
要　　旨

　新島八重の研究において、八重自作の和歌は彼女の心情を探る上でも重要な資料だと思われる。そこで現

在知られている八重の和歌をすべて網羅し、それを詠作年代順に並べてみた。その上で、一首毎に和歌の内

容を検討してみた。その結果、若い山本八重時代の和歌がないこと、もっとも早い歌は鶴ヶ城開城に際して

詠まれた「明日の夜は」であることがわかった。これは唯一、川崎八重時代の和歌である。その後、新島襄

と結婚した後はほとんど和歌を詠んでおらず、襄が亡くなった後、堰を切ったように和歌を詠んでいること

が明らかになった。また晩年には会津若松に関する和歌が増加しており、さらに八重自身の人生の節目に詠

まれた和歌も少なくないことがわかった。

論　　　文

新島八重の和歌について

A study on waka of Niijima Yae

同志社女子大学　学術研究年報　第 65 巻　2014年

吉　海　直　人
同志社女子大学

表象文化学部・日本語日本文学科
教授

Naoto Yoshikai
Faculty of Culture and Representation, Department of Japanese Lanugage and Literature, 

Doshisha Women’s College of Liberal Arts,
Professor

（ 45 ）80



一
、
は
じ
め
に

　

新
島
八
重
の
こ
と
を
調
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
当
初
か
ら
私
は
八
重
が
詠
ん
だ
和
歌
に
注
目
し
て

い
た
。
そ
れ
は
八
重
自
筆
の
短
冊
・
書
幅
や
書
簡
に
書
か
れ
た
和
歌
が
、
意
外
に
多
く
残
っ
て
い

る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
書
か
れ
た
字
体
が
変
体
仮
名
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
、

お
そ
ら
く
現
代
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
そ
の
判
読
が
難
し
い
の
で
は
と
思
っ
た
。
日
本
の
古
典
和

歌
を
専
攻
し
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

こ
そ
私
の
出
番
だ
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
既
に
新
島
襄
と
関
係
の
深
い
「
吉
野

山
」
の
和
歌
で
部
分
的
に
実
証
済
み
の
こ
と
で
あ
っ
た（

１
）。

　

そ
こ
で
手
始
め
に
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
八
重
の
和
歌
を
残
ら
ず
拾
い
集
め
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
参
考
に
な
っ
た
の
は
、
か
つ
て
八
重
の
和
歌
を
集
め
た
「
丹
鶴
抄
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ

は
八
重
の
米
寿
を
お
祝
い
す
る
「
同
志
社
校
友
同
窓
会
報
」
61
号
（
一
九
三
二
年
二
月
）
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
八
重
の
和
歌
10
首
が
ま
と
ま
っ
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に

有
難
か
っ
た
。

　

そ
れ
を
見
て
、
お
そ
ら
く
八
重
は
生
涯
に
こ
れ
に
倍
す
る
和
歌
を
詠
じ
て
い
る
に
違
い
あ
る
ま

い
（
襄
よ
り
多
い
？
）
と
思
い
、
社
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
所
蔵
品
に
期
待
し
つ
つ
、
さ
ら
に
手
広

く
雑
誌
記
事
な
ど
を
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
短
期
間
で
10
首
あ
ま
り
の
和
歌
が
増
補
で
き
た
の
で
、

拙
著
『
新
島
八
重
愛
と
闘
い
の
生
涯
』（
角
川
選
書
）
に
は
、
八
重
の
和
歌
22
首
を
収
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
と
同
時
に
、
八
重
の
人
生
を
語
る
の
に
、
和
歌
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
。

そ
こ
で
さ
ら
に
和
歌
の
発
見
に
努
め
て
き
た
。

　

大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
の
効
果
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
後
も
和
歌
短
冊
な
ど
の
発
見
が
続
い

た
の
で
、
30
首
は
簡
単
に
超
え
る
だ
ろ
う
と
予
想
を
た
て
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
途
中
で
増
加
が
止

ま
っ
て
し
ま
い
、
な
か
な
か
30
首
を
超
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
知
名
度
が
低

か
っ
た
の
で
、
か
な
り
処
分
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
研
究
も
停
滞

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
最
後
に
な
っ
て
八
重
が
風
間
久
彦
に
充
て
た
書
簡
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
八
重
の
新
出
和
歌
が
一
挙
に
５
首
も
増
加
し
、
よ
う
や
く
30
首
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
た
。
や
は
り
八
重
の
書
簡
を
発
掘
す
る
の
が
も
っ
と
も
近
道
の
よ
う
で
あ
る
（
最
後
の
宝
庫
は

八
重
の
遺
産
を
相
続
し
た
広
津
家
で
あ
ろ
う
）。

　

こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
生
じ
た
。
一
体
八
重
は
、
誰
に
い
つ
ど
の
よ
う
に
和
歌
の
手
ほ
ど
き
を
受

け
た
の
だ
ろ
う
か
。
概
し
て
当
時
の
武
家
の
娘
は
、
教
養
と
し
て
和
歌
や
書
道
の
嗜
み
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る（

２
）。
会
津
藩
の
女
子
教
育
の
中
で
、
普
通
に
和
歌
の
手
ほ
ど
き
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
和
歌
を
教
え
た
教
師
の
存
在
が
気
に
な
っ
て
く
る
。

　

八
重
自
身
は
明
治
33
年
の
大
久
保
真
次
郎
宛
書
簡
の
中
で
、「
歌
と
も
あ
い
成
り
申
せ
ず
候
へ

ど
も
、
腰
折
を
お
笑
い
ぐ
さ
に
御
覧
に
入
れ
申
し
候
」（「
上
毛
教
界
月
報
」
16
号
）
と
書
き
添
え

て
い
る
。
ま
た
昭
和
５
年
の
風
間
久
彦
宛
書
簡
で
も
、「
小
妹
（
私
）
は
本
来
歌
よ
み
に
あ
ら
ず
。

た
だ
た
だ
出
鱈
目
、
お
笑
い
ぐ
さ
に
」
と
書
き
添
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
多
分
に
八
重

の
謙
遜
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の

も
八
重
の
和
歌
を
見
る
限
り
、
そ
ん
な
に
稚
拙
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二
、「
会
魂
抄
」（
新
島
八
重
和
歌
抄
）

　

最
初
に
、
現
在
ま
で
に
見
つ
け
た
八
重
の
和
歌
34
首
を
、
詠
ま
れ
た
年
代
順
に
並
べ
て
み
た
。

こ
れ
が
現
在
わ
か
っ
て
い
る
八
重
の
和
歌
の
す
べ
て
で
あ
る
。
見
渡
す
と
、
面
白
い
傾
向
（
空
白

期
間
）
が
す
ぐ
に
見
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
八
重
は
襄
と
結
婚
し
て
い
る
間
、
ほ
と
ん
ど
和
歌
を

詠
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
襄
は
八
重
宛
の
手
紙
に
和
歌
を
添
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か（
３
）。

　

む
し
ろ
八
重
は
襄
が
亡
く
な
っ
た
後
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
和
歌
を
詠
み
は
じ
め
て
い
る
。
ま

た
晩
年
（
大
正
以
降
）
は
そ
う
い
っ
た
要
請
が
生
じ
た
こ
と
で
、
会
津
関
係
の
和
歌
を
詠
じ
る
こ

と
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
八
重
は
、
喜
寿
や
米
寿
な
ど
節
目
節
目
に
和
歌
を

詠
じ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　

な
お
仮
に
歌
集
の
名
を
「
会
魂
抄
」
と
命
名
し
た
が
、
そ
れ
は
八
重
の
生
涯
が
会
津
魂
で
貫
か

れ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

「
会
魂
抄
」

　
　
　

戊
辰
長
月
二
十
日
あ
ま
り
三
日
の
夜
、
さ
し
の
ぼ
る
月
の
い
と
さ
や
け
な
る
を
見
て

１
明
日
の
夜
は
何
国
の
誰
か
な
が
む
ら
む
な
れ
し
御
城
に
残
す
月
影　

〈
社
史
そ
の
他
〉

　
　
　

須
磨
に
も
の
し
け
る
と
き
（
詠
歌
年
未
詳
）

２
た
ち
な
ら
ぶ
松
原
ご
し
に
見
ゆ
る
か
な
月
照
り
渡
る
須
磨
の
浦
波

　
　
　

（
詞
書
な
し
・
詠
歌
年
未
詳
）

３
か
え
ら
ざ
る
こ
と
と
し
れ
ど
も
い
く
た
び
か
お
も
ひ
い
だ
し
て
ぬ
る
る
袖
か
な　

〈
不
一
〉

　
　
　

（
明
治
23
年
２
月
）

４
た
の
み
つ
る
竹
は
深
雪
に
埋
も
れ
て
世
の
う
き
ふ
し
を
た
れ
と
か
た
ら
む　

〈
社
史
〉

　
　
　

（
明
治
23
年
３
月
）

５
大
磯
の
岩
に
く
だ
け
し
し
ら
な
み
も
玉
と
か
が
や
く
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ

　

（
大
磯
に
く
だ
け
し
波
も
白
玉
と
か
が
や
く
世
こ
そ
う
れ
し
か
り
け
れ　

国
民
新
聞
）

　
　
　

夫
の
み
ま
か
り
け
る
年
の
春
（
明
治
23
年
春
）
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６
ひ
と
り
ね
の
寝
覚
の
床
は
春
雨
の
お
と
き
く
さ
へ
も
さ
び
し
か
り
け
る

７
心
あ
ら
ば
た
ち
な
か
く
し
そ
春
が
す
み
御
墓
の
山
の
松
の
む
ら
だ
ち　

〈
社
史
〉

８
大
磯
の
岩
に
く
だ
く
る
波
の
音
の
ま
く
ら
に
ひ
び
く
夜
半
ぞ
悲
し
き　

〈
社
史
〉

９
大
磯
の
浪
に
砕
く
る
月
影
は
い
か
に
淋
し
き
姿
な
る
ら
ん

　
　
　

（
明
治
33
年
襄
の
10
周
忌
）

10
あ
づ
さ
弓
十
年
の
春
の
け
ふ
も
ま
た
か
へ
ら
ぬ
人
を
し
た
ひ
ぬ
る
か
な

11
う
ぐ
ひ
す
の
初
音
を
つ
ぐ
る
こ
の
ご
ろ
は
昔
の
春
を
し
の
ば
る
る
か
な

　
　
　

（
述
懐
）

12
打
寄
す
る
う
き
世
の
な
み
は
あ
ら
く
と
も
こ
こ
ろ
の
岩
は
う
ご
か
ざ
り
け
り

　
　
　

祝
（
明
治
40
年
）

13
ち
は
や
ぶ
る
神
の
道
を
も
し
ら
ぬ
身
の
け
ふ
の
い
は
ひ
に
ま
じ
る
嬉
し
さ

 

〈
会
津
若
松
教
会
〉

　
　
　

御
大
典
の
あ
る
月
の
三
日
お
の
が
誕
生
日
な
れ
ば
（
大
正
３
年
11
月
３
日
）

14
大
君
の
め
で
た
き
み
代
に
七
十
路
の
よ
は
ひ
か
さ
ぬ
る
身
こ
そ
幸
な
れ　

八
重
子 

〈
社
史
〉

　
　
　

古
里　
　

新
島
八
重
子
七
十
七
（
大
正
10
年
）

15
東
山
弓
張
月
は
て
ら
せ
ど
も
む
か
し
の
城
は
い
ま
く
さ
の
原　

〈
会
津
会
会
報
19
号
〉

　
　
　

大
正
十
三
年
春
を
迎
て

16
い
つ
し
か
に
八
十
路
の
老
と
な
り
に
け
り
射
が
ご
と
く
に
年
月
は
へ
て　

〈
社
史
〉

　
　
　

大
正
十
三
年
の
春
御
慶
事
の
折
に
自
作
二
た
ふ
し
の
茶
杓
に

17
相
生
の
ま
つ
に
な
ら
ひ
て
さ
か
え
ま
せ
み
ど
り
の
い
ろ
は
千
代
に
八
千
代
に

　
　
　

御
慶
事
を
き
き
て
（
昭
和
３
年
）

18
い
く
と
せ
か
み
ね
に
か
か
れ
る
村
雲
の
は
れ
て
嬉
し
き
光
り
を
ぞ
見
る　

〈
社
史
〉

　
　
　

戊
辰
あ
き
（
昭
和
３
年
秋
）

19
六
十
と
せ
の
む
か
し
を
か
た
る
友
も
な
く
あ
は
れ
さ
み
し
き
こ
ほ
ろ
ぎ
の
こ
ゑ　

〈
社
史
〉

　
　
　

（
84
歳
の
詠
）

20
ふ
る
さ
と
の
萩
の
葉
風
の
音
ば
か
り
い
ま
も
む
か
し
に
か
は
ら
ざ
り
け
り　

〈
葵
高
校
〉

　
　
　

御
盃
を
い
た
だ
き
て
（
昭
和
３
年
11
月
）

21
数
な
ら
ぬ
身
も
な
が
ら
ゐ
て
大
君
の
め
ぐ
み
の
露
に
か
か
る
う
れ
し
さ　

〈
社
史
〉

　
　
　

昭
和
三
年
十
一
月
十
七
日
黒
谷
に
て　

八
十
四
歳
八
重
子

22
千
代
ふ
と
も
い
ろ
も
か
は
ら
ぬ
若
松
の
木
の
し
た
か
げ
に
遊
ぶ
む
れ
づ
る　

〈
社
史
〉

　
　
　

（
昭
和
４
年
）

23
も
の
ゝ
ふ
の
わ
ざ
は
い
み
じ
に
習
ふ
と
も
や
ま
と
心
は
う
ご
か
す
な
ゆ
め　

〈
社
史
寄
託
〉

　
　
　

昭
和
四
年
十
二
月

24
老
ぬ
れ
ば
ふ
で
と
る
こ
と
も
物
う
く
て
お
も
ふ
か
た
に
も
音
づ
れ
も
せ
ず　

〈
風
間
〉

　
　
　

柏
木
氏
の
月
報
を
見
て
（
昭
和
５
年
２
月
）

25
あ
り
し
世
に
と
も
に
祈
り
し
こ
と
の
葉
を
お
も
ひ
出
し
て
ぬ
る
る
袖
か
な

　
　
　

昭
和
五
年
二
月

26
さ
み
し
く
も
一
人
や
ま
い
に
伏
柴
の
も
ゆ
る
こ
こ
ろ
を
お
も
ひ
こ
そ
や
る　

〈
風
間
〉

27
幾
そ
た
び
と
は
ん
と
す
れ
ど
と
へ
も
せ
ぬ
身
の
お
こ
た
り
を
く
ゆ
と
こ
そ
し
れ　

〈
風
間
〉

　
　
　

去
月
二
十
三
日
亡
夫
四
十
年
祭
の
折
に

28
わ
か
れ
し
は
た
だ
つ
か
の
ま
と
お
も
ひ
し
に
は
や
く
も
た
ち
し
四
十
年
の
今
日　

〈
風
間
〉

　
　
　

同
時

29
あ
づ
さ
ゆ
み
春
た
ち
来
れ
ば
大
磯
の
岩
う
つ
な
み
の
音
ぞ
な
つ
か
し　

〈
風
間
〉

　
　
　

ふ
る
さ
と
わ
す
れ
が
た
く
（
昭
和
５
年
４
月
）

30
若
松
の
わ
が
ふ
る
さ
と
に
来
て
見
れ
ば
さ
き
だ
つ
も
の
は
な
み
だ
成
け
り

31
た
ら
ち
ね
の
み
は
か
の
あ
と
を
と
ふ
こ
と
も
け
ふ
を
か
ぎ
り
と
な
く
ほ
と
と
ぎ
す

32
老
ぬ
れ
ど
又
も
越
え
な
む
白
河
の
関
の
と
ざ
し
は
よ
し
か
た
く
と
も

　
　
　

寿
（
昭
和
７
年
正
月
）

33
あ
し
た
づ
の
な
く
を
き
き
つ
つ
う
れ
し
く
も
米
て
ふ
文
字
の
年
を
迎
へ
ぬ　

〈
社
史
〉

　
　
　

曉
鶏
声
（
昭
和
７
年
元
日
）

34
幸
お
ほ
き
と
し
来
に
け
り
と
も
ろ
人
に
あ
か
つ
き
つ
ぐ
る
く
た
か
け
の
声

　
　
　

そ
の
他
（
参
考
）

　
　
　

大
野
ぬ
し
の
金
婚
を
い
は
ひ
て

35
こ
ま
や
か
に
ち
ぎ
り
重
ね
て
松
が
枝
に
千
代
よ
ぶ
田
鶴
の
こ
ゑ
さ
や
か
な
り

 

〈
古
書
目
録
〉

36
た
け
の
子
を
見
て
も
生
ひ
た
ち
ま
な
べ
子
ら
お
や
に
ま
さ
る
と
人
の
い
ふ
ま
で

　
 

〈
会
津
新
選
組
記
念
館
〉

三
、
八
重
の
和
歌
の
解
説
（
そ
の
１
）

　

八
重
の
和
歌
の
中
で
、
最
も
早
く
詠
ま
れ
た
和
歌
は
１
「
明
日
の
夜
は
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
慶

應
４
（
明
治
元
）
年
の
鶴
ヶ
城
開
城
（
敗
戦
）
の
際
に
詠
じ
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

時
点
で
八
重
は
川
崎
尚
之
助
の
妻
だ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
以
前
つ
ま
り
山

本
八
重
（
独
身
）
時
代
の
和
歌
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
（
大
河
ド
ラ
マ
の
中
で
詠
ま
れ
た
八
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重
の
和
歌
の
出
典
は
未
詳
）。
要
す
る
に
八
重
に
関
し
て
は
、
明
治
以
降
の
和
歌
し
か
残
っ
て
い

な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

１
に
ま
つ
わ
る
話
は
多
い
。
最
初
に
こ
の
歌
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
東
海
散
士
（
柴
四
郎
）
著

『
佳
人
之
奇
遇
巻
二
』（
明
治
18
年
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
挿
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
作
者
名
は
な
く
、
ま
た
初
句
も
「
明
日
よ
り
は
」
と
異
な
っ
て
い
る
。
明
治
40
年
以
降
、
よ
う

や
く
八
重
の
歌
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
八
重
が
篤
志
看
護
婦
の
活
躍
に
よ
っ
て
勲
六
等

宝
冠
章
を
受
賞
し
、
知
名
度
が
上
が
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
歌
に
は
城
を
開
け
渡
す
無
念
さ
と
同
時
に
、
勝
者
の
官
軍
側
に
風
流
の
有
無
を
問
う
内
容

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
折
、
八
重
だ
け
が
代
表
で
和
歌
を
詠
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
の
だ
が
、

何
故
か
八
重
の
和
歌
だ
け
が
有
名
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
八
重
は
、
そ
の
時
死
を
覚
悟
し
、

辞
世
と
し
て
詠
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
内
容
的
に
は
、
会
津
藩
士
全
員
の
気
持
を
代

弁
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て
晩
年
（
会
津
藩
復
権
後
）
に
は
し
ば
し
ば

揮
毫
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
10
点
以
上
は
こ
の
歌
の
書
か
れ
た
八
重
自
筆
の
書
が

残
っ
て
い
る
。
な
お
詞
書
に
「
二
十
三
日
」
と
あ
る
が
、
正
し
く
は
「
二
十
二
日
」
の
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
（
八
重
の
記
憶
違
い
？
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
最
初
に
詠
ま
れ
た
こ
の
歌
が
、
八
重
の

代
表
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　

２
「
た
ち
な
ら
ぶ
」
は
、
詠
ま
れ
た
年
代
を
特
定
で
き
そ
う
も
な
い
。
た
だ
し
「
須
磨
に
も
の

し
け
る
時
」
と
い
う
詞
書
が
付
い
て
お
り
、
須
磨
海
岸
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
襄
が
神
戸

で
保
養
し
て
い
る
時
に
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
は
明
治
19
年
・
20
年
・
22
年
の
い
ず
れ

か
の
年
で
あ
る
。
先
に
八
重
は
襄
と
の
結
婚
時
代
に
歌
を
詠
ん
で
い
な
い
と
言
っ
た
が
、
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
こ
れ
は
須
磨
海
岸
を
２
人
で
散
歩
中
に
詠
ん
だ
、
八
重
の
結
婚
時
代
唯
一
の
和
歌
か
も

し
れ
な
い
。

　

３
「
か
え
ら
ざ
る
」
も
資
料
が
な
い
た
め
に
、
詠
ま
れ
た
時
も
状
況
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
小

枝
弘
和
氏
は
会
津
関
係
の
古
い
写
真
と
一
緒
に
引
用
し
、
故
郷
会
津
を
想
起
し
て
の
歌
と
さ
れ
て

い
る
（『
時
代
を
駆
け
る
新
島
八
重
』
51
頁
）。
同
様
に
岩
澤
信
千
代
氏
も
、
八
重
の
望
郷
の
想
い

が
伝
わ
る
歌
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（『
不
一
』
168
頁
）。
た
だ
し
岩
澤
氏
は
別
解
と
し
て
、
亡
き
襄

を
想
起
し
て
の
歌
と
も
解
釈
で
き
る
と
付
け
加
え
て
お
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
内
容
的
に
は
ど
ち
ら

に
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。

　

仮
に
会
津
へ
の
思
い
と
す
れ
ば
、
明
治
15
年
に
15
年
ぶ
り
に
帰
省
し
た
際
の
感
慨
か
も
し
れ
な

い
（
も
ち
ろ
ん
大
正
10
年
（
２
度
目
）、
昭
和
５
年
（
３
度
目
）
で
も
か
ま
わ
な
い
）。
こ
れ
が
襄

へ
の
思
い
な
ら
ば
、
明
治
23
年
以
降
、
お
そ
ら
く
襄
の
命
日
な
ど
に
亡
き
襄
を
し
の
ん
で
詠
ん
だ

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
こ
ち
ら
の
解
釈
の
方
が
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
。
今
後
、
詠
歌

時
期
を
決
定
で
き
る
よ
う
な
資
料
が
見
つ
か
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

４
以
降
は
襄
が
亡
く
な
っ
た
後
、
つ
ま
り
明
治
23
年
以
降
に
詠
ま
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
興
味
深

い
こ
と
に
４
「
た
の
み
つ
る
」
は
、
八
重
が
ま
と
め
た
「
亡
愛
夫
襄
発
病
ノ
覚
」
の
末
尾
に
、
自

ら
し
た
た
め
た
和
歌
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
付
は
明
治
23
年
２
月
10
日
と
な
っ
て
い
る
。
１
月
23
日

に
亡
く
な
っ
た
襄
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
看
病
の
こ
と
を
筆
録
し
た
も
の
な
の
で
、
必
然
的

に
こ
の
和
歌
か
ら
は
夫
を
亡
く
し
た
八
重
の
悲
し
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
「
竹
」
の
縁

語
で
「
節
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
技
巧
も
整
っ
た
い
い
歌
で
あ
る（

４
）。

　

５
「
大
磯
の
」
に
は
二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
一
つ
は
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
い
る
も
の
で
、

国
民
新
聞
（
３
月
11
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
に
対
し
て
八
重
が
抗

議
を
込
め
て
徳
富
蘇
峰
（
国
民
新
聞
社
）
に
書
き
送
っ
た
形
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
に
は
、

前
文
御
尊
免
。
貴
社
御
新
聞
に
私
の
和
歌
御
か
か
げ
に
相
成
候
処
、
私
の
和
歌
は
、

　
　

大
磯
の
岩
に
く
だ
け
し
し
ら
な
み
も
玉
と
か
が
や
く
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ

右
の
通
り
相
認
め
候
と
存
候
得
共
、
ち
が
へ
（
ひ
）
居
申
候
間
、
右
申
上
候
。
し
か
し
何
れ

に
て
も
よ
ろ
し
く
候
え
ど
も
、
鳥ち

よ
つ
と渡
申
上
候
。
草
々

と
記
さ
れ
て
い
る
。
誰
が
手
を
入
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
八
重
は
「
う
れ
し
か
り

け
れ
」
と
い
う
表
現
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
八
重
の
主
張
す
る
自
作
を

先
に
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
。

　

６
・
７
・
８
は
連
作
の
よ
う
で
あ
る
。「
丹
鶴
抄
」
に
も
「
夫
の
み
ま
か
り
け
る
年
の
春
」
と

い
う
詞
書
で
ま
と
め
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
３
首
と
も
哀
傷
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
は
７
「
心

あ
ら
ば
」
が
一
番
面
白
い
。
と
い
う
の
も
同
志
社
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
「
新
島
未
亡
人
回
想
録
」

の
末
尾
に
、

新
島
先
生
の
お
墓
が
建
て
ら
れ
た
時
、
そ
の
墓
の
上
に
大
き
な
旗
を
立
て
て
、
新
島
さ
ん
の

家
か
ら
見
え
る
や
う
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
未
亡
人
は
は
る
か
に
そ
の
旗
を
眺
め
て

尽
き
ぬ
名
残
を
惜
し
ん
で
居
ら
れ
た
時
の
作
。

と
長
い
詞
書
を
伴
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
詠
歌
状
況
の
説
明
が
な
け

れ
ば
、
歌
の
内
容
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
る
ま
い
。
現
在
の
環
境
で
は
到
底
不

可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
は
新
島
旧
邸
か
ら
遠
く
の
旗
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

　

８
「
大
磯
の
」
は
「
上
毛
教
界
月
報
」
16
号
（
一
九
〇
〇
年
二
月
）
に
お
い
て
、
八
重
が

「（
襄
の
）
二
周
年
の
折
に
よ
み
し
が
今
も
同
じ
思
ひ
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
前

述
の
「
丹
鶴
抄
」
で
は
亡
く
な
っ
た
年
の
春
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
の
間
に
１
年
の
ず

れ
が
生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
八
重
に
と
っ
て
、
襄
を
亡
く
し
た
悲
し
み
は
た
か
だ
か
１
年
の
違
い
で

変
わ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　

９
「
大
磯
の
」
は
「
上
毛
教
界
月
報
」
405
号
（
一
九
三
二
年
七
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
和
歌

で
あ
る
。
歌
が
詠
ま
れ
た
時
か
ら
か
な
り
時
間
が
経
過
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
実
際
に
襄
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が
亡
く
な
っ
た
年
の
春
に
詠
ま
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ

に
配
置
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
大
磯
」
と
い
う
地
名
は
、
襄
の
亡
く
な
っ
た
場
所
と

い
う
こ
と
で
、
キ
ー
ワ
ー
ド
的
に
繰
り
返
し
八
重
に
想
起
さ
れ
、
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
続
け
て
い

る
。
な
お
八
重
の
和
歌
を
調
べ
る
上
で
、
大
久
保
真
次
郎
発
行
の
「
上
毛
教
界
月
報
」
は
貴
重
な

資
料
で
あ
っ
た
。

　

10
か
ら
12
ま
で
は
、
襄
の
10
周
忌
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
８
と
同
様
、「
上
毛
教
界
月
報
」

16
号
（
一
九
〇
〇
年
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
12
「
打
寄
す
る
」
は
、

「
述
懐
」
と
あ
る
よ
う
に
八
重
の
心
（
信
仰
）
の
強
さ
を
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
資
料
的
に
貴
重

か
も
し
れ
な
い
。

　

13
「
ち
は
や
ぶ
る
」
は
、
会
津
若
松
教
会
の
自
給
独
立
式
（
明
治
40
年
）
の
祝
い
と
し
て
八
重

か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
枕
詞
「
ち
は
や
ぶ
る
神
」
を
キ
リ
ス
ト
教
に
援
用
し
て
い
る
。
そ

の
時
の
牧
師
は
、
会
津
若
松
出
身
の
兼
子
重
光
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
現
存
す
る
短
冊
は
、
八
重
の

書
簡
に
書
か
れ
た
和
歌
を
、
誰
か
が
短
冊
に
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
存
す
る
短
冊
は
八
重
の

自
筆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
和
歌
自
体
は
八
重
の
作
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

四
、
八
重
の
和
歌
の
解
説
（
そ
の
２
）

　

14
「
大
君
の
」
は
、
大
正
３
年
の
大
正
天
皇
の
御
大
礼
に
合
せ
て
、
八
重
の
誕
生
日
（
旧
暦
）

に
詠
ま
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
八
重
70
歳
（
数
え
）
記
念
の
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、

八
重
は
節
目
節
目
に
祝
い
の
歌
を
詠
じ
て
い
る
。

　

15
「
東
山
」
は
大
正
10
年
、
八
重
の
喜
寿
（
77
歳
）
の
年
で
あ
る
が
、
２
度
目
の
会
津
若
松
訪

問
の
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
（
京
都
で
は
な
く
会
津
若
松
の
「
東
山
」）。
こ
の
時
は
広
津
一
家

も
同
行
し
て
い
る
の
で
、
得
意
の
籠
城
戦
の
語
り
を
披
露
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
八
重
が

籠
城
し
た
思
い
出
の
鶴
ヶ
城
は
、
既
に
取
り
壊
さ
れ
て
い
て
跡
形
も
な
か
っ
た
。「
月
」
を
詠
じ

て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
「
明
日
の
夜
は
」
と
呼
応
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
ど
こ
か
芭

蕉
の
「
夏
草
や
」
の
句
に
も
似
て
い
る
）。
16
・
17
は
大
正
13
年
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
年
八
重
は

数
え
で
80
歳
（
傘
寿
）
で
あ
っ
た
。
16
「
い
つ
し
か
に
」
は
80
歳
を
迎
え
た
感
慨
、
そ
し
て
17

「
相
生
の
」
は
茶
道
で
用
い
る
茶
杓
を
自
作
し
た
際
に
添
え
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。

　

18
か
ら
22
ま
で
は
昭
和
３
年
の
詠
で
あ
る
。
こ
の
年
に
詠
歌
数
が
多
い
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。

旧
会
津
藩
主
松
平
容
保
公
の
孫
娘
勢
津
子
と
秩
父
宮
殿
下
の
御
成
婚
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
60
年

ぶ
り
に
朝
敵
の
汚
名
が
す
す
が
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
喜
び
は
18
「
い
く
と
せ
か
」
と
し
て
高

ら
か
に
詠
わ
れ
て
い
る
。
む
ら
雲
が
晴
れ
て
嬉
し
い
の
は
八
重
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
旧
会

津
藩
士
す
べ
て
の
喜
び
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
反
面
、
19
「
六
十
と
せ
の
」
に
あ
る
よ
う
に
、
60
年

の
経
過
に
よ
っ
て
顔
見
知
り
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
寂
し
さ
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

20
「
ふ
る
さ
と
の
」
は
、
会
津
高
等
女
学
校
で
９
月
28
日
に
行
わ
れ
た
成
婚
記
念
の
展
示
会
に

出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
１
の
歌
も
同
時
に
送
ら
れ
て
い
る
。
21
「
数
な
ら
ぬ
」
は
日

赤
篤
志
看
護
婦
と
し
て
の
働
き
を
認
め
ら
れ
て
銀
杯
を
賜
っ
た
時
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

「
大
君
」
は
昭
和
天
皇
の
こ
と
を
指
す
。
な
お
「
な
が
ら
ゐ
て
」
は
本
来
な
ら
ば
「
な
が
ら
へ

て
」
で
あ
ろ
う
が
、
八
重
特
有
の
方
言
表
記
と
な
っ
て
い
る
。
22
「
千
代
ふ
と
も
」
は
、
11
月
に

黒
谷
で
開
催
さ
れ
た
京
都
会
津
会
に
お
け
る
記
念
写
真
（
前
列
に
八
重
も
写
っ
て
い
る
）
の
裏
に

自
筆
で
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
和
歌
で
あ
る
。

　

23
・
24
は
昭
和
４
年
の
詠
で
あ
る
。
こ
の
年
以
降
、
風
間
久
彦
宛
の
書
簡
に
書
か
れ
た
和
歌
が

多
く
な
る
。
久
彦
は
京
都
会
津
会
の
学
生
幹
事
を
天
野
謙
吉
と
二
人
で
務
め
た
縁
で
、
八
重
と
か

な
り
親
し
く
し
て
い
た
。
卒
業
後
、
久
彦
は
宇
和
島
高
等
女
学
校
の
数
学
の
教
師
と
し
て
赴
任
す

る
。
そ
こ
か
ら
二
人
の
恋
人
同
士
の
よ
う
な
文
通
が
続
い
て
い
る
。
24
「
老
ぬ
れ
ば
」
は
久
彦
へ

の
返
事
が
遅
れ
た
こ
と
の
弁
明
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
久
彦
が
八
重
に
宛
て
た
手
紙
は
、
あ
る

い
は
現
在
も
広
津
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

25
か
ら
32
ま
で
は
昭
和
５
年
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
年
は
ち
ょ
う
ど
襄
の
40
周
忌
に
当
た
っ
て
い

る（
５
）。
ま
た
八
重
は
最
後
（
３
度
目
）
の
会
津
若
松
訪
問
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
歌
を
詠
む

機
会
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
25
・
28
・
29
は
襄
の
40
周
忌
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
29
「
あ

づ
さ
ゆ
み
」
は
、
25
「
あ
り
し
世
に
」
と
一
緒
に
群
馬
の
柏
木
義
円
に
書
き
送
っ
た
歌
で
も
あ
る

が
、「
同
志
社
同
窓
校
友
会
報
」
39
号
で
は
冒
頭
が
「
あ
づ
さ
ら
青
」
と
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
長

ら
く
意
味
不
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
久
彦
宛
書
簡
の
中
に
、「
あ
づ
さ
ゆ
み
春
た
ち
来
れ
ば
」
と

あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
で
よ
う
や
く
正
し
い
本
文
が
判
明
し
た
。
な
お
25
の
下
の
句
は
３
と
一
致
し

て
い
る
。

　

26
・
27
は
久
彦
の
病
気
見
舞
い
に
行
け
な
か
っ
た
こ
と
を
詫
び
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
26
末
尾

の
「
お
も
ひ
こ
そ
や
る
」
は
係
り
結
び
な
の
で
、「
お
も
ひ
こ
そ
や
れ
」
と
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
八
重
が
襄
以
外
の
人
に
こ
れ
だ
け
の
和
歌
を
送
っ
て
い
る
の
は
他
に
例
が
な
い
。

30
・
31
・
32
は
「
ふ
る
さ
と
忘
れ
が
た
く
」
と
い
う
詞
書
で
、
故
郷
会
津
若
松
を
思
っ
て
詠
ん
だ

歌
で
あ
る
。「
同
志
社
同
窓
会
学
友
会
期
報
」
55
号
（
一
九
三
〇
年
一
二
月
）
に
は
４
首
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
「
東
山
」
歌
は
大
正
10
年
に
詠
ま
れ
た
15
で
あ
る
。
あ
る
い
は
32
「
老

ぬ
れ
ど
」
に
し
て
も
、
内
容
的
に
こ
の
時
の
歌
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
年
八
重
は
数
え
で
86
歳
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
今
回
が
最
後
の
会
津
若
松
訪
問
に
な
る
だ

ろ
う
と
い
う
自
覚
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
（
こ
の
折
に
大
龍
寺
に
「
山
本
家
之
墓
所
」
建
立
を
依
頼

し
た
可
能
性
が
高
い
）。
31
の
「
た
ら
ち
ね
」
は
、
普
通
に
は
「
母
」
に
か
か
る
枕
詞
と
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
は
そ
れ
で
は
解
釈
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
八
重
の
母
佐
久
の
墓
は
京
都
（
若
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王
子
の
同
志
社
墓
地
）
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
は
枕
詞
的
用
法
で
は
な
く
、
単
に

「
親
」
の
意
味
で
取
り
た
い
。
八
重
の
父
親
権
八
の
墓
な
ら
、
間
違
い
な
く
会
津
若
松
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

　

八
重
が
訪
問
し
た
の
は
４
月
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
も
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
な
お

30
・
31
の
２
首
は
、
こ
れ
を
半
紙
に
書
い
て
蘇
峰
に
与
え
た
も
の
が
、
神
奈
川
の
徳
富
蘇
峰
記
念

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
八
重
は
会
津
若
松
か
ら
の
帰
り
（
５
月
）
に
、
東
京
で
蘇
峰
と
接
触
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
含
め
て
蘇
峰
宛
の
手
紙
の
中
に
は
、
八
重
の
和
歌
が
し
た
た
め
ら
れ

た
も
の
が
も
っ
と
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

33
・
34
は
昭
和
７
年
の
正
月
念
頭
の
歌
で
あ
る
。
八
重
は
こ
の
年
数
え
で
米
寿
を
迎
え
て
い
る
。

こ
の
年
の
６
月
に
八
重
は
数
え
88
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
こ
の
２
首
が
八
重

の
最
後
の
和
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
風
間
久
彦
宛
書
簡
に
よ
り
、
33
「
あ
し
た
づ
の
」

は
前
年
の
12
月
27
日
以
前
に
既
に
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
正
月
に
届
く
よ
う
に
配

慮
）。「
米
て
ふ
文
字
」
と
は
、「
八
十
八
」
つ
ま
り
米
寿
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
34
の
「
曉
鶏

声
」
と
い
う
題
は
唐
突
だ
が
、
実
は
そ
の
年
の
宮
中
歌
会
始
の
お
題
で
あ
り
（
そ
の
年
の
干
支
は

申
）、
八
重
は
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
詠
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
の
34
首
が
、
現
在
わ
か
っ
て
い
る
八
重
の
和
歌
の
す
べ
て
で
あ
る
。
亡
夫
襄
・
会
津
若

松
・
風
間
久
彦
及
び
自
ら
の
長
寿
を
歌
っ
た
歌
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
わ
ず
か
な
が
ら
も
キ
リ

ス
ト
教
関
係
・
茶
道
関
係
は
あ
る
が
、
篤
志
看
護
婦
関
係
の
歌
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

そ
の
他
（
参
考
）
と
し
て
あ
げ
た
35
「
こ
ま
や
か
に
」
は
、
古
書
目
録
に
八
重
の
和
歌
と
し
て

掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
八
重
の
歌
が
ど
う
か
は
未
詳
（「
大
野
ぬ
し
」
が
誰
な
の
か

不
明
）。
ま
た
36
「
た
け
の
子
を
」
は
、
会
津
新
選
組
記
念
館
に
新
島
八
重
の
和
歌
と
し
て
展
示

さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
筆
跡
と
詠
み
ぶ
り
に
違
和
感
が
あ
る
。「
八
重
」
も
し
く
は
「
八
重

子
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
軽
々
に
新
島
八
重
の
和
歌
と
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
井

深
八
重
を
は
じ
め
と
し
て
、
歌
の
詠
め
る
八
重
も
し
く
は
八
重
子
が
世
の
中
に
（
福
島
に
も
）
複

数
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
「
八
重
の
桜
」
絡
み
で
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
実
は
八
重
の
和
歌
34
首
の
中

に
、
桜
の
歌
も
梅
の
歌
も
見
あ
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歌
か
ら
言
え
ば
、
八
重
は
梅
と

も
桜
と
も
無
縁
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
誕
生
日
は
冬
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ

歴
史
秘
話
ヒ
ス
ト
リ
ア
「
明
治
悪
妻
伝
説
初
代
ハ
ン
サ
ム
・
ウ
ー
マ
ン
新
島
八
重
の
生
涯
」
の
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
で
、

　
　

め
づ
ら
し
と
誰
か
見
ざ
ら
ん
世
の
中
の
春
に
さ
き
だ
つ
梅
の
初
花

と
い
う
歌
が
詠
み
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
を
八
重
の
詠
ん
だ
歌
と
誤
解
し
た
人
も
い
た
よ
う

だ
が
、
こ
れ
は
湯
浅
半
月
が
八
重
の
死
後
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
新
島
襄
と
の
か
か
わ
り
か
ら
す

れ
ば
、
梅
の
方
が
桜
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
が
、
大
河
ド
ラ
マ
が
「
八
重
の
桜
」
と
し
た
こ
と
で
、

に
わ
か
に
八
重
と
桜
と
の
奇
妙
な
か
か
わ
り
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。

〔　

注　

〕

（
１
） 

吉
海
直
人
「「
吉
野
山
」
歌
顛
末
記
」
同
志
社
談
叢
27
・
平
成
19
年
３
月
、
同
「「
吉
野

山
」
歌
補
遺
」
同
志
社
女
子
大
学
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
28
・
平
成
23
年
３
月
参
照
。
ま

た
吉
海
直
人
「
八
重
の
蘇
峰
宛
書
簡
六
通
の
紹
介 

― 

徳
富
蘇
峰
記
念
館
所
蔵 

―
」
総

合
文
化
研
究
所
紀
要
30
・
平
成
25
年
７
月
、
同
「
八
重
の
風
間
久
彦
宛
書
簡
の
紹

介 

― 

風
間
健
氏
所
蔵 

―
」
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
31
・
平
成
26
年
７
月
も
同
様
で
あ

る
。

（
２
） 

八
重
と
同
時
代
の
会
津
女
性
の
和
歌
と
し
て
、
西
郷
頼
母
の
妻
千
重
子
の
「
な
よ
た
け
の

風
に
任
す
る
身
な
れ
ど
も
た
わ
ま
ぬ
節
は
あ
り
と
こ
そ
聞
け
」
や
、
中
野
竹
子
の
「
も
の

の
ふ
の
猛
き
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
数
に
も
入
ら
ぬ
我
が
身
な
が
ら
も
」
な
ど
が
知
ら
れ
て
い

る
。

（
３
） 

襄
が
八
重
宛
の
手
紙
に
和
歌
を
書
き
添
え
て
い
た
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
八
重
も
返
書
に

和
歌
を
添
え
た
に
違
い
な
い
。
２
人
の
和
歌
の
贈
答
は
幻
想
で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

な
お
明
治
20
年
７
月
、
八
重
は
札
幌
で
旧
知
の
日
向
ユ
キ
と
二
十
年
ぶ
り
に
再
会
し
、
記

念
写
真
を
撮
影
し
て
い
る
。
そ
の
折
ユ
キ
は
、

　
　
　
　

幼
な
友
達
新
島
八
重
子
様
に
会
ひ
て

　
　

う
れ
し
さ
に
よ
る
年
波
も
う
ち
忘
れ
ま
た
の
あ
ふ
せ
を
い
の
り
居
る
か
な

と
歌
を
詠
じ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
に
和
す
る
和
歌
を
八
重
も
詠
じ
た
と
思
わ
れ
る
の

だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

（
４
） 

こ
の
竹
と
雪
か
ら
は
、
か
つ
て
襄
の
祖
父
が
襄
を
叱
る
際
に
あ
げ
た
「
に
く
く
て
は
打
た

ぬ
も
の
な
り
笹
の
雪
」
と
い
う
俳
句
が
想
起
さ
れ
る
。
ま
た
八
重
の
茶
名
「
宗
竹
」
に
も
、

こ
の
歌
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
廣
瀬
千
沙
子
氏
「
新
島
八
重
の
茶
の

湯
」『
新
島
八
重
ハ
ン
サ
ム
な
女
傑
の
生
涯
』（
淡
交
社
）
平
成
24
年
10
月
参
照
。

（
５
） 

八
重
は
襄
の
命
日
、
特
に
10
年
忌
毎
に
歌
を
詠
じ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
和
歌
が

今
後
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
期
待
し
た
い
。
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