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翻
弄
さ
れ
る
昔
男

―
―

『伊
勢
物
語
』
の

「色
好
み
」
「
つ
れ
な
し
」
と
冠
さ
れ
る
女
を
視
点
と
し
て
―
―

木

下

美

佳

の
、
田
舎
な
り
け
れ
ば
田
刈
ら
む
と
て
、
こ
の
男
の
あ
る
を
見
て
、

「
い
み
じ
の
す
き
者
の
し
わ
ざ
や
」
と
て
集
り
て
入
り
来
け
れ
ば
、
こ

の
男
、
に
げ
て
奥
に
か
く
れ
に
け
れ
ば
、
（以
下
略
）

「心

つ
き
て
」
の
語
は
、
古
来
よ
り
難
解
な
語
で
、
諸
説
み
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
石
田
穣
二
氏
の
説
を
借
り
、
「
心
つ
く
」
は
、
「心

（が
）
付
く
」

で
、
も
の
の
よ
し
あ
し
が
わ
か
る
、
趣
味
を
解
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で

あ
ろ
う
。」
と
解
し
て
お
く
。
昔
男
は

「色
好
み
」
と
書
か
れ
て
は
い
る
が
、

「心

つ
き
て
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
所
謂

「好
色
」
だ

け
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ま
た
、
女
の
日
か
ら

「す
き

者
」
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
色
好
み
が
単
な
る

「好
色
」
で
は
な

い
こ
と
の
表
れ
だ
と
解
せ
よ
う
。

も
う

一
例
の
六
十

一
段
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

む
か
し
、
男
、
筑
紫
ま
で
行
き
た
り
け
る
に
、
「
こ
れ
は
色
こ
の
む

と
い
ふ
す
き
も
の
」
と
、
簾
の
う
ち
な
る
人
の
い
ひ
け
る
を
聞
き
て
、

そ
め
河
を
渡
ら
む
人
の
い
か
で
か
は
色
に
な
る
て
ふ
こ
と
の
な
か

は
じ
め
に

在
原
業
平
に
は
、
「好
色
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。
次
に
挙

げ
る

『今
昔
物
語
集
』
で
す
で
に

「好
色
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ

の
イ
メ
ー
ジ
は
古
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

今
昔
、
右
近
ノ
中
将
在
原
ノ
業
平
卜
云
フ
人
有
ケ
リ
。
極
キ
世
ノ
好
色

ニ
テ
世

二
有
ル
女
ノ
形
チ
美
卜
聞
ク
ヲ
バ
、
宮
仕
人
ヲ
モ
人
ノ
娘
ヲ
モ

見
残
ス
元
ク
、
員
ヲ
尽
シ
テ
見
ム
ト
思
ケ
ル
ニ
、
（以
下
略
）

翁
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
七

「在
原
ノ
業
平
ノ
中
将
ノ
女
被
嗽
鬼
語
し

在
原
業
平
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る

『伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
、

男
が

「好
色
」、

つ
ま
り

「色
好
み
」
と
言
わ
れ
る
例
は
、
次
に
挙
げ
る
五

十
八
段

・
六
十

一
段
の
わ
ず
か
二
例
し
か
見
出
せ
な
い
。
ま
ず
、
五
十
八
段

か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

む
か
し
、
心
つ
き
て
色
ご
の
み
な
る
男
、
長
岡
と
い
ふ
所
に
家
造
り

て
を
り
け
り
。
そ
こ
の
隣
な
り
け
る
宮
ば
ら
に
、
こ
と
も
な
き
女
ど
も
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ら
む

女
、
返
し
、

名
に
し
お
は
ば
あ
だ
に
ぞ
あ
る
べ
き
た
は
れ
島
浪
の
ぬ
れ
ぎ
ぬ
着

る
と
い
ふ
な
り

「色
好
み
」
の
語
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
も
五
十
八
段
同
様
、
昔

男
を

「
す
き
も
の
」
だ
と
女
に
語
ら
せ
て
い
る
。
単
に
男
を

「
色
好
み
」
と

言
う
の
で
は
な
く
、
「
す
き
も

の
」
だ
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
男

の

「
色
好
み
」
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
す
き
も
の
」
と
評
す
る
こ
と

で
、
趣
味
を
解
す
風
流
な
人
と
い
う
側
面
の
方
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
解
釈

で
き
よ
う
。

地
の
文
で

「
心

つ
き
て
色
好
み
」
と
記
さ
れ
る
五
十
八
段
の
例
、
女
の
口

か
ら

「
す
き
者
」
と
い
う
語
と
と
も
に

「
色
好
み
」
と
言
わ
れ
て
い
る
両
章

段
の
例
か
ら
、
「
好
色
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

つ
き
ま
と
う
業
平
で
は
あ
る

が
、
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
単
純
に

「好
色
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
と

（２
）

言
え
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
『伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
、
「色
好
み
」
と
い

う
語
は
、
男
に
対
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
女
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
多

（３
）

い
。
「色
好
み
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
業
平
を
、
単
純
に

「色
好
み
」
と
記

さ
な
い

『伊
勢
物
語
』
は
、
昔
男
を
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
こ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
男

に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
、
「色
好
み
」
と
い
う
語
が
冠
さ
れ
る
女
と
の

恋
が
描
か
れ
て
い
る
章
段
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
色
好
み
の
女
―

二
十
五
段
の
場
合
―

ま
ず
、
『
伊
勢
物
語
』
に

「色
好
み
」
の
語
が
初
め
て
登
場
す
る
二
十
五

段
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
逢
は
じ
と
も
言
は
ざ
り
け
る
女
の
、
さ
す

が
な
り
け
る
が
も
と
に
い
ひ
や
り
け
る
。

秋
の
野
に
さ
さ
わ
け
し
あ
さ
の
袖
よ
り
も
逢
は
で
寝
る
夜
ぞ
ひ
ぢ

ま
さ
り
け
る

色
ご
の
み
な
る
女
、
返
し
、

み
る
め
な
き
わ
が
身
を
浦
と
し
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
海
人
の
足
た

ゆ
く
来
る

こ
の
章
段
に
見
ら
れ
る
贈
答
歌
は

『
古
今
集
』
（恋
三

・
六
三
二

・
六
二

三
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
ひ
ら
の
朝
臣

秋
の
の
に
さ
さ
わ
け
し
あ
さ
の
袖
よ
り
も
あ
は
で
こ
し
よ
ぞ
ひ
ち
ま
さ

り
け
る

を
の
の
こ
ま
ち

見
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
あ
ま
の
あ
し
た

ゆ
く
く
る

『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
る
こ
の
贈
答
歌
は
、
『
古
今
集
』
で
は
隣
り
合

っ

て
い
る
だ
け
で
、
贈
答
歌
で
は
な
い
。
二
十
五
段
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
、
片

桐
洋

一
氏
は

「
『
古
今
集
』
に
偶
然
並
ん
で
位
置
し
て
い
る
二
首
を

一
つ
に

ま
と
め
て

一
段
の
物
語
に
仕
立
て
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い



る
。
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
こ
の
章
段
は

『古
今
集
』
で
た
ま
た
ま
隣

り
合

っ
た
業
平
と
小
町
の
歌
が
、
贈
答
歌
の
形
と
な
っ
て

『伊
勢
物
語
』
の

中
に
取
り
込
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

『古
今
集
』
と

『伊
勢
物
語
』
と
の
間
で
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
で
示
し
た
よ
う
に
、

男
の
歌
に
違
い
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
「寝
る
」
「来
し
」
と
い
う
些
細
な

違
い
で
は
あ
る
が
、
『古
今
集
』
が
先
行
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
章
段

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
は
物
語
に
合
わ
せ
て
の
改
編
だ
と
指
摘
で

（
５
）

き

よ

う
。

石
田
穣
二
氏
が

「贈
答
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
む
し
ろ

『古
今
集
』
の
ほ

う
が
贈
答
に
ふ
さ
わ
し
い
。
「逢
は
で
来
し
夜
」
が
、
「
か
れ
な
で
あ
ま
の
脚

た
ゆ
く
来
る
」
と
響
き
合
う
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「来
し
」
か
ら

「寝
る
」
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
必
然
性
は
乏
し

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「秋
の
野
に
さ
さ
わ
け
し
あ
さ
の
袖
よ
り

も
」
と
い
う
上
の
句
は
、
後
朝
の
別
れ
の
悲
し
み
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、

こ
の
章
段
に
お
い
て
、
男
が
思
い
を
寄
せ
て
い
る
女
は
、
「逢
は
じ
と
も
言

は
ざ
り
け
る
女
の
、
さ
す
が
な
り
け
る
」
と
、
逢
わ
な
い
と
も
言
わ
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
い
ざ
と
な
る
と
は
や
り
逢
わ
な
い
女
で

あ
っ
た
。
女
が
男
と
逢

っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
男
の
歌
の
上
の
句
を
後

朝
と
捉
え
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
二
十
五
段
の
こ

の
男
の
歌
は
、
上
の
句
と
下
の
句
の
つ
な
が
り
、
歌
句
の
改
編
、
こ
の
一
西
〔

に
お
い
て
、
従
来
か
ら
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
十
五
段
の
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
山
本
登
朗
氏
は

「上
の
句
で
は
た
だ
、

い
つ
か
秋
の
野
原
で
笹
の
葉
を
掻
き
分
け
て
朝
露
に
濡
れ
た
こ
と
を
思
い
出

し
、
下
の
句
で
、
そ
の
と
き
の
露
よ
り
も
今
の
独
り
寝
の
涙
の
方
が
も
っ
と

ひ
ど
く
袖
を
濡
ら
し
て
い
る
の
だ
と
詠
嘆
し
て
、
秋
の
野
の
露
の
美
し
い
イ

メ
ー
ジ
に
重
ね
な
が
ら
自
分
の
涙
を
強
調
し
て
い
る

一
首
と
考
え
る
べ
き
で

（
７
）

あ
ろ
う
。」
と
、
上
の
句
と
下
の
句
の
状
況
を
分
け
て
、
独
り
寝
の
悲
し
み

を
訴
え
る
歌
と
い
う
解
釈
を
示
さ
れ
て
い
る
。
山
本
氏
の
よ
う
に
上
の
句
と

下
の
句
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
の

句
と
下
の
句
を
分
け
て
も
、
や
は
り
歌
句
が
改
編
さ
れ
る
必
然
性
へ
の
理
由

は
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「来
し
」
と

「寝
る
」。
ど
ち
ら
も
女
に
逢
え

な
い
こ
と
の
悲
し
み
を
詠
む
歌
に
変
わ
り
は
な
く
、
こ
の
一
語
だ
け
で
は
、

解
釈
に
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
二
十
五
段
で
は

「来

し
」
か
ら

「寝
る
」
と
い
う
歌
句
の
改
編
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

独
り
寝
の
悲
し
み
を
訴
え
る
男
の
歌
に
対
し
、
女
は
、
「海
松
藻
の
無
い

浦
と
知
ら
な
い
か
ら
か

（私
と
は
逢
え
な
い
も
の
と
知
ら
な
い
か
ら
か
）、

絶
え
る
こ
と
な
く
海
人
が
足
を
だ
る
く
し
て
通
っ
て
く
る
」
と
、
逢
え
な
い

と
も
知
ら
ず
に
足
し
げ
く
通
う
男
の
こ
と
を
椰
楡
す
る
返
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

贈
答
歌
と
い
う
観
点
か
ら
二
十
五
段
を
捉
え
て
み
る
と
、
女
の
返
歌
か
ら
、

男
は
足
し
げ
く
女
の
許
へ
通
い
つ
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

後
朝
を
想
起
さ
せ
る

「秋
の
野
に
笹
わ
け
し
朝
」
と
い
う
句
も
、
上
の
句
と

下
の
句
の
つ
な
が
り
と
い
う
点
で
問
題
視
さ
れ
て
き
た
が
、
女
の
許
へ
と
通

い
つ
め
る
男
の
姿
か
ら
、
女
に
逢
え
ず
に
帰
っ
て
く
る
朝
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
二
十
五
段

の
男
の
歌
は
、
独
り
寝
の
悲
し
さ
を
訴
え
る
歌
な
の
で
は
な
く
、
女
の
許
ヘ

行
っ
た
も
の
の
逢
え
ず
に
帰
っ
て
く
る
朝
よ
り
も
、
独
り
寝
す
る
夜
の
方
が



悲
し
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
い
だ
か
ら
こ
そ
、
逢
え
な
く
と
も
結
局

は
女
の
所
へ
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
女
の
許
へ
通
い
つ
め
ざ
る
を
得
な
い

自
分
の
心
情
を
訴
え
る
歌
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。

男
の
相
手
は
、
逢
わ
な
い
と
も
言
わ
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
逢
う
こ

と
も
し
な
い
女
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
曖
味
な
態
度
で
男
を
虜
に
し
て
い
る

女
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

「色
好
み
」
の
女
に
、
男
は
翻
弄
さ
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
翻
弄
さ
れ
つ
つ
も
、
男
は
女
の
許
へ
通
い
つ
め
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
男
の
悲
し
み
が
二
十
五
段
に
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
十
五
段
の
よ
う
に
、
「色
好
み
」
の
女
に
翻
弄
さ
れ
る
男
の
姿
は
、
「色

好
み
」
の
女
が
登
場
す
る
他
の
三
章
段
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
以
下
、

見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、
色
好
み
の
女
―
二
十
八
段

。
二
十
七
段

・
四
十
二
段
―

逢
う
と
も
逢
わ
な
い
と
も
は
っ
き
り
し
な
い
、
女
の
曖
昧
な
態
度
に
翻
弄

さ
れ
る
男
の
姿
を
前
節
に
お
い
て
確
認
し
た
。
「色
好
み
」
の
女
の
虜
と
な

る
男
の
姿
は
、
四
十
二
段
に
も
描
か
て
い
れ
る
。

む
か
し
、
男
、
色
ご
の
み
と
知
る
知
る
、
女
を
あ
ひ
言
へ
り
け
り
。

さ
れ
ど
憎
く
は
た
あ
ら
ざ
り
け
り
。
し
ば
し
ば
行
き
け
れ
ど
、
な
ほ
い

と
う
し
ろ
め
た
く
、
さ
り
と
て
、
行
か
で
は
た
え
有
る
ま
じ
か
り
け
り
。

な
ほ
は
た
え
有
ら
ざ
り
け
る
仲
な
り
け
れ
ば
、
二
日
三
日
ば
か
り
障
る

こ
と
あ
り
て
、
え
行
か
で
か
く
な
む
。

出
で
て
来
し
跡
だ
に
い
ま
だ
変
ら
じ
を
誰
が
通
ひ
路
と
今
は
な
る

ら
む

も
の
疑
わ
し
さ
に
よ
め
る
な
り
け
り
。

「
色
好
み
」
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
も
、
女
と
契

っ
て
し
ま

っ
た
男
の
姿

が
描
か
れ
た
章
段
で
あ
る
。

男
は
女
が

「
色
好
み
」
で
あ
る
と
知
り

つ
つ
も
、
し
か
し
な
が
ら
女
の
こ

と
を
憎
く
は
思

っ
て
い
な
か

っ
た
。
し
ば
し
ば
女
の
許

へ
通

っ
た
け
れ
ど
も
、

男
は

「
色
好
み
」
の
女
と
分
か

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
、
や
は
り
た

い
そ
う
不
安
な
気
持
ち
で
あ

っ
た
。
不
安
で
は
あ
る
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て

行
か
な
い
で
い
る
こ
と
も
出
来
な
か

っ
た
。
四
十
二
段
に
は
、
「色
好
み
」

の
女
の
魅
力
に
取
り

つ
か
れ
て
、　
一
時
も
離
れ
た
く
な
い
と
い
う
男
の
心
情

が
た
て
続
け
に
描
か
れ
て
い
る
。
男
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
「
色
好
み
」
の

女
の
虜
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
間
柄
の
女
の
許

へ
、
二
、
三
日
ほ
ど
差
し
障
り
が
あ

っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
時
、

男
は
自
分
が
行
け
な
い
間
に
も
、
他
に
男
が
通

っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
、
女
を
疑
う
よ
う
な
歌
を
贈
る
。
自
分
が
通
え
な
い
間
、
女
に
対

し
て
猜
疑
心
に
満
ち
た
気
持
ち
で
い
る
こ
と
は
、
段
末
に
お
い
て
も
傍
線
部

の
よ
う
に
は

っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
男
が
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
の
も
、

相
手
が
昔
男
を
惹
き

つ
け
て
や
ま
な
い

「色
好
み
」
の
女
だ
か
ら
こ
そ
と
言

え
よ
う
。

四
十
二
段
に
は
、
「色
好
み
」
の
女
と
知
り
つ

，
も
、
そ
の
女
の
虜
と
な

り
、
翻
弄
さ
れ
て
い
る
男
の
心
情
が
細
か
に
描
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
女
の

許
へ
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
間
に
、
他
に
通
う
男
が
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
心
配
し
、
疑
う
姿
も
描
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
描
写
か
ら
、
「色
好
み
」

の
女
の
虜
と
な
り
つ
つ
も
、
不
安
や
疑
い
に
駆
ら
れ
る
ほ
ど
、
女
に
翻
弄
さ



れ
る
男
の
姿
が
確
認
で
き
る
。

四
十
二
段
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
、
「色
好
み
」
の
女
に
対
し
、

不
安
に
思
う
男
の
心
情
は
、
三
十
七
段
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
見
て
み
よ
う
。

む
か
し
、
男
、
色
ご
の
み
な
り
け
る
女
に
あ
へ
り
け
り
。
う
し
ろ
め

た
く
や
思
ひ
け
む
、

我
な
ら
で
下
紐
と
く
な
朝
顔
の
夕
か
げ
待
た
ぬ
花
に
は
あ
り
と
も

返
し
、ふ

た
り
し
て
結
び
し
紐
を
ひ
と
り
し
て
あ
ひ
見
る
ま
で
は
と
か
じ

と
ぞ
思
ふ

「色
好
み
」
の
女
に
逢

っ
た
昔
男
は
、
女
の
気
持
ち
を
気
が
か
り
に
思

っ

た
か
ら
か
、
女
に
対
し
て
、
自
分
以
外
の
男
に
は
下
紐
を
解
く
な
、
た
と
え

あ
な
た
が
朝
顔
の
よ
う
な
人
で
あ

っ
て
も
、
と
訴
え
て
い
る
。
女
を

「朝

顔
」
と
い
う
移
ろ
い
や
す
い
花
に
喩
え
、
自
分
が
女
と
逢
っ
て
い
な
い
間
、

他
に
男
が
通

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
四
十
二
段
の
よ
う
に
言
葉
多
く
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
傍

線
部
の
よ
う
に
、
「色
好
み
」
の
女
に
対
し
、
男
が
不
安
を
感
じ
て
い
る
言

葉
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
「色
好
み
」
の
女
の
魅
力
に

取
り
つ
か
れ
、
不
安
に
思
う
男
の
心
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
「色

好
み
」
の
女
に
対
し
て
他
の
男
の
影
を
心
配
す
る
様
子
が
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
歌
か
ら
、
三
十
七
段
に
お
い
て
も
、
恋
の
不
安
に
襲
わ
れ
、
「色
好
み
」

の
女
に
翻
弄
さ
れ
る
男
の
姿
が
見
て
と
れ
よ
う
。

四
十
二
段

。
三
十
七
段
で
は
、
他
に
通
う
男
の
存
在
を
心
配
す
る
昔
男
が

描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
「色
好
み
」
の
女
は
、
男
が
心
配
す
る
よ
う
な

範
囲
を
超
え
て
、
行
動
を
起
こ
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二
十
八
段
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

む
か
し
、
色
ご
の
み
な
り
け
る
女
、
出
で
て
い
に
け
れ
ば
、

な
ど
て
か
く
あ
ふ
ご
か
た
み
に
な
り
に
け
む
水
漏
ら
さ
じ
と
結
び

し
も
の
を

こ
の
章
段
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
が

「
「色
好
み
」
で
あ
る
以
上
、

自
然
な
な
り
ゆ
き
と
し
て
、
こ
の
女
は
、
お
そ
ら
く
は
心
変
わ
り
を
し
て
、

あ
る
い
は
他
に
男
を
作

っ
て
、
こ
の
男
の
も
と
を
去
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
知

っ
て
か
知
ら
ず
か
、
こ
の
男
は
女
を
恨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り
す

る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
そ
の
事
態
を
い
ぶ
か
し
み
、
「会
う
期
」

が
得
難
く
な
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
女
が
出
奔
し
た
事
態
を
い
ぶ
か
し
み
、
女
に
逢
え

な
く
な
っ
た
悲
し
み
の
歌
を
詠
む
男
は
、
ま
さ
に

「色
好
み
」
の
女
に
翻
弄

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
二
十
八
段
は
、
ま
る
で
詞
書
と
歌
だ
け
の
よ
う
な

短
い
章
段
で
は
あ
る
。
が
、
そ
の
よ
う
な
章
段
に
お
い
て
も
、
『伊
勢
物
語
』

で
は
、
「色
好
み
」
の
女
に
翻
弄
さ
れ
、
そ
の
恋
に
悲
じ
む
男
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
『伊
勢
物
語
』
に
お
い
て

「色
好
み
」
と
冠
さ
れ
る
女
の
全
用
例

を
見
て
き
た
。
逢
え
な
く
と
も
女
の
許
へ
通
い
つ
め
て
し
ま
う
男
の
悲
し
み

を
描
い
た
二
十
五
段
、
色
好
み
の
女
と
知
り
な
が
ら
、
そ
の
魅
力
に
取
り
つ

か
れ
て
通
い
詰
め
、
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
時
は
猜
疑
心
に
と
り
つ
か
れ
て

し
ま
う
男
の
姿
を
描
く
四
十
二
段
、
色
好
み
で
あ
る
女
に
対
し
て
不
安
を
抱

く
男
の
姿
が
描
か
れ
た
三
十
七
段
、
女
に
出
て
行
か
れ
た
嘆
き
、
悲
し
み
を



描
い
た
二
十
八
段
。
い
ず
れ
も
、
「色
好
み
」
と
冠
さ
れ
た
女
に
翻
弄
さ
れ

る
男
の
姿
が
描
か
れ
て
い
た
。
『伊
勢
物
語
』
に
お
け
る

「色
好
み
」
の
女

は
、
男
を
虜
に
す
る
魅
力
的
な
女
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
昔
男
は

「色

好
み
」
の
女
に
翻
弄
さ
れ
、
恋
に
苦
し
む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

「色
好
み
」
の
女
が
昔
男
を
翻
弄
し
て
い
た
よ
う
に
、
「色
好
み
」
と
い
う

語
は
、
恋
を
楽
し
む
よ
う
な
人
物
と
い
う
印
象
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
ア
「

昔
物
語
集
』
に
お
い
て
、
「好
色
」
と
い
わ
れ
た
業
平
で
は
あ
っ
た
が
、
『伊

勢
物
語
』
に
お
い
て
、
「色
好
み
」
の
女
に
翻
弄
さ
れ
る
昔
男
か
ら
は
、
恋

を
楽
し
む
な
ど
と
い
う
余
裕
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ら

の
章
段
か
ら
は
、
「好
色
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
姿
は
少
し
も
う
か
が
う
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

男
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
の
は
、
「色
好
み
」
と
冠
さ
れ
る
女
だ
け
で

は
な
い
。
『伊
勢
物
語
』
で
は
、
「
つ
れ
な
し
」
と
冠
さ
れ
る
女
も
多
く
登
場

す
る
。
次
節
以
降
で
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
、
つ
れ
な
き
女
―
三
十
五
段

・
五
十
四
段

・
五
十
七
段
の
場
合
―

前
節
ま
で
に

「色
好
み
」
と
冠
さ
れ
た
女
が
登
場
す
る
章
段
を
取
り
上
げ

た
が
、
女
に
冠
す
る
語
と
し
て
、
『
伊
勢
物
語
』
で

一
番
多
く
見
ら
れ
る
の

は
、
「
つ
れ
な
し
」
の
語
で
あ
る
。
男
を
な
か
な
か
受
け
入
れ
な
い

「
つ
れ

な
き
女
」
と
の
恋
に
お
い
て
も
、
恋
に
苦
し
む
男
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

・
む
か
し
、
男
、

つ
れ
な
か
り
け
る
人
の
も
と
に
、

言
へ
ば
え
に
言
は
ね
ば
胸
に
騒
が
れ
て
心
ひ
と
つ
に
嘆
く
こ
ろ
か

な

お
も
な
く
て
言
へ
る
な
る
べ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
一十
四
段
）

・
む
か
し
、
男
、

つ
れ
な
か
り
け
る
女
に
い
ひ
や
り
け
る
。

行
き
や
ら
ぬ
夢
路
を
た
の
む
袂
に
は
天
つ
空
な
る
露
や
お
く
ら
む

（五
十
四
段
）

。
む
か
し
、
男
、
人
し
れ
ぬ
物
思
ひ
け
り
。

つ
れ
な
き
人
の
も
と
に
、

恋
ひ
わ
び
ぬ
海
人
の
刈
る
藻
に
宿
る
て
ふ
わ
れ
か
ら
身
を
も
く
だ

き
つ
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（五
十
七
段
）

「
つ
れ
な
し
」
と
冠
さ
れ
る
女
性
と
は
、
言
葉
通
り
冷
淡
な
女
性
を
意
味

す
る
。
男
の
言
葉
に
な
び
か
ず
、
冷
た
い
態
度
を
と
り
続
け
る
女
は
、
男
を

惹
き
付
け
て
や
ま
な
い
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
ん
な
女
の
許
に
、
男
は

恋
に
苦
し
む
胸
の
う
ち
を
訴
え
る
歌
を
贈
る
の
で
あ
る
。

三
十
四
段
で
は
、
女
へ
の
思
慕
は
た
と
え
口
に
出
し
た
と
し
て
も
言
い
得

ず
、
ま
た
言
わ
な
け
れ
ば
そ
の
想
い
で
平
静
さ
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
の
ご

ろ
だ
、
と
胸
の
中
に
悶
々
と
も
て
あ
ま
す
自
分
の
気
持
ち
を
歌
に
詠
み
込
ん

で
い
る
。
波
線
部
で

「恥
ず
か
し
げ
も
な
く
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
」
と
評
さ

れ
る
ほ
ど
、
こ
の
男
の
歌
か
ら
は
、
「
つ
れ
な
き
女
」
へ
の
恋
に
苦
し
み
嘆

く
男
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
「
つ
れ
な
き
女
」
へ
の
恋
に
苦
し
み
嘆
く
様
子

は
、
五
十
四
段

・
五
十
七
段
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
十
四
段
で
は
、
「行
く
こ
と
の
で
き
な
い
夢
路
と
い
う
も
の
を
頼
み
に

す
る
私
の
袖
は
、
あ
な
た
に
逢
え
な
い
悲
し
み
の
涙
で
ぬ
れ
て
い
ま
す
」
と
、

夢
と
い
う
は
か
な
い
も
の
を
頼
み
に
す
る
し
か
な
い
男
の
悲
し
み
が
詠
ま
れ

て
い
る
。
現
実
世
界
で
は
女
に
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
「
つ
れ
な
き
女
」

と
の
恋
に
苦
し
む
男
の
姿
が
読
み
と
れ
よ
う
。
五
十
七
段
で
も
、
男
は
恋
に



苦
し
ん
で
い
る
。
「
人
知
れ
ぬ
物
思
ひ
け
り
」
と
、
他
人

に
は
と
て
も
分

か

っ
て
も
ら
え
そ
う
も
な
い
も
の
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

男
が
恋
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
相

手
は

「
つ
れ
な
き
女
」
で
あ
る
。
人
知
れ
ぬ
恋
心
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
加

え
、
そ
の
恋
の
成
就
し
が
た
い
こ
と
か
ら
、
男
は
、
「恋
わ
び
ぬ
」
と
、
恋

に
疲
れ
果
て
て
し
ま

っ
た
嘆
き
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
つ
れ
な

き
女
」
と
の
恋
に
お
い
て
、
男
は
嘆
き
苦
し
み
、
疲
れ
果
て
て
し
ま
う
。
そ

の
よ
う
な
男
の
姿
が

「
つ
れ
な
き
女
」
が
登
場
す
る
章
段
か
ら
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
章
段
は
短
い
も
の
で
あ
る
。
男
の
心
情
や
状
況
の
描

写
が
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
章
段
に
お
い
て
、
「
つ
れ
な
き
女
」

に
訴
え
る
歌
こ
そ
が
、
こ
れ
ら
の
章
段
の
中
心
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
い
ず
れ
の
章
段
に
お
い
て
も
、
歌
か
ら
自
分
の
思
い
を
受
け
入
れ
な

い
冷
淡
な
女
と
の
恋
に
苦
し
み
嘆
く
昔
男
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
言
う
な
れ
ば
、
何
と
か
気
持
ち
を
伝
え
た
い
と
詠
む
三
十
七
段
、
現

実
で
は
逢
え
な
い
と
嘆
く
五
十
四
段
、
恋
に
悩
み
、
も
う
精
も
根
も
尽
き
て

し
ま

っ
た
と
詠
む
五
十
七
段
か
ら
、
気
持
ち
を
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い

「
つ

れ
な
き
女
」
に
男
は
翻
弄
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
前
節

ま
で
に
見
た
色
好
み
の
女
と
の
恋
同
様
、
「
つ
れ
な
き
女
」
と
の
恋
に
お
い

て
も
、
男
は
女
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「
つ
れ
な
き
女
」
と
の
恋
に
嘆
き
、
苦
し
む
昔
男
の
様
子
か

ら
は
、
恋
を
楽
し
む
姿
は
ど
こ
に
も
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
つ
れ

な
き
女
」
と
の
恋
に
苦
し
む
姿
は
、
こ
れ
ら
の
章
段
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
次
節
で
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

四
、
つ
れ
な
き
女
―
七
十
五
段

。
九
十
段
の
場
合
―

前
節
で
は
、
「
つ
れ
な
し
」
と
だ
け
冠
さ
れ
た
女
と
の
短
い
章
段
を
取
り

上
げ
、
冷
淡
な
女
と
の
恋
に
苦
し
む
男
の
姿
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
、
冷

淡
な
女
が
見
せ
る
情
け
に
よ
っ
て
、
翻
弄
す
る
男
の
姿
を
見
て
い
く
こ
と
と

す
る
。

ま
ず
、
七
十
五
段
か
ら
見
て
み
よ
う
。

む
か
し
、
男
、
「伊
勢
の
国
に
率
て
行
き
て
あ
ら
む
」
と
い
ひ
け
れ

ば
、
女
、

大
淀
の
浜
に
生
ふ
て
ふ
み
る
か
ら
に
心
は
な
ぎ
ぬ
語
ら
は
ね
ど
も

と
い
ひ
て
、
ま
し
て
つ
れ
な
か
り
け
れ
ば
、
男
、

袖
ぬ
れ
て
海
人
の
刈
り
ほ
す
わ
た
つ
う
み
の
み
る
を
あ
ふ
に
て
や

ま
む
と
や
す
る

女
、

岩
間
よ
り
生
ふ
る
み
る
め
し
つ
れ
な
く
は
潮
干
潮
満
ち
か
ひ
も
あ

り
な
む

ま
た
男
、

一涙
に
ぞ
ぬ
れ
つ
つ
し
ば
る
世
の
人
の
つ
ら
き
心
は
袖
の
し
づ
く
か

よ
に
逢
ふ
こ
と
か
た
き
女
に
な
む
。

こ
の
章
段
で
は
、
男
は

「
あ
な
た
を
伴

っ
て
伊
勢
の
国
へ
行
き
、
そ
こ
で

住
も
う
」
と
女
に
言
い
か
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
は
、
返
歌
に
お
い
て
、

契
り
は
交
わ
し
て
な
い
け
れ
ど
も

「見
る
」
だ
け
で
心
は
満
足
し
て
い
る
、



と
そ
の
申
し
出
を
断
り
、
「
ま
し
て
つ
れ
な
か
り
け
れ
ば
」
と
、
以
前
よ
り

も
冷
淡
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。
前
節
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
短
い
章
段

に
お
い
て
も
、
恋
に
苦
し
む
男
の
嘆
き
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
重
ね
合
わ

せ
れ
ば
、
「
ま
し
て
つ
れ
な
か
り
け
れ
ば
」
と
、
更
に
冷
淡
な
態
度
を
と
ら

れ
た
男
の
苦
し
み
は
、　
一
層
重
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
苦
し
い

胸
の
う
ち
を
訴
え
、
何
と
か
女
に
受
け
入
れ
て
も
ら
お
う
と
す
る
男
の
歌
に

対
し
、
女
は
、
「
見
る
」
機
会
が
続
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
う
ち
そ
の
甲
斐

も
現
れ
る
で
し
ょ
う
、
と

一
応
は
情
を
寄
せ
る
よ
う
な
返
歌
を
す
る
。
し
か

し
、
結
局
は
拒
否
の
歌
で
あ
る
た
め
、
男
は
再
び
涙
に
く
れ
る
さ
ま
を
女
に

訴
え
る
歌
を
詠
み
か
け
る
の
で
あ
る
。

男
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
悲
し
ま
せ
る
女
は
、
ま
さ
し
く

「
つ
れ
な
き
女
」

で
あ
り
、
確
か
に

「
よ
に
逢
ふ
こ
と
か
た
き
女
」
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
「
つ
れ
な
し
」
が
冠
さ
れ
る
だ
け
の
前
節
と
は
対
照
的
に
、
結
果
と
し

て
男
を
拒
否
す
る
歌
で
は
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
章
段
の
女
は
、
「
か
ひ

も
あ
り
な
む
」
と
返
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
で

一
応
の
情
け
を
男
に
示
し
て
い

た
と
一一言
え
る
。
冷
淡
な
女
が
情
け
を
見
せ
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
章
段
で
描

か
れ
て
い
る
昔
男
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
な

「
つ
れ
な
き
女
」
に
恋
の
苦
し

み
を
訴
え
る
姿
に
加
え
て
、
女
に
翻
弄
さ
れ
る
姿
も
描
か
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
「
色
好
み
」
の
女
と
の
恋
と
は
ま
た
違
う
苦
し
み
を
昔
男
は
味
わ
う
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。

男
を
翻
弄
す
る

「
つ
れ
な
き
女
」
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
九
十
段
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

む
か
し
、

つ
れ
な
き
人
を
い
か
で
と
思
ひ
わ
た
り
け
れ
ば
、
あ
は
れ

と
や
思
ひ
け
む
、
「
さ
ら
ば
あ
す
も
の
越
し
に
て
も
」
と
い
へ
り
け
る

を
、
か
ぎ
り
な
く
う
れ
し
く
、
ま
た
疑
は
し
か
り
け
れ
ば
、
お
も
し
ろ

か
り
け
る
桜
に
つ
け
て
、

さ
く
ら
花
今
日
こ
そ
か
く
も
に
ほ
ふ
と
も
あ
な
頼
み
が
た
あ
す
の

夜
の
こ
と

と
い
ふ
心
ば

へ
も
あ
る
べ
し
。

女
は

「
つ
れ
な
き
」
人
で
は
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
男
は
ず

っ
と
思
い
続
け

て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
女
か
ら
波
線
部
の
よ
う
な

「
そ
れ
な
ら
ば
明
日
物
越

し
で
も
逢
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
限
り
な
く
嬉
し
い
と
思

う

一
方
で
、
ま
た
疑
わ
し
く
思
う
男
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
。
う
れ
し
く

も
不
安
に
思
う
男
の
心
情
は
、
段
末
の
波
線
部
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
満
開
の
桜
に
託
さ
れ
た

一
首
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
前
節
で
見
た

よ
う
な
、
「
つ
れ
な
し
」
と
冠
さ
れ
る
女

へ
の
恋
の
苦
し
み
は
、
こ
の
章
段

で
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

つ
れ
な
き
女
の
情
け
あ
る
言
葉
に
よ

っ
て
翻
弄
さ

れ
た
心
の
動
揺
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
十
段
か
ら
、
「
つ
れ
な
き

女
」
が
見
せ
る
情
け
に
翻
弄
さ
れ
、
不
安
な
気
持
ち
に
さ
い
な
ま
れ
る
男
の

姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
三
節
と
四
節
に
わ
た

っ
て
、
「
つ
れ
な
し
」
が
冠
さ
れ
た
女
が
情

け
を
見
せ
る
章
段
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
三
節
で
は
、
ま
る
で
詞
書
と
歌
だ

け
の
よ
う
な
短
い
章
段
で
は
あ

っ
た
が
、
「
つ
れ
な
き
女
」
に
対
す
る
恋
の

苦
し
み
、
嘆
き
が
描
か
れ
て
い
た
。
本
節
で
見
た

「
つ
れ
な
し
」
と
冠
さ
れ

る
女
の
情
け
が
見
ら
れ
る
章
段
に
お
い
て
は
、
女
と
の
恋
の
苦
し
み
に
加
え

て
、
女
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
男
の
姿
を
も
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の

「
つ
れ
な



し
」
と
冠
さ
れ
る
女
と
の
恋
を
描
く
章
段
に
お
い
て
も
、
「色
好
み
」
と
冠

さ
れ
た
女
と
の
恋
同
様
、
恋
を
楽
し
む
よ
う
な
男
の
姿
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

昔
男
は
恋
に
苦
し
み
、
嘆
き
、
そ
し
て
女
に
翻
弄
さ
れ
る
人
物
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
「色
好
み
」
「
つ
れ
な
し
」
と
冠
さ
れ
る
女
と
の
恋
を
描
く
章

段
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
女
と
の
恋
に
お
い
て
、
男
が
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。

「色
好
み
」
と
冠
さ
れ
た
女
が
見
ら
れ
る
章
段
に
お
い
て
は
、
「色
好
み
」

と
知
り
な
が
ら
も
、
女
の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
、
そ
ん
な
女
に
翻
弄
さ
れ
る

男
の
悲
し
み
が
描
か
れ
て
い
た
。
「
つ
れ
な
し
」
が
冠
さ
れ
る
章
段
か
ら
は
、

冷
淡
な
女
へ
の
恋
に
苦
し
み
嘆
く
さ
ま
が
描
か
れ
、
ま
た
、
そ
ん
な
女
か
ら

情
け
を
示
さ
れ
る
と
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
男
の
姿
が
描
か
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
章
段
に
見
ら
れ
る

「昔
男
」
は
、
恋
を
楽
し
む
好
色
な
男
で

は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
逆
に
、
「色
好
み
」
や

「
つ
れ
な
し
」

と
冠
さ
れ
る
女
か
ら
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
恋
に
苦
し
む
男
が
浮
か
び

上
が

っ
て
く
る
。
『伊
勢
物
語
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
女
に
翻
弄
さ
れ
る

男
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
恋
に
苦
し
む
男
の
姿
は
、
宗
祇

・
三
条
西
家
流
の
注
釈
書
に

お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
谷
俊
太
氏
は

「宗
祇
は
、
業
平
を
道
徳

的

。
倫
理
的
人
間
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
業
平
は
好
色
の
人
で

あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
宗
祇
に
と
っ
て
の
業
平
は
、
あ
る
と
き
は
恋
に
悶
絶

し
、
あ
る
と
き
は
優
し
く
憐
慇
す
る
、
あ
く
ま
で
も
深
切
な
る
情
愛
の
人
で

（
Ｈ
）

あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
注
釈
書
が
捉
え
よ
う
と
し
た
業

平
像
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
男
の
姿
と
矛
盾
し
な
い
昔
男
の
姿
で
あ
ろ
う
。

稿
者
は
か
つ
て
、
『伊
勢
物
語
』
の
中
核
と
な
る
章
段
に
お
い
て
、
男
の

泣
く
姿
、
悲
し
み
に
収
敏
し
よ
う
と
す
る
物
語
構
造
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る

（
‐２
）

こ
と
を
指
摘
し
た
。
『
伊
勢
物
語
』
の
昔
男
は
、
悲
し
む
姿
に
焦
点
が
あ
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
、
旧
稿
で
指
摘

し
た
そ
の
よ
う
な
特
徴
に
、
本
稿
で
確
認
し
た
、
女
に
翻
弄
さ
れ
、
恋
に
苦

し
み
、
悲
じ
む
男
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
『
伊
勢
物
語
』
と
は
、

昔
男
の
悲
し
み
を
描
く
作
品
、
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「好
色
」
と
言
わ
れ
た
業
平
が
、
コ
日
男
」
と
し
て

『
伊
勢
物
語
』
に
描
か

れ
る
際
に
単
な
る

「色
好
み
」
と
言
わ
れ
な
い
理
由
の

一
端
も
、
そ
こ
に
あ

る
と
言
え
よ
う
。

注（１
）

石
田
穣
二
氏
訳
注

『新
版
　
伊
勢
物
語
』
（角
川
文
庫

。
一
九
七
九
年
）、

五
十
八
段
脚
注
。

（２
）

『伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
、
音
男
に

「色
好
み
」
の
語
が
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
こ
と
は
、
今
西
祐

一
郎
氏

「色
好
み
私
論
」
翁
静
岡
女
子
大
学
国
文
研

究
』
八

。
一
九
七
五
年
二
月
）
に
お
い
て
も
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（３
）

女
性
に
冠
さ
れ
た

「色
好
み
」
と
し
て
は
、
今
関
敏
子
氏

『「色
好
み
」

の
系
譜
　
女
た
ち
の
ゆ
く
え
』
（世
界
思
想
社

。
一
九
九
六
年
）、
丁
莉
氏

「
色
好
み
」
と
女
性
」
翁
伊
勢
物
語
と
そ
の
周
縁
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か

ら
』
風
間
書
房

。
二
〇
〇
六
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（４
）

片
桐
洋

一
氏

『伊
勢
物
語

。
大
和
物
語
』
二
十
五
段

（角
川
書
店

・
一
九



七
五
年
）

（５
）

『古
今
集
』
で
は

「来
し
」、
『伊
勢
物
語
』
で
は

「寝
る
」
と
、
そ
れ
ぞ

れ
諸
本
間
で
の
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
こ
の
歌
句
の
違
い

は
、
『伊
勢
物
語
』
に
取
り
込
ま
れ
る
際
の
改
編
に
よ
る
も
の
だ
と
判
断
で

き

る

。

（６
）

石
田
穣
二
氏

『伊
勢
物
語
注
釈
稿
』
二
十
五
段

・
評
釈

（竹
林
舎

・
二
〇

〇
四
年
）

（７
）

山
本
登
朗
氏

「伊
勢
物
語
の
悪
女
」
「
伊
勢
物
語
論
　
文
体

・
主
題

・
享

受
』
笠
間
書
院

・
二
〇
〇

一
年
）

（８
）

注

（７
）
に
同
じ
。

（９
）

「
つ
れ
な
し
」
が
冠
さ
れ
る
女
が
登
場
す
る
章
段
は
、
二
十
四
段

・
五
十

四
段

・
五
十
七
段

・
七
十
五
段

・
九
十
段

・
百
二
十
段
の
六
章
段
。
な
お
、

百
二
十
段
は
、
歌
の
中
で
男
は
女
の
こ
と
を

「
つ
れ
な
し
」
と
言
っ
て
お
り
、

他
の
章
段
と
異
な
る
の
で
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。

（１０
）

「夢
路
を
た
の
む
」
と
い
う
言
い
方
は
意
味
の
取
り
に
く
い
表
現
で
あ
る
。

武
日
本
で
は

「夢
路
を
た
ど
る
」
と
あ
り
、
こ
の
男
の
歌
は
夢
路
に
お
い
て

も
ま
ど
っ
て
い
る
歌
と
な
り
、
現
実
の
み
な
ら
ず
夢
に
お
い
て
も
女
に
逢
え

な
い
な
げ
き
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
天
福
本

・
武
田
本
で
異

同
の
あ
る
箇
所
で
は
る
が
、
実
際
に
女
に
逢
え
な
い
悲
し
み
を
詠
む
点
に
お

い
て
変
わ
り
は
な
い
。

（ｎ
）

大
谷
俊
太
氏

「余
情
と
倫
理
と
―
伊
勢
物
語
旧
注
論
余
滴
―
」
令
叙
説
』

二
十
二

・
二
〇
〇
六
年
二
月
）

（‐２
）

拙
稿

「泣
く
昔
男
―

『伊
勢
物
語
』
の
物
語
構
成
―
」
翁
詞
林
』
三
十

六

・
二
〇
〇
四
年
十
月
）

【使
用
テ
キ
ス
ト
】

島
今
昔
物
語
集
』
（新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

・
『伊
勢
物
語
』
（新
潮
日
本
古
典
集
成
）

『古
今
集
』
（新
編
国
歌
大
観
）

―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
１
　
２０


