い
う
原
則
通
り
の

内
容
だ
け
で
な
く
、
相
手
の
女
の
恋
の
対
象
と
し
て
の
位
置
付
け
次

第
で
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

五　

結

紅
葉
賀
巻
、
葵
巻
の
源
典
侍
の
物
語
で
は
、
懸
想
や
恨
み
を
大
袈

裟
な
表
現
や
性
的
表
現
で
訴
え
続
け
る
源
典
侍
の
贈
歌
と
、
女
の
多

情
を
理
由
に
拒
否
す
る
源
氏
の
返
歌
と
い
う
、
類
似
の
掛
け
合
い
に

基
づ
く
贈
答
歌
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

形
式
は
他
の
男
女
の
贈
答
歌
に
比
較
し
て
考
え
る
と
異
例
で
あ
り
、

そ
れ
を
通
じ
て
両
者
の
固
有
の
男
女
関
係
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。貴
族
社
会
の
日
常
に
お
け
る
社
交
手
段
と
し
て
の
、
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様
式
化
さ
れ
た
贈
答
歌
の
実
態
の
反
映
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
源
典
侍

の
例
の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
外
れ
た
贈
答
歌
を
も
配
置
し
て
多
様
な
男

女
関
係
を
描
い
て
い
く
の
が
、『
源
氏
物
語
』
の
贈
答
歌
の
方
法
の
一

つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
物
間
の
贈
答
歌
の
特
質
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
も
、
物
語
内
の
人
物
関
係
を
読
み
解
く
一
つ
の
手
段
で
あ

ろ
う
。

︻
注
︼

（
１
）
伊
藤
博
「
源
典
侍
挿
話
の
周
辺
│
紅
葉
賀
・
花
宴
巻
断
想
│
」（『
源

氏
物
語
の
原
点
』
明
治
書
院
、
一
九
八
〇
・
一
一
、
初
出
一
九
七
一

・
三
）、
篠
原
昭
二
「
運
命
と
行
為
│
た
が
い
目
の
実
現
を
め
ぐ
っ
て

│
」（『
源
氏
物
語
の
論
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
・
五
、

初
出
一
九
七
一
・
六
）、
三
谷
邦
明
「
源
典
侍
物
語
の
構
造
│
織
物
性

あ
る
い
は
藤
壺
事
件
と
朧
月
夜
事
件
│
」（『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅱ
』

有
精
堂
出
版
、
一
九
八
九
・
六
、
初
出
一
九
八
〇
・
一
〇
）
な
ど
が

先
駆
的
な
論
。

（
２
）「
源
典
侍
と
光
源
氏
」（『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
三
・
二
、
初
出
一
九
九
二
・
四
）

（
３
）「
光
源
氏
と
源
典
侍
│
神
楽
歌
か
ら
」（『
源
氏
物
語
批
評
』
有
精
堂
、

一
九
九
五
・
七
、
初
出
一
九
九
五
・
一
）

（
４
）「
天
照
大
神
の
巫
女
た
ち
│
六
条
御
息
所
、
そ
し
て
源
典
侍
」（『
源
氏

物
語 

歌
と
呪
性
』
若
草
書
房
、
一
九
九
七
・
一
〇
、
初
出
一
九
九
五

・
一
一
）

（
５
）
三
谷
邦
明
（
注
１
）
論
文
は
「
こ
の
冒
頭
の
紹
介
文
で
彼
女
の
輪
郭

は
ほ
ぼ
理
解
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
６
）
栗
山
元
子
「
源
典
侍
に
お
け
る
老
い
と
好
色
に
つ
い
て
」（『
人
物
で

読
む
『
源
氏
物
語
』
│
朧
月
夜
・
源
典
侍
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五

・
一
一
）
は
、
当
該
歌
が
『
古
今
六
帖
』
で
は
小
町
詠
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
当
時
老
女
の
悲
嘆
を
詠
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
と
指
摘
す
る
。

（
７
）
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
今
和
歌
集
』

（
小
学
館
、
一
九
九
四
・
一
一
）、
鈴
木
日
出
男
（
注
２
）
論
文
な
ど
。

（
８
）「
か
く
事
こ
そ
お
ほ
け
れ
、
す
き
〳
〵
し
き
心
に
も
あ
る
哉
と
思
す
也
」

（『
源
氏
物
語
新
釈
』）、
引
用
は
『
賀
茂
真
淵
全
集
一
三
』（
続
群
書
類

従
完
成
会
、
一
九
七
九
）。

（
９
）
小
嶋
菜
温
子
（
注
３
）
論
文
及
び
「︿
老
い
﹀
の
身
体
と
性
│
源
典
侍

と
神
楽
歌
・
再
説
」（『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕　

王
朝
文
化
史
論
』

有
斐
閣
、二
〇
〇
四
・
三
、初
出
一
九
九
五
・
一
一
）。
な
お
小
嶋
氏
は
、

当
該
贈
答
歌
に
神
楽
歌
「
其
駒
」「
篠
」
の
引
用
を
指
摘
す
る
。

（
10
）
鈴
木
日
出
男
（
注
２
）
論
文

（
11
）
外
山
敦
子
「
源
典
侍
│
重
畳
す
る
両
面
性
が
織
り
な
す
物
語
│
」（『
源

氏
物
語
の
老
女
房
』
新
典
社
、
二
〇
〇
五
・
一
〇
、
初
出
二
〇
〇
二
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・
三
）

（
12
）
平
安
和
歌
に
は
例
が
少
な
い
が
、『
後
撰
集
』
に
、
詞
書
の
「
出
で
け

る
家
の
あ
る
じ
」
を
指
し
て
「
人
妻
に
心
あ
や
な
く
掛
橋
の
あ
や
ふ

き
道
は
恋
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
恋
二
・
六
八
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
と

詠
ん
だ
例
が
あ
る
こ
と
か
ら「
他
人
の
妻
」と
い
う
意
味
で
理
解
で
き
、

危
う
い
恋
と
い
う
連
想
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

（
13
）
侵
入
者
を
「
修
理
大
夫
」
と
勘
違
い
し
た
源
氏
が
「
あ
な
、
わ
づ
ら

は
し
。
出
で
な
む
よ
。
︙
」（
紅
葉
賀
①
三
四
一
）
と
語
る
箇
所
は
、

表
現
の
上
で
も
二
組
の
贈
答
歌
と
照
応
し
て
い
る
。

（
14
）「
別
れ
て
の
後
ぞ
悲
し
き
涙
河
底
も
あ
ら
は
に
な
り
ぬ
と
思
へ
ば
」（『
新

勅
撰
集
』
恋
四
・
九
三
七
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
を
引
き
、
涙
も
枯
れ

る
ほ
ど
泣
き
尽
く
し
た
と
嘆
き
を
訴
え
る
。

（
15
）『
岷
江
入
楚
』、
引
用
は
中
田
武
司
編
『
岷
江
入
楚
一
（
源
氏
物
語
古

注
集
成
一
〇
）』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
）

（
16
）
島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話 

巻
六
』（
名
著
普
及
会
、
一
九
八
三

・
五
）

（
17
）「
葵
」
が
相
手
の
男
の
寓
意
と
な
る
例
と
し
て
は
、
次
の
一
首
が
見
出

さ
れ
る
。 

 

　
　

賀
茂
の
祭
の
日
、
語
ら
ひ
し
人
の
も
と
よ
り
、
あ
ふ
ひ
に
つ
け
て

ち
は
や
ぶ
る
神
か
け
つ
つ
ぞ
恨
め
し
き
よ
そ
の
か
ざ
し
と
な
れ
る
あ

ふ
ひ
は 

（『
輔
親
集
』
Ⅰ
・
九
四
）

（
18
）
新
間
一
美
「
源
氏
物
語
葵
巻
の
「
あ
ふ
ひ
」
に
つ
い
て
│
賀
茂
の
川

波
│
」（『
平
安
朝
文
学
と
漢
詩
文
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
・
二
、

初
出
一
九
九
七
・
三
）、
久
富
木
原
玲
（
注
４
）
論
文

（
19
）「
ゆ
ゑ
」
も
原
因
・
理
由
で
解
す
る
方
が
同
時
代
の
通
例
に
近
い
。

（
20
）
鈴
木
裕
子
「
源
典
侍
攷
│
物
語
世
界
の
悪
戯
者
│
」（『
駒
沢
短
期
大

学
研
究
紀
要
』
二
三
、
一
九
九
五
・
三
）
は
、
紅
葉
賀
巻
の
贈
答
歌

と
の
類
似
を
指
摘
し
、「
源
氏
は
結
局
多
情
で
煩
わ
し
い
老
女
と
い
う

類
型
を
外
し
て
源
典
侍
を
み
る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
か
っ
た
ら
し

い
」
と
述
べ
る
。

（
21
）『
伊
勢
物
語
』
六
三
段
と
の
類
似
性
は
、
村
井
順
『
源
氏
物
語
論
・
上
』

（
中
部
日
本
教
育
文
化
会
、
一
九
六
二
）
な
ど
で
指
摘
さ
れ
る
。
但
し
、

六
三
段
の
物
語
に
収
ま
ら
な
い
源
典
侍
の
物
語
独
自
の
性
格
も
既
に

他
の
観
点
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
外
山
敦
子
（
注
11
）
論
文
、
吉

田
幹
生
「
歌
物
語
と
し
て
の
源
氏
物
語
│
紅
葉
賀
巻
の
源
典
侍
物
語

を
め
ぐ
っ
て
│
」（『︿
物
語
史
﹀
形
成
の
力
学
（
新
時
代
へ
の
源
氏
学

８
）』
竹
林
舎
、
二
〇
一
六
・
五
）
な
ど
。

（
22
）「
女
歌
の
本
性
」（『
古
代
和
歌
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇

・
一
〇
、
初
出
一
九
八
九
・
五
）

（
23
）『
新
編
国
歌
大
観
』
歌
番
号
で
示
す
。
夕
顔
14
│
頭
中
将
15
、
空
蝉
37

│
源
氏
38
、
朧
月
夜
103
│
源
氏
104
、
六
条
御
息
所
115
│
源
氏
116
、
六

条
御
息
所
133
│
源
氏
134
、
朧
月
夜
146
│
源
氏
147
、
朧
月
夜
156
│
源
氏
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157
、
花
散
里
174
│
源
氏
175
、
六
条
御
息
所
194
│
源
氏
196
、
紫
の
上
218

│
220
、
明
石
の
君
235
│
源
氏
236
、
明
石
の
君
239
│
源
氏
240
、
紫
の
上

252
│
源
氏
253
、
紫
の
上
303
│
源
氏
304
、
明
石
の
君
307
│
源
氏
308
、
末

摘
花
350
│
源
氏
351
、
花
散
里
376
│
源
氏
377
、
紫
の
上
463
│
源
氏
464
、

紫
の
上
473
│
源
氏
474
、
女
三
の
宮
522
│
源
氏
523
、
中
将
の
君
573
│
源

氏
574
、
按
察
の
君
708
│
薫
709

（
24
）
朧
月
夜
は
、
源
典
侍
と
同
じ
く
源
氏
に
対
す
る
贈
歌
が
多
く
、
造
型

の
対
照
性
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
源
氏
の
返
歌
は
い
ず
れ
も
、
変
わ
ら

ぬ
愛
情
を
訴
え
慰
め
る
と
い
う
恋
の
贈
答
歌
に
お
け
る
典
型
的
な
男

の
応
じ
方
と
な
っ
て
い
る
。 

 

︿
朧
月
夜
﹀ 

心
か
ら
か
た
が
た
袖
を
ぬ
ら
す
か
な
あ
く
と
を
し
ふ
る
声
に

つ
け
て
も

︿
源
氏
﹀ 

嘆
き
つ
つ
わ
が
よ
は
か
く
て
過
ぐ
せ
と
や
胸
の
あ
く
べ
き
時
ぞ

と
も
な
く 

（
賢
木
②
一
〇
六
）

︿
朧
月
夜
﹀ 

木
枯
の
吹
く
に
つ
け
つ
つ
待
ち
し
間
に
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
こ

ろ
も
へ
に
け
り

︿
源
氏
﹀ 

あ
ひ
見
ず
て
し
の
ぶ
る
こ
ろ
の
涙
を
も
な
べ
て
の
空
の
時
雨
と

や
見
る 

（
賢
木
②
一
二
七
～
八
）

（
25
）
本
稿
と
観
点
は
異
な
る
が
、
贈
答
歌
の
「
原
理
」
か
ら
外
れ
る
物
語

の
贈
答
歌
の
表
現
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、
高
野
晴
代
「「
澪
標
」

巻
の
贈
答
歌
│
選
択
さ
れ
た
齟
齬
」（「
む
ら
さ
き
」
四
二
、
二
〇
〇

五
・
一
二
）
な
ど
の
論
が
あ
る
。

（
26
）
三
代
集
で
は
『
後
撰
集
』
恋
一
・
五
九
六
、
恋
四
・
八
四
四
、
恋
六

・
一
〇
四
二
な
ど
。

（
27
）
二
首
以
上
の
組
で
採
ら
れ
た
恋
部
の
贈
答
歌
で
、
女
の
側
か
ら
の
贈

答
歌
と
し
て
描
か
れ
る
例
と
し
て
、『
古
今
集
』
六
例
、『
後
撰
集
』
二

四
例
、『
拾
遺
集
』
一
例
の
中
で
の
検
討
。

（
28
）『
後
撰
集
』
恋
二
・
六
五
九
、
恋
二
・
六
九
六
、
恋
三
・
七
三
六
な
ど
。

（
29
）
表
現
内
容
の
異
な
る
贈
答
歌
の
対
比
と
い
う
方
法
は
、
吉
見
健
夫
「
花

散
里
巻
の
和
歌
│
源
氏
物
語
の
歌
物
語
的
方
法
に
つ
い
て
」（『
中
古

文
学
論
攷
』
一
五
、
一
九
九
四
・
一
二
）
な
ど
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

※ 

『
源
氏
物
語
』、『
伊
勢
物
語
』、『
蜻
蛉
日
記
』、催
馬
楽
「
東
屋
」
の
引
用
は
、

小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』、
和
歌
の
引
用
は
、
私
家
集
は
『
新

編
私
家
集
大
成
』、
そ
の
他
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
が
、
適
宜

表
記
を
改
め
た
。


