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和
歌
は
歌
わ
れ
た
の
だ
と
い
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こ
と
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金
井
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和
歌
は
歌
わ
れ
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の
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い
う
こ
と 

─
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
四
段
卑
見

─

金
　
　
井
　
　
利
　
　
浩

『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
四
段
の
読
み
の
解
は
、
ど
う
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ど
と
問
え
ば
、
た
だ
ち
に
、
誰
か
ら
と
も
な

く
、
片
桐
解
（
（
（

や
妹
尾
解
（
（
（

、
あ
る
い
は
三
木
解
（
（
（

が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
の
返
答
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
は
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
た
と
え
ば
妹
尾
の
言
う
と
お
り
、
第
二
十
四
・
六
十
・
六
十
二
段
を
、「
妻
た
る
女
の
身
の
処
し
方
が
反
面
教
師
と
し
て

教
訓
的
に
描
か
れ
た
や
や
特
異
な
主
題
を
持
つ
章
段
群
」
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
、
片
桐
の
い
わ

ゆ
る
三
段
階
成
立
説
に
拠
っ
た
場
合
に
後
期
付
加
章
段
と
し
て
括
り
得
る
と
い
う
、
或
る
種
の
先
入
主
に
よ
る
色
付
け
が
濃
く
厚
く
介
在

し
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
第
二
十
四
段
は
、『
伊
勢
物
語
』
総
体
を
段
序
の
ま
ま
に
素
直
に
読
め
ば
、「
女
」
が
「
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
悲
劇
」
（
（
（

と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
第
六
十
段
は
、「
運
命
の
皮
肉
を
語
る
段
」
（
（
（

で
あ
ろ
う
。
第
六
十
二
段
は
、
確
か
に
第
六
十
段
と
相
似
た
、
男
女
の

再
会
譚
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
第
六
十
段
の
湛
え
る
「
し
み
じ
み
と
し
た
懐
旧
の
情
や
、
抒
情
性
」
（
（
（

は
、
そ
こ
に
求
め
よ
う
が
な
い
の

で
あ
る
。
言
を
換
え
れ
ば
、
第
六
十
二
段
を
第
六
十
段
と
一
つ
に
括
る
な
ど
、
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
第
六
十
段
の
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

、
到
底
で
き

な
い
の
で
あ
る
。



二

た
だ
し
、
翻
っ
て
第
二
十
四
段
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
」
の
は
「
女
」
ば
か
り
で
は
な
い
、「
女
」
の
み
が
「
悲

劇
」
に
見
舞
わ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
読
み
得
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
り
、
ま
た
見
通

し
で
あ
る
。

一　

起
点
も
し
く
は
基
底
と
し
て
の
「
三
と
せ
こ
ざ
り
け
れ
ば
」

以
下
、
第
二
十
四
段
を
読
解
す
る
う
え
で
問
題
視
さ
れ
て
き
た
要
所
を
、
い
わ
ば
各
論
と
し
て
、
比
較
的
近
時
の
注
解
や
論
攷
を
紹
介

し
つ
つ
引
合
い
に
出
し
な
が
ら
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
き
た
い
。

先
ず
は
、
改
め
て
本
文
を
見
つ
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。
便
宜
上
、
定
家
本
系
武
田
本
系
統
静
嘉
堂
文
庫
本
（
（
（

を
引
く
。

昔
、
お
と
こ
、
か
た
ゐ
な
か
に
す
み
け
り
。
お
と
こ
、
宮
つ
か
へ
し
に
と
て
、
わ
か
れ
お
し
み
て
ゆ
き
に
け
る
ま
ゝ
に
、
三
と
せ

こ
ざ
り
け
れ
ば
、
ま
ち
わ
び
た
り
け
る
に
、
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い
ひ
け
る
人
に
、「
こ
よ
ひ
あ
は
む
」
と
ち
ぎ
り
た
り
け
る
を
、
こ

の
お
と
こ
き
た
り
け
り
。「
こ
の
と
あ
け
た
ま
へ
」
と
た
ゝ
き
け
れ
ど
、
あ
け
で
、
う
た
を
な
む
よ
み
て
い
だ
し
た
り
け
る
。

　
　

あ
ら
た
ま
の
と
し
の
三
と
せ
を
ま
ち
わ
び
て
た
ゞ
こ
よ
ひ
こ
そ
に
ゐ
ま
く
ら
す
れ

と
い
ひ
い
だ
し
た
り
け
れ
ば
、

　
　

あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
つ
き
ゆ
み
と
し
を
へ
て
わ
か
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ

と
い
ひ
て
い
な
む
と
し
け
れ
ば
、
女
、

　
　

あ
づ
さ
ゆ
み
ひ
け
ど
ひ
か
ね
ど
む
か
し
よ
り
心
は
き
み
に
よ
り
に
し
も
の
を

と
い
ひ
け
れ
ど
、
お
と
こ
か
へ
り
に
け
り
。
女
い
と
か
な
し
く
て
、
し
り
に
た
ち
て
を
ひ
ゆ
け
ど
、
え
を
ひ
つ
か
で
、
し
水
の
あ
る

所
に
ふ
し
に
け
り
。
そ
こ
な
り
け
る
い
は
に
、
お
よ
び
の
ち
し
て
か
き
つ
け
ゝ
る
、

　
　

あ
ひ
お
も
は
で
か
れ
ぬ
る
人
を
と
ゞ
め
か
ね
わ
が
身
は
い
ま
ぞ
き
え
は
て
ぬ
め
る



三

和
歌
は
歌
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
（
金
井
）

と
か
き
て
、
そ
こ
に
い
た
づ
ら
に
な
り
に
け
り
。

さ
て
、「
女
」
が
「
あ
ら
た
ま
の
と
し
の
三
と
せ

0

0

0

を
…
…
」
と
詠
み
出
だ
す
こ
と
に
な
る
、
そ
の
意
味
で
も
極
め
て
重
要
な
、
基
底
的

前
提
と
な
る
文
脈
を
か
た
ど
る
「
三
と
せ
こ
ざ
り
け
れ
ば
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
殊
に
「
戸
令
」
に
拠
っ
た
か
否
か
が
諍
わ
れ
、
諸
賢
、
次

の
よ
う
に
説
い
て
き
た
（
（
（

。

○�

夫
婦
の
間
に
子
が
な
く
、
夫
が
三
年
間
家
を
あ
け
て
帰
ら
な
い
場
合
は
、
妻
の
再
婚
を
認
め
る
法
令
が
あ
っ
た
。「
已
に
成
る
と
雖

も
、
其
の
夫
外
藩
に
没
落
し
て
、
子
有
り
て
五
年
、
子
無
く
し
て
三
年
帰
ら
ざ
る
時
、
及
び
逃
亡
し
、
子
有
り
て
三
年
、
子
無
く
し

て
二
年
出
で
ざ
る
者
は
、
並
び
に
改
嫁
を
聴
す
」（
養
老
律
令
・
第
四
・
戸
令
（。
こ
の
前
半
の
「
没
落
外
藩
」
が
、
古
来
、
物
語
の

「
三
年
来
ざ
り
け
れ
ば
」
を
解
釈
す
る
上
で
有
力
な
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
三
年
」
は
法
令
に
即
し
た
叙
述
で
あ
る
よ
り

も
、
夫
婦
に
と
っ
て
の
空
白
の
歳
月
の
長
さ
を
い
う
叙
述
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。�

（
鈴
木
『
評
解
』・
語
釈
（

○�

宮
仕
え
の
た
め
に
片
田
舎
か
ら
都
へ
行
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
外
蛮
へ
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、『
戸
令
』
の
「
外
蛮
ニ
没
落
シ

テ
…
三
年
帰
ラ
ザ
ル
時
」
は
、
他
の
男
と
結
婚
し
て
よ
い
と
い
う
条
文
と
関
係
づ
け
て
解
釈
す
る
説
は
誤
り
。�

�

（
片
桐
『
全
読
解
』・
語
釈
（

○�

「
戸
令
」
の
規
定
で
（
…
（
子
が
な
い
場
合
は
三
年
現
れ
な
け
れ
ば
再
婚
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。（
…
（
し
た

が
っ
て
、
女
は
夫
が
出
て
行
っ
て
三
年
目
の
日
に
言
い
寄
る
男
と
の
再
婚
を
承
引
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
令
の
規
定
を
た
て
に

し
て
、
言
い
寄
る
男
が
再
婚
を
せ
っ
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
夫
の
愛
情
を
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
女
の
心
は
す
で
に
新
し
い
男
の

方
に
向
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
／
と
こ
ろ
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
日
に
、
夫
は
帰
っ
て
き
た
の
で
あ
っ

た
。
出
て
行
っ
て
か
ら
三
年
目
に
な
る
日
に
戻
っ
て
き
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
男
は
三
年
目
の
区
切
り
の
日
だ
か
ら
帰
っ

た
の
に
相
違
な
い
。�

（
妹
尾
「
読
解
考
」（

○�

韓
朋
譚
で
も
（
概
要
（
に
「
そ
の
後
朋
は
宋
国
に
仕
え
た
が
、
三
年
が
過
ぎ
て
も
帰
っ
て
こ
な
い
」
と
語
ら
れ
、
男
の
仕
官
と
三
年



四

の
不
帰
と
が
両
者
で
共
通
す
る
。
三
年
の
不
帰
を
『
戸
令
』
の
（
…
（
条
文
と
関
係
づ
け
る
注
説
（『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』
が
古
く

『
拾
穂
抄
』
や
旧
大
系
な
ど
も
従
う
（
も
あ
る
が
、「
こ
こ
は
男
が
外
藩
に
没
落
し
た
わ
け
で
も
、
逃
亡
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
別
れ

を
惜
し
ん
で
宮
仕
へ
に
出
た
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
上
は
こ
の
法
令
に
当
て
は
ま
ら
な
い
」（
南
波
浩
氏
『
日
本
古
典
全
書�

竹
取
物

語
・
伊
勢
物
語
』〈
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
〇
年
〉（、「
男
は
外
蛮
へ
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
『
戸
令
』
の
条
文
と
関
係
づ
け
て

解
釈
す
る
説
は
誤
り
」（
片
桐
洋
一
氏
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』〈
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
〉（
と
否
定
さ
れ
る
。�（
三
木
「
韓
朋
譚
」（

解
釈
史
は
、
見
ら
れ
る
と
お
り
、
章
段
本
文
の
理
解
を
「
戸
令
」
の
条
文
と
聯
絡
す
る
こ
と
の
不
要
や
非
を
説
く
方
向
へ
と
傾
斜
し
て

き
た
恰
好
だ
が
、
ど
う
や
ら
、「
戸
令
」
に
拠
っ
た
か
ど
う
か
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
く
、
と
い
う
よ
り
も
、
互
い
に
認
識
も
意
識
も

し
て
い
た
の
な
ら
当
然
に
、
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
な
ら
稀
有
の
偶
合
と
し
て
、「
お
と
こ
」
と
「
女
」
と
が
と
も
に
「
三
と
せ
」
と

い
う
そ
の
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
を
起
こ
し
た
、
そ
の
事
実
こ
そ
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
必
然
で
あ
る
に
せ

よ
偶
然
に
せ
よ
、「
女
」
は
そ
の
日
を
新
た
な
男
と
の
関
係
を
始
発
さ
せ
る
そ
れ
へ
と
更
新
す
べ
く
踏
み
出
し
、「
お
と
こ
」
は
「
お
と

こ
」
で
、
そ
の
日
を
む
し
ろ
「
あ
の
日
」
へ
と
戻
す
べ
き
日
と
見
定
め
て
舞
い
戻
っ
て
き
た
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
言
う
べ
き
か
、
だ

か
ら
こ
そ
、
と
言
う
べ
き
か
、
そ
こ
に
出
来
し
た
ズ
レ
こ
そ
が
本
章
段
の
す
べ
て
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
、
そ
う
読
ま
れ
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
か
。

二　
「
あ
ら
た
ま
の
」
歌
の
要
諦

さ
て
、
右
に
見
来
た
っ
た
「
三
と
せ
」
を
詠
み
込
ん
で
、「
女
」
が
戸
を
開
け
る
こ
と
も
な
く
詠
み
出
だ
し
た
「
あ
ら
た
ま
の
…
…
」

の
歌
は
、
い
か
な
る
観
点
か
ら
、
い
か
に
把
捉
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

○�

一
首
は
、
再
婚
の
夜
、
諦
め
て
い
た
夫
が
帰
還
し
た
の
に
戸
惑
う
心
を
訴
え
る
歌
で
あ
る
。�

（
鈴
木
『
評
解
』・
語
釈
（



五

和
歌
は
歌
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
（
金
井
）

○�
「
宮
仕
へ
し
に
と
て
、（
…
（
三
年
来
ざ
り
け
れ
ば
、
待
ち
わ
び
」
て
い
た
と
こ
ろ
、
新
し
い
男
が
登
場
し
て
、「
今
宵
あ
は
む
」
と

契
っ
た
、
そ
の
日
に
帰
っ
て
来
た
元
の
男
に
対
し
て
よ
ん
だ
歌
と
い
う
事
情
を
十
分
に
説
明
し
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
（
…
（�

�

（
片
桐
『
全
読
解
』・
研
究
と
評
論
（

○�

門
は
開
け
ら
れ
ず
、
扉
越
し
に
聞
こ
え
て
き
た
の
は
、
今
日
ま
さ
に
再
婚
す
る
の
だ
と
告
げ
る
衝
撃
的
な
妻
の
和
歌
で
あ
っ
た
。

（
…
（
す
で
に
再
婚
相
手
が
来
て
い
る
の
だ
か
ら
女
は
門
を
開
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
開
け
な
い
で
、（
…
（
今
夜
の
再
婚
を
告

げ
る
し
か
な
か
っ
た
。
男
は
、
す
で
に
新
し
い
男
が
来
て
い
る
と
察
知
し
た
で
あ
ろ
う
。
い
さ
ぎ
よ
く
身
を
引
く
他
に
選
択
肢
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。�

（
妹
尾
「
読
解
考
」（

○�

女
が
戸
を
開
け
な
い
ま
ま
歌
で
新
た
な
男
の
妻
と
な
っ
た
こ
と
を
男
に
告
げ
る
。（
…
（
梓
弓
章
段
で
は
、
女
の
「
あ
ら
た
ま
の

…
…
」
歌
に
よ
り
、
男
は
女
が
も
は
や
他
人
の
妻
と
な
っ
た
こ
と
を
知
り
、
韓
朋
譚
で
は
后
と
な
っ
た
女
が
奴
隷
の
身
に
お
と
さ
れ

た
男
の
働
い
て
い
る
清
陵
台
へ
出
か
け
て
男
と
再
会
し
、
そ
こ
で
男
は
妻
が
自
分
に
は
も
は
や
手
の
届
か
な
い
存
在
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
知
る
。�

（
三
木
「
韓
朋
譚
」（

一
首
把
捉
の
現
在
地
は
、
右
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
も
、
こ
の
歌
の
核
心
は
、
奈
辺
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
素
朴
に
問
い
か

け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
歌
が
、「
わ
か
り
や
す
い
」
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
あ
る
ま
い
。「
戸
惑
う
心
」
に
発
し
て
い
る
こ
と

も
、
い
ま
は
措
い
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

改
め
て
、
歌
が
、「
…
…
と
し
の
」
と
、「
と
し
」
を
前
置
し
た
う
え
で
な
お
「
三
と
せ

0

0

」
と
詠
ま
れ
た
こ
と
を
見
つ
め
た
い
。
そ
の
事

実
・
実
態
に
留
意
し
た
い
。「
女
」
が
待
ち
つ
づ
け
た
時
間
と
し
て
の
「
三
と
せ
」、「
女
」
の
我
慢
の
限
界
点
と
し
て
の
「
三
と
せ
」

が
、「
女
」
に
と
っ
て
は
使
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
こ
と
ば
、
使
う
に
堪
え
得
る
表
現
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
、
何
よ
り
も
大
切
に

受
け
と
め
な
け
れ
ば
一
首
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
こ
こ
で
の
主
張
で
あ
る
。



六

三　
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
つ
き
ゆ
み
」
歌
の
発
意

「
お
と
こ
」
の
詠
ん
だ
「
あ
づ
さ
ゆ
み
」
歌
の
主
意
が
腰
の
句
以
下
に
あ
る
こ
と
は
そ
れ
と
し
て
、
一
首
は
、
な
ぜ
「
あ
づ
さ
ゆ
み
」

と
歌
い
起
こ
さ
れ
、
さ
ら
に
「
ま
ゆ
み
つ
き
ゆ
み
」
と
継
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
本
章
段
の
、
或
る
意
味
で
は
大
命
題
と
言
っ

て
も
よ
い
そ
れ
は
、
依
然
と
し
て
謎
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
が
、
と
ま
れ
、
三
た
び
、
こ
ん
に
ち
の
理
解
に
導
か

れ
て
み
よ
う
。

○�

弓
の
羅
列
は
（
…
（
夫
を
選
ぶ
に
は
ど
の
男
で
も
結
構
、
の
意
を
寓
し
た
と
す
る
解
も
あ
る
が
、
と
ら
な
い
。
こ
こ
は
、
語
調
よ
く

畳
み
か
け
た
序
詞
で
あ
り
、
本
旨
へ
の
か
か
り
方
は
、「
槻
」
に
「
月
」
を
ひ
び
か
せ
て
、「
槻
」
→
（
月
（
→
「
年
」
と
い
う
言
葉

の
連
想
に
よ
る
。（
…
（「
う
る
は
し
」
は
、（
…
（
こ
こ
で
は
、
新
し
い
男
の
妻
と
し
て
誠
意
を
尽
く
し
、
ひ
い
て
は
妻
と
し
て
の

幸
せ
を
願
う
気
持
ち
を
言
い
こ
め
て
い
る
。
一
首
は
、
も
と
の
妻
の
再
婚
を
祝
う
歌
で
あ
る
。�

（
鈴
木
『
評
解
』・
語
釈
（

○�

初
・
二
句
は
、「
つ
き
弓
」
の
「
つ
き
」
を
「
月
」
に
掛
け
て
、
そ
の
縁
で
「
年
」
を
導
く
序
詞
と
解
さ
れ
る
。
男
の
言
い
た
い
こ

と
は
第
三
句
以
下
、「
年
を
経
て
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ
」
の
部
分
で
あ
る
。
長
年
に
わ
た
っ
て
私
が
あ
な
た
に
し
た

よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
は
あ
な
た
が
新
し
い
夫
を
う
る
わ
し
ん
で
や
り
な
さ
い
よ
、
と
、
恨
み
言
は
い
っ
さ
い
言
わ
ず
に
、
こ
れ
か
ら

始
ま
る
新
し
い
夫
婦
生
活
に
エ
ー
ル
を
送
る
。
そ
の
態
度
に
は
、
単
な
る
い
さ
ぎ
よ
さ
で
は
な
い
、
精
神
の
余
裕
か
ら
く
る
冷
静
さ

が
感
じ
ら
れ
る
。
都
で
の
生
活
が
汲
々
と
し
た
も
の
で
は
な
く
ゆ
と
り
あ
る
状
況
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。（
…
（
こ
の
歌
は

女
の
詠
ん
だ
「
あ
ら
た
ま
の
…
」
の
歌
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
は
ど
う
も
不
自
然
で
あ
る
。
女
の
歌
の
言
葉
を
受
け
た
表
現
が
な
い

の
で
あ
る
。（
…
（
思
う
に
、
こ
の
歌
は
、（
…
（
実
は
す
で
に
来
て
い
る
新
し
い
夫
に
向
か
っ
て
詠
ん
で
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
…
（
妻
を
再
婚
相
手
に
託
し
て
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
る
の
だ
。�

（
妹
尾
「
読
解
考
」（

○�

男
は
「
新
し
い
男
に
よ
く
し
て
や
っ
て
く
れ
」
と
伝
え
て
去
っ
て
行
く
。
韓
朋
譚
で
は
、（
概
要
（
に
「
彼
女
は
『
な
ぜ
宋
王
に
復



七

和
歌
は
歌
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
（
金
井
）

讐
し
な
い
の
か
』
と
問
う
た
が
、
朋
［
金
井
注
：
男
］
は
『
あ
な
た
の
心
は
も
う
自
分
か
ら
離
れ
て
い
る
だ
ろ
う
』
と
い
う
歌
を
返

し
た
だ
け
だ
っ
た
。
貞
夫
［
金
井
注
：
女
］
は
そ
れ
を
聞
く
と
血
書
を
し
た
た
め
、
矢
の
先
に
結
ん
で
朋
に
向
か
っ
て
射
た
。
朋
は

そ
れ
を
読
む
と
自
ら
命
を
絶
っ
た
」
と
あ
り
、（
…
（
梓
弓
章
段
の
核
と
な
る
（
…
（
男
女
の
贈
答
歌
に
詠
ま
れ
る
「
梓
弓
」
は
、

こ
の
貞
夫
が
矢
に
血
書
を
結
び
つ
け
韓
朋
に
向
か
っ
て
弓
で
射
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。�

�

（
三
木
「
韓
朋
譚
」（

読
ま
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
百
歩
譲
っ
て
、
本
章
段
の
「
あ
づ
さ
ゆ
み
」
は
、「
韓
朋
譚
」
の
「
弓
」
に
由
来
す
る
の
だ
と
し
よ
う
。

「
つ
き
ゆ
み
」
が
配
さ
れ
た
の
は
、
次
の
「
と
し
」
を
導
く
べ
き
「
つ
き
」
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
の
理
解
も
受
け
入
れ
よ

う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
「
ま
ゆ
み
」
は
つ
い
に
説
か
れ
ず
、
結
局
、
三
つ
の
「
ゆ
み
」
が
連
続
す
る
所
以
は
、
解
き
明
か
さ
れ
ぬ
ま
ま

な
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
、
和
歌
が
歌
わ
れ
た
も
の
、
声
音
を
も
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
想
い
起
こ
し
た
い
。「
あ
づ
さ
ゆ
み
」

が
、
或
る
意
味
で
唐
突
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、「
み
（
mi
（」
音
を
含
む
か
ら
で
は
な
い
か
、「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
つ
き
ゆ
み
」
と
の
表

現
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ
に
「
み
（
mi
（」
が
三
た
び
繰
り
返
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
さ
ら
に
そ
の
う
え
で
、
そ
の
「
み

（
mi
（」
を
、
つ
づ
く
「
と
し
」
の
語
（
音
（
に
迎
え
承
け
さ
せ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
試
解
と
し
て
問
う
て
お
き
た
い
。

四　
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ひ
け
ど
ひ
か
ね
ど
」
歌
の
「
身
」
と
「
心
」

「
お
と
こ
」
の
「
あ
づ
さ
ゆ
み
」
歌
の
「
み
（
mi
（」
に
、
右
の
と
お
り
新
た
な
解
を
与
え
て
み
る
と
き
、「
女
」
の
「
あ
づ
さ
ゆ
み
」

歌
も
ま
た
新
た
な
解
釈
を
も
っ
て
展
か
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
、
ひ
と
ま
ず
は
現
今
の
解
釈
の
地
平
を
確
認
し
て

お
く
と
し
よ
う
。



八

○�

「
引
け
ど
引
か
ね
ど
」
は
、
あ
な
た
が
私
の
気
持
ち
を
引
き
つ
け
よ
う
が
引
き
つ
け
ま
い
が
、
自
分
の
本
心
は
、
の
文
脈
に
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
歌
句
を
、
他
の
男
が
私
の
気
を
引
こ
う
が
引
く
ま
い
が
、
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
と
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も

自
分
と
相
手
（
も
と
の
夫
（
と
の
関
係
を
言
う
表
現
で
あ
る
。（
…
（
一
首
は
、
も
と
の
夫
へ
の
変
わ
ら
ぬ
誠
意
を
証
そ
う
と
す
る

歌
で
あ
る
。�

（
鈴
木
『
評
解
』・
語
釈
（

○�

「
あ
づ
さ
弓
ま
弓
つ
き
弓
年
を
へ
て
…
」
と
「
あ
づ
さ
弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
昔
よ
り
…
」
と
い
う
贈
答
は
「
年
を
へ
て
わ
が
せ
し
が

ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ
」
と
い
う
男
の
や
さ
し
い
気
持
ち
と
「
昔
よ
り
心
は
君
に
よ
り
に
し
も
の
を
」
と
い
う
女
の
思
い
を
み
ご
と

に
表
現
し
て
い
て
、
す
ば
ら
し
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
弓
」
に
関
す
る
問
答
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な

い
。�

（
片
桐
『
全
読
解
』・
研
究
と
評
論
（

○�

あ
づ
さ
弓
を
引
こ
う
と
引
く
ま
い
と
、
昔
か
ら
私
の
心
は
あ
な
た
の
方
に
寄
っ
て
い
ま
し
た
の
に
。
こ
の
歌
も
初
・
二
句
の
解
釈
は

な
か
な
か
難
し
い
が
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
の
頭
注
に
言
う
、「「
引
く
」
は
男
が
女
の
心
を
引
く
こ
と
を
い
い
、
あ
な
た

が
私
の
心
を
ひ
こ
う
が
ひ
く
ま
い
が
」
の
よ
う
な
意
味
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
女
が
言
い
た
い
こ
と
は
第
三
句
以
下
で
あ
る
。「
む

か
し
よ
り
心
は
君
に
よ
り
に
し
も
の
を
」、
で
も
、
あ
な
た
の
心
は
も
う
私
に
寄
ら
な
く
な
っ
た
の
ね
、
と
い
う
わ
け
だ
。
／
女

は
、
こ
れ
か
ら
は
新
し
い
男
を
愛
し
て
や
れ
と
い
う
男
の
歌
を
聞
い
て
、
夫
に
は
も
う
自
分
へ
の
愛
情
は
な
く
な
っ
た
の
だ
と
思
っ

た
の
で
あ
る
。
自
分
は
夫
の
留
守
中
の
三
年
間
、
ず
っ
と
夫
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
待
っ
て
い
た
と
い
う
の
に
、
突
然
帰
っ
て
き
た

夫
は
、
再
婚
の
こ
と
を
聞
い
て
も
思
い
の
ほ
か
に
平
静
で
、
そ
っ
け
な
く
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
。
何
の
た
め
に
戻
っ
て
き
た
の
か
も

告
げ
ず
に
去
っ
て
い
く
夫
に
、
三
年
前
ま
で
表
し
て
く
れ
て
い
た
愛
情
を
感
じ
ら
れ
な
く
て
、
女
は
た
ま
ら
な
く
悲
し
く
な
っ
た
の

だ
。（
…
（
男
が
去
っ
て
行
く
と
、
女
は
た
ま
ら
ず
外
に
飛
び
出
し
て
男
の
あ
と
を
追
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
女
は
新
し
い

夫
を
捨
て
て
も
と
の
夫
の
も
と
に
走
っ
た
わ
け
で
、
も
は
や
女
は
家
に
は
戻
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。�

�

（
妹
尾
「
読
解
考
（

○�

韓
朋
譚
が
こ
の
章
段
の
形
成
に
関
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
女
が
「
梓
弓
引
く
」
と
詠
ん
だ
背
景
に
は
、
女
の
立
場
を
思
っ
て
去
ろ
う

と
す
る
夫
に
、
心
変
わ
り
し
て
い
な
い
証
の
血
書
を
し
た
た
め
矢
に
結
び
、
弓
を
取
っ
て
夫
に
射
か
け
た
貞
夫
の
故
事
が
踏
ま
え
ら



九

和
歌
は
歌
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
（
金
井
）

れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
梓
弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
」
に
は
「
夫
に
自
分
の
誠
心
を
証
す
た
め
に
弓
を
引
い
た
古
の
貞
夫
も
、
弓
を

引
く
す
べ
の
な
い
今
の
こ
の
私
も
」
と
い
う
、
故
事
を
踏
ま
え
た
解
釈
も
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
よ
り
、
本
文
中
に

〈
弓
〉
に
関
わ
る
辞
句
が
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
こ
の
章
段
に
お
い
て
、
物
語
の
核
と
な
る
問
答
歌
に
な
ぜ
唐
突
に
「
梓
弓
」
が
用

い
ら
れ
る
の
か
が
、
説
明
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。�

（
三
木
「
韓
朋
譚
」（

見
ら
れ
る
と
お
り
、
解
釈
史
・
注
釈
史
は
、「
お
と
こ
」
と
「
女
」
と
の
贈
答
が
「
弓
」
に
係
る
問
答
と
い
う
か
た
ち
を
取
る
こ
と
に

な
っ
た
所
以
を
追
い
求
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
探
り
き
れ
な
か
っ
た
。
歌
と
歌
と
が
備
え
る
機
構
を
、
つ
い
に
説
き
明
か
す
こ
と
な
く
今
日

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
首
が
、「
心
は
」
と
、「
心
」
を
明
瞭
に
し
て
厳
然
と
打
ち
出
し
て
い
た
の
に
、
対
置
な
い
し
並
置
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
「
身
」

を
、
な
ん
ら
探
り
も
問
い
も
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
答
え
は
一
つ
、「
三
と
せ
」
に
端
を
発
す
る
「
mi
」
音
の
連
鎖
聯
繋
に
、

つ
い
ぞ
気
づ
き
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

果
た
し
て
一
首
の
「
身
」
を
問
わ
な
か
っ
た
、
い
や
問
え
な
か
っ
た
注
釈
史
な
い
し
解
釈
史
が
、「
お
と
こ
」
が
「
～
み
～
み
～
み
」

と
連
ね
た
三
つ
め
の
「
み
（
mi
（」
に
含
ま
せ
た
「
三
」
を
切
り
返
し
て
、「
女
」
は
、「
あ
づ
さ
ゆ
み
」
の
「
み
（
mi
（」
に
、
こ
ん
ど
は

「
身
」
を
含
ま
せ
た
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
把
捉
を
現
前
せ
し
め
る
こ
と
は
、
金
輪
際
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五　
「
か
き
つ
け
」
ら
れ
た
「
あ
ひ
お
も
は
で
」
歌

章
段
掉
尾
の
「
あ
ひ
お
も
は
で
」
歌
は
、
む
ろ
ん
「
女
」
の
詠
ん
だ
一
首
で
あ
る
。
詠
ん
で
「
女
」
は
絶
命
す
る
。
女
は
な
ぜ
死
な
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
は
、
妹
尾
「
読
解
考
」
な
ら
ず
と
も
、
お
の
ず
と
発
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
問
い
で
あ
っ
た
、
と

言
う
べ
き
で
ろ
う
。
諸
書
・
諸
論
は
、
ど
う
読
ん
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



一
〇

○�

女
の
独
詠
歌
。（
…
（
こ
こ
で
の
「
あ
ひ
思
は
で
」
は
、
自
分
が
こ
ん
な
に
思
っ
て
い
る
の
に
、
相
手
（
も
と
の
夫
（
が
思
っ
て
く

れ
な
い
意
。（
…
（
一
首
は
、
自
分
の
本
心
が
も
と
の
夫
に
通
じ
な
い
わ
が
身
は
、
消
え
る
ほ
か
な
い
と
嘆
く
歌
で
あ
る
。�

�

（
鈴
木
『
評
解
』・
語
釈
（

○�

女
が
男
の
愛
情
を
失
っ
た
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、（
…
（
明
白
で
あ
る
。
私
は
こ
ん
な
に
夫
の
こ
と
を
愛
し
て
い
る
の
に
、
夫
は

も
は
や
私
を
愛
し
て
く
れ
な
く
て
心
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
夫
を
留
め
ら
れ
ず
に
、
我
が
身
は
今
に
も
消
え
果
て
て
し
ま
い

そ
う
だ
と
詠
ん
で
い
る
。
昔
か
ら
ず
っ
と
愛
し
続
け
、
留
守
中
も
愛
情
を
失
わ
ず
待
ち
続
け
て
い
た
の
に
、
夫
の
方
は
都
に
い
る
間

に
妻
へ
の
愛
情
を
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
夫
に
裏
切
ら
れ
た
と
思
っ
た
女
は
、
悲
嘆
の
あ
ま
り
悶
絶
、
そ
の
ま
ま
絶
命
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。�

（
妹
尾
「
読
解
考
」（

○�

韓
朋
譚
で
は
、
自
ら
の
誠
心
を
夫
に
伝
え
「
死
ん
で
再
び
一
緒
に
な
ろ
う
」
と
訴
え
る
役
目
を
果
し
た
血
書
は
、
梓
弓
章
段
で
は
、

去
っ
て
行
く
男
を
引
き
留
め
ら
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
貞
夫
の
よ
う
に
男
と
共
に
死
ぬ
こ
と
も
で
き
ず
に
、
一
人
で
死
ん
で
い
く
我
が

身
の
辛
さ
を
訴
え
る
独
白
歌
と
し
て
「
岩
」
に
記
さ
れ
た
。
そ
の
思
い
は
貞
夫
の
血
の
矢
文
の
よ
う
に
直
接
男
に
伝
わ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
血
で
岩
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
後
に
こ
の
岩
を
見
る
者
た
ち
に
は
伝
わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。�

�

（
三
木
「
韓
朋
譚
」（

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
概
し
て
平
板
な
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

惟
み
る
に
、「
女
」
の
最
後
の
歌
と
そ
の
後
の
行
文
の
理
解
に
お
い
て
最
も
枢
要
な
一
点
は
、
歌
が
、
本
章
段
の
な
か
で
こ
の
歌
だ
け

が
、「
か
き
つ
け
」
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。「
か
き
つ
け
」
ら
れ
た
と
は
、
歌
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
歌
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
声
音
を
も
っ
て
届
け
る
べ
き
相
手
が
、
そ
こ
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

果
た
し
て
そ
の
「
相
手
」
と
は
、「
お
と
こ
」
か
。
非
ず
、「
お
と
こ
」
と
「
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い
ひ
け
る
人
」、
そ
の
二
人
な
が
ら
な
の

で
あ
っ
た
。

翻
っ
て
、「
お
と
こ
」
は
、
ほ
ん
と
う
に
「
妻
へ
の
愛
情
を
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
た
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
ん
と
う
に
「
も
は
や
」



一
一

和
歌
は
歌
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
（
金
井
）

「
愛
し
て
く
れ
な
く
て
心
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
一
方
の
「
人
」
は
「
人
」
で
、
突
然
の
事
態
に
た
だ
た
だ

立
ち
尽
く
し
、
そ
の
抱
き
つ
づ
け
て
き
た
「
ね
む
ご
ろ
」
な
る
思
い
は
、
そ
の
ま
ま
亡
失
消
尽
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
四
段
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
改
め
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

六　
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
四
段
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か

ま
ず
は
、
こ
れ
ま
で
に
引
照
し
て
き
た
諸
書
・
諸
論
は
い
か
に
本
章
段
を
捉
ま
え
て
き
た
の
で
あ
っ
た
か
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

○�

妻
問
い
の
掛
け
合
い
の
言
葉
も
二
人
の
心
と
心
を
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
魂

を
ふ
れ
合
わ
せ
る
歌
を
詠
み
あ
え
ば
詠
み
あ
う
ほ
ど
、
女
の
再
婚
と
い
う
事
実
が
重
々
し
く
前
提
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
二
人
は
い

よ
い
よ
遠
ざ
か
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
物
語
が
展
開
し
て
い
く
。
／
妻
は
、
立
ち
去
る
夫
に
追
い
す
が
ろ
う
と
す
る
が
、
つ
い
に
清
水

の
湧
く
あ
た
り
で
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
死
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
歌
が
「
あ
ひ
思
は
で
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
三
首
が
万
葉
伝
承

歌
な
ど
に
連
な
る
古
風
な
歌
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
新
し
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
「
わ
が
身
」
が
は
か
な
く
「
消

ゆ
」
と
す
る
表
現
は
、
む
し
ろ
『
古
今
集
』
以
後
の
王
朝
和
歌
の
典
型
的
な
歌
句
で
あ
る
。（
…
（
こ
こ
で
の
表
現
の
新
し
さ
と

は
、
恋
の
人
間
関
係
を
通
し
て
、
わ
が
身
を
は
か
な
い
存
在
と
し
て
自
覚
す
る
点
に
あ
る
。
／
も
と
よ
り
こ
の
物
語
は
、
善
良
な
男

女
三
人
が
皮
肉
な
運
命
の
力
に
操
ら
れ
、
冷
酷
な
ま
で
の
現
実
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
物
語
の
そ
う
し
た
運
命
的
な
展

開
と
あ
い
ま
っ
て
、
最
終
歌
の
運
命
へ
の
痛
恨
の
発
想
が
、
さ
き
だ
つ
伝
承
古
歌
を
包
摂
し
な
が
ら
、
こ
の
章
段
の
新
し
い
主
題
を

担
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
、
宿
命
的
な
女
の
悲
劇
性
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
よ
う
。�

（
鈴
木
『
評
解
』・
評
釈
（

○�

見
事
な
歌
の
贈
答
と
と
も
に
、
自
分
が
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
新
し
い
男
を
愛
し
て
や
っ
て
ほ
し
い
と
女
に
言
い
残
し
て
去
っ
て
ゆ

く
男
の
愛
の
大
き
さ
は
素
晴
ら
し
い
が
、
苦
し
い
思
い
の
中
に
待
ち
続
け
て
三
年
、
や
っ
と
新
し
い
男
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
女



一
二

に
対
す
る
作
者
の
処
置
は
厳
し
い
。
あ
ま
り
に
も
男
中
心
の
描
き
方
に
な
り
過
ぎ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。『
万
葉
集
』

時
代
の
古
歌
め
か
し
た
贈
答
を
見
事
に
作
り
上
げ
て
、
女
の
あ
わ
れ
を
描
き
切
っ
た
作
者
の
真
意
は
、
女
の
読
者
に
対
す
る
貞
女
教

育
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。�

（
片
桐
『
全
読
解
』・
ま
と
め
（

○�

男
に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
女
は
、
先
に
も
進
め
ず
後
に
も
戻
れ
ず
、
そ
こ
で
「
い
た
づ
ら
に
な
」
る
し
か
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
指
か
ら
出
る
血
で
岩
に
和
歌
を
書
き
付
け
た
の
も
一
種
の
自
殺
行
為
で
、
女
は
失
血
死
に
よ
る
自
殺
を
は
か
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
何
と
も
悲
し
い
結
末
だ
が
、
こ
れ
も
軽
率
に
再
婚
を
決
め
て
し
ま
っ
た
女
の
不
貞
の
報
い
で
あ
る
と
作
者
は
言
い
た
い

の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
／
（
…
（『
伊
勢
物
語
』
が
結
婚
前
の
若
い
女
性
た
ち
の
愛
読
書
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
結
婚

し
て
妻
と
な
っ
た
時
に
は
、
た
と
え
夫
が
十
分
な
愛
情
や
思
い
や
り
を
示
し
て
く
れ
な
く
と
も
、
安
易
に
夫
を
捨
て
て
他
の
男
に

走
っ
て
は
ろ
く
な
末
路
が
待
っ
て
い
な
い
ぞ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
め
た
話
を
記
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。�

（
妹
尾
「
読
解
考
」（

○�

そ
も
そ
も
韓
朋
譚
は
、（
…
（
物
語
の
主
役
は
、
出
仕
し
た
ま
ま
音
信
不
通
で
帰
っ
て
こ
ず
、
妻
に
会
っ
て
も
奴
隷
の
身
を
恥
じ
て

顔
を
隠
し
、
あ
き
ら
め
て
妻
の
前
か
ら
去
ろ
う
と
す
る
韓
朋
で
は
な
く
、
け
な
げ
に
夫
の
留
守
を
守
り
不
在
の
夫
の
身
を
案
じ
て
長

文
の
手
紙
を
送
り
、
王
に
よ
り
后
に
さ
れ
て
も
決
し
て
王
に
靡
か
ず
、
最
後
は
策
を
め
ぐ
ら
し
夫
の
後
を
追
っ
て
死
ぬ
こ
と
で
夫
へ

の
誠
を
貫
い
た
、
妻
の
貞
夫
（
貞
女
（
で
あ
ろ
う
。
／
（
…
（
そ
れ
に
対
し
て
梓
弓
章
段
で
は
、
女
は
運
命
の
な
す
が
ま
ま
で
、
主

体
的
な
行
動
を
取
る
こ
と
は
な
い
。（
…
（
最
後
に
見
せ
た
唯
一
の
主
体
的
な
行
動
が
去
っ
て
行
っ
た
男
の
後
を
追
い
か
け
る
こ
と

だ
が
、（
…
（
韓
朋
譚
の
女
が
男
の
死
ん
だ
場
所
ま
で
訪
ね
て
行
っ
て
身
を
投
げ
た
の
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
、
そ
の
死
も
韓

朋
譚
の
女
の
よ
う
に
自
ら
選
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
力
尽
き
て
そ
の
ま
ま
は
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
受
け
身
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
／
梓
弓
章
段
で
、
女
が
こ
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
て
い
る
の
は
、
男
を
主
人
公
と
す
る
『
伊
勢
物
語
』
が
時
折
見
せ
る
、
男

に
顧
み
ら
れ
ず
に
他
の
男
の
妻
と
な
っ
た
女
に
対
す
る
厳
し
い
姿
勢
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。（
…
（『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
の

い
う
「
貞
女
教
育
」
と
ま
で
い
え
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
夫
に
顧
み
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
夫
を
見
限
っ
て
他
の
男
の
妻

に
な
る
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
者
の
視
点
か
ら
、
韓
朋
譚
を
利
用
し
て
章
段
を
創
造
し
よ
う
と
す
れ



一
三

和
歌
は
歌
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
（
金
井
）

ば
、
女
主
人
公
の
貞
夫
は
名
前
の
通
り
の
貞
女
で
あ
る
か
ら
、
章
段
に
取
り
入
れ
る
に
は
彼
女
の
一
途
な
夫
へ
の
誠
心
を
取
り
除
い

て
い
く
必
要
が
あ
る
。（
…
（
韓
朋
譚
の
貞
夫
像
を
利
用
し
な
が
ら
、
も
と
の
男
へ
の
愛
情
を
取
り
戻
し
、
必
死
に
男
を
追
い
か
け

る
女
の
姿
を
描
い
て
い
く
。
し
か
し
（
…
（
既
に
男
は
女
を
見
限
っ
て
い
て
彼
女
の
も
と
に
戻
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

（
…
（
女
は
こ
の
世
か
ら
消
え
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
い
。
／
こ
の
よ
う
に
、（
…
（『
伊
勢
物
語
』
作
者
は
、
自
ら
が
物
語
で
読
者
に

示
そ
う
と
し
た
倫
理
観
（
…
（
に
も
と
づ
い
て
、
韓
朋
譚
の
女
主
人
公
の
造
形
や
行
動
を
巧
み
に
ず
ら
し
て
物
語
を
語
っ
て
い
く
。

韓
朋
譚
と
梓
弓
章
段
に
は
、（
…
（
物
語
が
伝
え
よ
う
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
自
体
に
大
き
な
位
相
差
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
せ

ず
に
、
梓
弓
章
段
の
筋
立
て
や
表
現
の
単
な
る
典
拠
と
し
て
韓
朋
譚
を
扱
う
こ
と
は
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。�

�

（
三
木
「
韓
朋
譚
」（

さ
て
、
卑
見
で
あ
る
。

「
戸
令
」
に
準
じ
て
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
し
か
し
同
じ
よ
う
に
強
く
意
識
し
つ
づ
け
た
「
三
と
せ
」

─
「
男
」
は
こ
れ
以
上
の
延
伸
は
で
き
な
い
と
し
て
帰
郷
を
念
い
、「
女
」
は
こ
れ
以
上
の
忍
従
は
で
き
な
い
と
し
て
再
婚
を
想
い
、

そ
れ
ぞ
れ
に
意
を
決
し
て
歩
を
前
に
出
し
た
そ
の
日
、
事
は
皮
肉
な
こ
と
に
決
定
的
に
食
い
違
っ
て
ゆ
く
。

「
お
と
こ
」
の
開
扉
の
要
求
に
対
し
て
「
戸
」
が
開
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
開
か
ず
の
「
戸
」
の
向
こ
う
か
ら
「
お
と
こ
」
の

耳
に
聞
こ
え
て
き
た
の
は
、
今
日
ま
さ
に
再
婚
す
る
の
だ
と
告
げ
る
妻
の
衝
撃
的
な
和
歌
な
の
で
あ
っ
た
。

あ
ら
た
ま
の
年
の
三
と
せ
を
ま
ち
わ
び
て
た
ゞ
こ
よ
ひ
こ
そ
に
ゐ
ま
く
ら
す
れ

い
ま
「
衝
撃
的
な
」
と
い
う
形
容
句
を
用
い
た
が
、
こ
こ
で
明
瞭
に
想
像
し
た
い
の
は
、
先
ず
何
よ
り
も
、
和
歌
は
歌
わ
れ
た
の
だ
、

と
い
う
こ
と
だ
。
紙
に
書
い
た
も
の
が
手
渡
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
手
渡
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
に
ゐ
ま
く
ら
」
の
語
が
た

ま
た
ま
真
っ
先
に
眼
に
飛
び
こ
ん
で
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
は
そ
う
で
は
な
い
。
初
句
か
ら
順
に
、
じ
わ
じ
わ



一
四

と
情
報
が
迫
り
、
押
し
寄
せ
て
く
る
の
で
あ
る
。「
a�

ra�

ta�

ma�

no
～
」
ふ
む
…
…「
to�

shi�

no
～�

mi�

to�

se�

wo
～
」
え
？　

…
…「
ma�

chi�

wa�

bi�

te

～
」
な
に
？　

…
…「
ta�

da�

ko�

yo�

i�

ko�

so
～
」
ま
さ
か
?!　

…
…「
ni�

i�

ma�

ku�

ra�

su�

re
～
」
…
…
こ
の
結
句
の
「
ni
・
i
・
ma
・
ku
・
ra
・

su
・
re
」
の
声
音
が
「
新
枕
す
れ
」
と
い
う
言
葉
に
変
換
さ
れ
た
瞬
間
の
「
お
と
こ
」
の
心
は
、
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
。
い
わ
ば

吃サ

プ

ラ

イ

ズ

驚
の
企
て
の
つ
も
り
が
衝逆

サ

プ

ラ

イ

ズ

撃
の
超
告
白
を
喰
ら
っ
た
恰
好
で
あ
る
。「
女
」
に
す
れ
ば
、
三
年
間
の
切
な
さ
・
つ
ら
さ
、
あ
る
い
は
哀

し
さ
と
寂
し
さ
と
い
っ
た
諸
々
の
負
の
感
情
を
ぶ
つ
け
る
代
わ
り
に
、
新
枕
を
交
わ
す
の
だ
と
い
う
事
実
を
突
き
つ
け
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。「
お
と
こ
」
の
激
し
い
動
揺
や
落
胆
、
あ
る
い
は
後
悔
の
念
な
ど
な
ど
、
い
ず
れ
も
想
像
し
て
余

り
あ
る
と
言
う
べ
き
か
。
し
か
る
に
、「
戸
」
の
向
こ
う
側
か
ら
声
音
＝
言
葉
＝
和
歌
が
届
け
ら
れ
た
以
上
、
今
度
は
こ
ち
ら
側
か
ら
向

こ
う
側
へ
と
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
お
と
こ
」
は
、
冷
静
さ
を
取
り
戻
す
か
の
よ
う
に
妻
の
和
歌
を
改
め
て
正
面
か
ら
受
け
と
め
、

あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
つ
き
ゆ
み
と
し
を
へ
て
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ

と
詠
む
。

─
「
ず
っ
と
私
が
あ
な
た
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
は
あ
な
た
が
新
し
い
夫
を
大
切
に
し
て
や
り
な
さ
い
ね
」
と
、

恨
み
言
は
い
っ
さ
い
言
わ
ず
に
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
新
し
い
生
活
に
エ
ー
ル
を
送
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
歌
、
言
わ
れ
来
た
っ
た
と
お
り
、
初
・
二
句
は
不
明
で
あ
る
。
従
前
の
説
を
い
か
に
閲
し
て
も
不
分
明
さ
は
残
り
つ
づ

け
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。「
あ
づ
さ
ゆ
み
（
梓
弓
（」
や
「
ま
ゆ
み
（
真
弓
（」、
あ
る
い
は
「
つ
き
ゆ
み
（
槻
弓
（」
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
詳

し
く
説
明
さ
れ
て
も
、
と
い
う
よ
り
詳
説
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、「
と
し
を
へ
て
」
以
下
へ
の
接
続
は
そ
の
滑
ら
か
さ
を
欠
く
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、「
槻
弓
」
の
「
槻
」
に
「
月
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
だ
け
は
意
味
が
あ
る
よ
う
に
も
思
し
い
が
、
そ

れ
で
も
、
そ
の
場
合
、「
梓
弓
」
と
「
真
弓
」
は
い
か
に
、
と
の
疑
問
は
残
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
、
声
音
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
原
点
、「
戸
」
を
挟
ん
で
「
お
と
こ
」
の
い
る
外
側
か
ら

「
女
」
の
い
る
内
側
へ
と
、
音
の
連
な
り
と
し
て
届
け
ら
れ
た
の
だ
い
う
原
態
に
帰
っ
て
み
た
い
。
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a�
zu�

sa�

yu�

mi
～�

ma�

yu�

mi�

tsu�

ki�

yu�

mi
～�

to�

shi�

wo�

he�

te
～

い
か
が
で
あ
ろ
う
、
い
ま
ゴ
チ
ッ
ク
体
に
し
て
み
た
が
、「
mi
」
の
音
が
三
回
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
注
意

し
て
み
た
い
。
殊
に
、
繰
り
返
さ
れ
た
う
え
で
の
三
回
目
の
「
mi
」
は
、
そ
れ
相
応
に
「
女
」
の
耳
に
残
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
残
響
の

な
か
に
次
の
「
to�
shi
」
の
声
音
は
届
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
と
は
す
な
わ
ち
「
mi
」
─
「
to�

shi
」
と
音
が
連
な
っ
た

と
き
、「
女
」
の
意
識
下
で
「
mi
」
は
「
三
」
に
変
換
さ
れ
、「
年
」
へ
と
接
続
し
た
、
こ
れ
を
裏
返
し
て
、
こ
の
歌
は
「
女
」
に
よ
っ
て

そ
う
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
の
は
穿う

が

ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。「
女
」
が
「
ま
ち
わ
び
」
た
と
少
な
か
ら

ず
強
調
し
た
「
三
年
」、
別
言
す
れ
ば
「
女
」
に
と
っ
て
は
空
白
で
し
か
な
か
っ
た
「
三
年
」
に
対
し
て
、
そ
の
三
年

0

0

を
含
ん
で
今
日
ま

で
ず
っ
と
愛
情
を
抱
き
注
ぎ
つ
づ
け
て
き
た
の
だ
と
自
認
す
る
「
お
と
こ
」
の
内
意
が
、「
mi
」
音
の
繰
り
返
し
と
「
to�

shi
」
＝
「
年
」

へ
の
連
接
の
構
造
に
込
め
ら
れ
て
い
た
、
そ
う
読
ん
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
今
日
か
ら
は
あ
な
た
が
新
し
い
夫
を
存
分
に
愛
し
て
く
だ
さ
い
」
と
の
言
葉
を
贈
る
に
際
し
、「
わ
が
せ
し
が
ご
と

（
＝
私
が
あ
な
た
に
し
て
き
た
よ
う
に
（」
と
、
妻
へ
の
こ
の
日
ま
で
の
不
断
の
思
慕
敬
愛
の
事
実
を
さ
な
が
ら
総
括
す
る
よ
う
に
詠
ん
だ

と
き
、「
お
と
こ
」
の
こ
の
後
の
行
動
は
既
に
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
、
と
は
言
え
ま
い
か
。
そ
も
そ
も
「
女
」
が
「
戸
」
も
開
け

ず
「
こ
よ
ひ
こ
そ
に
ゐ
ま
く
ら
す
れ
」
と
詠
ん
だ
こ
と
で
、「
戸
」
の
内
側
に
は
新
し
い
夫
が
い
る
と
、「
お
と
こ
」
が
確
信
を
も
っ
て

悟
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
い
さ
ぎ
よ
く
身
を
引
く
以
外
に
選
択
肢
は
無
か
っ
た
と
も
言
う
べ
く
、
こ
の
「
う
る
は
し
み
せ
よ
」
の
表
現
に

は
、
哀
切
・
悲
哀
が
よ
り
感
じ
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
も
う
一
つ
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
音
声
の
持
つ
複
奏
性

と
多
義
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
お
と
こ
」
は
歌
を
、
一
義
的
に
は
「
戸
」
の
外
か
ら
そ
の
内
側
に
い
る
「
女
」
に
向
け
て
詠
ん
だ
。

だ
が
、
右
で
も
触
れ
た
よ
う
に
「
戸
」
の
内
側
に
は
新
し
い
夫
も
居
合
わ
せ
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
歌
」
は
そ
の
新
た
な
夫
の
耳
に
も
届

い
て
い
た
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
一
つ
の
声
音
が
複
数
人
に
届
く
、
そ
う
い
う
複
奏
性
を
音
声
は
当
然
の
よ
う
に
帯
び
て
い
る
。
そ

の
と
き
重
要
な
の
は
、
そ
の
音
声
の
発
す
る
意
味
は
一
様
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
、「
お
と
こ
」
の
歌
は
、
新
た
な
夫
と
な

る
は
ず
の
「
人
」
に
は
、
事
実
上
、「
今
日
か
ら
は
あ
な
た
が
我
が
妻
を
し
っ
か
り
と
愛
し
て
く
だ
さ
い
よ
」
と
い
う
意
味
を
放
っ
た
は
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ず
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
お
と
こ
」
は
、
最
後
の
最
後
ま
で
妻
を
愛
し
つ
づ
け
、
あ
と
は
去
り
ゆ
く
ば
か
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
自
分
の
こ
と
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
戻
り
、
愛
す
る
が
ゆ
え
に
自
分
の
許
か
ら
去
ろ
う
と
す
る
「
お
と
こ
」
の
心
に
気
づ
い
た

「
女
」
は
、
こ
う
返
歌
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

あ
づ
さ
ゆ
み
ひ
け
ど
ひ
か
ね
ど
む
か
し
よ
り
心
は
き
み
に
よ
り
に
し
も
の
を

「
お
と
こ
」
の
歌
の
三
種
の
「
弓
」、
で
は
な
く
て

0

0

0

0

0

三
た
び
繰
り
返
さ
れ
る
「
yu�

mi
」
の
「
mi
」
に
「
三
」
が
響
い
て
い
る
こ
と
を
聴
き

取
っ
た
「
女
」
は
、「
お
と
こ
」
が
用
い
た
の
と
同
じ
語
を
初
句
に
置
き
つ
つ
同
工
異
曲
を
奏
で
る
。「
a�

zu�

sa�

yu�

mi
～
」
の
あ
と
を

「
hi�

ke�

do�

hi�

ka�

ne�

do
～
」
と
続
け
た
。「
引
け
ど
引
か
ね
ど
」
で
あ
る
。
引
く
／
引
か
な
い
に
関
わ
る
「
mi
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ

う
、「
身
」
で
あ
る
。「
yu�

mi
」
の
「
mi
」
に
「
三
」
を
響
か
せ
た
「
お
と
こ
」
の
歌
に
対
し
、「
女
」
は
「
身
」
を
響
か
せ
た
の
だ
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
今
し
も
自
分
か
ら
引
こ
う
と
し
て
い
る
「
お
と
こ
」
の
「
身
」
に
、
昔
か
ら
ず
っ
と
寄
り
添
わ
せ
て
き
た
と
す
る
自
分
の

「
心
」
を
対
置
さ
せ
、「
お
と
こ
」
を
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
し
た
の
だ
。
こ
こ
で
は
、「
女
」
の
動
揺
が
顕あ

ら

わ
で
あ
る
。「
お
と
こ
」
＝
元
の

夫
か
ら
の
歌
が
、
あ
ま
り
に
も
穏
や
か
で
慈
し
み
に
満
ち
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
。
最
初
の
歌
の
段
階
で
「
今
宵
」

の
「
新
枕
」
と
い
う
、「
身
」
に
関
わ
る
事
柄
を
み
ず
か
ら
告
げ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
今
さ
ら
な
が
ら
に
「
心
」

を
持
ち
出
す
ほ
か
な
か
っ
た
と
も
言
え
そ
う
な
、
い
か
に
も
苦
し
い
歌
で
あ
り
、
す
で
に
意
を
決
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
「
お
と

こ
」
の
気
持
ち
を
変
え
る
に
は
至
ら
ず
、
結
局
、「
お
と
こ
」
は
そ
の
ま
ま
元
来
た
道
を
戻
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
女
」
は
、

た
ま
ら
な
く
悲
し
く
な
る
。
思
わ
ず
外
に
飛
び
出
し
て
、
去
っ
て
い
く
「
お
と
こ
」
の
あ
と
を
追
う
が
、
追
い
つ
く
こ
と
叶
わ
ず
、
湧
き

水
の
あ
る
所
で
倒
れ
伏
し
て
し
ま
う
。
そ
う
な
っ
た
「
女
」
は
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
追
い
か
け
た
事
実
を
、
追
い
つ
こ
う
と
し
た
そ

の
思
い
を
、
せ
め
て
歌
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
声
音
の
届
く
と
こ
ろ
に
「
耳
」
を
持

つ
相
手
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
歌
は
必
然
的
に
「
か
き
つ
け
」
ら
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
着
の
身
着
の
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ま
ま
外
に
飛
び
出
し
た
「
女
」
が
筆
記
す
る
用
具
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
由
は
な
く
、
も
は
や
そ
う
す
る
し
か
な
い
方
法
と
し
て
「
女
」

は
み
ず
か
ら
指
を
傷
つ
け
、
流
し
た
血
で
岩
に
「
か
き
つ
け
」
る
の
で
あ
っ
た
。

あ
ひ
お
も
は
で
か
れ
ぬ
る
人
を
と
ゞ
め
か
ね
わ
が
身
は
い
ま
ぞ
き
え
は
て
ぬ
め
る

お
互
い
の
思
い
を
一
つ
に
で
き
な
い
ま
ま
、
去
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
夫
を
留
め
ら
れ
ず
に
、
我
が
身
は
今
に
も
消
え
果
て
て
し
ま
い

そ
う
で
す

─
そ
う
詠
ん
で
、「
女
」
は
そ
の
ま
ま
絶
命
し
て
し
ま
っ
た
、
と
語
り
納
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
歌
は
、
ど
う
あ
が
い
て
も
か
な
え
ら
れ
ぬ
絶
望
や
い
く
ら
し
て
も
し
尽
く
せ
ぬ
後
悔
が
「
と
ど
め
か
ね
」
と
い
う
表
現
の
な
か
に

滲
む
、
ま
た
、
う
す
れ
ゆ
く
意
識
の
な
か
で
自
己
の
生
の
最
後
の
最
後
を
見
つ
め
た
証
と
無
念
さ
と
が
「
め
る
」
と
い
う
助
動
詞
に
刻
印

さ
れ
た
、
ま
さ
に
絶
唱
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、「
女
」
は
な
ぜ
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ふ
り
返
っ
て
、
一
つ
前
の
「
あ
づ
さ
ゆ
み
引
け
ど
引
か
ね
ど
…
…
」
の
歌
に
対
す
る
返
歌
も
し
な
い
ま
ま
去
っ
た
「
お
と
こ
」
を
追
い

か
け
る
べ
く
「
戸
」
を
開
け
て
し
ま
っ
た
そ
の
瞬
間
に
、「
女
」
は
〈
生
〉
の
場
を
失
っ
た
の
だ
、
と
は
言
え
ま
い
か
。「
戸
」
を
開
く
と

は
、「
女
」
が
「
お
と
こ
」
＝
元
の
夫
の
歌
を
介
し
て
そ
の
真
意
を
改
め
て
知
ら
し
め
ら
れ
、
関
係
の
再
構
築
に
向
か
お
う
と
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
し
か
、「
お
と
こ
」
の
心
に
並
ぶ
自
分
の
「
心
」
を
示
す
方
法
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

と
り
も
な
お
さ
ず
、
新
た
な
夫
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
先
に
去
っ
た
「
お
と
こ
」
が
振
り
返
っ
て
く
れ
る
由
は
な

く
、
ま
た
こ
ち
ら
か
ら
追
い
つ
き
追
い
す
が
る
術
も
な
く
、「
戸
」
の
内
側
に
ぽ
つ
ね
ん
と
放
置
さ
れ
た
「
人
」
の
許
に
戻
れ
る
理
も
な

く
、「
女
」
は
後
に
も
先
に
も
進
め
ず
、
ま
さ
に
「
そ
こ
に
」
留
ま
り
つ
づ
け
る
し
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
身
と
心

の
そ
れ
ま
で
の
一
切
の
営
み
が
「
い
た
づ
ら
に
」
な
り
、
無
へ
と
帰
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
本
章
段
に
お
け
る
「
女
」
の
死
と
は
、
そ

う
い
う
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
ん
な
第
二
十
四
段
を
、「
女
」
の
あ
わ
れ
な
末
路
を
描
い
た
、「
女
」
に
厳
し
い
話
と
捉
え
、
作
者
の
意
図
を
「
女
の
読

者
に
対
す
る
貞
女
教
育
」
に
あ
っ
た
と
片
桐
『
全
読
解
』
は
説
い
て
い
た
。
再
婚
を
決
め
た
の
は
不
貞
で
あ
り
、
そ
ん
な
軽
率
な
行
動
を
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と
る
か
ら
そ
う
い
う
報
い
を
得
る
の
だ
、
死
に
た
く
な
け
れ
ば
言
動
を
慎
み
な
さ
い
、
と
女
性
読
者
に
教
え
知
ら
し
め
る
べ
く
書
か
れ

た
、
と
い
う
わ
け
だ
が
、
い
か
か
で
あ
ろ
う
か
。

「
あ
わ
れ
な
末
路
」
を
た
ど
っ
た
の
は
、
さ
て
、「
女
」
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
改
め
て
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、「
お
と
こ
」
は
、「
こ

よ
ひ
こ
そ
に
ゐ
ま
く
ら
す
れ
」
と
い
う
「
女
」
の
声
音
を
、
新
た
な
夫
は
、「
む
か
し
よ
り
心
は
き
み
に
よ
り
に
し
も
の
を
」
と
い
う

「
女
」
の
声
音
を
、
そ
れ
ぞ
れ
耳
に
し
た
時
点
で
、
ど
ち
ら
も
或
る
意
味
で
、「
女
」
と
の
関
係
を
ど
う
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
選
択
肢
を

失
っ
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、「
お
と
こ
」
は
、
前
記
し
た
と
お
り
「
身
」
を
引
く
以
外
に
な
か
っ
た
し
、
新
た
な
夫
は
、「
女
」
の
飛
び
出

し
て
い
っ
た
空
間
か
ら
去
る
以
外
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
人
と
も
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
女
」
の
幸
せ
や
幸
い
を
思
い
、

願
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
女
」
の
死
な
ど
ま
る
で
願
っ
て
も
い
な
い
、
む
し
ろ
幸
せ
を
願
っ
て
立
ち
去
っ
た
「
お
と
こ
」
が
、「
女
」
の
悲
劇
を
知
ら
ぬ
ま
ま
に

生
き
、
か
つ
て
哀
苦
を
か
こ
つ
「
女
」
に
「
ね
む
ご
ろ
に
」
言
い
寄
り
、
い
ま
行
く
末
の
幸
い
を
祈
っ
て
去
る
「
人
」（
＝
新
た
な
夫
（

が
、
や
は
り
「
女
」
の
悲
劇
を
知
ら
ぬ
ま
ま
に
生
き
て
い
く
と
い
う
も
う
一
つ
の
悲
劇
の
幕
は
、
す
で
に
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
演
じ
手
た
る
男
た
ち
が
「
あ
わ
れ
な
末
路
」
の
埒
外
に
い
る
と
は
、
と
て
も
見
做
し
得
な
い
。「
女
」
の
死
を
知
っ
た
と
き
の
二
人

の
心
中
を
表
す
言
葉
を
、
誰
も
持
ち
合
わ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
の
「
戸
」
の
あ
る
居
住
空
間
は
、
い
ま
、
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
か
つ
て
「
お
と
こ
」
と
「
女
」
と
が
、

あ
る
い
は
「
人
」
と
「
女
」
と
が
、
身
と
心
と
を
互
い
に
添
わ
せ
て
時
を
同
じ
う
し
た
は
ず
の
そ
こ
に
は
、
も
は
や
誰
も
い
な
い
。
そ
の

虚
無
こ
そ
が
、
本
章
段
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
身
」
を
、
い
つ
、
ど
こ
に
、
ど
う
置
く
か
。「
心
」
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
う
示
す
か
。
そ
の
判
断
を
ひ
と
つ
誤
る
と
き
、
身
と
心

と
を
寄
せ
合
っ
た
大
切
な
存
在
を
、
誰
も
が
、
等
し
く
失
う
こ
と
に
な
る
、
そ
う
い
う
そ
れ
こ
そ
厳
し
い
側
面
を
有
す
る
〈
男
と
女
〉
の

世
界
を
、『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
四
段
は
劇
的
に
語
り
描
い
て
い
た
、
そ
う
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
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二
二
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妹
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好
信
「『
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物
語
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第
二
十
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勢
物
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韓
朋
譚
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の
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文
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第
二
二
九
冊
、
一
九
六
六
年
（
に
拠
る
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以
下
に
引
用
す
る
注
釈
書
な
ら
び
に
論
攷
と
そ
れ
ぞ
の
略
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

・
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
筑
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書
房
、
二
〇
一
三
年
六
月
（　
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鈴
木
『
評
解
』
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読
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尾
好
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伊
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第
二
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「
あ
づ
さ
弓
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読
解
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女
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な
な
け
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の
か
─
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語
と
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五
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妹
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三
木
雅
博
「『
伊
勢
物
語
』
梓
弓
章
段
と
韓
朋
譚
─
「
弓
矢
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の
「
血
書
」
に
込
め
ら
れ
た
女
の
誠
心
─
」（『
中
古
文
学
』
第
一
〇
八
号
、
二
〇

二
一
年
一
一
月
（　

→ 

三
木
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韓
朋
譚
」


