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は
じ
め
に

『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
、転
生
し
た
猫
の
出
現
の
段
か
ら
姉
の
死
に
至
る
記
述
を

め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
特
に
緊
密
な
構
成
意
識
に
基
づ
い
た
も
の

と
は
捉
え
ら
れ
ず
、
作
者
の
物
語
憧
憬
、
或
い
は
作
者
と
姉
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
性

向
を
物
語
る
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
羅
列
と
す
る
見
方
が
多
か
っ
た①
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
拙
稿②
に
お
い
て
、
転
生
し
た
猫
↓
長
恨
歌
の
物
語
を
求
め
る
話
↓
姉
の
「
ゆ

く
へ
な
く
飛
び
う
せ
な
ば
…
」
の
発
言
↓
猫
の
死
に
至
る
流
れ
の
基
底
に
は
、
転
生

譚
を
含
む
楊
貴
妃
説
話
と
竹
取
説
話
の
影
響
が
窺
え
る
こ
と
、
そ
こ
に
は
、
姉
が
男

性
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
「
心
深
さ
」
を
求
め
る
思
い
が
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
述
べ
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
ゆ
く
へ
な
く
飛
び
う
せ
な
ば
…
」

と
い
う
姉
の
発
言
と
猫
の
死
と
の
間
に
置
か
れ
た
、「
荻
の
葉
」
の
段
を
中
心
に
考
察

を
加
え
、
ひ
い
て
は
こ
の
一
連
の
記
事
の
構
成
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
を
加
え
て
み

た
い
。

一　
「
荻
の
葉
」
の
段
の
再
検
討

ま
ず
こ
こ
に
「
荻
の
葉
」
の
段
の
文
章
を
掲
げ
て
お
く
。

　

そ
の
十
三
日
の
夜
、
月
い
み
じ
く
隈
な
く
明
き
に
、
み
な
人
も
寝
た
る
夜
中

ば
か
り
に
、
縁
に
出
で
ゐ
て
、
姉
な
る
人
、
空
を
つ
く
づ
く
と
な
が
め
て
、「
た

だ
今
ゆ
く
へ
な
く
飛
び
う
せ
な
ば
い
か
が
思
ふ
べ
き
」
と
問
ふ
に
、
な
ま
お
そ

ろ
し
と
思
へ
る
け
し
き
を
見
て
、
こ
と
ご
と
に
い
ひ
な
し
て
笑
ひ
な
ど
し
て
聞

け
ば
、
か
た
は
ら
な
る
所
に
、
さ
き
お
ふ
車
と
ま
り
て
、「
荻
の
葉
、
荻
の
葉
」

と
呼
ば
す
れ
ど
答
へ
ざ
な
り
。
呼
び
わ
づ
ら
ひ
て
、
笛
を
い
と
を
か
し
く
吹
き

す
ま
し
て
、
過
ぎ
ぬ
な
り
。

　
　

笛
の
音
の
た
だ
秋
風
と
聞
こ
ゆ
る
に
な
ど
荻
の
葉
の
そ
よ
と
こ
た
へ
ぬ

と
い
ひ
た
れ
ば
、
げ
に
と
て
、

　
　

荻
の
葉
の
こ
た
ふ
る
ま
で
も
吹
き
よ
ら
で
た
だ
に
過
ぎ
ぬ
る
笛
の
音
ぞ
憂
き

か
や
う
に
明
く
る
ま
で
な
が
め
あ
か
い
て
、
夜
明
け
て
ぞ
み
な
人
寝
ぬ
る
。

（
小
学
館　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
更
級
日
記
』
三
〇
三
〜
三
〇
四
頁
）

こ
こ
で
訪
れ
た
男
が
、
女
を
「
荻
の
葉
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
、
様
々
な
見
方

が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
堀
内
秀
晃
氏③
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
女
の
歌
に
因
む
も
の
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
も
、
こ
の
男
が
そ
の
呼
称
で
呼
び
か

け
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
そ
れ
以
前
に
女
が
男
に
詠
ん
で
送
っ
た
歌
に
よ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
だ
交
渉
の
な
い
相
手
、
す
な
わ
ち
こ
れ
か
ら
恋
愛
関
係

に
な
ろ
う
と
す
る
相
手
に
愛
称
で
声
を
か
け
さ
せ
る
、と
い
う
の
も
想
定
し
に
く
く
、

そ
う
し
た
場
合
の
男
は
も
っ
と
繊
細
で
慎
重
な
行
動
を
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
恋
の

始
ま
り
に
、
隣
家
に
も
聞
こ
え
る
よ
う
な
声
で
「
荻
の
葉
」
な
ど
と
呼
ば
せ
て
は
、

返
事
を
期
待
す
る
方
が
無
理
で
あ
ろ
う
。
物
語
に
お
い
て
も
、
恋
愛
の
始
ま
り
に
そ

う
し
た
設
定
が
な
さ
れ
た
も
の
は
、
少
な
く
と
も
稿
者
の
知
る
限
り
で
は
無
い
。
こ

『
更
級
日
記
』
の
構
成
意
識

―
転
生
し
た
猫
の
出
現
か
ら
姉
の
死
ま
で

―

大　

槻　

福　

子
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の
男
女
は
、
既
に
そ
れ
な
り
の
間
柄
に
あ
る
と
み
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

う
し
た
場
面
を
考
え
る
上
で
、『
源
氏
物
語
』
の
次
の
場
面
な
ど
が
参
考
に
出
来
る
よ

う
に
思
う
。

た
だ
一
目
見
た
ま
ひ
し
宿
な
り
と
見
た
ま
ふ
。
た
だ
な
ら
ず
、ほ
ど
経
に
け
る
、

お
ぼ
め
か
し
く
や
、
と
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
過
ぎ
が
て
に
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
、

を
り
し
も
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
渡
る
。
催
し
き
こ
え
顔
な
れ
ば
、
御
車
お
し
返

さ
せ
て
、
例
の
惟
光
入
れ
た
ま
ふ
。

　
　

を
ち
返
り
え
ぞ
忍
ば
れ
ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
の
語
ら
ひ
し
宿
の
垣
根
に

寝
殿
と
お
ぼ
し
き
屋
の
西
の
つ
ま
に
人
々
ゐ
た
り
。
さ
き
ざ
き
も
聞
き
し
声
な

れ
ば
、
声
づ
く
り
気
色
と
り
て
御
消
息
聞
こ
ゆ
。
若
や
か
な
る
け
し
き
ど
も
し

て
お
ぼ
め
く
な
る
べ
し
。

　
　

ほ
と
と
ぎ
す
言
問
ふ
声
は
そ
れ
な
れ
ど
あ
な
お
ぼ
つ
か
な
五
月
雨
の
空

こ
と
さ
ら
た
ど
る
と
見
れ
ば
、「
よ
し
よ
し
、
植
ゑ
し
垣
根
も
」
と
て
出
づ
る

を
、
人
知
れ
ぬ
心
に
は
ね
た
う
も
あ
は
れ
に
も
思
ひ
け
り
。

 

（
花
散
里
、
新
全
集
二
・
一
五
四
頁
）

こ
の
場
面
で
、以
前
関
係
の
あ
っ
た
女
の
家
の
前
を
偶
然
通
り
か
か
っ
た
源
氏
が
、

惟
光
を
使
っ
て
歌
を
詠
み
上
げ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
対
す
る
女
の
返
事
が
わ
ざ

と
分
か
ら
ぬ
ふ
り
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
惟
光
が
人
違
い
を
装
っ
て
引
き
上

げ
る
の
を
、
女
が
内
心
「
恨
め
し
く
も
、
ま
た
心
に
し
み
る
思
い
に
も
」（
新
全
集
訳
）

な
る
の
で
あ
る
。
源
氏
は
、
偶
々
女
の
家
の
前
を
通
り
か
か
り
、
折
し
も
鳴
い
た
ほ

と
と
ぎ
す
の
声
に
促
さ
れ
る
よ
う
に
立
ち
寄
っ
て
み
よ
う
か
と
思
っ
た
も
の
の
、
女

の
歌
を
受
け
て
、
そ
の
ま
ま
立
ち
去
っ
て
行
く
。
源
氏
は
こ
の
女
を
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね

た
わ
け
で
は
な
く
、
無
理
に
算
段
を
し
て
ま
で
会
う
必
要
な
ど
無
い
の
で
あ
る
。
惟

光
が
そ
れ
以
上
押
さ
ず
に
引
き
上
げ
る
の
も
、
女
の
側
の
事
情
を
斟
酌
し
た
こ
と
も

あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
主
人
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、

女
の
側
で
、
相
手
を
源
氏
と
知
り
つ
つ
分
か
ら
ぬ
ふ
り
を
し
た
の
は
、
一
度
き
り
で

長
く
訪
れ
の
な
い
源
氏
に
対
し
て
の
皮
肉
を
込
め
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
れ

故
に
、さ
っ
さ
と
立
ち
去
っ
て
行
く
源
氏
へ
の
恨
め
し
い
思
い
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
更
級
日
記
』
の
「
荻
の
葉
」
の
場
面
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
季
節
は

違
い
、
ま
た
従
者
が
「
歌
」
を
詠
み
上
げ
た
か
、
相
手
の
愛
称
を
呼
ん
だ
か
と
い
う

点
で
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
場
面
を
参
考
に
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。『
源
氏
』
マ
ニ
ア
と
言
っ
て
も
よ
い
彼
女
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、も
し

か
し
た
ら
こ
の
場
面
を
思
い
浮
か
べ
て
書
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
面
の

男
は
、
以
前
に
、
あ
る
い
は
以
前
か
ら
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
従
者
を
使
っ
て

呼
び
か
け
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
更
級
日
記
作
者
が
、
女
の
返
事
が
な
い
こ

と
を
批
判
し
た
の
も
、そ
う
し
た
男
女
の
関
係
を
想
定
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
も
し
「
恋
の
始
ま
り
」
で
あ
る
と
解
し
た
な
ら
、
物
語
好
き
な
作
者
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
女
よ
り
も
男
の
態
度
を
無
神
経
だ
と
難
じ
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
が
既
に
交
際
の
あ
る
男
女
の
も
の
で
あ
り
、「
荻
の

葉
」
の
呼
称
が
女
の
歌
に
由
来
と
す
る
と
す
る
な
ら
、
女
が
そ
う
し
た
歌
を
詠
ん
だ

背
景
に
つ
い
て
も
、
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
実
川
恵
子
氏④
が
、
和
歌
に

お
け
る
「
荻
の
葉
」
が
、「
荻
の
葉
ず
れ
に
秋
を
知
る
と
い
う
類
型
的
表
現
に
、
恋
歌

的
情
趣
が
添
加
さ
れ
独
特
な
歌
境
が
詠
出
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
、「
荻
の
葉
」
は
恋
の
歌
の
素
材
と
し
て
も
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
初
秋
の
素
材
で
あ
る
「
荻
の
葉
」
は
、「
秋
の
訪
れ
」
を
知
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
恋
歌
と
し
て
読
む
場
合
に
は
、「
飽
き
の
初
め
」、
す
な
わ
ち
相
手
の
心

変
わ
り
の
初
め
に
絡
め
て
、

　
　

平
か
ね
き
が
、
や
う
や
う
離
れ
方
に
な
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る

秋
風
の
吹
く
に
つ
け
て
も
と
は
ぬ
か
な
荻
の
葉
な
ら
ば
音
は
し
て
ま
し

 

（
後
撰
・
恋
四
・
中
務
）

の
よ
う
に
、「
遠
の
い
て
い
く
男
へ
の
恨
み
を
、
荻
の
葉
を
我
身
に
な
ぞ
ら
え
て⑤
」
詠

む
こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
と
い
う
。『
更
級
日
記
』
の
こ
の
場
面
で
の
男
は
、呼
び
か
け
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さ
せ
て
答
え
が
な
い
と
見
る
や
、
さ
っ
さ
と
通
り
過
ぎ
て
行
く
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す

れ
ば
、
も
う
冷
め
か
け
て
い
た
か
、
も
と
も
と
大
し
た
愛
情
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
女
が
こ
れ
以
前
に
「
荻
の
葉
」
を
詠
ん
だ
歌
を
男
に
贈
っ
て
い
た
と

す
る
と
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
相
手
の
心
変
わ
り
を
察
知
し
て
の
も
の
だ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
で
作
者
の
詠
ん
だ
「
笛
の
音
の
た
だ
秋
風
と
…
」
の

歌
に
対
し
て
、
姉
が
「
げ
に
」
と
受
け
て
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
、「
前
者
は
荻
の

葉
（
女
性
）
の
つ
れ
な
さ
を
責
め
、
後
者
は
そ
れ
を
う
べ
な
い
な
が
ら
も
、
笛
の
音

（
男
性
）
の
す
げ
な
さ
を
訴
え
た
も
の
」（
小
学
館
新
全
集
頭
注
）、「
な
る
ほ
ど
と
作
者

の
歌
の
趣
向
に
感
心
し
た
姉
は
、
そ
れ
な
ら
私
は
と
、
趣
向
を
変
え
て
次
の
歌
を
詠

む
」（
新
潮
集
成
頭
注
）、「
敢
え
て
、
逆
の
立
場
に
身
を
描
き
、
反
論
し
た
ま
で
の
こ

と
で
あ
り
、
当
の
展
開
が
戯
れ
と
し
て
あ
る
実
相
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
」（
更

級
日
記
全
評
釈
）、「
同
じ
よ
う
に
言
っ
た
の
で
は
お
も
し
ろ
く
な
く
、
何
ら
か
の
点
で

違
う
こ
と
を
言
わ
ね
ば
唱
和
に
な
ら
な
い
…
そ
う
し
た
気
持
は
、
姉
が
『
げ
に
』
と

断
っ
た
う
え
で
、
妹
と
反
対
に
男
の
冷
淡
さ
に
転
じ
た
の
で
も
わ
か
る
」（
講
談
社
学

術
文
庫
）、「
そ
の
場
の
同
じ
出
来
事
を
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
感
性
の
同
一
性
」（
久
我

有
生
氏⑥
）
な
ど
の
指
摘
が
あ
り
、「
げ
に
」
は
、
妹
の
歌
の
、
女
性
を
責
め
る
内
容
ま

た
は
趣
向
に
賛
同
し
て
の
言
葉
、
あ
る
い
は
戯
れ
の
掛
け
合
い
の
象
徴
や
、
感
性
の

共
鳴
を
示
す
も
の
と
い
っ
た
、
様
々
な
受
け
取
り
方
が
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
作

者
の
歌
の
「
た
だ
秋
風
と
聞
こ
ゆ
る
」
を
受
け
て
の
「
げ
に
」
で
あ
る
、
と
い
う
解

釈
も
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、作
者
の
歌
に
お
け
る
「
秋
風
」
を
、

少
な
く
と
も
姉
は
「
飽
き
」
と
か
け
て
理
解
し
た
、
と
見
る
の
で
あ
る
。
作
者
の
歌

に
つ
い
て
は
、
通
常
、

笛
の
音
が
た
だ
も
う
秋
風
の
音
と
ば
か
り
聞
こ
え
る
の
に
、
秋
風
が
吹
く
と
葉

ず
れ
の
音
を
立
て
る
荻
の
葉
が
、ど
う
し
て
「
そ
よ
」
と
も
答
え
な
い
の
で
し
ょ

う
か 

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
九
〇
頁
脚
注
）

の
よ
う
に
、
単
な
る
季
節
を
表
す
「
秋
風
」
と
解
す
る⑦
の
で
あ
る
が
、
前
掲
の
『
後

撰
集
』
中
務
の
歌
を
参
考
に
す
れ
ば
、「
秋
」
と
「
飽
き
」
を
か
け
た
も
の
と
見
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
仮
に
そ
う
解
す
る
場
合
、
作
者
の
歌
は
、

（
立
ち
去
っ
て
行
く
）
笛
の
音
か
ら
は
、
男
の
側
で
は
た
だ
も
う
女
に
飽
き
が
来

て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
に
、ど
う
し
て
「
荻
の
葉
」（
女
）
は
、「
そ
よ
」
と

も
答
え
な
い
（
引
き
留
め
よ
う
と
し
な
い
）
の
で
し
ょ
う
か
。

と
い
っ
た
よ
う
な
内
容
に
な
る
だ
ろ
う
。
作
者
が
「
秋
」
に
「
飽
き
」
を
か
け
た
つ

も
り
か
ど
う
か
、
こ
の
歌
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
姉
の
方
は
、
妹

の
歌
に
つ
い
て
、「
秋
」
に
「
飽
き
」
を
響
か
せ
た
よ
う
に
受
け
取
っ
て
（
あ
る
い
は

敢
え
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
）、「
げ
に
（
本
当
に
、
笛
の
音
は
「
飽
き
」
風
の
よ
う
に
聞

こ
え
る
）」
と
い
う
同
意
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
女
に
飽
き
た
男
の
側
の
素
っ
気
な
さ

を
批
判
し
た
歌
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
笛
を
吹
き
つ
つ
過
ぎ
去
る
男
に
つ
い
て
、
浮
舟
に
求
婚
す
る
中
将
像
を
重
ね

合
わ
せ
る
見
方⑧
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
交
際
が
あ
っ
て
後
の

男
の
心
変
わ
り
を
想
定
し
て
み
る
と
、
浮
舟
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
た
し
か

に
こ
こ
は
物
語
的
な
場
面
で
は
あ
る
も
の
の
、「
恋
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」、
す
な
わ
ち
恋
の
不
成
立
と
い
う
場
面
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
見
方
を
変
え
て
、「
夜
に
現
れ
て
笛
を
吹
く
男
」
と
い
う
設
定
に
注
目
し
て

考
え
て
み
る
と
、
柏
木
由
夫
氏⑨
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
の
業
平
が
思

い
出
さ
れ
る
。
密
通
が
発
覚
し
て
蔵
に
幽
閉
さ
れ
た
高
子
の
許
を
、
業
平
が
訪
れ
る

も
の
の
応
答
は
無
く
、
会
え
ず
に
帰
る
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
六
十
五
段
の
次
の

場
面
で
あ
る
。

こ
の
男
、
人
の
国
よ
り
夜
ご
と
に
来
つ
つ
、
笛
を
い
と
お
も
し
ろ
く
吹
き
て
、

声
は
を
か
し
う
て
ぞ
、
あ
は
れ
に
う
た
ひ
け
る
。
か
か
れ
ば
、
こ
の
女
は
蔵
に

こ
も
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
ぞ
あ
な
る
と
は
聞
け
ど
、
あ
ひ
見
る
べ
き
に
も
あ
ら

で
な
む
あ
り
け
る
。

　
　

さ
り
と
も
思
ふ
ら
む
こ
そ
悲
し
け
れ
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
し
ら
ず
し
て
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と
思
ひ
を
り
。
男
は
、
女
し
あ
は
ね
ば
、
か
く
し
あ
り
き
つ
つ
、
人
の
国
に
歩

き
て
、
か
く
う
た
ふ
。

　
　

  
い
た
づ
ら
に
ゆ
き
て
は
来
ぬ
る
も
の
ゆ
ゑ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に
い
ざ
な
は
れ

つ
つ 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
伊
勢
物
語
』
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
）

我
が
身
の
破
滅
を
も
顧
み
ず
、
禁
断
の
恋
の
熱
情
に
身
を
任
せ
た
結
果
、
二
人
は

引
き
裂
か
れ
る
の
だ
が
、
業
平
は
そ
れ
で
も
会
い
た
さ
に
禁
を
破
っ
て
訪
れ
、
笛
を

吹
く
。
し
か
し
高
子
は
幽
閉
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
応
え
た
く
て
も
応
え
ら
れ

な
い
。
業
平
は
、
応
答
が
無
く
と
も
「
見
ま
く
ほ
し
さ
に
誘
は
れ
」
つ
つ
、
夜
ご
と

に
現
れ
て
は
笛
を
吹
き
、
唄
う
の
で
あ
っ
た
。

『
更
級
日
記
』
の
作
者
ら
が
、『
伊
勢
物
語
』
を
入
手
し
て
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、

日
記
の
記
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
夜
に
現
れ
て
女
に
声
を
か
け
、

応
答
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
笛
を
吹
く
男
に
、
業
平
を
重
ね
合
わ
せ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。
業
平
な
ら
ば
、
女
へ
の
思
い
故
に
、
応
答
が
無
く
て
も
そ
こ
に
し
ば
ら
く
佇

み
、
笛
を
吹
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
毎
夜
「
行
き
て
は
来
ぬ
る
」
こ
と
を
繰
り
返
す
は

ず
で
あ
る
が
、
こ
の
現
実
の
男
は
あ
ま
り
に
対
照
的
で
あ
っ
た
。
女
に
飽
き
が
来
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
こ
の
男
は
、
お
義
理
程
度
に
呼
び
か
け
さ
せ
（「
呼
び
わ
づ
ら
ひ
て
」

と
あ
る
の
で
、
数
度
は
声
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
）、
返
答
が
な
い
と
見
る
や
、
笛
を
吹

き
つ
つ
立
ち
去
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
女
は
、
高
子
の
よ
う
に
幽
閉
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
恐
ら
く
拗
ね
て
返
事
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
或
い
は

女
の
身
に
何
ら
か
の
異
変
が
起
こ
っ
て
、
返
事
の
で
き
な
い
事
情
が
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。
し
か
し
男
は
そ
う
し
た
事
情
を
斟
酌
す
る
様
子
も
な
く
去
っ
て
行
く
。
そ

も
そ
も
、
こ
の
男
が
「
荻
の
葉
」
に
会
い
た
く
て
訪
ね
て
き
た
の
か
も
疑
わ
し
い
。

交
際
の
あ
る
女
の
家
の
前
を
、
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
素
通
り

も
出
来
ず
に
声
を
か
け
さ
せ
た
か
、あ
る
い
は
「
荻
の
葉
」
の
歌
を
貰
っ
た
た
め
に
、

と
り
あ
え
ず
女
の
気
持
ち
を
な
だ
め
よ
う
と
し
て
訪
れ
た
だ
け
の
可
能
性
も
あ
ろ

う
。
業
平
と
は
正
反
対
に
、
毎
夜
来
る
ど
こ
ろ
か
恐
ら
く
は
当
分
、
い
や
二
度
と
来

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
好
き
の
姉
か
ら
す
れ
ば
、
笛
を
吹
き
つ
つ
通
り
過
ぎ
る

男
の
態
度
は
、
業
平
と
は
あ
ま
り
に
も
対
照
的
で
、
愛
情
の
無
い
、
情
け
な
い
も
の

と
思
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
う
し
た
思
い
を
表
わ
し
た
の
が
、後
の
姉
の
歌
だ
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

二　

姉
の
思
い

こ
の
「
荻
の
葉
」
の
段
の
み
を
取
り
出
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
『
伊
勢
物

語
』
の
影
を
想
定
し
て
読
む
の
は
、
あ
る
い
は
深
読
み
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
拙
稿
で
述
べ
た⑩
よ
う
に
、
転
生
し
た
猫
の
段
か
ら
こ
の
直
前
に
至
る
ま
で

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
根
底
に
は
、
相
手
に
対
す
る
、
或
い
は
相
手
か
ら
の
、
思
い
の
深

さ
故
の
転
生
譚
が
横
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
物
語
の
登
場
人
物

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
心
深
さ
」
を
強
く
希
求
す
る
姉
の
思
い
が
窺
え
る
よ
う
に
思

う
。
こ
こ
で
、
改
め
て
転
生
し
た
猫
の
段
以
後
の
流
れ
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

作
者
が
大
納
言
の
姫
君
を
追
慕
し
て
い
た
頃
、
姉
と
物
語
を
読
ん
で
起
き
て
い
た

と
こ
ろ
へ
突
如
現
れ
た
の
が
こ
の
猫
で
あ
っ
た
。
こ
の
猫
に
は
、
伊
井
春
樹
氏⑪
が
指

摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
女
三
宮
の
猫
と
の
重
ね
合
わ
せ
が
あ
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
の
猫
は
、柏
木
が
女
三
宮
に
対
し
て
制
御
の
効
か
ぬ
恋
情
を
抱
く
発
端

と
も
な
り
、
女
三
宮
の
形
代
と
し
て
柏
木
に
愛
さ
れ
、
さ
ら
に
は
懐
妊
の
予
兆
と
し

て
の
夢
に
も
現
れ
た
。
物
語
読
者
に
と
っ
て
、
柏
木
の
女
三
宮
へ
の
強
い
思
い
を
象

徴
す
る
存
在
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
更
級
日
記
』
に
お
い
て
は
、猫
の
出
現

の
後
、
姉
は
、
猫
が
大
納
言
の
女
の
転
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
夢
を
見
て
い
る
が
、

こ
の
夢
の
背
景
に
は
、
源
氏
物
語
を
読
ん
だ
読
者
と
し
て
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
、

猫
へ
の
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思

う
。
そ
う
し
て
猫
は
、
こ
の
姉
の
見
た
夢
に
よ
っ
て
、
妹
の
大
納
言
の
女
へ
の
強
い

思
い
を
も
引
き
受
け
た
存
在
と
な
っ
た
。
こ
の
頃
、
姉
は
「
わ
づ
ら
」
っ
て
い
た
と
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あ
る
。
言
わ
れ
る
よ
う
に⑫
、
懐
妊
を
表
わ
す
も
の
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
が
、
女
三

宮
は
、愛
ゆ
え
に
身
を
滅
ぼ
す
ほ
ど
の
、柏
木
の
強
い
愛
情
を
受
け
て
の
懐
妊
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、姉
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
姉
の
夫
に
つ
い
て
の
記
述
は
、

『
更
級
日
記
』
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
姉
が
子
を
産
ん
だ
折
の
喜
び
も
描
か
れ
ず
、

亡
く
な
っ
た
後
の
挽
歌
群
に
も
、
夫
の
歌
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
稲
賀
敬
二
氏
に

よ
り
指
摘
さ
れ
た⑬
通
り
で
あ
り
、
夫
婦
円
満
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は

推
測
で
き
よ
う
。
女
三
宮
と
は
対
照
的
に
、
お
そ
ら
く
は
愛
が
薄
い
夫
と
の
間
の
子

を
身
籠
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
姉
は
、
こ
の
猫
を
ど
う
い
う
思
い
で
見
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

そ
の
後
、
転
生
し
た
猫
の
存
在
に
触
発
さ
れ
た
の
か
、
七
夕
の
折
に
『
長
恨
歌
』

の
物
語
を
人
に
頼
ん
で
入
手
し
よ
う
と
す
る
記
事
が
続
く
。
そ
の
物
語
が
、
転
生
譚

を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た⑭
が
、
転
生
譚
の

有
無
に
拘
ら
ず
、
愛
ゆ
え
に
身
を
滅
ぼ
し
た
楊
貴
妃
と
玄
宗
の
物
語
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
玄
宗
は
、
楊
貴
妃
の
死
後
に
至
っ
て
も
そ
の
面
影
を
忘
れ
得
ず
、
追

慕
し
続
け
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
長
恨
歌
』
の
物
語
を
求
め
る
話
に
続
く
場
面
が
、「
荻
の
葉
」
の
段
の
前
半

に
あ
た
る
「
た
だ
今
ゆ
く
へ
な
く
飛
び
う
せ
な
ば
…
」
と
い
う
姉
の
発
言
を
中
心
と

す
る
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
帝
と
の
婚
姻
お
よ
び
転
生
譚
を
含
む
竹
取
物
語
の

影
が
見
え
る
こ
と
は
指
摘
し
た⑮
通
り
で
あ
り
、
そ
う
し
た
竹
取
物
語
に
登
場
す
る
帝

は
、
か
ぐ
や
姫
を
失
っ
て
後
、
形
見
を
も
燃
や
す
程
の
強
い
思
い
を
抱
き
続
け
る
の

で
あ
っ
た
。
自
ら
も
（
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
に
）
い
ず
こ
と
も
な
く
飛
び
失
せ
た
な
ら
、

ど
う
思
う
か
し
ら
ー
と
い
う
こ
の
発
言
は
、
た
だ
の
思
い
つ
き
や
い
た
ず
ら
心
、
あ

る
い
は
物
語
好
き
な
女
の
幻
想
、
と
い
う
よ
り
は
、
も
う
少
し
深
刻
な
も
の
を
読
み

取
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、「
ゆ
く
へ
な
く
飛
び
う

せ
な
ば
」
の
方
に
注
目
が
集
ま
り
が
ち
で
あ
っ
た
が
、む
し
ろ
「
い
か
が
思
ふ
べ
き
」

に
姉
の
思
い
が
表
出
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。自
身
が
い
な
く
な
っ
た
ら
、

あ
の
竹
取
物
語
の
帝
の
よ
う
に
、
深
く
追
慕
し
て
く
れ
る
人
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
姉
の
不
安
で
あ
る
。
仲
の
良
い
妹
は
悲
し
み
、
慕
い
続
け
る
こ
と
は
分
か
っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
一
見
、
目
の
前
に
い
る
妹
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
の
よ
う

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
奥
底
に
は
、
自
身
が
い
な
く
な
っ
た
ら
、
か
ぐ
や
姫
を
追
慕

す
る
帝
の
よ
う
に
、
夫
は
追
慕
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る

ま
い
と
い
う
、
姉
の
絶
望
あ
る
い
は
諦
め
に
も
近
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う

に
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
に
対
し
て
、
作
者
が
「
な
ま
お
そ
ろ
し
」
と
思
っ
た

と
い
う
の
も
、
そ
れ
だ
け
姉
の
口
調
が
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

柏
木
も
、
玄
宗
皇
帝
も
、
竹
取
の
帝
も
、
或
い
は
命
を
か
け
、
或
い
は
地
位
を
も

失
う
ほ
ど
に
一
人
の
女
を
強
く
愛
し
た
。
そ
の
続
き
で
見
る
と
、
こ
の
「
荻
の
葉
」

の
後
半
に
見
え
る
笛
を
吹
く
男
の
イ
メ
ー
ジ
の
根
底
に
は
、「
逢
ふ
に
し
か
へ
ば
」

（『
伊
勢
物
語
』
六
十
五
段
前
半
）
と
、「
身
も
い
た
づ
ら
に
」（
同
）
な
ろ
う
と
す
る
身
の

行
く
末
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
な
お
高
子
へ
の
思
い
を
捨
て
き
れ
ず
禁
を
犯
す
業
平

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
意
識
さ
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、

こ
の
男
の
笛
の
音
は
、
業
平
と
は
正
反
対
に
機
能
し
て
い
た
。
女
か
ら
の
返
答
を
得

ら
れ
な
か
っ
た
照
れ
隠
し
か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
既
に
興
味
の
薄
れ
た
女
か
ら
返
答

が
無
か
っ
た
こ
と
を
幸
い
と
す
る
気
楽
さ
か
ら
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
、
物
語
と
は
ま
さ
に
対
照
的
な
現
実
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
姉
に
は
、
夫
と
こ
の
男
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
直
前
に
「
ゆ
く
へ
な
く
飛
び
う
せ
な
ば
、
い
か
が
思
ふ
べ
き
」

と
尋
ね
て
い
た
姉
に
と
っ
て
は
、
返
答
の
無
い
女
の
身
を
案
じ
る
ど
こ
ろ
か
、
早
々

に
立
ち
去
っ
て
行
く
こ
の
男
の
行
動
こ
そ
が
、
自
身
の
問
い
に
対
す
る
現
実
的
な
答

え
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
姉
の
「
ゆ
く
へ
な
く
…
」
発
言
と
、
笛
を
吹
く
冷
淡
な

男
の
記
事
は
、
別
個
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
く
、
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
見

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
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三　

猫
の
死
、
そ
し
て
姉
の
死

「
荻
の
葉
」
の
段
に
は
、猫
の
焼
死
の
記
事
が
続
く
。
底
本
傍
注
に
よ
れ
ば
該
当
す

る
火
事
の
記
録
は
見
ら
れ
な
い
由
で
あ
り
、こ
の
火
事
が
事
実
で
あ
っ
た
の
か
否
か
、

確
か
め
る
術
は
な
い
が
、
猫
の
死
は
、
猫
が
か
つ
て
夢
の
中
で
「
た
だ
し
ば
し
こ
こ

に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
作
者
ら
の
許
に
滞
在
す
べ
き
「
し
ば

し
」
の
期
間
が
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
転
生
譚
を
含
む

竹
取
物
語
の
か
ぐ
や
姫
は
、
こ
の
世
で
の
縁
が
尽
き
た
こ
と
を
宣
言
す
る
な
ど
し
て

姿
を
消
し
、
残
さ
れ
た
形
見
は
、
帝
の
思
い
に
よ
り
火
が
つ
い
て
燃
え
尽
き
て
し
ま

う
の
で
あ
る
が
、
猫
が
焼
死
し
た
と
い
う
記
事
は
、
こ
う
し
た
結
末
を
も
思
い
起
こ

さ
せ
る
。
こ
の
焼
死
に
よ
り
、
猫
を
中
心
と
す
る
転
生
の
物
語
は
終
わ
り
を
告
げ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
姉
は
子
を
産
ん
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
姉
が
憧
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
、
深
い
愛
情
の
象
徴
で
あ
っ
た
猫
の
後
を
追
う
よ
う
に
、
自
ら
も
命
を
落

と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

続
く
記
事
で
は
、
姉
の
死
後
に
な
っ
て
、
姉
が
生
前
に
探
し
て
い
た
折
に
入
手
が

叶
わ
な
か
っ
た
と
い
う
『
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
宮
』
の
物
語
が
、
皮
肉
に
も
届
け
ら
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
既
に
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
が
、『
風
葉
和

歌
集
』
に
二
首
を
残
す
と
と
も
に
、『
狭
衣
物
語
』
の
一
部
伝
本
の
跋
文
に
、
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
た
ゞ
、
男
の
心
は
薫
大
将
、
か
ば
ね
尋
ぬ
る
三
宮
ば
か
り
こ
そ
、
あ
は
れ
に
め

や
す
き
御
心
な
め
れ
」
と
、
か
ら
う
じ
て
、
思
ふ（

う
）給

へ
つ
れ
ど
、「
男
も
女
も
、

心
深
き
こ
と
は
、
こ
の
物
語
に
侍
る
」
と
ぞ
、
本
に
。

 

（
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
狭
衣
物
語
』
四
六
七
頁
）

『
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
宮
』
は
、
そ
の
題
名
か
ら
知
ら
れ
る
如
く
、
亡
く
な
っ
た
と
信
じ

る
恋
人
の
屍
を
探
す
宮
の
物
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑯
。
こ
の
跋
文
で
は
、
薫

や
か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
の
主
人
公
が
、「
あ
は
れ
に
め
や
す
き
」
御
心
だ
と
思
っ
て
い
た

が
、『
狭
衣
物
語
』
の
登
場
人
物
は
そ
れ
に
も
ま
さ
っ
て
「
心
深
（
愛
情
が
深
い
）」
い

の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
薫
と
か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
の
奈
辺
が
「
あ
は
れ

に
め
や
す
」
い
の
か
、
具
体
的
に
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、『
無
名
草
子
』
の
記
述

な
ど
が
参
考
に
な
ろ
う
か
。『
無
名
草
子
』
で
は
、
薫
の
こ
と
を
、
物
語
に
も
現
実
に

も
こ
れ
ほ
ど
の
人
は
い
な
い
と
最
上
級
の
評
価
を
し
て
お
り
、
亡
き
大
君
を
追
悼
す

る
薫
の
様
子
を
絶
賛
す
る⑰
。
薫
の
女
性
に
対
す
る
誠
実
さ
、
心
深
さ
を
評
価
し
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
、
当
時
の
読
者
は
そ
う
し
た
薫
を
男
性
の
理
想
像
と
し
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。
か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
に
つ
い
て
も
、
復
元
さ
れ
た
内
容
か
ら
す
れ
ば
、

や
は
り
亡
き
恋
人
へ
の
心
深
さ
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
更
級
日
記
』の
作

者
の
姉
が
こ
の
物
語
を
読
み
た
が
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

姉
の
思
い
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
で
あ
る
と
言
え
る
。

う
づ
も
れ
ぬ
か
ば
ね
を
何
に
た
づ
ね
け
む
苔
の
下
に
は
身
こ
そ
な
り
け
れ

と
い
う
、
当
該
物
語
入
手
直
後
に
作
者
の
詠
ん
だ
歌
の
内
容
に
も
、
こ
こ
で
注
目
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。「
何
に
〜
け
む
」と
い
う
表
現
を
と
る
場
合
の
用
例
を
調
べ

て
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
た
だ
「
ど
う
し
て
〜
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

「
何
だ
っ
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
、し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
い
っ
た
後

悔
、
あ
る
い
は
他
者
の
妥
当
性
を
欠
く
行
動
や
思
考
を
不
審
と
し
た
り
責
め
た
り
す

る
意
味
で
用
い
ら
れ
る⑱
。
こ
こ
で
は
、物
語
の
中
に
お
け
る
主
人
公
が
、本
当
は
「
う

づ
も
れ
」
て
い
な
か
っ
た
恋
人
の
屍
を
探
し
た
こ
と
に
対
す
る
、「
何
に
〜
け
む
」
で

あ
ろ
う
こ
と
は
既
に
拙
稿⑲
で
述
べ
た
が
、
こ
れ
が
姉
に
も
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
ど
う
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て

は
、『
か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
』
と
い
う
物
語
の
不
吉
さ
に
注
目⑳
し
て
「
何
だ
っ
て
そ
の
よ

う
な
物
語
を
入
手
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
作
者
の
言
と
す
る
見
方
も
あ

る
が
、
そ
れ
で
は
、
以
前
に
「
ゆ
ゆ
し
」
と
さ
れ
る
『
長
恨
歌
』
の
物
語
を
強
く
望

ん
で
入
手
し
た
は
ず
の
、
作
者
自
身
の
行
動
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ



九
二

610

る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、「
姉
は
何
だ
っ
て
『
恋
人
の
屍
を
探
す
』
と
い
う
（
心
深
い

主
人
公
の
）
物
語
を
欲
し
が
っ
た
り
し
た
の
だ
ろ
う
、自
身
は
そ
れ
を
得
ら
れ
な
い
ま

ま
墓
の
下
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
」
と
い
う
、
物
語
に
描
か
れ
る
よ
う
な
深
い
愛

を
求
め
つ
つ
手
に
入
ら
ぬ
ま
ま
亡
く
な
っ
た
姉
に
対
す
る
や
る
せ
な
い
思
い
を
詠
ん

だ
歌
だ
っ
た
と
い
う
解
釈
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

姉
の
死
を
め
ぐ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
は
八
首
に
及
ぶ
が
、
こ
れ
は
「
ゆ
く
へ
な
く
飛

び
う
せ
な
ば
、
い
か
が
思
ふ
べ
き
」
と
い
う
姉
の
問
い
に
対
す
る
実
質
的
な
答
え
が

示
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
八
首
の
歌
は
、
姉
の
死
を
悼
む
家
族
の
思

い
で
も
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
を
こ
こ
に
書
き
記
し
た
作
者
の
、
姉
に
対
す
る
強
い
思

い
の
表
出
で
も
あ
る
。
一
方
で
そ
こ
に
姉
の
夫
の
歌
が
無
い
こ
と
は
前
述
し
た
通
り

で
あ
り
、
姉
の
死
の
直
後
に
子
ら
と
と
も
に
休
む
作
者
の
記
述
な
ど
も
併
せ
れ
ば
、

姉
の
夫
の
愛
情
は
や
は
り
薄
か
っ
た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
姉
の
思
い
を
深
く
理

解
す
る
作
者
が
、
そ
の
寂
し
さ
を
埋
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
あ
え
て
こ
こ
に

多
く
の
挽
歌
を
記
録
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
挽
歌
群
に
は
、
姉

の
「
形
見
」「
跡
」
と
い
っ
た
、
故
人
を
偲
ぶ
常
套
句
だ
け
で
な
く
、
そ
の
墓
を
「
た

づ
ね
」
る
と
い
っ
た
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
や
、『
か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
』
を
よ

こ
し
た
人
か
ら
の
歌
も
含
ま
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
該
物
語
と
の
関
連
を
想
定
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
姉
の
こ
の
物
語
に
対
す
る
思
い
の
強
さ
を
周

囲
が
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
材
料
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
物
語

中
で
恋
人
の
屍
を
探
す
宮
は
、
そ
の
墓
を
も
探
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
姉
が
亡
く
な
っ

た
今
、
そ
の
墓
を
尋
ね
る
の
は
恋
人
や
夫
で
は
な
く
、
継
母
・
兄
弟
や
乳
母
と
い
っ

た
人
々
で
は
あ
る
が
、
せ
め
て
そ
の
物
語
に
擬
え
る
歌
を
詠
む
こ
と
で
、
亡
き
姉
君

を
慰
め
た
い
、
と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

  

転
生
し
た
猫
の
出
現
か
ら
姉
の
死
を
め
ぐ
る
段
ま
で
の
構

成
意
識
―
お
わ
り
に

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
転
生
し
た
猫
と
そ
の
周
辺
に
配
さ
れ
た
記
事
は
、
特
に

緊
密
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
捉
え
方
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本

稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
猫
の
出
現
か
ら
死
、
そ
し
て
さ
ら
に
姉
の
死
を
め
ぐ
る
記
述

ま
で
は
、
次
の
よ
う
な
関
連
性
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

転
生
し
た
猫
（
作
者
が
大
納
言
の
姫
君
を
慕
う
深
い
思
い
の
結
果
と
し
て
の
転
生
、
ま

た
柏
木
の
女
三
宮
へ
の
思
い
の
象
徴
）
の
登
場
↓
『
長
恨
歌
』
の
物
語
を
求
め
る
条

（「
深
い
思
い
に
引
か
れ
て
の
転
生
」
で
の
つ
な
が
り
か
）
↓
「
ゆ
く
へ
な
く
…
」
と

い
う
姉
の
発
言
（
強
い
思
い
に
引
か
れ
て
転
生
し
た
か
ぐ
や
姫
と
の
関
連
、自
身
へ
の

心
深
さ
を
求
め
る
姉
の
思
い
）
↓
「
荻
の
葉
」
の
段
（
心
深
さ
と
は
正
反
対
の
、愛
情

の
薄
い
男
の
登
場
。
そ
う
し
た
男
を
批
判
す
る
姉
）
↓
猫
の
焼
死
（
心
深
さ
の
象
徴
で

あ
っ
た
存
在
の
消
滅
）
↓
姉
の
死
↓
『
か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
』
の
条
（
心
深
い
主
人
公

を
描
い
た
、生
前
姉
が
求
め
て
い
た
物
語
）
↓
『
か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
』
に
擬
え
た
歌

を
含
む
、
姉
を
追
悼
す
る
挽
歌
群

『
更
級
日
記
』
に
お
い
て
、
姉
に
関
す
る
記
述
は
、
ほ
ぼ
こ
の
猫
の
段
以
降
に
集
中㉑
し

て
お
り
、猫
と
姉
の
思
い
出
と
は
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

猫
は
、
た
し
か
に
作
者
の
大
納
言
の
姫
君
へ
の
思
い
か
ら
転
生
し
た
も
の
と
さ
れ
て

は
い
る
が
、
そ
の
夢
を
見
た
の
は
姉
で
あ
り
、
作
者
は
そ
の
言
を
信
じ
た
に
過
ぎ
な

い
。
従
っ
て
転
生
へ
の
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
は
姉
の
方
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
転
生
へ
の
関
心
が
何
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
か
も
、
こ
こ
に
挙
げ
た
一

連
の
流
れ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
姉
に
と
っ
て
の
「
転
生
」
は
単
な
る
ロ

マ
ン
で
は
な
く
、
愛
の
深
さ
、
す
な
わ
ち
心
深
さ
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
う
し
た
愛
情

こ
そ
、
作
者
の
姉
が
希
求
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
こ
の
猫
は
実
在
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
な
り
の
広
さ
の
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邸
に
住
ん
で
い
た
筈
の
作
者
ら
の
耳
に
、
隣
家
の
「
荻
の
葉
」
と
い
う
声
は
本
当
に

聞
こ
え
た
の
か
、
猫
が
焼
死
し
た
と
い
う
火
事
は
事
実
で
あ
っ
た
の
か
―
。
そ
れ
ら

に
つ
い
て
確
か
め
る
術
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
事
実
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
一
部
創
作

で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
作
者
が
姉
に
つ
い
て
一
番
記
し
て
お
き
た
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
仲
の
良
か
っ
た
姉
と
の
思
い

出
は
様
々
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
中
か
ら
作
者
が
選
び
取
っ
た
の
は
、
姉
が

心
の
奥
底
に
抱
え
る
哀
し
み
、
愛
を
求
め
る
強
い
思
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
は
、
転

生
し
た
猫
・
長
恨
歌
の
物
語
・
竹
取
的
世
界
・
業
平
を
思
わ
せ
る
笛
と
い
う
、
物
語

的
要
素
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
一
見
物
語
好
き
な
姉
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
感
傷
や
幻
想

を
描
く
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
物
語
世
界
を
反
転
さ
せ
た
よ
う
な
現
実
も
同
時
に
描

い
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
続
く
転
生
し
た
猫
の
死
は
、
あ
た
か
も
物
語
世
界
に
描
か

れ
る
「
心
深
さ
」
が
夢
幻
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の

後
姉
は
亡
く
な
る
。
こ
の
猫
の
出
現
か
ら
姉
の
死
に
至
る
ま
で
の
記
述
は
、
物
語
を

好
み
、
そ
の
世
界
に
理
想
の
愛
を
見
い
だ
し
な
が
ら
、
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し

ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
姉
の
思
い
を
、
ま
さ
に
表
象
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

注①　
小
谷
野
純
一
氏
は
転
生
し
た
猫
の
出
現
の
条
に
つ
い
て
、「
執
筆
主
体
が
、
一
つ
の

譚
と
し
て
の
形
象
を
目
論
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
、荻
の
葉
の
段
の
歌
の
や
り
と

り
に
つ
い
て
、「
そ
こ
に
は
、彼
女
の
物
語
憧
憬
が
介
在
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
（『
更

級
日
記
全
評
釈
』
一
九
九
六
年
、
風
間
書
房
刊
）。
ま
た
、
関
根
慶
子
氏
は
猫
の
段
と

「
行
方
な
く
…
」
の
条
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
作
者
の
少
女
ら
し
い
感
傷
と
姉
と
の

浪
漫
的
心
情
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
美
し
い
猫
物
語
の
短
章
と
な
っ
て
い
る
」、

「
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
あ
る
姉
と
妹
の
当
時
の
生
活
断
片
を
見
せ
て
く
れ
る
一
条
で
あ

る
。
そ
し
て
猫
の
段
と
共
通
す
る
、姉
の
幻
想
的
な
性
向
が
う
か
が
え
る
」
と
さ
れ
る

（
講
談
社
学
術
文
庫
『
更
級
日
記
（
上
）
全
訳
注
』）。
ま
た
、新
潮
日
本
古
典
集
成
『
更

級
日
記
』（
秋
山
虔
氏
）
で
は
、「
行
方
な
く
…
」
〜
荻
の
葉
の
条
に
つ
い
て
、「
姉
の

念
頭
に
『
か
ぐ
や
姫
』
が
想
起
さ
れ
て
い
た
も
の
か
。
作
者
同
様
物
語
好
き
の
空
想
家

で
あ
り
、
や
が
て
夭
折
し
た
姉
と
一
緒
に
過
し
た
ひ
と
と
き
の
思
い
出
が
、
い
た
わ
し

く
懐
か
し
く
回
想
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。

②　

拙
稿
「『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
―
か
ぐ
や
姫
と
楊
貴
妃
と
」（『
源
氏
以
後
の
物
語
を

考
え
る
ー
継
承
の
構
図
』
二
〇
一
二
年
、
武
蔵
野
書
院
刊
）
三
一
〜
三
五
頁
。

③　

堀
内
秀
晃
氏
は
『
更
級
日
記
』
校
注
古
典
叢
書
（
一
九
七
七
年
、明
治
書
院
刊
）
の

注
に
お
い
て
、「
二
人
の
間
で
通
用
す
る
呼
び
名
。
女
の
歌
に
で
も
ち
な
む
か
」
と
さ

れ
る
。「
荻
の
葉
」
の
呼
称
に
つ
い
て
、
諸
説
で
は
「
女
の
呼
び
名
」（
新
潮
集
成
・
新

大
系
）「
女
の
別
名
」（
学
術
文
庫
）「
本
来
の
名
と
い
う
よ
り
、
何
か
の
ゆ
か
り
で
つ

け
ら
れ
た
呼
び
名
で
あ
ろ
う
」（
全
集
）
と
す
る
他
、「
あ
る
女
の
隠
し
名
か
ま
た
は
歌

の
詞
を
い
ひ
か
け
た
る
に
か
」（
関
根
正
直
氏
『
改
訂
更
級
日
記
略
解
』
一
九
〇
〇
年
、

明
治
書
院
刊
）、「
歌
を
踏
ま
え
て
の
謎
か
け
」（
柿
本
奨
氏
「
解
釈
断
章
―
古
今
集
・

更
級
日
記
―
」、『
学
大
国
文
』
一
三
号
、
一
九
七
〇
年
）
の
よ
う
に
、
和
歌
に
関
連
付

け
る
見
方
も
示
さ
れ
て
い
る
。

④　

実
川
恵
子
氏
「『
更
級
日
記
』
荻
の
葉
小
考
」（
文
教
女
子
短
期
大
学
『
文
芸
論
叢
』

三
〇
号
、
一
九
九
四
年
四
月
）

⑤　

注
④
論
文
五
〇
頁
。

⑥　

久
我
有
生
氏
「『
更
級
日
記
』「
猫
へ
の
転
生
」
段
の
位
置
づ
け
」（『
解
釈
』
五
八
巻

三
・
四
月
号
、
二
〇
一
二
年
四
月
）

⑦　

秋
風
に
、
雅
楽
の
「
秋
風
楽
」
を
か
け
る
と
の
見
方
（
新
全
集
・
学
術
文
庫
な
ど
）

も
あ
る
。

⑧　

和
田
律
子
氏
は
「『
更
級
日
記
』
論
に
む
け
て
―
「
荻
の
葉
」
の
段
か
ら
考
え
る
―
」

（『
更
級
日
記
の
新
研
究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
』
所
収
、
二
〇
〇
四
年
、
新
典
社

刊
。
後
に
『
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
と
更
級
日
記
』
所
収
、
二
〇
〇
八
年
、
新
典
社

刊
）
に
お
い
て
、
恋
の
場
面
で
笛
を
吹
く
・
恋
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
、と
い
う
「
恋
の
場
面
の
主
人
公
と
し
て
は
例
外
的
」
な
人
物
造
型
の
共
通
性
が
あ

る
一
方
で
、
中
将
の
よ
う
な
戯
画
性
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
場
面
で
の

男
を
「
薫
像
を
重
ね
た
中
将
像
」
を
抽
出
し
て
造
型
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
。

⑨　

柏
木
由
夫
氏
は
「
更
級
日
記
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」（『
昭
和
学
院
短
期
大
学
紀
要
』

一
七
号
、
一
九
八
一
年
三
月
）
に
お
い
て
、「
男
が
女
の
許
に
通
っ
て
来
て
笛
を
吹
く
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と
い
う
状
況
設
定
は
い
か
に
も
物
語
的
な
も
の
で
あ
り
、例
え
ば
伊
勢
物
語
六
十
五
段

の
後
半
で
…
と
い
う
話
な
ど
が
、
た
だ
ち
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。

⑩　

注
②
論
文
参
照
。

⑪　

伊
井
春
樹
氏
は
『
物
語
の
展
開
と
和
歌
資
料
』（
二
〇
〇
三
年
、
風
間
書
房
刊
）
第

二
章
第
八
節
「『
更
級
日
記
』
の
方
法
―
孝
標
女
の
姉
―
」
に
お
い
て
、
姉
の
見
た
猫

の
夢
は
、「
柏
木
の
女
三
宮
と
の
契
り
に
よ
る
、
夢
を
背
景
に
し
て
」
い
る
も
の
と
さ

れ
る
。
ま
た
、
河
添
房
江
氏
も
、『
更
級
日
記
』
の
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
（
女
三
宮
の

猫
の
）
間
接
的
な
影
響
下
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
（『
光
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ
ン
ド

品
』、
二
〇
〇
八
年
、
角
川
学
芸
出
版
刊
）。

⑫　

玉
井
幸
助
氏
『
更
級
日
記
新
註
』（
一
九
二
六
年
、育
英
書
院
）
を
は
じ
め
と
し
て
、

こ
れ
を
懐
妊
と
解
す
る
注
釈
は
多
い
が
、
小
谷
野
純
一
氏
は
、「
時
間
的
に
成
立
し
難

い
で
あ
ろ
う
」（
注
①
書
二
九
三
頁
）
と
さ
れ
る
。
一
方
、
伊
井
春
樹
氏
は
注
⑪
論
に

お
い
て
、
第
一
子
妊
娠
で
あ
ろ
う
と
の
推
定
を
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
更
級
日
記
』

中
で
、
猫
の
出
現
は
治
安
二
年
、
火
事
は
翌
治
安
三
年
四
月
で
あ
り
、
そ
の
後
、
転
居

し
た
先
で
「
向
ひ
な
る
家
に
梅
紅
梅
な
ど
咲
き
乱
れ
て
」
と
あ
る
記
事
が
春
の
描
写
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
記
事
以
後
を
治
安
四
年
と
判
断
し
、「
そ
の
年
五
月
」
の
姉
の

死
亡
も
同
年
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
転
居
先
で
の
そ
う
し
た
描
写
に
は
、「
か

へ
る
年
」
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
火
事
に
起
因
す
る
転
居
後
、
折

に
ふ
れ
て
感
じ
た
こ
と
を
、後
か
ら
振
り
返
っ
て
火
事
の
記
事
の
続
き
に
述
べ
た
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
解
釈
し
た
場
合
に
は
、姉
が
死

亡
し
た
「
そ
の
年
の
五
月
」
と
い
う
の
は
、
火
事
の
起
き
た
同
年
、
す
な
わ
ち
治
安
三

年
五
月
と
判
断
さ
れ
る
。
姉
の
出
産
・
死
亡
が
治
安
三
年
だ
と
す
る
と
、
夢
を
見
た
折

の
姉
の
病
気
は
第
二
子
懐
妊
を
指
す
と
の
見
方
も
出
来
よ
う
。
す
な
わ
ち
、第
二
子
懐

妊
時
期
は
（
姉
の
死
を
治
安
三
年
と
す
る
と
）
治
安
二
年
秋
ご
ろ
と
な
る
が
、こ
の
猫

の
夢
は
猫
を
飼
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、具
体
的
な
時
期
に
つ
い
て

の
言
及
は
な
い
こ
と
か
ら
、第
二
子
の
悪
阻
に
苦
し
ん
だ
で
あ
ろ
う
時
期
（
治
安
二
年

初
冬
ご
ろ
か
）
に
見
た
夢
で
あ
る
と
し
て
も
、矛
盾
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
記
事

に
続
く
の
は
七
夕
の
記
事
で
あ
る
た
め
、
時
期
が
前
後
す
る
が
、
猫
の
夢
は
、
猫
に
関

す
る
記
事
と
し
て
前
に
ま
と
め
た
の
だ
と
も
考
え
得
る
。
な
お
、柏
木
の
見
た
猫
の
夢

自
体
に
つ
い
て
は
、
猫
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
授
受
」
と
い
う
行
為
が
懐
妊
を

表
す
夢
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
見
方
も
示
さ
れ
て
お
り
、（
藤
井
由
紀
子

氏
「
柏
木
の
猫
の
夢
」、『
国
語
国
文
』
七
七
巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）
そ
れ
に
従

う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
源
氏
読
者
の
側
の
問
題
と
し
て
見
た
場
合
、

夢
に
登
場
す
る
猫
が
、女
三
宮
の
懐
妊
の
イ
メ
ー
ジ
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

⑬　

稲
賀
敬
二
氏
は
、「
孝
標
女
の
初
恋
の
人
は
「
雫
に
濁
る
人
」
か
」（『
国
語
と
国
文

学
』
四
五
巻
一
二
号
、
一
九
六
八
年
一
二
月
）
に
お
い
て
、
一
連
の
挽
歌
群
に
夫
の
歌

が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、「
亡
姉
の
夫
と
の
交
渉
を
で
き
る
だ
け
日
記
中
に
隠
蔽
し
よ

う
と
す
る
微
妙
な
心
理
が
働
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」と
さ
れ
る
。
作

者
と
姉
の
夫
と
の
交
渉
の
有
無
は
と
も
か
く
、姉
の
夫
の
歌
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、姉
と
そ
の
夫
と
の
疎
遠
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
夫
が
こ
の
姉
の

死
に
際
し
て
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、既
に
離
縁
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
状
態

で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
仮
に
詠
ん
だ
に
も
関
わ
ら
ず
、
作
者
が
書
き
と

め
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
、そ
こ
に
作
者
の
何
ら
か
の
作
為
が
働
い
て
い
る
と
見
て
良

さ
そ
う
で
あ
る
。
生
前
、
夫
の
姉
に
対
す
る
冷
淡
さ
を
見
知
っ
て
い
て
、
夫
の
歌
を
日

記
に
乗
せ
る
こ
と
が
姉
の
供
養
に
な
ら
ぬ
と
判
断
し
た
か
、
作
者
自
身
、
そ
う
し
た
姉

の
夫
に
対
し
て
反
発
を
覚
え
て
い
た
等
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

⑭　

注
②
論
文
。

⑮　

同
右
。

⑯　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『『
夜
の
寝
覚
』
の
構
造
と
方
法
【
平
安
後
期
か
ら
中
世

へ
の
展
開
】』（
二
〇
一
一
年
、
笠
間
書
院
刊
）
第
十
二
章
「「
う
づ
も
れ
ぬ
か
ば
ね
」

の
物
語
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑰　
『
無
名
草
子
』
で
は
、「
薫
大
将
、
は
じ
め
よ
り
終
は
り
ま
で
、
さ
ら
で
も
と
思
ふ
ふ

し
一
つ
見
え
ず
、
返
す
返
す
め
で
た
き
人
な
ん
め
り
。
…
す
べ
て
、
物
語
の
中
に
も
、

ま
し
て
現
の
人
の
中
に
も
、
昔
も
今
も
、
か
ば
か
り
の
人
は
あ
り
が
た
く
こ
そ
」（
新

全
集
二
〇
二
頁
）、「（
大
君
を
追
慕
す
る
歌
）
…
と
の
た
ま
ふ
こ
そ
、
い
み
じ
く
あ
は

れ
に
う
ら
や
ま
し
け
れ
。
か
か
る
人
持
ち
て
こ
そ
、
死
な
む
命
も
い
み
じ
か
ら
め
、
と

お
ぼ
ゆ
」（
同
二
一
二
頁
）
と
す
る
。
対
し
て
源
氏
に
つ
い
て
は
、
浮
気
心
や
権
力
欲

の
強
さ
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る
。

⑱　

注
⑯
書
二
六
九
〜
二
七
一
頁
。

⑲　

注
⑯
書
二
七
一
頁
。
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⑳　

新
全
集
頭
注
（
犬
養
廉
氏
）
で
は
「『
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
宮
』
な
ど
と
い
う
不
吉
な

物
語
を
、
姉
は
ま
た
ど
う
し
て
求
め
て
い
た
の
で
し
ょ
う
」
と
し
、
新
大
系
脚
注
（
吉

岡
廣
氏
）
も
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

㉑　

日
記
冒
頭
近
辺
で
、「
姉
、
継
母
な
ど
や
う
の
人
々
」
か
ら
物
語
の
こ
と
を
聞
い
た
、

と
い
う
記
事
は
あ
る
も
の
の
、姉
に
関
す
る
実
質
的
な
記
述
は
こ
の
一
連
の
件
の
み
で

あ
る
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


