
調べとしての短歌

「
〈
音
〉
と
し
て
の
歌
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
歌
が
歌
わ
れ
た
り
唱
え
ら

れ
た
り
す
る
こ
と
ｌ
あ
る
特
定
の
場
で
具
体
的
音
声
と
し
て
実
現
す
る

こ
と
ｌ
と
は
別
次
元
で
問
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
も
な
い
と
本
質
的

な
問
題
を
取
り
逃
が
し
か
ね
な
い
と
思
う
。
短
歌
の
調
べ
（
声
調
／
音
調

／
調
子
）
と
い
う
点
に
沿
っ
て
こ
の
件
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

フ
ォ
ル
ム

三
十
一
音
節
か
ら
な
る
短
歌
の
形
態
は
、
大
ま
か
に
、
意
味
内
容
の
側

面
と
音
声
の
側
面
と
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
来
、
前
者
は
歌
の

「
こ
こ
ろ
（
心
／
意
）
」
、
後
者
は
歌
の
「
調
べ
」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
き
た
。

情
報
伝
達
を
主
眼
と
す
る
実
用
的
文
章
と
は
異
な
っ
て
、
定
型
詩
と
し
て

の
短
歌
で
は
調
べ
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
。
調
べ
に
は
こ
こ

ろ
に
還
元
で
き
な
い
不
思
議
な
性
質
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い

に
し
え
の
歌
人
た
ち
は
常
に
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
し
、
歌
の
本
領
は
調

べ
に
こ
そ
あ
る
と
主
張
し
た
人
も
少
な
く
な
い
。

そ
の
脈
絡
で
取
り
違
え
る
べ
き
で
な
い
の
は
、
調
べ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

詞
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
肉
声
に
宿
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点

（１）

だ
ろ
う
。
短
歌
の
調
べ
を
形
作
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
要
素
は
、
言
う
ま

ｌ
特
集
・
〈
音
〉
を
書
く

調
べ
と
し
て
の
短
歌

１
調
べ
の
あ
り
か

で
も
な
く
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
定
型
音
数
律
だ
。
昨
今
の
字
余
り
研
究
は
、

こ
の
う
ち
奇
数
番
句
と
偶
数
番
句
の
リ
ズ
ム
の
状
態
が
相
互
に
異
な
っ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
目
下
の
趨
勢
で
は
、
こ
の
現
象
を
謂

詠
（
な
い
し
律
読
）
の
反
映
と
見
な
す
見
解
が
有
力
だ
が
、
こ
れ
は
調
べ

の
あ
り
か
を
見
失
っ
た
考
え
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
五
・
七
音

数
律
が
定
型
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
は
、
歌
詞
に
内
在
す
る
リ
ズ
ム
が

個
別
の
歌
詞
に
先
立
っ
て
規
格
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
歌

詞
の
リ
ズ
ム
が
規
格
化
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
謂

詠
と
い
う
行
為
が
一
定
の
方
式
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、

謂
詠
法
が
音
数
律
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
定
型
の
音
数
律
が
ま
ず
存

在
し
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
謂
詠
法
が
導
か
れ
る
の
だ
と
見
な
く
て
は
な
ら

（２）
が》い◎詩

歌
を
理
解
す
る
う
え
で
は
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
で
は
な
く
、

端
的
に
何
で
あ
る
か
を
つ
か
む
こ
と
が
肝
要
だ
と
言
わ
れ
る
。
短
歌
の
場

フ
ォ
ル
ム

合
、
そ
の
把
握
は
、
こ
こ
ろ
と
調
べ
と
が
相
俟
っ
て
成
り
立
つ
形
態
を
対

象
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
が
、
形
態
の
把
握
は
、
調

詠
し
た
り
朗
吟
し
た
り
す
る
こ
と
と
は
別
個
の
営
み
で
あ
る
。

近
代
歌
人
で
調
べ
を
重
視
し
た
人
た
ち
も
、
基
本
的
に
は
形
態
の
把
握

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
②
〈
音
〉
と
し
て
の
歌

品
田
悦
一
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特集・〈音〉を書く

を
目
ざ
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
う
ち
何
人
か
は
「
万

葉
集
」
の
評
釈
を
も
手
が
け
、
し
か
じ
か
の
歌
の
調
べ
は
荘
重
で
あ
る
と

か
、
な
い
し
は
清
新
／
流
麗
／
軽
快
で
あ
る
と
か
い
っ
た
評
語
を
随
所
に

書
き
残
し
た
。
私
た
ち
古
代
文
学
の
学
徒
は
、
行
き
が
か
り
上
、
初
学
の

こ
ろ
か
ら
こ
う
し
た
評
語
に
馴
染
ん
で
い
る
。

調
べ
の
妙
味
が
感
得
で
き
な
い
よ
う
で
は
歌
の
真
価
な
ど
分
か
ら
な
い

の
だ
Ｉ
こ
の
、
強
迫
的
に
反
復
さ
れ
る
言
説
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
は

人
そ
れ
ぞ
れ
だ
ろ
う
が
、
私
な
ど
は
「
ま
ず
そ
ん
な
見
当
な
の
だ
ろ
う
」

と
消
極
的
に
肯
定
し
て
き
た
口
で
あ
る
。
し
か
し
、
万
葉
の
歌
の
解
釈
を

論
ず
る
際
、
調
べ
を
積
極
的
に
問
題
化
し
た
こ
と
は
今
ま
で
一
度
も
な
い

し
、
過
去
三
十
数
年
間
に
読
ん
だ
同
業
者
た
ち
の
著
作
に
お
い
て
も
、
調

べ
を
根
拠
に
新
解
釈
を
提
起
す
る
よ
う
な
論
法
に
は
つ
い
ぞ
出
会
っ
た
覚

えがない。

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
胸
に
手
を
当
て
て
自
省
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ど
う
や

ら
、
「
調
べ
」
は
「
こ
こ
ろ
」
ほ
ど
明
確
に
は
把
握
し
が
た
い
と
い
う
点

が
最
大
の
理
由
ら
し
い
。
厳
密
な
分
析
に
堪
え
な
い
よ
う
な
領
域
に
は
う

か
つ
に
近
寄
ら
な
い
に
限
る
と
い
う
わ
け
だ
。

実
際
、
調
べ
の
功
徳
を
説
く
歌
人
た
ち
の
記
述
は
、
ま
ず
た
い
て
い
の

場
合
、
主
観
的
印
象
を
述
べ
立
て
る
ば
か
り
で
、
読
者
と
し
て
は
隔
靴
掻

痒
の
感
を
禁
じ
え
な
い
こ
と
が
多
い
。

こ
の
歌
は
洞
刷
調
同
調
ｕ
Ⅷ
調
べ
を
持
っ
て
居
り
、
全
体
と
し
て

は
句
に
屈
折
・
省
略
等
も
無
く
、
む
つ
か
し
く
な
い
歌
で
あ
る
が
、

不
思
議
に
も
身
に
．〔

斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
上
』
、
巻
二
・
二
一
八
の
項
〕

覇
旅
の
歌
と
し
て
も
ず
い
ぶ
ん
自
然
に
歌
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
よ

歌
で
あ
る
。

り
も
注
意
す
る
の
は
、
一
首
が
人
麿
一
流
の
声
調
で
、
強
く
大
き
く

豊
か
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ゐ
て
、
浮
腫
の
や
う
に
ぶ
く

ぶ
く
し
て
ゐ
ず
、
週
勁
剖
刈
ヨ
調
割
引
割
劉
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

〔同、巻三・二五五の項〕

斎
藤
茂
吉
の
別
著
「
柿
本
人
麿
」
に
は
具
体
的
説
明
を
試
み
た
箇
所
も

複
数
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
次
の
よ
う
な
独
善
に
陥
っ
て
い
る
。

Ｏ

Ｏ

ｏ

タ
マ
ダ
ス
キ
ウ
ビ
ノ
ヤ
マ
ノ
カ
シ
シ
ハ
ラ
ノ
ヒ
ジ
リ
ノ
ミ

Ｏ
ョ
ユ
で
も
、
初
句
は
「
き
』
で
止
め
て
、
幾
つ
か
の
『
の
』
が
続

い
た
か
と
お
も
ふ
と
、
ぴ
し
り
と
、
『
ゆ
』
で
受
け
た
あ
た
り
何
と

も
い
へ
な
い
の
で
あ
る
。

〔
同
『
柿
本
人
麿
評
釈
篇
巻
之
上
』
、
巻
一
・
二
九
の
項
。
圏
点
原
文
〕

茂
吉
は
人
麻
呂
の
歌
の
調
べ
に
心
底
感
服
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

よ
く
分
か
る
の
だ
が
、
ど
こ
に
ど
う
感
服
し
て
い
る
の
か
は
さ
っ
ぱ
り
分

か
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
表
現
を
調
べ
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
入
力

し
て
は
、
そ
の
つ
ど
感
動
を
出
力
し
て
み
せ
る
だ
け
ｌ
裸
の
王
様
の
お

召
し
物
を
周
り
の
者
た
ち
が
褒
め
そ
や
し
て
い
る
場
面
を
連
想
す
る
の
は

私
だ
け
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
研
究
者
が
こ
う
い
う
暖
昧
模
糊
と
し
た
領
域
を
敬
遠
し
、
は
っ

き
り
答
え
の
出
る
と
こ
ろ
で
成
果
を
挙
げ
よ
う
と
し
て
き
た
の
は
、
学
問

と
い
う
営
み
の
性
質
上
、
無
理
も
な
い
態
度
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

が
、
茂
吉
と
い
う
人
物
と
十
年
ば
か
り
付
き
合
っ
て
き
て
最
近
し
き
り
に

思
う
の
だ
が
、
そ
う
い
う
態
度
を
取
る
こ
と
で
私
た
ち
は
、
歌
と
い
う
営

為
の
醍
醐
味
と
ま
と
も
に
向
き
合
わ
な
い
癖
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
過
去
百
数
十
年
間
に
わ
た
る
万
葉
研

究
の
歩
み
は
、
あ
ま
た
の
赫
々
た
る
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
無
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調べとしての短歌

江
戸
時
代
ま
で
の
万
葉
注
釈
を
読
ん
で
い
て
と
き
ど
き
思
う
の
は
、
昔

の
人
は
調
べ
に
対
す
る
感
覚
が
よ
ほ
ど
鋭
敏
だ
っ
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ

こ
こ
ろ

と
だ
。
彼
ら
に
し
て
も
、
精
力
の
大
半
を
「
歌
の
意
」
つ
ま
り
意
味
的

側
面
の
解
明
に
傾
注
し
て
い
る
の
だ
が
、
近
代
の
諸
注
釈
と
は
異
な
っ
て
、

「
歌
の
意
」
の
理
解
に
調
べ
の
感
得
が
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
ケ
ー
ス
が
散
見
す
る
。

た
と
え
ば
次
の
一
首
。
拙
稿
「
近
代
万
葉
の
特
質
を
把
握
す
る
た
め
の

基
礎
的
調
査
」
（
「
ア
ナ
ホ
リ
ッ
シ
ュ
国
文
学
」
創
刊
号
、
二
○
一
二
年

十
二
月
）
に
お
い
て
「
近
代
に
評
価
が
下
降
し
た
歌
」
に
分
類
し
た
も
の

（３）

の
一
つ
だ
。
題
詞
に
「
石
川
少
郎
歌
一
首
」
と
あ
る
ほ
か
、
「
右
今
案
石

川
朝
臣
君
子
号
日
少
郎
子
也
」
と
の
左
注
を
有
す
る
。

し

か

あ

ま

め

い
と
ま
け
づ
り
を
ぐ
し

志
賀
の
海
人
は
軍
布
苅
り
塩
焼
き
暇
無
み
髪
慌
の
小
櫛
取
り
も
見

な
く
に

〔３．二七八〕

（４）

（
然
之
海
人
者
軍
布
苅
塩
焼
無
暇
髪
硫
乃
小
櫛
取
毛
不
見
久
永
）

（５）

前
近
代
の
諸
注
は
、
題
詞
に
あ
る
作
者
名
「
石
川
少
郎
」
を
「
石
川
女

郎
」
な
い
し
「
石
川
郎
女
」
の
誤
り
と
し
、
左
注
を
そ
っ
く
り
後
世
の
霞

入
と
見
な
す
。
そ
の
う
え
で
、
作
者
が
戯
れ
に
わ
が
身
を
海
人
に
な
ぞ
ら

（６）

え
て
み
せ
た
、
と
す
る
の
が
当
時
の
通
説
だ
っ
た
。

残
な
一
面
を
抱
え
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

意
味
内
容
（
こ
こ
ろ
）
の
側
面
に
偏
向
し
て
き
た
従
来
の
解
釈
手
法
を

一
新
し
、
こ
こ
ろ
と
調
べ
と
が
相
俟
っ
て
成
り
立
つ
形
態
を
解
釈
や
分
析

の
対
象
と
す
る
こ
と
ｌ
次
節
で
は
そ
の
た
め
の
小
手
調
べ
を
し
て
み
よ

｝『ノ。

２
軍
布
苅
ｂ
塩
焼
き
暇
無
み

他
方
、
近
代
の
諸
注
は
誤
字
説
の
導
入
を
避
け
て
、
作
者
を
石
川
少
郎

（７）

す
な
わ
ち
石
川
君
子
と
し
、
大
宰
府
に
在
任
し
て
い
た
こ
ろ
志
賀
島
の
海

人
の
暮
ら
し
向
き
を
実
見
し
て
の
詠
と
見
る
。
過
酷
な
労
働
に
明
け
暮
れ

る
様
子
に
同
情
し
た
と
す
る
説
の
ほ
か
、
荒
く
れ
た
物
珍
し
い
姿
に
興
味

を
寄
せ
た
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
大
勢
は
前
者
に
傾
く
。

作
者
を
石
川
女
郎
／
郎
女
と
す
る
江
戸
時
代
ま
で
の
通
説
は
、
精
綴
な

文
献
批
判
の
方
法
が
確
立
し
た
現
在
か
ら
見
れ
ば
、
と
う
て
い
容
認
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
が
、
真
淵
ら
の
解
釈
は
、
そ
の
学
術
的
未
熟
さ
と
は

う
ら
は
ら
に
、
近
代
の
研
究
家
た
ち
が
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
も
の
を

き
ち
ん
と
掬
い
上
げ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
歌
の
軽
快
な
調
べ
は
何

を
喚
起
す
る
か
、
と
い
う
点
が
そ
れ
で
あ
る
。

］四○四ｍｍ〕①四］〕○四一声○画四一①ロ］○○口一○｝○一画巨宗

試
み
に
母
音
だ
け
を
抜
き
出
し
、
文
節
ご
と
に
区
切
っ
て
み
た
。
第
二

、

、

句
に
「
刈
り
」
「
焼
き
」
と
連
用
形
を
重
ね
る
だ
け
で
な
く
、
第
三
・
四
・
（８）

五
句
の
末
尾
も
す
べ
て
イ
列
音
で
揃
え
て
脚
韻
の
よ
う
に
し
て
あ
る
。
第

二
・
三
句
「
め
か
り
、
し
ほ
や
き
、
い
と
ま
な
み
」
で
は
、
各
文
節
の
音

数
が
三
、
四
、
五
と
迫
り
上
が
る
関
係
に
な
っ
て
い
て
、
母
音
の
配
置
と
い

う点でも、三回反復されるゞ
巴ゞ
の直前にそれぞれ念①雪．。《ぢゞ
《ざ四㎡

が
位
置
し
て
、
迫
り
上
が
る
関
係
を
強
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

き
わ
め
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
、
浮
き
立
つ
よ
う
な
調
べ
ｌ
こ
こ
か
ら
喚

起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
苛
酷
な
労
働
に
疲
弊
し
た
海
人
た
ち
が
う
な
だ

れ
て
の
ろ
の
ろ
動
き
回
る
様
子
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
多
く
の
作
業
を

次
か
ら
次
へ
と
、
小
気
味
よ
い
ほ
ど
て
き
ぱ
き
こ
な
し
て
い
る
場
面
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
・

裏
返
せ
ば
こ
う
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
近
代
の
研
究
家
の
多
く
は
、
こ
の

-２１-
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一
首
を
都
人
で
あ
る
作
者
が
海
人
の
生
活
に
同
情
し
た
歌
と
見
な
す
一
方

で
、
そ
う
い
う
意
味
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
を
調
べ
に
感
じ
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
、
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
一
九
一
五
年
二
月
の
「
万
葉

集
短
歌
輪
講
八
」
で
こ
の
歌
が
採
り
上
げ
ら
れ
た
際
、
島
木
赤
彦
は
「
歌

Ｉ）つ

さ
と

の
調
の
心
地
よ
く
確
か
り
し
ゐ
る
事
を
敏
く
感
ず
べ
し
」
と
す
る
一
方
で
、

「
作
者
の
非
常
な
感
動
か
ら
詠
ま
れ
た
者
と
感
ず
る
事
が
出
来
な
い
。
作

者
が
シ
ミ
ジ
ミ
と
物
象
に
見
入
っ
て
呪
つ
と
想
ひ
に
耽
っ
て
ゐ
る
歌
と
も

感
ず
る
事
が
出
来
な
い
」
と
評
し
た
。
上
滑
り
し
た
調
子
で
す
ら
す
ら
述

べ
た
た
め
に
、
同
情
に
真
実
味
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
大
正
後
期
あ
た
り
か
ら
こ
の
歌
の
評
価
が
め
っ
き
り
下
が
っ

（９）た
の
も
、
多
く
の
人
が
赤
彦
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
た
せ
い
だ
っ
た
よ
う
に

（Ⅷ）

思
わ
れ
る
。

（Ⅷ）

そ
の
点
、
海
人
の
粗
野
な
姿
に
好
奇
心
を
そ
そ
ら
れ
た
と
い
う
説
は
、

意
味
内
容
が
調
べ
と
齪
酪
し
な
い
と
も
い
え
る
。
が
、
乱
れ
た
髪
を
整
え

ず
に
い
る
様
子
を
〈
櫛
を
手
に
取
っ
て
み
る
こ
と
も
な
い
〉
と
述
べ
た
の

は
、
ま
る
で
海
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
細
部
ま
で
熟
知
し
て
い
る
か
の
よ
う

な
物
言
い
で
あ
り
、
初
め
て
そ
の
生
活
に
接
し
た
瞠
目
の
表
現
に
は
ふ
さ

わ
し
く
な
い
。

こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
「
～
な
く
に
」
は
も
と
は
条
件
を
表
わ
す
語
法

だ
っ
た
の
が
、
帰
結
に
該
当
す
る
語
句
（
受
け
部
）
を
省
略
す
る
こ
と
で

複
雑
な
含
蓄
を
引
き
寄
せ
、
「
聞
き
手
に
受
け
部
を
い
ろ
い
ろ
想
像
さ
せ

な
が
ら
、
切
れ
続
き
も
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
」
終
止
す
る
語
法
を
派
生
し

（砲）

た
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
ナ
ク
ニ
止
め
を
詠
嘆
終
止
と
解
す
る
向
き
も
あ

る
が
、
「
～
な
く
に
」
自
体
が
詠
嘆
を
構
成
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点

に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ア
リ
ト

磯
の
上
に
生
ふ
る
馬
酔
木
を
手
折
ら
め
ど
見
す
べ
き
君
が
在
常

イ
ハ
ナ
ク
ニ

不

言

永

〔

２

．

一

六

六

〕

う

ら

み

み

ヒ
ト
リ
ネ
ナ
ク
二

軽
の
池
の
浦
回
行
き
廻
る
鴨
す
ら
に
玉
藻
の
上
に
濁
宿
名
久
二

〔３．三九○〕

ヨ

イ

モ

ネ

ナ

ク

ニ

春
な
れ
ば
う
べ
も
咲
き
た
る
梅
の
花
君
を
思
ふ
と
用
伊
母
祢
奈
久
永

〔５．八三一〕

こ
ち
た

さ
は
ワ
レ
ニ
ア
ラ
ナ
ク
二

人
言
は
ま
こ
と
言
痛
く
な
り
ぬ
と
も
そ
こ
に
障
ら
む
吾
永
不
有
國

〔岨．二八八六〕

な
ど
の
用
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
詠
嘆
は
、
「
～
な
く
に
」
と
言

い
表
わ
さ
れ
た
内
容
と
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
て
明
言
さ

れ
て
い
な
い
内
容
と
の
あ
い
だ
の
、
漠
と
し
た
口
ご
も
り
と
し
て
漂
う
の

で
あ
る
。
第
一
例
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
〈
弟
が
い
な
い
こ
と
〉
自
体
は
既

知
の
事
実
な
の
だ
が
、
そ
の
事
実
の
せ
い
で
〈
何
を
し
て
も
心
が
慰
め
ら

れ
な
い
こ
と
〉
や
〈
こ
の
世
に
生
き
る
こ
と
自
体
が
徒
労
と
感
じ
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
〉
が
話
者
の
胸
を
締
め
つ
け
る
。
ま
た
第
四
例
で
言
え
ば
、
〈
ど

れ
ほ
ど
ひ
ど
い
噂
が
二
人
の
仲
を
引
き
裂
こ
う
と
、
私
は
決
し
て
引
き
下

が
ら
な
い
〉
と
い
う
こ
と
を
話
者
自
身
は
確
信
し
て
い
る
。
だ
が
、
同
じ

確
信
を
相
手
は
共
有
し
て
く
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
話
者

を
不
安
に
陥
れ
る
反
面
、
当
初
の
確
信
に
ま
す
ま
す
し
が
み
つ
く
よ
う
仕

向ける。
同
様
に
「
髪
硫
の
小
櫛
取
り
も
見
な
く
に
」
に
つ
い
て
も
、
海
人
が
髪

を
振
り
乱
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
は
話
者
に
と
っ
て
既
知
の
事
実
で
あ

り
、
一
首
が
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
内
容
は
も
っ
と
先
に
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
江
戸
時
代
の
真
淵
た
ち
が
問
題
の
一
首
を
演
技
の

-２２-



調べとしての短歌

も
「
結
句
は
嘆
き
を
こ
め
て
い
っ
て
ゐ
る
の
で
、
湖
川
副
副
洲
。
訓
刈
刎
司

剖
剣
討
閥
刺
矧
刎
、
謡
い
物
の
匂
い
を
も
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
述

べ
た
。
武
田
全
註
釈
も
「
た
ま
た
ま
海
人
を
見
て
か
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ

か
、
ま
た
淘
刈
回
州
矧
引
引
訓
剖
則
利
醐
笥
訓
則
引
刺
訓
到
副
劉
劉
翻
り
刺
引

の
と
も
取
れ
る
」
と
、
一
案
と
し
て
同
趣
の
記
述
を
残
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
作
者
は
あ
く
ま
で
石
川
少
郎
す
な
わ
ち
石
川
君
子
と
見
る

べ
き
だ
か
ら
、
江
戸
時
代
の
解
釈
を
全
面
的
に
復
活
さ
せ
る
わ
け
に
は
行

か
な
い
。
特
に
、
男
性
の
作
者
が
演
技
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
役
柄
も

男
性
を
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
一
首
は
、
か
つ
て
考
え
ら
れ
た
よ
う

な
女
の
海
人
で
は
な
く
、
男
の
海
人
を
演
じ
て
み
せ
た
作
と
解
せ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
脈
絡
で
改
め
て
注
意
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
前
後
に
旅
の
歌
ば
か
り

が
並
ん
で
い
る
と
の
真
淵
の
指
摘
で
あ
る
。
当
該
歌
が
大
宰
少
弐
の
任
期

中
に
作
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
狭
義
の
旅
行
中
の
作
と
は
い
え
な
い
が
、
高

橋
虫
麻
呂
が
常
陸
国
司
と
し
て
在
任
中
の
作
と
目
さ
れ
る
「
登
筑
波
山
歌
」

く
さ
ま
く
ら
た
び
の
う
れ
へ
を

草
枕
客
之
憂
乎
、
慰
も
る
こ
と
も
あ
り
や
と
、
筑
波
嶺
に
登
り
て

見
れ
ば
…
．
：
〔
９
．
一
七
五
七
〕

と
歌
い
起
こ
さ
れ
て
い
る
し
、
越
前
に
配
さ
れ
た
中
臣
宅
守
は
流
刑
地
で

作
と
見
て
、
作
者
が
戯
れ
に
海
人
の
ふ
り
を
し
て
み
せ
た
と
解
し
た
の
は
、

存
外
適
切
な
取
り
扱
い
だ
っ
た
と
言
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
近
代
で
も
、

斎
藤
茂
吉
は
前
掲
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
「
輪
講
」
で
会
見
な
く
に
』
の
結
句
は

如
何
に
も

は
、

の
生
活
を

た

び

に

し

て

多
蝉
永
之
弓
妹
に
恋
ふ
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
吾
が
住
む
里
に
こ
よ
鳴

自
分
の
事
を
詠
ん
だ
様
に
も
響
く
》
と
評
し
た
し
、
窪
田
評
釈

き
渡
る

〔同．三七八三〕

な
ど
と
詠
じ
て
い
る
（
参
照
、
賜
・
三
七
四
三
、
八
二
。
都
を
離
れ
て
暮

ら
す
日
々
が
「
た
び
」
と
意
識
さ
れ
、
旅
の
歌
の
類
型
で
表
現
さ
れ
た
可

能
性
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
旅
の
歌
に
海
人
は
ど
う
詠

ま
れ
て
い
て
、
当
該
歌
は
そ
の
類
型
と
の
関
わ
り
で
ど
う
理
解
で
き
る
か
。

ひ
と
こ
ろ
流
行
っ
た
用
語
で
言
え
ば
、
万
葉
時
代
の
貴
族
た
ち
に
と
っ

て
海
人
は
異
人
の
典
型
で
あ
っ
た
。
当
時
の
官
人
は
農
繁
期
に
「
田
仮
」

の
休
暇
が
与
え
ら
れ
た
ほ
ど
だ
か
ら
、
配
下
の
農
民
の
生
活
に
つ
い
て
は

一
定
の
理
解
を
も
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
彼
ら
が
海
人
に
接
す
る
機
会
は
、

山
国
の
大
和
を
出
て
旅
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
。
自
分
た
ち
の
生
活

は
お
ろ
か
、
農
民
た
ち
の
そ
れ
と
も
お
よ
そ
異
質
な
海
人
の
生
活
に
対
し
、

万
葉
の
歌
人
た
ち
は
常
に
好
奇
の
視
線
を
注
ぎ
、
男
ら
が
漁
り
火
を
点
し

す
な
ど

て
漁
る
様
子
や
、
乙
女
ら
が
盾
も
露
わ
に
海
岸
で
藻
を
刈
っ
た
り
、
潜

水
し
て
真
珠
を
探
し
た
り
す
る
様
子
を
さ
か
ん
に
詠
じ
た
。
都
で
は
決
し

て
接
す
る
こ
と
の
な
い
集
団
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
経
験
は
、
お
の
ず
か

ら
旅
愁
や
寂
蓼
を
呼
び
込
ん
で
く
る
。
旅
す
る
自
分
た
ち
の
う
ら
ぶ
れ
た

姿
を
自
廟
し
、
世
人
が
海
人
と
見
間
違
え
な
い
か
と
歌
う
発
想
が
そ
こ
か

ら
生
み
出
さ
れ
、
常
套
的
な
類
型
の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
。

あ
び
き

あ
く

網
引
す
る
海
人
と
や
見
ら
む
飽
の
浦
の
清
き
荒
磯
を
見
に
来
し
吾
を

白
た
へ
の
藤
江
の
浦
に
い
ざ
り
す
る
海
人
と
や
見
ら
む
旅
行
く
我
を

荒
た
へ
の
藤
江
の
浦
に
す
ず
き
釣
る
海
人
と
か
見
ら
む
旅
行
く
吾
を

〔３．二五二〕

い
そ
み

かづ

潮
早
み
磯
回
に
居
れ
ば
潜
き
す
る
海
人
と
や
見
ら
む
旅
行
く
我
を

〔７．一二三四〕

〔
７
二
一
八
七
〕

-２３-



特集・〈音〉を書く

〔巧・三六○七〕

海
人
ど
も
は
浜
辺
に
ぞ
ろ
ぞ
ろ
集
ま
っ
て
網
を
引
い
て
い
る
こ
と
も
あ

る
し
、
い
と
も
鮮
や
か
な
手
際
で
ひ
ょ
い
ひ
よ
い
轤
を
釣
り
上
げ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
か
と
思
う
と
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
息
の
長
さ
で
潜
水

し
、
浮
か
び
上
が
っ
て
は
ま
た
潜
る
。
ま
っ
た
く
な
ん
と
い
う
連
中
だ
ろ

う
ｌ
君
命
を
奉
じ
て
公
用
の
旅
を
続
け
る
自
分
た
ち
が
、
あ
の
得
体
の

知
れ
な
い
連
中
と
取
り
違
え
ら
れ
る
な
ど
言
語
道
断
、
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
だ
。
そ
の
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
が
身
に
降
り
か
か
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
と
き
、
旅
に
暮
ら
す
憂
悶
は
譜
諺
に

く
る
ま
れ
て
し
ば
し
払
い
の
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

〈
海
人
で
あ
る
私
は
忙
し
く
て
髪
を
整
え
る
暇
も
な
い
〉
と
い
う
当
該

歌
の
着
想
は
、
こ
の
類
型
的
発
想
の
延
長
上
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
〈
長
く
都
を
離
れ
て
み
す
ぼ
ら
し
い
身
な
り
に
な
っ
た
か

ら
、
海
人
と
見
間
違
え
ら
れ
は
し
ま
い
か
で
す
っ
て
？
そ
れ
ど
こ
ろ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
私
ら
は
も
う
本
物
の
海
人
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
し
て
あ
の
志
賀
島
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
。
海
藻
を
刈
る
や
ら
塩

を
焼
く
や
ら
、
毎
日
毎
日
て
ん
て
こ
ま
い
で
、
櫛
で
髪
を
と
か
す
暇
さ
え

な
い
ん
で
す
か
ら
ね
え
（
ご
立
派
な
方
が
た
の
前
に
し
や
し
や
り
出
る
の

は
気
恥
ず
か
し
い
限
り
で
す
／
こ
ん
な
ざ
ん
ば
ら
髪
で
見
苦
し
い
で
し
ょ

う
が
、
ど
う
か
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
な
／
都
の
暮
ら
し
な
ど
と
っ
く
に
忘

れてしまいましたよ）〉。

お
そ
ら
く
大
宰
府
で
催
さ
れ
た
宴
席
で
の
こ
と
だ
ろ
う
。
例
に
よ
っ
て

即
吟
を
披
露
し
あ
っ
た
際
、
都
恋
し
さ
を
嘆
ず
る
歌
が
何
首
も
続
き
、
「
海

人
と
や
見
ら
む
」
と
い
う
よ
う
な
作
も
飛
び
出
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

座
が
す
っ
か
り
湿
っ
ぽ
く
な
っ
た
の
を
察
し
た
作
者
は
、
こ
の
ユ
ー
モ
ラ

前
節
で
は
、
一
首
の
解
釈
を
調
べ
に
沿
っ
て
更
新
す
べ
き
事
例
を
指
摘

し
た
。
調
べ
が
意
味
内
容
の
側
面
と
調
和
的
関
係
に
立
つ
歌
は
、
『
万
葉
集
』

に
は
ほ
か
に
も
数
多
く
存
在
す
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
見
地
か
ら
解
釈
を
再

検
討
す
べ
き
例
も
か
な
り
あ
り
そ
う
に
思
う
。

も
っ
と
も
、
前
掲
『
斎
藤
茂
吉
異
形
の
短
歌
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

近
代
短
歌
に
は
、
調
べ
が
意
味
内
容
の
側
面
を
裏
切
る
こ
と
で
大
き
な
効

果
を
上
げ
る
場
合
も
あ
っ
て
、
特
に
斎
藤
茂
吉
の
作
に
は
そ
う
し
た
例
が

目
立
つ
。
茂
吉
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
尊
崇
し
つ
づ
け
た
『
万
葉
集
』
の
短

歌
、
特
に
人
麻
呂
の
作
に
そ
の
類
例
は
見
出
せ
る
か
ｌ
こ
の
興
味
深
い

テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ス
な
一
首
を
披
露
し
て
人
々
の
意
表
を
突
き
、
一
座
の
風
通
し
を
よ
く
し

た
ｌ
見
て
来
た
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

何
よ
り
も
「
め
か
り
、
し
ほ
や
き
、
い
と
ま
な
み
」
と
い
う
浮
き
立
つ
よ

う
な
リ
ズ
ム
が
、
そ
の
と
き
の
空
気
を
あ
り
あ
り
と
伝
え
て
く
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。

注
（
１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
斎
藤
茂
吉
の
声
調
観
を
援
用
し
つ

つ
私
見
を
述
べ
た
。
参
照
、
品
田
悦
一
「
斎
藤
茂
吉
」
（
二
○
一
○
年
、

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
、
同
『
斎
藤
茂
吉
異
形
の
短
歌
」
（
二
○
一
四
年
、

新潮選書）。

（
２
）
品
田
悦
二
五
・
七
音
節
定
型
は
調
詠
に
規
定
さ
れ
た
も
の
か
薑
上

代
文
学
」
Ⅲ
、
二
○
○
八
年
四
月
。

（
３
）
江
戸
時
代
の
万
葉
秀
歌
選
で
あ
る
『
万
葉
新
採
百
首
」
（
賀
茂
真
淵
．

２
１
２
補
足
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調べとしての短歌

一
七
五
二
年
成
）
、
『
万
葉
集
千
歌
」
（
揖
取
魚
彦
・
一
七
七
四
年
成
）
、

『
万
葉
集
佳
調
」
（
長
瀬
真
幸
・
正
編
一
七
九
四
年
、
続
編
九
九
年

刊
）
の
三
書
に
収
載
さ
れ
る
の
に
対
し
、
近
代
の
代
表
的
万
葉
秀

歌
選
の
う
ち
佐
佐
木
信
綱
『
万
葉
集
選
釈
』
（
増
訂
版
一
九
二
六
年

刊
）
、
斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
」
（
一
九
三
八
年
刊
）
、
神
野
志
隆
光
・

坂
本
信
幸
（
編
）
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
皿
万
葉
秀
歌
抄
』

（
二
○
○
五
年
刊
）
に
は
載
っ
て
お
ら
ず
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
』
一
九
三
五

年
一
月
の
「
万
葉
集
百
首
選
」
で
も
、
一
○
三
人
中
た
っ
た
四
名
し

か
各
自
の
ベ
ス
ト
百
首
に
選
出
し
な
か
っ
た
。

（
４
）
「
小
」
は
紐
・
綱
・
画
な
ど
に
「
少
」
と
あ
る
が
、
劃
と
詞
書
入

と
に
よ
る
。
同
じ
第
四
句
の
「
髪
柿
」
に
は
定
訓
が
な
く
、
最
近
の

諸
注
も
①
「
く
し
げ
」
、
②
「
く
し
ら
」
、
③
「
け
づ
り
」
の
三
説
に

割れている。

も
っ
と
も
有
力
な
の
は
①
説
で
、
古
く
は
「
八
雲
御
抄
」
『
新
勅

撰
集
』
な
ど
に
こ
の
形
で
載
る
ほ
か
、
広
な
ど
に
も
こ
の
訓
が
付
さ

れ
、
最
近
で
は
古
典
集
成
、
新
編
全
集
、
伊
藤
釈
注
な
ど
が
こ
の
説

に
立
つ
。
し
か
し
、
『
万
葉
集
」
に
お
い
て
「
く
し
げ
」
の
訓
字
表

記
は
「
厘
」
ま
た
は
「
筐
」
に
固
定
し
て
お
り
、
「
髪
楠
」
な
ど
と

「
誠
に
や
、
こ
し
い
」
（
沢
潟
）
用
字
を
弄
す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な

い
か
ら
、
①
説
に
は
従
い
が
た
い
。

他
方
、
仙
覚
抄
は
②
説
を
主
張
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
『
大
隅

ノ
ク
シ
ウ
ラ

ハ

、

ノ

国
風
土
記
」
の
逸
文
「
大
隅
郡
串
卜
郷
、
昔
者
造
国
神
、
勒
二
使

ス

ニ

ク

シ

ラ

ノ

卦違班札一、令一稲偲希一稚者報し道、有二髪硫神一云、可ノ

レ
謂
二
髪
楠
村
一
・
因
日
、
久
西
良
郷
。
［
（
双
行
）
髪
杭
者
、
隼
人
俗

一一

一ア

語
久
西
良
、
今
改
日
二
串
卜
郷
一
Ｅ
を
提
示
す
る
。
こ
の
説
は
長
く

顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
土
屋
私
注
が
「
作
者
石
川
少
郎
は
任

に
九
州
に
あ
っ
て
、
此
の
興
味
深
い
俗
語
を
聞
く
機
会
を
得
て
、
そ

れ
に
興
じ
直
ち
に
取
っ
て
己
が
歌
中
に
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ら

う
」
と
支
持
し
て
以
来
、
最
近
で
は
①
説
を
上
回
る
勢
い
に
あ
る
（
沢

潟
注
釈
、
全
注
／
西
宮
、
和
歌
文
学
大
系
／
稲
岡
、
阿
蘇
全
歌
講
義
、

多
田
全
解
な
ど
）
。
作
者
が
僻
地
の
俗
語
に
興
味
を
覚
え
て
自
作
に

取
り
込
む
と
い
う
こ
と
は
一
般
論
と
し
て
あ
り
え
る
し
、
虫
麻
呂
や

家
持
の
作
に
実
例
も
あ
る
が
、
前
者
に
は
「
擢
歌
者
東
俗
語
日
賀
我

比
」
（
９
．
一
七
五
九
）
、
後
者
に
は
「
越
俗
語
東
風
謂
之
安
由
乃
可

是
也
」
（
Ⅳ
．
四
○
一
七
）
と
注
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
裏
返
せ
ば
、

こ
う
し
た
説
明
を
抜
き
に
し
て
地
方
の
俗
語
を
都
の
読
者
に
理
解
さ

せ
る
の
は
相
当
困
難
だ
っ
た
ろ
う
。
ま
し
て
大
隅
は
、
奈
良
時
代
初

頭
の
時
点
で
は
ま
だ
化
外
の
地
で
あ
っ
て
、
畿
内
の
人
が
こ
の
地
域

の
人
と
意
思
疎
通
す
る
に
は
通
訳
が
必
要
な
ほ
ど
だ
っ
た
の
だ
か
ら

（
続
紀
・
養
老
六
年
四
月
十
六
日
）
、
注
解
を
欠
い
た
「
髪
柿
」
を
隼

人
語
ク
シ
ラ
の
表
記
と
見
な
す
の
は
非
現
実
的
で
あ
る
。
よ
っ
て
②

説
に
従
う
こ
と
も
で
き
な
い
。

残
る
③
説
は
山
田
講
義
と
旧
大
系
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
全
体
か

ら
見
れ
ば
少
数
意
見
だ
が
、
現
状
で
は
こ
の
説
に
従
う
ほ
か
な
い

と
思
う
。
髪
に
飾
る
挿
し
櫛
に
対
し
、
髪
を
と
か
す
た
め
の
櫛
を

け
づ
り

「
髪
杭
の
小
櫛
」
と
称
し
た
の
だ
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（
５
）
「
少
郎
」
は
古
に
「
女
郎
」
と
あ
る
が
、
広
（
本
文
）
・
類
お
よ
び

仙
覚
系
諸
本
の
「
少
郎
」
を
改
め
る
ほ
ど
の
材
料
と
は
い
え
な
い
。

（
６
）
「
此
女
郎
夫
の
、
任
に
従
て
、
筑
紫
に
在
ほ
ど
の
奇
な
る
べ
し
、

此
あ
た
り
皆
旅
の
野
な
れ
ば
也
、
さ
て
か
た
ち
つ
く
り
も
せ
て
あ
る

を
、
い
か
に
ぞ
な
ど
人
の
い
へ
ら
ん
時
に
、
し
か
の
海
人
に
た
と
へ

て
戯
に
よ
め
る
に
や
」
（
新
採
百
首
解
）
、
「
此
の
郎
女
、
父
か
夫
な

〔それ〕

と
の
任
に
し
た
か
ひ
来
て
、
し
か
の
浦
の
あ
ま
を
見
て
、
夫
に
、
よ

せ
て
我
が
う
へ
を
よ
め
る
な
ら
ん
、
只
海
人
か
さ
ま
の
み
云
と
は
な
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特集・〈音〉を書く

し
」
（
万
葉
考
）
。
槻
乃
落
葉
・
古
義
も
ほ
ぼ
同
説
。
他
に
孜
証
は
「
何

ぞ
思
ふ
下
心
あ
る
べ
し
」
と
付
言
し
、
檜
蠕
手
は
作
者
を
遊
行
女
婦

と
見
て
「
此
頃
は
世
の
こ
と
わ
ざ
に
取
紛
れ
て
、
俄
な
る
今
日
の
御

召
し
に
、
黄
楊
の
小
櫛
だ
に
も
得
さ
さ
ず
ま
ゐ
り
た
り
」
と
、
酒
席

の
口
開
け
の
座
興
と
解
し
た
（
例
外
は
童
蒙
抄
と
楢
の
杣
）
。

（
７
）
巻
三
・
二
四
七
の
左
注
に
よ
れ
ば
、
神
亀
年
中
に
大
宰
少
弐
で
あ
っ

（
岨
）
武
田
全
註
釈
も
「
非
常
に
調
子
の
よ
い
歌
で
あ
る
。
二
句
か
ら
三

句
に
か
か
る
辺
に
滑
ら
か
な
移
り
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
調
べ
の
よ
さ

を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
点
を
解
釈
に
活
か
し
て
は
い
な
い
。

（
ｕ
）
新
潮
古
典
集
成
に
「
志
賀
の
海
女
の
荒
く
れ
た
物
珍
し
い
姿
に
興

味
を
よ
せ
て
詠
ん
だ
歌
」
と
注
す
る
。

（
吃
）
木
下
正
俊
『
万
葉
集
語
法
の
研
究
』
一
九
七
二
年
、
塙
書
房
。

（８）（９）
た。が

載
っ
て
い
て
、
「
海
人

さ
れ
て
い
る
（
↓
注
３
）
。

「
焼
き
」
「
無
み
」
の
キ
・
ミ
は
と
も
に
甲
類
。

一
九
一
五
年
刊
の
窪
田
空
穂
『
評
釈
万
葉
集
選
」
に
は
こ
の
歌

載
っ
て
い
て
、
「
海
人
の
生
活
の
あ
は
れ
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
評

-２６-


