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歌
　
　
に

遊

ぶ

　
は
じ
め
に

　
大
伴
家
持
に
歌
を
贈
っ
た
女
性
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
が
恋
歌
の
表
現
を
と
り
、
そ

の
間
に
は
実
際
の
恋
愛
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
家
持
を
め
ぐ
る
恋

の
関
係
と
い
う
見
方
が
、
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
表

現
か
ら
は
、
そ
こ
に
恋
愛
の
実
体
を
想
像
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
た
だ
歌
を
実
体
に
返
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
、
歌

そ
の
も
の
が
大
き
く
変
容
し
て
い
く
万
葉
第
四
期
と
い
う
時
代
の
も
の
と
し
て
、
歌

を
時
代
の
中
で
と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
時
、
そ
こ
に
は
家
持
に
贈
る
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
家
持
が
も
つ
歌
の
共
通
の
理
解
を
、
女
性
た
ち
も
ま
た
、
持
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
妻
と
な
っ
た
大
嬢
以
外

で
は
、
も
っ
と
も
多
く
の
歌
を
家
持
か
ら
贈
ら
れ
て
い
る
紀
女
郎
の
歌
を
見
る
こ
と

で
、
家
持
を
中
心
と
し
て
広
が
っ
て
い
た
歌
の
世
界
を
考
え
て
み
た
い
。

一

　
紀
女
郎
は
万
葉
集
の
中
で
「
鹿
人
大
夫
の
女
、
名
を
小
鹿
と
い
へ
り
。
安
貴
王
の

妻
な
回
」
と
記
さ
れ
る
以
外
は
経
歴
が
未
詳
で
あ
る
。
そ
し
て
安
貴
王
と
の
関
係
が

浅
　
　
野
　
　
則
　
　
子

絶
た
れ
て
か
ら
、
家
持
と
贈
答
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
剱
。

ま
た
、
家
持
よ
り
年
齢
は
か
な
り
上
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
は
定
か
で

は
な
い
。
万
葉
集
中
に
十
二
首
残
す
が
、
そ
の
う
ち
、
一
首
の
み
が
雑
歌
で
あ
る
以

外
は
す
べ
て
相
聞
で
あ
り
、
相
手
は
「
友
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
［
四
－
七
八
二
］

以
外
は
家
持
で
あ
る
と
い
う
歌
の
上
で
は
非
常
に
家
持
と
関
わ
り
の
深
い
女
性
で
あ

る
。
家
持
と
の
贈
答
は
四
－
七
六
二
～
四
・
七
七
五
～
七
八
一
、
ハ
ー
一
四
六
〇
～
　
国

三
と
三
組
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
今
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
次
の
一
組
で
あ
る
。

　
紀
女
郎
の
大
伴
宿
称
家
持
に
贈
れ
る
歌
二
首

戯
奴
が
た
め
我
が
手
も
す
ま
に
春
の
野
に
抜
け
る
茅
花
そ
食
し
て
肥
え
ま
せ

昼
は
咲
き
夜
は
恋
ひ
寝
る
合
歓
木
の
花
君
の
み
見
め
や
戯
奴
さ
へ
に
見
よ

　
右
は
、
合
歓
の
花
と
茅
花
と
を
折
り
単
じ
て
贈
る
。

　
大
伴
家
持
贈
り
和
ふ
る
歌
二
首

我
が
君
に
戯
奴
は
恋
ふ
ら
し
賜
り
た
る
茅
花
を
食
め
ど
い
や
痩
せ
に
痩
す

我
妹
子
が
形
見
の
合
歓
木
は
花
の
み
に
咲
き
て
け
だ
し
く
実
に
な
ら
じ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
四
六
〇
～
三

　
紀
女
郎
と
家
持
の
贈
答
歌
は
、
ま
ず
、
紀
女
郎
の
歌
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

紀
女
郎
の
歌
は
左
注
に
よ
る
と
「
合
歓
」
と
「
茅
花
」
を
折
っ
た
も
の
と
と
も
に
贈
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ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
贈
ら
れ
た
花
を
万
葉
集
で
見
る
と
、
ま
ず
、
茅
花
は

次
の
よ
う
で
あ
る
。

茅
花
抜
く
浅
茅
が
原
の
つ
ほ
す
み
れ
今
盛
り
な
り
わ
が
恋
ふ
ら
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
四
四
九

茅
花
が
歌
わ
れ
る
の
は
、
問
題
と
す
る
歌
以
外
に
は
、
こ
の
Ｉ
例
の
み
で
あ
る
。
こ

の
歌
は
巻
ハ
の
春
の
相
聞
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
で
天
伴
田
村
天
壌
が
坂
上
天
壌

に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
歌
の
景
は
「
今
盛
り
な
り
わ
が
恋
ふ
ら
く
は
」
を
導
く
序

詞
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
は
「
つ
ぼ
す
み
れ
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の

茅
花
は
「
つ
ぼ
す
み
れ
」
が
咲
い
て
い
る
場
所
で
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
花
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
茅
花
自
体
は
、
抜
い
て
食
用
に
し
た
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
実

用
的
な
植
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
決
し
て
そ
の
花
自
体
を
愛
で
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
二
首
目
の
「
合
歓
」
を
見
て
み
る
と
、
「
合
歓
」
も
こ
の

歌
以
外
で
は
一
例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。

我
妹
子
を
聞
き
都
賀
野
辺
の
し
な
ひ
合
歓
木
我
は
忍
び
え
ず
間
な
く
し
思
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
－
二
七
五
二

こ
の
歌
の
「
合
歓
」
は
「
し
な
ひ
合
歓
木
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
忍
び

え
ず
」
を
起
こ
す
序
詞
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
し
な
ひ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

単
な
に
「
合
歓
」
一
般
を
指
す
の
で
は
な
く
し
な
や
か
な
姿
と
い
う
点
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
中
の
例
を
見
る
限
り
、
紀
女
郎
が
家
持
に
贈

っ
た
花
は
ど
ち
ら
も
、
贈
る
べ
き
花
と
し
て
は
共
通
の
理
解
を
も
た
れ
て
い
た
と
は

い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
紀
女
郎
に
よ
っ
て
贈
ら
れ
た
花
は
そ
の
姿
が
美
し
い
か
ら
贈
る
と
い
う
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
花
と
と
も
に
歌
を
贈
る
時
は
、
た
と
え
ば
、
家
持
が
天
壌
に
季
節
の
風

流
を
い
ち
は
や
く
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
橘
を
贈
っ
た
り
、
季
節
に
は
は
ず
れ
て
い

る
が
美
し
く
咲
く
藤
と
季
節
を
代
表
す
る
美
し
い
黄
葉
と
を
と
も
に
贈
り
、
そ
そ
れ

ぞ
れ
に
た
と
え
る
こ
と
で
相
手
の
美
し
さ
を
た
た
え
、
自
分
の
恋
情
を
訴
え
る
た
め

に
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
広
嗣
が
桜
を
贈
っ
て
、
そ
の
花
び
ら
に
心
を
託
す
と

い
う
例
が
あ
る
が
、
こ
の
紀
女
郎
の
歌
で
は
、
贈
っ
た
そ
の
花
が
贈
り
手
に
と
っ
て

特
殊
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
時
一
回
限
り
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
歌
の
理
解
の
中
で
、
贈
っ
た
二
つ
の
花
と
は
、
花
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
の
解
釈

を
求
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
み
て
い

き
た
い
。

　
一
首
目
で
は
、
「
茅
花
」
は
「
召
し
て
肥
ま
せ
」
と
歌
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

「
茅
花
」
は
実
用
的
な
花
と
し
て
の
み
歌
わ
れ
て
い
る
。
花
に
限
ら
ず
、
物
を
相
手

に
贈
る
時
の
歌
の
表
現
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
君
が
た
め
浮
沼
の
池
に
菱
摘
む
と
我
が
染
め
し
袖
濡
れ
に
け
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
七
－
コ
ー
四
九

②
君
が
た
め
山
田
の
沢
に
ゑ
ぐ
摘
む
と
雪
消
の
水
に
裳
の
裾
濡
れ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
一
八
三
九

③
妹
が
た
め
ほ
つ
枝
の
梅
を
手
折
る
と
は
下
枝
の
露
に
濡
れ
に
け
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
こ
二
三
〇

④
風
高
く
辺
に
は
吹
け
ど
妹
が
た
め
袖
さ
へ
濡
れ
て
刈
れ
る
玉
藻
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
七
八
二

①
の
歌
で
は
「
菱
」
、
②
の
歌
で
は
「
ゑ
ぐ
」
が
袖
を
濡
ら
し
て
摘
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
③
は
「
梅
」
の
花
を
贈
る
も
の
で
あ
り
こ
れ
も
花
と
し
て
美
し
い
も
の
を
見

せ
た
い
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
花
は
袖
を
濡
ら
し
て

図
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と
ら
れ
て
い
る
。
④
の
歌
は
紀
女
郎
が
友
に
贈
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

も
「
玉
藻
」
を
袖
を
濡
ら
し
て
刈
っ
て
い
る
。
相
手
に
物
を
贈
る
こ
と
を
歌
に
表
現

す
る
時
は
、
自
分
の
「
袖
を
ぬ
ら
す
」
と
歌
っ
て
、
そ
れ
を
手
に
す
る
の
が
い
か
に

困
難
で
あ
っ
た
を
表
現
し
、
相
手
の
前
に
あ
る
も
の
の
価
値
を
高
め
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
問
題
と
し
て
い
る
紀
女
郎
の
歌
は
、
「
手
も
す
ま
に
」
と
し
て
お
り
、

濡
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
歌
う
歌
の
表
現
形
式
と
は
異
な
る
が
、
手
を
や
す
め
る

こ
と
な
く
摘
む
と
い
う
の
は
、
や
は
り
、
摘
ま
れ
た
物
の
重
要
性
を
説
く
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
者
を
贈
る
歌
の
形
式
に
入
れ
つ
つ
も
、
こ
の
歌
は
、
さ
ら
に

「
肥
え
ま
せ
」
と
贈
っ
た
物
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
る
結
果
ま
で
示
し
、
茅
花
は
家
が

食
べ
る
事
に
よ
っ
て
、
贈
っ
た
目
的
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
贈
っ
て

家
持
が
食
べ
て
太
る
ま
で
の
時
期
が
こ
の
茅
花
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
贈
っ
た
後
ま
で
歌
わ
れ
る
贈
り
物
は
少
な
い
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
肥
え
ま
せ
」

と
歌
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
表
現
は
、
実
際
に
家
持
が
痩
せ
て
い
た
と
い
う

解
釈
と
な
っ
て
い
契
。
た
と
え
、
家
持
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
容
姿
で
あ
っ
た
と
し

て
も
一
向
に
差
し
支
え
な
い
が
、
歌
の
中
で
「
肥
え
ま
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
今
の

相
手
に
対
し
て
、
今
以
上
に
肥
え
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
が
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

万
葉
集
中
で
「
肥
え
る
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
歌
以
外
で
は
使
わ
れ
て
は
い
な
い
。

肥
え
る
と
い
う
の
は
、
歌
の
中
で
は
、
本
来
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い

っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
紀
女
郎
の
歌
が
物
を
相
手
に
贈
る

と
い
う
恋
歌
的
な
要
素
を
持
つ
こ
と
か
ら
見
る
と
、
さ
ら
に
こ
の
「
肥
え
る
」
と
は

特
殊
な
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
恋
歌
で
は
、
「
肥
え
る
」
と
は
逆
の
「
痩
せ

る
」
と
い
う
の
が
一
般
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
糾
。
こ
こ
で
い
う
「
肥
え
る
」
と

は
「
恋
で
痩
せ
る
」
こ
と
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

i

‐

s

~

l

j

l

s

1

1

J

s

s

s

s

J

.

a

さ
ら
に
、
こ
の
歌
で
は
、
肥
え
る
こ
と
を
自
ら
が
贈
る
茅
花
に
よ
っ
て
可
能
に
す
る

と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
「
恋
で
痩
せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
恋
そ
の
も
の
と

い
う
内
面
か
ら
の
解
決
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
食
物
と
し
て
の
茅
花
に
よ
っ
て
肥
え

る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
相
手
の
恋
そ
の
も
の
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
外

側
か
ら
相
手
の
恋
に
無
関
係
な
者
と
し
て
の
み
関
わ
る
と
い
う
態
度
の
表
明
と
言
え

よ
う
。

　
さ
ら
に
二
首
目
の
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
合
歓
の
花
が
歌
わ
れ

る
。
「
合
歓
」
に
つ
い
て
は
夜
、
花
を
閉
じ
る
姿
が
寝
る
よ
う
な
の
で
そ
の
名
が
つ

い
た
と
さ
れ
る
が
、
中
国
文
学
で
は
男
女
交
合
を
意
味
す
る
「
合
歓
」
か
ら
共
寝
の

連
想
を
誘
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
花
は
そ
の
姿
に
も
関
わ
る
も
の
の
、

花
の
背
後
に
あ
る
共
通
の
理
解
を
要
求
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
贈
る
紀
女

郎
は
、
そ
の
花
を
見
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
自
分
ば
か
り
が
見
る
の
で
は
な
く
、
　
回

相
手
に
も
見
せ
る
た
め
に
贈
る
と
い
う
が
、
花
が
閉
じ
る
様
子
か
ら
共
寝
を
連
想
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
て
あ
ろ
う
。
自
ら
が
考
え
る
共
寝
を
相
手
に
も
求

め
る
と
い
う
の
を
、
花
の
持
つ
共
通
理
解
に
よ
っ
て
相
手
に
贈
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
首
目
で
は
相
手
の
「
恋
痩
せ
」
を
、
二
首
目
で
は
自
ら
の
共
寝
の
希
求
を
暗
に

示
す
の
が
、
贈
っ
た
花
に
与
え
ら
れ
た
役
割
で
あ
っ
た
。
二
首
は
相
手
の
恋
と
自
分

の
恋
を
歌
い
、
相
手
の
恋
に
内
面
か
ら
は
関
わ
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
、
自
分
の
恋
の

世
界
へ
と
誘
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

一見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
二
首
は
、
特
殊
な
花
を
贈
り
つ
つ
も
恋
歌
の
要
素
を
持
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つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
恋
歌
の
表
現
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
る
部
分
も

ま
た
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
呼
称
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
一
首
目
で
紀
女
郎
は
相
手
を
「
戯
奴
」
と
呼
ぶ
。
恋
歌
の
中
で
女
か
ら
男
を
呼
ぶ

の
は
、
「
背
」
も
し
く
は
「
君
」
と
い
う
の
が
万
葉
集
で
は
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
こ

の
「
戯
奴
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
、
用
字
の
面
か
ら
、
す
で
に
井
手
至
氏
が
論
じ

て
い
祠
。
井
手
氏
は
男
女
の
戯
れ
を
意
味
す
る
「
戯
」
と
身
分
の
低
い
下
僕
を
意
味

す
る
「
奴
」
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
紀
女
郎
が
年
若
い
家
持
を
卑
し
め
た
も
の

と
さ
れ
る
。
ま
た
、
多
田
一
臣
氏
は
、
井
手
氏
の
論
を
受
け
つ
つ
も
、
こ
の
用
字
の

み
で
な
く
「
わ
け
」
（
和
気
）
と
い
う
表
現
を
持
つ
物
も
同
様
と
さ
れ
、
そ
の
表
現

が
家
持
の
周
辺
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
祠
。
多
田
氏
が
あ
げ
る
例
と
は
、

次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る

⑤
我
が
君
は
わ
け
を
ば
死
ね
と
思
へ
か
も
逢
ふ
夜
逢
は
ぬ
夜
二
走
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
五
五
二

⑥
黒
木
取
り
草
も
刈
り
つ
つ
仕
へ
め
ど
い
そ
し
き
わ
け
と
ほ
め
む
と
も
あ
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
七
八
〇

⑤
は
大
伴
一
族
の
三
依
の
も
の
。
⑥
は
問
題
と
し
て
い
る
の
と
同
じ
二
人
、
家
持
と

紀
女
郎
と
の
贈
答
の
う
ち
の
家
持
の
も
の
で
あ
る
。

⑤
は
贈
る
歌
の
み
で
、
返
歌
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
の
恋
歌
の
男
と
女
の
関
係
性
は

あ
き
ら
か
に
は
し
え
な
い
が
、
⑥
の
歌
で
は
用
字
は
違
う
も
の
の
、
家
持
が
紀
女
郎

に
「
わ
け
」
と
歌
っ
て
お
り
、
問
題
と
し
て
い
る
二
人
の
間
で
の
使
用
で
あ
る
。

「
戯
奴
」
と
い
う
用
字
に
よ
っ
て
、
卑
し
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
た
め
に
、
用
字

の
違
い
に
は
、
慎
重
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
が
、
右
の
二
例
の
「
わ
け
」
は
、

「
若
」
と
同
源
と
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
わ
け
」
が
若

い
と
い
う
こ
と
を
あ
え
て
表
現
す
る
の
は
、
や
は
り
、
恋
歌
と
い
う
対
等
の
男
と
女

の
関
係
に
、
男
が
「
若
い
」
と
い
わ
れ
る
と
と
い
う
こ
と
、
年
齢
差
を
出
し
て
、
女

よ
り
一
歩
引
い
た
も
の
と
い
う
と
ら
え
か
た
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
「
戯
奴
」
の
「
戯
」
が
な
い
、
「
奴
」
と
い
う
表
現
も
家
持
に
よ
っ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
家
持
が
越
中
に
守
と
し
て
赴
任
し
て
か
ら
、
叔
母
の
坂
上
郎
女
が
贈
っ

た
歌
に
対
し
て

⑦
天
離
る
鄙
の
奴
に
天
人
し
か
く
恋
す
ら
ば
生
け
る
験
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
八
－
四
〇
八
二

と
答
え
た
歌
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
、
叔
母
の
坂
上
郎
女
を
「
天
人
」

と
呼
び
、
自
ら
を
「
奴
」
を
と
し
つ
つ
卑
下
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例

か
ら
、
「
戯
奴
」
と
紀
女
郎
が
贈
る
時
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
歌
の
世
界
が
家
持
や
、
彼
に
歌
を
贈
る
紀
女
郎
の
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
　
国

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
こ
の
「
戯
奴
」
と
い
う
相
手
へ
の
呼
称
に
対
応
し
て
、
二
言
目
で
は
自
ら
を
歌
の

一
対
と
な
る
べ
き
呼
称
と
し
て
は
「
君
」
と
呼
ぶ
。
「
君
」
と
は
、
女
か
ら
男
を
呼

ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
君
」
と
い
う
呼
称
と
恋
歌
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
高
野

正
美
氏
は
、
「
君
」
と
は
、
本
来
は
、
上
下
の
関
係
の
中
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
律
令
制
の
進
展
と
平
行
し
て
な
さ
れ
た
人
間
の
序
列
化
の
中
で
、
横
の
、
対

等
の
関
係
で
あ
る
べ
き
恋
歌
の
男
女
の
間
に
も
浸
透
し
た
と
さ
れ
祠
。
万
葉
集
の
中

で
も
、
特
に
律
令
の
進
展
が
見
ら
れ
る
奈
良
朝
以
降
、
後
期
万
葉
の
世
界
で
こ
の
使

用
が
増
加
し
た
と
す
る
と
、
当
然
、
こ
う
し
た
言
葉
の
使
用
が
な
さ
れ
た
中
に
紀
女

郎
も
家
持
も
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
紀
女
郎
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
こ
と
ば
の
あ
り

方
で
は
な
く
、
「
君
」
と
い
う
言
葉
が
持
っ
て
い
た
上
下
の
関
係
性
を
表
す
も
の
と
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し
て
用
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
用
字
面
か
ら
み
て
、
相
手
を
卑
し
め
た
と
さ
れ
る

「
戯
奴
」
に
対
応
す
る
主
君
と
し
て
の
「
君
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
対
応
を
見
る
限
り
、

表
現
は
恋
歌
の
世
界
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
身
分
が
ち
が
っ
て
い
て
も
そ

れ
を
対
等
な
横
の
関
係
に
変
え
た
世
界
の
者
と
し
て
扱
い
、
自
ら
の
世
界
へ
と
引
き

寄
せ
よ
う
と
す
る
の
が
、
恋
歌
の
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
上
下
関
係
は
相
手
と

の
関
係
が
一
方
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
歌
の
表
現
で
紀
女
郎
は
、
こ
の
上
下
関
係
を
も
固
定
し

よ
う
と
は
し
な
い
。
「
戯
奴
」
と
卑
し
め
た
そ
の
歌
の
な
か
で
相
手
に
「
肥
え
ま
せ
」

と
敬
語
を
使
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ま
せ
」
と
い
う
敬
語
と
恋
歌
の
関
わ
り
に
つ
い

て
も
、
先
に
あ
げ
た
高
野
氏
の
論
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
高
野
氏
は
こ
の
言
葉
が
使

わ
れ
る
の
は
、
先
の
「
君
」
と
い
う
言
葉
と
同
時
代
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

敬
語
と
し
て
存
在
し
つ
つ
も
、
こ
の
言
葉
は
、
男
女
の
、
本
来
は
横
に
並
び
、
対
等

な
恋
の
世
界
に
入
り
込
ん
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
時
代
の
言
葉
の
使

用
に
つ
い
て
見
る
限
り
、
こ
の
歌
に
お
け
る
「
ま
せ
」
は
女
か
ら
男
へ
の
言
葉
と
し

て
恋
の
世
界
で
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
る
が
、
そ
の
言
葉
が
女
の
恋
の
世
界
で
の
言

葉
と
す
る
と
、
歌
全
体
の
中
で
は
自
ら
が
作
り
上
げ
た
上
下
関
係
を
く
ず
す
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
女
は
男
を
「
戯
奴
」
と
し
て
低
い
位
置
に
お
き
、
対
等
に
恋
を
す
べ
き
立
場
で
は

な
い
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
一
方
で
そ
こ
に
は
女
と
し
て
、
男
に
用
い
る
敬
語
を
使

い
、
恋
の
対
象
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
上
下
関
係
は
あ
い
ま
い

な
も
の
と
な
り
、
宙
に
浮
く
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
そ
れ
は
、
歌
の
世
界
で
上
下
関

係
で
あ
り
つ
つ
男
と
女
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
男
と
女
と
し
て
対
等
な
の
か
、
歌
を

贈
ら
れ
た
家
持
に
解
釈
を
委
ね
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
恋

歌
の
要
素
を
持
ち
つ
つ
も
、
他
の
方
向
性
を
も
示
し
た
歌
を
紀
女
郎
は
家
持
に
示
し
、

彼
の
返
歌
に
よ
っ
て
、
こ
の
複
雑
な
表
現
の
方
向
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
。
贈
っ
た
花
そ
の
も
の
の
解
釈
の
み
で
な
く
、
同
時
に
歌
全
体
の
な

か
で
の
両
者
の
位
置
関
係
の
解
釈
を
も
家
持
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

一

一

　
紀
女
郎
の
挑
む
と
も
思
わ
れ
る
贈
歌
に
対
し
て
、
家
持
は
二
首
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現

を
使
う
こ
と
で
答
え
て
い
く
。
家
持
の
返
歌
を
み
て
い
き
た
い
。

　
家
持
は
ま
ず
、
一
首
目
で
は
、
紀
女
郎
の
一
首
目
の
歌
の
中
の
関
係
を
そ
の
ま
ま

引
き
継
い
で
い
る
。
自
ら
は
「
戯
奴
」
で
あ
り
、
相
手
は
「
君
」
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
も
ら
っ
た
茅
花
に
対
し
て
の
結
果
と
し
て
「
い
や
痩
せ
に
痩
す
」
と
い
う
。
　
回

こ
こ
で
紀
女
郎
が
暗
に
示
し
た
「
恋
痩
せ
」
と
い
う
こ
と
が
表
に
出
て
く
る
の
で
あ

る
。
紀
女
郎
が
今
以
上
に
「
肥
え
」
て
も
い
い
と
思
っ
た
容
姿
は
、
実
は
「
恋
痩
せ
」

の
た
め
で
あ
っ
た
と
歌
い
、
さ
ら
に
、
も
ら
っ
た
花
を
食
べ
る
と
い
う
行
為
で
も
、

そ
れ
は
直
ら
な
い
、
つ
ま
り
は
、
あ
な
た
で
あ
る
「
君
」
へ
の
恋
の
結
果
な
の
だ
と
、

逆
に
、
は
っ
き
り
と
恋
歌
の
形
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
紀
女
郎
が
恋
歌
の
要
素
を
含

み
つ
つ
、
表
に
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
家
持
は
、
恋
歌
そ
の
も
の
と
し
た

こ
と
に
よ
り
、
贈
歌
の
表
現
で
の
、
恋
に
は
関
わ
ら
ず
に
「
肥
」
や
す
た
め
に
食
物

を
贈
る
と
い
う
行
為
を
、
冷
た
い
恋
の
相
手
の
行
為
と
い
う
性
格
付
け
を
し
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
二
人
の
間
は
「
君
」
と
「
戯
奴
」
と
い
う
上
下
の
関

係
の
ま
ま
で
、
恋
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
、

本
来
は
横
の
対
等
の
関
係
で
あ
る
べ
き
恋
は
、
ま
だ
そ
の
立
場
か
ら
解
き
放
た
れ
て
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は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
紀
女
郎
の
歌
の
関
係
を
引
き
継
い
だ
と
い
っ
て
も
、
家
持
の

側
か
ら
は
っ
き
り
し
た
関
係
を
打
ち
出
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
続
く
二
首
目
の
歌
で
は
、
「
合
歓
」
の
花
に
つ
い
て
、
紀
女
郎
が
示
し
た
「
共
寝
」

と
い
う
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
家
持
の
歌
に
お
い
て
、
共
寝

の
意
味
を
含
み
持
つ
「
合
歓
」
と
い
う
花
は
そ
の
意
味
を
失
っ
て
、
単
な
る
花
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
家
持
の
「
花
の
み
に
咲
き
て
け
だ
し
く
実
に
な

ら
じ
か
も
」
と
い
う
表
現
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
歌
わ
れ
た

「
花
」
と
「
実
」
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
多
い
も
の
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
恋
歌

の
中
に
用
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧
玉
葛
実
な
ら
ぬ
木
に
は
ち
は
や
ぶ
る
神
ぞ
つ
く
と
い
ふ
な
ら
ぬ
木
ご
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
伴
安
麻
呂

　
玉
葛
花
の
み
咲
き
て
な
ら
ず
あ
る
は
誰
が
恋
に
あ
ら
め
我
は
恋
ひ
思
ふ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巨
勢
郎
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ー
ー
〇
一
二
一

⑨
山
菅
の
実
な
ら
ぬ
こ
と
を
我
に
寄
せ
言
は
れ
し
君
は
誰
と
か
寝
ら
む
　
坂
上
郎
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
五
六
四

⑩
さ
の
か
た
は
実
に
な
ら
ず
と
も
花
の
み
に
咲
き
て
見
え
こ
そ
恋
の
な
ぐ
さ
に

　
さ
の
か
た
は
実
に
な
り
に
し
を
今
さ
ら
に
春
雨
降
り
て
花
咲
か
め
や
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
一
九
二
八
・
九

⑧
の
歌
は
、
大
伴
安
麻
呂
が
「
実
な
ら
ぬ
木
」
に
は
恐
ろ
し
い
神
が
寄
り
つ
い
て
い

る
と
言
っ
て
、
自
ら
に
廓
か
な
い
女
を
「
実
な
ら
ぬ
木
」
と
し
て
郷
楡
し
た
も
の
を

巨
勢
郎
女
が
受
け
て
、
実
の
な
ら
な
い
と
い
う
の
を
、
咲
く
花
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、

そ
の
花
が
実
を
む
す
ば
な
い
こ
と
を
、
男
の
誠
意
の
な
い
こ
と
に
た
と
え
て
切
り
返

す
も
の
。
⑨
も
や
は
り
「
山
菅
の
実
の
な
ら
ぬ
」
と
歌
う
が
、
こ
こ
で
は
「
実
」
が

な
ら
な
い
こ
と
は
、
二
人
の
関
係
が
実
ら
な
い
、
つ
ま
り
成
就
し
な
い
こ
と
と
し
て

い
る
。
次
の
⑩
は
作
者
未
詳
の
問
答
で
あ
る
。
こ
の
二
首
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
花
」

と
「
実
」
が
歌
わ
れ
る
。
は
じ
め
に
、
「
実
」
に
な
ら
な
く
と
も
よ
い
か
ら
「
花
」

と
し
て
現
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
が
、
こ
の
歌
で
の
「
実
」
は
⑨
の
歌
と
同
様
に
、
二

人
の
関
係
の
成
就
で
あ
り
、
「
花
」
と
は
、
成
親
し
な
く
と
も
、
た
だ
逢
う
だ
け
と

い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
を
受
け
た
問
歌
は
自
分
は
す
で
に
「
実
」
に
な
っ
て
い
る
、

つ
ま
り
、
関
係
を
成
就
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
歌
い
か
け
た
相
手
と
は
別

の
一
対
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ
と
で
、
「
人
妻
」
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
歌
で
の
「
花
」
の
扱
い
は
、
も
う
、
す
で
に
咲
く
こ
と
す
ら
な
い
と

い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
「
花
」
と
言
っ
て
き
た
相
手
に
対
し
て
、
「
花
」
は
な
い

と
は
、
逢
う
気
が
な
い
と
い
う
宣
言
に
他
な
ら
な
い
。
恋
歌
で
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ
　
回

た
「
実
」
と
「
花
」
と
は
、
「
実
」
こ
そ
恋
の
相
手
に
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
「
花
」

と
は
、
恋
が
成
就
し
な
い
こ
と
の
た
と
え
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

「
花
」
は
恋
歌
の
中
で
「
実
」
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
時
に
は
、
美
し
さ
で
は
な
く
、

は
か
な
さ
、
空
し
さ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
家
持
の
二
首
目
の
歌
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
家
持
は
、
紀
女
郎
が
示
し
た
花

を
、
そ
れ
が
、
実
物
を
伴
っ
て
、
具
体
的
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
、
歌

表
現
で
は
と
ら
え
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
恋
歌
の
中
で
「
実
」
と
と
も
に
使
わ
れ

る
時
の
「
花
」
と
い
う
と
ら
え
方
で
答
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
紀
女
郎
の
贈
っ

た
花
の
特
殊
性
は
ま
っ
た
く
歌
わ
れ
ず
、
「
合
歓
」
は
共
寝
の
意
味
を
含
み
も
つ
花

で
は
な
く
、
単
に
「
実
」
と
対
応
す
る
の
み
の
意
味
の
な
い
「
花
」
に
既
め
ら
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
実
」
と
「
花
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
で
、
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相
手
の
表
現
に
対
応
し
つ
つ
も
、
恋
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
は
、
相
手
に
理
由
が
あ

る
と
し
て
、
切
り
返
し
の
歌
に
仕
立
て
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
家
持
は
、
二
首

目
で
自
ら
の
恋
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
の
と
き
、
呼
称
の
問
題
も
ま
た
、

大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
「
戯
奴
」
「
君
」
と
い
う
関
係
性
を
保
っ
た
ま
ま
続
け
ら
れ

て
て
き
た
歌
は
、
こ
の
歌
で
そ
の
呼
称
を
変
え
て
い
る
。
家
持
は
、
こ
こ
で
は
相
手

を
「
吾
妹
子
」
と
呼
ぶ
。
今
ま
で
の
上
下
関
係
か
ら
一
転
し
て
、
こ
の
歌
に
至
っ
て

初
め
て
、
男
と
女
が
横
に
一
対
の
も
の
と
し
て
並
ぶ
、
恋
歌
の
関
係
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
家
持
自
身
の
歌
を
男
と
い
う
立
場
か
ら
歌
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と

で
も
あ
っ
た
。
紀
女
郎
の
歌
の
中
に
含
ま
れ
た
恋
を
受
け
止
め
た
返
歌
を
歌
っ
た
時
、

そ
の
歌
を
誘
い
出
し
た
紀
女
郎
の
歌
も
ま
た
、
性
格
を
変
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
紀
女
郎
の
歌
は
女
の
歌
そ
の
も
の
と
し
て
、
家
持
の
男
の
歌
を
呼
び
出
し
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
紀
女
郎
の
歌
の
表
現
は
、
家
持
の
解
釈
に
よ
っ
て
女
と

い
う
性
別
を
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
贈
ら
れ
た
花
に
つ
い
て
見
る
と
、
紀
女
郎
は
「
茅
花
」
と
「
合
歓
」
を

贈
っ
て
そ
の
意
味
を
家
持
に
求
め
た
が
、
家
持
は
紀
女
郎
の
贈
っ
た
実
際
の
花
に
つ

い
て
、
一
首
目
で
は
食
べ
た
の
に
太
ら
な
い
、
二
首
目
で
は
、
実
に
な
ら
な
い
と
し

て
歌
の
世
界
で
否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
紀
女
郎
の
贈
っ
た
花
は
意
味
を
な
さ
な
い

も
の
と
し
て
、
彼
女
が
そ
の
中
に
込
め
た
意
味
を
否
定
し
、
目
の
前
に
あ
る
花
自
体

の
特
殊
な
役
割
を
も
否
定
し
た
の
が
、
家
持
の
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　
紀
女
郎
と
家
持
と
は
、
歌
の
世
界
で
の
男
女
を
楽
し
む
姿
勢
が
み
ら
れ
る
と
し
た

の
は
、
多
田
一
臣
氏
で
あ
る
が
、
二
人
は
互
い
に
相
手
の
歌
の
表
現
を
「
読
み
と
る
」

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
し
、
そ
の
「
解
釈
」
と
し
て
の
返
歌
を
贈
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
贈
る
歌
と
そ
れ
に
答
え
る
歌
－
贈
答
歌
－
の
世
界
に
お
い
て
、

相
手
の
歌
の
奥
底
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
歌
の

中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
人
の
贈
答
歌
の
世
界
は
深
い
広
が
り
を
も
つ

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
歌
の
中
の
男
は
家
持
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ま

た
、
女
も
紀
女
郎
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
歌
の
言
葉
を
共
通
の
理
解
で
と
ら
え
て
い

き
、
歌
の
世
界
を
実
際
の
も
の
と
は
別
に
、
そ
れ
を
超
え
た
も
の
と
し
て
作
り
上
げ

て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
は
、
共
通
の
言
葉
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
　
国

て
作
ら
れ
る
関
係
と
い
え
よ
う
。
歌
の
男
、
歌
の
女
は
共
通
の
文
化
圏
の
な
か
で
、

言
葉
を
待
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
言
葉
に
よ
っ
て
、
結
ば
れ
た
二
人
は
、
実
際
の
関

係
を
超
え
て
、
幅
広
い
恋
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

　
家
持
と
歌
を
交
わ
す
女
た
ち
を
見
て
い
く
場
合
、
家
持
と
の
実
体
と
し
て
の
恋
が

問
題
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
よ
り
む
し
ろ
、
言
葉
が
同
じ
レ
ベ
ル

で
理
解
さ
れ
て
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
持
に
歌
を

贈
っ
た
女
た
ち
は
家
持
と
歌
の
世
界
で
も
一
対
の
関
係
を
求
め
て
い
た
に
他
な
ら
な

い
。
歌
の
世
界
で
自
由
に
姿
を
変
え
る
女
で
あ
っ
た
紀
女
郎
は
、
大
伴
家
の
歌
の
文

化
圏
を
背
負
い
、
そ
の
中
で
歌
に
よ
っ
て
広
が
り
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
家
持
に

と
っ
て
、
よ
き
相
手
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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注

①
家
持
と
贈
答
歌
を
交
わ
し
た
女
性
の
う
ち
、
恋
歌
で
は
な
い
も
の
は
、
雑
歌
に
い

れ
ら
れ
て
い
る
巫
部
麻
蘇
娘
子
（
八
―
一
五
六
二
）
、
日
置
長
技
娘
子
（
八
－
一
五

六
四
）
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

「
歌
の
誘
惑
」
『
別
府
大
学
紀
要
』
四
十
一
号
。
ま
た
、
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
、
ハ
ー

ヱ
八
二
〇
、
十
八
－
四
〇
八
〇
～
一
は
相
聞
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
関
係
性

か
ら
恋
歌
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
歌
の
世
界
で
の
男
女
と
し
て
の
関
係
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
拙
稿
「
恋
ひ
を
は
こ
ぶ
」
『
大
伴
坂
上
郎
女
の
研
究
』
に
所
収
。

②
四
－
六
四
三
～
五
の
「
怨
恨
歌
」
の
題
詞
の
脚
注
に
記
さ
れ
て
い
る
。

③
夫
で
あ
っ
た
安
貴
王
は
ハ
上
采
女
と
関
係
し
た
こ
と
で
、
不
敬
の
罪
に
問
わ
れ
た

　
と
万
葉
集
の
四
－
五
三
四
の
左
註
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
が
契
機
に
な
っ

　
て
、
二
人
は
疎
遠
に
な
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
な
お
、
紀
女
郎
の
「
怨

　
恨
歌
」
（
四
－
六
四
三
～
五
）
は
こ
の
時
の
も
の
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い

　
る
。

④
家
持
が
橘
を
大
嬢
に
贈
っ
た
歌
は
ハ
ー
一
五
〇
七
。
そ
の
中
で
、
「
－
わ
が
思
ふ

　
妹
に
　
真
澄
鏡
　
清
き
月
夜
に
　
た
だ
一
目
　
見
す
る
ま
で
に
は
　
散
り
こ
す
な

　
ゆ
め
と
い
ひ
っ
つ
　
こ
こ
だ
く
も
　
わ
が
守
る
も
の
を
　
慨
き
や
　
醜
雷
公
鳥

　
暁
の
　
う
ら
悲
し
き
に
　
追
へ
ど
追
へ
ど
　
な
ほ
し
来
鳴
き
て
　
徒
に
　
地
に
散

　
ら
せ
ば
　
術
を
な
み
　
単
ぢ
て
手
折
り
つ
つ
　
見
ま
せ
吾
妹
子
」
と
贈
る
理
由
を

　
歌
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
藤
と
黄
葉
に
つ
い
て
は
、
藤
を
相
手
に
た
と
え
て
「
わ
が
最
前
の
時
じ
き

　
藤
の
め
づ
ら
し
く
今
も
見
て
し
か
妹
が
咲
容
を
」
（
ハ
ー
一
六
二
七
）
と
歌
う
。

⑤
藤
原
広
嗣
と
娘
子
の
贈
答
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
花
の
一
枝
の
う
ち
に
百
種
の
言
そ
隠
れ
る
お
ほ
ろ
か
に
す
な
　
　
　
　
広
嗣

　
こ
の
花
の
一
枝
の
う
ち
は
百
種
の
言
持
ち
か
ね
て
折
ら
え
け
ら
ず
や
　
　
　
娘
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
四
五
七
・
八

⑥
題
詞
に
「
裏
め
る
も
の
を
友
に
贈
れ
る
歌
一
首
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

⑦
多
田
一
臣
氏
は
こ
の
歌
と
歌
持
の
「
痩
せ
た
る
人
を
咄
笑
へ
る
歌
二
首
」
（
十
六

　
－
三
八
五
三
～
四
）
を
あ
げ
て
い
る
。
「
紀
女
郎
へ
の
贈
歌
－
戯
れ
の
世
界
」
『
国

　
文
学
』
第
四
十
二
巻
八
号

⑧
「
恋
痩
せ
」
と
い
う
こ
と
を
歌
っ
た
歌
は
万
葉
集
中
少
な
く
な
い
。
時
代
の
は
や

　
い
も
の
は
、
弓
削
皇
子
の
（
ニ
ー
一
二
二
）
の
歌
で
あ
る
。
家
持
に
も
見
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
一
重
の
み
妹
が
結
ば
む
帯
を
す
ら
三
重
結
ぶ
べ
く
我
が
身
は
な
り
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
－
七
四
二
）

　
こ
の
歌
は
大
嬢
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
が
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い

　
る
。
さ
ら
に
、
家
持
に
贈
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
笠
女
郎
の
歌
が
あ
る
。

　
恋
に
も
ぞ
人
は
死
に
す
る
水
無
瀬
川
下
ゆ
我
れ
痩
す
月
に
日
に
異
に
（
四
－
五
九

　
八
）

⑨
「
紀
女
郎
の
諧
謔
的
技
巧
」
『
万
葉
』
四
十
号

⑩
「
神
さ
ぶ
と
い
う
こ
と
Ｉ
紀
女
郎
と
家
持
」
『
大
伴
家
持
』
所
収

⑥
万
葉
集
本
文
で
は
「
和
気
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑥
坂
上
郎
女
の
歌
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
姑
大
伴
氏
坂
上
郎
女
の
越
中
守
大
伴
宿
称
家
持
に
寄
贈
せ
る
歌
二
首

　
常
人
の
恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
あ
ま
り
に
て
わ
れ
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た
ら
ず
や

固
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片
息
を
馬
に
ふ
つ
ま
に
負
せ
持
て
越
辺
に
遣
ら
ば
人
か
た
は
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
八
－
四
〇
八
〇
・

⑩
「
社
交
歌
と
し
て
の
恋
歌
」
『
万
葉
集
作
者
未
詳
歌
の
研
究
』
所
収

⑩
注
⑩
に
同
じ
。

⑤
注
⑦
、
⑩
に
同
じ
。
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