
｢ますらをと思へる我」と詠むことをめく"って

「
ま
す
ら
を
」
と
は
「
尊
敬
に
値
す
る
立
派
な
男
子
。
勇
敢
で
堂
々
た

る
男
子
。
（
略
）
特
に
武
人
を
い
う
こ
と
も
あ
る
。
」
と
い
う
の
が
、
辞
書

（１）

的
に
確
認
で
き
る
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
ま
す
ら
を
」
の
語
が
通
論

的
に
持
っ
て
い
る
概
念
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
納
得
さ
れ
る
。
例
え
ば

後
代
に
お
い
て
『
万
葉
集
』
と
そ
の
時
代
の
歌
風
を
一
言
で
代
表
す
る
「
ま

す
ら
を
ぶ
り
」
の
用
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
意
味
に
お
い

てである。

と
こ
ろ
で
、
万
葉
歌
の
例
を
探
っ
て
み
る
と
、
他
者
が
誰
か
の
「
ま
す

ら
を
」
と
し
て
の
輝
か
し
い
姿
を
讃
め
て
詠
む
例
は
期
待
す
る
ほ
ど
多
く

は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
と
い
う
形
で
、
自

ら
を
「
ま
す
ら
を
」
と
規
定
し
な
が
ら
も
、
「
ま
す
ら
を
」
ら
し
か
ら
ぬ

恋
の
思
い
に
沈
潜
し
、
思
い
悩
む
心
の
状
態
を
詠
ん
だ
も
の
が
散
見
さ
れ

る。「
ま
す
ら
を
」
が
、
そ
の
存
在
を
肯
定
的
に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
「
。
：

と
思
へ
る
」
と
い
う
た
だ
し
書
き
の
も
と
に
表
現
さ
れ
た
事
実
を
ど
う
捉

え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
ま
す
ら
を
」
と
ど
う
繋
が
り
、
い

「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
と
詠
む
こ
と
を
め
ぐ
っ
て

｜
は
じ
め
に

「
ま
す
ら
を
」
と
は
、
『
万
葉
集
』
の
歌
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
男
子

の
呼
称
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
」
「
風
土
記
』
に
も
例
が
あ
る
が
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
『
万
葉
集
』
の
歌
の
中
に
見
ら
れ
、
中
古
以
後
は
ほ
と
ん
ど
使

用
さ
れ
な
く
な
る
。
上
代
に
特
徴
的
な
語
で
あ
る
。

表
記
と
し
て
は
、
「
麻
須
良
乎
」
（
５
）
「
麻
須
良
男
」
（
３
）
「
麻
須
良
衰
」

（
１
）
「
麻
須
良
雄
」
（
１
）
「
麻
周
羅
遠
」
（
１
）
と
い
う
万
葉
仮
名
表
記

の
ほ
か
、
漢
字
が
表
意
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も

のに「益荒夫」（１）「益卜雄」（１）「大夫」（似二健男」（２）「建

男
」
（
１
）
「
武
士
」
（
１
）
が
あ
り
、
『
万
葉
集
」
全
体
で
は
五
十
八
例
を

（２）

数える。
「
ま
す
ら
を
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
多
く
の
研
究
者
に
よ

か
な
る
表
現
の
質
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
「
万

葉
集
』
に
お
け
る
「
ま
す
ら
を
」
及
び
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
の
表

現
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

ま
ず
は
「
ま
す
ら
を
」
が
本
来
的
に
持
っ
て
い
た
語
義
を
、
研
究
史
を

た
ど
り
つ
つ
確
認
し
て
い
き
た
い
。

｜
｜
「
ま
す
ら
を
」
の
語
義

太
田
真
理
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｢ますらをと思へる我」と詠むことをめ<"って

る
考
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
上
田
正
昭
氏
は
、
「
ま
す
ら
を
」
の

表
記
に
着
目
し
「
大
夫
」
の
用
字
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る

「
男
子
の
総
称
」
で
は
な
く
、
「
治
む
る
大
夫
」
の
自
覚
を
持
っ
た
上
・
中

（

３

）

ま

さ

級
の
官
人
の
意
と
し
た
。
遠
藤
宏
氏
は
、
「
ま
す
ら
を
」
の
原
義
が
「
優

る
人
」
「
優
れ
た
男
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
「
ま
す
ら
を
」
た

る
資
格
を
有
す
る
の
は
官
人
階
級
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
大
丈
夫
た
る
に

（４）

足
る
倫
理
的
・
道
徳
的
規
範
と
い
う
内
実
を
要
求
さ
れ
る
と
述
べ
た
。
い

ず
れ
も
、
官
人
（
公
人
）
と
し
て
の
「
大
丈
夫
」
の
意
に
重
き
を
置
い
た

解
釈
で
あ
る
。

稲
岡
耕
二
氏
は
、
こ
れ
ら
の
論
に
対
し
、
「
ま
す
ら
を
」
の
語
義
を
通

時
的
に
見
き
わ
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
元
々
人
麻
呂
歌

集
歌
に
み
ら
れ
る
「
建
男
」
「
健
男
」
の
表
記
が
古
く
、
勇
武
の
男
あ
る

い
は
剛
強
の
男
を
さ
し
た
が
、
や
が
て
そ
の
意
味
を
変
化
さ
せ
「
大
夫
」

の
文
字
を
当
て
る
よ
う
に
な
り
、
濃
厚
な
官
人
意
識
の
も
と
に
男
子
官
僚

（５）

を
さ
す
意
と
な
っ
た
と
す
る
。
内
藤
明
氏
も
こ
れ
を
承
け
、
「
ま
す
ら
を
」

の
原
義
が
「
ま
す
ら
」
に
男
子
の
意
の
「
を
」
が
つ
い
た
も
の
と
し
、
「
ま
す
」

が
優
越
す
る
．
す
ぐ
れ
る
の
意
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
賛
辞
と
し
て
の
「
ま

す
ら
を
」
の
存
在
を
想
定
し
た
。
そ
し
て
、
ま
ず
は
勇
猛
な
武
人
と
し
て

の
意
を
背
景
に
お
き
な
が
ら
、
律
令
官
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
男
の

理
想
的
な
姿
、
意
識
と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
」
像
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
と

（６）

論じた。
『
万
葉
集
』
で
「
ま
す
ら
を
」
を
詠
ん
だ
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
語
が
示

す
意
味
に
お
い
て
確
認
し
て
み
る
と
、
ま
ず
最
初
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、

稲
岡
氏
、
内
藤
氏
ら
が
原
義
と
し
て
あ
げ
た
「
勇
猛
で
立
派
な
男
子
」
の

意
で
あ
る
。

ま
す
ら
を
の
さ
つ
矢
手
挟
み
立
ち
向
か
ひ
射
る
的
形
は
見
る
に
さ
や

け
し

（①六一・舎人娘子）

梓
弓
手
に
取
り
持
ち
て
ま
す
ら
を
の
さ
つ
矢
手
挟
み
立
ち
向
か

ふ
高
円
山
に
…
（
②
二
三
○
・
金
村
・
志
貴
皇
子
挽
歌
）

ま
す
ら
を
の
弓
末
振
り
起
し
射
つ
る
矢
を
後
見
む
人
は
語
り
継
ぐ
が

ね

（

③

三

六

四

・

金

村

）

…
ま
す
ら
を
の
を
と
こ
さ
び
す
と
剣
太
刀
腰
に
取
り
侃
き
さ
つ

弓
を
手
握
り
持
ち
て
赤
駒
に
倭
文
鞍
う
ち
置
き
這
ひ
乗
り
て
遊

びあるきし．：

（
⑤
八
○
四
・
億
良
・
哀
世
間
難
住
歌
）

八
○
四
番
歌
に
あ
る
「
を
と
こ
さ
ぶ
」
は
、
「
を
と
め
さ
ぶ
」
と
対
を
な

す
。
す
な
わ
ち
「
を
と
め
」
Ｉ
「
を
と
こ
」
の
対
と
な
る
表
現
で
、
「
成

年
に
達
し
た
男
子
ら
し
い
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
ま
す
ら
を
」

と
並
立
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
ま
す
ら
を
」
と
同
じ
価
値
を

持
ち
、
そ
れ
を
強
調
す
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
共
に
「
剣
太
刀
」
以
下
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
「
姿
・
行
動
の
り
っ

ぱ
な
武
人
」
と
い
う
価
値
を
付
与
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
狩
を
す
る
姿
を
描
写
し
た
も
の
が
多
い
。
狩
が

「
ま
す
ら
を
」
の
勇
猛
さ
を
表
す
も
の
と
し
て
象
徴
的
に
と
ら
え
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ま
す
ら
を
」
の
二
つ
目
の
意
味
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
律
令
制

度
下
の
官
人
（
公
人
）
で
あ
る
。

ま
す
ら
を
は
み
狩
に
立
た
し
娘
子
ら
は
赤
裳
裾
引
く
清
き
浜
ぴ
を

（
⑥
一
○
○
一
・
赤
人
・
難
波
宮
之
時
）

こ
の
歌
か
ら
は
、
宮
仕
え
の
「
娘
子
」
の
対
義
語
と
し
て
、
「
狩
」
に
象

徴
さ
れ
宮
廷
へ
奉
仕
す
る
者
と
し
て
認
識
さ
れ
る
「
ま
す
ら
を
」
が
あ
る
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｢ますらをと思へる我」と詠むことをめぐって

こ
と
が
わ
か
る
。

ま
す
ら
を
の
鞆
の
音
す
な
り
も
の
の
ふ
の
大
臣
楯
立
っ
ら
し
も

（①七六・元明天皇）

は
、
武
を
も
っ
て
宮
廷
に
奉
仕
す
る
男
性
で
あ
る
。
ま
た
、

ま
す
ら
を
の
戦
取
り
負
ひ
て
出
で
て
行
け
ば
別
れ
を
惜
し
み
嘆
き
け

む

妻

（

⑳

四

三

三

二

・

家

持

）

と
い
う
歌
に
表
わ
さ
れ
た
の
は
、
出
征
す
る
防
人
の
姿
で
あ
る
。
普
通
、

防
人
自
身
は
自
ら
を
「
ま
す
ら
を
」
と
は
詠
ま
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
は
第
三
者
で
あ
る
家
持
に
よ
っ
て
、
戦
を
負
っ
て
武
装
を
整
え
た

（７）

姿
を
「
ま
す
ら
を
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
ま
す
ら
を
の
心
振
り
起
し
あ
し
ひ
き

の
山
坂
越
え
て
天
離
る
鄙
に
下
り
来
・
・
．
（
⑰
三
九
六
二
・
家
持
）

…
大
君
の
命
の
ま
に
ま
ま
す
ら
を
の
心
を
持
ち
て
あ
り
巡
り

（
⑳
四
三
三
一
・
家
持
・
追
痛
防
人
悲
別
之
心
作
歌
）

の
歌
か
ら
は
七
六
番
歌
同
様
、
官
人
と
し
て
天
皇
の
命
に
忠
実
に
、
心
を

奮
い
立
た
せ
て
任
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
、
「
ま
す
ら
を
」

の
存
在
意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

次
の
よ
う
に
氏
族
意
識
に
基
づ
き
官
人
社
会
の
中
で
「
名
」
を
立
て
る
こ

と
を
重
ん
ず
る
「
ま
す
ら
を
」
も
、
家
持
に
よ
っ
て
多
く
歌
に
詠
ま
れ
た
。

ま
す
ら
を
は
名
を
し
立
つ
く
し
後
の
世
に
聞
き
継
ぐ
人
も
語
り
継
ぐ

が
ね
（
⑲
四
一
六
五
・
家
持
・
慕
振
勇
士
之
名
歌
の
短
歌
）

…
空
言
も
祖
の
名
絶
っ
な
大
伴
の
氏
と
名
に
負
へ
る
ま
す
ら
を

の
伴
（
⑳
四
四
六
五
・
家
持
・
嶮
族
歌
）

三
点
目
は
、
理
性
的
で
感
情
に
埋
没
し
な
い
男
子
と
し
て
の
「
ま
す
ら

事
し
終
は
ら
ば

を
」
で
あ
る
。

世
の
中
の
常
な
き
こ
と
は
知
る
ら
む
を
心
尽
く
す
な
ま
す
ら
を
に
し

て
（
⑲
四
二
一
六
・
家
持
・
弔
聟
南
右
大
臣
藤
原
二
郎
之
喪
慈
母
患
）

大
君
の
命
恐
み
妻
別
れ
悲
し
く
は
あ
れ
ど
ま
す
ら
を
の

心
振
り
起
し
取
り
装
ひ
門
出
を
す
れ
ば
：
．

（
⑳
四
三
九
八
家
持
・
為
防
人
情
陳
思
作
歌
）

こ
れ
は
い
ず
れ
も
、
死
別
・
生
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
肉
親
と
の
別
れ
の
悲

し
み
に
沈
む
こ
と
を
「
ま
す
ら
を
」
に
相
応
し
く
な
い
と
し
て
、
超
克
し

よ
う
と
す
る
歌
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
勇
猛
な
男
子
の
意
を
示
し
、
ま
た
一
人
前
の
男
子
と

し
て
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
る
理
想
の
男
性
像
、
立
派
な
官
人
、
公
人
を
示

す
の
も
ま
た
「
ま
す
ら
を
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
第
三
の
あ
り
方
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

「
ま
す
ら
を
」
ら
し
か
ら
ぬ
姿
が
『
万
葉
集
』
に
は
多
く
描
写
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
相
聞
歌
、
い
わ
ゆ
る
恋
情
を
詠
ん
だ
歌
々
で
あ
る
。

…
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
も
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
思
ひ
遣
る
た

づ
き
を
知
ら
に
網
の
浦
の
海
人
娘
子
ら
が
焼
く
塩
の
思
ひ
そ
焼

く
る
我
が
下
心
（
①
五
・
軍
王
・
幸
讃
岐
國
安
益
郡
之
時
）

…
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
も
し
き
た
へ
の
衣
の
袖
は
通
り

て
濡
れ
ぬ
（
②
一
三
五
・
人
麻
呂
・
従
石
見
国
別
妻
上
来
歌
）

ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
や
か
く
ば
か
り
み
つ
れ
に
み
つ
れ
片
思
を
せ

む
（
④
七
一
九
・
家
持
・
贈
娘
子
歌
）

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

（
⑥
九
六
八
・
旅
人
・
「
上
京
時
娘
子
作
歌
」
へ
の
和
歌
）

ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
を
か
く
ば
か
り
恋
せ
し
む
る
は
か
ら
く
は
あ
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｢ますらをと思へる我」と詠むことをめぐって

前
節
で
あ
げ
た
、
「
ま
す
ら
を
」
ら
し
か
ら
ぬ
姿
を
詠
ん
だ
歌
（
六
首
）
は
、

恋
の
思
い
に
沈
潜
す
る
「
我
」
の
姿
が
、
「
ま
す
ら
を
」
に
「
と
思
へ
る
」

と
い
う
但
し
書
き
を
加
え
て
自
己
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ

ブ（》Ｏこ
の
場
合
、
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
を
前
後
の
内
容
に
注
意
し
て

訳
す
と
、
「
ま
す
ら
を
と
思
っ
て
い
る
私
、
だ
が
し
か
し
、
ま
す
ら
を
ら

し
く
は
な
い
私
」
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」

と
詠
む
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
を
「
ま
す
ら
を
」
と
規
定
し
、
「
ま

す
ら
を
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
し
く
は
無
い
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
反
す
る
姿
、
行
動
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
歌
を
詠
ん
で

い
く
態
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

り
け
り

（
⑪
二
五
八
四
・
正
述
心
緒
）

天
地
に
少
し
至
ら
ぬ
ま
す
ら
を
と
思
ひ
し
我
や
男
心
も
な
き

（
⑫
二
八
七
五
・
正
述
心
緒
）

こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
恋
の
思
い
に
身
を
焼
く
、
恋
し
さ
の
あ
ま
り
涙
で
衣

の
袖
を
濡
ら
す
、
片
思
い
に
沈
む
な
ど
、
み
て
き
た
よ
う
な
「
ま
す
ら
を
」

観
か
ら
は
お
よ
そ
懸
け
離
れ
た
姿
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
ま
す
ら
を
」
と

は
、
個
人
的
な
感
情
に
埋
没
す
る
こ
と
を
良
し
と
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
、
恋
情
と
い
う
価
値
観
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

こ
の
よ
う
な
「
ま
す
ら
を
」
の
姿
は
な
ぜ
歌
に
詠
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
節
を
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
を
探
る
こ
と
は
、
「
ま
す

ら
を
」
の
内
実
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
る
。

ヲ（句◎

三
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
と
は

こ
の
場
合
、
前
節
で
挙
げ
た
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
の
歌
が
、
い

ず
れ
も
広
い
意
味
で
の
相
聞
歌
の
仕
立
て
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
心
に

留
め
置
き
た
い
事
実
で
あ
る
。
一
首
目
に
挙
げ
た
軍
王
の
歌
は
題
詞
に
「
幸

讃
岐
國
安
益
郡
之
時
」
と
あ
り
、
部
立
て
も
雑
歌
で
は
あ
る
が
、
所
謂
行

幸
従
駕
の
歌
と
い
う
よ
り
は
、
旅
に
あ
っ
て
の
恋
の
物
思
い
を
詠
む
内
容

と
な
っ
て
い
る
。
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
の
初
出
と
し
て
注
目
さ
れ

る
歌
で
あ
る
。幸

讃
岐
國
安
益
郡
之
時
軍
王
見
山
作
歌

霞
立
つ
長
き
春
日
の
暮
れ
に
け
る
わ
づ
き
も
知
ら
ず
む
ら
肝
の

心
を
痛
み
ぬ
え
こ
烏
う
ら
な
け
居
れ
ば
玉
だ
す
き
か
け
の
宜
し

く
遠
つ
神
我
が
大
君
の
行
幸
の
山
越
す
風
の
ひ
と
り
居
る
我
が

衣
手
に
朝
夕
に
か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
も
草

枕
旅
に
し
あ
れ
ば
思
ひ
遣
る
た
づ
き
を
知
ら
に
網
の
浦
の
海
人

娘
子
ら
が
焼
く
塩
の
思
ひ
そ
焼
く
る
我
が
下
心
（
①
五
）

作
者
軍
王
に
つ
い
て
の
詳
細
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
行
幸
の
旅
に
随
行

し
て
い
た
男
性
の
一
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
春
の
日
が
暮
れ
落
ち
る

と
心
が
痛
み
、
旅
の
独
り
寝
を
物
憂
く
思
い
、
故
郷
（
の
妻
）
が
思
わ
れ

る
と
い
う
秘
め
た
心
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
正
統
的
な
「
ま
す
ら

を
」
と
し
て
は
到
底
表
に
出
せ
な
い
、
妻
恋
い
の
思
い
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
、
前
節
に
あ
げ
た
歌
々
の
う
ち
二
八
七
五
番
歌
で
は
、
「
ま

す
ら
を
と
思
ひ
し
我
」
が
す
な
わ
ち
「
男
心
も
な
き
」
と
象
徴
さ
れ
る
ほ
か
、

他
の
歌
か
ら
も
「
片
思
を
せ
む
」
（
七
一
九
）
、
「
涙
拭
は
む
」
（
九
八
六
）
、

「
か
く
ば
か
り
恋
」
す
る
（
二
五
八
四
）
な
ど
の
状
態
を
、
具
体
的
な
「
ま

す
ら
を
」
ら
し
か
ら
ぬ
要
素
と
し
て
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
ま
す
ら
を
」
は
本
来
、
個
人
的
な
感
情

-９０-



｢ますらをと思へる我」と詠むことをめぐって

に
沈
潜
し
な
い
性
格
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
恋
の
思
い
に
捉
わ
れ
嘆

く
の
は
「
ま
す
ら
を
」
ら
し
か
ら
ぬ
行
為
で
あ
っ
て
、
「
ま
す
ら
を
」
は

恋
を
歌
に
詠
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
恋
に
沈
む
姿
を
詠
む
た
め
に
は
、
「
ま

す
ら
を
」
は
何
ら
か
の
工
夫
を
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
言
う
な
れ
ば
、

「
ま
す
ら
を
」
で
あ
る
と
い
う
制
約
を
取
り
払
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
。

そ
こ
で
、
「
～
と
思
へ
る
」
と
い
う
形
で
自
己
を
捉
え
返
し
、
恋
す
る
心

を
歌
に
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
は
、
「
ま
す
ら
を
」

が
恋
へ
の
耽
溺
・
愁
嘆
を
詠
む
た
め
に
要
請
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
万
葉
集
』
で
は
こ
れ
に
似
た
表
現
と
し
て
、
「
を
と
こ
」
に
つ
い
て
の

次
の
よ
う
な
表
現
が
指
摘
で
き
る
。
「
を
と
こ
」
と
は
、
一
人
前
の
男
の

意である。
．
：
み
ど
り
子
の
乞
ひ
泣
く
ご
と
に
取
り
与
ふ
る
物
し
な
け
れ
ぱ

を
と
こ
じ
も
の
わ
き
挟
み
持
ち
我
妹
子
と
二
人
我
が
寝
し
枕
づ

く
つ
ま
屋
の
内
に
昼
は
も
う
ら
さ
び
暮
ら
し
夜
は
も
息
づ
き
明

か
し
嘆
け
ど
も
せ
む
す
べ
知
ら
に
恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
を
な

み
…
（
②
二
一
○
・
人
麻
呂
・
泣
血
哀
働
歌
）

・
・
・
我
妹
子
と
さ
寝
し
つ
ま
屋
に
朝
に
は
出
で
立
ち
偲
ひ
夕
に
は

入
り
居
嘆
か
ひ
わ
き
挟
む
子
の
泣
く
ご
と
に
を
と
こ
じ
も
の
負

ひ
み
抱
き
み
朝
鳥
の
音
の
み
泣
き
つ
つ
恋
ふ
れ
ど
も
験
を
な
み

、●』ｒ）●●●

（
③
四
八
一
・
高
橋
朝
臣
・
亡
妻
挽
歌
）

面
形
の
忘
る
と
あ
ら
ば
あ
づ
き
な
く
を
と
こ
じ
も
の
や
恋
ひ
つ
つ
居

ら

む

（

⑪

二

五

八

○

）

二
一
○
番
歌
と
四
八
一
番
歌
は
挽
歌
で
あ
る
が
、
「
我
妹
子
」
（
妻
）
に
先

立
た
れ
た
男
が
残
さ
れ
た
子
と
共
に
あ
っ
て
妻
を
恋
い
偲
ぶ
内
容
の
歌
で

あ
る
。
「
を
と
こ
じ
も
の
（
子
を
）
脇
ば
さ
み
持
ち
／
負
ひ
み
抱
き
み
」

と
い
う
表
現
で
、
妻
亡
き
後
の
慣
れ
な
い
子
育
て
の
様
子
が
描
き
出
さ
れ

る
。
「
：
・
じ
も
の
」
は
、
一
般
に
は

…
鹿
じ
も
の
い
這
ひ
伏
し
つ
つ
ぬ
ば
た
ま
の
夕
に
至
れ
ば
大
殿

を
振
り
放
け
見
つ
つ
鶉
な
す
い
這
ひ
も
と
ほ
り
侍
へ
ど
侍
ひ
得

ね

ば

…

（

②

一

九

九

）

…
大
殿
の
上
に
ひ
さ
か
た
の
天
伝
ひ
来
る
雪
じ
も
の
行
き
通
ひ

つ

っ

…

（

③

二

六

二

し
し

の
よ
う
に
、
鴨
、
鹿
、
鳥
、
犬
、
馬
、
な
ど
の
動
物
、
或
い
は
雪
、
床
な

ど
人
間
以
外
の
モ
ノ
や
自
然
現
象
が
本
来
持
っ
て
い
る
特
有
の
習
性
や
属

性
を
ふ
ま
え
、
そ
の
モ
ノ
で
は
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
モ
ノ
ら
し
い
、

或
い
は
そ
の
モ
ノ
の
よ
う
だ
と
い
う
様
子
を
述
べ
る
語
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
を
と
こ
じ
も
の
」
は
少
々
事
情
を
異
に
す
る
。
「
を
と
こ
じ

も
の
」
は
、
人
を
表
わ
す
言
葉
に
「
…
じ
も
の
」
が
付
い
た
唯
一
の
例

で
あ
る
。
こ
れ
を
、
現
行
の
注
釈
書
で
は
「
男
ら
し
く
も
な
く
」
「
男
の

く
せ
に
」
と
訳
し
、
「
ジ
モ
ノ
は
こ
の
場
合
の
み
違
例
で
未
詳
」
と
解
釈

（８）

し
て
い
る
。
他
の
「
．
：
じ
も
の
」
の
解
釈
の
方
法
と
は
異
な
る
が
、
歌
意

か
ら
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
、
子
を
「
脇
挟
み
持
ち
」
「
脇
挟
む
」
と
い
う
の
は
、
先
に

み
た
武
人
と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
」
が
弓
矢
を
「
手
挟
む
」
表
現
と
似
通

（９）

う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

母
（
女
性
）
が
子
を
抱
く
姿
は
、

農

（
沙
本
毘
売
命
）
如
此
設
け
備
へ
て
、
其
の
御
子
を
抱
き
て
、
城
の

外
に
出
し
き
。

（『古事記』中巻垂仁天皇）

ｉ

み
ど
り
子
の
若
子
髪
に
は
た
ら
ち
し
母
に
抱
か
え
ひ
む
つ
き
の

-９１-



｢ますらをと思へる我」と詠むことをめぐって

稚
児
が
髪
に
は
：
．
（
⑯
三
七
九
一
・
竹
取
翁
歌
）

と
表
現
さ
れ
る
。
「
む
だ
く
」
は
、
「
抱
持
、
上
取
也
、
牟
太
久
」
（
華
厳

音
義
私
記
）
と
あ
り
、
『
万
葉
集
』
に
は
他
に
「
手
抱
く
」
（
⑥
九
七
三
、

⑲
四
二
五
四
）
と
も
あ
る
よ
う
に
、
両
手
で
抱
え
て
持
つ
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
「
を
と
こ
」
の
抱
き
方
は
母
の
も
の
と
は
異
な
り
、
い
か
に
も

無
骨
で
子
の
扱
い
に
不
慣
れ
な
様
子
を
表
わ
す
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。

子
は
、
母
に
抱
か
れ
て
育
て
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
「
男

ら
し
く
も
な
く
」
「
男
で
あ
り
な
が
ら
」
子
を
抱
き
、
子
に
翻
弄
さ
れ
る

姿
を
詠
む
こ
と
で
、
子
の
母
（
男
に
と
っ
て
の
妻
）
の
不
在
と
喪
失
感
を

強
調
し
、
妻
へ
の
思
慕
を
表
現
し
た
と
考
え
る
。

二
五
八
○
番
歌
は
相
聞
歌
で
、
「
男
ら
し
く
も
な
く
／
男
で
あ
り
な
が

ら
、
恋
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
か
」
と
恋
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
姿
を
詠
む
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
「
を
と
こ
」
が
恋
と
直
接
結
び
つ
く
心
情
を
歌
に
詠
ん

で
い
る
の
は
、
こ
こ
に
あ
げ
た
三
首
（
或
本
歌
を
含
め
れ
ば
四
首
）
以
外

に
は
み
ら
れ
な
い
。
自
分
が
一
人
前
の
男
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
な

が
ら
、
「
男
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
」
と
一
旦
、
そ
の
も
の
の
持
つ
価
値
に

相
反
す
る
よ
う
な
様
子
を
詠
む
こ
と
で
、
却
っ
て
妻
や
恋
人
に
対
す
る
強

い
恋
情
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
と
「
を
と
こ
じ

も
の
」
は
同
じ
よ
う
な
表
現
手
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
あ
る
価
値
や
自
負
を
持
っ
た
「
ま
す
ら
を
」
、
「
を
と
こ
」
で

あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
し
さ
を
止
揚
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
本
来
歌
に
詠
む
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
の
、
恋
に
か
か
わ

る
思
い
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

前
節
で
は
、
「
ま
す
ら
を
」
が
、
「
ま
す
ら
を
」
で
あ
る
こ
と
を
一
旦
留

保
し
、
そ
の
意
味
を
転
回
さ
せ
る
こ
と
で
、
恋
す
る
「
我
」
を
詠
み
得
た

こ
と
を
述
べ
た
。
次
は
、
「
ま
す
ら
を
」
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
と
結
び
つ

い
て
詠
ま
れ
て
い
く
か
を
探
る
こ
と
で
、
そ
の
内
実
を
掘
り
下
げ
た
い
。

「
ま
す
ら
を
」
は
、
し
ば
し
ば
「
心
」
と
い
う
語
と
結
び
つ
く
。

：
・
ま
す
ら
を
の
心
振
り
起
し
剣
太
刀
腰
に
取
り
侃
き
梓
弓
戦
取

り
負
ひ
て
…
（
③
四
七
八
・
家
持
・
安
積
皇
子
挽
歌
）

大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
ま
す
ら
を
の
心
振
り
起
し
あ
し
ひ
き

の
山
坂
越
え
て
天
離
る
鄙
に
下
り
来
：
．

（
⑰
三
九
六
二
・
家
持
・
忽
沈
杠
疾
殆
臨
泉
路
）

大
君
の
命
恐
み
妻
別
れ
悲
し
く
は
あ
れ
ど
ま
す
ら
を
の
心
振
り

起
し
取
り
装
ひ
門
出
を
す
れ
ば
…

（
⑳
四
三
九
八
・
家
持
・
為
防
人
情
陳
思
作
歌
）

こ
れ
ら
三
首
に
お
け
る
「
ま
す
ら
を
」
は
、
そ
の
「
心
」
を
振
り
起
こ
し

て
君
主
に
奉
仕
す
る
姿
が
詠
ま
れ
る
。
官
人
と
し
て
の
心
構
え
や
気
概
を

問
わ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
あ
ら
ま
ほ
し
き
「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
、
当

時
の
人
々
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
の

「
心
」
を
「
現
し
心
」
「
聡
き
心
」
と
し
、
そ
れ
を
失
っ
て
い
る
様
子
も
詠

まれる。ま
す
ら
を
の
現
し
心
も
我
は
な
し
夜
昼
と
い
は
ず
恋
ひ
し
渡
れ
ば

（
⑪
二
三
七
六
・
人
麻
呂
歌
集
・
正
述
心
緒
）

ま
す
ら
を
の
聡
き
心
も
今
は
な
し
恋
の
奴
に
我
は
死
ぬ
べ
し

四
相
聞
の
た
め
の
用
語
と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」

（⑫二九○七）
-９２-
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先
に
挙
げ
た
三
首
と
の
落
差
を
感
じ
る
歌
で
あ
る
。
「
現
し
心
」
は
確
か

な
心
持
ち
・
正
気
で
あ
り
、
「
聡
き
心
」
と
は
理
解
力
・
判
断
力
が
優
れ

て
い
る
心
の
情
況
を
い
う
。
そ
れ
ら
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
「
恋

ひ
し
渡
」
り
、
「
恋
の
奴
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
所
謂
「
恋

死
表
現
」
と
も
相
俟
っ
て
、
あ
か
ら
さ
ま
な
恋
の
言
挙
げ
で
あ
る
。

ま
す
ら
を
の
心
は
な
く
て
秋
萩
の
恋
の
み
に
や
も
な
づ
み
て
あ
り
な

む

（

⑩

二

二

三

・

詠

花

）

菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
妹
に
恋
ふ
る
に
し
ま
す
ら
を
心
思
ほ
え
ぬ
か
も

（
⑪
二
七
五
八
・
寄
物
陳
思
）

こ
の
二
首
も
、
い
ず
れ
も
恋
す
る
こ
と
に
よ
る
「
ま
す
ら
を
」
の
心
の

喪
失
を
詠
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
心
が
な
く
な
っ
て
恋
に
泥
む
の
か
、

或
い
は
恋
す
る
こ
と
で
心
が
な
く
な
る
の
か
、
二
首
に
お
い
て
「
ま
す
ら

を
」
ら
し
い
心
の
喪
失
と
恋
へ
の
耽
溺
の
順
序
は
逆
に
な
っ
て
お
り
、
ど

ち
ら
が
先
と
決
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

天
地
に
少
し
至
ら
ぬ
ま
す
ら
を
と
思
ひ
し
我
や
男
心
も
な
き

（
⑫
二
八
七
五
・
正
述
心
緒
）

で
は
、
「
ま
す
ら
を
」
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
少
し
届
か
ぬ
ほ
ど
か
と
思
っ

て
い
た
私
だ
が
、
恋
す
る
こ
と
で
「
ま
す
ら
を
」
ら
し
い
雄
雄
し
い
心
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
。

こ
う
し
て
見
た
よ
う
に
、
「
ま
す
ら
を
」
は
、
そ
の
心
の
持
ち
方
が
問

題
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の
対
極
に
、
常
に
「
ま
す
ら
を
」
本
来
の
あ
り

方
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
心
を
保
持
す
る
に
し

て
も
放
棄
す
る
に
し
て
も
、
心
の
あ
り
方
を
付
度
さ
れ
評
価
さ
れ
る
こ
と

が
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
次
の
金
村
の
歌
は
、
「
ま
す
ら
を
」
の
心
を
失
っ
た
様
子

が
「
た
わ
や
め
の
思
ひ
た
わ
み
て
」
と
い
う
句
と
結
び
つ
い
て
お
り
、

女
性
が
恋
に
悩
む
姿
と
近
接
す
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
し
よ
う
。

・
・
・
ま
す
ら
を
の
心
は
な
し
に
た
わ
や
め
の
思
ひ
た
わ
み
て
た
も

と
ほ
り
我
は
そ
恋
ふ
る
船
梶
を
な
み

（
⑥
九
三
五
・
金
村
・
幸
於
播
磨
國
印
南
野
時
）

こ
の
よ
う
に
「
ま
す
ら
を
」
の
心
を
失
っ
た
表
現
が
「
た
わ
や
め
」
の
表

現
と
重
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
前
に
「
ま
す

ら
を
」
が
「
思
ふ
」
と
結
び
つ
い
た
例
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
き
た
い
。

ま
す
ら
を
の
思
ひ
わ
び
つ
つ
度
ま
ね
く
嘆
く
嘆
き
を
負
は
い
も
の
か

も

（
④
六
四
六
・
大
伴
駿
河
麻
呂
）

ま
す
ら
を
の
思
ひ
乱
れ
て
隠
せ
る
そ
の
妻
天
地
に
通
り
照
る
と
も
あ

ら
は
れ
め
や
も
一
に
云
ふ
「
ま
す
ら
を
の
思
ひ
た
け
び
て
」

（
⑪
二
三
五
四
・
人
麻
呂
歌
集
）

、

、
あ
の
物
思
い
に
な
ど
捉
わ
れ
な
い
は
ず
の
「
ま
す
ら
を
」
が
物
思
い
を
す

る
の
だ
、
こ
れ
ほ
ど
の
嘆
き
を
あ
な
た
は
負
わ
な
い
も
の
か
（
六
四
六
）
、

ま
た
は
、
あ
の
「
ま
す
ら
を
」
が
今
や
思
い
乱
れ
て
妻
を
隠
す
の
だ
、
見

つ
か
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
、
ま
す
ら
を
の
「
思
ひ
」
は
恋
の
思
い
の
丈

を
述
べ
る
た
め
の
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
す
ら
を
が
恋
を
し
た
の
だ
か

ら
こ
そ
、
並
み
の
恋
よ
り
も
一
層
恋
す
る
力
も
強
く
、
価
値
の
あ
る
恋
で

あ
る
と
匂
わ
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
、
恋
す
る
心
を
強
調
す
る
表
現

（旧）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
集
中
に
は
こ
の
他
に
も
、

ま
す
ら
を
や
片
恋
せ
む
と
嘆
け
ど
も
醜
の
ま
す
ら
を
な
ほ
恋
ひ
に
け

り

（②一一七）

の
よ
う
に
、
雄
々
し
く
冷
静
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
「
ま
す
ら
を
」
が
、
な

り
ふ
り
か
ま
わ
ず
恋
を
す
る
と
い
う
歌
も
あ
る
。
こ
の
歌
に
は
、

-９３-



｢ますらをと恩へる我」と詠むことをめぐって

当
節
で
は
、
前
節
で
触
れ
た
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
の
恋
を
め
ぐ

る
表
現
と
、
そ
れ
が
女
性
が
恋
に
悩
む
姿
と
近
接
し
て
ゆ
く
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
掘
り
下
げ
た
い
。
『
万
葉
集
』
に
は
、
次
の
歌
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
「
ま
す
ら
を
」
の
涙
、
ま
た
は
涙
で
袖
が
濡
れ
る
様
子
が
詠
ま
れ

ている。 嘆
き
っ
つ
ま
す
ら
を
の
こ
の
恋
ふ
れ
こ
そ
我
が
結
ふ
髪
の
漬
ち
て
ぬ

れ

け

れ

（

②

二

八

）

と
い
う
和
歌
が
あ
る
。
恋
な
ど
し
な
い
は
ず
の
「
ま
す
ら
を
」
が
、
嘆
く

ほ
ど
に
自
分
を
思
っ
て
く
れ
た
か
ら
こ
そ
、
結
っ
て
い
た
髪
が
濡
れ
て
ほ

ど
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
ま
す
ら
を
」
の
恋
が
、
通
常
以

上
の
強
さ
を
持
つ
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
は
、
前
節
ま
で
に
み
た
、

個
人
的
な
感
情
に
埋
没
す
る
こ
と
を
良
し
と
せ
ず
恋
情
と
い
う
価
値
観
と

は
相
容
れ
な
い
は
ず
の
「
ま
す
ら
を
」
が
、
恋
を
詠
む
た
め
の
言
葉
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
『
万
葉
集
」
で
は
恋
を
詠
む
歌
の
多
く
が
相
聞
と
部

立
て
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
相
聞
の
た
め
の
用
語
」
で
あ
る
と
も
い
え
よ

う
。
「
心
」
の
あ
り
方
を
問
わ
れ
、
「
物
思
ふ
」
存
在
と
し
て
の
あ
り
方
を

問
わ
れ
る
こ
と
は
、
本
来
の
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
り
方
に
照
ら
す
と
「
反

ま
す
ら
を
性
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
恋
を
詠
む
た
め
に
、
「
ま

す
ら
を
」
は
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
そ
の
「
反
ま
す
ら
を
性
」
を
受
容
し
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恋
の
思
い
は
よ
り
強
い
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

五
「
た
わ
や
め
」
の
表
現
と
の
近
接

。
：
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
れ
も
敷
拷
の
衣
の
袖
は
通
り
て
濡
れ

ぬ
（
②
一
三
五
・
人
麻
呂
・
石
見
相
聞
歌
）

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

（
⑥
九
六
八
・
旅
人
・
上
京
時
）

こ
う
し
た
人
目
を
惇
ら
ず
涙
を
流
す
姿
も
ま
た
、
「
ま
す
ら
を
」
ら
し
か

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
て
き
た
。
『
万
葉
集
』
相
聞
歌
で
は
、

他
に
も
男
が
泣
く
歌
は
多
い
が
、
「
涙
で
袖
が
濡
れ
る
」
と
い
う
表
現
を

探
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
情
況
に
な
っ
て
い
る
。

：
・
た
も
と
ほ
り
た
だ
ひ
と
り
し
て
白
た
へ
の
衣
手
干
さ
ず
嘆
き

つ
つ
我
が
泣
く
涙
有
間
山
雲
居
た
な
び
き
雨
に
降
り
き
や

（
③
四
六
○
・
坂
上
郎
女
・
理
願
挽
歌
）

相
思
は
い
人
を
や
も
と
な
白
た
へ
の
袖
漬
つ
ま
で
に
音
の
み
し
泣
か

も

（
④
六
一
四
・
山
口
女
王
・
贈
家
持
）

…
我
が
子
の
刀
自
を
ぬ
ば
た
ま
の
夜
昼
と
い
は
ず
思
ふ
に
し
我

が
身
は
痩
せ
ぬ
嘆
く
に
し
袖
さ
へ
濡
れ
ぬ
：
．（④七二三・坂上郎女）

我
妹
子
が
我
を
送
る
と
白
た
へ
の
袖
漬
つ
ま
で
に
泣
き
し
思
ほ
ゆ

（
⑪
二
五
一
八
・
正
述
心
緒
）

妹
に
恋
ひ
我
が
泣
く
涙
し
き
た
へ
の
木
枕
通
り
袖
さ
へ
濡
れ
ぬ
或
本

歌
日
枕
通
り
て
ま
け
ば
寒
し
も

（
⑪
二
五
四
九
・
正
述
心
緒
）

君
に
恋
ひ
我
が
泣
く
涙
白
た
へ
の
袖
さ
へ
漬
ち
て
せ
む
す
べ
も
な
し

（
⑫
二
九
五
三
・
正
述
心
緒
）

葦
垣
の
隈
処
に
立
ち
て
我
妹
子
が
袖
も
し
ほ
ほ
に
泣
き
し
そ
思
は
ゆ

（⑳四三五七・防人）

・
・
・
今
日
だ
に
も
言
問
ひ
せ
む
と
惜
し
み
つ
つ
悲
し
び
ま
せ
ば
若

-９４-



｢ますらをと思へる我」と詠むことをめ<"って

草
の
妻
も
子
ど
も
も
を
ち
こ
ち
に
さ
は
に
囲
み
居
春
鳥
の
声
の

吟
ひ
白
た
へ
の
袖
泣
き
濡
ら
し
携
は
り
別
れ
か
て
に
と
．
：

（
⑳
四
四
○
八
・
家
持
・
陳
防
人
悲
別
之
情
）

こ
れ
ら
の
歌
で
、
「
涙
で
袖
が
濡
れ
る
」
表
現
の
主
体
を
分
類
し
て
確
認

（Ⅲ）

す
る
と
、
男
１
１
、
女
１
６
、
家
族
１
１
と
い
う
内
訳
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
結
果
か
ら
「
袖
が
濡
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
お
も
に
恋
す
る
女
性

の
行
動
を
詠
み
表
わ
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

万
葉
歌
で
恋
す
る
女
性
を
表
現
す
る
語
と
し
て
は
「
た
わ
や
め
」
が
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
古
橋
信
孝
氏
は
、
巻
十
三
・
三
二
二
三
番
歌
の
表
現

を
分
析
、
同
歌
が
「
神
謡
と
し
て
読
め
る
」
と
し
た
う
え
で
坂
上
郎
女
の

祭
神
歌
（
③
三
七
九
）
な
ど
を
勘
案
し
「
手
弱
女
は
神
女
の
こ
と
で
あ
る
」

（吃）

と
説
い
た
。
内
藤
明
氏
は
、
「
男
の
視
線
を
通
し
て
の
、
か
く
あ
る
べ
き
女
」

（旧）

の
像
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
飯
田
勇
氏
は
、
「
官
人
の
言
葉
」
と
い

う
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
男
・
女
の
性
差
（
ジ
ェ
ン

ダ
ー
）
の
問
題
を
提
起
す
る
な
か
で
、
「
恋
に
お
い
て
男
と
ま
っ
た
く
対

等
に
振
る
舞
っ
て
い
る
〈
を
と
め
〉
と
い
う
存
在
」
に
対
し
「
男
に
対
し（岡）

て
、
か
弱
い
性
と
し
て
の
女
、
「
た
わ
や
め
」
が
成
立
す
る
」
と
述
べ
た
。

吉
田
修
作
氏
は
こ
れ
ら
の
論
を
承
け
、
「
た
わ
や
め
」
が
そ
の
心
の
あ
り

か
た
を
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
、
「
を
と
め
」
に
対
し
「
そ
の
女
性
性

（喝）

が
よ
り
心
情
的
に
意
識
さ
れ
た
語
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
論

及
は
、
手
法
は
異
な
る
も
の
の
「
を
と
め
」
か
ら
「
た
わ
や
め
」
へ
の
流

れ
を
み
る
こ
と
で
、
「
た
わ
や
め
」
の
語
の
生
成
過
程
と
そ
れ
が
含
み
持

つ
意
味
に
つ
い
て
明
ら
め
て
お
り
、
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
筆
者
は
「
を
と
め
」
と
「
た
わ
や
め
」
の
関
係
性
に
つ
い
て

「
を
と
め
」
は
殆
ど
が
雑
歌
の
中
で
使
用
さ
れ
、
始
原
の
神
聖
性
を
保
持

す
る
ゆ
え
に
日
常
性
を
脱
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
「
を
と
め
」
へ
の
憧

れ
心
を
男
性
の
側
か
ら
詠
む
の
が
主
な
用
法
で
、
「
を
と
め
」
自
身
が
自

ら
の
恋
の
心
を
詠
む
こ
と
は
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
手
弱

女
」
の
用
法
と
し
て
は
、
女
性
が
自
ら
を
「
手
弱
女
」
と
称
し
或
い
は
規

定
し
て
、
恋
す
る
自
己
や
恋
の
苦
し
み
・
恨
み
を
詠
む
と
考
察
し
た
こ
と

（肥）

が
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
「
た
わ
や
め
」
に
つ
い
て
は
、
「
万
葉
集
』
相

聞
に
お
い
て
恋
を
詠
む
語
と
し
て
、
あ
え
て
「
を
と
め
」
と
は
対
立
的
な

意
味
に
焦
点
を
あ
て
て
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

「
た
わ
や
め
」
の
『
万
葉
集
』
で
の
使
用
数
は
全
十
例
と
多
く
は
な
い
が
、

特
徴
的
な
表
現
を
あ
げ
る
。

岩
戸
割
る
手
力
も
が
も
た
よ
わ
き
女
に
し
あ
れ
ば
す
べ
の
知
ら
な
く

（
③
四
一
九
・
河
内
王
葬
豊
前
國
鏡
山
之
時
手
持
女
王
作
歌
）

の
よ
う
に
、
身
体
的
な
能
力
に
お
い
て
ひ
弱
な
女
人
を
示
す
の
が
原
義
で

あ
る
の
は
間
違
い
な
い
が
、

．
：
我
が
背
子
が
行
き
の
ま
に
ま
に
追
は
む
と
は
千
度
思
へ
ど

た
わ
や
め
の
我
が
身
に
し
あ
れ
ば
道
守
が
問
は
む
答
へ
を

言
ひ
遣
ら
む
す
べ
を
知
ら
に
と
立
ち
て
つ
ま
づ
く

（④五四三・金村）

と
も
あ
る
よ
う
に
、
恋
に
思
い
悩
み
、
途
方
に
暮
れ
る
姿
を
「
す
べ
を
知

ら
ず
」
と
一
人
称
で
詠
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、

．
：
嘆
け
ど
も
験
を
な
み
思
へ
ど
も
た
づ
き
を
知
ら
に
た
わ
や
め

と
言
は
く
も
著
く
た
わ
ら
は
の
音
の
み
泣
き
つ
つ
た
も
と
ほ
り

君
が
使
ひ
を
待
ち
や
か
ね
て
む

（
④
六
一
九
・
坂
上
郎
女
・
怨
恨
歌
）

ひ
ぐ
ら
し
は
時
と
鳴
け
ど
も
恋
し
く
に
た
わ
や
め
我
は
定
ま
ら
ず
泣

-９５-



｢ますらをと思へる我」と詠むことをめぐって

ちなみに、

…
秋
の
黄
葉
ま
き
持
て
る
小
鈴
も
ゆ
ら
に
た
わ
や
め
に
我
れ
は

あ
れ
ど
も
引
き
筆
ぢ
て
枝
も
と
を
を
に
ふ
さ
手
折
り
我
は
持
ち

て
行
く
君
が
か
ざ
し
に
（
⑬
三
一
三
三
）

の
歌
の
「
た
わ
や
め
に
我
れ
は
あ
れ
ど
も
」
に
つ
い
て
、
ひ
弱
な
は
ず

の
「
た
わ
や
め
」
で
は
あ
る
が
、
黄
葉
の
枝
を
引
き
寄
せ
て
折
り
取
っ
て

君
の
髪
挿
し
と
し
て
持
っ
て
行
こ
う
と
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
、
自
分
が

「
た
わ
や
め
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
そ
の
価
値
観
と
は
反
す

る
よ
う
な
行
動
性
を
示
す
こ
と
で
、
君
へ
の
思
い
の
強
さ
を
い
う
。
そ
の

詠
み
方
は
、
ま
さ
に
「
ま
す
ら
を
」
に
対
す
る
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」

の
裏
返
し
で
あ
る
。
あ
る
価
値
を
持
つ
自
己
規
定
の
語
を
ふ
ま
え
、
そ
れ

と
は
反
す
る
姿
で
詠
む
こ
と
で
却
っ
て
感
情
を
強
調
す
る
効
果
を
も
た
ら

す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
男
女
を
表
す
語
と
し
て
は
「
を
と
こ
」

ｌ
「
を
と
め
」
、
「
ま
す
ら
を
」
ｌ
「
た
わ
や
め
」
が
対
応
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
「
自
ら
恋
を
詠
む
存
在
か
否
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
、

次
の
よ
う
な
対
応
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。 も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

く

（
⑩
一
九
八
二
・
夏
相
聞
・
寄
蝉
）

な
ど
と
、
恋
愛
に
お
け
る
つ
ら
さ
を
「
泣
く
」
と
い
う
言
葉
で
引
き
受
け

て
い
る
。
こ
れ
は
、
恋
の
思
い
の
あ
ま
り
「
涙
で
袖
が
濡
れ
る
」
表
現
と

も
通
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
を
「
た
わ
や
め
の

我
が
身
」
（
五
四
三
）
、
「
た
わ
や
め
我
は
」
（
一
九
八
二
）
と
規
定
し
た
う

え
で
歌
作
し
て
い
く
意
識
は
、
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
に
通
底
す
る

「
ま
す
ら
を
」
の
本
来
的
な
意
味
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
「
ま
す
ら
を
と

思
へ
る
我
」
は
、
武
人
と
し
て
の
自
負
心
や
官
人
と
し
て
の
瀞
持
を
一
日
一

取
り
払
っ
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
、
恋
の
歌
を
詠
む
た
め
に
新
た
な
自
己

規
定
を
し
た
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
相
聞
の
た
め
の
用
語
」
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
「
ま
す
ら
を
」
に
反
す
る
姿
を
あ
え
て
詠
む
と
い

う
か
た
ち
を
と
り
、
し
ば
し
ば
そ
の
心
の
あ
り
方
や
思
い
の
内
実
を
問
わ

れ
な
が
ら
、
「
た
わ
や
め
」
の
表
現
と
近
づ
い
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
本

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
麻
呂
の
石
見
相
聞
歌
に
詠
ま
れ
た
、
い
か
に
も

「
ま
す
ら
を
」
ら
し
か
ら
ぬ
「
涙
で
袖
を
濡
ら
す
」
と
い
う
表
現
も
、
「
ま

す
ら
を
」
が
自
ら
を
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
と
規
定
し
、
「
た
わ

や
め
」
の
恋
表
現
と
近
接
さ
せ
る
こ
と
で
、
恋
す
る
心
を
歌
に
吐
露
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
涙
で
袖
を
濡
ら
す
「
ま
す
ら
を

と
思
へ
る
我
」
は
、
恋
心
の
極
ま
っ
た
様
子
を
顕
わ
に
し
て
憧
ら
な
い
。
「
た

わ
や
め
」
が
恋
す
る
表
現
と
近
接
さ
せ
る
こ
と
で
、
「
ま
す
ら
を
」
と
「
ま

す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
の
落
差
は
一
層
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
結

果
、
恋
を
詠
む
、
相
聞
の
表
現
と
し
て
は
よ
り
切
実
さ
が
増
す
こ
と
に
な
っ

た
と
考
え
る
。 Ｉますらをと思へる我’たわやめ六

む
す
び
に
か
え
て

・・・恋を詠む

（
相
聞
の
た
め
の
用
語
）

恋
を
詠
ま
な
い
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来
の
「
ま
す
ら
を
」
の
理
想
的
な
あ
り
方
と
の
落
差
を
顕
現
さ
せ
、
際
立

て
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
ま
す
ら
を
」
と
は
、
元
来
、
相
聞
歌
の
作
り
上
げ
る
恋
す
る
二
人
の

世
界
の
外
郭
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
公
の
存
在
と
し
て
、
感
情
を
制
御

し
、
周
囲
か
ら
も
期
待
さ
れ
る
「
ま
す
ら
を
」
。
そ
れ
に
対
し
、
「
ま
す
ら

を
と
思
へ
る
我
」
は
、
恋
の
切
な
さ
辛
さ
と
い
う
も
の
を
積
極
的
に
自
己

の
内
部
に
受
容
し
て
い
く
と
と
も
に
、
情
緒
的
に
歌
に
詠
み
表
わ
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
両
者
の
持
つ
表
現
性
の
差
異
で
あ
り
、
特
色
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
」
は
「
ま
す
ら
を
」
が
恋

の
世
界
に
参
与
す
る
た
め
に
必
要
と
し
た
表
現
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
相

聞
歌
の
世
界
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
「
ま
す
ら
を
」
を
相
聞
歌
の
世
界
に

解
放
す
る
た
め
に
生
成
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
相
聞
の

た
め
の
用
語
」
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろうか。
そ
れ
は
や
が
て
『
古
今
集
』
以
降
、
男
性
歌
人
が
自
然
に
、
盛
ん
に
恋

に
耽
溺
す
る
歌
を
詠
み
、
万
葉
の
時
代
に
も
ま
し
て
「
恋
歌
」
が
隆
盛
し

て
い
く
礎
に
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
（
１
）
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
」
三
省
堂
一
九
六
七
年
十
二
月

（
２
）
「
大
夫
」
の
表
記
で
あ
っ
て
も
、
「
ま
す
ら
を
と
こ
」
と
訓
じ
ら
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
二
例
は
、
今
回
省
い
た
。
ま
た
、
「
武
士
」
は
、
「
も

の
の
ふ
」
の
訓
も
あ
る
（
お
う
ふ
う
社
版
「
万
葉
集
』
、
小
学
館
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
な
ど
）
が
、
「
ま
す
ら
を
」
の
訓
を
と
っ
て

いス四○

（
３
）
上
田
正
昭
弓
大
夫
」
の
文
学
」
『
日
本
古
代
国
家
成
立
史
の
研
究
」

青
木
書
店
一
九
五
九
年
十
二
月

（
４
）
遠
藤
宏
「
作
者
未
詳
歌
群
と
『
ま
す
ら
を
』
意
識
」
「
古
代
和
歌

の
基
層
万
葉
集
作
者
未
詳
歌
論
序
説
」
笠
間
書
院
平
成
三
年
一

月
（
初
出
は
『
論
集
上
代
文
学
１
』
一
九
七
○
年
十
一
月
）

（
５
）
稲
岡
耕
二
「
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
」
『
万
葉
集
の
作
品
と
方
法
』

岩
波
書
店
一
九
八
五
年
二
月

（
６
）
内
藤
明
ヨ
万
葉
集
』
の
『
ま
す
ら
を
』
と
『
た
わ
や
め
筐
「
早

稲
田
人
文
自
然
科
学
研
究
」
第
五
十
号
一
九
九
六
年
十
月

を

（
７
）
防
人
自
身
は
自
己
表
現
に
あ
た
り
「
荒
ら
し
男
」
の
用
語
を
と
る
。

「
荒
し
男
の
い
を
さ
手
挟
み
向
ひ
立
ち
か
な
る
ま
し
づ
み
出
で
て
と

我
が
来
る
」
（
⑳
四
四
三
○
）
の
如
く
で
あ
る
。

（
８
）
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
註
原
文
付
』
講
談
社
文
庫
一
九
七
八
年

八
月
二
一
○
番
歌
脚
注

（
９
）
①
六
一
、
②
二
三
○
、
「
ま
す
ら
を
の
さ
つ
矢
手
挟
み
」
、
⑯

三
八
八
五
に
「
梓
弓
八
つ
手
挟
み
ひ
め
鏑
八
つ
手
挟
み
」
⑳

四
四
六
五
「
は
じ
弓
を
手
握
り
持
た
し
真
鹿
子
矢
を
手
挟
み
添
へ

て
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
弓
矢
を
手
に
挟
ん
で
持
つ
所
作
が
「
ま
す
ら

を
」
の
も
の
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
他
に
「
挟
む
」
の
用
例

は
み
ら
れ
な
い
。

（
岨
）
集
中
に
は
他
に
も
、

ま
す
ら
を
の
伏
し
居
嘆
き
て
作
り
た
る
し
だ
り
の
柳
の
鰻
せ
我

妹

（

⑩

一

九

二

四

）

と
い
う
歌
も
あ
っ
て
、
恋
に
嘆
き
沈
む
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
は
ず

の
ま
す
ら
を
が
、
嘆
き
な
が
ら
作
っ
た
髪
飾
り
で
あ
る
か
ら
、
ど
う

か
髪
に
さ
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
例
も
み
ら
れ
る
。

（
Ⅱ
）
男
ｌ
⑪
二
五
四
九
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｢ますらをと思へる我」と詠むことをめぐって

（
焔
）
拙
稿
「
万
葉
集
の
『
を
と
め
」
。
を
と
こ
』
考
」
『
フ
ェ
リ
ス
女

学
院
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
一
百
万
二
○
○
四
年
三
月
、
「
笠
金

村
『
娘
子
に
誰
へ
ら
れ
て
作
る
歌
』
Ｉ
相
聞
歌
と
し
て
の
表
現
の
特

質
と
そ
の
意
義
ｌ
」
『
古
代
文
学
』
第
四
六
号
二
○
○
七
年
三
月

家
族
（
妻
子
）
ｌ
⑳
四
四
○
八

（
ｕ
）
古
橋
信
孝
「
恋
歌
の
位
相
」
『
古
代
和
歌
の
発
生
』
東
京
大
学
出

版
会
一
九
八
八
年
一
月

（
Ｍ
）
飯
田
勇
「
男
・
女
関
係
と
し
て
の
宮
廷
と
文
学
ｌ
『
万
葉
集
』
の
「
ま

す
ら
を
」
「
み
や
び
を
」
を
視
座
と
し
て
ｌ
」
『
古
代
文
学
」
第
三
八

号
一
九
九
七
年
三
月
、
「
律
令
官
人
の
言
葉
の
位
相
」
『
古
代
文
学

叢
書
Ｉ
神
の
言
葉
・
人
の
言
葉
ｌ
〈
あ
わ
い
〉
の
言
葉
の
生
態
学

ｌ
」
武
蔵
野
書
院
二
○
○
一
年
一
○
月

（
囮
）
吉
田
修
作
「
ス
サ
ノ
ヲ
手
弱
女
を
得
つ
」
『
日
本
文
学
』
第
五
八

版
会
一
九
八
耐

（
旧
）
注
６
に
同
じ
。

（Ｍ）飯田勇「男．，

巻
第
五
号
二
○
○
九
年
五
月

女
Ｉ
③
四
六
○
、
④
六

二
九
五
三
、
⑳
四
三
五
七
④
六
一
四
、
④
七
二
三
、
⑪
二
五
一
八
、
⑫
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