
『
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泉
式
部
日
記
』
七
夕
贈
答
歌
を
め
ぐ
る
試
論

渡

辺

開

紀

一

は
じ
め
に

以
下
に
引
用
す
る
『
和
泉
式
部
日
記
』
七
月
の
記
事
、
帥
宮
と
「
女
」（
以
下
、
主
人
公(1)）
に
よ
る
七
夕
の
和
歌
贈
答
は
、
作
中
屈
指
の
愛
情
高
揚
の
契
機
を
謳
う

も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。

か
く
い
ふ
ほ
ど
に
、
七
月
に
な
り
ぬ
。
七
日
、
す
き
ご
と
ど
も
す
る
人
の
も
と
よ
り
、
織
女
、
彦
星
と
い
ふ
こ
と
ど
も
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
目
も
立
た
ず
。
か
ゝ

る
折
に
、
宮
の
過
ご
さ
ず
の
た
ま
は
せ
し
物
を
、
げ
に
お
ぼ
し
め
し
忘
れ
に
け
る
か
な
、
と
思
ふ
ほ
ど
に
ぞ
、
御
文
あ
る
。
見
れ
ば
、
た
ゞ
か
く
ぞ
、

思
ひ
き
や
〈
七
夕
つ
女
に
身
を
な
し
て
天
の
河
原
を
な
が
む
べ
し
〉
とㅟ

はㅟ

と
あ
り
。

（
四
二
～
四
三
頁(2)）

こ
の
時
、
二
人
の
仲
は
い
つ
破
局
し
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
七
月
七
日
と
い
う
節
目
の
折
ゆ
え
、
主
人
公
の
許
に
は
、
い
わ
ゆ
る
影
の
男
た
ち(3)か

ら
、「
織
女
、
彦
星
」
を
詠
ん
だ
恋
歌
が
届
く
。
そ
れ
な
の
に
、
肝
心
の
帥
宮
か
ら
は
音
信
が
途
絶
え
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
事
実
ひ
と
つ
と
っ
て
も
事
の
深
刻
さ
を
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物
語
っ
て
い
よ
う(4)。

時
ば
か
り
が
い
た
ず
ら
に
過
ぎ
て
い
く
。「
か
ゝ
る
折
に
、
宮
の
過
ご
さ
ず
の
た
ま
は
せ
し
物
を
、
げ
に
お
ぼ
し
め
し
忘
れ
に
け
る
か
な
」
と
主
人
公
が
懊
悩
を
深

め
る
中
、
よ
う
や
く
帥
宮
か
ら
の
「
御
文
」
が
あ
っ
た
。
主
人
公
が
、
急
い
で
手
紙
を
開
い
て
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
思
ひ
き
や
」
歌
が
一
首
だ
け
綴
ら
れ
て
い

た
。
当
論
が
、
主
と
し
て
考
察
す
る
の
は
、
こ
の
帥
宮
の
七
夕
を
題
材
に
し
た
「
思
ひ
き
や
」
歌
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
に
、
主
人
公
は
ど
う
反
応
し
て
い
る
か
。
前
掲
「
と
あ
り
。」
の
直
後
は
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
く
。

さ
は
い
へ
ど
、
過
ご
し
給
は
ざ
め
る
は
、
と
思
ふ
も
、
を
か
し
う
て
、

な
が
む
ら
ん
空
を
だ
に
見
ず
七
夕
に
忌
ま
る
ば
か
り
の
我
が
身
と
お
も
へ
ば

と
あ
る
を
御
覧
じ
て
も
、
猶
え
思
ひ
は
な
つ
ま
じ
う
お
ぼ
す
。

帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
気
持
ち
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
な
に
し
ろ
久
し
ぶ
り
の
帥
宮
か
ら
の
文
で
あ

る
。
た
だ
、
歌
を
み
た
主
人
公
の
反
応
は
い
さ
さ
か
屈
折
ぎ
み
で
あ
っ
た
。
主
人
公
は
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
に
狂
喜
乱
舞
す
る
の
で
も
、
喜
び
に
一
入
感
じ
入
る

の
で
も
な
い
。「
さ
は
い
へ
ど
、
過
ご
し
給
は
ざ
め
る
は
、
と
思
ふ
も
」
と
の
前
置
き
が
あ
っ
て
か
ら
「
を
か
し
う
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
を
か
し
う
」
と
い
う
評
言

は
少
な
く
と
も
帥
宮
の
歌
の
み
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
こ
の
時
の
主
人
公
の
関
心
の
大
半
は
、
帥
宮
の
折
を
す
ご
さ
ぬ
美
質(5)に
向
け
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
で

あ
れ
ば
、
我
々
は
「
思
ひ
き
や
」
の
歌
じ
た
い
に
ど
れ
ほ
ど
の
重
み
を
見
出
し
て
よ
い
の
か
、
必
ず
し
も
定
か
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

果
た
し
て
、
現
行
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
、
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
の
受
け
止
め
方
に
苦
心
し
て
き
た
様
相
が
窺
え
る
。
主
人
公
に
顧
み
ら
れ
な
い
受
け
身
な

姿
勢(6)に
重
き
を
お
く
も
の
か
ら
、
そ
の
訴
え
の
裏
に
皮
肉(7)を
見
据
え
る
も
の
ま
で
、
論
者
の
認
識
は
ま
ち
ま
ち
な
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
帥
宮
の
歌
は
、
我
が
身
の
辛
さ
を
嘆
く
典
型
的
な
恨
み
の
体
を
な
し
て
い
る
。
だ
が
、
皮
肉
と
評
す
る
に
は
、
主
人
公
の
不
実
を
な
じ
る
要
素
が
い
さ
さ

か
希
薄
で
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
大
勢
的
な
見
方
で
あ
る
皮
肉
と
い
う
押
さ
え
方
は
、
当
該
歌
の
表
現
に
根
ざ
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
和

歌
の
表
現
を
注
視
し
た
と
き
時
、
当
該
歌
の
内
実
に
何
を
窺
い
見
て
よ
い
か
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
応
じ
て
、
当
論
な
り
に
、
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
に
関

す
る
注
釈
史
を
整
理
し
、
一
首
の
解
釈
に
私
見
を
提
示
す
る
。
そ
れ
を
以
っ
て
、
掲
出
記
事
内
に
交
わ
さ
れ
る
和
歌
贈
答
の
再
定
位
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
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二
「
七
夕
つ
女
に
身
を
な
し
て
」
の
主
体

さ
て
、
こ
の
一
首
の
歌
い
ぶ
り
で
最
も
人
目
を
引
く
の
は
、
私
に
〈

〉
を
付
し
た
、「
七
夕
つ
女
に
身
を
な
し
て
」
云
々
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
表
現
の
捉
え
方
が
、
そ
の
ま
ま
当
該
歌
の
注
釈
史
上
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
諸
注
釈
書
に
お
い
て
、
見
解
が
割
れ
る
の
は
〈

〉
で
囲
っ
た
「
七
夕
つ
女
に
身
を
な

し
て
」
云
々
の
主
体
が
、
帥
宮
か
、
そ
れ
と
も
主
人
公
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

素
朴
に
考
え
れ
ば
、
詠
者
で
あ
る
帥
宮
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
実
際
、
大
方
の
諸
注
釈
書
で
は
〈

〉
の
主
体
を
帥
宮
と
解
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に

は
次
の
よ
う
な
異
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
遠
藤
嘉
基
氏
は
「
七
夕
つ
女
に
身
を
な
し
て
」
の
箇
所
の
「
補
注
」
に
お
い
て
、

こ
の
歌
を
す
な
お
に
と
る
と
、
次
の
式
部
の
歌
か
ら
考
え
て
、
宮
が
織
女
星
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
お
か
し
い
。
も
っ
と
も
、「
七
夕
つ
め
に
身
を
な

し
て
」
と
い
う
、
意
識
的
行
為
を
示
す
語
と
の
呼
応
か
ら
考
え
て
、
か
れ
ん
な
調
子
を
わ
ざ
と
出
す
為
の
技
巧
と
み
れ
ば
解
決
で
き
ぬ
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ

こ
は
、
頭
注
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
式
部
の
歌
に
あ
る
「
七
夕
」
は
、
織
女
星
の
意
で
は
な
く
、「
七
夕
の
時
」「
七
夕
の
宵
」
の
意
と

な
る
。
こ
う
い
う
用
例
は
、
他
に
も
あ
る
か
ら
差
支
え
な
い
。

と
述
べ
、
傍
線
を
付
し
た
不
自
然
さ(8)か
ら
〈

〉
の
主
体
を
、
帥
宮
と
見
ず
、
主
人
公
で
あ
る
と
説
く
。
そ
の
う
え
で
、

身
を
（
年
に
一
度
だ
け
逢
う
）
織
女
星
と
な
し
て
、
天
の
川
原
を
物
思
い
に
沈
ん
で
な
が
め
る
よ
う
な
身
に
、
あ
な
た
が
予
想
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か(9)。

と
解
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
右
の
遠
藤
氏
に
対
す
る
端
的
な
批
判
と
総
括
が
、
鈴
木
一
雄
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
鈴
木
氏
は
、

「
七
夕
つ
め
」
は
織
女
星
を
さ
す
。
宮
自
身
を
た
と
え
る
な
ら
、
男
性
た
る
彦
星
（
牽
牛
星
）
の
方
に
し
そ
う
な
も
の
だ
が
、
女
性
で
あ
る
は
ず
の
「
七
夕
つ
め
」

に
よ
そ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
不
審
か
ら
五
十
嵐
氏
『
完
訳
』
は
、「
七
夕
つ
め
」
を
彦
星
に
う
け
と
り
、
遠
藤
氏
『
大
系
』
は
、「
七
夕
つ
め
に
身
を
な
し

て
」「
な
が
む
」
人
を
宮
で
は
な
く
式
部
と
と
っ
て
お
ら
れ
る
。「
七
夕
つ
め
」
を
彦
星
と
と
る
の
は
当
時
の
和
歌
を
通
覧
し
て
も
無
理
で
あ
り
、
式
部
の
境
遇
を

思
い
や
っ
た
歌
と
み
て
も
、
宮
の
贈
歌
ぶ
り
、
次
の
式
部
の
返
歌
ぶ
り
か
ら
い
っ
て
ど
う
も
不
自
然
の
よ
う
で
あ
る
。
遠
藤
氏
『
大
系
』
補
注
（
七
〇
）
に
示
さ

れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
考
え
方
、「
も
っ
と
も
『
七
夕
つ
め
に
身
を
な
し
て
』
と
い
う
、
意
識
的
行
為
を
示
す
語
と
の
呼
応
か
ら
考
え
て
、
か
れ
ん
な
調
子
を
わ
ざ

と
出
す
為
の
技
巧
と
み
れ
ば
解
決
で
き
ぬ
で
も
な
い
」
の
方
が
真
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、
彦
星
ど
こ
ろ
で
な
く
織
女
星
の
方
に
よ
そ
え
ざ
る
を
得
な
い
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─
わ
び
し
く
ひ
と
り
「
あ
ま
の
か
は
ら
を
な
が
む
」
と
い
う
孤
独
感
と
受
身
な
姿
勢
の
共
通
性
か
ら

─
と
こ
ろ
に
、
今
の
宮
の
心
境
を
汲
み
た
い
と
思
う
。

「
身
を
な
し
て
」
と
い
う
、
遠
藤
氏
も
い
わ
れ
る
意
識
的
な
行
為
を
示
す
語
は
、
宮
が
、
こ
と
さ
ら
に
、
女
性
で
あ
る
「
七
夕
つ
め
」
に
身
を
よ
そ
え
る
と
い
う

男
女
逆
の
見
立
て
か
ら
で
て
き
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
、
委
曲
を
尽
く
し
な
が
ら
反
論
を
試
み
、

か
つ
て
一
度
だ
っ
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
自
分
の
身
を
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
織
女
星
の
境
遇
に
身
を
お
い
て
、
思
う
に
ま
か
せ
ぬ
遠
い
逢
瀬
に
う
ち

沈
ん
で
、
ひ
と
り
わ
び
し
く
天
の
川
原
を
な
が
め
よ
う
な
ど
と
は(10)。

と
現
代
語
訳
す
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
前
出
遠
藤
氏
の
考
え
を
支
持
す
る
も
の
や(11)、
そ
の
論
調
に
乗
じ
た
よ
う
な
解
釈(12)が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
加
え
て
、
そ
の
後
、

こ
の
問
題
は
特
に
熱
心
に
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
気
配
が
な
く
、
な
ん
と
な
く
帥
宮
と
解
す
る
の
が
優
勢
と
い
う
形
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
当
論
と
し
て

も
、
こ
の
文
脈
の
押
さ
え
方
を
見
定
め
る
の
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
課
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

三

和
歌
に
お
け
る
「
思
ひ
き
や
〈
…
…
〉
と
は
」

で
は
、〈

〉
の
主
体
は
帥
宮
か
、
否
か
。
ひ
と
ま
ず
、「
七
夕
つ
女
に
身
を
な
し
て
」
云
々
に
抱
か
れ
て
き
た
違
和
感
の
解
消
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
が

最
も
簡
便
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
男
性
が
女
性
の
立
場
に
た
っ
て
詠
ん
だ
歌
は
枚
挙
に
遑
な
い
。
そ
の
一
点
か
ら
し
て
、
帥
宮
と
押
さ
え
る
の
に
分
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、〈

〉
の
主
体
を
主
人
公
と
見
な
い
点
で
、
当
論
は
通
説
と
同
じ
立
場
を
と
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
が
帥
宮
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
事
情
は
、
別
角
度
か
ら
の
説
明
づ
け
が
可
能
で
あ
っ
た
。
見
逃
せ
な
い
の
は
、
帥
宮
の
歌
の
骨
子
で
あ
る
。
こ
こ

で
い
う
骨
子
と
は
、
初
句
「
思
ひ
き
や
」（
傍
線
）
と
結
句
「
と
や
」（
傍
点
）
で
構
成
さ
れ
る
和
歌
の
型
を
指
し
、
こ
の
型
の
特
色
を
重
ん
じ
て
見
れ
ば
、〈

〉
の

主
体
が
帥
宮
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
一
層
了
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
思
ひ
き
や
」
の
歌
い
出
し
に
関
し
て
、
狩
野
尾
義
衛
氏
が
「
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は
」（
古
今
集
・
九
七
〇
、

在
原
業
平
／
『
伊
勢
物
語
』
第
八
三
段
に
も
）
を
挙
げ
た
の
を
嚆
矢
に(13)、
小
松
登
美
氏
が
「『
思
ひ
き
や
』
は
、
通
常
は
、「
自
分
は
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」
の
意

で
用
い
ら
れ
る
慣
用
句
。
和
泉
の
歌
の
中
の
「
思
ひ
き
や
」
も
、
す
べ
て
そ
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
帥
宮
も
お
そ
ら
く
同
様
に
用
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
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注
し(14)、
中
嶋
尚
氏
は
「『
お
も
ひ
き
や
』
は
、「
思
ひ
き
や
あ
り
て
忘
れ
ぬ
お
の
か
身
を
君
か
か
た
み
に
な
さ
む
も
の
と
は
」（
続
集
五
二
）
な
ど
、
和
泉
式
部
の
歌
に

例
が
あ
り
、
勅
撰
集
に
も
『
古
今
集
』
以
下
用
例
は
多
い
」
と
注
す
る
な
ど
、
和
歌
表
現
の
一
環
と
し
て
押
さ
え
る
向
き
が
あ
る(15)。
こ
れ
ら
の
指
摘
の
驥
尾
に
付
し
、

若
干
の
補
足
を
し
て
お
く
と
、「
思
ひ
き
や
」
は
、
散
文
部
分
に
用
い
ら
れ
ず
、
和
歌
の
み
の
使
用
に
限
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

今
述
べ
た
事
実
に
い
ち
早
く
気
づ
か
れ
た
の
は
中
村
幸
弘
氏(16)で
あ
っ
た
。
中
村
氏
は
、「
思
ひ
き
や
」
を
「
中
古
・
中
世
の
和
歌
専
用
語
」
で
あ
る
と
し
、
勅
撰
集

歌
六
十
八
首
を
数
え
る
「
思
ひ
き
や
」
歌
を
、

（
Ａ
）
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

思
ひ
き
や
〈
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
〉
と
は

（
Ｂ
）
思
ひ
き
や
〈
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
〉
と
は

と
整
理
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
型
が
哀
傷
歌
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
数
値
を
示
す
こ
と
を
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。「
思
ひ
き
や
〈
…
…
〉
と
は
」
と
い
う

の
が
、
平
安
朝
の
歌
人
た
ち
必
須
の
和
歌
の
型
で
あ
っ
た
節
が
あ
る(17)。

も
と
よ
り
、
こ
の
型
は
、
哀
傷
・
死
別
に
限
ら
ず
、
流
謫
や
厭
世
な
ど
種
々
の
悲
し
み
の
表
出
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
は
恋

の
贈
答
歌
で
あ
る
か
ら
、
中
村
氏
が
論
究
さ
れ
た
哀
傷
歌
以
外
の
詠
草
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る(18)。
以
下
、
具
体
的
に
用
例
を
掲
げ
た
い
。

ま
ず
『
万
葉
集
』
に
「
思
ひ
き
や
」
の
語
も
、
こ
の
型
も
確
認
さ
れ
な
い(19)。
し
た
が
っ
て
、
和
歌
の
規
範
た
る
『
古
今
集
』
の
次
の
二
首
を
、「
思
ひ
き
や
〈
…
…
〉

と
や
」
の
比
較
的
初
期
の
も
の
と
見
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。
周
知
の
と
お
り
、『
古
今
集
』
に
は
、
こ
の
型
を
採
用
し
た
、
著
名
な
歌
が
二
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）

隠
岐
の
国
に
流
さ
れ
て
侍
り
け
る
時
に
よ
め
る

た
か
む
ら
の
朝
臣

九
六
一

思
ひ
き
や
〈
鄙
の
別
れ
に
お
と
ろ
へ
て
海
人
の
縄
た
き
い
さ
り
せ
む
〉
とㅟ

はㅟ

（
雑
下
）

（
2
）

惟
喬
親
王
の
も
と
に
ま
か
り
通
よ
ひ
け
る
を
、
頭
お
ろ
し
て
小
野
と
い
ふ
所
に
侍
り
け
る
に
、
正
月
に
と
ぶ
ら
は
む
と
て
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
比

叡
の
山
の
麓
な
り
け
れ
ば
、
雪
い
と
深
か
り
け
り
、
し
ひ
て
か
の
室
に
ま
か
り
い
た
り
て
、
拝
み
け
る
に
つ
れ
づ
れ
と
し
て
、
い
と
物
が
な
し
く
て

か
へ
り
ま
う
で
来
て
、
よ
み
て
お
く
り
け
る

九
七
〇

わ
す
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
〈
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
〉
とㅟ

はㅟ

（
雑
下
）

四
九
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（
1
）
は
小
野
篁
の
歌
で
あ
る
。
詞
書
に
は
、
隠
岐
に
配
流
の
際
の
も
の
と
あ
る
か
ら
、
詠
歌
年
次
は
、
篁
が
流
罪
と
な
っ
た
承
和
五
年
（
八
三
八
）
か
ら
、
帰
京

を
許
さ
れ
た
同
七
年
（
八
四
〇
）
ご
ろ
と
な
ろ
う
か
。
次
い
で
、（
2
）
は
在
原
業
平
の
作
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
第
八
十
三
段
に
も
見
え
る
和
歌
で
あ
る
。
惟
喬
親

王
が
落
飾
し
た
の
は
、
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
年
と
伝
わ
る
（『
三
代
実
録
』
七
月
十
一
日
条
）。

詠
歌
事
情
こ
そ
異
な
る
も
の
、
ど
ち
ら
の
歌
に
も
、
容
易
に
は
埋
め
が
た
い
物
理
的
、
心
理
的
な
距
離
感
が
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
実
感
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
相
通
じ

る
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
篁
は
か
つ
て
の
境
遇
と
の
落
差
を
歌
い
上
げ
、
片
や
、
業
平
の
作
は
、
親
愛
な
る
親
王
の
隠
棲
先
か
ら
心
な
ら
ず
も
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

哀
切
が
深
く
に
じ
み
出
た
歌
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
漂
う
極
端
な
ま
で
の
隔
絶
感
が
、
そ
の
後
、「
思
ひ
き
や
」
の
語
に
付
着
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
流

れ
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。『
古
今
集
』
を
通
じ
、
胚
胎
せ
ら
れ
た
隔
絶
感
が
、
死
別
を
嘆
く
哀
傷
の
色
調
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
く
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
も

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
型
を
採
用
し
た
恋
歌
が
、
総
じ
て
恋
人
同
士
の
疎
遠
を
歌
い
あ
げ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
道
理
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
恋
人
た
ち
の
懸
隔
に
焦
点
を
当
て
た
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
、
和
歌
史
の
中
で
は
あ
り
ふ
れ
た
事
柄
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
あ
り
が
ち
な
状
況
や

心
情
を
効
果
的
に
表
現
す
る
の
に
相
応
し
い
「
歌
こ
と
ば
」
の
数
々
が
存
在
し
て
い
た
。「
雨
・
霧
」
と
い
っ
た
天
象
か
ら
「
関
・
垣
」
な
ど
、
そ
の
記
号
性
や
喚
起

力
は
論
を
俟
た
な
い
。
そ
れ
ら
に
通
ず
る
が
ご
と
く
、
こ
の
「
思
ひ
き
や
」
の
型
も
ま
た
、
男
女
の
懸
隔
を
際
立
た
せ
る
詠
み
方
が
徹
底
し
て
い
る
。

勅
撰
集
に
お
い
て
恋
に
配
さ
れ
た
「
思
ひ
き
や
」
型
の
歌
は
、
次
の
十
三
首
を
数
え
る
。

（
3
）

ひ
さ
し
う
あ
は
ざ
り
け
る
女
に
つ
か
は
し
け
る

源
さ
ね
あ
き
ら

六
六
八

思
ひ
き
や
〈
あ
ひ
見
ぬ
こ
と
を
い
つ
よ
り
と
か
ぞ
ふ
ば
か
り
に
な
さ
ん
物
〉
とㅟ

はㅟ

（
後
撰
集
・
恋
二
）

（
4
）

（
題
し
ら
ず
）

よ
み
人
し
ら
ず

七
七
一

思
ひ
き
や
〈
わ
が
ま
つ
人
は
よ
そ
な
が
ら
た
な
ば
た
つ
め
の
あ
ふ
を
見
む
〉
とㅟ

はㅟ

（
拾
遺
集
・
恋
二
）

（
5
）

（
題
し
ら
ず
）

（
伊
勢
）

九
〇
七

思
ひ
き
や
〈
あ
ひ
見
ぬ
ほ
ど
の
年
月
を
か
ぞ
ふ
ば
か
り
に
な
ら
ん
物
〉
とㅟ

はㅟ

（
拾
遺
集
・
恋
四
）
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〇
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（
6
）

遇
不
遇
恋
の
心
を
よ
め
る

左
兵
衛
督
実
能

四
四
一

思
ひ
き
や
〈
あ
ひ
み
し
よ
は
の
う
れ
し
さ
に
の
ち
の
つ
ら
さ
の
ま
さ
る
べ
し
〉
とㅟ

はㅟ

（
金
葉
集
・
恋
部
下
）

（
7
）

（
題
し
ら
ず
）

俊
恵
法
師

七
五
六

思
ひ
き
や
〈
夢
を
此
世
の
ち
ぎ
り
に
て
さ
む
る
別
を
な
げ
く
べ
し
〉
とㅟ

はㅟ

（
千
載
集
・
恋
歌
二
）

（
8
）

（
法
住
寺
殿
の
殿
上
の
歌
合
に
、
臨
期
違
約
恋
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
）

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

七
七
九

思
ひ
き
や
〈
し
ぢ
の
は
し
が
き
か
き
つ
め
て
も
も
夜
も
お
な
じ
ま
ろ
ね
せ
ん
〉
とㅟ

はㅟ

（
千
載
集
・
恋
歌
二
）

（
9
）

う
へ
の
を
の
こ
ど
も
老
後
恋
と
い
へ
る
心
を
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
、
よ
ま
せ
給
う
け
る

院
御
製

八
六
六

思
ひ
き
や
〈
と
し
の
つ
も
る
は
わ
す
ら
れ
て
恋
に
い
の
ち
の
た
へ
ん
物
〉
とㅟ

はㅟ

（
千
載
集
・
恋
歌
四
）

（
10
）

逢
不
逢
恋
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る

俊
恵
法
師

八
九
四

思
ひ
き
や
〈
う
か
り
し
夜
は
の
鳥
の
ね
を
ま
つ
こ
と
に
し
て
あ
か
す
べ
し
〉
とㅟ

はㅟ

（
千
載
集
・
恋
四
）

（
11
）

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
恋
の
う
た
と
て
よ
め
る

待
賢
門
院
堀
河

九
一
八
〈
う
き
人
を
し
の
ぶ
べ
し
〉
とㅟ

はㅟ

思
ひ
き
や
わ
が
心
さ
へ
な
ど
か
は
る
ら
ん
（
千
載
集
・
恋
五
）

（
12
）

こ
ひ
の
う
た
あ
ま
た
よ
み
侍
り
け
る
に

民
部
卿
成
範

五
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九
一
八

思
ひ
き
や
〈
ま
だ
う
ら
わ
か
き
は
つ
く
さ
の
秋
を
も
ま
た
で
か
れ
む
も
の
〉
とㅟ

はㅟ

（
新
勅
撰
・
恋
四
）

（
13
）

題
し
ら
ず

大
炊
御
門
右
大
臣

八
八
〇

思
ひ
き
や
〈
か
さ
ね
し
夜
半
の
か
ら
衣
か
へ
し
て
き
み
を
ゆ
め
に
み
む
〉
とㅟ

はㅟ

（
続
後
撰
・
恋
四
）

（
14
）

宝
治
百
首
歌
奉
り
け
る
時
、
寄
雨
恋

土
御
門
院
小
宰
相

一
三
二
四

思
ひ
き
や
〈
な
み
だ
に
し
ぼ
る
袖
に
猶
身
を
し
る
雨
を
そ
へ
ん
物
〉
とㅟ

はㅟ

（
続
千
載
・
恋
三
）

（
15
）

恋
の
歌
の
中
に

今
出
河
院
近
衛

八
九
九

思
ひ
き
や
〈
後
の
世
ま
で
と
た
の
め
し
を
恋
ひ
し
ね
と
て
の
ち
ぎ
り
な
り
〉
とㅟ

はㅟ

（
続
後
拾
遺
・
恋
四
）

（
3
）
と
（
5
）
は
等
し
く
、
恋
人
た
ち
が
逢
瀬
の
な
い
年
月
を
悲
し
み
、「
愛
の
永
続
へ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
こ
と(20)」
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。（
4
）
は
七
夕

を
題
材
に
、「
待
つ
人
か
ら
隔
て
ら
れ
る
意
に
、
他
人
事
と
し
て
七
夕
の
逢
瀬
を
見
る
意
を
重
ね(21)」
て
逢
え
な
い
悲
嘆
を
詠
み
、（
6
）
以
下
、「
遇
不
遇
恋
・
逢
不
逢

恋
」
な
ど
の
歌
題
に
即
し
、
逢
瀬
な
き
懸
隔
の
表
現
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
様
相
が
窺
え
る
。
ま
だ
見
ぬ
恋
、
忍
恋
等
を
歌
う
恋
の
初
期
段
階
は
な
く
、
一
方
で
、
恋

の
破
綻
が
詠
ま
れ
な
い
の
も
、
特
色
の
一
つ
と
言
え
よ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
も
、
そ
し
て
、
当
面
の
課
題
と
し
た
〈

〉
の
主
体
も
、
先
の

古
今
集
歌
や
右
の
恋
歌
と
照
ら
し
、
捉
え
直
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
〈

〉
内
の
内
実
に
関
し
、
前
出
中
村
氏
は
「
そ
も
そ
も
が
、
現
実
の
心
内
文
と
し
て
は
存
在
し
え
な
い
思
想
で
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い

た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
型
の
草
分
け
的
存
在
で
あ
る
（
1
）
篁
の
詠
歌
が
分
か
り
や
す
い
。
ま
さ
か
、
篁
が
、
歌
中
に
い
う
よ
う
に
、
現
実
に
「
海
人
の
縄
た
き
」

を
行
う
漁
民
に
、
そ
の
身
が
転
じ
た
こ
と
を
鵜
呑
み
に
す
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
一
種
の
仮
構
、
な
い
し
は
誇
張
表
現
な
の
で
あ
る
。

思
う
に
「
思
ひ
き
や
〈
…
…
〉
と
は
」
と
詠
む
か
ら
に
は
、〈

〉
に
、
世
上
一
般
に
あ
り
が
ち
な
悲
哀
や
、
和
歌
常
識
を
、
単
に
は
め
込
ん
で
は
意
味
が
な
い
。

凡
事
あ
り
き
た
り
な
表
現
で
は
釣
り
合
い
が
取
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、〈

〉
の
中
に
は
、
世
俗
の
秩
序
を
反
転
さ
せ
た
り
、
和
歌
常
識
を
ひ

五
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ね
っ
た
り
、
逆
手
に
と
っ
た
り
し
た
仮
講
や
誇
張
が
求
め
ら
れ
た
。
理
に
走
っ
た
言
い
回
し
が
〈

〉
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
構
文
の
効
果
は
遺
憾
な
く
発
揮
さ

れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
思
ひ
き
や
〈
…
…
〉
と
は
」
の
特
質
の
一
つ
に
は
、
堅
固
な
枠
組
み
を
有
し
な
が
ら
、
中
身
の
〈

〉
は
理
知
的
で
観
念

的
な
、
い
わ
ば
型
破
り
な
表
現
が
歓
迎
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
世
の
中
（「
男
女
の
仲
」
の
意
を
含
む
）
か
ら
隔
絶
し
た
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い
に
迫
真
の
重
み

を
付
与
す
る
詠
み
方
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
な
観
測
が
正
し
け
れ
ば
、
帥
宮
が
、
男
女
倒
錯
の
形
で
、
そ
の
身
を
「
七
夕
つ
女
」
に
な
ぞ
ら
え
る
事
情
は
容
易
に
察
し
が
付
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前

述
の
通
り
、「
七
夕
つ
女
に
身
を
な
し
て
」
の
不
自
然
さ
の
解
消
に
、
注
釈
史
は
目
が
向
き
が
ち
で
あ
っ
た
。
現
実
世
界
の
性
別
に
揃
え
よ
う
と
〈

〉
の
主
体
を
主

人
公
と
読
み
替
え
た
り
、
あ
る
い
は
「
七
夕
つ
女
＝
牽
牛
（
彦
星
）」
と
し
た
り
と
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
処
置
は
「
思
ひ
き
や
」
の
型
の
特

質
を
無
効
化
し
か
ね
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
篁
の
歌
同
様
、
帥
宮
自
ら
が
「
七
夕
つ
女
」
に
仮
構
し
た
と
考
え
る
の
が
、
こ
こ
は
最
も
理
解
し
や
す
い
に
違
い
な
い
。

「
思
ひ
き
や
」
の
型
の
和
歌
史
的
展
開
か
ら
も
、
こ
の
型
自
体
の
表
現
性
か
ら
も
、
帥
宮
が
女
性
を
装
う
形
を
と
る
の
は
、
何
ら
不
思
議
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。

前
出
鈴
木
氏
が
「
遠
藤
氏
『
大
系
』
補
注
（
七
〇
）
に
示
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
考
え
方
、「
も
っ
と
も
『
七
夕
つ
め
に
身
を
な
し
て
』
と
い
う
、
意
識
的
行
為
を

示
す
語
と
の
呼
応
か
ら
考
え
て
、
か
れ
ん
な
調
子
を
わ
ざ
と
出
す
為
の
技
巧
と
み
れ
ば
解
決
で
き
ぬ
で
も
な
い
」
の
方
が
真
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。」
と
し
、「「
身

を
な
し
て
」
と
い
う
、
遠
藤
氏
も
い
わ
れ
る
意
識
的
な
行
為
を
示
す
語
は
、
宮
が
、
こ
と
さ
ら
に
、
女
性
で
あ
る
「
七
夕
つ
め
」
に
身
を
よ
そ
え
る
と
い
う
男
女
逆
の

見
立
て
か
ら
で
て
き
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る(22)。」
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
当
論
と
小
異
を
含
む
と
は
い
え
、
概
し
て
そ
の
観
測
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
「
思
ひ
き
や
」
歌
か
ら
見
た
七
夕
贈
答

と
こ
ろ
で
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
新
た
な
疑
問
が
い
く
つ
も
湧
い
て
こ
よ
う
。
七
夕
伝
説
を
踏
ま
え
て
逢
え
な
い
辛
さ
を
訴
え
る
方
法(23)は
い
く
ら
で
も
あ
ろ

う
。
ま
た
、
和
歌
の
素
養
が
失
わ
れ
た
現
代
人
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
和
歌
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
帥
宮
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
型
を
踏
ん
で
お
き
な
が
ら
、「
か
れ
ん
な

調
子
を
わ
ざ
と
だ
す
た
め
」
だ
け
に
「
七
夕
つ
女
」
云
々
と
詠
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
も
そ
も
意
想
外
な
「
男
女
逆
の
見
立
て
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
も
気
に

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
注
釈
の
言
う
よ
う
に
、
こ
こ
に
技
巧
の
妙
を
窺
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
実
と
意
図
が
よ
り
確
か
な
形
で
追
究
さ
れ
な
く
て
は
な
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ら
な
か
っ
た
。

そ
の
際
、
例
え
ば
「
七
夕
つ
女
」
云
々
を
独
創
的
な
ア
イ
デ
ア
と
褒
め
立
て
る
の
も
一
つ
の
手
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
万
事
に
つ
け
先
例
を
尊
ぶ
、
い

に
し
え
の
歌
詠
み
た
ち
の
風
潮
を
考
え
る
と
、〈

〉
の
歌
句
が
何
の
ヒ
ン
ト
も
な
し
に
案
出
さ
れ
た
と
い
う
の
も
少
々
考
え
に
く
い
話
で
は
な
い
か
。
帥
宮
の
「
思

ひ
き
や
」
歌
の
発
想
の
源
は
何
か
、
以
っ
て
そ
の
狙
い
が
何
な
の
か
。
そ
う
発
想
す
る
と
き
、
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
の
先
蹤
に
、
ひ
と
つ
の
有
力
候
補
と
し
て
浮

上
し
て
く
る
の
が
、
前
掲
（
5
）
の
『
拾
遺
集
』「
よ
み
人
し
ら
ず
」
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
。
試
み
に
帥
宮
の
歌
と
並
べ
て
み
る
と
、
語
句
の
照
応
関
係
は
明
白
で
あ

る
。帥

宮

思
ひ
き
や
〈
七
夕
つ
女
に
身
を
な
し
て
天
の
河
原
を
な
が
む
べ
し
〉
とㅟ

はㅟ

七
七
一

思
ひ
き
や
〈
わ
が
ま
つ
人
は
よ
そ
な
が
ら
た
な
ば
た
つ
め
の
逢
ふ
を
見
む
〉
とㅟ

はㅟ

（
拾
遺
集
・
恋
二
）

た
だ
、『
拾
遺
集
』
歌
が
、
い
く
ら
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
と
は
い
え
、
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
よ
り
先
行
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
本
作
品
と
『
拾
遺
集
』

と
の
承
接
関
係
も
十
分
に
説
か
れ
て
は
い
な
い
。
諸
注
釈
書
を
瞥
見
す
る
限
り
、
右
の
『
拾
遺
集
』
歌
が
、
引
歌
や
参
考
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
な
い(24)。

だ
が
、
次
の
事
実
は
、
右
の
疑
問
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
回
答
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
こ
の
一
首
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
、
全
く
同
じ
形
で
、

そ
の
日
、
節
供
、
河
原
に
ま
ゐ
れ
り
。
君
た
ち
、
御
髪
洗
ま
し
果
て
て
、
御
琴
調
べ
て
、
七
夕
に
奉
り
給
ふ
ほ
ど
に
、
東
宮
よ
り
、
大
宮
の
御
も
と
に
、
か
く

聞
こ
え
た
ま
へ
り
。

東
宮
「
思
ひ
き
や
わ
が
待
つ
人
は
よ
そ
な
が
ら
た
織
女

た
な
ば
た
つ
め

の
会
ふ
を
見
む
と
は

今
日
さ
へ
う
ら
や
ま
し
く
ね
た
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。（
藤
原
の
君
・
一
〇
四
頁(25)）

と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
成
立
年
代
も
円
融
朝
か
ら
一
条
朝
ま
で
幅
が
あ
る(26)。
し
た
が
っ
て
、
帥
宮
の
詠
歌
と
の
前
後
関
係
は
依
然
と
し
て
不
明
と

す
る
ほ
か
な
い
が
、
一
方
で
、『
う
つ
ほ
』『
拾
遺
集
』
に
載
る
ぐ
ら
い
の
知
名
度
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
逃
せ
な
い
。
次
い
で
、
帥
宮
も
主
人
公
も
、
現
存
す
る
『
拾
遺
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集
』
内
に
見
え
る
和
歌
を
踏
ま
え
た
や
り
と
り
を
交
わ
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

・（
帥
宮
）
お
し
は
か
ら
せ
給
ふ
め
る
こ
そ
。『
見
せ
た
ら
ば
』」
と
あ
り
。
（
二
四
頁
）

○
ひ
と
し
れ
ぬ
心
の
内
を
見
せ
た
ら
ば
今
ま
で
つ
ら
き
人
は
あ
ら
じ
な
（
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
七
二
・
詠
み
人
知
ら
ず
）

・（
主
人
公
）
世
の
人
は
さ
ま
〴
〵
に
い
ふ
め
れ
ど
、『
身
の
あ
れ
ば
こ
そ
』
と
思
ひ
て
過
ぐ
す
。（
二
五
頁
）

○
い
づ
方
に
行
き
隠
れ
な
ん
世
の
中
に
身
の
あ
れ
ば
こ
そ
人
も
つ
ら
け
れ
（
拾
遺
集
・
恋
五
・
九
三
〇
・
詠
み
人
知
ら
ず
）

な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
加
え
、
先
の
『
拾
遺
集
』
歌
は
「
思
ひ
き
や
」
歌
の
和
歌
史
の
中
で
、
数
少
な
い
恋
歌
で
あ
り
、
か
つ
帥
宮
の
歌
以
外

に
「
七
夕
」
を
題
材
に
し
た
唯
一
の
詠
草
な
の
で
あ
る
。
そ
の
希
少
性
は
無
視
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
重
ん
じ
て
み
れ
ば
、
帥
宮
の
詠
歌
に
『
拾
遺
集
』
歌

を
積
極
的
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
行
の
『
拾
遺
集
』
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
注
釈
書
で
、「
思
ひ
き
や
」
の
型
に
拠
っ
た
七
夕
歌
は
ど
う
解
さ
れ
て
い
る
か
。
確
認
し
て
み
る
と
、

○
ま
さ
か
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
私
の
待
つ
人
は
隔
た
っ
た
ま
ま
で
逢
う
こ
と
も
逢
う
機
会
も
な
く
、
織
女
星
が
牽
牛
星
と
逢
う
の
を

よ
そ
事
と
し
て
羨
ま
し
く
見
る
こ
と
に
な
る
と
は(27)。

○
わ
た
し
が
ひ
た
す
ら
待
ち
こ
が
れ
て
い
る
人
は
、
よ
そ
な
が
ら
の
ま
ま
で
、
今
日
織
機
の
二
星
が
逢
う
の
を
見
よ
う
と
は
、
思
っ
て
も
み
ま
せ
ん
で
し
た(28)。

な
ど
と
通
釈
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
歌
や
歌
意
に
想
到
し
た
う
え
で
、
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
を
改
め
て
眺
め
て
み
る
と
ど
う
か
。
次
の
よ
う
な
含
み
が
あ

る
も
の
と
し
て
読
め
て
き
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
上
で
「
七
夕
つ
女
」
が
逢
瀬
を
重
ね
て
い
る
の
を
、
地
上
で
独
り
空
し
く
眺
め
て
い
た
、
か
の
古
歌
と

同
じ
境
地
で
、
私
の
恋
人
が
、
今
宵
、
他
の
男
と
逢
瀬
を
重
ね
る
の
を
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
と
解
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
帥
宮
の
歌
を
古
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況

に
重
ね
て
み
た
う
え
で
の
読
み
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
七
夕
つ
女
の
逢
ふ
を
見
む
」
を
響
か
せ
、
か
の
「
逢
瀬
を
叶
え
た
七
夕
つ
女
」
と
は
違
い
、
逢
瀬
も
叶
わ
ぬ

ま
ま
独
り
空
し
く
な
が
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
と
解
す
る
線
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
古
歌
に
お
い
て
は
羨
望
の
眼
差
し
で
仰
ぎ
見
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
「
七
夕

つ
女
」
の
立
場
を
反
転
し
た
形
で
擬
し
た
格
好
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
拾
遺
集
』
歌
の
「
逢
ひ
見
る
」
が
「
逢
瀬
」
を
強
く
意
識
さ
せ
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ

を
以
っ
て
、
本
作
品
に
立
ち
戻
れ
ば
、
帥
宮
の
主
人
公
に
対
す
る
疑
惑
の
眼
差
し
が
「
思
ひ
き
や
」
歌
に
見
え
隠
れ
し
て
こ
よ
う
。
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こ
の
時
期
、
帥
宮
は
主
人
公
の
浮
気
を
強
く
疑
っ
て
い
た(29)。「
源
少
将
」
や
「
治
部
卿
」
が
昼
か
ら
出
入
り
し
て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
き
、「
あ
は
〳
〵
し
う
思
さ
れ

て
、
久
し
う
御
文
も
な
し
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
文
な
く
「
小
舎
人
童
」
を
使
い
に
や
り
、
主
人
公
の
様
子
を
探
っ
て
い
る
気
配
が
窺
え
る
（
四
〇
頁
）。
そ
う

し
た
状
況
だ
け
に
、
帥
宮
は
、
主
人
公
の
風
聞
に
探
り
を
い
れ
る
た
め
に
、
和
歌
で
も
っ
て
一
つ
の
便
法
を
講
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
、
い
く
ら
方
便

と
は
い
え
、
他
の
男
と
し
け
こ
ん
で
い
る
の
か
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
聞
く
の
は
、
さ
す
が
に
生
々
し
く
て
口
が
は
ば
か
ら
れ
る
。
か
と
い
っ
て
、
誰
か
と
逢
瀬
を
重
ね
て

い
な
い
か
気
が
か
り
で
仕
方
な
い
。
そ
れ
に
、
も
し
そ
ん
な
不
埒
な
行
為
に
及
ん
で
い
た
な
ら
、
や
は
り
妬
ま
し
く
も
あ
り
、
羨
ま
し
い
。
そ
こ
で
一
計
を
案
じ
、
主

人
公
と
影
の
男
た
ち
と
の
逢
瀬
に
対
す
る
疑
念
を
、『
拾
遺
集
』
の
古
歌
に
相
似
す
る
形
で
ち
ら
つ
か
せ
、
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
自
分
を
韜
晦
し
て
み
せ
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
は
、
主
人
公
の
出
方
を
窺
う
た
め
に
知
略
の
限
り
を
尽
く
し
た
歌
で
あ
っ
た
と
評
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
主

人
公
を
独
占
的
に
欲
す
る
が
ゆ
え
に
で
あ
る
。

で
は
、
疑
惑
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
た
主
人
公
は
、
こ
れ
に
ど
う
抗
弁
し
て
い
け
る
の
か
。
受
け
て
立
つ
主
人
公
か
ら
す
れ
ば
、
逢
瀬
ど
こ
ろ
か
、「
す
き
ご
と
ど

も
す
る
人
の
も
と
よ
り
、
織
女
、
彦
星
と
い
ふ
こ
と
ど
も
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
目
も
立
た
ず
」
に
い
た
。
そ
ん
な
状
況
だ
け
に
、
帥
宮
の
疑
念
を
払
拭
し
つ
つ
、
角
の
立

た
な
い
形
で
帥
宮
を
た
し
な
め
る
必
要
が
あ
っ
た
ろ
う
。
果
た
し
て
、
主
人
公
の
返
歌
は
、
贈
歌
に
見
え
た
「
天
の
河
原
を
な
が
む
」
と
い
う
訴
え
を
、
根
底
か
ら
覆

す
形
で
「
な
が
む
ら
ん
空
を
だ
に
見
ず
」
と
突
き
放
し
て
見
せ
る
。
だ
が
、
こ
こ
も
「
逢
ふ
を
見
る
」
を
射
程
に
入
れ
て
読
む
な
ら
、
あ
な
た
は
と
も
か
く
、
わ
た
く

し
は
逢
瀬
ど
こ
ろ
か
「
す
き
ご
と
ど
も
す
る
人
の
も
と
よ
り
、
織
女
、
彦
星
と
い
ふ
こ
と
ど
も
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
目
も
立
た
ず
」
に
お
り
ま
し
た
、
心
外
で
ご
ざ
い
ま

す
、
と
の
抗
議
の
心
意
が
浮
か
び
上
が
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
に
見
事
な
あ
し
ら
い
方
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
い
て
、
強
気
な
態
度
か
ら
一
転
し
て
、「
七
夕
」
な

ら
ぬ
宮
様
に
忌
み
嫌
わ
れ
て
お
り
ま
す
寂
し
い
女
で
す
か
ら
、
と
泣
き
落
と
し
の
体
で
帥
宮
と
の
関
係
修
復
を
模
索
す
る
。
典
型
的
な
女
歌(30)で
あ
り
、
そ
の
捌
き
方
の

見
事
さ
に
、
今
更
な
が
ら
驚
か
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
主
人
公
の
ほ
う
が
一
枚
上
手
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
そ
の
返
歌
を
目
に
し
た
こ
と
で
、
歌
の
掛
け
合
い

の
真
骨
頂
を
久
し
ぶ
り
に
味
わ
い
、
満
足
げ
な
笑
み
を
浮
か
べ
る
帥
宮
の
姿
が
「
猶
え
思
ひ
は
な
つ
ま
じ
う
」
か
ら
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
該
記
事
の
和
歌
贈
答
は
、
目
に
見
え
る
風
雅
な
七
夕
贈
答
の
水
面
下
で
、
機
知
と
緊
張
を
孕
ん
だ
男
女
の
応
酬
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
互
い
に
深
謀
遠
慮
を
張
り
巡
ら
し
た
和
歌
贈
答
に
よ
っ
て
、
気
持
ち
を
確
か
め
あ
い
、
拗
れ
た
二
人
の
関
係
が
か
ろ
う
じ
て
繋
ぎ
と
め
ら
れ
て
い

く
。
そ
の
結
末
や
構
図
の
あ
り
よ
う
は
、
当
論
が
考
察
し
て
き
た
帥
宮
の
詠
歌
な
く
し
て
成
り
立
ち
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
帥
宮
の
贈
歌
は
「
思
ひ
き
や
」
の
伝

統
と
七
夕
歌
の
歴
史
に
強
く
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
詠
歌
を
為
し
得
る
帥
宮
を
描
く
こ
と
で
、
作
品
は
、
帥
宮
と
主
人
公
と
が
互
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角
の
和
歌
の
力
量
で
鬩
ぎ
あ
う
者
同
士
で
あ
る
こ
と
を
念
押
し
し
て
や
ま
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（1
）
当
論
で
は
、
固
有
名
詞
の
「
女
（
女
性
）」
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
作
中
呼
称
の
「
女
」
を
用
い
ず
、
主
人
公
と
呼
ぶ
。

（
2
）
当
論
に
お
け
る
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
本
文
の
引
用
、
及
び
、
頁
数
は
、
清
水
文
雄
氏
『
和
泉
式
部
日
記
（
岩
波
文
庫
改
訂
版
）』（
岩
波
書
店
・
昭
和
五
六
）
に
拠
る
。
な

お
、
同
書
の
底
本
は
「
三
条
西
家
旧
蔵
本
」
で
あ
る
が
、
そ
の
他
諸
本
に
お
い
て
、
帥
宮
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
に
異
同
は
な
い
。

（
3
）
鈴
木
一
雄
氏
・
円
地
文
子
氏
『
全
講
和
泉
式
部
日
記
』（
至
文
堂
・
昭
和
四
〇
）

（
4
）
小
町
谷
照
彦
氏
「
和
泉
式
部
日
記
の
方
法

─
そ
の
虚
構
性
を
通
し
て
」（「
国
文
学
」
昭
和
四
四
・
5
）

（
5
）
秋
澤
亙
氏
「
帥
宮
の
美
質

─
『
和
泉
式
部
日
記
』ʠ
折
を
過
ぐ
さ
ず
ʡ
か
ら
ʠ
お
な
じ
心
ʡ
へ
」（「
國
學
院
雑
誌
」
平
成
二
・
1
）

（
6
）
鈴
木
氏
、
注
3
の
書
。

（
7
）
藤
岡
忠
美
氏
は
「
こ
の
歌
は
、
宮
が
自
身
を
織
女
星
に
な
ぞ
ら
え
て
詠
ん
だ
。
あ
な
た
に
は
男
が
多
い
か
ら
私
は
な
か
な
か
お
逢
い
で
き
ぬ
悲
し
い
身
だ
、
と
い
う
皮
肉
を

詠
み
込
ん
だ
歌
。」（「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
・
昭
和
四
六
）、「
宮
が
自
身
を
織
女
星
に
擬
し
、
あ
な
た
に
は
恋
人
が
多
い
か
ら
私
は
独
り
で
思
い
悩
む
と
い
う
被
害
者

的
皮
肉
。」（「
完
訳
日
本
の
古
典
」
小
学
館
・
昭
和
五
九
）、「
こ
の
歌
は
、
宮
が
自
身
を
織
女
星
に
な
ぞ
ら
え
て
詠
ん
だ
。
あ
な
た
に
は
男
が
多
い
か
ら
私
は
年
に
一
度
の
逢
瀬

に
も
お
逢
い
で
き
ぬ
悲
し
い
身
だ
、
と
い
う
皮
肉
を
詠
み
込
ん
だ
歌
。」（「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
・
平
成
六
）
と
、
言
い
回
し
に
多
少
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い

る
が
、
当
該
歌
を
皮
肉
と
把
握
す
る
点
で
は
一
貫
し
て
い
る
。
ま
た
、
類
似
の
指
摘
は
、
野
村
精
一
氏
『
和
泉
式
部
日
記
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）』（
新
潮
社
・
昭
和
五
六
）

の
、「〈
考
え
て
み
た
事
な
ど
な
い
で
し
ょ
う
、
自
分
自
身
あ
の
織
女
星
に
な
っ
た
よ
う
な
思
い
で
、
天
の
河
原
を
な
が
め
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
事
に
な
る
な
ん
て
〉
女
の
も
と
に

常
に
男
が
来
て
い
る
こ
と
を
皮
肉
っ
た
の
で
あ
る
。」
や
、
三
田
村
雅
子
氏
『
和
泉
式
部
日
記
（
日
本
の
文
学
・
古
典
編
）』（
ほ
る
ぷ
出
版
・
昭
和
六
二
）
の
、「
さ
は
い
へ
ど
」

の
箇
所
に
「
歌
に
は
皮
肉
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
」
な
ど
に
窺
え
る
。

（
8
）
夙
に
、
五
十
嵐
力
氏
『
昭
和
完
訳
和
泉
式
部
日
記
』（
白
鳳
出
版
・
昭
和
二
二
）
が
「
男
の
宮
の
歌
だ
か
ら
、
本
来
は
「
彦
星
に
身
を
化
し
て
」
と
言
ふ
べ
き
で
、
棚
機
女

は
穏
か
で
な
い
」
と
述
べ
る
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
擬
え
方
に
違
和
感
を
表
す
る
注
釈
書
は
少
な
く
な
い
。

（
9
）
『
和
泉
式
部
日
記
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）』（
岩
波
書
店
・
昭
和
三
二
）

（
10
）
鈴
木
氏
、
注
3
の
書
。

（
11
）
今
井
卓
爾
氏
『
和
泉
式
部
日
記

訳
注
と
評
論
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
・
昭
和
六
一
）
に
「
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
、
あ
な
た
は
わ
が
身
を
七
夕
の
織
女
に
な
っ
た
よ
う

に
思
っ
て
、
年
に
一
度
天
の
河
原
を
ひ
と
り
ぼ
ん
や
り
な
が
め
る
で
あ
ろ
う
と
は
。」
が
あ
る
。

（
12
）
野
村
氏
、
注
7
の
書
。

（
13
）
『
対
校

和
泉
式
部
日
記
新
釈
』（
白
帝
社
・
昭
和
四
八
）

（
14
）
『
和
泉
式
部
日
記
（
講
談
社
学
術
文
庫
・
中
）』（
講
談
社
・
昭
和
六
〇
）

（
15
）
『
和
泉
式
部
日
記
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
・
平
成
一
四
）

（
16
）
中
村
幸
弘
氏
「
哀
傷
歌
と
し
て
の
「
お
も
ひ
き
や
」
歌
」（「
弘
学
大
語
文
」
32
・
平
成
一
八
・
3
）。
以
下
、
当
論
中
の
中
村
氏
の
指
摘
に
関
す
る
記
述
は
、
全
て
同
論
に

五
七

『
和
泉
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』
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夕
贈
答
歌
を
め
ぐ
る
試
論



拠
る
。

（
17
）
当
論
に
お
け
る
和
歌
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
新
編
国
歌
大
観
』『
私
家
集
大
成
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
）
に
拠
り
、
表
記
は
私
に
改
め
た
。
そ
の
他
、
散
文
作

品
に
つ
い
て
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
拠
る
。
注
18
の
通
り
、
平
安
朝
和
歌
に
「
思
ひ
き
や
」
の
型
に
拠
っ
た
和
歌
は
多
く
、
一
定
程
度
の
定
着
を
見
て
よ
い
。

（
18
）
『
私
家
集
大
成
』「
中
古
Ⅰ
・
Ⅱ
」
で
「
思
ひ
き
や
」
の
歌
句
を
も
つ
和
歌
は
、
計
七
十
六
首
（
重
出
除
く
と
五
十
八
首
）
を
数
え
る
。
そ
の
多
く
は
、
注
16
中
村
氏
の
言
う

よ
う
に
死
別
に
関
係
す
る
歌
、
哀
傷
歌
的
な
雰
囲
気
が
漂
う
歌
が
多
い
。
和
泉
式
部
の
「
思
ひ
き
や
」
歌
（
三
首
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
清
水
文
雄
氏
『
和
泉
式
部
続
集
』

（
岩
波
文
庫
・
昭
和
五
八
）
に
拠
る
。）

（
1
）

九
五
四

思
ひ
き
や
あ
り
て
忘
ぬ
お
の
か
身
を
君
が
形
見
に
な
さ
む
物
と
は

（
2
）

又
程
経
て
、
お
は
し
ま
し
し
所
を
、
物
の
便
り
に
見
て

九
六
〇

思
ひ
き
や
塵
も
ゐ
ざ
り
し
床
の
上
を
荒
た
る
宿
と
な
し
て
見
ん
と
は

（
3
）

七
日

九
九
三

思
ひ
き
や
今
日
の
若
菜
も
知
ら
ず
し
て
忍
ぶ
の
草
を
摘
ま
ん
物
と
は

ま
た
、
散
文
作
品
で
は
『
伊
勢
物
語
』
一
首
（
前
掲
）、『
大
和
物
語
』
二
首
（
十
三
段
「
思
ひ
き
や
す
ぎ
に
し
人
の
悲
し
き
に
君
さ
へ
つ
ら
く
な
ら
む
も
の
と
は
」・
五
十
七

段
「
を
ち
こ
ち
の
人
目
ま
れ
な
る
山
里
に
家
居
せ
む
と
は
お
も
ひ
き
や
君
」、）『
う
つ
ほ
物
語
』
一
首
（
後
掲
）、『
蜻
蛉
日
記
』
二
首
（
道
綱
母
「
思
ひ
き
や
雲
の
林
を
う
ち
す

て
て
空
の
け
ぶ
り
に
た
た
む
も
の
と
は
」（
一
三
六
頁
）、
道
綱
母
「
思
ひ
き
や
天
つ
空
な
る
あ
ま
ぐ
も
を
袖
し
て
わ
く
る
山
踏
ま
む
と
は
」（
三
二
四
頁
）
な
ど
が
確
認
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
論
中
で
も
触
れ
る
通
り
、
七
夕
に
関
連
す
る
の
は
、『
拾
遺
集
（『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
）』（
当
論
四
節
掲
出
）
だ
け
で
あ
る
。

（
19
）
上
代
作
品
で
「
思
ひ
き
や
」
が
確
認
で
き
る
唯
一
の
例
は
、『
日
本
書
記
』
巻
第
六
・
垂
仁
記
に
お
け
る
田
道
間
守
の
会
話
文
中
に
「
是
以
往
来
之
間
、
自
経
十
年
。
豈
期
、

独
凌
峻
瀾
、
更
向
本
土
乎
」
と
あ
る
箇
所
が
、「
是
を
以
ち
て
、
往
来
ふ
間
に
、
自
づ
か
ら
十
年
を
経
た
り
。
豈
期

あ
に
お
も

ひ
き
や
、
独
り
峻
瀾
を
凌
ぎ
、
更
本
土
に
向
む
と
い
ふ
こ
と

を
。（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
三
三
七
頁
）」
と
訓
読
さ
れ
た
例
だ
け
で
あ
る
。「
思
ひ
き
や
」
に
「
漢
文
訓
読
語
」
と
い
う
注
が
散
見
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
用
例
を
意
識
し

た
た
め
か
。

（
20
）
小
町
谷
照
彦
氏
『
拾
遺
和
歌
集
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）』（
岩
波
書
店
・
平
成
二
）、「
脚
注
」。
な
お
、
信
明
と
伊
勢
の
和
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
信
明
集
』『
伊
勢
集
』
に

も
見
え
、
影
響
関
係
が
さ
ま
ざ
ま
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
片
桐
洋
一
氏
『
後
撰
和
歌
集
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）』（
岩
波
書
店
・
平
成
二
）
は
、「
後
撰
集
で
は
弁

解
の
歌
と
い
う
感
じ
だ
が
、
信
明
集
は
「
二
三
日
ば
か
り
あ
は
ぬ
女
に
」
と
い
う
詞
書
に
な
っ
て
お
り
、
僅
か
二
、
三
日
な
の
に
何
時
か
ら
逢
わ
な
い
か
と
数
え
る
ほ
ど
に
恋
し

く
思
う
と
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
恋
の
激
し
さ
を
訴
え
た
歌
に
な
る
。
な
お
、
拾
遺
集
・
恋
四
に
伊
勢
の
歌
と
し
て
「
思
ひ
き
や
あ
ふ
み
ぬ
ほ
ど
の
年
月
を
か
ぞ
ふ
ば
か

り
に
な
ら
ん
も
の
と
は
」
と
あ
る
。
信
明
が
伊
勢
の
歌
を
利
用
し
て
伊
勢
の
娘
で
あ
る
中
務
の
歓
心
を
か
っ
た
と
み
れ
ば
お
も
し
ろ
い
」
と
注
し
、
工
藤
重
矩
氏
『
後
撰
和
歌

集
』（
和
泉
書
院
・
平
成
四
）
は
「
信
明
が
伊
勢
の
作
を
利
用
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
信
明
の
歌
が
中
務
を
介
し
て
伊
勢
集
に
混
入
し
た
可
能
性
も
あ
る
」
と
す
る
。
ま
た
、

佐
藤
和
喜
氏
「
拾
遺
集
歌
の
構
造
」『
平
安
和
歌
文
学
表
現
論
』（
有
精
堂
・
平
成
五
）
は
「
後
撰
歌
の
「
逢
ひ
見
ぬ
こ
と
を
い
つ
よ
り
と
」
は
、
視
点
が
あ
く
ま
で
現
在
に
あ

り
、
現
在
を
基
準
に
し
て
逢
わ
な
か
っ
た
日
数
を
「
い
つ
よ
り
と
」
と
遡
っ
て
数
え
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
拾
遺
歌
で
は
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の

時
間
が
「
逢
ひ
見
ぬ
ほ
ど
の
年
月
」
と
客
観
化
さ
れ
る
。
末
句
の
「
成
さ
む
」
と
「
成
ら
む
」
の
相
違
も
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
視
点
が
時
間
の
内
部
＝
現
在
に
存
す
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る
後
撰
歌
で
は
、
二
人
の
間
の
懸
隔
も
「
成
さ
む
も
の
と
は
」
と
二
人
の
現
在
的
な
関
係
に
お
い
て
人
為
的
に
把
捉
さ
れ
、
視
点
が
時
間
の
内
部
に
あ
る
拾
遺
歌
で
は
「
成
ら
さ

む
も
の
と
は
」
と
自
然
的
に
把
捉
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
一
三
九
頁
）
と
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勅
撰
集
の
構
造
論
理
に
則
し
た
異
同
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
21
）
小
町
谷
氏
、
注
20
の
書
。

（
22
）
鈴
木
氏
、
注
3
の
書
。

（
23
）
七
夕
が
民
俗
学
や
漢
詩
文
の
発
想
な
ど
を
織
り
交
ぜ
、
多
彩
な
展
開
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
も
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
多
く
の
先
覚
の
論
の
学
恩
を
蒙
っ
た

も
の
の
、
当
論
の
力
不
足
ゆ
え
、
す
べ
て
の
功
績
に
触
れ
え
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
に
お
詫
び
す
る
。
当
論
で
は
、
特
に
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
・
平
成
一
一
）

他
、
吉
井
美
弥
子
氏
「
浮
舟
物
語
に
お
け
る
七
夕
伝
説
」（『
源
氏
物
語
と
平
安
文
学

第
1
集
』
早
稲
田
大
学
出
版
会
・
昭
和
六
三
）
が
、
平
安
朝
の
七
夕
歌
を
多
く
引
証
し
、

「
七
夕
に
二
星
の
恋
の
成
就
を
願
い
、
喜
び
、
二
星
に
あ
や
か
り
た
い
と
望
む
面
ば
か
り
で
な
く
、
七
夕
ほ
ど
逢
瀬
と
い
う
こ
と
に
、
待
ち
続
け
る
辛
さ
と
年
に
た
っ
た
一
度
し

か
会
え
な
い
悲
し
さ
を
思
う
面
と
が
、
王
朝
人
の
見
方
に
あ
っ
た
」
点
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
24
）
拙
稿
「〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
和
泉
式
部
日
記
引
歌
・
漢
籍
索
引
（
一
）」（「
滝
川
国
文
」
35
・
平
成
三
〇
・
3
）
を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
沼
田
純
子
氏
「『
和

泉
式
部
日
記
』
の
「
七
月
七
日
」
の
章
段
に
つ
い
て
」（「
常
磐
会
短
期
大
学
紀
要
」
20
・
平
成
四
・
3
）
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
参
考
と
し
て
い
る
。

（
25
）
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
の
引
用
、
及
び
、
頁
数
は
室
城
秀
之
氏
『
う
つ
ほ
物
語

全
』（
お
う
ふ
う
・
平
成
一
三
改
訂
版
）
に
拠
る
。
な
お
、
こ
の
重
出
に
つ
き
、
小
町
谷

氏
、
注
20
の
書
で
は
「
宇
津
保
物
語
・
藤
原
の
君
に
作
中
歌
と
し
て
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
織
女
星
で
さ
え
年
に
一
回
の
逢
瀬
が
叶
う
の
に
、
自
分
は
そ
れ
に
も
及
ば
な

い
と
悲
嘆
す
る
」
と
あ
る
。

（
26
）
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
五
九
）
に
「
天
禄
─
長
徳
（
九
七
〇
─
九
九
九
）
ご
ろ
に
か
け
て
の
成
立
か
。（
中
略
）
そ
の
頃
す
で
に
、「
吹
上
」
か
ら

「
沖
つ
白
波
」
あ
た
り
ま
で
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」（
野
口
元
大
氏
執
筆
項
目
）
と
見
え
る
。

（
27
）
小
町
谷
氏
、
注
20
の
書
。

（
28
）
中
野
幸
一
氏
『
う
つ
ほ
物
語
①
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）』（
小
学
館
・
平
成
一
一
）

（
29
）
藤
岡
忠
美
氏
「
和
泉
式
部
日
記

─
物
語
的
構
成
の
恋
の
記
録

─
」『
平
安
朝
和
歌

読
解
と
試
論
』（
風
間
書
房
・
平
成
一
五
）

（
30
）
鈴
木
日
出
男
氏
『
古
代
和
歌
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
平
成
二
）

五
九

『
和
泉
式
部
日
記
』
七
夕
贈
答
歌
を
め
ぐ
る
試
論




