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要
旨

実
朝
の
寵
臣
で
あ
っ
た
信
生
法
師
（
俗
名
・
塩
谷
朝
業
）
の
家
集
『
信

生
法
師
集
』
を
中
心
に
、
和
歌
を
媒
体
に
し
た
君
臣
の
交
流
、
詠
歌
傾

向
の
共
通
性
と
相
違
、
東
国
に
在
る
歌
人
の
独
自
性
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

『
信
生
法
師
集
』
に
み
る
実
朝
像
は
理
想
の
覇
者
で
あ
り
、
没
後
も

変
わ
ら
ぬ
敬
慕
の
対
象
で
あ
っ
た
。
作
品
に
神
格
化
さ
れ
た
実
朝
と
そ

の
臣
下
た
ち
の
、
和
歌
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
交
流
の
場
面
は
摑
み
難
い
。

し
か
し
、
両
者
の
和
歌
表
現
の
類
似
性
・
共
通
性
に
、
梅
花
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
象
徴
さ
れ
る
親
和
性
と
共
感
が
見
出
せ
る
。

一
方
、
恋
歌
に
は
全
く
異
な
る
詠
歌
傾
向
が
歴
然
で
あ
る
。
伝
統
的

な
題
詠
歌
を
配
列
構
成
し
た
実
朝
と
、
逸
脱
し
た
土
俗
性
を
表
出
し
た

信
生
に
は
、
資
質
の
相
違
に
相
俟
っ
て
、
環
境
、
立
場
の
相
違
も
反
映

さ
れ
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
相
違
は
あ
り
な
が
ら
、
東
国
と
い
う
辺
境
に
あ
っ
て
、

中
央
で
醸
成
さ
れ
た
伝
統
様
式
を
学
ぶ
達
成
と
限
界
を
両
者
に
み
る
こ

と
が
出
来
る
。

１
、
理
想
の
覇
者
・
実
朝

信
生
法
師
（
一
一
七
一
？
〜
一
二
二
七
？
）―

俗
名
・
塩
谷
朝
業

は
源
実
朝
（
一
一
九
二
〜
一
二
一
九
）
の
寵
臣
で
あ
っ
た
。
同
母
兄
・

蓮
生
（
俗
名
・
頼
綱
）、
次
男
・
時
朝
と
と
も
に
東
国
の
歌
人
と
し
て

も
名
を
残
し
て
い
る
。
出
自
は
藤
原
道
兼
の
血
を
引
く
宇
都
宮
氏
。
朝

業
は
塩
谷
を
号
し
た
。
実
朝
の
死
後
、
多
く
の
家
臣
が
出
家
し
た
。
信

生
は
そ
の
翌
年
得
度
し
、
兄
・
蓮
生
と
と
も
に
、
法
然
の
高
弟
・
証
空

上
人
の
弟
子
と
な
っ
た
。

信
生
の
歌
は
、
勅
撰
集
に
12
首
、
私
撰
集
に
46
首
入
集
し
て
お
り
、

家
集
に
『
信
生
法
師
集
』
が
あ
る
。

実
朝
と
信
生
法
師
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こ
の
作
品
は
孤
本
、
伝
本
は
江
戸
初
期
書
写
の
宮
内
庁
書
陵
部
本
の

み
。
書
名
『
信
生
法
師
集
』
は
、
霊
元
天
皇
筆
と
伝
え
ら
れ
る
外
題
で

あ
る
。
前
半
の
１
〜
47
番
歌
ま
で
は
和
歌
が
二
字
下
げ
、
後
半
の
48
〜

209
番
歌
は
詞
書
が
二
字
下
げ
の
書
写
形
態
を
と
る
。

前
半
部
に
は
、
僧
形
の
信
生
が
京
を
出
発
し
て
東
国
に
赴
く
道
程
が

記
さ
れ
る
。
散
文
（
詞
書
）
と
和
歌
を
連
ね
て
時
間
が
進
行
し
て
い
く

形
式
は
紀
行
に
ジ
ャ
ン
ル
分
け
し
得
る
。『
信
生
法
師
日
記
』
と
い
う

別
名
の
あ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

後
半
部
は
和
歌
が
主
体
の
歌
集
の
体
裁
を
と
る
。
部
立
は
な
い
が
、

詠
歌
内
容
か
ら
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
賀
・
恋
・
雑
に
分
類
出
来
る
。

春
〜
賀
は
題
詠
が
多
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
が
、
恋
と
雑
で
は
、
詞
書

が
長
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
雑
に
は
、
妻
に
先
立
た
れ
た
身
で
、
幼
い

子
ど
も
た
ち
を
残
し
て
出
家
す
る
辛
さ
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

紀
行
部
に
は
と
り
わ
け
実
朝
追
慕
が
色
濃
い
。
鎌
倉
で
は
、
亡
き
実

朝
が
一
入
偲
ば
れ
、
主
君
の
死
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る①

。

薪
尽
き
に
し
暁
の
空
、
形
見
の
煙
だ
に
行
方
も
知
ら
ず
、
霞
め
る

空
は
た
ど
た
ど
し
き
を
、
笹
分
け
し
暁
に
あ
ら
ね
ど
も
、
帰
さ
は
、

袖
の
露
も
数
ま
さ
り
し
折
な
ん
ど
、
た
だ
昨
日
今
日
と
移
り
行
く

夢
を
数
ふ
れ
ば
、
早
七
年
に
な
り
に
け
れ
ば
、
お
ど
ろ
か
る
る
は

悲
し
と
も
愚
か
な
り
。
す
べ
て
消
滅
の
こ
と
わ
り
、
惜
し
む
べ
き

な
ら
ず
、
悲
し
む
べ
き
な
ら
ね
ど
、
釈
尊
入
滅
の
如
月
十
五
夜
の

空
、
鶴
林
の
権
利
に
か
き
く
れ
に
し
は
、
六
道
覚
悟
の
聖
者
よ
り

始
め
て
、
憂
へ
ざ
る
者
な
く
、「
我
師
入
滅
、
我
即
入
滅
」
と
悲

し
び
、
心
な
き
草
木
の
よ
す
が
ま
で
、
憂
へ
の
色
を
含
み
き
。
い

は
ん
や
、
濁
世
末
代
の
愚
か
な
る
凡
夫
、
い
か
で
か
涙
の
色
袖
に

出
で
ず
、
悲
し
び
の
声
外
に
聞
こ
え
ざ
ら
ん
。
昔
に
変
ら
ぬ
有
明

の
空
の
気
色
は
つ
れ
な
く
覚
え
て

　

22
眺
め
侘
び
煙
と
な
り
し
面
影
も
霞
め
る
月
も
明
け
方
の
空

七
年
を
経
た
今
も
、
悲
し
み
は
消
え
な
い
。
釈
尊
入
滅
に
重
ね
ら
れ
る

不
在
の
重
さ
の
中
に
信
生
は
在
る
。

続
け
て
、
敬
慕
す
る
主
君
の
人
と
な
り
に
触
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、

忠
臣
と
し
て
生
前
の
実
朝
を
語
っ
た
紀
行
部
唯
一
の
箇
所
と
言
え
る
。

抑
、
か
た
じ
け
な
く
天
枝
帝
葉
の
塵
よ
り
出
で
て
、
兵
馬
甲
の
道

を
伝
へ
給
ふ
事
は
、
思
ふ
に
、
生
ま
れ
て
世
々
に
な
り
ぬ
る
中
に
、

広
く
唐
土
の
文
を
習
ひ
、
そ
の
道
を
見
給
へ
か
し
。
有
難
か
る
べ

き
ぞ
か
し
。
彼
の
張
良
は
兵
法
の
文
を
習
ひ
て
、
謀
を
帷
帳
の
う

ち
に
め
ぐ
ら
し
き
。
ま
こ
と
に
、
漢
才
を
も
て
、
和
才
を
和
ら
ぐ

る
理
を
も
知
り
給
へ
る
な
る
べ
し
。
中
に
も
大
和
言
の
葉
は
、
み

ち
さ
り
と
そ
の
興
り
き
。
君
と
な
り
、
臣
と
な
る
契
り
、
世
々
に

深
し
と
言
ひ
な
が
ら
、
殊
に
忘
れ
が
た
き
は
、
花
・
時
鳥
・
月
・

雪
の
折
々
の
御
情
な
り
。
あ
ま
ね
き
交
り
、
冬
の
雪
よ
り
も
積
も

り
に
し
も
の
を
や
。

　
　

23
言
の
葉
の
情
を
し
の
ぶ
露
ま
で
も
い
づ
れ
の
草
の
陰
に
見

る
ら
む
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3

実朝と信生法師

ま
ず
、
信
生
に
と
っ
て
の
主
君
・
実
朝
は
、
皇
統
の
血
を
引
く
武
人
、

和
魂
漢
才
の
治
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
み
や
び
の
世

界
の
住
人
で
も
あ
っ
た
。
中
で
も
大
和
言
の
葉―

和
歌
は
、
君
臣
の
絆

を
強
め
る
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
れ
は
、
歌
人
と
し
て
の
実
朝
の
自
己

認
識
が
、
将
軍
で
は
な
く
鎌
倉
に
在
る
後
鳥
羽
院
廷
臣
で
あ
っ
た
こ
と②

に
重
な
ろ
う
。

引
用
部
傍
線
部
は
『
古
今
集
仮
名
序③

』
の
次
の
部
分
を
想
起
さ
せ
る
。

い
に
し
へ
の
世
々
の
帝
、
春
の
花
の
朝
、
秋
の
月
の
夜
毎
に
、
さ

ぶ
ら
ふ
人
々
を
召
し
て
、
事
に
つ
け
つ
つ
、
歌
を
た
て
ま
つ
ら
し

め
給
ふ
。
あ
る
は
花
を
そ
ふ
と
て
便
り
な
き
所
に
惑
ひ
、
あ
る
は

月
を
思
ふ
と
て
し
る
べ
な
き
闇
に
た
ど
れ
る
心
ご
こ
ろ
を
見
給
ひ

て
、
賢
し
、
愚
か
な
り
と
知
ろ
し
め
し
け
む
。

和
歌
を
通
し
て
臣
下
の
器
量
を
見
抜
く
帝
の
政
道
は
、
実
朝
に
も
通
じ

る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
信
生
が
寵
臣
の
視
点
で
強
調
す
る
の
は
、
信
頼

の
深
さ
と
温
情
あ
る
待
遇
で
あ
る
。
紀
行
部
に
は
、
共
に
実
朝
に
仕
え
、

今
は
姥
捨
山
近
く
に
蟄
居
し
て
い
る
伊
賀
式
部
光
宗
を
訪
ね
、
旧
交
を

あ
た
た
め
る
叙
述
が
あ
る
が
、
光
宗
は
「
君
に
仕
へ
し
昔
は
、
和
歌
の

浦
波
同
じ
身
に
立
ち
交
じ
り
、
か
く
世
を
遁
れ
ぬ
る
今
は
、
朝
倉
山
の

雲
と
な
り
ぬ
る
人
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
を
媒
介
に
し
た
臣
下

同
士
の
結
び
つ
き
も
深
い
。

和
歌
を
介
し
た
政
は
ま
さ
し
く
、「
み
や
び
を
も
っ
て
す
る
王
道
」

で
あ
り
、
信
生
に
と
っ
て
実
朝
は
理
想
の
覇
者
で
あ
っ
た
。

２
、
和
歌
を
め
ぐ
る
君
臣
の
交
流

Ⅰ
君
臣
の
贈
答

忠
臣
・
信
生
の
筆
に
よ
る
実
朝
像
は
神
格
化
に
近
い
と
も
言
え
る
。

家
集
の
執
筆
意
図
は
、
理
想
の
覇
者
の
像
を
不
動
の
も
の
に
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る④

。
そ
れ
ゆ
え
、
実
朝
在
り
し
日
の
印
象
に
残
る

場
面
や
出
来
事
が
臨
場
感
豊
か
に
回
想
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
暗
殺

と
い
う
非
業
の
死
と
そ
の
前
後
の
状
況
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

従
っ
て
、『
信
生
法
師
集
』
か
ら
、
和
歌
を
め
ぐ
る
交
流
の
場
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ

る
。し

か
し
、
例
外
は
あ
る
。
後
半
の
歌
集
部
に
は
、
一
首
だ
け
君
臣
の

触
れ
合
い
の
垣
間
見
ら
れ
る
歌
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

右
大
臣
殿
、
梅
花
を
折
り
て
賜
ぶ
と
て
「
君
な
ら
で
誰
に
か

見
せ
む
」
と
仰
せ
ら
れ
て
侍
り
し
に

58 

う
れ
し
さ
も
匂
ひ
も
袖
に
あ
ま
り
け
り
我
が
た
め
折
れ
る
梅
の

初
花

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
『
吾
妻
鏡
』
建
暦
二
年
二
月
一
日⑤

の
条
に
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

将
軍
家
以
二
和
田
新
兵
衛
尉
朝
盛
一
為
二
御
使
一。
被
レ
送
遣
│二
梅
花
一

枝
於
塩
谷
兵
衛
尉
朝
業
一。
此
間
仰
云
。
不
二
名
謁
一。
た
れ
に
か
見

せ
ん
と
許
云
て
。
不
レ
聞
二
御
返
事
一
可
二
帰
参
一
云
々
。
朝
盛
不
レ

（192）
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違
二
御
旨
一。
即
走
参
。
朝
業
追
奉
二
一
首
和
歌
一。

実
朝
は
「
名
乗
ら
ず
誰
に
か
見
せ
ん
と
だ
け
言
っ
て
返
事
を
聞
か
ず
に

帰
っ
て
来
る
よ
う
に
」
と
申
し
つ
け
て
和
田
朝
盛
を
使
者
に
立
て
、
朝

業
（
信
生
）
に
梅
の
花
を
贈
っ
た
。
使
者
は
仰
せ
に
従
っ
た
の
だ
が
、

状
況
を
察
知
し
た
朝
業
が
即
刻
奉
っ
た
の
が
右
の
和
歌
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

同
歌
は
私
撰
集
『
新
和
歌
集⑥

』
に
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
と
し
て
掲
載

さ
れ
る
。

　
　

鎌
倉
右
大
臣
よ
り
梅
を
折
り
て
賜
ふ
と
て　
　

17
君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
我
が
宿
の
軒
端
に
匂
ふ
梅
の
初
枝

　
　
　
　

御
返
事 

信
生
法
師　

18 

う
れ
し
さ
も
匂
ひ
も
袖
に
あ
ま
り
け
り
我
が
た
め
折
れ
る
梅
の

初
花

ま
た
『
玉
葉
集
』
に
は
、

　
　
　
　

 

鎌
倉
右
大
臣
梅
の
枝
を
折
り
て
誰
に
か
見
せ
む
と
遣
は
し
て

侍
り
け
る
返
事
に

と
い
う
詞
書
で
載
る
。

実
朝
歌
「
君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
君

な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知
る
」（
古

今
・
春
上
38
・
紀
友
則
）
の
上
の
句
の
踏
襲
で
あ
る
。
下
の
句
「
知
る

人
ぞ
知
る
」
は
自
ず
と
意
に
含
ま
れ
、
梅
の
色
香
の
素
晴
ら
し
さ
を
共

感
で
き
る
人
物
と
し
て
選
ば
れ
た
光
栄
を
、
臣
下
に
感
じ
さ
せ
ず
に
は

お
く
ま
い
。
息
の
合
っ
た
応
答
で
あ
る
。

実
朝
が
歌
会
を
し
ば
し
ば
催
し
て
い
た
こ
と
、
こ
よ
な
く
梅
を
愛
し

た
こ
と
は
『
吾
妻
鏡
』
や
『
金
槐
和
歌
集
』
に
載
る
歌
の
数
々
か
ら
知

ら
れ
る
。
し
か
し
、
梅
を
媒
介
に
し
た
具
体
的
な
臣
下
と
の
交
流
が
窺

わ
れ
る
の
は
、『
信
生
法
師
集
』
の
、
こ
の
一
箇
所
の
み
。
和
歌
の
役

割
を
語
る
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

Ⅱ
和
歌
表
現
の
類
似
性
・
共
通
性

残
さ
れ
た
和
歌
を
手
が
か
り
に
実
朝
と
信
生
の
間
柄
を
探
っ
て
み
た

い
。定

家
所
伝
本
『
金
槐
和
歌
集
』
と
『
信
生
法
師
集
』
歌
集
部
に
は
共

通
す
る
和
歌
表
現
が
見
出
せ
る
。
実
朝
歌
と
信
生
歌
を
並
べ
、
同
語
・

同
語
句
に　
　

を
、
類
似
表
現
、
対
照
表
現
に
傍
線
を
付
し
て
比
較
す

る
。ま

ず
、
影
響
関
係
を
疑
い
得
な
い
次
の
例
を
見
よ
う
。

【
例
１
】

﹇
実
朝
﹈　

夏
の
暮
に
よ
め
る

154
夏
は
た
だ
今
宵
ば
か
り
と
思（
ひ
）寝
の
夢
路
に
涼
し
秋
の
初
風⑦

﹇
信
生
﹈　

立
秋

75
夏
は
た
だ
今
宵
ば
か
り
と
思
ひ
寝
の
覚
む
れ
ば
や
が
て
秋
の
初
風

第
四
句
を
除
き
、
す
べ
て
が
一
致
す
る
。

こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
は
な
い
が
、
語
・
語
句
の
選
択
、
語
法
、
構

（191）
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造
、
詠
歌
姿
勢
に
共
通
性
、
類
似
性
の
み
ら
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
。

以
下
、
列
挙
す
る
。

【
例
２
】

﹇
実
朝
﹈　

立
春
の
心
を
よ
め
る

２
九
重
の
雲
居
に
春
ぞ
立
ち
ぬ
ら
し
大
内
山
に
霞
た
な
び
く

﹇
信
生
﹈　

立
春

48
梓
弓
春
来
に
け
ら
し
高
円
の
尾
上
の
宮
に
霞
た
な
び
く

「
霞
た
な
び
く
」
は
珍
し
い
表
現
で
は
な
い
が
、
両
歌
と
も
「
ほ
の

ぼ
の
と
春
こ
そ
空
に
来
に
け
ら
し
天
の
香
具
山
霞
た
な
び
く
」（
新
古

今
・
春
歌
上
２
・
後
鳥
羽
院
御
集
1320
）
の
影
響
が
あ
ろ
う
。

【
例
３
】 

﹇
実
朝
﹈　

故
郷
の
春
の
月
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る

34
誰
住
み
て
誰
眺
む
ら
む
故
郷
の
吉
野
の
宮
の
春
の
夜
の
月　

　
　

寺
辺
夕
雪

331
故
郷
は
う
ら
さ
び
し
と
も
な
き
も
の
を
吉
野
の
奥
の（
雪
の
夕
暮
）

﹇
信
生
﹈　

故
郷
雪

109
誰
住
み
て
幾
代
ふ
り
ぬ
と
眺
む
ら
む
吉
野
の
宮
の
雪
の
夕
暮

実
朝
歌
331
第
五
句
は
欠
字
で
あ
る
。「
冬
籠
り
春
に
知
ら
れ
ぬ
花
な
れ

や
吉
野
の
奥
の
雪
の
夕
暮
」（
後
鳥
羽
院
御
集
・
正
治
二
年
十
一
月
八

日
影
供
歌
合
1510
）
他
、『
新
古
今
集
』
の
影
響
に
鑑
み
、「
雪
の
夕
暮
」

と
考
え
得
る⑧

。
信
生
歌
も
そ
の
根
拠
に
な
ろ
う
。

【
例
４
】

﹇
実
朝
﹈　

人
の
も
と
に
詠
み
て
遣
は
し
侍
し

67
春
は
来
れ
ど
人
も
す
さ
め
ぬ
山
桜
風
の
た
よ
り
に
我
の
み
ぞ
訪
ふ

　
　

故
郷
萩

182 
故
郷
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
い
た
づ
ら
に
見
る
人
な
し
み
咲
き
か

散
り
な
む

﹇
信
生
﹈　

深
山
花

64
遠
近
の
跡
な
き
峰
の
桜
花
見
る
人
な
し
に
春
や
経
る
ら
む

人
知
れ
ず
咲
く
花
へ
の
着
目
。

【
例
５
】

﹇
実
朝
﹈　

更
衣
を
よ
め
る

117
惜
し
み
こ
し
花
の
袂
も
脱
ぎ
か
へ
つ
人
の
心
ぞ
夏
に
は
あ
り
け
る

﹇
信
生
﹈　

更
衣

70
心
も
や
単
に
変
る
夏
衣
立
ち
て
も
居
て
も
風
ぞ
待
た
る
る

衣
替
え
で
変
る
人
の
気
分
。

【
例
６
】

﹇
実
朝
﹈　

夏
の
暮
に
よ
め
る

153
禊
す
る
川
瀬
に
暮
れ
ぬ
夏
の
日
の
入
相
の
鐘
の
そ
の
声
に
よ
り

﹇
信
生
﹈　

山
寺
三
月
尽

69
飽
か
な
く
に
春
の
日
数
も
初
瀬
山
春
も
尽
き
ぬ
る
入
相
の
鐘

季
節
の
終
わ
り
を
「
入
相
の
鐘
」
に
象
徴
さ
せ
る
用
法
は
意
外
に
少

な
い⑨

。
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【
例
７
】

﹇
実
朝
﹈　

夕
秋
風
と
い
ふ
こ
と
を

184 
秋
な
ら
で
た
だ
お
ほ
か
た
の
風
の
音
も
夕
は
こ
と
に
悲
し
き
も

の
を

　
　

夕
の
心
を
よ
め
る

185 
お
ほ
か
た
に
も
の
思
（
ふ
）
と
し
も
な
か
り
け
り
た
だ
我
が
た

め
の
秋
の
夕
暮

﹇
信
生
﹈　

荻

78
お
ほ
か
た
に
も
の
思
ふ
と
し
も
な
け
れ
ど
も
夕
は
悲
し
荻
の
上
風

孤
愁
の
表
現
に
み
る
同
表
現
の
選
択
。

【
例
８
】

﹇
実
朝
﹈　

月
を
よ
め
る

211 
我
な
が
ら
覚
え
ず
置
く
か
袖
の
露
月
に
も
の
思
（
ふ
）
夜
頃
経

ぬ
れ
ば

﹇
信
生
﹈　

寄
鹿
恋

119
我
な
が
ら
覚
え
ず
濡
る
る
袂
か
な
鹿
の
音
鳴
か
ば
的
や
契
し⑩

「
我
な
が
ら
覚
え
ず
…
」
と
い
う
表
現
は
勅
撰
集
に
は
な
い
。

【
例
９
】 

﹇
実
朝
﹈　

秋
歌

250
昔
思
（
ふ
）
秋
の
寝
覚
の
床
の
上
を
ほ
の
か
に
通
ふ
峰
の
松
風

﹇
信
生
﹈　

 

隠
居
の
後
、
秋
の
末
つ
方
、
う
ち
し
ぐ
れ
た
る
夜
半
に
、
鹿

の
鳴
き
侍
り
し
を

94
昔
思
ふ
露
も
ま
だ
乾
ぬ
床
の
上
に
し
ぐ
る
る
夜
半
の
小
牡
鹿
の
声

頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
語
句
で
は
な
い
「
昔
思
ふ
」「
床
の
上
」
が
一

首
の
中
に
入
る
共
通
性
。

【
例
10
】

﹇
実
朝
﹈　

十
月
一
日
よ
め
る

275 
秋
は
往
ぬ
風
に
木
の
葉
は
散
り
は
て
て
山
さ
び
し
か
る
冬
は
来

に
け
り

﹇
信
生
﹈　

 

山
里
の
住
ま
ゐ
、
人
目
も
か
き
絶
え
て
心
細
き
夕
暮
に
、
木

の
葉
の
深
く
散
り
つ
も
り
て
侍
り
し
か
ば

97
秋
も
去
ぬ
宿
は
木
の
葉
に
埋
も
れ
て
頼
め
し
人
は
訪
れ
も
せ
ず

「
秋
」「
去
ぬ
」「
木
の
葉
」
が
同
順
で
詠
み
込
ま
れ
る
。

【
例
11
】

﹇
実
朝
﹈　

松
風
時
雨
に
似
た
り

276 
降
ら
ぬ
夜
も
降
る
夜
も
ま
が
ふ
時
雨
か
な
木
の
葉
の
後
の
峰
の

松
風

277
神
無
月
木
の
葉
降
り
に
し
山
里
は
時
雨
に
ま
が
ふ
松
の
風
か
な

﹇
信
生
﹈　

水
上
落
葉

102 
木
の
葉
散
る
音
は
時
雨
に
変
は
ら
ぬ
は
岩
間
の
水
を
染
む
る
な

り
け
り

「
木
の
葉
」「
時
雨
」
を
一
首
の
中
に
用
い
る
。
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【
例
12
】

﹇
実
朝
﹈　

月
前
嵐

304
更
け
に
け
り
外
山
の
嵐
冴
え
冴
え
て
十
市
の
里
に
澄
め
る
月
影

﹇
信
生
﹈　

時
雨

99
か
き
く
ら
し
片
岡
山
は
時
雨
る
れ
ど
十
市
の
里
は
曇
ら
ざ
り
け
り

十
市
の
里
の
澄
ん
だ
光
景
。

【
例
13
】

﹇
実
朝
﹈　

屏
風
に
三
輪
の
山
に
雪
の
降
れ
る
所

311
冬
籠
り
そ
れ
と
も
見
え
ず
三
輪
の
山
杉
の
葉
白
く
雪
の
降
れ
れ
ば

　
　

社
頭
雪

312 
み
熊
野
の
梛
の
葉
し
だ
り
降
る
雪
は
神
の
か
け
た
る
垂
に
ぞ
あ

る
ら
し

﹇
信
生
﹈　

社
頭
雪

105
降
る
雪
は
三
輪
の
神
杉
結
べ
ど
も
冬
の
し
る
し
ぞ
隠
れ
ざ
り
け
る

　
　

社
頭
雪

106
降
る
雪
に
さ
す
榊
葉
も
埋
も
れ
て
あ
ら
ぬ
梢
に
懸
く
る
白
木
綿

語
が
重
な
る
だ
け
で
は
な
く
雪
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
霊
山
の
詠
を
二

首
並
べ
る
配
列
も
共
通
す
る
。

【
例
14
】 

﹇
実
朝
﹈　

 

松
に
寄
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る

356
位
山
木
高
く
な
ら
む
松
に
の
み
八
百
万
代
と
春
風
ぞ
吹
く

　
　

月
に
寄
す
る
祝

367
万
代
に
見
る
と
も
飽
か
じ
長
月
の
有
明
の
月
の
あ
ら
む
か
ぎ
り
は

﹇
信
生
﹈　

寄
月
祝

112
曇
り
な
く
光
も
や
が
て
有
明
の
つ
き
せ
ぬ
御
代
の
影
ぞ
の
ど
け
き

寄
日
祝

113
位
山
高
き
峰
よ
り
出
づ
る
日
の
影
の
ど
か
な
る
雲
の
上
か
な

『
信
生
法
師
集
』
中
、
賀
歌
は
こ
こ
に
挙
げ
た
２
首
の
み
。
続
け
て

２
首
並
ぶ
配
列
の
共
通
性
を
考
え
併
せ
て
も
、
語
の
重
な
り
は
偶
然
で

は
あ
る
ま
い
。

【
例
15
】

﹇
実
朝
﹈　

頼
め
た
る
人
の
も
と
に

419 
待
て
と
し
も
頼
め
ぬ
山
も
月
は
出
で
ぬ
言
ひ
し
ば
か
り
の
夕
暮

の
空

﹇
信
生
﹈　

寄
雨
恋

134
今
来
む
の
契
も
い
さ
や
数
な
ら
ぬ
身
を
知
る
雨
の
夕
暮
の
空

　
　
　

心
な
ら
ず
遠
き
程
へ
立
ち
離
れ
侍
り
し
女
の
事
を
思
ひ
侍
り
て

142
思
ひ
や
る
心
の
末
ぞ
知
ら
れ
け
る
千
里
の
雲
の
夕
暮
の
空

待
ち
ぼ
う
け
に
眺
め
る
夕
暮
の
空
。

【
例
16
】

﹇
実
朝
﹈　

月
に
寄
せ
て
忍
ぶ
る
恋

449
春
や
あ
ら
ぬ
月
は
見
し
夜
の
空
な
が
ら
馴
れ
し
昔
の
影
ぞ
恋
し
き

﹇
信
生
﹈　

雨
の
後
、
月
初
め
て
晴
れ
侍
る
夜
、
宿
に
書
き
つ
け
侍
る

21
月
影
も
春
も
昔
の
春
な
が
ら
元
の
身
な
ら
で
濡
る
る
袖
か
な
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秋
恋

116 
い
か
に
せ
む
月
や
あ
ら
ぬ
の
秋
の
空
春
だ
に
堪
え
ぬ
夜
半
の
眺

め
を

「
月
や
あ
ら
ぬ
春
は
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に

し
て
（
古
今
・
恋
歌
五
747
・
在
原
業
平
／
伊
勢
物
語
四
段
）」
を
下
敷

き
に
し
て
い
る
。

【
例
17
】

﹇
実
朝
﹈　

暁
の
恋
と
い
ふ
こ
と
を

456
暁
の
鴫
の
羽
掻
き
繁
け
れ
ど
な
ど
逢
ふ
こ
と
の
間
遠
な
る
ら
む

﹇
信
生
﹈　

寄
鳥
恋

129
暁
の
鴫
の
羽
掻
き
数
々
に
繁
く
も
も
の
を
思
ふ
頃
か
な

「
暁
の
鴫
の
羽
掻
き
百
羽
掻
き
君
が
来
ぬ
夜
は
我
ぞ
数
か
く
」（
古

今
・
恋
歌
五
761
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

【
例
18
】

﹇
実
朝
﹈　

海
辺
立
春
と
い
ふ
事
を
よ
め
る

536
塩
釜
の
浦
の
松
風
霞
む
な
り
八
十
島
か
け
て
春
や
立
つ
ら
む

﹇
信
生
﹈　

海
辺
霞

52
塩
釜
の
浦
さ
び
し
く
も
見
ゆ
る
か
な
八
十
島
霞
む
春
の
曙

和
歌
の
構
造
は
重
な
ら
な
い
が
、
両
歌
と
も
「
塩
釜
の
浦
」「
八
十

島
か
け
て
」
が
入
る
先
行
歌
「
塩
釜
の
浦
吹
く
風
に
霧
晴
れ
て
八
十
島

か
け
て
澄
め
る
月
影
」（
千
載
・
秋
歌
上
285
・
藤
原
清
輔
）
の
季
節
を

秋
か
ら
春
に
変
え
た
趣
。

【
例
19
】

﹇
実
朝
﹈　

海
辺
春
望

543
難
波
潟
漕
ぎ
出
づ
る
舟
の
目
も
遥
に
霞
に
消
え
て
帰
る
雁
金

﹇
信
生
﹈　

海
上
帰
雁

61
海
の
原
空
も
ひ
と
つ
の
浪
間
よ
り
絶
え
み
絶
え
ず
み
帰
る
雁
金

「
帰
る
雁
金
」
を
第
五
句
に
置
き
、
広
大
な
海
の
彼
方
へ
消
え
て
い

く
光
景
を
詠
む
。

【
例
20
】

﹇
実
朝
﹈　

屏
風
絵
に
野
の
中
に
松
三
本
生
ひ
た
る
所
を
衣
被
れ
る
女
一

人
通
り
た
る

591 
お
の
づ
か
ら
我
を
尋
ぬ
る
人
も
あ
ら
ば
野
中
の
松
よ
み
き
と
語

る
な

﹇
信
生
﹈　

寄
松
恋

125 
武
隈
の
松
に
て
年
ぞ
積
も
り
ぬ
る
み
き
と
思
は
で
老
い
や
果
て

な
む

詠
歌
内
容
は
異
な
る
が
、「
武
隈
の
松
は
二
木
を
都
人
い
か
が
と
問

は
ば
み
き
と
答
へ
む
」（
後
拾
遺
・
雑
三
1041
・
橘
季
通
）
に
通
じ
る
「
見

き
」
に
「
三
木
」
を
か
け
る
手
法
。

表
現
の
類
似
性
・
共
通
性
に
つ
い
て
は
、
影
響
関
係
の
結
果
な
の
か
、

偶
然
の
一
致
な
の
か
、
他
の
要
素
が
介
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
判
断

（187）
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が
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
見
落
し
も
あ
ろ
う
こ
と
を
恐
れ
る
。
さ
ら

に
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
に
挙
げ
た
例
の
す
べ
て
が
全
く
の
偶
然
と
は

考
え
に
く
い
。
実
朝
と
信
生
の
間
に
は
和
歌
を
媒
体
に
心
を
通
わ
せ
る

場
が
確
か
に
あ
っ
た
と
い
う
手
応
え
を
感
じ
さ
せ
る
。
創
造
を
め
ざ
す

心
の
方
向
性
と
、
そ
の
回
路
と
し
て
の
言
葉―

日
常
と
は
次
元
を
異

に
す
る
世
界
の
共
有
が
君
臣
の
絆
を
強
め
た
に
相
違
な
い
。
定
家
所
伝

本
『
金
槐
和
歌
集
』
が
実
朝
数
え
年
二
十
二
歳
で
成
立
し
た
こ
と
、『
信

生
法
師
集
』
歌
数
が
209
首
の
う
ち
の
類
似
例
で
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ

れ
ば
、
短
い
間
の
豊
か
な
交
流
が
深
い
信
頼
関
係
を
育
ん
だ
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
先
に
挙
げ
た
梅
の
花
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
れ
を
象
徴

的
に
物
語
る
。

３
、
東
国
の
恋
歌

Ⅰ
『
金
槐
和
歌
集
』
の
恋
歌

一
方
、
実
朝
と
信
生
に
は
、
全
く
異
な
る
詠
歌
傾
向
も
見
出
せ
る
。

そ
れ
は
恋
の
歌
に
顕
著
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
実
朝
の
恋
歌
を
み
よ
う
。

定
家
所
伝
本
『
金
槐
和
歌
集
』
恋
部
に
特
徴
的
な
の
は
、
141
首
の
配

列
構
成
で
あ
る
。
背
景
は
山
に
始
ま
り
海
に
終
わ
る
。

﹇
冒
頭
歌
﹈
初
恋
の
心
を
よ
め
る

371
春
霞
龍
田
の
山
の
桜
花
お
ぼ
つ
か
な
き
を
知
る
人
の
な
さ

﹇
末
尾
歌
﹈
恋
の
歌

511 
武
庫
の
浦
の
入
江
の
洲
鳥
朝
な
朝
な
つ
ね
に
見
ま
く
の
ほ
し
き

君
か
も

冒
頭
歌
か
ら
末
尾
歌
に
至
る
間
に
、
空
、
野
、
水
辺
、
田
、
森
…
と
背

景
は
移
り
、
空
間
の
移
動
と
言
葉
の
連
鎖
が
相
俟
っ
て
様
々
な
恋
の
プ

ロ
セ
ス
が
展
開
す
る
構
成
で
あ
る⑪

。

そ
し
て
、
題
詠
歌
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。「
恋
」「
恋
の
歌
」「
〜

の
恋
」「
〜
に
寄
す
る
恋
」「
〜
を
よ
め
る
」
等
の
題
に
よ
る
詠
歌
は
、

女
性
の
立
場
で
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。
典
型
的
な
例
を
挙
げ
る
。

　
　

待
つ
恋
の
心
を
よ
め
る

451
狭
筵
に
ひ
と
り
む
な
し
く
年
も
経
ぬ
夜
の
衣
の
裾
あ
は
ず
し
て

452
狭
筵
に
幾
世
の
秋
を
忍
び
来
ぬ
今
は
た
同
じ
宇
治
の
橋
姫

453 
来
ぬ
人
を
か
な
ら
ず
待
つ
と
な
け
れ
ど
も
暁
方
に
な
り
や
し
ぬ

ら
む

「
待
つ
女
」
に
仮
託
す
る
女
歌
で
あ
る
。

ま
た
、
定
家
所
伝
本
『
金
槐
和
歌
集
』
は
、
実
朝
詠
の
み
で
構
成
さ

れ
る
。
恋
歌
も
同
様
で
あ
る
。
人
に
遣
わ
し
た
と
詞
書
に
あ
る
数
少
な

い
歌
に
相
手
の
返
歌
は
な
い
。
例
を
挙
げ
る
。

遠
き
国
へ
罷
れ
り
し
人
、
八
月
ば
か
り
に
帰
り
参
る
べ
き
よ

し
を
申
し
て
、
九
月
ま
で
見
え
ざ
り
し
か
ば
、
か
の
人
の
も

と
に
遣
は
し
侍
し
歌

425
来
む
と
し
も
頼
め
ぬ
上
の
空
に
だ
に
秋
風
吹
け
ば
雁
は
来
に
け
り

（186）
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426
い
ま
来
む
と
頼
め
し
人
は
見
え
な
く
に
秋
風
寒
み
雁
は
来
に
け
り

専
ら
恋
す
る
者
の
内
面
、
憧
れ
や
苦
悩
が
伝
統
を
踏
ま
え
て
表
現
さ

れ
る
の
が
実
朝
の
恋
歌
の
特
質
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
後
述
す
る
信
生

歌
に
比
較
す
れ
ば
、
虚
構
性
が
強
く
、
憧
憬
の
時
空
を
紡
ぎ
出
し
て
い

る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ
『
信
生
法
師
集
』
恋
歌
の
特
質

『
信
生
法
師
集
』
歌
集
部
の
う
ち
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
賀
に
相
当

す
る
和
歌
は
、
圧
倒
的
に
題
詠
が
多
い
。
先
に
掲
げ
た
梅
花
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
春
歌
中
、
唯
一
の
例
外
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
恋
部
に
至
る
と
、

題
詠
の
割
合
が
少
な
く
な
り
、
さ
ら
に
雑
部
で
は
、
恰
も
紀
行
部
の
続

き
の
よ
う
に
、
詞
書
が
長
く
散
文
が
主
体
と
な
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。

恋
部
の
特
質
は
実
朝
の
場
合
と
対
照
的
と
言
っ
て
も
よ
い
。
歌
数
は

78
首
。
う
ち
題
詠
は
28
首
（
114
〜
141
）。
題
詠
歌
の
割
合
が
少
な
い
。

142
番
歌
以
降
の
50
首⑫

に
は
、
恋
の
状
況
が
詞
書
に
説
明
さ
れ
、
ま
た

贈
答
歌
も
多
く
、
女
性
の
歌
と
す
る
も
の
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。
恋
の

相
手
も
一
人
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
機
知
に
富
ん
だ
や
り
と
り
は
時

に
劇
的
で
す
ら
あ
る
。
様
々
な
事
情
を
反
映
す
る
状
況
は
、
体
験
的
な

恋
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
る
。
大
胆
と
も
い
え
る
伸
び
や
か
さ
、
闊
達

さ
、
生
き
生
き
と
し
た
人
間
模
様
の
展
開
に
、
実
朝
の
忠
臣
で
あ
り
、

子
ど
も
た
ち
の
父
で
あ
っ
た
塩
谷
朝
業
の
、
ま
っ
た
く
別
の
顔
を
見
る

思
い
が
す
る
。

Ⅲ
『
信
生
法
師
集
』
と
『
新
和
歌
集
』

ほ
ぼ
同
時
代
の
私
撰
集
『
新
和
歌
集
』
に
載
る
信
生
歌
を
『
信
生
法

師
集
』
に
比
較
し
て
特
徴
を
み
て
お
き
た
い
。

『
新
和
歌
集
』
に
次
の
贈
答
歌
が
あ
る
。

あ
ひ
知
れ
る
女
の
も
と
へ
き
る
べ
き
も
の
な
ど
つ
か
は
し
た

り
け
る
に
、
さ
ら
ず
と
も
て
返
し
た
れ
ば             

信
生
法
師

604 
契
り
し
を
思
ひ
返
す
か
小
夜
衣
さ
て
や
う
ら
み
の
つ
ま
と
な
る

ら
む

　
　

女
返
し

605 
せ
め
て
な
ほ
飽
か
ぬ
名
残
に
小
夜
衣
夢
に
見
ゆ
や
と
返
す
ば
か

り
ぞ

こ
の
贈
答
は
『
信
生
法
師
集
』
の
次
の
歌
に
関
連
が
あ
ろ
う
。

年
来
物
申
し
侍
る
女
の
、「
異
人
を
見
せ
む
」
と
申
し
侍
り

し
を
「
さ
も
」
と
申
し
侍
り
し
か
ば
、
浅
き
心
の
ほ
ど
を
聞

き
て

146 
小
夜
衣
隔
て
な
く
こ
そ
契
り
し
に
い
か
で
怨
み
の
つ
ま
と
な
る

ら
む

和
歌
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
く
『
信
生
法
師
集
』
に
女
の
返
歌
は
な

い
が
、
小
夜
衣
に
纏
わ
る
恋
の
怨
み
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
着
物
を

贈
っ
た
と
こ
ろ
返
し
て
き
た
女
と
行
き
違
う
心
理
に
恋
の
終
わ
り
を
匂

わ
せ
る
『
新
和
歌
集
』
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
贈
答
に
比
べ
、『
信
生
法

師
集
』
の
何
と
素
朴
で
伸
び
や
か
で
あ
る
こ
と
か
。「
い
い
人
を
紹
介

（185）
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し
よ
う
か
」
と
か
ら
か
っ
た
と
こ
ろ
、「
そ
れ
で
も
い
い
わ
よ
」
と
言

わ
れ
て
が
っ
か
り
す
る
件
、
滑
稽
味
も
あ
る
。

ま
た
、『
新
和
歌
集
』
の

暮
を
頼
め
て
来
ざ
り
け
る
女
の
も
と
へ
諌
む
る
人
あ
り
と
聞

き
て                                                                  

信
生
法
師

620
天
の
原
横
切
る
雲
や
隔
つ
ら
む
そ
ら
頼
め
な
る
十
六
夜
の
月

は
、『
信
生
法
師
集
』
の
次
の
贈
答
に
通
じ
る
。

暮
を
頼
め
て
む
な
し
く
侍
り
し
女
の
も
と
へ
諌
む
る
人
あ
り

と
聞
き
て

172
山
の
端
を
横
切
る
雲
や
隔
つ
ら
む
そ
ら
頼
め
な
る
十
六
夜
の
月

　
　

返
事

173
数
な
ら
ぬ
身
を
浮
草
の
絶
え
せ
ね
ば
思
ひ
ぞ
曇
る
十
六
夜
の
月

信
生
歌
は
第
一
句
の
み
に
異
同
が
あ
る
が
、
歌
意
は
基
本
的
に
変
ら
な

い
。
夕
暮
時
に
約
束
し
た
の
に
女
性
が
来
な
か
っ
た
の
は
、
月
を
隔
て

る
雲
の
よ
う
に
、
ど
う
も
諌
め
る
人
の
せ
い
ら
し
い
、
と
信
生
が
詠
み

か
け
れ
ば
、
絶
え
せ
ぬ
物
思
い
で
心
が
塞
ぐ
の
で
す
（
あ
な
た
の
せ
い

よ
）、
と
切
り
返
す
女
性
。『
新
和
歌
集
』
に
は
女
の
返
歌
は
な
く
、
こ

の
や
り
と
り
の
面
白
さ
は
反
映
さ
れ
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
男
が
女
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
「
待
つ
男
」
の
登
場

『
信
生
法
師
集
』
恋
歌
の
顕
著
な
独
自
性
は
、「
待
つ
男
」
の
登
場
で

あ
る
。「
待
つ
男
」
を
「
訪
う
女
」
と
い
う
関
係
性
が
明
確
な
例
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

・  　

 

未
だ
打
ち
解
け
ず
侍
り
し
女
、
立
ち
出
で
て
侍
り
し
暇
に
詣

で
来
寄
り
て
帰
り
侍
り
し
か
ば

148 
か
り
そ
め
の
契
り
だ
に
な
き
荻
の
葉
を
い
か
に
頼
め
て
結
び
置

き
け
む

・  　

 

宵
の
程
物
な
ん
ど
申
し
て
帰
り
侍
る
女
の
も
と
よ
り

154
唐
衣
心
は
袖
に
留
め
置
き
て
身
の
憂
き
こ
と
を
思
ふ
ば
か
り
ぞ

・  　

 

待
つ
に
む
な
し
く
明
け
ぬ
る
朝
、
女
の
も
と
へ
遣
は
し
侍
る

155 
知
る
ら
め
や
待
つ
に
て
明
く
る
春
の
夜
も
い
ま
一
入
の
思
ひ
添

ふ
と
は

・  　

 

秋
の
頃
、
女
の
、
逢
ひ
て
立
ち
還
り
侍
り
し
朝
に
遣
は
し
侍
る

156
暮
待
た
で
消
え
な
む
も
の
か
帰
る
さ
の
名
残
の
露
に
秋
風
ぞ
吹
く

女
が
来
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
不
可
解
な
忘
れ
物
を
す
る
。

・  　

 

女
の
う
ら
な
し
を
留
め
て
帰
り
侍
り
し
を
、
追
ひ
て
遣
は
す

と
て

145 
片
枝
挿
す
麻
生
の
浦
梨
跡
絶
え
ば
憂
き
身
も
い
か
に
な
ら
む
と

す
ら
む

・  　
 

逢
ひ
な
が
ら
う
ち
も
解
け
侍
ら
ぬ
女
の
、
帯
を
忘
れ
て
帰
り

侍
り
し
、
遣
は
す
と
て

158 
夜
も
す
が
ら
辛
さ
を
結
ぶ
下
紐
の
誰
に
解
け
て
か
今
朝
は
見
ゆ

ら
む

（184）
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履
物
（
う
ら
な
し
）
を
置
い
て
帰
っ
て
し
ま
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
。
打
ち
解
け
な
い
女
が
な
ぜ
帯
を
忘
れ
て
帰
る
の
か
。
ど
の
よ
う

な
手
段
で
女
性
が
通
う
の
か
。
物
を
置
い
て
去
る
こ
と
に
何
ら
か
の
意

味
が
あ
る
の
か
。
疑
問
は
残
る
が
、
女
性
が
来
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い

忘
れ
物
で
あ
る
。

さ
ら
に
次
の
歌
は
い
わ
ゆ
る
老
い
ら
く
の
恋
。

老
い
の
頃
、「
今
宵
」
と
申
し
て
見
え
ず
侍
り
し
女
の
も
と
へ

157 
冴
え
冴
え
て
契
は
し
も
ぞ
結
び
け
る
待
つ
に
更
け
ぬ
る
袖
の
片

敷
き

「
今
夜
行
き
ま
す
」
と
言
っ
て
約
束
を
違
え
た
の
は
女
性
、
待
ち
兼

ね
て
嘆
く
の
は
老
い
た
男
性
で
あ
る
。
題
詠
歌
に
も
老
人
の
恋
が
あ
る
。

　
　

老
後
恋

133
老
い
に
け
る
身
に
し
思
ひ
は
増
鏡
辛
さ
も
影
に
映
る
な
り
け
り

こ
こ
に
は
「
待
つ
男
」
の
影
は
な
い
。
ま
た
、
来
ぬ
人
を
待
つ
題
詠
歌
に

　
　

寄
雨
恋

134
今
来
む
の
契
も
い
さ
や
数
な
ら
ぬ
身
を
知
る
雨
の
夕
暮
の
空

が
あ
る
が
、
待
つ
身
に
仮
託
し
た
女
歌
と
み
て
よ
い
。
28
首
の
題
詠
歌

に
「
待
つ
男
」
は
無
縁
で
あ
る
。

「
待
つ
男
」
が
頻
繁
に
登
場
す
る
の
は
、
題
詠
歌
で
は
な
い
50
首
で

あ
る
。
詞
書
に
書
か
れ
ず
と
も
、
女
性
が
訪
れ
る
こ
と
が
自
明
の
理
と

し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
信
生
以
前
は
言
う
ま
で
も
な
く

同
時
代
に
も
こ
の
よ
う
な
歌
集
は
あ
る
ま
い
。

Ⅴ
多
様
な
恋

『
新
和
歌
集
』
に
は
、
例
は
少
な
い
も
の
の
、
当
時
の
東
国
の
男
女

の
あ
り
方
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

ま
ず
、「
待
つ
男
」
の
例
は
、
先
述
し
た
信
生
歌
（
620
）
以
外
に
は

１
首
の
み
。久

し
く
訪
れ
ざ
り
け
る
女
の
も
と
へ
長
月
の
末
つ
方
に
つ
か

は
し
け
る                                                               

平
時
兼

651 
吹
き
過
ぐ
る
風
を
た
よ
り
の
荻
の
葉
の
秋
果
て
ぬ
と
や
訪
れ
も

な
き

女
の
訪
れ
の
途
絶
え
。
女
が
男
の
も
と
へ
通
う
の
は
東
国
で
は
決
し
て

珍
し
く
は
な
い
慣
習
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

た
だ
し
、
常
に
必
ず
女
が
や
っ
て
来
る
わ
け
で
も
な
い
。『
新
和
歌

集
』
に
は
信
生
の
恋
の
相
手
の
歌
が
２
首
見
え
る
。

・  　

 

信
生
法
師
の
お
こ
せ
た
る
文
の
は
し
に
書
き
て
女
の
返
し
け
る

638 
浜
千
鳥
通
ふ
か
た
が
た
あ
ま
た
あ
れ
ば
ふ
み
違
へ
た
る
跡
か
と

ぞ
み
る

・  　

 

久
し
く
と
は
ざ
り
け
る
女
の
も
と
よ
り
、
信
生
法
師
に
申
し

つ
か
は
し
け
る

657 
さ
て
も
さ
は
か
き
絶
え
ぬ
る
か
さ
さ
が
に
の
い
か
に
な
る
べ
き

心
細
さ
ぞ

こ
こ
に
み
る
信
生
は
な
か
な
か
艶
福
家
の
よ
う
で
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

通
っ
て
い
く
女
が
い
て
、
怨
み
を
買
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。「
待
つ

（183）
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男
」
は
「
通
う
男
」
で
も
あ
る
。
因
み
に
『
信
生
法
師
集
』
に
も
、
心

変
わ
り
し
た
女
に
「
通
う
男
」
が
あ
る
と
聞
い
て
歌
を
遣
る
例
が
あ
る
。

物
申
し
侍
り
し
女
の
も
と
へ
、
通
ふ
人
侍
り
け
り
と
聞
き
て
、

次
の
年
の
春
遣
は
し
侍
る

161
春
来
て
も
猶
滞
る
心
か
な
う
ち
出
づ
る
波
の
数
に
し
あ
ら
ね
ば

ま
た
、
共
住
み
の
男
女
も
い
た
。『
新
和
歌
集
』
に
は
、
長
年
共
に

暮
ら
し
た
二
人
の
別
れ
の
贈
答
が
み
え
る
。

す
み
わ
た
り
け
る
女
、
長
月
の
末
つ
方
に
も
の
へ
ま
か
り
て

今
は
帰
る
ま
じ
き
よ
し
申
し
た
り
け
る
に
、
移
ろ
へ
る
菊
に

つ
け
て
遣
り
に
け
る                                           

浄
意
法
師

653 
長
月
は
明
日
を
限
り
と
き
く
も
の
を
今
日
あ
き
は
つ
る
人
も
あ

り
け
り

　
　

女
返
し

654 
白
菊
の
う
つ
ろ
ふ
色
を
見
す
る
に
も
あ
き
は
て
け
り
と
我
ぞ
知

り
ぬ
る

さ
ら
に
、
家
集
『
前
長
門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
集⑬

』
に
あ
る
次
の

歌
も
看
過
で
き
な
い
。

　
　

思
わ
づ
ら
ふ

121 
行
き
や
せ
む
来
よ
と
や
言
は
む
と
思
ふ
間
に
や
す
く
も
月
の
更

け
に
け
る
か
な

こ
の
歌
は
前
後
の
配
列
か
ら
判
断
し
て
恋
歌
で
あ
る
。
訪
ね
よ
う
か
そ

れ
と
も
来
る
よ
う
に
言
お
う
か
と
思
い
煩
っ
て
い
る
う
ち
に
月
は
傾
い

て
し
ま
っ
た
、
の
意
で
あ
る
。
信
生
の
息
、
時
朝
の
恋
歌
は
、
伝
統
的

な
題
詠
が
ほ
と
ん
ど
で
、
父
の
よ
う
な
傾
向
を
見
出
し
得
な
い
の
だ
が
、

右
の
例
に
は
、
行
く
の
も
来
る
の
も
、
そ
こ
に
男
女
の
制
限
は
な
い
と

い
う
東
国
性
が
仄
見
え
よ
う
。

鎌
倉
期
の
東
国
で
は
、
男
女
の
往
来
が
お
お
お
ら
か
で
都
に
比
べ
る

と
は
る
か
に
自
由
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
恋
の
あ
り
方
が
許
容
さ
れ
て

い
た
と
推
察
出
来
る
。

Ⅵ
色
好
み
の
変
容

王
朝
的
「
色
好
み
」
と
い
う
美
的
理
念
は
「
通
う
（
行
動
す
る
）
男
」

と
「
待
つ
女
」
と
い
う
図
式
の
上
で
成
り
立
つ
の
で
あ
る⑭

。
例
外
的
に

『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
が
夕
顔
を
古
び
た
別
荘
に
伴
い
、『
和
泉
式
部

日
記
』
の
女
を
帥
宮
が
連
れ
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
ま
た
、『
建

礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
で
は
資
盛
が
迎
え
の
車
を
寄
こ
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
秘
め
た
る
恋
で
は
女
の
家
で
は
な
い
場
所
で
逢
瀬
を
持
つ
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
女
が
男
の
居
所
を
訪
ね
る
と
い
う
こ
と
は
、

ま
ず
は
あ
り
得
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
和
歌
も
自
ず
と
こ
の
基
盤
の
上
で

詠
ま
れ
た
。

し
か
し
、
時
が
遷
れ
ば
無
論
の
こ
と
、
同
時
代
で
も
遠
隔
地
で
文
化

体
系
が
異
な
れ
ば
、「
通
う
男
」
と
「
待
つ
女
」
の
図
式
は
成
り
立
た

な
く
な
る
。

実
朝
と
信
生
の
生
き
た
時
代
、
鎌
倉
と
京
の
交
通
は
、
き
わ
め
て
盛
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ん
で
あ
り
、
人
も
文
化
も
物
品
も
頻
繁
に
往
来
し
た
こ
と
が
『
吾
妻
鏡
』

よ
り
知
ら
れ
る
。
一
方
、
政
治
、
経
済
の
中
心
で
あ
る
都
と
周
縁
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
た
。
時
代
は
下
る
が
、
後
深
草
院
二
条
（
一
二
五
七

〜
？
）
の
手
に
な
る
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
は
、
鎌
倉
と
い
う
土
地
柄

に
馴
染
め
ぬ
記
述
が
あ
る
。

（
上
略
）
化
粧
坂
と
い
ふ
山
を
越
え
て
、
鎌
倉
の
方
を
見
れ
ば
、

東
山
に
て
京
を
見
る
に
は
引
き
違
へ
て
、
階
な
ど
の
や
う
に
重
々

に
、
袋
の
中
に
物
を
入
れ
た
る
や
う
に
住
ま
ひ
た
る
。
あ
な
物
わ

び
し
と
や
う
や
う
見
え
て
、
心
と
ど
ま
り
ぬ
べ
き
心
地
も
せ
ず
。

（
234
頁⑮

）

地
形
ば
か
り
で
は
な
く
都
と
は
異
な
る
風
俗
習
慣
に
も
戸
惑
う
。
折

し
も
将
軍
惟
康
親
王
が
排
斥
さ
れ
上
洛
す
る
様
子
の
惨
さ
を
目
の
当
た

り
に
し
、

さ
て
も
将
軍
と
申
す
も
、
夷
な
ど
が
お
の
れ
と
世
を
打
ち
取
り
て

か
く
な
り
た
る
な
ど
に
て
も
お
は
し
ま
さ
ず
。                  
（
240
頁
）

と
書
き
留
め
ら
れ
、
都
の
優
越
性
が
覗
か
れ
る
。
二
条
は
、
す
べ
て
の

文
化
の
規
範
で
あ
る
都
か
ら
来
た
み
や
び
な
尼
と
し
て
行
く
先
々
で
優

遇
さ
れ
て
も
い
る
。
旅
人
の
目
に
映
っ
た
鎌
倉
は
、
京
と
は
隔
た
る
辺

境
で
あ
っ
た
。

先
に
触
れ
た
婚
姻
に
関
わ
る
制
度
、
形
態
、
慣
習
に
も
差
異
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
共
住
み
に
し
て
も
、
ま
ず
は
男
性
が
通
う
招
婿
婚
と
同

じ
と
は
考
え
に
く
い
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
実
朝
の
父
母
の
結
婚
で

あ
る
。
頼
朝
と
結
婚
に
至
る
い
き
さ
つ
が
北
条
政
子
（
一
一
五
七
〜

一
二
二
五
）
の
口
を
通
し
て
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
四
月
八
日
の
条
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。

御
台
所
被
二
報
申
一
云
。
君
為
二
流
人
一
坐
二
豆
州
一
給
之
比
。
於
レ
吾

雖
レ
有
二
芳
契
一。
北
条
殿
怖
二
時
宜
一。
潜
被
二
引
籠
一
之
。
而
猶
和
│二

順
君
一。
迷
二
暗
夜
一。
凌
二
深
雨
一。
到
二
君
之
所
一。

「
流
人
と
し
て
伊
豆
に
い
ら
し
た
頃
の
あ
な
た
と
私
は
契
を
結
び
ま

し
た
が
、
父
の
北
条
時
政
は
時
勢
を
恐
れ
、
私
を
家
に
閉
じ
込
め
ま
し

た
。
そ
れ
で
も
な
お
あ
な
た
を
慕
い
、
暗
い
夜
に
迷
い
な
が
ら
、
激
し

い
雨
を
凌
い
で
あ
な
た
の
元
に
辿
り
着
い
た
の
で
す
」
と
い
う
結
婚
の

背
景
に
は
、
時
代
の
情
勢
と
東
国
と
い
う
地
域
性
が
あ
ろ
う
。
先
の
見

え
ぬ
状
況
に
あ
っ
て
親
の
意
志
に
反
し
て
燃
え
る
若
い
女
性
の
情
熱
が

感
じ
と
れ
る
。
ま
さ
し
く
女
性
が
男
性
の
も
と
に
走
っ
た
恋
の
成
就
が

頼
朝
と
政
子
の
結
婚
で
あ
っ
た
。

一
方
、
実
朝
は
京
か
ら
坊
門
信
清
の
息
女
を
妻
に
迎
え
て
い
る
。
三

代
将
軍
と
し
て
父
や
兄
を
み
て
き
た
政
治
的
な
配
慮
や
文
化
的
志
向
も

あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。

鎌
倉
武
家
で
は
一
夫
一
婦
制
を
守
る
方
向
性
が
あ
り
、
京
の
貴
族
と

は
異
な
る
、
婚
姻
を
重
視
し
た
男
女
の
男
女
間
の
モ
ラ
ル
が
生
ま
れ
つ

つ
あ
っ
た
。
北
条
重
時
（
一
一
九
八
〜
一
二
六
一
）
の
『
六
波
羅
殿
御

家
訓
』
に
に
つ
い
て
、
田
端
泰
子⑯

は
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。

婚
姻
前
の
武
士
の
男
性
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
女
の
も
と
に
通
う
な
、

（181）
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そ
こ
に
泊
ま
っ
た
り
す
る
な
、
呼
ぶ
な
ら
若
党
の
家
に
呼
ぶ
べ
き

で
、
自
分
の
屋
敷
に
呼
ん
だ
り
す
る
な
、
と
軽
率
な
行
動
を
と
っ

て
、
大
事
な
婚
姻
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
諌
め
て
い
る
（『
六
波
羅

殿
御
家
訓
』
十
三
）。
／
ま
た
妻
に
つ
い
て
は
、
よ
く
そ
の
心
を

見
き
わ
め
て
一
人
だ
け
と
す
べ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
（『
極

楽
寺
殿
御
消
息
』
五
十
）。

こ
れ
が
ど
こ
ま
で
浸
透
し
て
い
た
の
か
は
、
武
家
の
階
層
に
よ
っ
て
も

変
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
家
臣
で
あ
っ
た
信
生
の
郷
里
は
、
鎌
倉
よ

り
さ
ら
に
草
深
い
鄙
で
あ
る
。
土
俗
的
な
風
習
も
残
っ
て
い
た
と
想
像

さ
れ
る
。

王
朝
和
歌
と
は
異
質
の
恋
歌
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
が
あ
ろ
う
。

Ⅶ
東
国
の
恋
歌

『
金
槐
和
歌
集
』
同
様
、
信
生
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
私
撰
集
、
私
家
集

の
恋
歌
に
は
題
詠
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る⑰

。『
新
和
歌
集
』
恋
部

は
、
ほ
と
ん
ど
を
題
詠
歌
が
占
め
る
。
所
収
さ
れ
る
信
生
法
師
の
歌
も

５
首
中
３
首
は
題
詠
で
あ
る
。
こ
れ
は
首
肯
出
来
る
傾
向
で
あ
る
。
異

な
る
文
化
圏
で
そ
の
伝
統
を
和
歌
表
現
に
忠
実
に
継
承
す
る
な
ら
ば
、

題
詠
と
い
う
類
型
を
踏
襲
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
題

詠
の
恋
歌
に
は
「
通
う
男
」
と
「
待
つ
女
」
の
図
式
が
潜
在
し
て
い
る
。

『
信
生
法
師
集
』
恋
歌
に
お
い
て
も
題
詠
に
関
し
て
は
例
外
で
は
な
い
。

そ
の
一
方
、「
待
つ
男
」
と
「
訪
う
女
」
の
関
係
が
『
新
和
歌
集
』『
前

長
門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
集
』
の
恋
歌
に
仄
見
え
、『
信
生
法
師
集
』

で
大
胆
に
表
出
さ
れ
る
。
待
つ
辛
さ
を
託
ち
、
約
束
を
破
ら
れ
て
落
胆

す
る
の
は
、
女
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
表
現
に
は
、
詞

書
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
東
国
の
現
状
と
実
朝
と
は
異
な
る
ひ
と
り
の
臣
下
の
生
活

環
境
が
反
映
し
て
い
よ
う
。
題
詠
の
多
い
風
潮
に
あ
っ
て
、『
信
生
法

師
集
』
の
恋
歌
は
、
詞
書
と
和
歌
と
い
う
伝
統
形
式
を
踏
ま
え
つ
つ
逸

脱
し
た
例
外
と
言
い
得
よ
う
。
こ
の
意
味
で
稀
有
の
特
質
を
も
つ
家
集

で
あ
る
。

４
、
む
す
び―

実
朝
と
信
生

和
歌
を
媒
介
に
し
た
君
臣
の
和
や
か
な
交
流
は
、
実
朝
に
対
す
る
敬

慕
の
念
を
深
め
、
家
臣
同
士
の
絆
も
強
め
た
。
実
朝
歌
と
信
生
歌
の
表

現
の
類
似
は
、
梅
花
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
象
徴
さ
れ
る
精
神
の
親
和
性
と

感
性
の
共
鳴
を
示
唆
す
る
。

そ
の
一
方
、
恋
歌
に
至
る
と
両
者
の
相
違
が
歴
然
と
す
る
。
そ
こ
に

は
資
性
の
み
な
ら
ず
、
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
、
主
君
と
臣
下
と
い
う
置

か
れ
た
立
場
の
差
異
も
お
お
い
に
反
映
し
て
い
よ
う
。
将
軍
と
し
て
、

常
に
京
の
朝
廷
と
歌
壇
に
目
を
向
け
て
い
た
実
朝
は
、
き
わ
め
て
忠
実

に
和
歌
の
伝
統
を
学
ん
だ
。『
金
槐
和
歌
集
』
恋
部
は
題
詠
歌
を
配
列

構
成
し
て
、
王
朝
物
語
的
情
趣
を
紡
ぎ
出
そ
う
と
し
て
い
る
面
も
あ
る
。
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東
国
の
帝
王
の
品
格
の
規
範
は
貴
族
文
化
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一

方
、「
待
つ
男
」
の
頻
繁
に
登
場
す
る
『
信
生
法
師
集
』
に
顕
著
な
の
は
、

東
国
の
土
俗
を
し
の
ば
せ
る
躍
動
感
あ
る
恋
の
世
界
で
あ
る
。

恋
の
詠
歌
傾
向
は
対
照
的
と
も
言
え
る
二
人
の
歌
人
だ
が
、
伝
統
の

継
承
と
い
う
問
題
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
辺
境
に
あ
っ
て
中
央
で
醸
成

さ
れ
た
伝
統
様
式
を
学
ぶ
独
自
の
達
成
と
限
界
を
、
実
朝
に
も
信
生
に

も
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
教
授　

日
本
文
学
）

注
① 

『
信
生
法
師
集
』
の
引
用
は
、
宮
内
省
書
陵
部
蔵
『
信
生
法
師
集
』
に
拠
り
、

私
に
表
記
す
る
。
参
考
：
拙
著
『
信
生
法
師
集
新
訳
註
』
風
間
書
房
2002

② 

・ 

拙
著
『
金
槐
和
歌
集
の
時
空
』（
和
泉
書
院
2000
）
第
一
章
「
時
空
と
表
現
」

で
述
べ
た
。

 

・ 

実
朝
は
没
後
、
勅
撰
集
に
「
鎌
倉
右
大
臣
」
と
し
て
名
を
連
ね
る
。『
信

生
法
師
集
』
で
も
実
朝
を
右
大
臣
殿
と
称
し
て
い
る
。

③ 

引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
第
一
巻
』（
角
川
書
店
）
に
よ
り
、
私
に
表
記
す

る
。

④ 

②
の
拙
著
、
第
二
章
第
二
節
「『
信
生
法
師
集
』
に
お
け
る
実
朝
像
」
で
論

述
し
た
。

⑤ 

本
文
中
の
『
吾
妻
鏡
』
引
用
は
、
す
べ
て
国
史
大
系
『
吾
妻
鏡
』（
吉
川
弘

文
館
）
に
拠
る
。

⑥ 

『
新
和
歌
集
』
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
第
六
巻
』（
角
川
書
店
）
に
拠

り
、
私
に
表
記
す
る
。

⑦ 

定
家
所
伝
本
『
金
槐
和
歌
集
』
の
引
用
は
、
佐
佐
木
信
綱
解
説
の
復
刻
版

に
拠
り
、
私
に
表
記
す
る
。

⑧ 

「
雪
の
夕
暮
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
実
朝
と
後
鳥
羽
院―

定
家
所
伝
本
『
金

槐
和
歌
集
』
を
め
ぐ
る
試
論―

」（
川
村
学
園
女
子
大
学
研
究
紀
要　

第
23

巻
第
１
号
2012
・
３
）
で
触
れ
た
。

⑨ 

「
今
日
過
ぎ
ぬ
命
も
し
か
と
お
ど
ろ
か
す
入
相
の
鐘
の
声
ぞ
悲
し
き
（
新
古

今
・
釈
教
1955
・
寂
然
）」
の
ご
と
く
、
人
生
の
悲
哀
を
反
映
さ
せ
る
詠
が
多

い
。

⑩ 

信
生
歌
、
下
の
句
不
明
。

⑪ 

②
の
拙
著
第
一
章
第
二
節
「
憧
憬
の
時
空―

恋
歌
の
配
列
構
成―

」
で
論

じ
た
。

⑫ 

142
番
歌
以
降
の
全
歌
を
掲
げ
る
。

　
　

心
な
ら
ず
遠
き
程
へ
立
ち
離
れ
侍
り
し
女
の
事
を
思
ひ
侍
り
て

142
思
ひ
や
る
心
の
末
ぞ
知
ら
れ
け
る
千
里
の
雲
の
夕
暮
の
空

　
　

秋
と
頼
め
て
春
別
れ
し
女
の
も
と
へ

143
秋
待
た
で
露
の
命
は
消
え
ぬ
と
も
草
の
原
訪
ふ
人
も
あ
ら
じ
を

　
　

 

女
の
も
と
よ
り
形
見
に
も
と
て
、
歌
を
書
き
集
め
て
賜
う
て
侍
り
し

返
事

144
書
き
つ
く
る
人
の
心
や
い
か
な
ら
む
跡
は
変
ら
ぬ
形
見
な
り
と
も

　
　

女
の
う
ら
な
し
を
留
め
て
帰
り
侍
り
し
を
、
追
ひ
て
遣
は
す
と
て

145
片
枝
挿
す
麻
生
の
浦
梨
跡
絶
え
ば
憂
き
身
も
い
か
に
な
ら
む
と
す
ら
む

　
　

 

年
来
物
申
し
侍
る
女
の
、「
異
人
を
見
せ
む
」
と
申
し
侍
り
し
を
「
さ

も
」
と
申
し
侍
り
し
か
ば
、
浅
き
心
の
ほ
ど
を
聞
き
て

146
小
夜
衣
隔
て
な
く
こ
そ
契
り
し
に
い
か
で
怨
み
の
つ
ま
と
な
る
ら
む

　
　

女
に
遠
く
立
ち
離
る
る
こ
と
侍
り
し
に
、
道
よ
り
申
し
け
る

147
思
ひ
や
れ
暮
を
待
つ
だ
に
堪
へ
ぬ
身
の
や
が
て
隔
つ
る
峰
の
白
雲

　
　

 

未
だ
打
ち
解
け
ず
侍
り
し
女
、
立
ち
出
で
て
侍
り
し
暇
に
詣
で
来
寄

（179）
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り
て
帰
り
侍
り
し
か
ば

148
か
り
そ
め
の
契
り
だ
に
な
き
荻
の
葉
を
い
か
に
頼
め
て
結
び
置
き
け
む

　
　

 

思
ひ
放
た
ぬ
や
う
に
返
事
は
申
し
な
が
ら
、
さ
す
が
強
く
侍
り
し
女

の
も
と
へ

149
言
の
葉
は
ま
だ
秋
果
て
ぬ
色
な
が
ら
露
の
契
の
な
ど
や
絶
え
な
む

　
　

忍
び
け
る
女
の
も
と
よ
り

150
人
目
の
み
し
げ
き
軒
端
の
忍
草
忍
ぶ
も
の
か
ら
露
ぞ
こ
ぼ
る
る

　
　

返
事

151
も
ら
す
な
よ
時
雨
降
る
や
の
忍
草
忍
び
も
あ
へ
ず
露
こ
ぼ
る
と
も

　
　

女
の
も
と
よ
り
、
月
明
か
き
夜
申
し
お
こ
せ
て
侍
る

152
物
思
ふ
涙
に
濡
る
る
袖
の
上
に
い
か
に
契
り
て
月
宿
る
ら
む

　
　

返
し

153
思
ひ
や
る
心
の
月
や
宿
る
ら
む
あ
り
し
名
残
の
露
を
訪
ね
て

　
　

宵
の
程
物
な
ん
ど
申
し
て
帰
り
侍
る
女
の
も
と
よ
り

154
唐
衣
心
は
袖
に
留
め
置
き
て
身
の
憂
き
こ
と
を
思
ふ
ば
か
り
ぞ

　
　

待
つ
に
む
な
し
く
明
け
ぬ
る
朝
、
女
の
も
と
へ
遣
は
し
侍
る

155
知
る
ら
め
や
待
つ
に
て
明
く
る
春
の
夜
も
い
ま
一
入
の
思
ひ
添
ふ
と
は

　
　

秋
の
頃
、
女
の
、
逢
ひ
て
立
ち
還
り
侍
り
し
朝
に
遣
は
し
侍
る

156
暮
待
た
で
消
え
な
む
も
の
か
帰
る
さ
の
名
残
の
露
に
秋
風
ぞ
吹
く

　
　

老
い
の
頃
、「
今
宵
」
と
申
し
て
見
え
ず
侍
り
し
女
の
も
と
へ

157
冴
え
冴
え
て
契
は
し
も
ぞ
結
び
け
る
待
つ
に
更
け
ぬ
る
袖
の
片
敷
き

　
　

 

逢
ひ
な
が
ら
う
ち
も
解
け
侍
ら
ぬ
女
の
、
帯
を
忘
れ
て
帰
り
侍
り
し
、

遣
は
す
と
て

158
夜
も
す
が
ら
辛
さ
を
結
ぶ
下
紐
の
誰
に
解
け
て
か
今
朝
は
見
ゆ
ら
む

　
　

七
月
後
朝
に
女
に
別
れ
侍
る
と
て

159
た
な
ば
た
の
絶
え
ぬ
契
は
さ
も
あ
ら
で
別
れ
ば
か
り
を
何
譬
ふ
ら
む

　
　

 

ま
た
物
申
し
触
れ
侍
る
か
た
を
嫉
み
申
す
女
の
も
と
へ
、
身
に
患
ふ

事
侍
り
し
頃
、
詠
み
て
遣
は
し
侍
る

160
露
の
身
の
か
く
て
消
え
な
ば
濡
れ
衣
の
乾
か
で
や
ま
む
名
こ
そ
惜
し
け
れ

　
　

 

物
申
し
侍
り
し
女
の
も
と
へ
、
通
ふ
人
侍
り
け
り
と
聞
き
て
、
次
の

年
の
春
遣
は
し
侍
る

161
春
来
て
も
猶
滞
る
心
か
な
う
ち
出
づ
る
波
の
数
に
し
あ
ら
ね
ば

　
　

 

物
申
し
侍
り
し
女
の
恨
む
る
事
侍
り
て
、
し
ば
し
か
き
絶
え
て
、
あ

ら
ず
侍
り
し
か
ば
、
詠
み
て
遣
は
し
侍
る

162
忘
れ
じ
の
契
は
夢
に
成
し
果
て
て
辛
さ
ば
か
り
ぞ
現
な
り
け
る

　
　

返
事

163
忘
れ
じ
の
契
も
夢
に
な
り
行
け
ば
夢
か
と
ぞ
げ
に
驚
か
れ
ぬ
る

　
　

 

年
の
内
に
物
申
し
初
め
た
る
女
、
春
と
契
り
な
が
ら
、
春
も
何
と
な

く
む
な
し
く
過
ぎ
侍
り
し
か
ば

164
あ
ら
た
ま
る
春
と
頼
め
て
い
か
で
猶
辛
さ
の
去
年
に
変
ら
ざ
る
ら
む

　
　

 

世
を
慎
む
女
、
宵
の
程
、「
物
な
ん
ど
よ
し
な
し
」
と
申
し
侍
り
し
か

ば

165
現
と
も
ま
だ
醒
め
や
ら
ぬ
逢
ふ
事
の
や
が
て
夢
に
も
な
ら
む
も
の
か
は

　
　

女
の
も
と
よ
り

166
思
ひ
侘
び
憂
き
世
の
外
を
訪
ね
て
も
見
し
世
の
夢
の
い
つ
か
醒
む
べ
き

　
　

返
事

167
後
の
世
に
醒
め
て
も
我
は
忘
れ
じ
な
見
果
て
ぬ
夢
の
残
る
面
影

　
　

 

物
申
し
侍
り
し
女
、
仲
絶
え
て
、
も
と
の
男
と
春
の
頃
返
り
逢
ひ
に

け
り
と
聞
き
て

168
色
見
え
ぬ
人
の
心
は
花
の
み
ぞ
い
つ
し
か
春
は
ね
に
返
り
け
る

　
　

忍
び
て
逢
ひ
侍
る
女
の
も
と
よ
り
、
帰
り
侍
り
し
朝

169
花
染
め
の
返
る
習
ひ
を
い
か
に
せ
む
う
つ
し
心
も
な
さ
ば
な
き
身
を

　
　

 

春
よ
り
通
ひ
侍
り
し
女
、
水
無
月
の
末
に
か
き
絶
え
侍
り
し
か
ば
、

お
も 

 
か
と
て
遣
は
し
侍
る

（178）
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170
吾
妹
子
が
心
に
秋
や
立
ち
ぬ
ら
む
情
も
今
は
み
な
つ
き
の
空

　
　

返
事

171
吾
妹
子
が
心
に
の
み
や
秋
も
来
む
人
の
情
も
み
な
つ
き
の
空

　
　

 

暮
を
頼
め
て
む
な
し
く
侍
り
し
女
の
も
と
へ
諌
む
る
人
あ
り
と
聞
き

て

172
山
の
端
を
横
切
る
雲
や
隔
つ
ら
む
そ
ら
頼
め
な
る
十
六
夜
の
月

　
　

返
事

173
数
な
ら
ぬ
身
を
浮
草
の
絶
え
せ
ね
ば
思
ひ
ぞ
曇
る
十
六
夜
の
月

　
　

 

女
の
も
と
よ
り
、
稲
の
穂
を
文
に
包
み
て
遣
は
し
て
侍
る
、
そ
の
穂

に
つ
け
て

174
穂
に
出
で
て
何
厭
ふ
ら
む
逢
う
ふ
事
を
稲
葉
の
風
も
秋
は
著
き
を

　
　

 

人
目
を
慎
み
て
、
心
に
も
詠
ま
せ 

 

を
嘆
き
て
、
世
を
憂
き
こ
と

に
思
ひ
な
り
に
し
女
の
も
と
へ
、
念
仏
の
事
を
書
き
て
遣
は
す
草
子

の
奥
に

175
思
ひ
出
で
よ
山
の
端
近
き
月
見
て
も
西
に
傾
く
類
あ
り
き
と

　
　

暇
も
な
く
て
、
ま
た
も
逢
ひ
侍
ら
ざ
り
し
女
の
も
と
へ

176
か
き
く
ら
す
心
の
闇
の
晴
れ
や
ら
で
来
む
世
に
さ
へ
や
闇
に
迷
は
む

　
　

陸
奥
国
へ
立
ち
離
る
る
女
の
も
と
へ
申
し
さ
く
し
く
な
り
て

177
い
た
づ
ら
に
君
も
齢
や
武
隈
の
ま
つ
と
せ
し
間
に
年
ぞ
経
に
け
る

　
　

 

物
申
し
侍
り
し
女
、
親
は
ら
か
ら
に
諌
め
ら
れ
て
、
心
な
ら
ず
遠
き

所
へ
立
ち
離
れ
侍
り
し
に
、
思
ふ
心
や
あ
り
け
む
、
さ
見
え
侍
る
気

色
の
見
え
侍
り
し
か
ば

178
め
ぐ
り
逢
は
む
し
ば
し
憂
き
世
に
影
と
め
よ
誰
も
思
ひ
は
有
明
の
月

　
　

か
の
女
、
道
よ
り
髪
を
切
り
て
遣
は
す
と
て

179
一
筋
に
思
ひ
切
れ
ど
も
黒
髪
の
乱
れ
て
物
ぞ
悲
し
か
り
け
る

　
　

返
事

180
大
方
は
思
ひ
切
る
と
も
黒
髪
の
元
結
ひ
置
き
し
契
違
ふ
な

　
　

様
変
へ
て
後
遣
は
し
侍
り
け
る

181
よ
し
さ
ら
ば
苦
し
き
海
に
舟
出
し
て
我
を
も
渡
せ
須
磨
の
あ
ま
人

　
　

返
事

182
あ
ま
人
と
身
は
な
り
ぬ
れ
ど
舟
出
し
て
渡
す
ば
か
り
は
法
も
習
は
ず

　
　

 

深
く
長
き
世
ま
で
と
頼
め
て
侍
る
女
、「
こ
の
暮
に
は
必
ず
物
申
さ
む
」

な
ん
ど
申
し
な
が
ら
、
人
目
し
げ
く
て
叶
う
ふ
ま
じ
き
よ
し
を
申
し

お
こ
せ
て
侍
り
け
れ
ば

183
め
ぐ
り
逢
は
む
契
も
い
さ
や
か
ね
て
よ
り
曇
る
と
見
ゆ
る
山
の
端
の
月

　
　

 

な
ん
ど
申
し
て
後
、
仲
絶
え
て
侍
る
女
の
も
と
よ
り

184
絶
え
ぬ
か
な
岩
間
隠
れ
の
忘
れ
水
浮
き
名
ば
か
り
を
世
に
は
流
し
て

　
　

返
事

185
思
ひ
出
で
ぬ
契
な
ら
ば
ぞ
忘
れ
水
さ
て
山
の
井
の
絶
え
も
果
つ
べ
き

　
　

七
月
七
日
、
女
の
も
と
よ
り

186
さ
ら
ぬ
だ
に
別
れ
を
惜
し
む
織
女
に
濡
る
る
衣
を
ま
た
や
貸
さ
ま
し

　
　

返
事

187
織
女
に
濡
る
る
衣
を
貸
す
な
ゆ
め
重
ね
む
夜
半
も
た
ぐ
ひ
も
ぞ
す
る

　
　

 

心
に
ま
か
せ
て
物
な
ん
ど
申
す
こ
と
の
な
き
に
つ
け
て
も
、
世
を
厭

は
し
き
こ
と
に
思
ひ
な
り
侍
り
け
る
女
の
も
と
よ
り

188
契
あ
ら
ば
同
じ
蓮
を
願
ひ
て
む
よ
し
や
こ
の
世
を
思
ひ
絶
え
ね
よ

　
　

返
事

189
こ
の
世
に
て
露
も
契
も
堪
へ
て
こ
そ
頼
み
も
あ
ら
め
蓮
葉
の
上

　
　

 

物
申
し
侍
り
し
女
、
心
な
ら
ず
立
ち
離
る
る
事
侍
り
し
に
、
い
か
な

る
人
に
心
移
ら
む
と
疑
ひ
、
申
し
侍
り
し

190
わ
が
心
も
し
も
浅
間
に
さ
も
あ
ら
ば
く
ゆ
る
煙
と
と
も
に
消
え
な
む

　
　

 
程
経
て
後
、
こ
の
返
事
侍
る
に
、「
様
変
へ
て
と
申
す
な
む
」
と
聞
き

侍
り
し
か
ば

200
め
ぐ
り
逢
は
で
憂
き
世
背
か
ば
月
影
に
違
ひ
し
雲
の
覆
ふ
と
思
は
む

（177）
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⑬ 

引
用
は
、『
私
家
集
大
成
第
四
巻
』（
明
治
書
院
）
に
拠
り
、
私
に
表
記
す
る
。

⑭ 

拙
著
『〈
色
好
み
〉
の
系
譜―

女
た
ち
の
ゆ
く
え
』
世
界
思
想
社
1996

⑮ 
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
福
田
秀
一
校
注
）

に
拠
る
。

⑯ 
田
端
泰
子
・
細
川
涼
一
『
女
人
、
老
人
、
子
ど
も
』
日
本
の
中
世
４　

中

央
公
論
社
2002

⑰ 

恋
歌
の
み
な
ら
ず
『
新
和
歌
集
』『
東
撰
和
歌
六
帖
』
全
体
を
見
渡
す
と
、

題
詠
が
圧
倒
的
に
多
い
。
と
り
わ
け
『
東
撰
和
歌
六
帖
』
は
題
詠
で
整
理

さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

（176）


