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だ
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「
女
」
は
「
消
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
詠
ん
だ
か 

─
「
歌
の
や
う
な
る
」
こ
と
ば
へ
の
感
応
も
し
く
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
諸
本
論
卑
見

─

金
　
　
井
　
　
利
　
　
浩

折
か
ら
の
、
例
に
よ
っ
て
届
い
た
宮
か
ら
の
「
御
文
」
に
、
な
ら
ば
と
「
女
」
が
「
や
が
て
引
き
結
び
て
た
て
ま
つ
」
る
こ
と
に
し

た
、
そ
の
時
点
ま
で
「
手
習
の
や
う
に
」
書
き
つ
け
て
い
た
詞
章
は
、
九
月
下
旬
の
あ
か
つ
き
の
自
然
を
写
し
、
景
情
融
合
の
筆
致
の
な

か
に
五
首
の
和
歌
を
散
り
ば
め
た
名
文
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
に
、
宮
は
一
切
の
こ
と
ば
を
省
き
、
五
首
の
返
歌
を
つ
ら
ね
る
、
こ
の

初
句
揃
え
の
五
首
連
作
の
贈
答
の
形
式
美
は
、
さ
な
が
ら
ふ
た
り
の
情
趣
的
恋
愛
の
極
点
を
示
し
て
い
る

─
『
和
泉
式
部
日
記
（
物

語
）』
の
枢
要
な
く
だ
り
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
五
首
贈
答
の
場
面
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
の
よ
う
な
理
解

は
、
そ
の
実
、
前
提
と
な
る
本
文
の
扱
い
に
お
い
て
、
重
大
な
過
誤
を
重
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
（
（

。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、『
和
泉
式
部
日
記
（
物
語
）』
九
月
の
「
女
」
の
「
手
習
の
や
う
に
書
き
ゐ
た
る
」
詞
章
に
係
る

本
文
に
つ
い
て
検
討
し
、
同
作
品
の
こ
ん
に
ち
の
諸
本
論
に
係
る
ほ
ぼ
定
説
と
い
っ
て
よ
い
通
説
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
詞
章
中
の
、
現
態

で
は
歌
体
を
留と

ど

め
ぬ
第
二
首
は
、
本
来
独
立
し
た
一
首
と
し
て
あ
っ
た
も
の
が
書
写
過
程
に
お
い
て
地
の
文
に
埋
没
し
た
の
で
あ
り
、
ま

た
、
そ
の
一
首
を
独
立
し
た
か
た
ち
で
有
す
る
伝
本
は
一
本
も
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
一
首
の
地
の
文
へ
の
融
化
は
伝
写
の
か
な
り
早

い
段
階
で
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
と
す
る
固
定
的
な
理
解
に
つ
い
て
そ
の
修
正
を
促
し
、
さ
ら
に
は
、
当
該
場
面
の
あ
と
の
「
代
作
依



二

頼
」
の
く
だ
り
ま
で
つ
づ
く
、〈
一
首
〉
を
め
ぐ
る
場
面
な
い
し
表
現
構
造
を
、
新
た
な
解
釈
の
下
で
一
貫
的
に
捉
え
得
る
こ
と
を
示
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　
「
歌
の
や
う
な
る
」
こ
と
ば
へ
の
感
応
と
い
う
こ
と

敢
え
て
先
を
急
が
ず
、
少
し
く
遠
回
り
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

朝
日
新
聞
二
〇
一
七
年
三
月
一
〇
日
付
朝
刊
は
、
日
常
の
な
に
げ
な
い
文
章
や
風
景
の
な
か
に
、
た
ま
た
ま
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の

音
数
律
を
形
成
し
て
い
る
言
葉
の
響
き
を
見
つ
け
、
そ
れ
の
醸
す
不
思
議
な
味
わ
い
を
楽
し
む
動
き
が
世
上
に
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い

た
。記

事
は
、
そ
の
冒
頭
こ
そ
、

多
く
の
従
来
の
技
術
の
主
要
な
限
界
の
（
つ
が
メ
デ
ィ
ア
の
タ
イ
プ
を
結
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
能
力
の
無
さ
で
あ
る
。
例
え

ば
、
電
話
が
た
だ
音
だ
け
を
送
っ
て
、
そ
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
あ
な
た
が
テ
レ
ビ
を
見
て
、
そ
し
て
人
物
が

あ
な
た
が
出
し
た
質
問
に
答
え
る
こ
と
は
期
待
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
、
メ
デ
ィ
ア
を
結
合
す
る
こ
と

は
易
し
い
。
そ
れ
故
、
ビ
デ
オ
や
写
真
の
対
話
型
の
音
を
持
っ
て
い
る
電
話
が
可
能
と
な
る
。
正
に
、
用
語
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
で
あ

る
。

と
の
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
日
本
語
版
は
「
情
報
化
時
代
」
の
第
4
項
「
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
主
な
特
徴
」
中
の
「
メ
デ
ィ
ア
統
合
」
に
つ
い

て
の
説
明
文
を
引
き
合
い
に
し
て
、
い
ま
ゴ
チ
ッ
ク
体
に
し
た
文
字
列
を
、
い
な
に
わ
氏
な
る
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
の
手
掛
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
っ
て
〈
発
見
〉
さ
れ
た
と
す
る
実
作

0

0

と
し
て
紹
介
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
「
偶
然
短
歌
」
の
盛
行
を
話
題
に
し
て
い
る
の
だ

が
、
果
せ
る
か
な
、
掉
尾
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ら
ぬ
記
者
み
ず
か
ら
が

0

0

0

0

0

0

0

、
築
地
市
場
を
歩
い
て
い
て
そ
の
前
で
思
わ
ず
足
を
止
め
た
掲
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示
板
の
、
そ
の
板
面
の
何
た
る
か
を
示
す
べ
く
ペ
ン
キ
で
横
書
き
さ
れ
た
漢
字
3
文
字
を
初
句
に
据
え
、
そ
の
下
に
ボ
ー
ド
用
の
マ
ー

カ
ー
で
手
書
き
さ
れ
て
い
た
物
品
名
を
左
へ
と
順
に
目
で
追
っ
て
詠
ん
だ

0

0

0

、

拾
得
物　

財
布　

ち
く
わ
ぶ　

ト
マ
ト
・
デ
ィ
ル　

Ｓ
Ｄ
カ
ー
ド　

く
ら
げ　

生
ア
ジ

と
の
一
首

0

0

を
披
露
し
、
さ
ら
に
、
自
社
紙
は
東
京
都
内
版
の
「
地
味
な
記
事
」
に
目
を
と
め
て
、

警
視
庁
は
春
の
人
事
異
動
を
発
表
し
た
。
愛
宕
、
武
蔵
野
、
北
沢
の
3
署
の
署
長
に
女
性
が
就
任
す
る

と
ひ
と
ま
ず
吟
じ
、
第
二
句

0

0

0

「
愛
宕
、
武
蔵
野
」
の
前
に
は
初
句

0

0

「
春
の
異
動
」
を
補
う
べ
き
を
唱
え
、
ま
さ
に
即
詠

0

0

に
及
ん
で
い
た
の

で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
散
文
に
紛
れ
込
ん
だ
韻
律
を
感
受
し
そ
れ
を
切
り
出
し
て
み
せ
る
、
現
代
人
の
心
性
の
厳
存
を
証
し
て
い
よ
う
、
な

ど
と
言
え
ば
い
さ
さ
か
大
仰
に
過
ぎ
よ
う
が
、
こ
う
し
た
心
性
が
、
古
代
か
ら
今
に
至
る
人
び
と
の
感
覚
の
基
幹
部
分
に
、
営
々
脈
々
と

流
れ
来
た
り
受
け
継
が
れ
来
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
た
い
。

た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
な
事
例
を
識
っ
て
い
る
。

【
資
料
1
】
こ
の
こ
と
ば
の
う
た
の
や
う
な
る
は
…
…
～
『
土
左
日
記
』
か
ら
～

五
日
（
…
）
か
く
い
ひ
つ
ゞ
く
る
ほ
ど
に
、
ふ
ね
と
く
こ
げ
、
ひ
の
よ
き
に
、
と
も
よ
ほ
せ
ば
、
か
ぢ
と
り
、
ふ
な
こ
ど
も
に
い
は

く
、
み
ふ
ね
よ
り
お
ふ
せ
た
ぶ
な
り
、
あ
さ
ぎ
た
の
い
で
こ
ぬ
さ
き
に
、
つ
な
で
は
や
ひ
け
、
と
い
ふ
。
こ
の
こ
と
ば
の
う
た
の
や

う
な
る
は
、
か
ぢ
と
り
の
お
の
づ
か
ら
の
こ
と
ば
な
り
。
か
ぢ
と
り
は
う
つ
た
へ
に
、
わ
れ
う
た
の
や
う
な
る
こ
と
い
ふ
と
に
も
あ



四

ら
ず
。
き
く
ひ
と
の
、
あ
や
し
く
、
う
た
め
き
て
も
い
ひ
つ
る
か
な
、
と
て
、
か
き
い
だ
せ
れ
ば
、
げ
に
み
そ
も
じ
あ
ま
り
な
り
け

り
。（
…
）�

〔
青
谿
書
屋
本
（
複
製
本
）
に
拠
る
。
句
読
濁
は
私
に
点
じ
た
。〕

右
の
二
重
傍
線
部
、
楫
取
が
船
子
た
ち
へ
の
指
示
と
し
て
発
し
た
「
御
船
よ
り
仰
せ
た
ぶ
な
り
。
朝
北
の
出
で
来
ぬ
さ
き
に
、
綱
手
は

や
引
け
。」
は
、
い
わ
ば
日
常
的
な
風
景
の
な
か
に
あ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
船
に
乗
り
合
わ
せ
た
人
び
と
は
「
う
た
の
や
う
」

だ
と
、
そ
れ
が
韻
律
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
訝
し
く
も
い
み
じ
く
も
感
じ
な
が
ら
傍
受
し
、
そ
れ
を
書
き
出
だ
し
て
は
、
歌
体
を
成
し
て

い
る
こ
と
の
確
認
に
及
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
、
な
に
げ
な
い
日
常
の
風
景
の
な
か
の
こ
と
ば
に
感
応
し
得
た
根
柢
な
い
し
背
景
に
、
平
安
王
朝
の
文
化
圏
内
に
生
き
、
歌
が
よ

り
身
近
に
あ
っ
た
人
び
と
の
、
歌
体
や
音
数
へ
の
勁つ

よ

い
意
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
次
の
事
例
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
資
料
2
】
う
た
の
や
う
に
も
あ
ら
ぬ
こ
と
ゞ
も
～
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
か
ら
～

（
…
）
こ
の
う
た
、
あ
め
つ
ち
の
ひ
ら
け
は
じ
ま
り
け
る
時
よ
り
、
い
で
き
に
け
り
。（
…
）
し
か
あ
れ
ど
も
、
世
に
つ
た
は
る
こ
と

は
、
ひ
さ
か
た
の
あ
め
に
し
て
は
、
し
た
て
る
ひ
め
に
は
じ
ま
り
、
し
た
て
る
ひ
め
と
は
、
あ
め
わ
か
み
こ
の
め
也
。
せ
う
と
の
神
の
か
た
ち
、
を
か
、
た
に
ゝ
う

つ
り
て
、
か
ゞ
や
く
を
よ
め
る
え
び
す
う
た
な
る
べ
し
。
こ
れ
ら
は
、
も
じ
の
か
ず
も
さ
だ
ま

ら
ず
、
う
た
の
や
う
に
も

あ
ら
ぬ
こ
と
ゞ
も
也
。

（
…
）
ち
は
や
ぶ
る
神
世
に
は
、
う
た
の
も
じ
も
さ
だ
ま
ら
ず
、
す
な
ほ
に
し
て
、
事
の
心
わ
き
が
た
か
り
け
ら

し
。
ひ
と
の
世
と
な
り
て
、
す
さ
の
を
の
み
こ
と
よ
り
ぞ
、
み
そ
も
じ
あ
ま
り
ひ
と
も
じ
は
、
よ
み
け
る
。（
…
）�

�

〔
伊
達
本
（
複
製
本
）
に
よ
る
。
同
前
。〕

読
ま
れ
る
と
お
り
、
殊
に
小
字
割
注
の
か
た
ち
で
置
か
れ
た
古
注
に
「
う
た
の
や
う
」
な
る
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
打
ち
消

し
て
、
天
地
開
闢
以
降
神
代
の
歌
が
音
数
も
整
わ
ず
歌
の
体
を
す
ら
成
し
て
い
な
か
っ
た
と
説
く
こ
と
を
と
お
し
て
、
今
の
人
の
世
の
歌
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が
、
歌
体
を
整
え
音
数
の
定
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
言
挙
げ
が
、
こ
こ
に
逆
説
的
に
明
確
に
果
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
逆
説
的
」
と
い
え
ば
、
時
代
は
下
る
が
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
引
い
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

【
資
料
3
】
哥
の
や
う
に
も
あ
ら
ず
か
き
な
し
…
…
～
『
十
六
夜
日
記
』
か
ら
～

（
…
）
和
徳
門
院
の
新
中
納
言
の
君
と
き
こ
ゆ
る
は
、
京
極
中
納
言
定
家
の
む
す
め
、（
…
）
さ
る
人
の
こ
と
て
、
あ
や
し
き
哥
よ
み

て
人
に
は
き
か
れ
じ
、
と
、
あ
な
が
ち
に
つ
ゝ
み
給
し
か
ど
、
は
る
か
な
る
た
び
の
空
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
、
あ
は
れ
な
る
事
ど
も

を
か
き
つ
ゞ
け
て
、

　
　

い
か
ば
か
り
こ
を
お
も
ふ
つ
る
の
と
び
わ
か
れ
な
ら
は
ぬ
た
び
の
空
に
な
く
ら
む

と
、
ふ
み
こ
と
ば
に
つ
ゞ
け
て
、
哥
の
や
う
に
も
あ
ら
ず
か
き
な
し
給
へ
る
も
、
人
よ
り
は
な
を
ざ
り
な
ら
ぬ
や
う
に
お
ぼ
ゆ
。

（
…
）�
〔
九
条
家
本
『
十
六
夜
日
記
（
阿
仏
記
）』（
岩
佐
美
代
子
翻
刻
本
文
）
に
よ
る
。
同
前
。〕

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
か
の
定
家
の
娘
で
あ
る
和
徳
門
院
新
中
納
言
の
君
は
、
阿
仏
に
宛
て
た
私
信
を
、
定
家
の
娘
で
あ
る
か
ら
は
下
手
な
歌

を
詠
ん
で
人
に
見
ら
れ
る
は
恥
と
ば
か
り
に
、「
い
か
ば
か
り
…
…
」
の
一
首
が
「
哥
の
や
う
」
と
は
目
立
た
ぬ
よ
う
に
、
つ
ま
り
は
前

後
の
文
章
と
紛
れ
る
こ
と
を
期
し
て
、
歌
を
歌
と
し
て
特
立
さ
せ
る
改
行
な
ど
施
さ
ぬ
融
通
無
碍
の
書
き
な
し
に
よ
っ
て
認し

た
ため
、
送
り
届

け
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
見
ら
れ
る
と
お
り
、
そ
の
一
首
は
阿
仏
に
よ
っ
て
も
の
の
見
事
に
紛
う
な
く
切
り
出
さ
れ
、
む
し

ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
深
く
重
く
阿
仏
に
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
表
面
的
な
文
字
列
の
連
続
相
を
超
え
て
、
定
律
の
音
数
を

宿
す
歌
は
看
取
・
感
受
さ
れ
る
べ
く
し
て
さ
れ
て
ゆ
く
、
そ
う
し
た
逆
説
的
事
象
の
成
り
立
ち
を
、
右
は
ゆ
く
り
な
く
も
雄
弁
に
語
り
伝

え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
、「
定
律
の
音
数
を
宿
す
歌
は
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
が
、
冒
頭
に
引
い
た
「
偶
然
短
歌
」
の
最
終
例
は
、
作
詠

0

0

し
た

0

0

記
者
が
初
句
を
補
っ
て
い
た
と
お
り
、
ゆ
ら
い
風
景
の
な
か
か
ら
見
出
さ
れ
た
文
字
列
は
、
三
十
一
音
を
充
た
す
も
の
で
は
な
か
っ



六

た
。
そ
う
し
た
、
い
わ
ば
十
全
な
ら
ざ
る
定
律
に
感
応
し
た
例
を
、
往
昔
の
こ
と
ば
た
ち
の
な
か
か
ら
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
お
よ
そ
次
に

如
く
は
あ
る
ま
い
。

【
資
料
4
】
桐
壺
帝
の
こ
と
ば
～
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
か
ら
～

か
ぎ
り
あ
ら
む
み
ち
に
も
お
く
れ
さ
き
だ
ゝ
じ
、
と
ち
ぎ
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、
さ
り
と
も
う
ち
す
て
て
は
え
ゆ
き
や
ら
じ
、
と
の
た

ま
は
す
る
を
、
女
も
い
と
い
み
じ
と
み
た
て
ま
つ
り
て
、

か
ぎ
り
と
て
わ
か
る
ゝ
み
ち
の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
の
ち
な
り
け
り
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
は
、
と
い
き

も
た
え
つ
ゝ
き
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
く
る
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、（
…
）�

�

〔
大
島
本
（
複
製
本
）
に
よ
る
。
同
前
。〕

「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
お
く
れ
先
立
た
じ
」
と
は
、
帝
が
契
り
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
ば
で
あ
り
、「
さ
り
と
も
う
ち
捨
て
て
は
え
行
き
や

ら
じ
」
と
は
、「
い
ま
」
ま
た
新
た
に
発
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
）
（
（

。
す
な
わ
ち
、「
お
の
ず
か
ら
寿
命
の
定
め
あ
ろ
う
死
出
の
道
な
り
と

も
一
緒
に
旅
立
つ
の
だ
」
と
吐
露
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
ば
に
、「
い
く
ら
思
う
に
任
せ
ぬ
道
な
り
と
も
私
を
見
棄
て
た
ま
ま
行
く
こ
と

は
で
き
ま
す
ま
い
」
と
の
こ
と
ば
を
新
た
に
加
え
て
、
ま
さ
に
「
女
」
に
迫
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
女
」
は
、
読
ま
れ

る
と
お
り
、
畏
れ
多
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
と
い
う
よ
り
も
畏
れ
多
い
が
ゆ
え
に
、「
限
り
と
て
…
…
」
と
の
歌
を
も
っ
て
応
じ
た
の
で

あ
っ
た
。

そ
の
際
、「
女0

も
」
と
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。｢

女
」
な
る
名
辞
が
、
歌
の
詠
み
手
の
単
な
る
表
示
な
の
で
は
な
い
、
歌
を
と
お
し

て
な
ら
ば
相
手
が
た
と
い
帝
な
り
と
も
相
渉
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
の
表
徴
で
あ
っ
た
に
も
せ
よ
、
他
な
ら
ぬ
帝
が
、
言

い
得
べ
く
ん
ば
「
帝
」
と
「
人
間
」
と
の
間
で
苦
悩
し
、
お
の
が
苦
渋
の
胸
中
を
な
ま

0

0

の
こ
と
ば
を
も
っ
て
吐
露
し
て
、「
帝
」
か
ら

「
人
間
」
の
位
置
へ
と
降
り
立
た
ん
ば
か
り
で
あ
る
の
に
相
応
じ
る
「
女
」
に
な
っ
て
、「
限
り
と
て
…
…
」
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。



七

「
女
」
は
「
消
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
詠
ん
だ
か
（
金
井
）

さ
ら
に
そ
の
う
え
で
、
改
め
て
「
女
も0

」
と
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
更
衣
が
他
な
ら
ぬ
歌0

を
も
っ
て
帝
に
応
じ
得
た
の
は
、
そ
も

そ
も
帝
の
契
り
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
ば
が
「
限
り
あ
ら
む
／
道
に
も
お
く
れ
／
先
立
た
じ
」
と
、
ま
た
現
下
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
こ
と

ば
が
「
う
ち
捨
て
て
は
え
／
行
き
や
ら
じ
」
と
、
ど
ち
ら
も
「
歌
の
し
ら
べ
」
を
帯
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
帝
の
、
和
歌
に
委
ね
る

0

0

0

0

0

0

極
々
直
前
の
な
ま
の
こ
と
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
韻
律
を
聴
き
取
っ
て
こ
そ
、
更
衣
も
ま
た
和
歌
を
体
し
て
応
じ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
帝
の
こ
と
ば
は
、「
歌
の
し
ら
べ
」
を
湛
え
な
が
ら
も
三
十
一
の
音
数
を
充
た
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ

が
、
そ
う
し
た
部
分
的
な
る
五
音
／
七
音
の
韻
律
に
確
か
に
感
応
・
反
応
し
得
た
、
少
な
く
と
も
更
衣
と
い
う
個
が
存
し
た
こ
と
を
、
も

し
く
は
そ
れ
を
裏
返
し
て
、
或
る
韻
律
に
反
応
し
得
る
感
性
や
心
性
を
持
つ
個
が
在
れ
ば
、
或
る
こ
と
ば
は
韻
律
と
と
も
に
立
ち
現
れ
得

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
右
は
は
っ
き
り
と
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

二　
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
い
わ
ゆ
る
五
首
贈
答
へ
の
疑
い

さ
て
、『
和
泉
式
部
日
記
（
物
語
）』
で
あ
る
。
問
題
の
「
手
習
の
や
う
に
書
き
ゐ
た
る
」
詞
章
と
そ
の
前
後
の
く
だ
り
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
）
3
（

。

九
月
廿
日
あ
ま
り
ば
か
り
の
あ
り
あ
け
の
月
に
、（
…
）
女
は
ね
で
や
が
て
あ
か
し
つ
。
い
み
じ
う
き
り
た
る
そ
ら
を
な
が
め
つ
ゝ

あ
か
く
な
り
ぬ
れ
ば
こ
の
あ
か
つ
き
お
き
の
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
を
も
の
に
か
き
つ
く
る
ほ
ど
に
ぞ
れ
い
の
御
ふ
み
あ
る
。
た
ゞ
か
く

ぞ
。

　
　

秋
の
夜
の
あ
り
あ
け
の
月
の
い
る
ま
で
に
や
す
ら
ひ
か
ね
て
か
へ
り
に
し
か
な

い
で
や
げ
に
い
か
に
く
ち
を
し
き
も
の
に
お
ぼ
し
つ
ら
ん
と
思
ふ
よ
り
も
猶
を
り
ふ
し
は
す
ぐ
し
た
ま
は
ず
か
し
、
げ
に
あ
は
れ
な

り
つ
る
そ
ら
の
け
し
き
を
み
給
ひ
け
る
と
思
ふ
に
を
か
し
う
て
、
こ
の
て
な
ら
ひ
の
や
う
に
か
き
ゐ
た
る
を
や
が
て
ひ
き
む
す
び
て



八

た
て
ま
つ
る
。
御
ら
ん
ず
れ
ば
、

風
の
お
と
木
の
は
の
の
こ
り
あ
る
ま
じ
げ
に
吹
き
た
る
、
つ
ね
よ
り
も
物
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
。
こ
と
〴
〵
し
う
か
き
く
も
る
も

の
か
ら
た
ゞ
気
色
ば
か
り
雨
う
ち
ふ
る
は
せ
ん
か
た
な
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
て
、

　
　

秋
の
う
ち
は
く
ち
は
て
ぬ
べ
し
こ
と
わ
り
の
し
ぐ
れ
に
た
れ
か
袖
は
か
ら
ま
し

な
げ
か
し
と
お
も
へ
ど
し
る
人
も
な
し
。
草
の
色
さ
へ
み
し
に
も
あ
ら
ず
な
り
ゆ
け
ば
し
ぐ
れ
ん
ほ
ど
の
ひ
さ
し
さ
も
ま
だ
き

に
お
ぼ
ゆ
る
風
に
心
ぐ
る
し
げ
に
う
ち
な
び
き
た
る
に
は
た
ゞ
い
ま
も
き
え
ぬ
べ
き
露
の
わ
が
身
ぞ
あ
や
う
く
草
葉
に
つ
け
て

か
な
し
き
ま
ゝ
に
お
く
へ
も
い
ら
で
や
が
て
は
し
に
ふ
し
た
れ
ば
つ
ゆ
ね
ら
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
人
は
み
な
う
ち
と
け
ね
た
る

に
そ
の
こ
と
と
思
ひ
わ
く
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
つ
く
〴
〵
と
め
を
の
み
さ
ま
し
て
な
ご
り
な
う
う
ら
め
し
う
思
ひ
ふ
し
た
る
ほ
ど

に
か
り
の
は
つ
か
に
う
ち
な
き
た
る
。
人
は
か
く
し
も
や
思
は
ざ
る
ら
ん
い
み
じ
う
た
へ
が
た
き
心
ち
し
て
、

　
　

ま
ど
ろ
ま
で
あ
は
れ
い
く
よ
に
な
り
ぬ
ら
ん
た
だ
か
り
が
ね
を
き
く
わ
ざ
に
し
て

と
の
み
し
て
あ
か
さ
ん
よ
り
は
と
て
つ
ま
戸
を
お
し
あ
け
た
れ
ば
お
ほ
空
に
に
し
へ
か
た
ぶ
き
た
る
月
の
か
げ
と
ほ
く
す
み
わ

た
り
て
み
ゆ
る
に
き
り
た
る
そ
ら
の
け
し
き
か
ね
の
こ
ゑ
と
り
の
ね
ひ
と
つ
に
ひ
ゞ
き
あ
ひ
て
さ
ら
に
す
ぎ
に
し
か
た
い
ま
行

末
の
事
ど
も
か
ゝ
る
を
り
は
あ
ら
じ
と
そ
で
の
し
づ
く
さ
へ
あ
は
れ
に
め
づ
ら
か
な
り
。

　
　

我
な
ら
ぬ
人
も
さ
ぞ
み
ん
な
が
月
の
あ
り
あ
け
の
月
に
し
か
じ
あ
は
れ
は

た
ゞ
い
ま
こ
の
か
ど
を
う
ち
た
ゝ
か
す
る
人
あ
ら
ん
い
か
に
お
ぼ
え
な
ん
。
い
で
や
た
れ
か
か
く
て
あ
か
す
人
あ
ら
む
。

　
　

よ
そ
に
て
も
お
な
じ
心
に
あ
り
あ
け
の
月
を
み
る
や
と
た
れ
に
と
は
ま
し

宮
わ
た
り
に
や
き
こ
え
ま
し
と
思
ふ
に
、
た
て
ま
つ
り
た
れ
ば
う
ち
み
給
ひ
て
、
か
ひ
な
く
は
お
ぼ
さ
れ
ね
ど
な
が
め
ゐ
た
ら
ん
に

ふ
と
や
ら
ん
と
お
ぼ
し
て
つ
か
は
す
。
女
な
が
め
い
だ
し
て
ゐ
た
る
に
も
て
き
た
れ
ば
あ
へ
な
き
心
ち
し
て
ひ
き
あ
け
た
れ
ば
、

秋
の
う
ち
は
く
ち
け
る
物
を
人
も
さ
は
わ
が
袖
と
の
み
お
も
ひ
け
る
か
な

き
え
ぬ
べ
き
露
の
い
の
ち
と
思
は
ず
は
ひ
さ
し
き
き
く
に
か
ゝ
り
や
は
せ
ぬ

ま
ど
ろ
ま
で
雲
ゐ
の
か
り
の
ね
を
き
く
は
こ
ゝ
ろ
づ
か
ら
の
わ
ざ
に
ぞ
あ
り
け
る
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我
な
ら
ぬ
人
も
あ
り
あ
け
の
空
を
の
み
お
な
じ
心
に
な
が
め
け
る
か
な

よ
そ
に
て
も
君
ば
か
り
こ
そ
月
見
め
と
お
も
ひ
て
ゆ
き
し
け
さ
ぞ
く
や
し
き

い
と
あ
け
が
た
か
り
つ
る
を
こ
そ
」
と
あ
る
に
、
猶
物
き
こ
え
さ
せ
た
る
か
ひ
は
あ
り
か
し
。

九
月
、
有
明
の
月
の
う
つ
く
し
い
夜
、「
女
」
は
眠
れ
ぬ
ま
ま
に
、「
い
み
じ
う
霧
り
た
る
空
を
な
が
め
つ
つ
」
明
か
す
。
と
、
そ
こ

に
、
い
つ
も
の
よ
う
に
文
が
届
く
。
開
い
て
「
女
」
は
、
認
め
ら
れ
て
い
た
「
秋
の
夜
の
」
の
歌
に
、
せ
っ
か
く
訪
れ
て
い
た
「
宮
」
を

門
の
向
こ
う
に
佇
ま
せ
、
無
為
に
帰
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
事
実
を
覚
る
。
と
同
時
に
、
宮
が
同
じ
月
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
ゆ

く
り
な
く
も
知
れ
た
う
れ
し
さ
の
表
明
に
、
自
分
も
ま
ご
う
な
く
起
き
て
い
た
の
だ
と
の
釈
明
も
加
え
た
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
、「
女
」

は
折
か
ら
「
手
習
の
や
う
に
」
綴
っ
て
い
た
詞
章
を
そ
の
ま
ま
宮
の
も
と
に
送
る

─
。

右
引
用
の
、
フ
ォ
ン
ト
を
太
明
朝
体
に
し
た
と
こ
ろ
が
そ
の
詞
章
で
あ
る
。「
風
の
音
、
木
の
葉
の
残
り
あ
る
ま
じ
げ
に
吹
き
た
る
、

…
…
」
と
起
こ
し
て
九
月
下
旬
の
暁
の
自
然
を
写
し
と
る
描
写
が
そ
の
ま
ま
屈
折
し
た
震
え
る
よ
う
な
心
も
よ
う
の
表
現
と
な
っ
て
ゆ

く
、
ま
さ
に
景
情
一
致
、
歌
文
融
合
の
極
ま
れ
る
筆
致
を
見
せ
つ
け
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
そ
れ
は
、
夙
に
名
文
と
し
て
讃
え
ら

れ
て
き
た
こ
と
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
り
、
ゆ
え
に
こ
そ
宮
の
一
切
の
こ
と
ば
を
省
い
た
五
首
の
返
歌
を
喚
び
起
こ
し
、
結
果
し
た
初
句

揃
え
五
首
重
ね
の
贈
答
の
形
式
美
が
ふ
た
り
の
情
趣
的
恋
愛
の
極
致
を
表
し
て
い
る
と
評
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
ま
た
、
旧
識
の
こ
と
が
ら

に
属
す
で
あ
ろ
う
。

だ
が
一
方
で
、
そ
う
讃
え
、
そ
の
よ
う
に
評
す
る
に
際
し
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
讃
え
、
そ
う
評
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
実
態
的

事
実
が
必
要
で
あ
っ
た
。
果
た
し
て
、
諸
注
は
こ
ぞ
っ
て
、
宮
の
返
歌
の
二
首
目
「
消
え
ぬ
べ
き
露
の
命
と
思
は
ず
は
久
し
き
菊
に
か
か

り
や
は
せ
ぬ
」
は
、『
和
泉
式
部
集
正
集
』
は
「
日
記
歌
」
所
収
の
「
消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
は
物
の
み
ぞ
あ
ゆ
ぶ
草
葉
に
悲
し
か
り

け
る
」（
八
九
五
）
に
応
じ
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
り
、
本
来
独
立
し
た
一
首
と
し
て
あ
っ
た
「
消
え
ぬ
べ
き
露
の

我
が
身
は
物
の
み
ぞ
あ
ゆ
ぶ
草
葉
に
悲
し
か
り
け
る
」
が
、『
和
泉
式
部
日
記
（
物
語
）』
の
書
写
過
程
に
お
い
て
地
の
文
に
埋
没
融
化
し

た
と
推
定
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
補
注
を
施
与
し
つ
づ
け
て
き
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
右
に
引
い
た
詞
章
中
の
二
重
傍
線
部
「
消
え
ぬ
べ
き



一
〇

露
の
我
が
身
ぞ
…
…
草
葉
に
つ
け
て
悲
し
き
ま
ま
に
」
は
、
一
首
と
し
て
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
す
な
わ
ち
、『
和
泉

式
部
日
記
』
注
釈
史
・
研
究
史
は
、
事
実
上
、
当
該
部
を
「
消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
は
物
の
み
ぞ
あ
ゆ
ぶ
草
葉
に
悲
し
か
り
け
る
」
の

一
首
と
見
做
し
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
が
疑
問
視
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
他
な
ら
な
い
）
4
（

。
一
方
で
景
情
一
致
や
歌
文
融
合
を
讃
え
て
お
き
な
が
ら
、
一
方
で

は
そ
れ
を
楯
に
、
不
安
に
お
び
え
孤
絶
に
ま
ど
う
「
女
」
の
心
を
写
し
た
繊
細
な
表
現
を
そ
れ
と
し
て
掬
い
上
げ
る
こ
と
も
せ
ぬ
ま
ま
に

歌
に
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
疑
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
、

こ
こ
の
「
き
え
ぬ
へ
き
露
の
わ
か
身
」
を
意
識
し
た
宮
の
返
歌
が
見
え
る
か
ら
、
本
来
こ
こ
は
歌
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
存
諸

0

0

0

本
は
す
べ
て
地
の
文
に
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
（
（

。

と
い
っ
た
施
注
が
許
さ
れ
る
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
重
傍
線
部
は
、
諸
本
間
に
大
き
な
異
同
は
無
く
、
ま
し
て
や
歌
体
を
伝
え
る
も

の
は
一
本
も
な
い
の
だ
。
い
っ
た
い
、
或
る
表
現
を
諸
本
が
一
致
し
て
伝
え
て
い
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
に
読
ま
れ
る
の

が
、
い
や
、
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
常
道
で
あ
り
、「
本
来
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
を
、
諸
本
中
の
一
本
と
て
伝
え
て
は
い
な
い
歌

が
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
を
「
本
来
」
と
し
て
当
然
の
ご
と
く
想
定
す
る
こ
れ
ま
で
の
理
解
に
は
、
拭
い
が
た
い
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。

三　

歌
で
は
な
く
地
の
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
始
発

そ
れ
は
偏
に
、
一
つ
の
事
実
に
対
す
る
誤
解
と
、
一
つ
の
発
想
へ
の
固
執
と
に
起
因
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、『
和
泉
式
部
集
正
集
』
の
「
日
記
歌
」
に
「
消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
は
物
の
み
ぞ
あ
ゆ
ぶ
草
葉
に
悲
し
か
り
け
る
」
な

る
一
首
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
一
事
は
、
確
か
に
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
二
重
傍
線
部
が
ゆ
ら
い
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和
歌
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
、「
事
実
」
に
対
す
る
誤
解
か
、
さ
も
な
く
ば
事
実
の
不
当
な
曲
解
か
で
あ
ろ
う
。
自
立
し
た
言
語
空
間
内

の
、
し
か
も
作
中
主
体
な
い
し
登
場
人
物
の
も
の
す
「
手
習
の
や
う
に
書
き
ゐ
た
る
」
こ
と
ば
の
一
部
が
地
の
文
で
あ
る
か
和
歌
で
あ
る

か
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
「
作
品
」
固
有
の
論
理
で
あ
り
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
宮
が
和
歌
に
よ
っ
て
応
じ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
女
」
は
当
然
に
そ
れ
に
対
応
す
る
位
置
で
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
と

す
る
の
は
、
発
想
自
体
が
、
い
わ
ば
囚
わ
れ
の
そ
れ
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
先
に
見
た
【
資
料
1
】【
資
料
2
】【
資
料
3
】
は
、
五
・
七
・

五
・
七
・
七
と
い
う
韻
律
に
、
耳
か
ら
で
あ
れ
眼
か
ら
で
あ
れ
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
滑
ら
か
に
反
応
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
び
と
が
い

た
、
と
い
う
事
実
を
私
た
ち
に
告
げ
知
ら
せ
て
く
れ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、【
資
料
4
】
は
、
部
分
と
し
て
の
五
・

七
・
五
に
対
し
て
も
感
応
し
う
る
個
が
存
在
し
た
、
と
い
う
事
実
を
教
え
て
く
れ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
事
実
た
ち
か
ら
帰
納

さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
、
二
重
傍
線
部
が
も
と
よ
り
歌
体
を
成
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
言
わ
れ
る
よ
う
な
埋
没
化
に
至
る
こ
と
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
、
か
な
り
蓋
然
性
の
高
い
推
断
の
成
り
立
ち
こ
そ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
当
の
「
手
習
の
や
う
に
書
き
ゐ
た
る
」
詞
章
そ
の
も
の
が
事
の
実
情
な
い
し
実
態
を
は
っ
き
り
と
示
教
し
て
い
た
こ
と
に
、

私
た
ち
は
も
っ
と
早
く
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
か
ね
て
池
田
和
臣
は
「
地
の
文
と
歌
の
融
通
す
る
文
体
の
発

生
契
機
は
、
仮
名
消
息
の
中
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
）
（
（

と
説
き
、
岡
田
貴
憲
は
「
貫
之
自
筆
本
『
土
左
日
記
』
の
み
な
ら

ず
、
平
安
中
期
く
ら
い
ま
で
の
仮
名
文
に
お
い
て
は
、
和
歌
を
別
行
に
し
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
、
む
し
ろ
一
般
的
な
書
記
形
式
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
」
）
（
（

と
唱
え
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、「
女
」
が
「
も
の
に
書
き
つ
」
け
た
詞
章
中
の
和
歌
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
詞
章
の
総
体

が
「
手
習
の
や
う

0

0

0

0

0

」
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
、「
別
行
」
に
な
ど
書
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
地
の
文
と
融
通
す

る
」
体
で
書
記
さ
れ
て
い
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
な
か
の
、
い
わ
ゆ
る
二
首
目
以
外
の
四
首
の
歌
々
は
、
か

り
そ
め
に
も
地
の
文
に
紛
れ
る
こ
と
な
ど
な
く
今
日
に
伝
わ
り
残
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

（
…
）
ほ
だ
し
ま
で
こ
そ
お
ぼ
さ
れ
ざ
ら
め
、
を
く
ら
し
給
に
こ
ゝ
ろ
う
き
と
て
、



一
二

　
　

せ
き
こ
え
て
け
ふ
ぞ
と
ふ
と
や
人
は
し
る
思
ひ
た
え
せ
ぬ
こ
ゝ
ろ
づ
か
ひ
を
い
つ
か
い
で
給
は
む
と
す
る
、
と
あ
り
。
ち
か
う

て
だ
に
お
ぼ
つ
か
な
く
も
の
し
給
ふ
に
、
か
く
わ
ざ
と
た
づ
ね
給
つ
ら
む
よ
と
お
か
し
う
お
ぼ
え
て
あ
ふ
み
ぢ
は
わ
す
れ
ぬ
め
り
と

み
し
ほ
ど
に
せ
き
う
ち
こ
え
て
と
ふ
人
は
た
れ
い
つ
か
は
、
と
の
た
ま
は
せ
た
る
は
、
お
ぼ
ろ
け
に
お
も
ひ
た
ま
え
て
い
り
し
か

ば
、

　
　

山
な
が
ら
う
く
は
う
く
と
も
都
え
は
な
に
か
う
ち
で
の
濵
を
み
る
べ
き
と
き
こ
え
た
る
御
覧
じ
て
、
く
る
し
う
と
も
い
け
と
て

（
…
）
）
（
（

和
歌
が
地
の
文
と
同
行
に
書
記
さ
れ
た
、
そ
の
実
例
で
あ
る
。
出
典
は
他
で
も
な
い
、『
和
泉
式
部
物
語
』
は
応
永
本
系
統
の
図
書
寮
本

で
あ
る
。『
和
泉
式
部
物
語
（
日
記
）』
中
の
和
歌
は
、
元
来
、
或
る
消
息
文
の
な
か
に
書
記
さ
れ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
総
じ
て
地
の
文

と
融
通
す
る
か
た
ち
で
書
記
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
説
き
得
る
可
能
性
を
は
っ
き
り
と
示
唆
し
て
興
味
深
い
事
象
だ
が
、
い
ま
こ
こ
で
何
よ

り
も
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
波
線
部
の
文
字
列
が
地
の
文
に
融
化
し
た
り
異
同
を
生
じ
た
り
す
る
こ
と
な

く
、
歌
を
歌
と
し
て
、
し
か
と
今
日
に
伝
え
来
た
っ
て
い
る
と
い
う
一
点
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
問
題
の
二
重
傍
線
部
が
本
来
は
歌
で
あ
っ
た
と
す
る
従
来
の
説
は
、
に
わ
か
に
疑
わ
し
く
見
え
て
く
る
。
当
該
部
が

歌
で
あ
っ
た
と
し
て
、
な
ぜ
そ
こ
一
箇
所
の
み
が
歌
体
を
留
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
義
に
対
す
る
明
解
を
、
つ
い
に
持
ち
あ
わ

せ
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
ら
い
歌
で
は
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
当
然
に
歌
体
を
成
す
こ
と
な
ど
な
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
そ
の
文
字
列

を
、
そ
れ
で
も
歌
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
を
急
い
だ
の
と
引
き
換
え
に
、
掬
い
上
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
枢
要
な
何
か
を
見
落
と
し

て
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
過
誤
は
あ
ま
り
に
も
大
き
過
ぎ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

当
面
し
て
き
た
二
重
傍
線
部
は
、
そ
も
そ
も
地
の
文
だ
っ
た
の
で
あ
る

─
か
か
る
認
識
を
も
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
改
め
て
、「
手

習
の
や
う
に
書
き
ゐ
た
る
」
詞
章
と
向
き
合
い
直
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
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四　

宮
の
感
応
と
初
句
揃
え
の
真
価
と

だ
が
、
そ
の
再
出
発
の
営
み
は
、
直
ち
に
、
な
ら
ば
な
ぜ
宮
は
歌
で
も
な
い
詞
章
に
歌
で
応
じ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
喚
び
起
こ
す
で

あ
ろ
う
。

そ
こ
で
こ
の
さ
い
改
め
て
確
か
め
て
お
き
た
い
の
は
、「
情
趣
的
恋
愛
の
極
致
」
と
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
五
首
贈
答
の
初
句
揃
え
五

首
重
ね
の
あ
り
よ
う
の
如
何
で
あ
る
。

一
首
目
「
秋
の
う
ち
は
…
…
」
は
、「
袖
」
に
対
し
て
「
袖
」、
三
首
目
「
ま
ど
ろ
ま
で
…
…
」
は
、「
雁
が
音
」
に
対
し
て
「
雁
の

音
」、
四
首
目
「
わ
れ
な
ら
ぬ
…
…
」
は
、「
有
明
」
に
対
し
て
「
有
明
」、
五
首
目
「
よ
そ
に
て
も
…
…
」
は
、「
月
」
に
対
し
て
「
月
」。

か
く
、
宮
の
詠
は
、「
女
」
の
用
い
た
歌
語
を
そ
の
ま
ま
取
り
用
い
て
切
り
返
す
と
い
う
、
い
わ
ば
贈
答
の
常
套
を
襲
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
、
そ
れ
は
純
粋
な
一
対
一
対
応
こ
そ
共
感
性
の
象
徴
的
表
徴
で
あ
る
と
も
説
か
れ
て
き
た
あ
た
り
の
正
当
を
い
か
に
も
示
証
し

て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
な
ら
ば
二
首
目
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
右
と
等
し
並
み
に
は
扱
え
ぬ
、
そ
の
特
異
こ
そ
注
意

さ
れ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
女
」
の
二
首
目
と
し
て
想
定
さ
れ
て
き
た
一
首
、「
消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
は
物
の
み
ぞ
あ

ゆ
ぶ
草
葉
に
悲
し
か
り
け
る
」
の
な
か
に
、「
返
歌
」
と
さ
れ
る
宮
の
詠
「
消
え
ぬ
べ
き
露
の
命
と
思
は
ず
は
久
し
き
菊
に
か
か
り
や
は

せ
ぬ
」
が
用
い
た
「
菊
」
の
語
を
わ
た
し
た
ち
は
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
は
、

女
の
歌
の
「
草
葉
の
露
」
を
、
九
月
の
景
物
「
菊
の
露
」
に
転
じ
た
）
（
（

。

と
説
明
し
得
る
事
柄
で
あ
る
と
は
い
え
、
他
の
四
首
が
い
わ
ば
「
女
」
の
供
出
し
た
範
囲
内
の
歌
語
・
歌
材
に
よ
っ
て
そ
の
成
り
立
ち
を

可
能
に
し
て
い
た
の
に
比
し
て
、
ま
さ
に
逸
脱
と
い
う
他
な
い
そ
の
事
象
こ
そ
、「
女
」
の
側
か
ら
供
さ
れ
た
も
の
が
歌
で
は
な
か
っ
た

こ
と
、
つ
ま
り
は
歌
な
ら
ざ
る
詞
章
に
こ
そ
宮
が
感
応
し
て
い
た
こ
と
の
証
し
立
て
た
り
得
て
い
た
こ
と
が
、
本
稿
の
立
場
な
い
し
理
解



一
四

か
ら
は
自
ず
か
ら
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
ぞ
あ
や
ふ
く
、
草
葉
に
つ
け
て
悲
し
き
ま
ま
に
、（
…
）

こ
の
、「
消
え
ぬ
べ
き
」
と
い
う
五
音
の
韻
律
に
お
の
ず
と
感
応
し
た
は
ず
の
宮
は
、
そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
「
女
」
の
情
意
情
動
の
表
出

が
、
限
り
な
く
歌
に
似
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
し
か
し
絶
対
的
に
非
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
突
き
動
か
さ
れ
る
他
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に

露
わ
に
さ
れ
た
、
み
ず
か
ら
を
「
草
葉
の
露
」
と
す
る
「
女
」
の
い
ま
に
係
る
自
己
認
識
こ
そ
は
、
か
つ
て
、

女
、
も
の
き
こ
え
ん
に
も
ほ
ど
と
ほ
く
て
び
む
な
け
れ
ば
、
あ
ふ
ぎ
を
さ
し
い
で
ゝ
と
り
つ
。
宮
も
、
の
ぼ
り
な
む
、
と
お
ぼ
し
た

り
。
せ
ん
ざ
い
の
を
か
し
き
な
か
に
あ
り
か
せ
給
て
、
人
は
草
葉
の
露
な
れ
や
、
な
ど
の
給
。
い
と
な
ま
め
か
し
。
ち
か
う
よ
ら
せ

給
て
、（
…
）

と
「
女
」
を
同
定
し
て
み
せ
て
い
た
こ
と
を
宮
に
想
い
起
こ
さ
せ
た
は
ず
で
、
い
ま
、
そ
の
意
味
を
大
き
く
引
き
離
し
て
「
女
」
み
ず
か

ら
が
用
い
た
文
言
に
、
宮
は
、
救
わ
れ
る
べ
き
「
女
」
と
救
う
べ
き
お
の
れ
と
を
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

果
た
し
て
、「
菊
」
は
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

消
え
ぬ
べ
き
露
の
命
と
思
は
ず
は
久
し
き
菊
に
か
か
り
や
は
せ
ぬ

も
う
「
草
葉
」
に
は
か
か
ら
ず
と
も
よ
い
、
こ
れ
か
ら
は
、
こ
の
、
命
久
し
き
「
菊
」
に
こ
そ
か
か
れ
ば
よ
い
の
だ

─
宮
は
、
そ
う
促

し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
女
」
の
「
手
習
の
や
う
に
書
き
ゐ
た
る
」
詞
章
、
そ
の
歌
文
融
合
の
極
点
を
見
せ
つ
け
て
あ
る
よ
う
な
表
現
体
に
臨
ん
で
、
宮
の
返



一
五

「
女
」
は
「
消
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
詠
ん
だ
か
（
金
井
）

答
が
初
句
揃
え
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
誤
解
を
怖
れ
ず
に
言
え
ば
、
そ
れ
が
如
上
の
二
首
目
を
そ
こ
に
位
置
さ
せ
得
る

に
最
良
の
方
途
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
消
え
ぬ
べ
き
」
の
五
音
に
感
応
し
、
そ
れ
に
つ
づ
く
、
存
亡
の
あ
や
う
さ
に
う
ち
震
え
る
「
女
」

の
心
情
の
直
叙
に
触
れ
て
、
お
の
ず
か
ら
歌
と
な
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
第
二
首
を
定
位
せ
し
め
た
一
事
こ
そ
、
宮
の
い
わ
ゆ
る
初
句
揃
え

五
首
重
ね
の
真
価
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
宮
の
反
応
を
得
て
、
語
り
手
の
と
も
、「
女
」
の
と
も
解
し
得
る
、「
な
ほ
も
の
聞
こ
え
さ
せ
た
る
か
ひ
は
あ
り
か

し
」
と
の
評
言
な
い
し
感
懐
を
も
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
五
首
贈
答
の
く
だ
り
は
ひ
と
ま
ず
の
終
幕
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
る
。

五　

一
首
と
「
一
つ
」
／
「
消
え
ぬ
べ
き
」
と
「
あ
り
ぬ
べ
く
」

と
こ
ろ
が
、
右
の
「
一
事
」
が
お
よ
そ
余
人
の
よ
く
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
が
は
か
ら
ず
も
宮
の
自
負
発
揚
の
起
点

と
な
っ
た
と
本
稿
が
読
む
、
そ
の
意
味
で
は
「
五
首
贈
答
」
と
地
続
き
と
い
っ
て
よ
い
「
代
作
依
頼
」
の
く
だ
り
が
展
開
し
て
ゆ
く
の
だ

が
、
そ
こ
に
も
ま
た
従
来
の
注
釈
史
・
研
究
史
の
重
大
な
見
落
と
し
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
）
（1
（

。

か
く
て
、
つ
こ
も
り
が
た
に
ぞ
御
ふ
み
あ
る
。
日
ご
ろ
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
な
ど
い
ひ
て
、
あ
や
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
日
ご
ろ
も
の
い

ひ
つ
る
人
な
む
と
を
く
行
な
る
を
、
あ
は
れ
と
い
ひ
つ
べ
か
ら
む
こ
と
な
む
ひ
と
つ
い
は
む
と
思
に
、
そ
れ
よ
り
の
給
事
の
み
な
む

さ
は
お
ぼ
ゆ
る
を
、
一
の
た
ま
へ
、
と
あ
り
。
あ
な
、
し
た
り
が
ほ
、
と
お
も
へ
ど
、
さ
は
え
き
こ
ゆ
ま
じ
、
と
き
こ
え
む
も
、
い

と
さ
か
し
け
れ
ば
、
の
給
は
せ
た
る
こ
と
は
、
い
か
で
か
、
と
ば
か
り
に
て
、

宮
は
、「
あ
や
し
の
こ
と
な
れ
ど
（
妙
な
お
願
い
な
の
で
す
が
）」
と
、
い
ち
お
う
は
自
重
の
そ
ぶ
り
を
見
せ
な
が
ら
も
、
去
り
ゆ
く
或
る

女
と
の
別
れ
に
際
し
、
当
の
女
が
感
心
す
る
よ
う
な
歌
を
贈
り
た
い
の
で
と
、「
女
」
に
代
詠
の
依
頼
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
見
逃
せ

な
い
の
は
、「
ひ
と
つ
」「
一
」
の
輻
輳
だ
ろ
う
。
一
首
へ
の
い
か
に
も
の
拘
泥
と
強
請
こ
そ
、
そ
の
繫
が
る
と
こ
ろ
は
、
先
に
見
た
、
言



一
六

う
な
れ
ば
詠
み
下
ろ
し
の
一
首
「
消
え
ぬ
べ
き
露
の
命
と
思
は
ず
は
久
し
き
菊
に
か
か
り
や
は
せ
ぬ
」
を
「
女
」
に
施
与
し
て
い
た
一
点

で
は
な
か
っ
た
か
。
余
人
で
あ
れ
ば
気
づ
き
得
ぬ
で
あ
ろ
う
表
現
を
掬
い
上
げ
、
余
人
に
は
詠
み
得
ぬ
一
首
を
贈
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
ん

ど
は
、
余
人
で
は
作
り
得
ぬ
感
嘆
の
一
首
を
我
が
代
わ
り
に
作
り
与
え
よ
、
そ
れ
が
、
そ
れ
く
ら
い
は
当
然
と
ば
か
り
に
宮
が
拵
え
た
理

窟
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
読
み
解
い
て
こ
そ
、
今
日
ま
で
ど
こ
か
説
明
し
き
れ
ぬ
憾
み
を
遺
し
て
い
た
波
線
部
「
し
た
り
が
ほ
」

の
語
の
位
置
取
り
と
そ
の
内
実
を
も
、
十
全
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
釈
然
と
せ
ぬ
心
持
に
謙
退
の
意
を
も
込
め
た
発
語
の
の
ち
、
つ
い
に
「
女
」
の
代
作
歌
が
詠
出
さ
れ
る
そ
の
後
半
の
く
だ
り
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

お
し
ま
る
る
な
み
だ
に
か
げ
は
と
ま
ら
な
む
こ
ゝ
ろ
も
し
ら
ず
秋
は
ゆ
く
と
も

ま
め
や
か
に
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
も
侍
か
な
、
と
て
、
は
し
に
、
さ
て
も
、

　
　

君
を
ゝ
き
て
い
づ
ち
ゆ
く
ら
む
わ
れ
だ
に
も
う
き
世
中
に
し
ゐ
て
こ
そ
ふ
れ

と
あ
れ
ば
、
思
や
う
な
り
、
と
き
こ
え
む
も
、
み
し
り
が
ほ
な
り
。
お
ま
り
ぞ
を
し
は
か
り
す
ぐ
い
給
。
う
き
世
の
な
か
、
と
侍
る

は
。

　
　

う
ち
す
て
ゝ
た
び
ゆ
く
人
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
ま
た
な
き
も
の
と
君
し
お
も
は
ゞ

あ
り
ぬ
べ
く
な
む
、
と
の
給
へ
り
。

読
ま
れ
る
と
お
り
、
宮
は
、
代
作
歌
は
そ
れ
と
し
て
、「
女
」
が
添
え
た
「
君
を
お
き
て
…
…
」
詠
の
下
句
、
わ
け
て
も
「
憂
き
世
の
中
」

の
表
現
に
気
を
と
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
と
よ
り
「
女
」
が
下
句
に
込
め
て
い
た
揶
揄
は
受
け
と
め
た
の
だ
ろ
う
が
そ
れ
も
も

の
か
は
、「
憂
き
世
の
中
」
の
言
表
に
揺
曳
す
る
、
悲
痛
に
し
て
陰
鬱
な
る
「
女
」
の
思
念
を
そ
の
ま
ま
に
は
し
得
な
か
っ
た
宮
は
、「
あ

ま
り
に
悲
観
的
に
気
を
回
し
過
ぎ
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
難
じ
て
お
い
て
、「
う
ち
捨
て
て
…
…
」
の
詠
に
及
ぶ
の
だ
。
あ
た
か
も
、「
日

ご
ろ
物
言
ひ
つ
る
人
」
な
ど
実
は
は
な

0

0

か
ら
非
在
で
あ
っ
た
と
告
げ
て
い
る
か
の
よ
う
な
上
句
を
経
て
、「
ま
た
な
き
も
の
と
君
し
思
は



一
七

「
女
」
は
「
消
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
詠
ん
だ
か
（
金
井
）

ば
」
と
継
い
だ
下
句
を
、
さ
ら
に
そ
の
ま
ま
地
の
「
あ
り
ぬ
べ
く
な
む
」
へ
と
接
続
せ
し
め
て
ゆ
く
、
そ
の
「
あ
り
ぬ
べ
く
」
と
の
言
明

こ
そ
は
、
決
し
て
ゆ
る
が
せ
に
で
き
ぬ
勁
さ
と
重
さ
と
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
は
っ
き
り
と
、

「
女
」
の
か
の
「
消
え
ぬ
べ
き
」
と
見
合
っ
て
い
る
。「
代
作
依
頼
」
を
仲
立
ち
に
し
て
、「
あ
り
ぬ
べ
く
」
と
の
こ
と
ば
が
「
消
え
ぬ
べ

き
」
と
の
こ
と
ば
に
全
き
か
た
ち
で
相
応
じ
て
い
る
、
そ
れ
が
本
稿
の
立
場
か
ら
す
る
理
解
で
あ
る
。
あ
の
時
の
「
女
」
の
儚
き
こ
と
ば

は
、
つ
い
に
こ
こ
に
宮
に
よ
っ
て
掬
い
あ
げ
ら
れ
、
あ
の
時
の
危
う
き
「
女
」
の
身み

命い
の
ちは
、
つ
い
に
こ
こ
に
宮
に
よ
っ
て
救
い
あ
げ
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
救
済
は
、
あ
の
五
首
重
ね
の
二
首
目
に
よ
る
も
の
を
初
度
と
す
れ
ば
、
再
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
。
し
て
み
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
五
首
贈
答
か
ら
代
作
依
頼
ま
で
の
表
現
世
界
は
一
連
な
り
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
く
、『
和
泉
式
部
日
記
（
物
語
）』
の
構
造
把
握

に
は
一
定
の
修
正
が
要
請
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
の
だ
が
、
修
正
を
要
す
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

六　
『
和
泉
式
部
日
記
』
諸
本
論
の
脱
構
築
へ

或
る
種
の
先
入
主
に
導
か
れ
た
認
識

─
五
首
贈
答
の
う
ち
の
「
女
」
の
二
首
目
は
元
来
は
歴
と
し
て
独
立
し
た
一
首
で
あ
っ
た
、
と

こ
ろ
が
そ
れ
を
、
書
写
過
程
に
お
い
て
或
る
一
本
が
地
の
文
に
埋
没
・
融
化
せ
し
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
諸
写
本
は
こ

ぞ
っ
て
そ
の
事
象
を
襲
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
金
輪
際
、
現
存
諸
本
は
そ
の
「
或
る
一
本
」
よ
り
前
に
は
遡
り
得

な
い
の
だ

─
こ
の
、
高
く
大
き
く
厚
い
障
壁
の
う
ち
に
、
私
た
ち
は
ど
れ
だ
け
長
く
籠
居
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
い
や
、
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
改
め
て
、
冷
静
に
顧
み
て
お
こ
う
。

埋
没
・
融
化
は
、
諸
本
一
致
し
て
の
事
象
で
あ
っ
た
。
各
系
統
間
な
い
し
諸
本
間
に
お
い
て
夥
し
い
ば
か
り
の
異
同
を
見
せ
る
『
和
泉

式
部
日
記
（
物
語
）』
に
あ
っ
て
、
当
の
事
象
を
伝
え
る
文
字
列
に
、
お
よ
そ
異
同
ら
し
い
異
同
が
無
い
と
い
う
事
実
を
、
私
た
ち
は
な

ぜ
不
自
然
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
当
該
の
事
象
を
き
た
し
た
位
置
に
本
来
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
は
物
の
み
ぞ
あ
ゆ
ぶ
草
葉
に
悲
し
か
り



一
八

け
る
」
と
、
当
の
事
象
を
伝
え
る
文
字
列
「
…
…
き
え
ぬ
べ
き
露
の
わ
が
身
ぞ
あ
や
う
く
草
葉
に
つ
け
て
か
な
し
き
ま
ゝ
に
…
…
」
と
の

径
庭
は
、
存
外
ち
い
さ
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
影
響
関
係
が
い
わ
れ
る
「
秋
風
の
は
げ
し
き
山
に
入
り
し
よ
り
歩あ

ゆ

ぶ
草
葉
に
つ
け
て

か
な
し
き
」（
道
命
法
師
集
・
一
一
六
）
の
結
句
の
表
現
や
、『
枕
草
子
』「
草
は
」
の
章
段
に
見
え
る
「
あ
や
ふ
く
さ
（
危
ふ
草
）」
と
の

草
名
な
ど
を
引
き
合
い
に
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
『
和
泉
式
部
集
正
集
』
所
収
歌
を
も
っ
て
本
来
の
一
首
と
す
る
処

断
は
下
し
得
ず
、
む
し
ろ
問
題
の
文
字
列
の
ほ
う
こ
そ
を
優
に
し
て
先
と
す
べ
き
議
論
の
余
地
は
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
私
た
ち
は
ど
う

し
て
も
っ
と
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

畢
竟
、
埋
没
・
融
化
と
い
う
（
机
上
の
）
事
象
に
、
あ
る
い
は
『
正
集
』「
日
記
歌
」
中
の
五
首
厳
存
と
い
う
一
点
の
み
に
支
え
ら
れ

た
（
幻
の
）
正
当
性
に
、
私
た
ち
は
無
批
判
で
あ
り
過
ぎ
た
の
だ
。

歴
史
は
、
人
は
、
殊
に
『
和
泉
式
部
日
記
（
物
語
）』
の
書
写
に
与
っ
た
人
び
と
は
、
こ
ぞ
っ
て
「
女
」
の
か
の
詞
章
を
護
っ
て
き
た

の
だ
と
思
い
た
い
。
歴
史
も
、
人
も
、
な
に
ゆ
え
か
、
し
か
し
紛
う
方
な
く
、
残
す
べ
き
を
残
し
て
き
た
の
だ
と
信
じ
た
い
。

か
く
て
『
和
泉
式
部
日
記
（
物
語
）』
の
諸
本
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
に
読
ま
れ
て
よ
い
。
読
ま
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

原
典
を
求
め
て
も
た
ど
り
得
る
の
は
こ
こ
ま
で
、「
或
る
一
本
」
よ
り
前
に
は
遡
り
得
な
い
の
だ
、
な
ど
と
尻
込
み
し
た
り
臆
し
た

り
、
は
た
ま
た
ど
こ
か
狭
隘
で
窮
屈
な
囲
い
を
設
け
た
り
す
る
要
は
微
塵
も
な
い
。

『
和
泉
式
部
日
記
（
物
語
）』
の
読
み
は
、
い
ま
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

注

（
（
）　

余
事
・
余
談
で
は
な
く
、
岡
田
貴
憲
「『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
試
論

─
光
源
氏
は
「
な
よ
竹
」
を
折
っ
た
か

─
」（『
中
古
文
学
』
第
九
十
七

号
、
二
〇
一
六
年
六
月
）
は
、
或
る
種
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
す
ら
纏
い
な
が
ら
、
こ
れ
ほ
ど
に
ス
リ
リ
ン
グ
で
、
こ
れ
ほ
ど
に
爽
快
に
し

て
愉
楽
に
満
ち
た
読
後
感
を
齎
し
得
る
も
の
か
、
と
思
わ
せ
る
と
と
も
に
、「
論
文
」
が
一
つ
の
言
語
芸
術
た
り
得
る
こ
と
ま
で
を
も
感
得
さ
せ

て
、
至
高
で
あ
る
。
以
下
、
同
論
の
結
構
を
擬
い
た
と
こ
ろ
が
散
在
す
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
同
論
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
諒



一
九

「
女
」
は
「
消
え
ぬ
べ
き
」
の
歌
を
詠
ん
だ
か
（
金
井
）

と
さ
れ
た
い
。

（
（
）　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
金
井
「
桐
壺
帝
の
言
葉
と
桐
壺
更
衣
の
和
歌
と

─
注
釈
史
の
〝
限
り
〟
を
越
え
て

─
」（
中
央
大
学
附
属
中
学

校
・
高
等
学
校
紀
要
『
教
育
・
研
究
』
第
二
八
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
で
詳
述
し
た
。
就
い
て
読
ま
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
3
）　

本
文
の
引
用
は
、
便
宜
上
、
藤
岡
忠
美
編
『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

伝
三
条
西
実
隆
筆
和
泉
式
部
日
記
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
三
年
）
に
拠
り
、
私
に
句
読
濁
を
加
点
し
て

掲
出
す
る
。

（
4
）　

関
わ
る
と
こ
ろ
は
、
既
に
金
井
「『
和
泉
式
部
日
記
』一
面

─
三
条
西
家
本
と
応
永
本
と
の
あ
わ
い
か
ら

─
」（
日
記
文
学
懇
話
会
編
『
日
記

文
学
研
究�

第
一
集
』
新
典
社
、
一
九
九
三
年
）
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
、
以
下
の
説
述
に
も
そ
れ
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
一
部
に
含
ま
れ

て
い
た
誤
謬
は
本
稿
に
お
い
て
訂
し
た
。
併
せ
読
ま
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
（
）　

中
嶋
尚
『
和
泉
式
部
日
記
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
二
四
〇
頁
。

（
（
）　

池
田
和
臣
「
源
氏
物
語
の
文
体
形
成

─
仮
名
消
息
と
仮
名
文
の
表
記

─
」（『
國
語
と
國
文
學
』
第
七
十
九
巻 

第
二
号
、二
〇
〇
二
年
二
月
）。

（
（
）　

岡
田
貴
憲
「『
和
泉
式
部
物
語
』
諸
本
論
の
再
検
討

─
和
歌
書
式
の
問
題
を
手
が
か
り
に

─
」（『
中
古
文
学
』
第
九
十
号
、
二
〇
一
二
年
一

一
月
）。

（
（
）　

引
用
は
鈴
木
一
雄
・
伊
藤
博
編
『
影
印
本�
和
泉
式
部
物
語
』（
新
典
社
、
一
九
六
八
年
）
に
拠
り
、
私
に
句
読
・
濁
点
を
加
え
て
掲
出
し
た
。

（
（
）　

近
藤
み
ゆ
き
訳
注
『
和
泉
式
部
日
記�

現
代
語
訳
付
き
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）
四
六
頁
、
脚
注
七
。

（
（0
）　

以
下
の
説
述
に
は
、
金
井
「〈
月
〉〈
端
〉〈
露
〉
の
累
相
と
変
相

─
和
泉
式
部
日
記
「
手
習
文
」
の
方
法
と
「
代
詠
」
へ
の
回
路
と

─
」（
石

原
昭
平
編
『
日
記
文
学
新
論
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
一
方
で
解
釈
・
理
解
を
改
め
て
も
い
る
。
併
せ
読
ま
れ

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

附
記本

稿
は
、
二
〇
一
七
年
度
日
記
文
学
会
第
七
二
回
大
会
（
於
：
早
稲
田
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「『
歌
の
や
う
な
る
』
こ
と
ば
へ
の
感
応
と
い
う

こ
と

─
『
土
佐
日
記
』
楫
取
の
こ
と
ば
か
ら
『
和
泉
式
部
日
記
』
諸
本
論
へ

─
」
に
基
づ
き
、
そ
の
論
題
と
趣
旨
の
一
部
と
を
改
め
た
も
の
で
あ

る
。席

上
で
賜
っ
た
多
く
の
ご
教
示
を
今
般
の
論
文
化
に
臨
ん
で
十
分
に
は
活
か
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
、
ま
た
、
そ
の
学
恩
に
は
こ

こ
に
改
め
て
深
謝
い
た
し
ま
す
。


