
一
　
は
じ
め
に

浮
舟
が
物
語
中
で
詠
ん
だ
歌
は
「
東
屋
」
巻
に
一
首
・
「
浮
舟
」
巻
に
十
三

首
・
「
手
習
」
巻
に
十
二
首
と
全
部
で
二
十
六
首
あ
る
。
浮
舟
は
薫
と
匂
宮
の
間

で
板
挟
み
に
な
る
と
い
う
苦
し
い
恋
の
経
験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
面
の
成

長
が
歌
の
出
来
映
え
に
反
映
さ
れ
て
い
く
人
物
で
あ
る
。

本
稿
で
は
「
歌
は
ど
の
よ
う
な
時
に
詠
ま
れ
る
の
か
」、「
歌
と
物
語
は
ど
の
よ

う
に
関
わ
る
の
か
」
と
い
っ
た
、
歌
の
「
物
語
の
展
開
の
軸
」
と
し
て
の
役
割
、

ま
た
、
歌
の
本
質
と
も
言
う
べ
き
側
面
に
注
目
し
た
。『
源
氏
物
語
』
全
体
に
お
い

て
、
ま
た
、
浮
舟
の
物
語
に
お
い
て
、
歌
の
言
葉
は
物
語
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の

重
要
な
要
素
と
な
る
。
よ
っ
て
、
浮
舟
は
物
語
中
の
ど
の
よ
う
な
場
面
で
歌
を
詠

ん
で
い
る
の
か
と
い
う
点
と
、
浮
舟
の
二
十
六
首
の
歌
に
見
ら
れ
る
特
徴
、
言
わ

ば
「
浮
舟
の
歌
ら
し
さ
」
は
ど
の
よ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
二
点
を
中

心
と
し
た
考
察
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二

浮
舟
は
、
そ
の
登
場
か
ら
物
語
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
寡
黙
な
女
君

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
寡
黙
で
あ
る
と
さ
れ
た
浮
舟
は
光
源
氏
の
二

百
二
十
一
首
、
薫
の
五
十
七
首
、
夕
霧
の
三
十
九
首
に
次
い
で
第
四
位
、
物
語
に

登
場
す
る
女
君
の
中
で
は
最
も
多
い
二
十
六
首
も
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
紫
の
上

が
詠
ん
だ
歌
が
二
十
三
首
で
あ
る
の
で
、
登
場
比
率
か
ら
見
る
と
非
常
に
高
い
数

字
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
歌
数
の
多
さ
に
も
注
目
す
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、

特
筆
す
べ
き
は
彼
女
の
歌
の
贈
答
や
独
詠
歌
に
表
わ
れ
て
い
る
個
性
で
あ
る
。
歌

の
表
現
に
は
詠
ん
だ
人
物
の
個
性
が
表
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
浮
舟
の
二
十
六
首

の
歌
に
も
「
浮
舟
の
歌
ら
し
さ
」
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
松

田
武
夫
氏
は
「
源
氏
物
語
の
和
歌
」
で
、「
こ
の
物
語
で
独
詠
歌
と
さ
れ
る
も
の
の

中
に
は
、
作
中
人
物
の
詠
と
い
う
よ
り
も
、
物
語
作
者
が
人
物
の
心
情
を
和
歌
で

説
明
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
直
前
の
文
意
を
集
約
強
調
し
、
直
後
の
文
章
の
書
き

出
し
を
容
易
な
ら
し
め
る
き
っ
か
け
を
な
し
て
い
る
（
注
１
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
浮

『
源
氏
物
語
』
浮
舟
論

―
―
浮
舟
の
詠
ん
だ
歌
―
―
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舟
の
歌
は
、
浮
舟
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
同
時
に
紫
式
部
が
浮
舟
に
託
し
た
歌
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
言
葉
が
前
後
の
文
章
や
物
語
の
展
開
と

も
関
わ
る
と
い
う
松
田
氏
の
論
に
私
も
賛
成
で
あ
る
。

で
は
、
浮
舟
の
歌
の
個
性
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、『
源
氏
物
語
』
全
体
で
和
歌

は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
ま
と
め
て
お
く
。
作
中
詠
歌
数

は
七
百
九
十
五
首
で
『
源
氏
物
語
事
典
』
に
よ
る
と
「
恋
や
社
交
、
儀
式
な
ど
の

場
に
あ
っ
て
、
和
歌
が
当
時
の
必
須
の
交
流
の
具
だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

『
源
氏
物
語
』
は
和
歌
の
美
意
識
・
呪
性
を
取
り
込
み
つ
つ
、
作
中
人
物
の
心
の

襞
、
そ
の
揺
ら
ぎ
を
剔
決
し
、
物
語
の
行
方
を
細
妙
に
画
定
す
る
（
注
２
）
」
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
歌
が
物
語
の
展
開
の
軸
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い

う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
作
中
詠
歌
は
、
独
詠
・
贈
答
・
唱
和
と
い
う
三
つ
の
通

達
の
手
段
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
独
詠
と
は
一
人
で
歌
を
詠
む
こ
と
、
贈
答

と
は
歌
の
や
り
と
り
で
あ
り
贈
歌
と
返
歌
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
、
唱
和
と

は
二
人
以
上
が
同
じ
テ
ー
マ
で
歌
を
詠
む
こ
と
で
あ
る
。
浮
舟
の
歌
は
独
詠
歌
と

贈
答
歌
に
分
類
さ
れ
る
。

全
部
で
二
十
六
首
あ
る
浮
舟
の
歌
は
、
独
詠
歌
十
一
首
・
贈
答
歌
十
二
組
・
返

歌
の
無
い
贈
歌
三
首
と
分
類
で
き
、
独
詠
歌
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
巻
別

で
見
る
と
「
東
屋
」
巻
に
一
首
・
「
浮
舟
」
巻
に
十
三
首
・
「
手
習
」
巻
に
十
二

首
あ
る
。
浮
舟
は
『
河
海
抄
』
以
来
「
手
習
い
の
君
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

部
分
を
引
用
す
る
。

て
な
ら
ひ
と
い
う
詞
　
巻
の
中
に
四
ヶ
所
あ
り
　
野
山
の
雪
を
な
か
め
て
も

と
あ
る
所
に
も

れ
い
の
な
く
さ
め
の
て
な
ら
ひ
を
お
こ
な
ひ
の
ひ
ま
に
は
し
給
と
い
へ
り

仍
号
手
習
君

（『
河
海
抄
』）

「
手
習
い
」
は
浮
舟
の
歌
に
個
性
と
し
て
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。「
手
習
い
」
と

い
う
語
の
用
例
は
「
御
手
習
い
」
や
動
詞
「
手
習
う
」
も
含
め
て
十
五
の
巻
に
二

十
三
例
見
ら
れ
、
浮
舟
に
関
わ
る
用
例
は
光
源
氏
の
八
例
に
次
い
で
七
例
あ
る
。

手
習
い
と
い
う
の
は
、
彼
女
に
と
っ
て
は
歌
を
書
く
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

歌
を
書
く
こ
と
で
自
分
の
側
か
ら
心
の
中
を
言
葉
と
い
う
形
に
し
な
が
ら
見
つ
め

直
す
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
形
代
や
身
代
わ
り
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

と
か
ら
、「
浮
舟
自
身
」
の
人
格
を
作
り
上
げ
て
い
く
上
で
、
そ
れ
ま
で
で
き
な
か

っ
た
自
分
の
意
思
を
言
葉
に
す
る
と
い
う
行
為
を
担
っ
た
の
が
手
習
い
歌
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
母
の
中
将
の
君
や
薫
な
ど
他
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在

を
確
認
し
て
き
た
浮
舟
が
、
他
者
の
言
葉
に
操
ら
れ
る
こ
と
か
ら
抜
け
出
す
た
め

の
方
法
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
吉
野
瑞
恵
氏
は
「
浮
舟
と
手
習
　
存
在
と
こ

と
ば
」
で
、「
手
習
い
歌
に
は
浮
舟
自
身
に
自
分
の
意
識
せ
ざ
る
内
面
を
明
ら
か
に

し
て
み
せ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
（
注
３
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
後
藤
祥
子

氏
は
「
手
習
い
の
歌
」
で
、
手
習
い
を
「
自
分
で
も
気
づ
こ
う
と
し
な
か
っ
た
心

の
奥
の
思
い
を
お
の
ず
か
ら
紡
ぎ
出
す
行
為
」
と
捉
え
、「
語
り
が
き
わ
ま
っ
て
歌

に
な
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
決
し
て
語
り
の
集
約
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
散
文

が
語
り
尽
く
せ
な
い
部
分
、
と
い
う
よ
り
も
、
語
っ
て
は
な
ら
な
い
部
分
を
、
歌

が
一
種
虚
構
の
姿
勢
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
露
呈
さ
れ
る
の

で
あ
る
」
あ
る
い
は
、「
意
識
下
の
も
の
を
掘
り
起
こ
す
と
同
時
に
、
人
は
歌
に
よ

二
七



っ
て
新
た
な
自
己
を
築
い
て
い
る
（
注
４
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
浮
舟
の
場
合
に
も
実

際
と
っ
て
い
る
行
動
は
全
く
逆
で
、
歌
の
中
に
本
心
を
詠
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
例
が
見
ら
れ
る
。
浮
舟
に
と
っ
て
の
手
習
い
は
心
の
慰
め
で
あ
り
、
彼
女
は

自
分
の
思
い
を
表
現
す
る
こ
と
を
手
習
い
歌
に
頼
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
浮
舟
の

手
習
い
歌
は
、
思
い
を
言
葉
に
す
る
こ
と
で
自
己
の
存
在
や
心
を
確
認
す
る
た
め

の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。

次
に
、
辞
書
や
注
釈
書
の
「
手
習
い
」
の
定
義
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
た
い
。

「
手
習
い
」
と
は
「
幼
い
子
供
の
習
字
や
、
成
人
男
女
が
心
の
赴
く
ま
ま
に
、
古
歌

や
詩
の
一
句
、
ま
た
は
自
作
の
詩
を
す
さ
び
書
き
す
る
こ
と
（
注
５
）
」
で
あ
り
、
古

注
釈
書
で
は
、
本
居
宣
長
の
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
に
「
手
習
と
は
、
心
に
浮

か
ぶ
事
を
、
何
と
な
く
書
き
す
さ
ぶ
を
い
ふ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
た

だ
歌
を
詠
む
だ
け
で
な
く
「
書
い
て
残
す
」
と
い
う
こ
と
が
手
習
い
歌
の
特
徴
で

あ
る
と
わ
か
る
。
独
詠
歌
は
登
場
人
物
の
心
の
中
や
口
頭
で
詠
ま
れ
る
が
、
音
声

言
語
で
あ
る
の
で
他
者
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
一
方
、
手
習
い
歌
は
文

字
言
語
で
あ
る
の
で
書
か
れ
た
後
に
も
文
字
と
い
う
形
で
残
り
、
詠
ん
だ
人
物
の

意
思
と
は
関
係
な
く
他
者
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手

習
い
歌
が
何
か
に
書
か
れ
た
瞬
間
に
詠
ん
だ
人
物
の
手
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
も

一
つ
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
浮
舟
の
歌
の
場
合
も
同
様
で
、
何
か
に
書
か
れ

た
瞬
間
に
浮
舟
自
身
の
手
を
離
れ
、
彼
女
の
少
な
い
言
葉
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を

他
者
に
伝
達
す
る
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
中
で
登
場
人
物
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
七
百
九
十
五
首
の
和
歌
は

「
物
語
歌
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
物
語
歌
と
は
物
語
中
の
登
場
人
物
が
場
面
や
状
況

に
合
わ
せ
て
詠
ん
だ
り
、
そ
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
場
面
や
状
況
を

切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
を
進
行
さ
せ
る
の
に
極

め
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
浮
舟
の
歌
に
お
い
て
も
同
様
に
、
彼
女
が
自

ら
の
心
の
内
を
表
わ
し
た
歌
の
言
葉
が
物
語
の
展
開
の
軸
と
な
っ
て
い
く
。
作
者

に
よ
っ
て
物
語
の
中
に
作
ら
れ
た
浮
舟
と
い
う
人
物
像
、
そ
し
て
彼
女
が
辿
っ
た

「
形
代
と
し
て
の
宿
世
」
こ
そ
が
浮
舟
の
歌
の
個
性
を
生
み
出
す
の
に
直
接
繋
が
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
浮
舟
の
置
か
れ
て
い
た
境
遇
や
歳
を
経
る
に
つ
れ

て
経
験
し
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
浮
舟
の
歌
ら
し
さ
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
浮
舟
は
「
東
屋
」
巻
で
初
め
て
歌
を
詠
ん
で
以
来
、
苦
し
い
経
験

の
中
で
の
思
い
を
歌
に
詠
め
ば
詠
む
ほ
ど
、
歌
が
深
み
を
増
し
て
い
く
。
特
に
浮

舟
は
自
分
の
思
い
を
歌
に
託
す
傾
向
が
強
く
、
本
人
も
気
づ
か
な
い
よ
う
な
深
層

の
思
い
が
歌
の
言
葉
と
し
て
表
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

無
意
識
の
う
ち
に
詠
ま
れ
た
深
層
の
思
い
が
そ
の
後
の
物
語
の
展
開
を
左
右
す
る

の
で
あ
る
。

三

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
詠
ま
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
浮
舟
は
ど
う
い
う
時
に
歌
を
詠
む
の
だ
ろ
う
か
。
二
十
六
首
の
浮
舟

の
歌
の
う
ち
十
一
首
も
の
歌
が
独
詠
歌
で
あ
る
。「
浮
舟
の
全
歌
数
の
、
じ
つ
に
四

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
独
詠
歌
が
占
め
、
こ
の
数
値
は
『
源
氏
物
語
』
中
の
ど
の
人

物
よ
り
も
桁
は
ず
れ
に
大
き
い
。
ち
な
み
に
、
二
位
の
薫
が
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
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三
位
が
光
源
氏
の
二
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
（
注
６
）
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
浮

舟
の
歌
の
中
で
独
詠
歌
の
占
め
る
割
合
は
こ
れ
ほ
ど
大
き
く
、
彼
女
の
歌
風
の
中

で
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
と
わ
か
る
。
ま
た
、「
浮
舟
物
語
と
和
歌
」
で
「
浮
舟

の
表
現
行
為
が
手
習
い
と
い
う
形
を
と
る
の
は
、
浮
舟
が
自
ら
の
過
去
を
周
囲
に

語
れ
ぬ
孤
独
な
存
在
で
あ
る
以
上
、
ま
こ
と
に
当
然
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。（
注
７
）
」

と
高
田
祐
彦
氏
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
浮
舟
に
と
っ
て
自
己
の
内
面
を

表
現
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
手
習
い
歌
が
重
要
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

浮
舟
の
歌
が
物
語
中
で
果
た
す
役
割
・
浮
舟
の
歌
の
特
徴
と
も
言
え
る
も
の
を

ま
と
め
た
。

①
　
一
貫
し
て
寡
黙
な
女
君
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
浮
舟
は
、
他
の
登
場
人

物
と
比
べ
る
と
会
話
の
言
葉
が
少
な
く
自
分
の
思
い
を
歌
に
託
す
傾
向

が
強
い

②
　
本
人
も
気
づ
く
こ
と
の
な
か
っ
た
深
層
の
思
い
が
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
物
語
の
展
開
を
左
右
す
る

③
　
和
歌
の
上
達
に
内
面
の
成
長
が
反
映
し
て
い
る

①
と
②
に
つ
い
て
、
浮
舟
は
地
の
文
に
描
か
れ
て
突
然
登
場
す
る
の
で
な
く
他
の

人
物
の
会
話
や
心
内
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
そ
の
存
在
を
読
者
に
認
識
さ

せ
る
と
い
う
登
場
の
し
方
を
し
、
最
後
ま
で
自
分
の
意
思
よ
り
も
他
人
の
考
え
に

よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
た
め
、
自
分
の
思
い
を
言
葉
に
す
る
場
面

は
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
誰
に
も
言
え
な
い
思
い
を
歌
に
込
め
、
そ
の
歌
に
詠
ま

れ
た
言
葉
が
そ
の
後
の
物
語
を
動
か
し
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
③
に
つ

い
て
は
、「
東
屋
」
巻
で
詠
ん
だ
歌
と
「
手
習
」
巻
で
詠
ん
だ
歌
と
で
は
そ
の
出
来

映
え
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
苦
し
い
恋
を
経
験
し
「
大
君
の
形
代

と
し
て
の
浮
舟
」
か
ら
「
浮
舟
自
身
」
へ
と
脱
皮
し
て
い
く
中
で
大
き
な
成
長
を

遂
げ
、
内
面
の
成
長
が
歌
の
出
来
映
え
に
反
映
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
歌
が
詠
ま
れ
た
場
面
の
例
と
し
て
「
浮
舟
」
巻
を
見
る
と
、
前
半
で
は
薫
と

匂
宮
の
間
で
板
挟
み
に
な
っ
て
動
揺
す
る
浮
舟
の
姿
、
後
半
の
宇
治
川
へ
の
入
水

の
直
前
で
は
、
そ
の
二
人
だ
け
で
な
く
母
の
こ
と
ま
で
が
頭
に
浮
か
び
思
い
詰
め

て
い
る
姿
が
見
て
取
れ
る
。
特
に
後
半
で
は
、「
自
分
に
残
さ
れ
た
道
は
自
ら
死
を

選
ぶ
こ
と
以
外
に
は
な
い
。」
と
死
を
決
意
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
場
面
の
例
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
浮
舟
の
内
面
に
ど
の
よ
う
な
思
い
が
生
じ
た

時
に
歌
が
詠
ま
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
浮
舟
の
置
か
れ
た
状
況

が
彼
女
に
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
詠
ま
せ
た
の
だ
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
や
は
り
「
感
動
が
歌
に
な
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
思
い
あ
ま
る
時
」

に
歌
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
思
い
あ
ま
っ
た
末
に
「
歌
を
詠

む
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
自
己
の
内
面
を
表
現
し
た
い
と
い
う
思
い
が
高
ま

っ
て
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。
浮
舟
の
歌
に
は
薫
や
匂
宮
と
の
恋
だ
け
で
な
く
、
母

に
対
し
て
や
自
ら
の
出
家
に
対
し
て
の
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

四

そ
こ
で
、
当
時
、
歌
が
生
活
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た

二
人
の
論
文
を
引
用
す
る
。
ま
ず
、
藤
井
貞
和
氏
は
「
物
語
に
お
け
る
和
歌
―

『
源
氏
物
語
』
浮
舟
の
作
歌
を
め
ぐ
り
」
で
「
和
歌
は
現
実
性
・
生
活
性
を
離
れ
て

二
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は
つ
い
に
あ
り
え
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
痛
切
な
体
験
・
生
活
の
不
如
意
・
危

機
、
そ
う
い
う
時
に
お
ぼ
え
ず
し
て
秀
歌
が
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
。
和
歌
が
生

活
の
中
に
生
き
て
い
る
と
は
つ
い
に
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
物
語
に

お
い
て
も
物
語
の
中
の
現
実
が
危
機
の
状
況
に
な
る
と
き
、
主
人
公
や
女
主
人
公

は
秀
歌
を
歌
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。（
注
８
）
」
と
述
べ
、
高
田
祐
彦
氏
は
「
当

時
の
女
性
に
と
っ
て
和
歌
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
ら
た
め
て

強
調
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
和
歌
は
女
性
の
心
の
根
幹
を
支
配
し
、
女
性
は

和
歌
に
よ
っ
て
物
を
見
、
和
歌
に
よ
っ
て
物
を
考
え
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

（
注
９
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
浮
舟
だ
け
で
な
く
当
時
の
女
性
は
一
般
的

に
、
和
歌
に
よ
っ
て
物
を
見
た
り
考
え
た
り
と
和
歌
と
生
活
と
の
関
わ
り
が
深
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
万
葉
の
時
代
か
ら
和
歌
の
本
質
は
相
聞
（
恋
の
歌
）

と
哀
傷
（
挽
歌
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
人
の
死
や
恋
と
い
っ
た
、

思
い
あ
ま
る
状
況
を
経
験
す
る
中
で
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
思
い
を
歌
に
込
め

て
詠
む
と
い
う
姿
勢
が
当
時
の
人
々
に
は
自
然
と
備
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
参
考
と
し
て
男
性
と
女
性
に
お
け
る
手
習
い
の
語
感
の
差
を
、
光
源

氏
・
紫
の
上
・
浮
舟
の
例
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
て
お
く
。
ま
ず
、
光
源

氏
の
場
合
は
、

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
色
々
の
紙
を
継
ぎ
つ
つ
手
習
を
し
た
ま
ひ
、
珍
し
き

さ
ま
な
る
唐
の
綾
な
ど
に
様
々
の
絵
ど
も
を
描
き
す
さ
び
た
ま
へ
る
、
屏
風

の
面
な
ど
も
い
と
め
で
た
く
見
所
あ
り
。

（「
須
磨
」
巻
）

と
あ
り
、
須
磨
の
地
で
流
浪
の
身
で
あ
る
自
分
の
孤
独
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
手
習

い
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
描
き
す
さ
び
」
と
あ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
手
習
い

は
「
気
の
む
く
ま
ま
に
す
る
」
・
「
慰
め
に
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
。
一

方
で
、
女
性
と
し
て
紫
の
上
の
場
合
は
、

手
習
な
ど
す
る
に
も
、
お
の
づ
か
ら
古
言
も
、
も
の
思
は
し
き
筋
の
み
書
か

る
る
を
、
さ
ら
ば
我
が
身
に
は
思
ふ
事
あ
り
け
り
と
自
ら
ぞ
思
し
知
ら
る
。

（「
若
菜
上
」
巻
）

と
あ
り
、
手
習
い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
悩
ん
で
い
る
事
に
気
づ
い
て
い
る
。

浮
舟
の
場
合
も
、

思
ふ
こ
と
を
だ
に
人
に
言
ひ
続
け
ん
言
の
葉
は
、
も
と
よ
り
だ
に
は
か
ば
か

し
か
ら
ぬ
身
を
、
ま
い
て
な
つ
か
し
う
こ
と
わ
る
べ
き
人
さ
へ
な
け
れ
ば
、

た
だ
硯
に
向
か
ひ
て
、
思
ひ
あ
ま
る
折
は
手
習
を
の
み
た
け
き
こ
と
に
て
書

き
付
け
給
ふ
。

（「
手
習
」
巻
）

と
、
こ
の
例
か
ら
も
浮
舟
が
思
い
あ
ま
る
時
に
手
習
い
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
窺

え
る
。
男
性
の
光
源
氏
の
場
合
は
「
珍
し
き
唐
の
綾
」
の
よ
う
に
視
覚
的
な
こ
と

に
触
れ
る
心
の
余
裕
も
見
ら
れ
る
が
、
女
性
の
手
習
い
は
、
本
当
に
自
分
の
内
面

を
見
つ
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。

歌
の
個
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
浮
舟
が
手
習
い
歌
に
誰
に
も
言
え
な
い

思
い
を
託
し
た
く
な
る
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
か
ら
こ
そ
浮
舟
ら
し
い
歌
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
女
性
が
和
歌
の
世
界
を
形
成
で
き
る
ほ
ど
の
言
葉
を

持
つ
こ
と
自
体
が
珍
し
い
と
さ
れ
た
時
代
で
、
ご
く
一
部
の
女
性
し
か
歌
を
詠
む

と
い
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
浮
舟
が
詠
ん
だ
二
十
六
首
は
、
こ

三
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の
状
況
で
は
こ
の
歌
を
詠
ま
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
必
然
性
を
伴
う
。
ど

の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
思
い
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
舟
は

歌
を
詠
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
場
面
に
つ
い
て
は
、
次
の

第
二
節
・
第
三
節
で
見
て
い
き
た
い
。

五
　
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
浮
舟
に
と
っ
て
歌
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
浮
舟
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
人
物
、
夕
顔
の
歌
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
浮
舟
は
「
思
い
あ
ま
る
時
」
に
歌
を
詠
み
、
歌
が
自
己
形

成
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
夕
顔
に
と
っ
て
歌
は
同
じ
よ
う
に
機
能
し

た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

夕
顔
は
、
三
位
中
将
の
娘
で
玉
鬘
の
母
で
あ
る
。
低
い
身
分
の
生
ま
れ
で
あ
り
、

薫
と
浮
舟
・
光
源
氏
と
夕
顔
の
関
係
と
の
大
き
な
共
通
点
が
「
身
分
格
差
の
は
な

は
だ
し
い
恋
愛
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
夕
顔
」
巻
で
は
、
互
い
に
身
分
を
隠
し

た
ま
ま
源
氏
が
夕
顔
の
も
と
へ
通
う
よ
う
に
な
り
、
荒
れ
果
て
た
某
の
院
ま
で
伴

わ
れ
て
自
身
の
素
性
は
語
ら
な
い
ま
ま
十
九
歳
と
い
う
若
さ
で
物
の
怪
に
取
り
付

か
れ
て
急
死
す
る
と
い
う
運
命
の
持
ち
主
で
あ
る
。
夕
顔
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
白
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
伊
原
昭
氏
は
『
平
安
朝
の
文
学
と
色
彩
』
の
中
で
、

「
服
色
を
、
人
間
性
を
表
わ
す
も
の
、
人
間
全
体
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
と
り
あ

げ
て
い
る
の
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
（
注
10
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
夕
顔
の
花
の
色

も
彼
女
の
物
語
中
で
の
着
物
の
描
写
も
白
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
彼
女
を

表
わ
す
色
は
「
白
」
で
あ
り
、「
白
」
の
持
つ
大
人
し
い
・
控
え
め
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
人
物
で
あ
る
と
わ
か
る
。
人
物
像
に
お
け
る
浮
舟
と
夕
顔
の
共
通
点
を

ま
と
め
る
と
、

①
　
低
い
身
分
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と

②
　
つ
た
な
い
運
命
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と

③
　
寡
黙
な
人
物
で
あ
る
こ
と

の
三
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
②
に
つ
い
て
、
夕
顔
に
は
浮
舟
に
と
っ
て
の
「
形
代
」

の
よ
う
に
生
涯
を
通
じ
て
彼
女
が
翻
弄
さ
れ
続
け
た
運
命
や
彼
女
そ
の
も
の
を
表

わ
す
言
葉
は
無
い
。
浮
舟
は
和
歌
の
教
養
が
無
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
夕
顔
は
、
光
源
氏
に
上
品
で
た
し
な
み
の
あ
る
歌
と
思
わ
れ
る
よ
う
な

和
歌
の
素
養
の
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

第
一
章
第
一
節
で
薫
と
浮
舟
が
「
宿
木
」
巻
で
接
点
を
持
っ
て
か
ら
「
東
屋
」

巻
一
巻
と
い
う
長
い
時
間
を
か
け
て
身
分
差
を
縮
め
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考

察
し
た
が
、
光
源
氏
と
夕
顔
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
と
夕
顔
は
一
首

の
歌
、心

あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花

（「
夕
顔
」
巻
・
夕
顔
）

を
介
し
て
出
会
う
。
浮
舟
の
よ
う
に
他
の
人
物
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
語
ら
れ
た

後
に
登
場
す
る
の
で
は
な
く
、
夕
顔
は
初
め
か
ら
そ
の
存
在
が
物
語
中
に
は
っ
き

り
と
示
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
浮
舟
が
薫
や
匂
宮
と
出
会
う
と
き
に
歌
を
詠

み
交
わ
す
と
い
う
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
光
源
氏
と
夕
顔
の
恋
愛
で
は
、
歌
を
通

し
て
の
出
会
い
の
名
残
が
後
に
も
続
い
て
い
き
、
歌
が
物
語
を
動
か
す
の
に
重
要

三
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に
な
る
。

吉
見
健
夫
氏
は
、「
夕
顔
巻
の
方
法
と
和
歌
」
で
、「
夕
顔
巻
で
は
、
内
気
な
夕

顔
の
精
一
杯
の
心
情
の
吐
露
の
手
段
と
し
て
、
そ
の
苦
悩
の
内
実
が
か
ろ
う
じ
て

和
歌
の
中
に
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
源
氏
と
夕
顔
の
恋
物
語
に
和
歌
が
重

要
な
方
法
的
意
義
を
持
つ
ゆ
え
ん
で
あ
る
。（
注
11
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
夕
顔
の
歌
は

全
部
で
六
首
と
少
な
く
、
全
て
贈
答
歌
（
贈
歌
二
首
・
答
歌
四
首
）
で
独
詠
歌
も

無
い
の
だ
が
、
内
気
な
夕
顔
が
心
の
中
を
言
葉
に
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
歌
を

選
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
浮
舟
と
似
て
い
る
。
ま
た
、

山
の
端
の
心
も
し
ら
で
ゆ
く
月
は
う
は
の
そ
ら
に
て
影
や
絶
え
な
む

（「
夕
顔
」
巻
・
夕
顔
）

の
歌
が
、
そ
の
後
に
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
る
と
い
う
物
語
の
展
開
を
予
感
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
も
、
浮
舟
の
歌
が
入
水
を
予
感
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
似
て
い
る
。

夕
顔
は
歌
数
が
少
な
い
た
め
浮
舟
の
よ
う
に
歌
の
成
長
の
軌
跡
を
辿
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
浮
舟
と
夕
顔
の
人
物
像
が
似
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
歌
の
言
葉
に

自
ら
の
思
い
を
込
め
る
と
い
う
点
も
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
た
。

本
節
で
は
、
歌
が
ど
の
よ
う
な
時
に
詠
ま
れ
る
の
か
な
ど
、
和
歌
の
本
質
的
な

部
分
に
注
目
し
た
。
浮
舟
と
夕
顔
の
例
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登

場
人
物
に
と
っ
て
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
誰
に
も
言
え
な
い
思
い
を
歌
に
託

す
こ
と
な
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
浮
舟
に
と
っ
て
も
夕
顔
に
と
っ
て
も
、
歌
は
自
己

形
成
の
手
段
と
な
る
。
そ
し
て
、
藤
井
氏
・
高
田
氏
の
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
歌
と
当
時
の
女
性
と
の
関
わ
り
は
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

当
時
の
女
性
は
一
般
的
に
寡
黙
と
さ
れ
、
歌
を
詠
め
る
ほ
ど
の
言
葉
を
持
つ
こ
と

が
少
な
か
っ
た
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
る
中
で
、
両
者
の
歌
か
ら
は
、
ど
う
し
て

も
こ
の
歌
を
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
迫
力
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

<

注>

注
１
　
松
田
武
夫
「
和
歌
と
物
語
と
の
交
渉
」（『
国
語
と
国
文
学
』
・
一
九
五
九

年
四
月
）

２
　
『
源
氏
物
語
事
典
』
林
田
孝
和
・
原
岡
文
子
　
他
（
大
和
書
房
）
平
成
十

四
年
五
月

３
　
吉
野
瑞
恵
「
浮
舟
と
手
習
　
存
在
と
こ
と
ば
」（『
む
ら
さ
き
』
一
九
八
七

年
七
月
）

４
　
後
藤
祥
子
「
手
習
い
の
歌
」（『
講
座
　
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
九
集
・
有

斐
閣
・
一
九
八
四
年
）

５
　
注
２
に
同
じ

６
　
注
４
に
同
じ

７
　
高
田
祐
彦
「
浮
舟
物
語
と
和
歌
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
八
六
年
四
月
）

８
　
藤
井
貞
和
「
物
語
に
お
け
る
和
歌
―
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
の
作
歌
を
め
ぐ

り
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
八
三
年
五
月
）

９
　
注
７
に
同
じ

10

伊
原
昭
『
平
安
朝
の
文
学
と
色
彩
』（
中
公
新
書
・
中
央
公
論
社
・
一
九
八

二
年
十
一
月
）

11

注
10
に
同
じ

（
わ
か
ば
や
し
　
あ
き
こ
／
平
成
十
七
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）

三
二




