
遊行女婦再考

万
葉
集
の
遊
行
女
婦
と
平
安
朝
以
降
の
遊
女
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、

（１）

今
ま
で
様
々
に
論
じ
ら
れ
、
筆
者
も
以
前
旧
稿
で
取
り
上
げ
た
が
、
未
だ

不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
再
度
論
考
を
試
み
た
い
・

か
ま
ふ
は
に
し
つ
く
し
を
と
め

遊
行
女
婦
の
例
を
改
め
て
挙
げ
て
み
る
と
、
蒲
生
、
土
師
、
筑
紫
娘
子

た
ま
つ
き
さ
ぷ
る
こ

の
児
島
、
対
馬
娘
子
の
玉
調
、
佐
夫
流
児
と
い
っ
た
名
前
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
の
名
前
か
ら
見
る
と
、
筑
紫
娘
子
、
対
馬
娘
子
は
、
国
名
十
を
と

め
、
蒲
生
、
土
師
は
氏
族
名
、
又
は
地
名
、
佐
夫
流
児
は
そ
の
他
と
、
と

り
あ
え
ず
類
別
さ
れ
る
。
国
名
、
或
い
は
地
名
十
を
と
め
は
、
他
に
も
、

常
陸
娘
子
、
香
取
娘
子
な
ど
、
遊
行
女
婦
と
の
記
載
は
な
く
と
も
、
遊
行

女
婦
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
更
に
、
国
名
・
地
名
十
を
と
め
に
近

似
す
る
者
と
し
て
は
、
三
重
の
采
女
な
ど
の
よ
う
な
采
女
、
ま
た
、
遊
行

女
婦
が
一
方
で
を
と
め
と
も
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遊
行
女
婦
を
を

（２）

と
め
一
般
に
ま
で
拡
大
し
て
論
じ
ら
れ
た
り
も
す
る
が
、
本
稿
で
は
遊
行

女
婦
と
を
と
め
一
般
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

遊
行
女
婦
再
考

序

ｌ
遊
女
前
史
に
向
け
て
Ｉ

追
々
述
べ
て
い
く
が
、
遊
行
女
婦
の
名
前
と
し
て
は
、
国
名
・
地
名
十

を
と
め
と
い
う
様
式
が
基
本
的
な
正
式
名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
遊
行
女
婦
の
中
に
は
、
例
え
ば
筑
紫
を
と
め
と
い
う
正
式
名
と
と
も

あ
ざ
な

に
、
児
島
と
い
う
字
（
以
下
字
名
と
表
記
す
る
）
で
呼
ば
れ
て
い
る
者

が
い
た
。
そ
の
児
島
は
、
大
伴
旅
人
の
任
果
て
て
の
帰
京
に
際
し
、
男
の

官
人
の
中
に
一
人
、
男
の
視
線
に
ま
な
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
登

場
す
る
。
児
島
の
歌
は
、
旧
稿
で
も
取
り
上
げ
、
他
に
も
様
々
論
じ
ら
れ

（３）

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
名
前
を
め
ぐ
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
る
。

ぢ

な
め
し

大
和
道
は
雲
隠
り
た
り
然
れ
ど
も
我
が
振
る
袖
を
無
礼
と
思
ふ
な

（
６
九
六
六
児
島
）

大
和
道
の
吉
備
の
児
島
を
過
ぎ
て
行
か
ば
筑
紫
の
児
島
思
ほ
え
む
か

も
（
九
六
七
大
伴
旅
人
）

右
の
歌
が
歌
わ
れ
た
の
は
太
宰
府
の
出
入
り
口
で
境
界
に
位
置
す
る
水

城
で
あ
る
。
大
和
道
へ
向
か
う
旅
人
に
思
わ
ず
袖
を
振
っ
て
し
ま
う
と
い

う
児
島
の
歌
に
答
え
て
、
旅
人
は
、
「
吉
備
の
児
島
」
を
引
き
合
い
に
出

あ
ざ
な

一
、
遊
行
女
婦
の
字
名

吉
田
修
作
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し
て
「
筑
紫
の
児
島
」
の
名
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
の
よ
う
に
字
お
ほ
な

名
を
歌
中
に
詠
み
込
む
例
と
し
て
は
、
石
川
女
郎
の
字
名
と
い
う
「
大
名

孝」児
」
を
詠
み
込
ん
だ
日
並
皇
子
の
歌
（
２
一
一
○
）
が
あ
り
、
そ
れ

は
、
実
体
的
な
心
情
を
吐
露
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
石
川
女
郎
を
め
ぐ
る

歌
物
語
的
な
歌
群
の
一
首
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
恋
心

を
伝
え
る
歌
の
中
に
特
に
女
性
の
字
名
を
詠
み
込
む
類
型
が
あ
っ
た
ら
し

い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
前
掲
の
児
島
に
対
す
る
大
伴
旅
人
の
歌
も
、
表

現
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
恋
歌
の
一
類
で
、
旅
人
と
児
島
も
実
体
的
な
恋

人
同
士
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
九
六
七
は
遊
行
女
婦
な
ど
の
関
連
歌

に
よ
く
見
ら
れ
る
社
交
歌
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
通
称
と
は
言

え
、
相
手
の
字
名
を
歌
に
詠
み
込
む
の
は
、
鎌
足
の
「
安
見
児
得
た
り
」

（
２
九
四
）
で
は
な
い
が
、
い
か
に
も
相
手
と
恋
人
関
係
で
あ
る
か
の

よ
う
に
装
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
掲
の
旅
人
の
歌
（
九
六

七
）
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
そ
の
前
の
九
六
六
番
歌
は
、
袖
振
る
こ
と
が

無
礼
だ
と
い
う
よ
、
フ
に
、
所
謂
一
般
的
な
挨
拶
歌
を
逸
脱
し
た
恋
歌
に
紛

れ
兼
ね
な
い
特
異
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
児
島
の
歌
の
呪
性
と

も
言
う
べ
き
も
の
が
、
旅
人
の
歌
に
感
染
し
、
児
島
の
字
名
を
詠
み
込
ん

だ
歌
作
を
な
し
た
か
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
通
称
で
あ

る
字
名
を
詠
み
込
む
こ
と
は
、
児
島
の
袖
を
振
る
歌
に
誘
発
さ
れ
た
親
和

の
表
現
と
言
っ
て
も
よ
い
・

今
一
つ
、
遊
行
女
婦
の
字
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
、
家
持
の
尾

を
く
ひ
さ
と

張
少
咋
を
諭
す
歌
（
肥
四
一
○
六
～
九
）
の
「
佐
夫
流
児
」
で
あ
る
。

（４）

こ
の
一
連
の
歌
も
旧
稿
で
扱
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
結
論
的
に
し
か
述
べ

な
い
が
、
当
該
歌
群
は
物
語
的
、
偽
笑
的
と
も
評
さ
れ
、
登
場
人
物
の
遊

行
女
婦
の
名
は
字
名
の
「
佐
夫
流
児
」
と
の
み
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
字
名

み
な
わ

は
「
射
水
河
流
る
水
沫
の
よ
る
へ
な
み
佐
夫
流
そ
の
児
」
と
歌
わ
れ
て
い

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
猪
股
と
き
わ
は
、
「
流
離
や
漂
泊
を
め
ぐ
る
言
説

の
類
型
が
、
遊
行
す
る
女
婦
を
歌
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
家
持
歌
に
よ
っ

（５）

て
発
見
さ
れ
た
」
と
し
、
そ
こ
に
遊
行
女
婦
か
ら
遊
女
へ
の
流
れ
を
示
唆

し
て
い
る
。
そ
こ
で
改
め
て
、
佐
夫
流
児
の
サ
プ
ル
と
同
根
の
サ
ブ
の
用

例
を
見
て
み
る
と
、
霊
異
記
上
巻
二
縁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

く

れ

な

ゐ

す

み

そ

め

も

さ

ぴ

も

す

そ

ゆ

彼
の
妻
、
紅
の
欄
染
の
裳
を
着
て
窃
窕
て
裳
欄
を
引
き
つ
つ
逝
く
。

こ
れ
は
狐
妻
が
、
紅
の
裳
を
身
に
纏
っ
て
や
っ
て
来
、
や
が
て
去
っ
て

い
く
と
い
、
フ
場
面
の
描
写
で
あ
る
。
一
方
、
万
葉
集
で
は
紅
の
裳
は
を
と

め
の
装
束
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

み
か
り

ま
す
ら
を
は
御
猟
に
立
た
し
を
と
め
ら
は
赤
裳
裾
引
く
清
き
浜
び
を

（
６
一
○
○
一
赤
人
）

令
の
参
』

安
胡
の
浦
に
船
乗
り
す
ら
む
を
と
め
ら
が
赤
裳
の
裾
に
潮
満
つ
ら
む

か
（
妬
三
六
一
○
人
麻
呂
異
伝
歌
）

右
の
例
の
他
に
、
Ⅳ
三
九
六
九
（
家
持
）
、
三
九
七
三
（
池
主
）
に

も
歌
わ
れ
、
そ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
赤
裳
裾
引
く
を
と
め
は
宮
廷
に
仕
え
る

（６）

女
官
達
だ
ろ
う
か
ら
、
霊
異
記
の
狐
妻
や
佐
夫
流
児
の
字
名
を
持
つ
遊
行

女
婦
も
、
宮
廷
の
女
官
の
よ
う
な
優
雅
な
衣
装
を
身
に
付
け
て
い
た
と
解

さ
れ
る
。
動
詞
サ
ブ
の
用
語
例
は
少
な
い
が
、
接
尾
語
サ
ブ
と
関
連
す
る

と
さ
れ
、
文
脈
で
言
え
ば
、
「
を
と
め
さ
ぶ
」
と
い
、
フ
語
と
繋
が
る
だ
ろ

う
。
「
を
と
め
さ
ぶ
」
の
語
は
、
「
を
と
め
ら
が
を
と
め
さ
び
す
も
唐

玉
を
た
も
と
に
ま
か
し
」
（
５
八
○
四
憶
良
）
の
他
、
琴
歌
譜
や

本
朝
月
令
の
五
節
舞
姫
の
歌
で
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
女
官
の
装
束
で
優

雅
な
舞
を
舞
う
様
が
「
を
と
め
さ
ぶ
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ

に
対
し
、
遊
行
女
婦
の
佐
夫
流
児
は
、
反
歌
の
四
一
○
九
で
、
「
紅
の
移
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ら
ふ
も
の
ぞ
」
と
比
嚥
的
に
歌
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
紅
の
裳
を
身
に
纏

っ
た
優
雅
な
舞
姫
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
前
掲

の
猪
股
論
と
齪
儲
を
来
す
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
、
佐
夫
流
児
と
い
う

字
名
が
、
遊
行
女
婦
か
ら
遊
女
へ
至
る
経
緯
を
暗
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
遊
行
女
婦
の
字
名
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
児
島

と
佐
夫
流
児
の
二
名
の
み
だ
が
、
字
名
や
そ
れ
と
思
し
き
名
を
歌
に
詠
み

込
む
例
も
見
ら
れ
る
。
前
掲
の
大
名
児
は
題
詞
に
字
名
で
あ
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
た
が
（
２
二
○
）
、
采
女
の
安
見
児
（
２
九
五
）
は

字
名
と
は
決
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
采
女
の
正
式
名
に
は
国
名
・
地
名
が

冠
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
安
見
児
と
い
う
名
称
は
字
名
的
で
あ
る
。

そ
の
点
で
言
え
ば
、
か
は
る
わ
ざ
へ
ひ
も
の
こ

を

豊
国
の
香
春
は
吾
宅
紐
児
に
い
つ
が
り
居
れ
ば
香
春
は
吾
宅
（
９

一
七
六
七
抜
気
大
首
）

の
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る
豊
国
の
を
と
め
紐
児
は
遊
行
女
婦
的
女
性
の
字
名

と
解
さ
れ
る
。
紐
児
の
名
は
、
万
葉
相
聞
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
男
女
間
で

結
ば
れ
る
紐
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
七
六
七
の
「
い
つ
が
り
居

る
」
と
い
う
詞
句
は
、
佐
夫
流
児
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
も

紐
児
が
遊
行
女
婦
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

一
七
六
七
は
九
五
や
旅
人
の
九
六
七
と
同
様
、
女
性
の
名
を
詠
み
込
み
、

相
手
を
親
和
的
に
表
現
し
て
い
る
。

一
方
で
、
歌
に
詠
み
込
ま
れ
ず
に
字
名
が
題
詞
や
散
文
で
示
さ
れ
る
場

か
づ
ら
こ

合
も
あ
る
。
万
葉
巻
一
六
の
桜
児
、
綬
児
は
題
詞
に
字
名
と
あ
り
、
歌

の
中
に
桜
、
鰻
が
詠
み
込
ま
れ
、
女
性
の
名
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
桜
児
、
霊
児
の
字
名
は
、
逆
に
歌
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
可
能
性
も
あ

る
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
字
名
は
女
性
に
限
ら
れ
た
も
の
で

な
く
、
男
性
に
も
付
け
ら
れ
て
い
た
。

万
葉
２
一
二
六
番
の
石
川
女
郎
歌
の
左
注
で
、
相
手
の
大
伴
田
主
の

な
か
ち
こ

説
明
に
「
字
を
仲
郎
」
と
あ
る
。
仲
郎
と
は
、
次
男
を
表
す
普
通
名
詞

い
み
な
お
ほ
し

で
、
そ
れ
を
字
名
に
用
い
た
も
の
。
仁
賢
前
紀
に
、
天
皇
の
諄
「
大
脚
」

し
ま
の
い
ら
つ
こ

と
と
も
に
、
字
名
は
「
島
郎
」
と
見
え
、
同
じ
仁
賢
前
紀
に
は
そ
の

字
名
を
亦
の
名
と
も
し
て
い
る
。
更
に
、
日
本
霊
異
記
中
巻
十
一
縁
、
三

十
二
縁
に
は
次
の
よ
、
フ
に
あ
る
。

よ
さ
み
の

薬
師
寺
の
僧
題
恵
禅
師
、
字
を
依
網
禅
師
と
日
ふ
。
俗
姓
は
依
網

あ
ざ
な

連
な
り
。
故
、
以
て
字
と
為
せ
り
。
（
十
一
縁
）

あ
ざ
な
し
ほ
つ
き
い

あ
り

あ

物
部
麿
、
字
は
塩
舂
と
号
ふ
。
是
人
存
し
時
に
、
矢
を
中
て
ぬ
に
、

ま
さ

つ

猪
を
我
当
に
射
た
り
と
念
ひ
、
塩
を
舂
き
往
き
て
荷
は
む
と
見
れ
ば

な

づ

つ

き

猪
な
し
。
但
矢
の
み
地
に
立
て
り
。
里
人
見
て
咲
ひ
、
号
け
て
塩
舂

と
日
ひ
き
。
故
、
以
て
字
と
す
。
（
三
十
二
縁
）

右
の
十
一
縁
で
は
僧
の
俗
姓
が
字
名
で
あ
る
か
ら
、
字
名
は
出
家
と
俗

世
と
い
う
異
界
を
繋
ぐ
装
置
と
な
っ
て
い
る
。
三
十
二
縁
で
は
、
物
部
麿

の
死
後
に
字
名
の
由
来
が
説
話
的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
字
名
が

生
前
と
死
後
と
い
う
異
界
を
越
え
て
通
用
す
る
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。

別
に
、
字
名
に
限
ら
ず
、
亦
の
名
の
場
合
で
言
え
ば
、
大
国
主
が
多
く
の

亦
の
名
を
所
有
す
る
こ
と
で
大
き
な
呪
力
を
得
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
み
る
と
、
字
名
の
付
け
方
は
様
々
で
あ
っ
た
よ
う

だ
が
、
字
名
所
有
は
そ
の
人
物
の
特
異
性
や
呪
力
を
示
す
記
号
で
あ
っ
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
遊
行
女
婦

の
児
島
や
佐
夫
流
児
な
ど
の
を
と
め
の
字
名
を
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
は
、

そ
の
歌
に
そ
の
人
物
の
特
異
性
や
呪
力
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
相
手
へ
の

親
和
を
表
現
し
た
と
解
さ
れ
る
。
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次
に
、
大
伴
旅
人
の
児
島
へ
の
二
首
目
は
ど
う
か
。

み
づ
く
き

ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
や
水
茎
の
水
城
の
上
に
涙
拭
は
む
（
５
九

六八）

こ
の
歌
の
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
や
」
と
、
ま
す
ら
を
で
あ
る
こ
と

を
意
識
し
つ
つ
、
思
わ
ず
涙
し
て
し
ま
う
と
の
歌
い
方
は
類
型
が
あ
る
。

万
葉
五
番
歌
軍
王
の
歌
作
で
は
、
行
幸
の
旅
先
で
、
「
ま
す
ら
を
」
で
あ

る
自
分
が
思
わ
ず
思
い
を
燃
や
し
て
し
ま
う
と
い
い
、
反
歌
（
六
）
で
そ

の
対
象
が
「
家
な
る
妹
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
作
者
や
讃

岐
行
幸
時
と
い
う
作
歌
状
況
に
関
し
て
は
、
左
注
で
も
未
詳
と
し
て
お

り
、
作
歌
年
代
が
特
定
で
き
な
い
。
２
一
三
五
番
の
人
麻
呂
歌
は
、
石

見
の
妻
に
別
れ
て
の
帰
り
に
、
こ
れ
も
「
家
な
る
妹
」
を
慕
っ
て
「
ま
す

ら
を
」
で
あ
る
こ
と
の
違
和
を
表
明
し
て
い
る
。
４
七
一
九
の
家
持
歌

は
旅
先
と
は
言
え
ず
、
を
と
め
に
対
す
る
一
般
的
な
恋
心
を
表
す
が
、
６

九
三
五
の
金
村
歌
は
、
行
幸
時
に
海
人
を
と
め
に
対
す
る
恋
を
歌
う
。
こ

の
よ
う
に
、
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
と
い
う
表
現
は
、
旅
先
で
の
恋

が
多
く
、
そ
の
対
象
は
、
家
な
る
妹
、
を
と
め
、
海
人
を
と
め
、
遊
行
女

婦
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
右
の
用
例
か
ら
見
る
と
、
ま
す
ら
を
へ
の
違

和
を
意
識
し
た
時
の
恋
歌
は
、
「
家
な
る
妹
」
に
向
け
ら
れ
る
の
が
基
本

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ま
す
ら
を
」
へ
の
違
和
の
意
識
し
た
時
の
恋
歌
に
つ
い
て
は
、
様
々

（７）

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
「
ま
す
ら
を
」
の
用
語
例
を
確

認
し
て
お
く
。
前
掲
の
憶
良
作
八
○
四
番
歌
で
は
「
を
と
め
ら
が
を
と

二
、
「
ま
す
ら
を
」
と
「
を
と
め
」
・
「
た
わ
や
め
」

め
さ
び
す
も
」
に
対
し
て
、
「
ま
す
ら
を
の
を
と
こ
さ
び
す
と
」
と
し

て
、
太
刀
、
弓
を
持
ち
駒
に
乗
っ
て
行
く
と
い
う
雄
々
し
い
出
で
立
ち
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
前
掲
の
赤
人
作
一
○
○
一
番
歌
に
も
同
様
に
ま

す
ら
を
と
を
と
め
が
対
応
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
を
と
め
の
姿
は
、
前

述
の
よ
う
に
女
官
、
舞
姫
、
遊
行
女
婦
な
ど
の
そ
れ
と
通
じ
て
お
り
、
正

に
そ
の
姿
が
「
を
と
め
さ
ぶ
」
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
八
○
四
で
は

そ
の
よ
う
な
を
と
め
の
対
と
し
て
、
「
ま
す
ら
を
」
の
出
で
立
ち
が
強
調

さ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
語
彙
的
に
を
と
め
の
対
は
を
と
こ
で
、
常
陸

風
土
記
の
「
神
の
を
と
こ
」
「
神
の
を
と
め
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
管
フ
に
、

を
と
こ
・
を
と
め
は
祭
祀
的
、
神
話
的
対
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
律
令

国
家
意
識
の
浸
透
に
伴
い
、
官
人
層
を
中
心
に
、
を
と
こ
か
ら
ま
す
ら
を

へ
と
意
識
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
右
の
八
○
四
、
一
○
○
一
の
二
首

の
例
は
、
ま
す
ら
を
と
を
と
め
の
対
概
念
の
生
成
が
万
葉
集
三
期
に
お
い

て
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

一
方
で
、
ま
す
ら
を
は
、
た
わ
や
め
と
い
う
対
語
を
持
つ
。
前
掲
の
九

三
五
で
は
、
「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
の
思
い
が
「
た
わ
や
め
」
の
よ
う
で

あ
る
と
比
噛
的
対
表
現
を
用
い
て
い
る
．

こ
こ
ろ

ま
す
ら
を
も
か
く
恋
ひ
け
る
を
た
わ
や
め
の
恋
ふ
る
情
に
た
ぐ
ひ
あ

ら
め
や
も
（
４
五
八
二
）

右
の
歌
は
、
坂
上
大
嬢
が
家
持
に
贈
っ
た
歌
の
一
首
で
、
家
持
の
歌
は

残
っ
て
い
な
い
が
、
「
ま
す
ら
を
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
恋
を
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
よ
う
な
家
持
の
歌
に
応
じ
て
、
「
た
わ
や
め
」
で
あ
る
自
分
の

思
い
の
強
さ
を
訴
え
て
い
る
。
か
か
る
恋
に
悩
む
「
た
わ
や
め
」
に
対
し

て
、
祭
祀
を
取
り
行
、
フ
「
た
わ
や
め
」
の
例
も
あ
る
。

》」

た
わ
や
め
の
お
す
ひ
取
り
懸
け
か
く
だ
に
も
わ
れ
は
祈
ひ
な
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む
君
に
逢
は
ぬ
か
も
（
３
三
七
九
）
た
わ
や
め

巻
き
持
て
る
小
鈴
も
ゆ
ら
に
手
弱
女
に
わ
れ
は
あ
れ
ど
も
引

き
よ
ぢ
て
峰
も
と
を
を
に
ふ
さ
手
折
り
わ
れ
は
持
ち
て
行
く

か
ざ
し

君
が
挿
頭
に
（
昭
三
二
二
三
）

三
七
九
番
歌
は
坂
上
郎
女
の
祭
神
歌
、
三
一
三
三
番
歌
は
歌
の
状
況
は

不
明
だ
が
、
「
巻
き
持
て
る
小
鈴
も
ゆ
ら
に
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
祭
祀

を
背
景
と
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
別
に
、
古
事
記
の
ア

マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
ウ
ケ
ヒ
の
場
面
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
宗
像
三
女
神

を
生
み
、
「
た
わ
や
め
を
得
つ
」
と
勝
ち
誇
る
所
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の

「
た
わ
や
め
」
は
神
祭
り
に
関
わ
る
女
神
の
意
と
な
る
。
更
に
、
石
上
乙

麻
呂
の
流
罪
の
原
因
が
「
た
わ
や
め
の
惑
ひ
に
よ
り
て
」
と
あ
る
よ
う

に
、
恋
愛
事
件
ら
し
い
意
味
合
い
に
お
い
て
も
「
た
わ
や
め
」
の
語
は
使

用される。

こ
の
よ
う
に
「
た
わ
や
め
」
の
用
語
例
は
、
祭
祀
に
関
わ
る
女
性
か

ら
、
恋
に
悩
む
を
と
め
と
そ
の
相
手
の
を
と
こ
に
至
る
ま
で
、
そ
の
位
相

に
は
幅
が
見
ら
れ
る
が
、
内
藤
明
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
た
わ
や

め
」
の
語
は
、
男
の
視
線
か
ら
、
或
い
は
、
男
の
視
線
を
意
識
し
た
時
に

（８）

用
い
ら
れ
る
と
い
う
特
異
性
を
持
つ
。
そ
し
て
、
右
の
用
語
例
か
ら
見

て
、
ほ
ぼ
万
葉
集
三
期
こ
ろ
か
ら
使
用
さ
れ
て
お
り
、
東
茂
美
が
説
く
よ

（９）

う
に
、
中
国
文
学
か
ら
の
影
響
も
考
慮
さ
れ
て
よ
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、

「
ま
す
ら
を
」
と
「
た
わ
や
め
」
と
い
う
語
は
対
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
使
用
の
さ
れ
方
に
差
異
が
認
め
ら
れ
、
を
と
こ
と
を
と
め
の
対
表
現

（旧）

と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
非
対
称
性
の
傾
向
を
持
つ
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
男
女
の
対
表
現
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
て
、
大
伴
旅
人
の
九

六
八
番
歌
の
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
そ

大
伴
旅
人
と
児
島
の
よ
う
に
、
旅
行
く
男
と
土
地
の
を
と
め
と
の
歌
の

贈
答
は
万
葉
集
に
他
に
も
見
ら
れ
る
。

大
伴
の
高
師
の
浜
の
松
が
根
を
枕
き
寝
れ
ど
家
し
偲
は
ゆ
（
１
六

六
置
始
東
人
）

大
伴
の
三
津
の
浜
な
る
忘
れ
貝
家
な
る
妹
を
忘
れ
て
思
へ
や
（
六
八

身人部王）

は
に
ふ

草
枕
旅
行
く
君
と
知
ら
ま
せ
ば
岸
の
黄
土
に
に
ほ
は
さ
ま
し
を
（
六

す
み
の
え
を
と
め

九
清
江
娘
子
）

右
の
一
連
の
歌
は
、
文
武
三
年
（
六
九
九
）
正
月
の
難
波
行
幸
時
の
も

の
で
、
官
人
達
は
「
家
な
る
妹
」
へ
の
思
い
を
歌
う
の
に
対
し
、
清
江
を

と
め
は
「
旅
行
く
君
」
と
呼
び
か
け
る
。
「
旅
行
く
君
」
と
い
、
フ
呼
び
か

け
は
送
別
歌
の
類
型
だ
が
、
天
平
四
年
（
七
三
二
）
、
藤
原
宇
合
が
西
海

道
節
度
使
に
派
遣
さ
れ
た
時
、

白
雲
の
龍
田
の
山
の
露
霜
に
色
つ
く
時
に
う
ち
越
え
て

く
に
か
た

旅
行
く
君
は
．
：
：
：
．
国
状
を
見
し
た
ま
ひ
て
：
：
（
６
九
七

一）ちよろ
づ

千
万
の
い
ぐ
さ
な
り
と
も
言
挙
げ
せ
ず
取
り
て
来
る
べ
き
を
の
こ
と

そ
思
ふ
（
九
七
二
）

と
あ
り
、
「
ま
す
ら
を
」
と
い
う
語
が
な
く
て
も
、
「
旅
行
く
君
」
に
は
国

家
を
背
負
っ
た
ま
す
ら
を
意
識
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し

の
表
現
は
、
家
な
る
妹
や
た
わ
や
め
な
ど
で
は
な
く
、
土
地
の
を
と
め
と

い
う
更
な
る
非
対
称
性
に
向
か
っ
て
い
る
点
で
特
異
性
を
有
す
る
。

三
、
清
江
を
と
め
と
対
馬
を
と
め
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て
、
そ
の
よ
う
な
「
旅
行
く
君
」
に
対
し
、
清
江
を
と
め
は
「
岸
の
黄
土

に
に
ほ
ふ
」
こ
と
を
誘
い
掛
け
る
。
住
吉
の
岸
の
黄
土
に
に
ほ
ひ
て
行
く

の
は
、
当
時
の
流
行
だ
っ
た
ら
し
く
、
６
九
三
二
（
車
持
千
年
）
、
６

一
○
○
二
（
安
倍
豊
継
）
と
万
葉
集
中
に
散
見
す
る
。

た
だ
、
そ
れ
ら
は
旅
行
く
男
の
立
場
か
ら
の
言
説
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
表
現
を
土
地
の
を
と
め
側
が
発
す
る
こ
と
は
、
男
の
言
葉
を
女
の
そ
れ

に
反
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
親
和
性
を
示
し
、
六
九
番
歌
の
場
合
は
、

共
寝
の
意
味
合
い
を
含
ま
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
官
人
の
家
な
る
妹
を
偲
ぶ

歌
に
対
し
、
非
対
称
的
で
あ
る
。
尤
も
、
を
と
め
の
歌
は
、
六
六
の
「
松

が
根
を
枕
き
寝
れ
ど
」
と
い
う
松
を
枕
に
共
寝
す
る
寓
意
に
応
じ
た
も
解

さ
れ
る
が
、
六
六
も
結
局
は
家
に
心
が
向
か
っ
て
い
く
。
を
と
め
の
歌
は

そ
う
し
た
旅
行
く
君
に
対
し
、
親
和
と
違
和
の
気
持
ち
を
表
明
し
て
い
る

の
だ
が
、
左
注
に
よ
れ
ば
、
長
皇
子
に
進
っ
た
も
の
だ
と
あ
り
、
歌
は
な

く
と
も
、
そ
の
場
に
長
皇
子
は
居
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
そ
の
数
年
後
の
慶
雲
三
年
（
七
○
六
）
の
難
波
行
幸
時
に
歌
わ
れ

た
、
長
皇
子
の
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。

あ
ら
れ
打
つ
あ
ら
れ
松
原
住
吉
の
弟
日
を
と
め
と
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か

も（六五）

こ
の
歌
に
は
清
江
を
と
め
を
「
住
吉
の
弟
日
を
と
め
」
と
し
て
詠
み
込

ん
で
い
る
。
「
弟
日
を
と
め
」
と
い
う
名
に
近
似
す
る
も
の
と
し
て
は
、

肥
前
風
土
記
の
松
浦
佐
用
姫
の
別
名
、
弟
日
姫
子
が
想
起
さ
れ
る
。
弟
日

姫
子
も
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
或
い
は
、
歌
か
ら
登
場
人
物
名
が
生

成
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
弟
日
を
と
め
、
弟
日
姫
子
と
も
に
、
姉
妹

の
下
の
姫
を
示
す
普
通
名
詞
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
前
掲
の
大
伴
田

主
の
字
名
、
仲
郎
を
参
照
す
れ
ば
、
弟
日
を
と
め
な
ど
も
字
名
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
六
五
番
歌
は
、
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
と
い
う

土
地
へ
の
類
型
的
賛
美
表
現
が
眼
目
で
あ
る
か
ら
、
清
江
を
と
め
の
名
を

詠
み
込
ん
だ
に
し
て
も
、
形
式
的
な
挨
拶
歌
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
前

掲
の
大
伴
旅
人
の
歌
の
よ
う
に
は
土
地
の
を
と
め
の
歌
に
ま
と
も
に
応
じ

て
は
い
な
い
。

次
に
別
の
旅
行
く
男
と
土
地
の
を
と
め
の
歌
を
取
り
上
げ
る
。

も
み
ち
葉
の
散
ら
ふ
山
辺
ゆ
漕
ぐ
船
の
に
ほ
ひ
に
め
で
て
出
で
て
来

に
け
り
（
咽
三
七
○
四
）

た
か
し
き

竹
敷
の
玉
藻
廃
か
し
漕
ぎ
出
な
む
君
が
御
船
を
い
つ
と
か
待
た
む

（三七○五）

た
ま
つ
ｇ

右
の
二
首
は
、
対
馬
を
と
め
の
玉
調
が
遣
新
羅
使
人
等
を
出
迎
え
、
そ

し
て
見
送
る
時
の
作
で
あ
る
。
玉
調
と
い
う
名
は
地
名
玉
槻
に
由
来
す
る

と
さ
れ
、
対
馬
と
い
う
国
名
に
対
す
る
小
地
名
を
字
名
と
し
た
も
の
で
、

遊
行
女
婦
と
の
表
記
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
一
類
と
見
な
さ
れ
る
。
三
七

○
四
に
お
い
て
、
「
も
み
ち
葉
の
散
ら
ふ
」
と
歌
う
の
は
実
景
に
よ
る
こ

と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
も
み
ぢ
の
季
節
は
、
遣
新
羅
使
人
等
に
と
っ

て
は
、
難
波
出
帆
に
際
し
て
帰
還
の
予
定
時
期
で
あ
っ
た
。
玉
調
の
歌
の

前
に
は
そ
の
こ
と
を
示
す
歌
が
並
ぶ
。
次
は
そ
の
一
首
。

竹
敷
の
も
み
ち
を
見
れ
ば
我
妹
子
が
待
た
む
と
言
ひ
し
時
そ
来
に
け

る
（
三
七
○
一
）

玉
調
の
三
七
○
四
は
右
の
よ
う
な
遣
新
羅
使
人
等
の
歌
を
踏
ま
え
、
そ

の
我
妹
子
の
代
わ
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
「
出
で
て
来
に
け
り
」
と
立

ち
現
れ
る
。
こ
の
「
出
で
て
来
に
け
り
」
に
類
似
の
詞
句
は
、
集
中
に
散

見
す
る
が
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
男
の
歌
に
限
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
も

男
の
言
葉
を
女
の
立
場
で
反
転
し
、
土
地
の
を
と
め
で
あ
る
玉
調
が
親
和

- ６９ -
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的
に
登
場
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
も
、
こ
の
前
後
の
歌
か
ら
判

断
す
る
に
、
前
掲
の
児
島
と
同
様
、
男
の
み
の
宴
席
に
一
人
土
地
の
を
と

め
が
参
入
し
た
と
い
う
状
況
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
続
く
三
七

○
五
は
君
が
御
船
を
「
い
つ
と
か
待
た
む
」
と
歌
う
が
、
こ
の
表
現
は
旅

に
限
ら
ず
女
が
男
を
待
つ
類
型
的
詞
句
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
三
七

○
五
の
特
異
性
は
「
玉
藻
廃
か
ひ
し
」
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
は
、

人
麻
呂
な
ど
の
歌
に
お
い
て
、
女
性
の
姿
態
の
比
職
的
表
現
に
用
い
ら
れ

ている。

ふ
か
み

荒
磯
に
そ
玉
藻
は
生
ふ
る
玉
藻
な
す
廃
き
寝
し
児
を
深
海

る松
の
深
め
て
思
へ
ど
（
２
一
三
五
人
麻
呂
）

上
つ
瀬
に
生
ふ
る
玉
藻
は
下
つ
瀬
に
流
れ
触
ら
ば
ふ
玉
藻

な
す
か
寄
り
か
く
寄
り
塵
か
ひ
し
つ
ま
の
命
の
た
た
な
づ

に
ｇ
は
だ

そ

く
柔
膚
す
ら
を
剣
太
刀
身
に
副
へ
寝
ね
ば
（
２
一
九
四

人麻呂）

「
玉
藻
な
す
廉
く
」
の
表
現
は
右
の
他
、
Ⅱ
二
四
八
三
に
も
見
ら
れ

る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
は
ほ
ぼ
男
の
立
場
の
言
説
で
、
そ
れ
を
女
の
言
葉
で

捉
え
返
し
た
時
、
三
七
○
五
番
歌
は
「
玉
藻
廃
か
し
漕
ぎ
だ
出
で
な
む
」

と
い
う
特
異
な
幻
影
的
表
現
が
親
和
性
を
帯
び
て
生
成
す
る
。

こ
の
対
馬
を
と
め
の
玉
調
や
そ
の
前
の
清
江
を
と
め
は
、
遊
行
女
婦
と

は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
前
掲
の
筑
紫
を
と
め
の
児
島
と
と
も
に
、

旅
行
く
男
と
の
歌
の
や
り
と
り
で
、
女
歌
と
し
て
の
特
異
性
を
あ
る
程
度

発
揮
し
得
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
旅
行
く
男
達
は
「
家

な
る
妹
」
を
偲
ぶ
こ
と
で
自
ら
「
ま
す
ら
を
」
へ
の
違
和
を
表
明
す
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
歌
に
お
い
て
土
地
の
を
と
め
と
旅
行
く
男
と
は
非

対
称
的
対
関
係
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
ま
で
の
用
例
か
ら
見
る

次
に
、
別
の
旅
行
く
男
と
土
地
の
を
と
め
の
歌
を
見
て
み
る
。

天
地
の
神
を
乞
ひ
つ
つ
我
待
た
む
は
や
来
ま
せ
君
待
た
ば
苦
し
も

（
咽
三
六
八
二
娘
子
）

こ
の
歌
は
、
や
は
り
遣
新
羅
使
人
等
に
対
す
る
も
の
で
、
肥
前
国
松
浦

郡
狛
島
で
の
を
と
め
に
よ
る
作
と
あ
る
。
「
天
地
の
神
を
乞
ひ
つ
つ
」
は

男
女
に
共
通
す
る
神
祭
り
を
行
う
こ
と
を
い
う
類
型
的
表
現
、
「
は
や
来

ま
せ
君
」
も
船
の
出
航
な
ど
に
際
し
て
帰
還
を
願
う
挨
拶
的
決
ま
り
文
句

で
、
憶
良
の
好
去
好
来
歌
の
長
歌
反
歌
に
、
「
は
や
帰
り
ま
せ
」
と
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
歌
は
、
結
句
「
待
た
ば
苦
し
も
」
と
の
心
情
表
現
は
あ
る

も
の
の
、
そ
れ
も
外
交
辞
令
的
な
も
の
で
、
全
体
と
し
て
は
男
女
い
ず
れ

の
歌
い
手
に
も
通
用
す
る
非
性
的
な
挨
拶
歌
の
域
を
出
て
い
な
い
。

次
に
、
筑
紫
を
と
め
児
島
が
旅
人
を
送
る
歌
。

家
思
ふ
と
心
進
む
な
風
ま
も
り
よ
く
し
て
い
ま
せ
荒
き
そ
の
道
（
３

三
八
二

右
の
歌
の
相
手
の
旅
人
に
つ
い
て
は
様
々
な
憶
測
は
さ
れ
て
い
る
が
、

不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
伴
旅
人
の
帰
京
の
時

で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
歌
に
は
類
歌
が
あ
る
。

す

は
周
防
な
る
磐
国
山
を
越
え
む
日
は
手
向
け
よ
く
せ
よ
荒
し
そ
の
道

と
、
遊
行
女
婦
、
或
い
は
そ
れ
に
近
似
す
る
を
と
め
は
、
国
名
・
地
名
十

を
と
め
と
い
う
正
式
名
と
と
も
に
、
何
ら
か
の
字
名
を
持
ち
、
更
に
、
送

別
の
場
な
ど
で
、
旅
行
く
ま
す
ら
を
と
の
非
対
称
性
を
意
識
し
た
即
興
歌

に
長
け
て
い
る
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
、
そ
の
他
の
旅
行
く
男
と
土
地
の
を
と
め
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（
４
五
六
七
山
口
若
麻
呂
）

こ
の
歌
は
左
注
に
よ
る
と
、
天
平
二
年
六
月
、
大
伴
旅
人
が
病
い
に
臥

し
、
朝
廷
か
ら
使
者
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
や
が
て
病
気
平
癒
し
た
の
で
、

使
者
が
帰
京
す
る
に
際
し
て
の
送
別
に
歌
わ
れ
た
も
の
と
い
う
。
こ
れ
か

ら
通
る
土
地
を
挙
げ
、
旅
の
安
全
祈
願
を
行
う
一
般
的
送
別
歌
だ
が
、
三

八
一
と
の
前
後
関
係
も
不
明
で
、
と
も
に
離
別
の
挨
拶
歌
の
類
型
に
属
す

る
。
た
だ
、
児
島
の
歌
に
は
、
「
家
思
ふ
と
」
と
家
な
る
妹
に
心
が
向
か

う
旅
人
へ
の
女
性
的
配
慮
が
施
さ
れ
て
は
い
る
。
こ
の
よ
う
な
官
人
が
地

方
で
任
を
終
え
て
帰
京
す
る
際
に
、
土
地
の
を
と
め
が
歌
を
贈
る
と
い
う

状
況
は
散
見
す
る
。

た
ゆ
ら
き

彩
一
へ

絶
等
寸
の
山
の
峰
の
上
の
桜
花
咲
か
む
春
べ
は
君
し
偲
は
む
（
９

一
七
七
六
播
磨
娘
子
）

つ

げ

を

く

し

君
な
く
は
な
ぞ
身
装
は
む
く
し
げ
な
る
黄
楊
の
小
櫛
も
取
ら
む
と
思

は
ず
（
一
七
七
七
）

右
の
二
首
は
、
題
詞
に
よ
る
と
、
石
川
太
夫
が
任
果
て
て
の
帰
京
時

に
、
播
磨
を
と
め
が
贈
っ
た
と
い
う
．
一
首
目
は
土
地
の
風
物
、
季
節
を

取
り
込
ん
で
の
挨
拶
歌
だ
が
、
二
首
目
は
黄
楊
の
小
櫛
を
取
ろ
う
と
し
な

い
と
、
女
性
的
な
感
性
に
訴
え
る
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。
た
だ
、
家
人

が
、
家
の
物
や
櫛
な
ど
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
の
は
、
旅
の
安

全
を
願
う
占
い
の
一
つ
だ
っ
た
よ
、
う
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
歌
っ
た
歌

（
期
四
二
六
三
）
も
あ
る
。
そ
の
歌
は
女
の
立
場
か
ら
の
歌
だ
が
、
題

詞
で
は
入
唐
使
を
送
る
歌
、
又
、
左
注
に
よ
る
と
、
大
伴
村
上
と
清
継
が

伝
調
し
て
い
た
と
あ
る
か
ら
、
色
々
な
状
況
に
対
応
出
来
る
一
般
的
送
別

歌
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
歌
を
参
照
す
る
と
、
播
磨
を
と
め
の
一
七

七
七
番
歌
も
「
身
装
は
む
」
に
女
性
的
感
性
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
旅
の

安
全
祈
願
の
域
に
留
ま
る
歌
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
歌
は
、
藤
井
連

の
帰
任
の
際
に
お
け
る
を
と
め
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

な
ほ
り

な
ら

明
日
よ
り
は
我
は
恋
ひ
む
な
名
欲
山
石
踏
み
平
し
君
が
越
え
去
な
ば

（
９
一
七
七
八
娘
子
）

命
を
し
ま
幸
く
も
が
も
名
欲
山
石
踏
み
平
し
ま
た
ま
た
も
来
む
（
一

七
七
九
藤
井
連
）

右
の
を
と
め
の
歌
の
「
君
が
越
え
な
ぱ
」
「
明
日
よ
り
は
我
は
恋
ひ
む

な
」
と
い
う
詞
句
は
、
類
句
に
９
一
七
七
一
、
岨
三
一
八
八
、
三
一

九
○
、
三
一
九
八
の
例
が
挙
げ
ら
れ
、
山
の
名
を
交
換
す
れ
ば
ど
こ
に
お

い
て
も
男
女
と
も
に
通
用
す
る
社
交
辞
令
的
な
歌
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ

た
藤
井
連
の
和
す
る
歌
も
「
名
欲
山
石
踏
み
平
し
」
と
を
と
め
歌
の
詞
句

を
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
を
と
め
の
歌
と
対
称
性
を
な
す
社
交
歌
で
、
児
島

と
大
伴
旅
人
の
歌
の
よ
う
な
緊
張
感
の
あ
る
非
対
称
性
は
見
ら
れ
な
い
。

送
別
の
席
に
を
と
め
で
な
く
、
郡
司
の
妻
女
が
連
な
る
こ
と
も
あ
っ
た

よ、フだ。足
柄
の
八
重
山
越
え
て
い
ま
し
な
ば
誰
を
か
君
と
見
つ
つ
偲
は
む

（
別
四
四
四
○
）

立
ち
し
な
ふ
君
が
姿
を
忘
れ
ず
は
世
の
限
り
に
や
恋
ひ
渡
り
な
む

（
四
四
四
二

題
詞
に
よ
れ
ば
、
大
原
今
城
が
朝
廷
の
使
者
で
上
総
国
に
赴
き
、
帰
京

の
際
に
、
郡
司
の
妻
女
等
が
送
別
す
る
歌
と
あ
る
。
こ
れ
ら
も
い
ま
ま
で

の
送
別
の
歌
と
比
較
す
る
に
、
大
差
な
い
男
女
い
ず
れ
に
も
通
ず
る
非
性

的
な
歌
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
旅
行
く
男
を
送
る
歌
と
い
う
の
は
、

む
し
ろ
そ
う
い
う
類
型
的
な
非
性
性
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
見
た
方
が
よ

い
。
そ
の
旅
行
く
男
と
は
、
行
幸
、
帰
京
、
海
彼
へ
と
い
う
状
況
の
差
異
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そ
こ
で
改
め
て
「
、
う
か
れ
め
」
と
い
、
フ
語
を
検
証
す
る
。
周
知
の
よ
、
フ

に
、
平
安
朝
の
倭
名
抄
、
名
義
抄
な
ど
に
よ
り
、
遊
行
女
婦
は
「
う
か
れ

め
」
、
又
は
「
あ
そ
び
」
と
読
ま
れ
る
。
佐
伯
順
子
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

あ
そ
び

の
舞
の
楽
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
に
お
け
る
鳥
の
遊
び
、
葬
儀
に
関
わ

る
遊
部
な
ど
か
ら
、
遊
行
女
婦
を
鎮
魂
の
歌
舞
を
行
い
、
神
の
嫁
と
な
る

巫
女
の
一
類
と
見
な
す
。
そ
れ
に
対
し
、
猪
股
と
き
わ
は
、
古
代
語
に
お

け
る
遊
び
行
く
、
う
か
る
、
浮
く
の
用
語
を
渉
猟
し
、
遊
行
女
婦
の
遊
行

（Ⅱ）

性
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
。
と
も
に
、
興
味
深
い
論
だ
が
、
こ
こ
で
は
別

の
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
。

「
、
う
か
れ
め
」
の
語
が
平
安
朝
で
も
通
用
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
平
安

朝
の
用
例
か
ら
「
う
か
れ
め
」
の
語
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
な
ん
ら

支
障
は
な
い
。
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
和
泉
式
部
集
に
、
式
部
が
「
う
か

れ
め
」
と
称
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

道
長
が
和
泉
式
部
の
扇
に
戯
れ
に
「
う
か
れ
め
の
扇
」
と
書
い
た
と
こ

ろ
、
式
部
が
そ
の
傍
ら
に
次
の
よ
う
な
歌
を
記
し
た
。

を
越
え
て
、
「
旅
行
く
君
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国

家
を
背
負
っ
た
「
ま
す
ら
を
」
意
識
を
背
景
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
遊
行
女
婦
の
筑
紫
を
と
め
児
島
や
対
馬
を

と
め
玉
調
の
歌
の
特
異
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
旅
行
く
男

「
ま
す
ら
を
」
を
送
る
際
に
、
遊
行
女
婦
と
さ
れ
た
を
と
め
達
は
、
一
般

の
を
と
め
達
に
比
べ
、
歌
に
お
い
て
男
の
視
線
を
意
識
し
て
う
か
れ
め
性

を
際
立
た
せ
、
「
ま
す
ら
を
」
で
あ
る
旅
行
く
男
に
対
応
し
た
。

五
、
う
か
れ
め

越
え
も
せ
む
越
さ
ず
も
あ
ら
む
逢
坂
の
関
も
り
な
ら
ぬ
人
な
と
が
め

そ（二二六）

道
長
、
和
泉
式
部
と
も
に
軽
い
や
り
と
り
で
他
意
は
な
い
。
た
だ
、
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
う
か
れ
め
」
と
い
う
語
が
道
長
と
い
う
男
に

よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
例
か
ら

は
、
「
う
か
れ
め
」
と
い
う
語
は
男
の
視
線
で
選
び
取
ら
れ
た
こ
と
が
明

らかにされる。

そ
こ
で
、
や
は
り
平
安
朝
の
用
例
で
「
う
か
れ
め
」
に
関
わ
る
「
う
か

る
」
と
い
う
語
を
挙
げ
て
み
る
。

御
祓
の
後
、
一
ふ
し
に
思
し
浮
か
れ
に
し
心
鎮
ま
り
が
た
う
思
さ
る

る
け
に
や
、
少
し
う
ち
ま
ど
ろ
み
た
ま
へ
る
夢
に
は
、
…
…
（
源
氏

物
語
葵
巻
）

年
ご
ろ
思
ひ
箒
う
か
れ
た
ま
ふ
さ
ま
聞
き
わ
た
り
て
も
久
し
く
な
り
ぬ

る
を
、
い
づ
く
を
ま
た
思
ひ
直
る
べ
き
を
り
と
か
待
た
む
。
（
源
氏

物
語
真
木
柱
巻
）

右
の
葵
巻
は
、
六
條
御
息
所
が
物
の
怪
と
化
し
て
い
く
場
面
で
、
こ
の

少
し
前
に

「
釣
す
る
海
人
の
う
け
な
れ
や
」
と
、
起
き
臥
し
思
し
わ
ず
ら
ひ
け

に
や
、
御
心
地
も
浮
き
た
る
や
う
に
思
さ
れ
て
、
悩
ま
し
た
ま
ふ
。

と
あ
る
。
古
今
集
恋
一
の
読
み
人
し
ら
ず
の
歌
を
引
用
し
、
釣
の
浮
き
か

ら
、
精
神
不
安
定
状
態
の
浮
き
に
転
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
う
か
る
」

「
浮
き
」
は
、
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
で
、
鎮
ま
ら
な
い
状
態
を
さ
す
。
真
木

柱
巻
は
、
髭
黒
大
将
の
舅
の
式
部
卿
宮
が
、
髭
黒
が
玉
霊
に
心
を
奪
わ
れ

て
し
ま
っ
た
状
況
を
嘆
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
う
か
る
」

は
、
恋
に
取
り
懸
か
れ
た
状
態
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
「
う
か
る
」
の
例
か
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ら
、
「
う
か
れ
め
」
の
語
義
を
考
え
て
み
る
に
、
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
で
鎮

ま
ら
な
い
、
恋
に
取
り
懸
か
れ
た
状
態
の
女
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
。

猪
股
と
き
わ
は
、
「
う
か
れ
め
」
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
、
浮
か
れ
歩
く
、

遊
行
す
る
位
相
を
強
調
し
た
が
、
犬
飼
公
之
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
万
葉
集
の
遊
行
女
婦
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
彼
女
ら
が
遊
行
、
放

（恨）

浪
し
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
難
く
、
む
し
ろ
、
遊
行
女
婦
は
遊
行
す
る
男

に
心
を
奪
わ
れ
、
歌
を
交
わ
し
た
女
と
い
う
よ
う
に
、
男
の
視
線
か
ら
見

ら
れ
た
、
或
い
は
、
そ
、
フ
い
う
男
の
視
線
を
意
識
し
て
い
た
と
言
っ
た
方

が
よ
い
。
そ
の
面
で
、
万
葉
集
の
遊
行
女
婦
、
う
か
れ
め
は
、
浮
浪
す
る

う
か
れ
人
と
は
、
一
線
を
画
し
て
い
た
。

で
は
、
平
安
朝
の
う
か
れ
め
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
平
安
朝
の
う
か
れ

め
の
資
料
の
早
い
も
の
は
、
古
今
集
の
離
別
歌
に
見
え
る
「
し
ろ
め
」
で

坐（唖ブ（》◎命
だ
に
心
に
か
な
ふ
も
の
な
ら
ば
な
に
か
別
れ
の
か
な
し
か
ら
ま
し

（
古
今
集
８
三
八
七
）

詞
書
に
よ
る
と
、
源
実
が
筑
紫
へ
湯
浴
み
に
行
く
際
に
、
山
崎
で
別
れ

を
惜
し
ん
で
歌
っ
た
と
あ
る
。
歌
の
表
現
は
心
情
的
だ
が
、
古
今
集
離
別

歌
の
前
後
の
男
歌
な
ど
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
歌
と
は
思
え
な

い
。
そ
の
し
ろ
め
が
、
う
か
れ
め
と
明
示
さ
れ
る
の
は
、
大
和
物
語
一
四
五

段
に
お
い
て
で
あ
る
。

亭
子
の
院
（
宇
多
法
皇
）
が
淀
川
の
河
口
の
河
尻
に
行
幸
の
際
、
う
か

れ
め
の
し
ろ
め
を
召
し
、
上
達
部
、
殿
上
人
な
ど
大
勢
の
中
で
、
「
そ
の

六
、
平
安
朝
の
う
か
れ
め
。
あ
そ
び

よ
、
フ
に
遠
く
に
控
え
て
い
る
こ
と
を
歌
に
詠
め
」
と
の
仰
せ
に
よ
り
、
次

のよ、フな歌を詠んだ。

浜
千
烏
と
び
ゆ
く
か
ぎ
り
あ
り
け
れ
ば
雲
立
つ
山
を
あ
は
と
こ
そ
見

れ
し
ろ
め
は
こ
の
歌
に
よ
り
院
か
ら
誉
め
ら
れ
、
褒
美
を
賜
っ
た
と
い

竜
フ
。
状
況
と
し
て
は
、
法
皇
一
行
が
、
淀
川
河
口
に
赴
き
、
、
う
か
れ
め
と

接
す
る
と
い
う
、
平
安
朝
中
期
の
遊
女
記
に
記
さ
れ
た
内
容
に
近
い
こ
と

が
行
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
う
か
れ
め
と
接
触
す
る
場
所
と
い
う
面
で
言
え
ば
、
万
葉
集
の

遊
行
女
婦
児
島
の
太
宰
府
水
城
、
古
今
集
の
し
ろ
め
の
離
別
歌
に
お
け
る

山
崎
、
大
和
物
語
一
四
五
段
の
河
尻
な
ど
は
、
交
通
の
要
衝
で
、
境
界
に

位
置
す
る
と
い
う
共
通
項
で
括
れ
る
。
そ
の
反
面
、
そ
う
い
う
境
界
の
地

で
旅
行
く
男
に
対
す
る
送
別
歌
を
歌
う
の
と
、
境
界
の
地
で
召
さ
れ
て
歌

作
を
な
す
と
い
う
差
異
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
当
然
、
そ
れ
ら
の
歌

の
内
容
も
自
ず
か
ら
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
し
ろ
め
の
歌
に
お
い
て
は
、
「
浜
千
鳥
」
は
賎
し
い
自
分
自
身
を
、

「
雲
立
つ
山
」
は
天
皇
の
玉
座
を
指
し
、
「
あ
は
と
」
の
「
あ
は
」
は
「
あ

れ
は
」
と
阿
波
・
淡
路
の
「
淡
」
、
「
淡
に
」
の
「
淡
」
な
ど
を
掛
詞
に
す

る
と
い
う
技
巧
を
用
い
て
い
る
。
か
か
る
技
巧
性
と
即
興
性
が
相
俟
っ

て
、
院
か
ら
賞
賛
を
受
け
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
う
か
れ
め
の
評
価
は

こ
の
よ
う
に
歌
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、
内
容
、
技
巧
、
歌
声
な
ど
が
そ
の

基
準
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
右
の
し
ろ
め
の
歌
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
院
や
殿
上
人

と
い
う
男
の
視
線
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
言
説
は
し
ろ
め
か
ら
の
一
方
通

行
で
、
殿
上
人
達
か
ら
の
応
答
は
な
く
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
万
葉
集
の
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な
か
の
き
み
こ
ま

遊
女
記
に
記
さ
れ
た
遊
女
の
名
と
し
て
は
、
観
音
、
中
君
、
小
馬
、

し
ろ
め
と
の
も
り

白
女
、
主
殿
、
如
意
、
香
炉
、
孔
雀
、
小
観
音
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

こ
の
白
女
が
大
和
物
語
な
ど
の
し
ろ
め
と
同
一
人
物
か
否
か
は
不
明
だ

が
、
何
ら
か
の
関
係
は
あ
る
だ
ろ
う
。
他
に
、
中
君
は
姉
妹
の
順
を
示
す

語
で
、
前
掲
の
万
葉
集
で
大
伴
田
主
の
字
名
を
仲
郎
と
す
る
の
を
参
照
す

る
な
ら
ば
、
中
君
も
字
名
と
言
え
よ
う
。
他
の
遊
女
名
の
多
く
は
仏
教
的

で
、
そ
、
フ
い
う
宗
教
的
名
称
を
用
い
る
こ
と
で
遊
女
の
存
在
の
異
界
性
が

強
調
さ
れ
た
に
違
い
な
い
・

そ
の
遊
女
の
異
界
性
は
、
男
の
視
線
の
み
で
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
そ
び

な
か
っ
た
。
周
知
の
通
り
、
更
級
日
記
の
足
柄
山
中
で
出
会
っ
た
遊
女
に

関
す
る
記
述
は
、
遊
女
を
こ
の
世
の
者
で
な
い
か
の
よ
、
フ
に
、
ま
た
、
親

児
島
達
の
贈
答
歌
と
は
一
線
を
画
す
る
。
ま
た
、
歌
に
よ
り
か
ず
け
物
を

賜
る
先
例
と
し
て
は
、
古
事
記
の
雄
略
天
皇
か
ら
ア
カ
ヰ
コ
ヘ
と
い
う
場

合
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
歌
の
贈
答
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
ろ
め

の
歌
と
似
た
状
況
は
、
次
の
大
和
物
語
一
四
六
段
に
も
描
か
れ
、
そ
こ
で

の
う
か
れ
め
は
大
江
玉
淵
の
娘
と
い
う
貴
族
出
身
者
で
あ
っ
た
。
古
今
集

目
録
な
ど
で
は
、
し
ろ
め
を
大
江
玉
淵
の
娘
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

大
和
物
語
一
四
五
段
と
一
四
六
段
の
話
が
混
同
さ
れ
、
紛
れ
て
し
ま
っ
た

結
果
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
は
、
網
野
善
彦
な
ど
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
う
か
れ
め
の
一
部
が
貴
族
層
と
重
な
り
合
っ
て
い
た
こ
と
が

（旧）

理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
う
か
れ
め
の
名
称
を
改
め
て
み
て
み

る
と
、
し
ろ
め
と
い
う
通
称
、
大
江
な
ど
の
一
族
名
を
冠
し
た
者
で
、
万

葉
集
の
遊
行
女
婦
の
よ
う
な
国
名
・
地
名
を
冠
し
た
を
と
め
と
い
う
名
は

見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
遊
女
記
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ

る
。

以
上
、
う
か
れ
め
の
名
と
そ
の
歌
を
中
心
に
考
察
を
し
て
き
た
が
、
今

ま
で
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

万
葉
集
第
三
期
以
降
に
登
場
す
る
遊
行
女
婦
は
、
国
名
・
地
名
十
を
と

め
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
国
家
を
背

負
っ
て
旅
や
戦
い
に
行
く
「
ま
す
ら
を
」
と
非
対
称
な
対
の
関
係
を
形
成

し
た
。
そ
の
代
表
的
な
筑
紫
を
と
め
は
児
島
と
い
う
字
名
を
持
ち
、
旅
行

く
「
ま
す
ら
を
」
大
伴
旅
人
と
歌
を
贈
答
し
た
。
大
伴
旅
人
は
、
「
ま
す

ら
を
」
と
遊
行
女
婦
と
の
違
和
を
解
消
す
べ
く
、
児
島
の
字
名
を
歌
に
詠

み
込
む
こ
と
で
親
和
性
を
獲
得
し
た
。
そ
の
よ
毒
フ
な
旅
行
く
男
と
土
地
の

和
的
に
受
容
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
、
遊
女
と
の

出
会
い
が
足
柄
山
と
い
う
境
界
で
な
さ
れ
、
遊
女
に
対
す
る
評
価
が
歌
や

歌
声
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
遊
女
記
な
ど
に
お
い
て
も
、
女

院
等
の
神
社
参
詣
の
帰
途
に
遊
女
達
を
伴
う
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
、
遊

女
に
対
す
る
親
和
が
男
の
み
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
平
安
朝
の
遊
女
が
排
出
す
る
背
景
と
し
て
は
、
網
野
善
彦

（旧）

が
説
く
よ
う
に
、
宮
廷
の
内
教
坊
が
一
つ
考
え
ら
れ
る
。
内
教
坊
は
女
楽

や
踏
歌
を
調
習
す
る
所
で
、
続
日
本
紀
な
ど
に
内
教
坊
の
踏
歌
を
催
す
記

事
が
散
見
し
、
続
日
本
後
紀
の
承
和
年
間
に
は
、
内
教
坊
妓
女
石
川
色

子
、
内
教
坊
侶
女
宍
人
貞
刀
自
な
ど
の
名
が
見
え
る
。
そ
の
女
性
の
名
称

か
ら
言
え
ば
、
女
官
的
で
、
遊
女
的
と
は
言
い
難
い
。
た
だ
、
大
江
玉
淵

の
娘
が
し
ろ
め
と
間
違
わ
れ
る
程
に
、
女
官
と
遊
女
の
名
は
接
近
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

結
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を
と
め
と
が
歌
を
交
わ
す
例
は
万
葉
集
中
に
散
見
す
る
が
、
そ
の
中
に
は

社
交
辞
令
的
な
挨
拶
歌
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
遊
行
女
婦
は
男
の
視

線
か
ら
ま
な
ざ
さ
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
う
か
れ
め
性

を
意
識
し
た
土
地
の
を
と
め
は
、
旅
行
く
男
に
非
対
称
に
対
応
す
る
親
和

的
表
現
を
行
っ
た
。
万
葉
集
の
旅
行
く
男
は
、
例
え
「
ま
す
ら
を
」
と
表

現
し
な
く
と
も
、
国
家
を
背
負
う
と
い
う
意
識
が
背
景
に
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
そ
の
旅
行
く
男
に
対
応
す
る
の
は
、
基
本
的
に
は
土
地
の
を
と
め
・

遊
行
女
婦
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
平
安
朝
に
至
る
と
、
旅
行
く
男
か
ら
「
ま
す
ら
を
」
と
い
う
国

家
意
識
が
希
薄
化
し
、
そ
れ
に
伴
い
、
う
か
れ
め
に
土
地
の
を
と
め
と
い

う
名
称
を
付
与
す
る
必
然
性
が
消
滅
し
て
い
く
。
そ
れ
で
も
、
平
安
朝
の

う
か
れ
め
は
、
男
の
視
線
を
意
識
し
、
歌
作
を
な
す
と
い
う
前
代
か
ら
の

役
割
は
保
持
し
て
い
た
。
そ
の
う
か
れ
め
の
特
異
性
は
、
伝
承
的
に
も
継

承
さ
れ
、
小
野
小
町
、
和
泉
式
部
と
い
っ
た
平
安
朝
の
女
流
歌
人
が
、
後

（脚）

世
に
遊
女
と
し
て
伝
承
的
に
語
ら
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
と
無
縁
で
は

ないだろ、フ。

注
（
１
）
犬
飼
公
之
「
遊
行
女
婦
と
娘
子
群
」
亀
万
葉
集
講
座
』
第
六
巻

有
精
堂
Ｓ
四
七
・
一
二
）
、
佐
伯
順
子
『
遊
女
の
文
化
史
』
（
中
公

新
書
八
七
・
一
○
）
、
服
藤
早
苗
「
遊
行
女
婦
か
ら
遊
女
へ
」

（
『
日
本
女
性
生
活
史
第
Ｉ
巻
原
始
・
古
代
』
東
京
大
学
出
版

九
○
・
五
）
、
猪
股
と
き
わ
「
遊
行
と
歌
垣
」
「
恋
の
宮
廷
ｌ
遊
行
女

婦
の
成
立
」
「
舞
姫
恋
歌
ｌ
歌
垣
の
王
の
系
譜
」
（
『
歌
の
王
と
風
流

み
や
ぴ

の
宮
』
森
話
社
二
○
○
○
・
一
○
）
、
吉
田
「
風
流
な
を
と
こ
と

を
と
め
」
（
『
文
芸
伝
承
論
」
お
う
ふ
う
九
八
・
一
○
）
。

（
２
）
犬
飼
前
掲
論
文
（
注
１
）

（
３
）
猪
股
前
掲
論
文
、
吉
田
前
掲
論
文
（
注
１
）
。

（
４
）
吉
田
「
さ
と
す
歌
考
ｌ
家
持
の
一
側
面
ｌ
」
含
こ
と
ば
の
呪
性
と

生
成
』
お
う
ふ
う
九
六
・
二
。

（
５
）
猪
股
前
掲
書
Ｐ
七
二
～
七
三
（
注
１
）
。

（
６
）
古
橋
信
孝
は
赤
裳
、
紅
裳
の
を
と
め
を
神
女
と
捉
え
て
い
る

（
「
さ
ぶ
」
『
古
代
語
を
読
む
」
お
う
ふ
う
Ｓ
六
三
・
二
。
尚
、
古

橋
は
霊
異
記
上
巻
二
縁
の
「
さ
び
て
裳
裾
引
く
」
の
「
さ
ぶ
」
を
し

な
だ
れ
て
い
る
感
じ
と
説
く
が
、
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
な
ど
に
あ

る
よ
う
に
、
上
品
で
優
雅
な
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は後述。

（
７
）
内
藤
明
「
「
万
葉
集
』
の
「
ま
す
ら
を
」
と
「
た
わ
や
め
」
（
『
早

稲
田
大
学
人
文
自
然
科
学
研
究
」
第
別
号
九
六
・
一
○
）
、
飯
田

勇
「
男
・
女
関
係
と
し
て
の
宮
廷
と
文
学
ｌ
芳
葉
集
』
の
「
ま
す

ら
を
」
と
「
み
や
び
を
」
を
視
座
と
し
て
ｌ
」
含
古
代
文
学
』
第
胡

号
九
九
・
三
）
、
「
律
令
官
人
の
言
葉
の
位
相
」
亀
古
代
文
学
講
座

１
神
の
言
葉
・
人
の
言
葉
』
武
蔵
野
書
院
○
一
・
一
○
）
、

猪
股
前
掲
論
文
（
注
１
）
。
特
に
、
飯
田
論
文
、
猪
股
論
文
は
、
「
ま

す
ら
を
」
と
遊
行
女
婦
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
の
に
、
示
唆
的
で
あ

る
。
更
に
、
呉
哲
男
の
「
万
葉
集
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
」
亀
古
代
日
本
文

学
の
制
度
論
的
研
究
』
お
う
ふ
う
○
三
・
三
な
ど
は
、
万
葉
集

の
歌
に
お
け
る
男
性
性
、
女
性
性
を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
刺
激
的

な論である。

（
８
）
内
藤
前
掲
論
文
（
注
７
）
。

（
９
）
東
茂
美
「
怨
恨
歌
論
」
（
「
大
伴
坂
上
郎
女
』
笠
間
書
院
九
四
・

一一一）。

（
Ⅲ
）
森
朝
男
は
、
男
優
位
の
観
念
が
万
葉
集
の
中
頃
の
京
周
辺
に
起
こ

- ７ ５ -
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（
皿
）
遊
女
と
し
て
語
り
継
が
れ
た
小
野
小
町
や
和
泉
式
部
に
つ
い
て

は
、
「
衣
通
姫
の
流
ｌ
小
町
遊
女
伝
承
-
坐
「
歌
舞
の
菩
薩
ｌ
伝
承
の

和
泉
式
部
」
（
吉
田
前
掲
書
注
１
）
参
照
。

一一一○一一）◎

明
石
書
店
九
四
・
六
）
。

る
と
指
摘
す
る
（
『
恋
と
禁
忌
の
古
代
文
芸
史
』
若
草
書
房
○

佐
伯
前
掲
書
、
猪
股
前
掲
論
文
（
注
１
）
。

犬
飼
前
掲
論
文
（
注
１
）
、
猪
股
前
掲
論
文
（
注
１
）
。

網
野
善
彦
「
遊
女
と
非
人
・
河
原
者
」
亀
中
世
の
非
人
と
遊
女
』

-７６-


