
と
え
て
女
の
得
難
さ
を
詠
む
、
巧
み
な
意
趣
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。

指
摘
さ
れ
る
芹
摘
み
説
話
と
は
別
に
、
こ
う
し
た
譬
喩
も
〈
綾
鼓
〉

の
発
想
を
準
備
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、〈
綾
鼓
〉
の
木
の
丸
の
皇
居
に
は
桂
の
池
と
い
う
名
高

い
池
が
あ
り
、
そ
の
名
は
池
辺
に
生
え
た
桂
の
木
に
由
来
す
る
ら

し
い
。
月
宮
殿
に
な
ぞ
ら
え
た
池
辺
で
は
、
頻
り
に
管
弦
の
遊
び

が
催
さ
れ
、
架
空
の
帝
と
女
御
の
姿
を
、
庭
掃
き
の
老
人
も
拝
見

す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
女
御
に
恋
を
し
た
老
人
に
は
、
桂
の
池
の

桂け
い
ぼ
く木
の
枝
に
掛
け
た
鼓
を
打
た
せ
、
音
が
皇
居
に
聞
こ
え
た
ら
、

今
一
度
女
御
の
姿
を
拝
見
さ
せ
る
、
と
の
約
束
で
難
題
が
課
さ
れ

た
。
老
人
の
目
に
は
見
え
て
、
手
に
は
取
れ
な
い
、
月
の
中
の
桂

の
よ
う
な
女
御
で
あ
る
。
恋
は
上
下
を
分
か
ぬ
と
は
い
え
、
及
ば

ぬ
恋
と
思
い
知
ら
せ
て
、
恋
の
心
を
止
め
さ
せ
る
た
め
の
は
か
り

ご
と
か
と
、
周
囲
の
者
は
受
け
止
め
た
（
間
狂
言
）。

　

月
宮
殿
の
桂
木
の
こ
と
は
、
老
人
も
聞
き
知
っ
て
い
た
。
日
頃

見
馴
れ
た
桂
木
の
枝
に
は
、
美
し
い
鼓

4

4

4

4

が
掛
け
ら
れ
て
あ
っ
た
。

そ
の
鼓
を
打
っ
て
音
が
出
た
ら
、
女
御
の
姿
を
再
び
拝
し
て
、
恋

の
乱
れ
が
静
め
ら
れ
る
。
恋
す
る
者
の
持
つ
荷
を
持
ち
、
庭
を
千

度
も
往
復
す
る
、
と
い
う
〈
恋
重
荷
〉
に
お
け
る
条
件
の
提
示
に

「
綾
の
鼓
」
の
両
義
性　
― 

鳴
ら
な
い
鼓
で
あ
る
前
に 

―

西

村

 

聡

金
沢
大
学
教
授

　

筑
前
の
国
木き

の
丸ま

る
の
皇
居
と
は
、
斉さ

い
め
い明
天
皇
西
征
の
拠
点
、
朝

倉
橘
広
庭
宮
の
こ
と
で
あ
る
。
行あ

ん
ぐ
う宮
造
営
・
遷
居
の
時
、
森
を
切

り
払
っ
て
神
の
怒
り
を
買
い
、
殿
舎
を
壊
さ
れ
、
宮
中
に
鬼
火
を

見
、
多
数
の
病
死
者
が
出
た
と
言
う
（『
日
本
書
紀
』）。
女
帝
自
身

も
程
な
く
崩
御
し
、
そ
の
柩

ひ
つ
ぎを
磐い

わ
せ瀬
宮
に
送
る
夕
べ
、
朝
倉
山
の

上
に
鬼
が
現
れ
、
喪
儀
を
見
守
っ
た
の
を
衆
人
に
目
撃
さ
れ
て
い

る
。
柩
に
付
き
添
っ
た
皇
太
子
（
天
智
天
皇
）
は
、「
朝
倉
や
木
の

丸
殿
に
我
が
居
れ
ば
」
の
歌
の
作
者
と
伝
え
ら
れ
（
諸
書
）、
朝
倉

宮
遷
居
の
前
年
に
初
め
て
漏ろ

う
こ
く剋（
水
時
計
）
を
作
り
、即
位
十
年
（
近

江
遷
都
後
）、
鐘
や
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
て
時
報
と
す
る
こ
と
を
始
め

た
（『
日
本
書
紀
』）。

　

そ
の
後
、
天
智
天
皇
の
孫
、
湯

ゆ
は
ら
の
お
お
き
み

原
王
が
娘お

と
め子
に
贈
っ
た
歌
に
、

「
目
に
は
見
て
手
に
は
取
ら
え
ぬ
月
の
内
の
桂
の
ご
と
き
妹い

も
を
い
か

に
せ
む
」
と
い
う
一
首
が
あ
る
（『
万
葉
集
』
巻
第
四
）。
こ
れ
を

『
伊
勢
物
語
』
七
十
三
段
で
は
、
手
紙
さ
え
届
け
ら
れ
な
い
相
手
を

昔
男
が
思
う
歌
（
末
句
「
君
に
ぞ
あ
り
け
る
」）
に
転
用
し
た
。
こ

の
場
合
の
思
う
相
手
は
、
伊
勢
の
斎
宮
と
も
、
二
条
后
と
も
論
じ

ら
れ
て
き
た
。「
月
は
月
天
子
の
宮
殿
に
て
、
そ
の
庭
に
桂
の
木
七

本
有
。」
と
言
わ
れ
（『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』）、
月
の
桂
に
た



比
べ
れ
ば
、〈
綾
鼓
〉
の
難
題
は
課
さ
れ
た
時
点
で
難
題
と
は
直
感

し
に
く
い
が
、
月
の
桂
の
池
と
い
い
、
桂
木
に
掛
け
ら
れ
た
美
し
4

4

い
鼓
4

4

と
い
い
、
難
題
に
挑
む
舞
台
の
象
徴
性
は
、
老
人
を
追
い
詰

め
て
覚
悟
を
強
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

シ
テ
の
老
人
が
実
際
に
撥ば

ち
を
手
に
持
ち
、
鼓
を
打
つ
所
作
を
す

る
の
は
、［
ク
セ
］
の
後
半
で
あ
る
（
金
剛
流
現
行
謡
本
参
照
）。

鼓
を
実
見
し
、
打
つ
覚
悟
を
決
め
て
か
ら
、
撥
を
手
に
す
る
ま
で

の
間
、
老
人
は
時
の
過
ぎ
ゆ
く
早
さ
、
老
い
の
身
に
恋
慕
を
添
え

る
は
か
な
さ
を
慨
嘆
し
て
い
る
。
そ
の
途
中
で
、「
時
の
移
る
も
白

波
の
、
鼓
は
何
と
て
、
鳴
ら
ざ
ら
ん
」（
宝
生
流
寛
政
版
謡
本
。
金

剛
流
は
「
…
な
ど
か
、
鳴
ら
ざ
ら
ん
」）
と
い
う
老
人
の
つ
ぶ
や
き

が
入
り
（［
一
セ
イ
］）、
こ
れ
を
「
時
は
刻
々
と
移
る
の
も
知
ら
な

い
で
打
っ
て
い
る
の
に
、
鼓
は
ど
う
し
て
、
鳴
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。」

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
②
』。『
謡
曲
大
観
』
も
ほ
ぼ

同
じ
）
と
訳
せ
ば
、
シ
テ
が
鼓
を
打
つ
所
作
を
す
る
以
前
に
、
す

で
に
時
を
忘
れ
て
鼓
を
打
ち
続
け
、
音
が
出
な
い
の
を
疑
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
訳
し
方
は
、「
鳴
ら
・
ざ
ら
・
ん
」（
未
定
の
事
柄
の
推
量
）

よ
り
、「
鳴
ら
・
ざ
る
・
ら
ん
」（
現
在
推
量
）
に
ふ
さ
わ
し
い
。

反
語
に
期
待
を
込
め
た
前
者
な
ら
、「
鳴
ら
な
い
筈
は
あ
る
ま
い
。」

（『
解
註
謡
曲
全
集
』）
と
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
古
形

（
観
世
元
頼
節
付
本
）
が
「
鳴
ら
・
ざ
る
・
ら
ん
」
で
あ
っ
た
の
を
、

宝
生
や
金
剛
の
謡
本
が
「
鳴
ら
・
ざ
ら
・
ん
」
に
改
訂
し
た
理
由
は
、

［
一
セ
イ
］
か
ら
打
ち
損
じ
続
け
た
の
で
は
、［
ク
セ
］
後
半
の
疑

い
も
繰
り
返
し
に
な
り
、「
打
て
ど
も
聞
こ
え
ぬ
」
衝
撃
が
薄
ま
る

と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

同
様
に
、［
一
セ
イ
］
前
の
［
次
第
］
も
、
元
頼
本
に
「
綾
の
鼓

を
打
た
ふ
よ
」
と
あ
る
部
分
を
、
老
人
は
ま
だ
「
綾
の
鼓
」
と
は

知
ら
な
い
か
ら
、
早
く
も
そ
の
言
葉
を
用
い
る
の
は
矛
盾
と
見
て
、

宝
生
や
金
剛
の
謡
本
で
は「
時
の
鼓
」と
言
い
換
え
て
い
る
。［
次
第
］

を
除
け
ば
、桂
木
に
掛
け
た
鼓
を
観
客
が
「
綾
の
鼓
」
と
知
る
の
は
、

［
ク
セ
］
後
半
に
挿
入
さ
れ
る
「
綾
の
鼓
と
は
知
ら
ず
し
て
」
と
い

う
天
の
声
（
新
編
全
集
「
第
三
者
の
立
場
」）
が
最
初
で
あ
り
、
こ

こ
に
至
っ
て
も
老
人
は
、
鼓
が
鳴
ら
な
い
わ
け
を
理
解
し
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
宝
生
・
金
剛
の
改
訂
は
、
こ
の
場
合
も
合
理

的
と
言
え
る
。

　
「
綾
の
鼓
」
の
語
は
、［
ク
セ
］
に
続
く
［
ロ
ン
ギ
］
冒
頭
に
も
、

「
思
ひ
や
打
ち
も
忘
る
る
と
、
綾
の
鼓
の
音
に
（
宝
・
剛
「
音
も
」）

我
も
、
出
で
ぬ
を
人
や
待
つ
ら
ん
。」
と
使
用
さ
れ
て
い
て
、
こ
の

一
文
（
地
謡
）
を
老
人
の
独
白
と
す
る
か
（
大
観
・
解
註
）、
女
御

の
立
場
の
挿
入
と
す
る
か
（
新
編
全
集
）
で
、解
釈
の
対
立
が
あ
る
。

前
者
に
立
て
ば
、老
人
が
「
綾
の
鼓
」
と
知
っ
て
打
つ
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
を
不
自
然
と
見
て
、
後
者
が
考
案
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
金

剛
流
で
は
ツ
レ
の
女
御
が
登
場
す
る
の
は
後
場
で
あ
り
、
後
者
の

解
釈
を
採
れ
ば
、［
ク
セ
］
後
半
の
天
の
声
に
似
た
聞
こ
え
方
に
な
る
。

　

老
人
は
鼓
が
鳴
ら
な
い
わ
け
を
、
撥
で
打
つ
革
の
部
分
が
綾
で

張
ら
れ
て
あ
る
か
ら
と
は
、
死
ぬ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
（
土
岐
善

麿
改
作
喜
多
流
や
堂
本
正
樹
改
作
で
は
、
音
が
出
な
い
の
を
疑
う



老
人
に
対
し
て
、
ワ
キ
が
「
綾
の
鼓
」
ゆ
え
に
鳴
ら
な
い
、
も
う

あ
き
ら
め
よ
と
伝
え
る
）。
老
い
て
耳
が
遠
い
せ
い
か
と
耳
を
澄
ま

す
が
、
池
の
波
や
窓
打
つ
雨
は
音
が
聞
こ
え
る
。
そ
れ
で
も
「
綾

の
鼓
」
と
は
気
づ
け
な
い
。
し
か
し
［
ク
セ
］
後
半
の
天
の
声
を

除
い
て
、
元
頼
本
の
［
次
第
］（
そ
し
て
諸
本
［
ロ
ン
ギ
］）
の
「
綾

の
鼓
」
が
仮
に
老
人
の
言
葉
で
あ
る
と
し
た
ら
、
老
人
は
桂
木
に

掛
か
る
鼓
を
見
た
印
象
で
、
美
し
い
鼓

4

4

4

4

を
「
綾
の
鼓
」
と
呼
び
続

け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

…
か
の
池
の
桂
の
木
の
枝
に
、
綾
に
て
鼓
を
張
り
て
、
彩
り

飾
り
掛
け
置
か
せ
ら
る
ゝ
間
（
大
蔵
流
貞
享
鞍
貫
本
間
狂
言
。

能
楽
資
料
集
成
16
に
拠
り
、
私
に
漢
字
を
当
て
た
。）

…
桂
ノ
池
ノ
桂
木
ニ
鼓
ヲ
綾
ニ
テ
包
ミ
タ
ル
ヲ
懸
（『
謡
言
粗

志
』
金
沢
市
立
図
書
館
本
に
拠
る
。）

　
「
綾
の
鼓
」
は
「
綾
に
て
鼓
を
張
り
て
」
あ
る
か
ら
、
打
っ
て
も

鳴
ら
な
い
。
そ
れ
が
女
御
、ま
た
天
の
声
の
言
う「
綾
の
鼓
」で
あ
る
。

一
方
、
老
人
の
目
に
は
、「
鼓
ヲ
綾
ニ
テ
包
ミ
」、
彩
り
飾
っ
た
、

美
し
い
鼓

4

4

4

4

と
見
え
て
い
た
。
重
い
巌
を
綾り

ょ
う
ら
き
ん
し
ゃ

羅
錦
紗
で
包
み
、「
恋
の

重
荷
」
と
名
付
け
た
の
に
似
て
、
ま
ず
は
「
綾
の
鼓
」
の
美
し
い

外
観
が
、
鳴
ら
な
い
鼓
の
正
体
を
包
み
隠
し
て
い
た
。
よ
う
や
く

老
人
死
後
の
後
場
に
至
っ
て
、「
綾
の
鼓
は
鳴
る
も
の
か
」（［
掛
ケ

合
］
女
御
）、「
桂
に
掛
け
た
る
綾
の
鼓
、鳴
る
も
の
か
」（［
ノ
リ
地
］

老
人
）
と
、「
綾
の
鼓
」
は
そ
の
正
体
の
意
味
で
統
一
さ
れ
る
が
、

前
場
は
む
し
ろ
「
綾
の
鼓
」
の
外
観
が
、
老
人
の
混
乱
を
大
き
く

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
老
人
自
身
が
「
綾
の
鼓
」
の
語
を
使
用
す
る

古
形
も
、
あ
な
が
ち
矛
盾
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　
［
ロ
ン
ギ
］
冒
頭
の
「
我
」
と
「
人
」
の
関
係
に
し
て
も
、「
綾
の
鼓
」

の
語
を
使
用
す
る「
我
」を
女
御
に
限
定
し
な
く
て
よ
い
な
ら
、「
我
」

は
老
人
、「
人
」
は
女
御
で
あ
る
方
が
、「
音ね

 に
立
た
ば
待
つ
人
の

面
影
」、「
頼
め
し
人
」、「
人
も
見
え
ず
」、「
身
を
恨
み
人
を
か
こ
ち
」、

と
そ
の
他
の
「
人
」
は
す
べ
て
女
御
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
自
然

な
感
じ
が
す
る
。
他
者
（
ワ
キ
）
か
ら
の
働
き
掛
け
が
鮮
明
な
〈
恋

重
荷
〉
に
比
べ
る
と
、
こ
ち
ら
は
独
白
的
な
［
ロ
ン
ギ
］
と
言
え
、

老
人
主
体
に
読
み
通
す
旧
説
も
捨
て
が
た
い
。
老
人
の
思
い
違
い

に
は
、
女
御
も
鼓
が
鳴
る
の
を
待
つ
と
い
う
、
淡
い
期
待
が
含
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
愚
弄
さ
れ
る
老
い
の
造
型
を
、
こ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
も
確
か
め
て
み
た
い
。
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