
差異の勝利

1

【
論　
　

文
】

浅

野

則

子

差
異
の
勝
利

【
要　
　
　

旨
】

　

坂
上
郎
女
が
宴
席
で
作
っ
た
と
さ
れ
る
歌
が
あ
る
。
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
の
歌

の
時
代
を
考
え
る
と
大
伴
家
の
中
心
の
女
性
と
し
て
一
族
を
結
び
つ
け
る
た
め
歌

は
大
切
な
手
段
で
あ
る
。
本
論
は
宴
と
い
う
場
に
お
い
て
共
通
理
解
を
も
と
に
し

つ
つ
、
歌
の
場
を
意
味
づ
け
る
た
め
に
必
要
な
表
現
に
つ
い
て
、
類
歌
と
差
異
と

い
う
こ
と
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

宴　

文
化
圏　

類
歌　

差
異

は
じ
め
に

　

万
葉
集
に
は
宴
席
と
い
う
場
の
歌
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
宴
と
い
う
歌
の
場

を
設
け
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
楽
し
み
を
歌
う
こ
と
の
み
で
な
く
同
じ
場
に
お
い

て
宴
の
目
的
を
「
歌
」
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
都
に
お
い
て
、

男
性
を
中
心
と
し
た
宴
の
場
は
歌
の
共
通
理
解
を
背
景
と
し
て
集
う
者
た
ち
の
思

い
を
集
約
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
中
で
大
伴
と
い
う
家
の
中
心
に
あ
り
、
そ
の
立

場
か
ら
万
葉
集
中
に
様
々
な
場
の
歌
を
残
し
て
い
る
の
が
坂
上
郎
女
で
あ
る
。
そ

れ
は
大
伴
家
の
中
心
的
な
女
性
と
し
て
歌
を
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
坂
上
郎
女
が
歌
を
多
く
残
し
て
い
る
時
代
は
大
伴
と
い
う
由
緒
あ
る

一
族
に
と
っ
て
難
し
い
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

困
難
な
時
代
の
な
か
で
坂
上
郎
女
は
、
歌
の
場
に
何
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
坂
上
郎
女
の
歌
の
中
で
明
ら
か
に
宴
の
場
で
歌
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
歌
が

二
首
あ
る
。
万
葉
集
で
は
、
そ
れ
ら
の
背
景
を
詳
し
く
記
し
て
は
い
な
い
が
残
さ

れ
た
題
詞
・
左
注
に
よ
っ
て
時
代
背
景
を
と
ら
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
時
代
背
景
を
考
え
つ
つ
坂
上
郎
女
が
宴
の
歌
の
場
で
共
通
理
解
を
も
と

に
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
歌
の
表
現
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ

る
。一坂

上
郎
女
の
宴
の
歌
を
考
え
る
上
で
ま
ず
時
代
が
明
ら
か
な
宴
の
歌
か
ら
み
て

い
こ
う
。

　

大
伴
坂
上
郎
女
の
、
親
族
に
宴
せ
し
歌
一
首

か
く
し
つ
つ
遊
び
飲
み
こ
そ
草
木
す
ら
春
は
生
ひ
つ
つ
秋
は
散
り
行
く

　
　

六
ー
九
九
五

　

こ
の
歌
は
巻
六
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
巻
六
歌
は
年
代
順
の
配
列
で
あ
る
の
で

次
の
九
九
六
番
歌
の
題
詞
の
「
六
年
」
か
ら
見
る
限
り
天
平
五
年
（
七
三
三
）
の

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
年
は
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
年
な
の
だ
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ろ
う
か
。
歌
が
作
ら
れ
た
年
に
注
目
し
て
み
る
と
、
大
伴
家
に
と
っ
て
一
族
の
中

心
人
物
で
あ
っ
た
旅
人
は
天
平
三
年
（
七
三
一
）
に
亡
く
な
っ
て
お
り注

①

、
そ
の
嫡

男
の
家
持
は
ま
だ
若
い
と
い
う
状
況注

②

で
あ
る
。
そ
し
て
坂
上
郎
女
の
歌
の
中
で
年

代
が
わ
か
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
時
期
に
増
え
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
の
あ
り
方
は
、
坂
上
郎
女
の
大
伴
家
に
お
け
る
歌
の

あ
り
方
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
期
に
作
ら
れ
た
歌
を

詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。                 

　

同
じ
天
平
五
年
に
は
巻
六
で
は
万
葉
集
は
ま
ず
坂
上
郎
女
の
「
初
月
の
歌
」
と

し
て
次
の
歌
を
の
せ
る
。

月
立
ち
て
た
だ
三
日
月
の
眉
根
掻
き
日
長
く
恋
ひ
し
君
に
逢
へ
る
か
も

　
　

九
九
三

　

こ
の
歌
の
次
に
は
大
伴
宿
禰
家
持
の
作
と
し
て
同
じ
く
「
初
月
の
歌
」
と
い
う

題
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
も
の
を
の
せ
て
い
る
。

振
り
放
け
て
三
日
月
見
れ
ば
一
目
見
し
人
の
眉
引
き
思
ほ
ゆ
る
か
も

            

九
九
四

　

家
持
の
九
九
四
番
歌
は
、
年
代
が
わ
か
る
歌
で
は
、
家
持
の
歌
の
な
か
で
一
番

古
い
も
の
で
あ
り
、
坂
上
郎
女
の
題
詞
、
家
持
の
題
詞
か
ら
み
て
、「
初
月
歌
」

と
い
う
題
詠
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
家
持
の
歌
の
表
現
に
お
い
て

は
、
坂
上
郎
女
の
歌
の
表
現
を
意
識
し
つ
つ
も
家
持
独
自
の
繊
細
な
恋
歌
の
表
現

を
な
し
え
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る注

③

。
歌
の
評
価
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は

詳
し
く
ふ
れ
え
な
い
が
、
問
題
と
す
べ
き
は
こ
の
よ
う
に
同
じ
題
に
よ
る
歌
を
残

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
坂
上
郎
女
が
旅
人
亡
き
後
は
大
伴
家
の
歌
の
文

化
圏
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
歌
の
文
化
圏
で

「
家
持
」
と
い
う
人
物
の
作
っ
た
歌
を
位
置
づ
け
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
年
代
に
坂
上
郎
女
の
歌
に
お
け
る
家
持
と
の
関
わ
り
を

み
る
と
同
じ
巻
九
の
九
七
九
に
「
姪を

ひ

家
持
の
佐
保
よ
り
西
の
宅
へ
還
帰
る
に
与
へ

し
」
と
い
う
題
詞
を
も
つ
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。　

我
が
背
子
が
着
る
衣
薄
し
佐
保
風
は
い
た
く
な
吹
き
そ
家
に
至
る
ま
で

　
　

九
七
九

　

叔
母
の
甥
に
対
す
る
心
配
り
と
よ
み
と
れ
る
歌
で
あ
り
、
歌
の
表
現
も
そ
れ
以

上
の
も
の
で
は
な
い
が
、
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
「
甥
」
の
「
家
持
」
と
い
う
立
場

が
こ
こ
で
初
め
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
大
伴
家
の
中
心
的
女
性
と

し
て
歌
う
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
、
家
持
を
そ
の
文
化
圏
に
い
れ
る
こ
と
を
求
め
ら

れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
て
同
じ
時
代
の
歌
表
現
か
ら
坂
上
郎
女
と
大
伴
家
を
考
え
る
時
、
同
じ

巻
六
の
九
九
二
の
歌
と
の
関
わ
り
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

故
郷
の
明
日
香
は
あ
れ
ど
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
明
日
香
を
見
ら
く
し
よ
し
も

　

大
伴
家
に
と
っ
て
の
「
故
郷
」
の
「
明
日
香
」
で
あ
る
。
坂
上
郎
女
の
異
母
兄

で
あ
る
旅
人
は
、
晩
年
「
し
ま
し
く
も
行
き
て
見
て
し
か
神
奈
備
の
淵
は
浅
せ
に

て
瀬
に
か
な
る
ら
む
」（
六
ー
九
六
九
）
と
明
日
香
に
対
す
る
思
い
を
歌
う注

④

。
大

伴
家
に
と
っ
て
「
明
日
香
」
に
は
共
通
認
識
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
坂
上
郎

女
は
そ
の
上
に
立
ち
つ
つ
、「
今
」へ
と
世
界
を
転
じ
て
い
る
。言
い
換
え
れ
ば
、「
故

郷
」よ
り
以
上
に「
奈
良
」の
地
こ
そ
が
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
見

ら
く
し
よ
し
も
」
と
歌
う
こ
と
は
、
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
新
し
土
地
の
賛
美
と
い

う
の
み
で
な
く
、
新
し
い
大
伴
家
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か注

⑤

。
坂
上
郎
女
の
こ
の
歌
は
現
在
の
大
伴
家
を
意
識
さ
せ
歌
に
よ
っ
て
大

伴
一
族
を
ま
と
め
る
と
い
う
強
い
意
識
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
同
じ
天
平
五
年
に
は
「
天
平
五
年
冬
十
一
月
、
大
伴
の
氏
神
を
供
祭
る
時
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の
歌
」
と
い
う
説
明
を
左
注
に
も
つ
巻
三
七
九
～
八
〇
の
神
を
祭
る
歌
が
あ
る
。

左
註
に
「
右
の
歌
は
、
天
平
五
年
の
冬
十
一
月
を
以
て
、
大
伴
氏
の
神
を
供
祭
せ

し
時
に
、
聊
に
こ
の
歌
を
作
り
き
」
と
あ
る
よ
う
に
大
伴
の
氏
神
を
祭
る
こ
と
が

目
的
の
場
に
お
い
て
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
す
で
に
論
じ

て
い
る
の
で注

⑥

概
要
に
と
ど
め
た
い
が
、
長
歌
で
は
、「
奥
山
の　

賢
木
の
枝
に　

し
ら
か
付
く　

木
綿
取
り
付
け
て　

斎
瓮
を
」
と
あ
え
て
歌
に
「
神
を
祭
る
女
」

の
姿
を
詳
細
に
描
い
て
い
る
。
長
歌
の
末
尾
は
「
君
に
逢
は
じ
か
も
」
と
結
ば
れ

て
お
り
、
神
に
重
大
な
こ
と
を
祈
る
た
め
に
必
要
な
「
形
」
な
の
で
あ
る
。
左
註

か
ら
見
る
と
、
そ
の
「
場
」
で
神
を
祭
る
た
め
の
女
性
と
し
て
「
神
」
を
祭
る
に

ふ
さ
わ
し
い
女
性
を
歌
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伊
藤
博
氏
は
「
大
伴
の
氏
神

を
供
祭
る
こ
と
は
親
族
を
集
め
て
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
り
。
そ
の
折
の
第
二
次
の

場
が
は
じ
ま
っ
て
間
も
な
い
頃
に
詠
ま
れ
た
の
が
こ
の
一
首
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か注

⑦

」
と
さ
れ
る
が
、
大
伴
一
族
が
集
ま
る
「
場
」
に
お
い
て
共
通
認
識
を
も
と

に
歌
の
世
界
に
描
い
て
見
せ
た
の
が
「
祭
神
歌
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。  

　

こ
う
し
て
、
坂
上
郎
女
の
宴
の
歌
が
作
ら
れ
た
年
代
は
坂
上
郎
女
を
中
心
と
し

た
新
し
い
時
代
の
大
伴
家
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

時
期
の
坂
上
郎
女
と
大
伴
家
の
人
々
と
の
歌
に
お
け
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
野

寺
静
子
氏
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
小
野
寺
氏
は
特
に
女
性
の
歌
の
あ
り
か
た
に

注
目
し
、
旅
人
が
没
し
た
後
の
天
平
四
年
～
六
年
に
か
け
て
は
「
大
伴
家
女
流
歌

人
た
ち
に
よ
る
歌
が
か
わ
さ
れ
、
大
伴
家
女
流
歌
が
も
っ
と
も
盛
ん
で
あ
っ
た注

⑧

」

と
さ
れ
る
。女
性
た
ち
の
中
心
は
坂
上
郎
女
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

家
持
が
ま
だ
若
い
こ
の
時
期
に
坂
上
郎
女
は
自
ら
が
中
心
と
な
り
、
家
持
を
取
り

込
み
つ
つ
女
性
達
の
歌
の
文
化
圏
を
ひ
ろ
げ
て
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
拙
稿
で
論

じ
て
い
る
が注

⑨

、
歌
の
表
現
で
は
共
通
理
解
を
も
と
に
し
つ
つ
大
伴
家
の
今
の
結
束

を
強
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
　

問
題
に
す
る
歌
で
は
「
宴
」
と
い
う
「
場
」
と
歌
の
表
現
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
の
表
現
で
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
「
草
木
す

ら
春
は
生
ひ
つ
つ
秋
は
散
り
ゆ
く
」と
い
う
表
現
で
あ
る
。従
来
の
解
釈
で
は
、『
萬

葉
集
釈
註
』
の
よ
う
に
兄
、
旅
人
の
「
生
ま
る
れ
ば
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ

ば
こ
の
世
な
る
間
は
楽
し
く
を
あ
ら
な
」（
三
ー
三
四
九
）
を
踏
ま
え
て
い
る
と

し
て
、「
旅
人
の
歌
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
で
一
族
に
は
説
得
力
が
高
ま
り
、
気

分
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う注

⑩

」
と
し
大
伴
家
の
宴
席
と
宴
の

場
に
お
け
る
歌
の
意
味
づ
け
や
『
集
成
』
の
よ
う
に
草
木
を
例
と
し
て
人
生
の
短

さ
を
述
べ
、生
き
て
い
る
間
は
楽
し
く
遊
び
飲
も
う注

⑪

」
と
解
釈
し
、宴
席
で
の
「
享

楽
的
な
心
」
を
歌
っ
た
と
す
る
と
ら
え
方
、ま
た｢

す
ら｣

と
い
う
語
に
注
目
し
、

こ
こ
は
「
人
間
に
も
盛
衰
が
あ
っ
て
当
然
と
い
う
気
持
ち
で
何
か
憂
慮
す
べ
き
事

態
が
起
こ
っ
た
時
、
族
人
の
気
持
ち
を
引
き
立
て
よ
う
と
し
て
い
っ
た
も
の
か注

⑫

」

と
い
う
よ
う
に
一
定
の
解
釈
は
な
い
も
の
の
、｢

秋
は
散
り
ゆ
く｣

に
つ
い
て
「
散

る
」
と
い
う
こ
と
の
空
し
さ
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
ず

類
似
の
表
現
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
こ
の
表
現
に
お
け
る
共
通
す
る
認
識
を
考
え

て
い
き
た
い
。

山
背
の
久
世
の
鷺
坂
神
代
よ
り
春
は
張
り
つ
つ
秋
は
散
り
け
り

　
　
　
　
　

九
ー
一
七
〇
七

　

類
歌
と
さ
れ
る
右
の
歌
は
人
麻
呂
歌
集
の
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
坂
上
郎

女
の
歌
と
同
様
に
「
春
は
萌
え
つ
つ
秋
は
散
り
ゆ
く
」
と
歌
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

を｢
神
代
よ
り｣

と
す
る
こ
と
に
よ
り
遙
か
昔
か
ら
繰
り
か
え
さ
れ
る
自
然
の
営

み
で
あ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
春
と
秋
の
状
態
を
並
べ
る
こ
と
で
循
環
す
る
自
然

を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
秋
は
散
り
ゆ
く
」
の
部
分
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
秋
に
散
っ
た
と
し
て
も
そ
の
先
に



4

は
春
が
あ
り
、ま
た
草
木
は
萌
え
る
。秋
の
散
っ
た
葉
は
そ
の
先
の
春
に
つ
な
が
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
の
共
通
理
解
と
し
て
坂
上
郎
女
の
歌
も
と
ら

え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

坂
上
郎
女
の
歌
と
類
似
す
る
表
現
と
し
て
は
「
言
問
は
ぬ
木
す
ら
春
咲
き
秋
づ

け
ば
黄
葉
散
ら
く
は
常
を
な
み
こ
そ
」（
十
九
ー　

四
一
六
一
）
と
い
う
越
中
で

歌
っ
た
家
持
の
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る注

⑬

。
こ
れ
は
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
び
た

る
歌
」
と
い
う
長
歌
の
反
歌
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
長
歌
の
表
現
に
注
目
し
た
い
。

長
歌
で
は
「
照
る
月
も　

満
ち
欠
け
し
け
り　

あ
し
ひ
き
の　

山
の
木
末
も　

春

さ
れ
ば　

花
咲
き
に
ほ
ひ　

秋
づ
け
ば　

露
霜
負
ひ
て　

風
交
じ
り　

黄
葉
散
り

け
り
」
と
し
、そ
の
後
に
「
う
つ
せ
み
」
と
し
て
人
間
の
変
化
が
歌
わ
れ
る
。「
紅

の　

色
も
う
つ
ろ
ひ　

ぬ
ば
た
ま
の　

黒
髪
変
は
り　

朝
の
笑
み　

夕
変
は
ら
ひ

　

吹
く
風
の　

見
え
ぬ
が
ご
と
く　

行
く
水
の　

止
ま
ら
ぬ
ご
と
く　

常
も
な
く

　

う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば
」
と
常
で
は
な
い
も
の
が
並
べ
ら
れ
る
。
確
か
に
題
詞
の
よ

う
に
「
無
常
」
の
一
例
で
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
た
時
は
じ
め
て

春
か
ら
秋
の
変
化
は
「
散
る
」
と
い
う
現
象
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
歌
の
中
で
は
他
の
表
現
と
並
べ
ら
れ
た
時
、
は
じ
め

て
循
環
す
る
自
然
で
は
な
く
、
変
化
し
て
衰
え
る
も
の
と
い
う
理
解
が
求
め
ら
れ

る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
反
歌
も
長
歌
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
坂
上
郎
女
と

の
違
い
は
自
然
の
営
み
に
つ
い
て
「
常
を
な
み
こ
そ
」
と
意
味
づ
け
て
い
る
こ
と

で
は
な
い
。
坂
上
郎
女
の
歌
で
は
、
変
化
と
い
う
理
解
は
あ
っ
て
も
「
無
常
」
と

い
う
意
味
づ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
旅
人
の
歌
の
無
常
観

に
ふ
れ
、
さ
ら
に
は
尼
理
願
へ
の
挽
歌
で
「
生
け
る
者　

死
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に　

免
れ
ぬ　

も
の
に
し
あ
れ
ば注

⑭

」
と
無
常
観
を
歌
っ
て
い
た
と
し
て
も
類
歌
と
さ
れ

る
表
現
か
ら
見
る
限
り
「
散
る
」
葉
は
秋
の
木
の
様
子
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の

死
と
同
じ
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。今
、「
宴
」と
い
う「
場
」

に
お
い
て
そ
れ
は
た
と
え
散
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
春
へ
と
続
く
も
の
と
し
て

歌
わ
れ
る
。
さ
ら
に｢

す
ら｣

と
言
い
、
草
木
と
対
比
さ
れ
た
人
間
は
草
木
以
上

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
も
と
に
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
識
こ
そ
今
、「
宴
」
に
同
席
し
て
い
る
相
手
に
坂
上
郎

女
が
求
め
た
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
、大
伴
家
の
立
場
、社
会
背
景
が
も
と
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
坂
上
郎
女
の
歌
表
現
を
考
え
る
時
、類
歌
表
現
を
用
い
つ
つ
も「
か

く
し
つ
つ
遊
び
飲
む
」
と
歌
う
こ
と
で
今
の
「
宴
」
の
今
そ
の
も
の
の
「
場
」
へ

と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。「
か
く
し
つ
つ
」
と
歌
う
こ
と
は
、

そ
の
場
に
い
る
者
に
今
を
意
識
さ
せ
類
歌
表
現
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
　

　　

坂
上
郎
女
に
は
、
も
う
一
例
「
宴
」
の
「
場
」
で
の
歌
が
あ
る
。
歌
の
表
現
を

詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

　
　

大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
一
首

　

酒
杯
に
梅
の
花
浮
か
べ
思
ふ
ど
ち
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し　

　
　

和
せ
し
歌

官
に
も
許
し
た
ま
へ
り
今
夜
の
み
飲
ま
む
酒
か
も
散
り
こ
す
な
ゆ
め

　
　
　

八
ー
一
六
五
六
・
六

　

右
、酒
は
官
に
禁
制
し
て
い
は
く
、「
京
中
閭
里
に
集
宴
す
る
こ
と
得
ず
。
但
し
、

親
に
親
し
み
て
一
り
二
り
飲
楽
す
る
こ
と
は
聴
許
す
」
と
い
ふ
。
こ
れ
に
縁
り
て

和
せ
し
人
、
こ
の
発
句
を
作
り
き
。

　

こ
の
歌
は
作
ら
れ
た
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
左
注
が
そ
の
時
代
の
事

情
を
説
明
し
て
い
る
。
左
註
に
よ
れ
ば
、
禁
酒
令
が
出
さ
れ
て
い
た
時
に
親
し
い
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者
同
士
一
人
二
人
が
飲
ん
で
楽
し
む
こ
と
は
許
可
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
禁

酒
令
に
つ
い
て
は
、
諸
注
釈
で
は
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
九
年
（
七
三
七
）、
天

平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
の
二
回
を
あ
げ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
あ
て
は
ま
ら
な

い
と
す
る
。『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

萬
葉
集
』
は
さ
ら
に
時
期
的
な
こ
と
を

考
慮
し
つ
つ
も
、「
記
録
に
は
残
ら
な
い
禁
酒
令
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
が

天
平
宝
字
二
年
の
歌
で
は
あ
る
と
限
ら
な
い注

⑮

」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り

い
つ
の
「
禁
酒
令
」
と
は
決
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
問
題
と
し
て
い
る
歌
が
作
ら

れ
た
時
代
と
い
う
の
は
は
こ
う
し
た
令
が
出
る
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
は
お
さ
え
て

お
き
た
い
。
特
に
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
の
禁
酒
令
は
「
頃
者
、
民
間
宴
集

し
て
動
す
れ
ば
違
愆
つ
こ
と
有
り
。
或
は
同
悪
相
聚
り
て
、濫
り
に
聖
化
を
非
り
、

或
は
酔
乱
し
て
節
無
く
、
便
ち
闘
争
を
致
す
。
理
に
拠
り
て
論
ふ
に
甚
だ
道
理
に

そ
む
け
り注

⑯

」（
二
月
）
と
あ
る
よ
う
に
「
宴
」
そ
の
も
の
が
反
体
制
的
要
素
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
あ
え
て
「
宴
」
の
歌

を
歌
う
時
に
坂
上
郎
女
は
ど
の
よ
う
な
表
現
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
歌
の
表
現
に
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
次
の
歌
が
あ
げ
ら

れ
る
。

①
青
柳
梅
と
の
花
を
折
り
か
ざ
し
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し

　
　
　

五
ー
八
二
一

②
梅
の
花
夢
に
語
ら
く
み
や
び
た
る
花
と
我
思
ふ
酒
に
浮
か
べ
こ
そ

　
　
　

五
ー
八
五
二

　

①
の
歌
は
梅
花
の
宴
に
お
け
る
笠
沙
弥
の
も
の
、
②
は
そ
の
梅
花
の
宴
に
「
後

追
和
」
と
い
う
形
で
詠
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
旅
人
の
求
め
た
文
芸
的

な
歌
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
①
の
歌
か
ら
見
て
い
き
た

い
。
梅
花
宴
は
天
平
三
年
（
七
三
〇
）　

、
当
時
の
大
宰
帥
大
伴
旅
人
に
よ
っ
て

催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
序
に
よ
れ
ば
「
詩
に
落
梅
の
篇
を
紀
す
。
古
今
そ

れ
何
ぞ
異
な
ら
む
」
と
い
う
目
的
で
宴
そ
の
も
の
は
、「
梅
花
」
を
「
和
歌
」
に

す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
宴
自
体
を
仮
構
と
す
る
論注

⑰

も
あ

り
、同
席
す
る
人
々
は
梅
花
を
「
和
歌
」
に
表
現
す
る
と
い
う
共
通
の
意
識
を
持
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
①
の
歌
の
前
後
の

歌
を
見
る
こ
と
で
「
場
」
で
求
め
ら
れ
た
共
通
理
解
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

う
。
①
の
歌
は
前
に
「
梅
の
花
今
盛
り
な
り
思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な
今
盛
り

な
り
」（
葛
井
大
夫　

八
二
〇
）
と
い
う
歌
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、「
盛
り
」
で
あ

る
梅
の
花
に
取
り
合
わ
せ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
青
柳
を
加
え
宴
の
楽
し
み
の
極
ま

り
を
歌
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
今
の
楽
し
み
を
強
調
す
る
た
め
に
「
散
り
ぬ
と
も

よ
し
」
と
歌
う
。
そ
れ
を
受
け
た
次
の
歌
は
主
人
で
あ
る
旅
人
の
も
の
で
あ
る
。

宴
を
主
催
し
序
に
よ
れ
ば
漢
詩
の
世
界
を
「
和
歌
」
で
体
現
し
よ
う
と
す
る
旅
人

は｢

わ
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も｣

（
八
二
二
）

と
歌
う
。
そ
れ
は
「
散
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
さ
ら
に
文
学
的
世
界
へ
と
広
げ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
伊
藤
博
氏
が
「『
散
り
ぬ
と
も
よ
し
』
と
い
う
仮
定
表
現
に

食
い
つ
き
、
白
雪
の
舞
い
落
ち
る
の
に
紛
う
ば
か
り
の
梅
の
花
の
散
る
世
界
を
、

言
葉
の
上
に
造
化
し
て
し
ま
っ
た
」注

⑱

と
さ
れ
る
よ
う
に
漢
詩
の
梅
花
を
雪
に
見
立

て
る
と
い
う
発
想
を
用
い
、
ま
さ
し
く
序
で
述
べ
た
世
界
を
描
い
て
み
せ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

梅
花
の
宴
に
お
け
る｢

散
り
ぬ
と
も
よ
し｣

と
い
う
表
現
は
、
前
の
歌
で
今
開
催

さ
れ
て
い
る
「
宴
」
そ
の
も
の
の
楽
し
み
を
受
け
つ
つ
、
次
に
は
よ
り
漢
詩
の｢

梅
花
落｣

の
世
界
を
「
和
歌
」
的
に
表
現
し
た
歌
の
発
想
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く

も
の
で
あ
っ
た
。
梅
花
宴
の
こ
う
し
た
歌
の
つ
な
が
り
の
中
に
あ
る｢

散
り
ぬ
と

も
よ
し｣

は
坂
上
郎
女
に
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

梅
花
の
宴
で
の
梅
は
「
か
ざ
し
」
に
さ
れ
て
宴
の
楽
し
み
を
尽
く
す
が
、
坂
上

郎
女
の
歌
に
お
け
る
梅
は
杯
に
浮
か
べ
ら
れ
、
宴
を
楽
し
も
う
と
し
て
い
る
。
自

ら
の
も
と
に
そ
の
花
を
置
く
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
表
現
を
考

え
る
上
で
「
杯
に
浮
か
べ
る
」
と
歌
う
こ
と
に
つ
い
て
同
様
の
表
現
を
も
つ
②
の

歌
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　

一
般
に
②
の
歌
は
旅
人
の
催
し
た
梅
花
の
宴
に
お
い
て
梅
花
を
擬
人
化
し
た
歌
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を
ふ
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
梅
花
が
語
る
「
み
や
び
た
る
花
と
我

思
ふ
」
と
い
う
表
現
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、
梅
花
の
宴
後
に
作

ら
れ
た
「
後
追
和
」
の
最
後
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
で
は
梅
花
そ
の

も
の
が
自
ら
を
杯
に
浮
か
べ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
を
語
ら
せ
て
い
る
が
、
そ
の

理
由
は｢
み
や
び
た
る
花｣

で
あ
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
雅
で
あ
る
か
ら
こ
そ

「
宴
」
に
と
っ
て
大
切
な
飲
酒
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
く
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
歌
が
最
後
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
梅
花
の
宴
と
い
う
も
の
は
、
雅

な
梅
花
の
世
界
と
一
体
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
杯
に
は
梅
が

あ
り
、
雅
な
花
は
参
加
者
に
と
っ
て
そ
こ
に
実
際
に
咲
く
梅
の
景
を
超
え
た
も
の

と
し
て
、「
宴
」
の
雅
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

坂
上
郎
女
が
歌
の
な
か
で
梅
花
を
杯
に
浮
か
べ
る
と
表
現
す
る
の
は
、
こ
の
よ

う
に
雅
な
花
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
ろ
う
。｢

散
り
ぬ
と
も
よ
し｣

と
歌
い
つ

つ
、
坂
上
郎
女
が
示
す
の
は
こ
の
雅
な
「
宴
」
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
梅

花
は
「
散
る
」
こ
と
で
は
な
く
、あ
え
て
浮
か
べ
て
愛
で
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、

旅
人
が
歌
う｢

梅
花
落｣

の
世
界
で
は
な
く
、
今
の
「
宴
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
「
散
り
ぬ
と
も
よ
し
」
と
歌
う
も
の
の
、
こ
こ
で
は
「
散
る
」
前
の

雅
な
梅
花
を
意
識
し
て
「
宴
」
に
集
っ
た
相
手
に
歌
い
か
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
て
み
る
限
り
坂
上
郎
女
の
歌
は
文
学
的
空
間
を
背
景
に
し
つ
つ
も
そ
れ
以

上
に
、今
の
行
為
を
歌
に
こ
そ
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
今
、

集
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
が
歌
の
中
心
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
小
野
寺
氏
が
八
五
二
・
八
五
一
の
歌
を
「
混
ぜ
あ
わ
せ
た

よ
う
な注

⑲

」
歌
と
さ
れ
る
よ
う
に
従
来
高
い
評
価
は
受
け
て
い
な
い
。
し
か
し
坂
上

郎
女
の
「
宴
」
の
歌
を
考
え
る
時
に
は
、
郎
女
が
単
に
旅
人
た
ち
の
文
学
的
世
界

の
み
で
な
く
、
都
で
歌
っ
た
時
、
歌
に
加
え
た
言
葉
に
つ
い
て
も
触
れ
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
郎
女
が
呼
び
か
け
と
し
て
使
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
「
思
ふ
ど
ち
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

四
　
「
思
ふ
ど
ち
」
は
万
葉
集
中
次
の
よ
う
な
歌
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
梅
の
花
今
盛
り
な
り
思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な
今
盛
り
な
り

　
　
　
　
　
　

八
二
〇

④
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
ま
く
惜
し
み
思
ふ
ど
ち
遊
ぶ
今
夜
は
明
け
ず
も
あ
ら
ぬ
か　

一
五
九
一

⑤
春
日
野
の
浅
茅
が
上
に
思
ふ
ど
ち
遊
ぶ
今
日
の
日
忘
れ
え
め
や
も

　
　
　
　
　

一
八
八
〇

⑥
春
の
野
に
心
延
べ
む
と
思
ふ
ど
ち
来
し
今
日
の
日
は
暮
れ
ず
も
あ
ら
ぬ
か　
　

一
八
八
二

⑦
・
・
春
花
の　

咲
け
る
盛
り
に　

思
ふ
ど
ち　

手
折
り
か
ざ
さ
ず　

・
・
・　

三
九
六
九

⑧
も
の
の
ふ
の　

八
十
伴
の
男
の　

思
ふ
ど
ち　

心
遣
ら
む
と　

馬
並
め
て　

う

ち
く
ち
ぶ
り
の
・
・
・ 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
九
九
一

⑨
藤
波
は　

咲
き
て
散
り
に
き　

卯
の
花
は　

今
そ
盛
り
と　

あ
し
ひ
き
の　

山

に
も
野
に
も　

ほ
と
と
ぎ
す　

鳴
き
し
と
よ
め
ば　

う
ち
な
び
く　

心
も
し
の

に　

そ
こ
を
し
も　

う
ら
恋
し
み
と　

思
ふ
ど
ち　

馬
う
ち
群
れ
て　

携
は
り

　

出
で
立
ち
見
れ
ば
・
・
・
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
九
九
三

⑩
思
ふ
ど
ち　

ま
す
ら
を
の
こ
の　

木
の
暗　

繁
き
思
ひ
を　

見
明
ら
め　

心

遣
ら
む
と　

布
勢
の
海
に　

小
舟
つ
ら
並
め　

ま
櫂
掛
け　

い
漕
ぎ
め
ぐ
れ

ば
・
・
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一
八
七

⑪
新
し
き
年
の
初
め
に
思
ふ
ど
ち
い
群
れ
て
居
れ
ば
嬉
し
く
も
あ
る
か

　
　
　
　

四
二
八
四

　

③
の
歌
は
梅
花
宴
の
折
の
も
の
で
、
坂
上
郎
女
の
歌
に
も
あ
る
「
飲
み
て
の
後
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は
散
り
ぬ
と
も
よ
し
」
と
い
う
表
現
を
も
つ
歌
の
前
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
「
宴
」
そ
の
も
の
の
楽
し
さ
を
歌
う
が
、「
思
ふ
ど
ち
」
と
い
う
こ
と
で
そ
こ

に
い
る
人
々
は
皆
同
じ
思
い
で
梅
を
見
、
そ
の
花
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
④
は
家
持
が
橘
奈
良
麻
呂
の
宴
の
折
に
歌
っ
た
も
の注

⑳

で
あ
る
。
宴
の
歌
の
最

後
に
位
置
し
、
親
し
い
者
同
士
が
共
有
す
る
時
空
を
確
認
す
る
意
味
を
も
つ
も
の

と
い
え
る
。
⑤
・
⑥
は
と
も
に
「
野
遊
」
と
い
う
分
類
の
中
に
あ
る
。
ど
ち
ら
も

春
の
野
辺
に
い
る
者
が
同
じ
思
い
を
持
つ
こ
と
で
「
今
日
」
の
日
は
特
別
な
日
に

な
っ
て
い
く
。⑧
か
ら
⑩
は
い
ず
れ
も
家
持
が
越
中
守
の
折
の
宴注

㉑

の
も
の
で
あ
る
。

⑧
は
家
持
が
「
布
勢
の
水
海
を
遊
覧
せ
る
」
と
し
た
「
賦
」、
⑨
は
そ
れ
に
答
え

た
池
主
の
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
の
歌
も
長
歌
で
あ
り
、「
布
勢
の
水
海
」

を
楽
し
む
様
子
が
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
都
の
人
間
の
目
に
映
っ
た
越
中
の
自

然
で
あ
り
、
そ
れ
を
と
も
に
楽
し
む
相
手
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
⑩
の
家
持
の
歌
も
ま
た
同
じ
で
気
持
ち
か
ら
呼
び
か
け
と
し
て
歌
っ
て

い
る
。
⑪
は
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
の
正
月
、
石
上
宅
嗣
の
家
で
の
宴
席
上

の
道
祖
王
の
歌
で
あ
る
。
都
で
様
々
な
政
治
的
動
き
が
あ
る
時
代
中
、
同
じ
宴
席注
㉒

に
い
る
と
い
う
こ
と
で
共
通
す
る
思
い
を
確
認
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
万
葉
集
中
の「
思
ふ
ど
ち
」を
み
て
い
く
と
、そ
こ
に
は
、同
じ「
場
」

を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
坂
上
郎
女
は

こ
う
し
た
歌
の
共
通
理
解
を
も
と
に
、
今
こ
の
宴
に
同
じ
思
い
で
い
る
こ
と
を
強

く
思
わ
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
坂
上
郎
女
の
歌

で
は
梅
花
を
同
じ
共
通
認
識
で
み
る
の
み
で
な
く
、｢

杯
に
浮
か
べ
る｣

と
す
る

こ
と
で
、
宴
を
し
て
い
る
こ
と
も
と
も
に
確
認
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
左
註
が

い
う
よ
う
に
宴
が
厳
し
く
監
視
さ
れ
て
い
る
時
代
に
共
通
の
思
い
を
も
っ
た
者
が

行
う｢

宴｣

。
こ
の
歌
に
「
和
せ
し
」
者
は
、
そ
う
し
た
坂
上
郎
女
の
思
い
を
感

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
思
ふ
ど
ち
」と
歌
い
か
け
ら
れ
た
者
は
、

今
の
宴
に
つ
い
て
歌
い
出
す
と
い
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
和
せ
し

歌
」
の
方
向
を
示
し
た
と
も
い
え
る
坂
上
郎
女
の
歌
に
よ
り
共
通
認
識
の
世
界
に

取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
歌
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
同
じ
場
を
共

有
す
る
人
と
い
う
位
置
づ
け
を
さ
れ
た
相
手
の
「
和
せ
し
」
歌
の
表
現
を
考
え
て

い
き
た
い
。

　
「
和
せ
し
人
」
に
つ
い
て
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
左
註
に
あ
る
よ
う
に

「
た
だ
し
親
に
親
し
み
て
一
人
二
人
に
飲
楽
す
る
こ
と
は
聴
許
す
、
と
い
ふ
」
か

ら
見
る
限
り
、
坂
上
郎
女
と
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
歌
い
か
け
た
相
手
は
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
も
の
の
、
坂
上
郎
女
が
相

手
に
向
か
い
「
思
ふ
ど
ち
」
と
歌
う
時
、
そ
の
相
手
と
坂
上
郎
女
は
共
通
の
歌
の

空
間
に
存
在
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
同
じ
空
間
に
い
る
も
の
と
し
て
の「
梅
」

の
表
現
を
み
る
時
、「
梅
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
和
せ
し
」
歌
の
中
心
は
相
手
の
歌
を
受
け
「
梅
が
散
る
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
郎
女
の
歌
の
梅
は
ま
ず
「 

梅
の
花
浮
け
」
と
し
て
浮
か
べ
る
こ
と
が
前
提
で

あ
る
が
、
そ
の
梅
は
こ
こ
で
は
「
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し
」
と
歌
う
。

共
有
す
る
場
の
梅
は
そ
の
場
が
確
認
で
き
れ
ば
散
っ
て
も
い
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
受
け
た
相
手
の
歌
の
梅
は
「
散
り
こ
す
な
ゆ
め
」
と
す
る
が
、
こ
こ
で
梅

を
散
ら
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
坂
上
郎
女
に
よ
っ
て

「
思
ふ
ど
ち
」
と
さ
れ
た
相
手
の
歌
で
は
、
同
じ
空
間
で
「
宴
」
を
楽
し
む
も
の

の
、
そ
こ
で
は
「
官
に
も
許
し
た
ま
へ
り
」
と
現
実
的
な
状
況
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
坂
上
郎
女
の
歌
の
背
景
に
あ
っ
た
梅
花
の
宴
の
世
界
は
こ
こ
で
は
表
面
に
は

あ
ら
わ
れ
ず
、
こ
の
歌
の
中
心
は
「
今
夜
の
み
飲
ま
む
酒
」
に
移
っ
て
い
く
。
言

い
か
え
れ
ば
、今
夜
の
「
宴
」
を
賞
め
る
こ
と
に
中
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

か
つ
て
の
梅
花
宴
を
共
通
理
解
と
し
て
持
つ
つ
、
こ
の
歌
は
、
坂
上
郎
女
の
歌
の

世
界
の
背
後
に
あ
っ
た
梅
花
の
宴
か
ら
歌
う
「
今
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。｢
散
り
ぬ
と
も
よ
し｣

と
梅
花
の
宴
の
世
界
を
背
景
と
し
た
梅
の
花
の
有
り
よ

う
は
、
こ
の
歌
で
は
、「
宴
」
を
続
け
る
こ
と
を
歌
う
た
め
に
「
散
り
こ
す
な
ゆ
め
」

と
な
り
、咲
き
続
け
る
梅
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
完
全
に
梅
花
の
宴
に
あ
っ

た
漢
詩
文
の
梅
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
坂
上
郎
女
の
世
界
を
受
け
つ
つ
、

現
在
を
肯
定
す
る
。
こ
れ
が
こ
の
夜
の
「
宴
」
の
目
的
で
は
な
い
か
。
郎
女
の
歌
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に
は
そ
の
よ
う
な
「
和
ふ
る
歌
」
を
引
き
出
す
表
現
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
あ
え
て「
今
」の
場
の
歌
世
界
を
共
有
す
る
こ
と
を
求
め
る「
思
ふ
ど
ち
」

と
呼
び
か
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
坂
上
郎
女
は
梅
花
の
宴
の
歌
を
ふ
ま

え
つ
つ
も
置
か
れ
て
い
る
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
梅
花
を
歌
い
交
わ
す
「
場
」
を
作

り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

結
び

　

坂
上
郎
女
の
歌
の
評
価
に
お
い
て
必
ず
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
類
歌
の
多
さ
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
類
歌
を
用
い
る
こ
と
は
、
同
じ
文
化
圏
に
い
る
者
に
と
っ
て

は
共
通
理
解
の
確
認
と
い
っ
て
も
よ
い
。
旅
人
を
失
い
、
自
ら
が
大
伴
家
の
中
心

に
位
置
せ
ざ
る
を
得
な
い
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
、
歌
の
世
界
で
一
族
を
結
び
つ
け

る
こ
と
は
、大
切
な
役
割
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
一
族
の
宴
の
歌
を
「
場
」

と
い
う
点
か
ら
見
る
時
、実
体
的
な
「
場
」
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
宴
」

を
歌
う
こ
と
は
歌
に
よ
っ
て
「
宴
」
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
坂
上
郎
女

が
求
め
た
「
宴
」
の
「
場
」
と
は
、
大
伴
家
の
歌
世
界
を
も
と
に
し
つ
つ
、
今
と

い
う
時
へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
坂
上
郎
女
が
作
り

あ
げ
た
類
歌
と
の
差
異
こ
そ
が
大
伴
家
の
歌
の
宴
と
し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
あ
え
て
歌
う
類
歌
と
の
差
異
こ
そ
が
坂
上
郎
女
の
一
族
の
間
で
の
歌
の
世

界
で
あ
っ
た
。

註①
『
続
日
本
紀
』「
天
平
三
年
辛
未
（
七
月
二
十
五
日
）
大
納
言
大
伴
宿
禰
旅
人

薨
し
ぬ
。」

②
家
持
の
年
齢
に
つ
い
て
は
『
公
卿
補
任
』
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
に
参
議
正

四
位
下
と
し
て
名
前
を
記
し
て
い
る
が
そ
こ
に
は「
大
納
言
従
二
位
旅
人
之
子
。

天
平
元
年
己
巳
生
」
と
あ
る
。
ま
た
天
応
元
年
（
七
八
一
）
に
は
従
三
位
と
な

る
が
そ
こ
に
は
年
齢
が
六
十
四
と
記
さ
れ
る
。
内
舎
人
に
な
っ
た
経
歴
な
ど
か

ら
考
え
養
老
二
年
（
七
一
八
）
生
ま
れ
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
か
ら
考
え
天
平

五
年
は
十
六
歳
と
考
え
ら
れ
る

③
家
持
の
歌
に
は
「
伝
統
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
三
日
月
を
眉
に
た
と
え
る
と
い
う
斬

新
な
漢
詩
的
表
現
を
そ
こ
に
導
入
し
、
両
者
を
融
合
し
て
あ
た
ら
し
い
歌
境
を

開
こ
う
と
し
た
」
と
こ
ろ
に
狙
い
が
あ
る
と
す
る
。
橋
本
達
雄
「
若
き
日
の
歌
」

『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』

④
旅
人
の
歌
は
「
三
年
辛
未
、
大
納
言
大
伴
卿
の
、
寧
楽
の
家
に
在
り
て
、
故
郷

を
思
ひ
し
歌
二
首
」
と
い
う
題
詞
を
も
つ
。
も
う
一
首
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

指
進
乃
栗
栖
の
小
野
の
萩
の
花
散
ら
む
時
に
し
行
き
て
手
向
け
む　

六
ー
九
七
〇

こ
の
二
首
は
旅
人
の
歌
っ
た
歌
で
は
最
後
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
拙
稿
で
は
坂
上
郎
女
が
歌
う
べ
き
場
と
し
て
の
「
寧
楽
」
の
「
明
日
香
」
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。「
大
宰
府
の
坂
上
郎
女
」『
大
伴
坂
上
郎
女
の
研
究
』

⑥
「
坂
上
郎
女
の
祭
神
歌
－
恋
歌
の
侵
略
－
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』

第
十
巻

⑦
『
萬
葉
集
釋
注
』
三
七
九
・
八
〇
番
歌
の
釈
文

⑧
「
大
伴
家
の
人
々
」『
坂
上
郎
女
と
家
持
』

⑨
「
想
定
さ
れ
た
至
福
―
大
伴
坂
上
大
嬢
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」 『
別
府
大
学
紀

要
』
第
四
十
号

⑩
『
萬
葉
集
釋
注
』
九
九
五
番
歌
釈
文

⑪ 『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
九
九
五
番
歌
頭
注

⑫ 『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
脚
注

⑬  

家
持
の
歌
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

   
世
間
の
無
常
を
悲
し
び
た
る
歌
一
首　

併
せ
て
短
歌

　

天
地
の　

遠
き
初
め
よ　

世
の
中
は　

常
な
き
も
の
と　

語
り
継
ぎ　

な
が
ら

へ
来
れ　

天
の
原　

ふ
り
放
け
見
れ
ば　

照
る
月
も　

満
ち
欠
け
し
け
り　

あ

し
ひ
き
の　

山
の
木
末
も　

春
さ
れ
ば　

花
咲
き
に
ほ
ひ　

秋
づ
け
ば　

露
霜

負
ひ
て　

風
交
り　

黄
葉
散
り
け
り　

う
つ
せ
み
も　

か
く
の
み
な
ら
し　

紅

の　

色
も
移
ろ
ひ　

ぬ
ば
た
ま
の　

黒
髪
変
は
り　

朝
の
咲
み　

暮
変
は
ら
ひ
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吹
く
風
の　

見
え
ぬ
が
如
く　

逝
く
水
の　

留
ら
ぬ
如
く　

常
も
な
く　

移

ろ
ふ
見
れ
ば　

に
は
た
づ
み　

流
る
る
涙　

止
み
か
ね
つ
も

　

言
問
は
ぬ
木
す
ら
春
咲
き
秋
づ
け
ば
黄
葉
散
ら
く
は
常
を
無
み
こ
そ

　

う
つ
せ
み
の
常
無
き
見
れ
ば
世
の
中
に
情
つ
け
ず
て
思
ふ
日
そ
多
き　

十
九
ー
四
一
六
〇
～
二

⑭
尼
理
願
へ
の
挽
歌
の
中
で
問
題
と
し
た
語
句
は
旅
人
の
「
生
け
る
者
遂
に
も
死

ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
こ
の
世
に
あ
る
間
は
楽
し
く
を
あ
ら
な
」（
三
ー
三
四
八
）

の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

⑮ 『
新
古
典
文
学
大
系
』
一
六
五
六
番
歌
脚
注

⑯
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
二
月
壬
戊
、
詔
し
て
曰
は
く
「
時
に
随
ひ
て
制

を
立
つ
る
は
、
国
を
有
つ
通
規
に
し
て
、
代
を
議
り
て
権
を
行
ふ
は
、
昔
王
の

　

訓
な
り
」
と
し
て
例
に
あ
げ
た
文
を
記
し
て
い
る
。

⑰  

宴
を
仮
構
と
す
る
も
の
は
木
下
正
俊
氏
「
旅
人
－
自
然
と
孤
独
－
」『
国
文

学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
十
九
巻
六
号
が
あ
る
。

⑱
『
萬
葉
集
釋
注
』
八
二
二
の
釈
文

⑲
注
⑧
に
同
じ
。

⑳
天
平
十
年
（
七
三
八
）。
家
持
は
弟
書
持
と
と
も
に
出
席
し
て
い
る
。
こ
の
宴

歌
の
意
味
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
論
じ
て
い
る
。「
集
約
す
る
心
―
家
持
の
歌
の

場
―
」『
別
府
大
学
紀
要
』
第
四
十
六
号

㉑
家
持
が
越
中
守
で
あ
っ
た
期
間
は
天
平
十
八
（
七
四
六
）
か
ら
天
平
勝
宝
三

（
七
五
一
）
で
あ
る
。

㉒
他
の
同
席
者
は
中
務
大
輔
茨
田
王
で
あ
る
。

歌
の
引
用
は
『
新
古
典
文
学
大
系　

萬
葉
集
』
に
よ
る
。


