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紫
式
部
日
記
に
わ
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

原
　
　
田

敦
　
　
子

　
紫
式
部
日
記
に
は
、
全
部
で
十
八
首
の
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、

紫
式
部
は
「
式
部
自
撰
の
家
集
を
源
泉
と
し
て
伝
来
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

¢
る
」
紫
式
部
集
を
も
有
し
、
こ
の
う
ち
両
者
に
ま
た
が
っ
て
収
載
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

歌
は
、
実
に
十
五
首
を
数
え
る
。
勿
論
紫
式
部
集
は
、
そ
の
収
載
歌
の
詠
作
時

期
か
ら
考
え
て
、
紫
式
部
日
記
よ
り
後
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
紫
式
部
日
記
か
ら
家
集
へ
の
歌
の
収
載
は
考
え
ら
れ
て
も
、
逆
の
関
係
は
成

り
立
ち
得
な
い
。
一
方
紫
式
部
は
、
家
集
に

　
暦
に
初
雪
ふ
る
と
書
き
た
る
日
、
目
に
近
き
日
野
岳
と
い
ふ
山
の
雪
い
と
深

　
　
　
　
　
　
　
＠

　
う
見
や
ら
る
れ
ば

な
る
詞
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
早
く
か
ら
（
こ
こ
で
詠
ま
れ
た
歌
は
、
宣

孝
と
結
婚
前
の
越
前
国
在
住
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
）
座
右
に
「
初
雪
ふ

る
」
の
如
き
注
の
入
っ
た
仮
名
暦
を
置
い
て
、
そ
の
余
白
に
そ
の
時
々
の
出
来

事
や
感
想
、
さ
ら
に
は
歌
を
書
き
つ
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
一

方
に
は
歌
反
故
の
如
き
も
の
も
残
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
、
日

記
、
家
集
両
者
共
通
の
源
泉
と
な
っ
た
資
料
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
一
定
の
状
況
の
も
と
で
詠
ま
れ
た
同
一
の
歌
を
日
記
、
家
集

で
は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
日
記
作
者

と
し
て
の
紫
式
部
の
意
識
、
更
に
は
日
記
に
お
け
る
歌
と
散
文
の
位
相
を
も
探

り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
以
下
は
こ
の
問
題
解
明
の
た
め
の
一
つ
の
小

さ
な
試
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
「
秋
の
け
は
ひ
入
り
た
つ
ま
ま
に
…
」
で
始
ま
る
日
記
冒
頭
の
流
麗
な
一
文

が
、
秋
の
土
御
門
殿
の
情
趣
を
で
は
な
く
、
秋
の
或
日
の
タ
暮
の
同
所
の
景
を

描
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
益
閏
勝
実
氏
の
詳
細
な
御
分
析
が
あ

＠
る
。
そ
し
て
氏
に
よ
れ
ば
「
日
記
の
作
者
は
先
づ
土
御
門
殿
で
の
御
産
前
の
景

趣
に
筆
を
起
し
、
或
一
日
を
頭
に
浮
か
べ
て
、
夕
－
夜
－
暁
と
辿
っ
て
朝
に
及

ん
だ
時
、
道
長
の
女
郎
花
の
一
件
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
至
る
や
、
作
者
の
回
想

は
忽
ち
こ
の
特
別
な
事
件
の
為
に
、
時
間
の
糸
を
離
れ
て
、
事
が
ら
の
糸
で
辿

　
　
＠

ら
れ
る
」
の
で
あ
っ
た
。



（
目
記
）

渡
殿
の
戸
ぐ
ち
の
局
に
見
い
だ
せ
ば
、
ほ
の

う
ち
霧
り
た
る
朝
の
露
も
ま
だ
落
ち
ぬ
に
、

殿
あ
り
か
せ
給
ひ
て
、
御
随
身
召
し
て
遣
水

は
ら
は
せ
給
ふ
。
橋
の
南
な
る
女
郎
花
の
い

み
じ
う
さ
か
り
な
る
を
、
一
枝
折
ら
せ
給
ひ

て
、
几
帳
の
上
よ
り
さ
し
の
ぞ
か
せ
給
へ
り
。

御
さ
ま
の
い
と
は
づ
か
し
げ
な
る
に
、
わ
が

朝
が
ほ
の
思
ひ
し
ら
る
れ
ば
、
「
こ
れ
、
お

そ
く
て
は
わ
ろ
か
ら
む
」
と
の
た
ま
は
す
る

に
こ
と
つ
け
て
、
硯
の
も
と
に
よ
り
ぬ
。

　
女
郎
花
さ
か
り
の
色
を
見
る
か
ら
に

　
露
の
わ
ぎ
け
る
身
こ
そ
し
ら
る
れ

「
あ
な
疾
」
と
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
硯
召
し
い

づ
。

　
白
露
は
わ
き
て
も
お
か
じ
女
郎
花

　
心
か
ら
に
や
色
の
そ
む
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
七
月
）

言
う
ま
で
も
な
く
、
歌
集
で
は
歌
が
主
で
詞
書
が
従
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

（
家
集
）

朝
霧
の
を
か
し
き
ほ
ど

に
、
お
ま
へ
の
花
ど
も
、

色
々
に
乱
れ
た
る
中
に
、

女
郎
花
い
と
さ
か
り
な
る

を
、
殿
御
覧
じ
て
、
一
枝

折
ら
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
几

帳
の
か
み
よ
り
、
「
こ
れ

た
だ
に
か
へ
す
な
」
と

て
、
た
ま
は
せ
た
り

　
女
郎
花
さ
か
り
の
色
を

　
兄
る
か
ら
に

　
露
の
分
ぎ
け
る
身
こ
そ

　
知
ら
る
れ

と
書
き
っ
け
た
る
を
、
　
い

と
疾
く

　
白
露
は
分
ぎ
て
も
置
か

　
じ
女
郎
花

　
心
か
ら
に
や
色
の
染
む

　
ら
む

　
　
　
　
　
詞
書
は
「
い

っ
、
誰
が
、
ど
ん
な
事
情
で
」
歌
を
詠
ん
だ
か
、
即
ち
歌
に
至
る
ま
で
の
状
況

を
簡
略
に
説
明
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
の
に
対
し
、
目
記
や
物
語
で
は
、
散
文

・
は
歌
と
同
等
、
時
に
は
歌
以
上
の
表
現
伍
値
を
有
す
る
。
右
の
例
で
も
、
日
記
で

は
ま
ず
式
部
の
視
点
が
「
渡
殿
の
戸
ぐ
ち
の
局
」
と
説
明
さ
れ
、
「
朝
の
霧
も

ま
だ
落
ち
ぬ
に
、
殿
あ
り
か
せ
給
ひ
て
、
御
随
身
召
し
て
遣
水
は
ら
せ
給
ふ
」

絵
画
的
情
景
が
設
定
さ
れ
た
後
、
式
部
の
心
理
に
ま
で
筆
は
分
け
入
っ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
日
記
、
家
集
と
も
に
女
郎
花
の
花
の
授
受
が
歌
詠
作
の
契
機
に
な

　
っ
て
い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
日
記
に
お
い
て
は
、
「
は
づ
か
し
げ
な

る
」
道
長
の
前
に
さ
ら
さ
れ
た
、
恐
ら
く
朝
化
粧
も
ま
だ
す
ま
し
て
い
な
い
、

さ
だ
す
ぎ
て
美
し
く
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
式
部
の
姿
が
、
彼
女
自
身
の
筆
に

自
虐
的
に
写
し
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
郎
花
に
た
と
え
ら
れ
る
道
長
の

栄
華
に
対
し
、
露
の
恵
み
か
ら
分
け
へ
だ
て
ら
れ
た
と
い
う
式
部
の
身
の
上

が
、
刺
す
よ
う
な
痛
み
を
も
っ
て
詠
い
こ
ま
れ
る
。
歌
の
贈
答
に
見
る
か
ぎ

り
、
こ
れ
は
主
人
と
女
房
と
の
機
智
に
富
ん
だ
み
や
び
な
行
為
で
あ
る
に
違
い

な
い
。
主
家
の
栄
華
を
今
を
盛
り
と
咲
き
誇
る
女
郎
花
に
た
と
え
、
自
身
の
姿

の
み
じ
め
さ
を
謙
退
し
て
詠
い
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
家
繁
栄
の
め
で
た

さ
は
尚
一
層
の
輝
き
を
増
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
式
部
の
讃
嘆
と
卑
下
を

は
ぐ
ら
か
し
、
歌
の
主
題
を
女
郎
花
の
花
そ
の
も
の
に
転
じ
限
局
し
た
道
長
の

返
歌
も
、
天
晴
れ
な
み
や
び
の
行
為
と
賞
讃
さ
れ
得
よ
う
。

　
紫
式
部
は
既
に
日
記
の
こ
の
前
の
く
だ
り
に
お
い
て
、
己
が
仕
え
る
中
宮
彰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
目
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

子
の
「
近
う
さ
ぷ
ら
ふ
人
々
は
か
な
き
物
語
す
る
を
聞
こ
し
め
し
っ
っ
、
な
や

ま
し
う
お
は
し
ま
す
べ
か
め
る
を
、
さ
り
げ
な
く
も
て
か
く
さ
せ
給
」
う
立
派

な
御
様
子
を
、
こ
の
世
を
憂
し
と
す
る
「
う
つ
し
心
を
は
ひ
き
た
が
へ
」
讃
美
し

て
い
る
。
ま
た
こ
の
女
郎
花
の
贈
答
の
次
の
条
で
は
、
「
し
め
や
か
な
る
夕
暮
」

に
お
け
る
頼
通
と
の
物
語
の
「
し
め
じ
め
と
し
て
」
「
心
に
く
き
さ
ま
」
を

叙
し
て
、
「
物
語
に
ほ
め
た
る
を
と
こ
の
心
地
し
待
り
し
か
」
と
頼
通
に
讃
嘆

の
こ
と
ば
を
贈
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
我
々
は
式
部
の
意

図
に
気
づ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
式
部
は
こ
の
後
の
九
月
九
日
の
条
に
倫
子

よ
り
菊
の
き
せ
綿
を
贈
ら
れ
た
鳳
流
を
叙
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
仕
え
る

主
家
の
主
要
な
人
物
四
人
を
日
記
の
初
め
に
紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
自
身

の
交
流
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
宮
女
房
と
し
て
の
己
が
地
位
を
道
長
一
家

の
か
も
し
出
す
文
化
的
雰
囲
気
の
中
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
定
位
す

る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
み
や
び
を
知
る
行
為
を
賞
揚
し
た
の
で
あ
っ

た
。
道
長
と
の
歌
の
贈
答
の
一
件
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
確
か
に
把
握
し

う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
和
歌
前
文
の

　
御
さ
ま
の
い
と
は
づ
か
し
げ
な
る
に
、
わ
が
朝
が
ほ
の
思
ひ
し
ら
る
れ
ば

を
想
起
す
る
と
き
、
我
々
は
単
な
る
「
み
や
び
」
の
贈
答
、
主
家
の
栄
華
の
讃
美

と
だ
け
で
は
割
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
式
部
の
心
の
「
お
り
」
の
如
き
も
の

を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
天
下
一
の
実
力
者
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
式
部
の

文
化
的
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
道
長
と
対
等
の
歌
の
応
酬
を
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

が
ら
、
式
部
に
は
そ
の
こ
と
を
得
意
に
思
わ
ぬ
で
も
な
い
自
己
と
、
そ
の
自
己

を
っ
き
は
な
し
て
凝
然
と
見
す
え
る
も
う
一
人
の
自
己
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
こ
の
日
記
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
、
中
宮
御
前
の
有
様
の
め
で
た
さ

に
「
憂
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
、
か
か
る
御
前
を
こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
べ
か
り

け
れ
と
、
う
っ
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
る
る
」

自
己
と
、
そ
の
自
己
を
「
か
っ
は
あ
や
し
」
と
凝
視
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も

う
一
人
の
覚
醒
せ
る
自
己
に
描
か
れ
た
図
式
と
共
通
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
同
様
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
倫
子
と
の
交
渉
に
お
い
て
も
言
い
う
る
の
で

あ
る
。

　
九
目
、
菊
の
綿
を
、
兵
部
の
お
も
と
の
も
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
九
日
、
菊
の
綿
を
上

　
ぎ
て
、
「
こ
れ
、
殿
の
う
へ
の
、
と
り
わ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
御
方
よ
り
た
ま
へ
る
に

　
て
。
い
と
よ
う
老
の
ご
ひ
す
て
給
へ
と
、
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
の
露
わ
か
ゆ
ば
か
り

　
た
ま
は
せ
つ
る
」
と
あ
れ
ぱ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
袖
ふ
れ
て

　
　
菊
の
露
わ
か
ゆ
ば
か
り
に
袖
ふ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
の
あ
る
じ
に
千
代
は

　
　
花
の
あ
る
じ
に
千
代
は
ゆ
づ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
づ
ら
む

　
と
て
、
か
へ
し
奉
ら
む
と
す
る
ほ
ど
に
、
あ

　
な
た
に
か
へ
り
わ
た
ら
せ
給
ひ
ぬ
と
あ
れ
ば
、

　
よ
う
な
さ
に
と
ど
め
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
九
月
九
日
）

日
記
に
記
さ
れ
た
兵
部
の
お
も
と
を
介
し
て
の
倫
子
の
伝
言
は
言
わ
ず
も
が
な



の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
菊
の
綿
を
上
の
御
方
よ
り
た
ま
へ
る
に
」
と
し
た
家
集

の
詞
書
で
、
倫
子
の
意
図
は
充
分
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て

使
者
の
こ
と
ば
と
し
て
記
し
た
と
こ
ろ
に
日
記
の
冗
漫
さ
が
あ
れ
ば
あ
る
と
言

え
る
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
ば
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
倫
子
の
風
雅
な
心
遣
い

に
感
動
す
る
式
部
の
心
が
写
し
出
さ
れ
た
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
が
、
日
記
の

含
む
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
終
ら
な
い
。
家
集
を
読
む
限
り
で
は
、
倫
子
の
心
遣

い
に
感
激
し
た
式
部
が
倫
子
の
延
命
を
願
う
賀
歌
を
詠
ん
で
奉
っ
た
と
解
さ
れ

る
が
、
日
記
で
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
へ
し
奉
ら
む
と
す
る
ほ
ど
に
、
あ
な
た
に
か
へ
り
わ
た
ら
せ
給
ひ
ぬ
と
あ

　
れ
ば
、
よ
う
た
さ
に
と
ど
め
っ
。

歌
集
に
お
い
て
は
左
註
と
し
て
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
の
一
文
が
日
記
に
書
き

加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
一
杯
の
賀
歌
を
作
っ
て
倫
子
に
奉
ろ
う
と

し
、
そ
れ
が
無
用
の
も
の
に
な
っ
て
取
り
残
さ
れ
た
式
部
の
孤
愁
と
み
じ
め
さ

が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
主
人
筋
の
倫
子
の
風
雅
な
心
遣
い
は
、
そ
れ
を
受
け

た
式
部
に
何
程
か
の
誇
り
と
感
動
を
与
え
た
。
し
か
し
当
の
相
手
へ
の
式
部
の

反
応
は
、
見
事
肩
す
か
し
を
食
わ
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
式
部

は
、
一
介
の
中
宮
女
房
で
し
か
な
い
わ
が
身
の
程
を
手
痛
く
も
思
い
知
ら
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
「
よ
う
な
さ
に
と
ど
め
っ
」
の
二
言
に
は
、
限
り
な
い
痛
憤
と

共
に
、
我
が
身
の
程
も
考
え
ず
に
感
激
し
た
自
身
の
軽
率
さ
へ
の
自
瑚
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
目
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

　
式
部
は
、
美
の
風
景
を
眼
前
に
し
て
、
「
う
っ
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
、
た
と

し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
る
る
も
、
か
つ
は
あ
や
し
」
と
反
省
し
つ
つ
も
、
道
長
家

の
人
々
の
か
も
し
出
す
み
や
び
の
情
趣
を
無
意
識
に
讃
仰
し
、
そ
れ
を
筆
に
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
　
　
そ
し
て
そ
れ
は
王
朝
宮
廷
社
会

に
生
き
る
人
間
の
催
す
べ
き
感
懐
と
し
て
い
わ
ば
高
飛
車
に
定
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
が
　
　
そ
う
し
た
み
や
び
の
世
界
、
栄
華
の
諸
相
か
ら
疎
外
さ
れ
た

自
己
に
立
ち
か
え
る
と
き
、
己
れ
の
内
な
る
憂
悶
と
宮
仕
え
人
の
み
じ
め
さ
が

鈍
色
の
孤
愁
と
な
っ
て
自
己
を
と
り
ま
く
の
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
既

述
の
如
く
、
紫
式
部
日
記
の
日
記
的
部
分
は
、
道
長
家
か
ら
要
請
さ
れ
た
道
長

家
栄
華
の
記
録
と
し
て
の
始
発
を
有
し
、
式
部
は
主
家
の
要
請
に
こ
た
え
る
た

め
、
そ
の
栄
華
を
証
す
事
実
を
一
っ
一
っ
す
く
い
取
り
、
叙
述
し
て
ゆ
か
ね
ば

　
　
　
　
　
＠

な
ら
な
か
っ
た
。
順
序
は
前
後
す
る
が
、
寛
弘
五
年
八
月
の
上
旬
ｚ
中
旬
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
播
磨
の
守
の
碁
の
負
わ
ざ
の
日
の
御
盤
の
趣
向
と
洲
浜
の
ほ
と

り
の
水
に
か
き
ま
ぜ
ら
れ
た
賀
歌

　
紀
の
国
の
し
ら
ら
の
浜
に
ひ
ろ
ふ
て
ふ

　
　
　
　
こ
の
石
こ
そ
は
い
は
ほ
と
も
な
れ

は
、
そ
の
か
み
の
天
禄
四
年
円
融
院
・
資
子
内
親
王
乱
碁
歌
合
を
も
想
起
さ
せ

＠
る
風
雅
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
一
件
は
当
日
式
部
が
他
出
し
て
い
て

実
見
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
宮
御
産
前
の
道
長
邸
の
美
的
環
境
を

示
す
も
の
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
日
記
中
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

部
は
こ
と
自
身
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
決
し
て
平
静
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ

の
日
記
の
散
文
部
分
に
は
、
眼
前
の
対
象
か
ら
自
己
内
面
の
憂
悶
へ
と
回
帰
し

て
ゆ
く
思
考
の
パ
タ
ー
ン
が
幾
度
か
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
様
の
思
考

が
道
長
や
倫
子
と
の
交
渉
を
記
し
た
歌
の
前
後
の
文
章
の
中
に
、
半
ば
無
意
識

的
に
に
じ
み
出
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
記
中
の
歌
に

前
後
す
る
散
文
の
中
に
は
、
家
集
の
詞
書
と
は
異
な
っ
た
作
者
の
思
惟
や
あ
か

ら
さ
ま
な
感
情
の
片
鱗
が
写
し
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
達
部
、
座
を
立
ち
て
、
御
橋
の
上
に
ま
ゐ

り
給
ふ
。
殿
を
は
じ
め
奉
り
て
灘
う
ち
給
ふ
。

か
み
の
あ
ら
そ
ひ
い
と
ま
さ
な
し
。

歌
ど
も
あ
り
。
「
女
房
さ
か
づ
き
」
な
ど
あ

る
を
り
、
い
か
が
は
い
ふ
べ
き
な
ど
、
く
ち

ぐ
ち
思
ひ
こ
こ
ろ
み
る
。

　
め
づ
ら
し
き
光
さ
し
そ
ふ
さ
か
月
は

　
も
ち
な
が
ら
こ
そ
千
代
も
め
ぐ
ら
め

「
四
条
の
大
納
言
に
さ
し
い
で
む
ほ
ど
、
歌

を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
声
づ
か
ひ
用
意
い
る

べ
し
」
な
ど
、
さ
さ
め
き
あ
ら
そ
ふ
ほ
ど
に
、

こ
と
お
ほ
く
て
、
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
れ
ば
に

や
、
と
り
わ
き
て
も
指
さ
で
ま
か
で
給
ふ
。

宮
の
御
産
養
、
五
日
の
夜
、

月
の
光
さ
へ
、
こ
と
に
く

ま
な
き
水
の
上
の
橋
に
、

上
達
部
、
殿
よ
り
は
じ
め

た
て
ま
っ
り
て
、
酔
ひ
乱

れ
の
の
し
り
給
ふ
さ
か
づ

き
の
折
に
、
さ
し
出
づ

　
め
づ
ら
し
き
光
さ
し
添

　
ふ
さ
か
づ
き
は

　
も
ち
な
が
ら
こ
そ
千
代

　
を
め
ぐ
ら
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

　
　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
）
　
一

日
記
で
は
女
房
さ
か
づ
き
と
指
名
さ
れ
た
折
の
心
用
意
に
と
思
い
思
い
に
準
備

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
格
別
の
指
名
も
な
か
っ
た
と
し
、
家
集
の
「
さ
か
づ

き
の
折
に
、
さ
し
い
づ
」
と
あ
る
詞
書
と
齪
鱈
す
る
。
恐
ら
く
こ
の
時
に
詠
ま
れ

た
歌
は
後
に
道
長
家
に
献
詠
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
実
際
的
に
は
両
者
の
記

述
に
そ
れ
程
大
き
な
差
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
家
集
で
は
、
歌
そ
の

も
の
を
導
き
出
す
た
め
の
詞
書
が
必
要
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
日
記
で
は
歌
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

含
む
四
囲
の
状
況
が
ど
う
運
ば
れ
て
い
た
か
、
そ
の
事
実
を
記
す
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
。
日
記
に
お
い
て
歌
は
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
行
事
の
一
部
と
し

て
認
識
さ
れ
た
一
事
実
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
日
記
に
お
け
る
式
部
の
叙
述
態

度
は
、
彼
女
が
い
か
に
事
実
に
忠
実
で
あ
っ
た
か
を
証
す
る
も
の
と
言
え
よ

う
。
と
同
時
に
、
中
宮
女
房
と
し
て
晴
儀
の
席
で
歌
を
献
詠
す
る
こ
と
を
そ
の

任
と
し
て
期
待
さ
れ
、
式
部
自
身
も
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
公
卿
達
の

都
合
で
そ
の
心
用
意
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
女
房
の
立
場
の
弱
さ
を
、
こ
こ
に

、
　
　
、

事
実
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
種
の
恨
み
を
こ
め
て
式
部
は
か
み
し
め
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
の
夜
、
月
い
と
お
も
し
ろ
し
。
こ
ろ
さ
　
　
又
の
夜
、
月
の
く
ま
な
き

へ
を
か
し
き
に
、
若
ぎ
人
は
舟
に
の
り
て
遊

ぶ
。
色
々
な
る
を
り
よ
り
も
、
お
な
じ
さ

ま
に
さ
う
ぞ
き
た
る
、
や
う
だ
い
、
髪
の
ほ

に
、
若
人
た
ち
舟
に
の
り

て
遊
ぶ
を
見
や
る
。
中
島

の
松
の
根
に
さ
し
め
ぐ
る



ど
、
く
も
り
な
く
見
ゆ
。
小
大
輔
源
式
部

　
・
：
…
な
ど
、
は
し
近
く
ゐ
た
る
を
、
左
の
宰

相
の
中
将
殿
の
中
将
の
君
い
ざ
な
ひ
い
で
給

　
ひ
て
、
右
の
宰
相
の
中
将
兼
隆
に
樟
さ
さ
せ

　
て
、
舟
に
の
せ
給
ふ
。
か
た
へ
は
す
べ
り
と

　
ど
ま
り
て
、
さ
す
が
に
う
ら
や
ま
し
く
や
あ

　
ら
む
、
外
見
い
だ
し
つ
つ
ゐ
た
り
。
い
と
白

　
き
庭
に
、
月
の
光
り
あ
ひ
た
る
、
や
う
だ
い

　
か
た
ち
も
を
か
し
ぎ
や
う
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
九
月
十
六
日
）

日
記
は
舟
遊
び
す
る
女
房
、

し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
が
、

ほ
ど
、
を
か
し
く
見
ゆ
れ

ば
　
曇
り
な
く
千
年
に
す
め

　
る
水
の
面
に

　
や
ど
れ
る
月
の
影
も
の

　
ど
け
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
を
誘
い
出
す
公
達
の
名
を
も
記
し
て
記
録
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
は
収
載
し
て
い
な
い
。
家
集
に
残
さ
れ
た

歌
は
、
「
曇
り
な
く
」
「
千
年
に
す
め
る
」
「
の
ど
け
し
」
と
慶
祝
の
意
を
こ
め

た
こ
と
ば
を
重
ね
て
賀
歌
的
発
想
を
し
て
い
る
が
、
前
日
条
の
「
め
づ
ら
し
き

…
」
の
歌
と
比
べ
る
に
「
千
代
」
「
千
年
」
と
類
似
の
語
を
用
い
、
月
の
光
を

皇
子
誕
生
と
い
う
慶
事
に
た
と
え
る
な
ど
、
歌
と
し
て
は
相
似
た
趣
向
の
も
の

な
の
で
、
日
記
に
と
り
あ
げ
る
の
を
や
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
歌
は
同

じ
く
賀
歌
的
な
発
想
に
立
っ
も
の
と
い
い
な
が
ら
、
式
部
の
口
に
自
ず
と
口
ぐ

さ
ま
れ
た
も
の
で
、
行
事
の
一
環
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
紫
式
部
日
記
に
お

い
て
は
、
行
事
儀
式
の
記
録
の
中
に
私
的
な
歌
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
目
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
言
っ
て
も
こ
の
歌
を
日
記
の
中
に
と
り
あ
げ
な
か

っ
た
の
は
、
式
部
の
一
つ
の
見
識
を
示
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
わ
っ
て
式
部
は
、
こ
の
後
に
祝
意
を
表
し
に
道
長
邸
を
訪
れ
た
内
裏
女
房
の

こ
と
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
慶
祝
の
意
を
表
現
し
た
。
栄
華
の
記
録
と
し
て

の
紫
式
部
日
記
に
は
、
内
裏
女
房
の
訪
問
と
そ
れ
を
迎
え
た
道
長
の
満
悦
は
欠

く
べ
か
ら
ざ
る
事
項
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ろ
し
か
る
べ
き
夜
の
御
酔
ひ
な
め
り
と

兄
て
、
事
は
つ
る
ま
ま
に
、
宰
相
の
君
に
い

ひ
あ
は
せ
て
、
隠
れ
な
む
と
す
る
に
、
東
お

も
て
に
殿
の
君
達
宰
相
の
中
将
な
ど
入
り
て
、

さ
わ
が
し
け
れ
ば
、
ふ
た
り
御
帳
の
う
し
ろ

に
居
か
く
れ
た
る
を
、
と
り
は
ら
は
せ
給
ひ

て
、
ふ
た
り
な
が
ら
と
ら
へ
す
ゑ
さ
せ
給
へ

り
。
「
和
歌
ひ
と
つ
つ
か
う
ま
つ
れ
。
さ
ら

ば
ゆ
る
さ
む
」
と
の
た
ま
は
す
。
い
と
わ
び

し
く
恐
ろ
し
け
れ
ば
、
聞
こ
ゆ
。

　
い
か
に
い
か
が
か
ぞ
へ
や
る
べ
き
八
千
歳

　
の
あ
ま
り
ひ
さ
し
ぎ
君
が
御
代
を
ば

「
あ
は
れ
、
つ
か
う
ま
つ
れ
る
か
な
」
と
、

ふ
た
た
び
ば
か
り
謂
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
、
い
と

御
五
十
日
の
夜
、
殿
の
、

「
歌
よ
め
」
　
と
の
た
ま
は

す
れ
ば

　
い
か
に
い
か
が
数
へ
や

　
る
べ
ぎ
八
千
年
の

　
あ
ま
り
久
し
ぎ
君
が
御

　
世
を
ば

殿
の
御

　
芦
田
鶴
の
よ
は
ひ
し
あ

　
ら
ば
君
が
世
の

　
千
年
の
数
も
か
ぞ
へ
と

　
り
て
む

四
三



紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

疾
う
の
た
ま
は
せ
た
る
、

　
あ
し
た
づ
の
よ
は
ひ
し
あ
ら
ば
君
が
代
の

　
千
歳
の
か
ず
も
か
ぞ
へ
と
り
て
む

さ
ぱ
か
り
酔
ひ
給
へ
る
御
心
地
に
も
お
ぽ
し

け
る
こ
と
の
さ
ま
な
れ
ば
、
い
と
あ
は
れ
に
、

こ
と
わ
り
な
り
。
げ
に
か
く
も
て
は
や
し
き

こ
え
給
ふ
に
こ
そ
は
、
よ
ろ
づ
の
か
ざ
り
も

ま
さ
ら
せ
給
ふ
め
れ
。
千
代
も
あ
く
ま
じ
く
、

御
ゆ
く
す
ゑ
の
、
数
な
ら
ぬ
心
地
に
だ
に
思

ひ
つ
づ
け
ら
る
◎

　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
十
一
月
一
日
）

酔
っ
た
道
長
に
歌
よ
め
と
強
要
さ
れ
て
賀
歌
を
よ
み
、
そ
れ
を
め
で
た
道
長
が

乱
酔
に
も
か
か
わ
ら
ず
素
早
く
返
歌
し
た
。
そ
の
こ
と
の
め
で
た
さ
が
内
容
の

め
で
た
さ
を
倍
加
し
、
式
部
は
若
宮
の
未
来
を
祝
福
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
も
主
従
二
人
の
機
智
あ
る
贈
答
に
よ
っ
て
、
み
や
び
の
世
界
が
築
き
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
主
人
に
歌
よ
め
と
求
め
ら
れ
る
こ
と

は
、
式
部
に
と
っ
て
行
事
の
一
部
と
し
て
半
ば
公
的
な
事
項
に
属
し
、
そ
の
贈

答
を
記
す
こ
と
が
ま
た
式
部
の
職
掌
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
式
部
は
、
歌

を
よ
む
に
あ
た
っ
て
殿
の
態
度
が
「
い
と
わ
び
し
く
恐
ろ
し
」
か
っ
た
と
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
歌
に
よ
り
、
ま
た
日
記
の
記
述
に
よ
り
、
道
長

家
の
栄
華
に
こ
の
上
な
く
祝
意
を
表
し
っ
っ
も
、
式
部
は
己
が
立
居
振
舞
に
ま

で
無
遠
慮
に
ず
か
ず
か
と
入
り
こ
ん
で
く
る
道
長
の
態
度
に
我
慢
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
散
文
は
、
小
さ
く
は
あ
る
が
キ
ラ
リ
と
光
る

厳
し
さ
を
も
っ
て
式
部
の
痛
苦
を
写
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
少
将
の
君
の
、
文
お
こ
せ
給
へ
る
返
り
ご

と
書
く
に
、
時
雨
の
さ
と
か
ぎ
く
ら
せ
ば
、

使
も
い
そ
ぐ
。
「
ま
た
空
の
け
し
き
も
心
地

さ
わ
ぎ
て
な
む
」
と
て
、
腰
折
れ
た
る
こ
と

や
書
き
ま
ぜ
た
り
け
む
◎
暗
う
な
り
に
た
る

に
、
た
ち
か
へ
り
、
い
た
う
か
す
め
た
る
濃

染
紙
に

　
雲
間
な
く
な
が
む
る
空
も
か
き
く
ら
し

　
い
か
に
し
の
ぶ
る
時
雨
な
る
ら
む

か
き
っ
ら
む
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
、

　
こ
と
わ
り
の
時
雨
の
空
は
雲
間
あ
れ
ど

　
な
が
む
る
袖
ぞ
か
わ
く
ま
も
な
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
牛
十
月
）

た
だ
、

え
さ
ら
ず
う
ち
語
ら
ひ
、
す
こ
し
も

時
雨
す
る
日
、
小
少
将
の

君
、
里
よ
り

　
雲
間
な
く
な
が
む
る
空

　
も
か
き
く
ら
し

　
い
か
に
忍
ぷ
る
時
雨
な

　
る
ら
む

返
し

　
こ
と
わ
り
の
時
雨
の
空

　
は
雲
間
あ
れ
ど

　
な
が
む
る
袖
ぞ
乾
く
世

　
も
な
き

里
に
出
で
て
、
犬
塑
言
の



心
と
め
て
思
ふ
、
こ
ま
や
か
に
も
の
を
い
ひ

か
よ
ふ
、
さ
し
あ
た
り
て
お
の
づ
か
ら
む
つ

び
語
ら
ふ
人
ば
か
り
、
す
こ
し
な
つ
か
し
く

思
ふ
ぞ
、
も
の
は
か
な
ぎ
や
。
大
納
言
の
君

の
、
夜
々
は
御
前
に
い
と
近
う
ふ
し
給
ひ
つ

つ
、
物
語
し
給
ひ
し
け
は
ひ
の
恋
し
き
も
、

な
ほ
世
に
し
た
が
ひ
ぬ
る
心
か
。

　
浮
き
寝
せ
し
水
の
上
の
み
恋
し
く
て

　
鴨
の
上
毛
に
さ
え
ぞ
お
と
ら
ぬ

返
し
、

　
う
ち
は
ら
ふ
友
な
き
こ
ろ
の
寝
ざ
め
に
は

　
つ
が
ひ
し
鴛
鴛
ぞ
夜
半
に
恋
し
ぎ

書
ぎ
ざ
ま
な
ど
さ
へ
い
と
を
か
し
ぎ
を
、
ま

ほ
に
も
お
は
す
る
人
か
な
と
見
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
十
一
月
）

君
、
文
た
ま
へ
る
つ
い
で

　
に
浮
き
寝
せ
し
水
の
上

　
の
み
恋
し
く
て

　
鴨
の
上
毛
に
さ
え
ぞ
お

　
と
ら
ぬ

返
し

　
う
ち
は
ら
ふ
友
な
き
こ

　
ろ
の
ね
ざ
め
に
は

　
つ
が
ひ
し
を
し
ぞ
夜
は

　
に
恋
し
き

両
者
共
、
宮
中
に
お
い
て
式
部
と
最
も
親
し
か
っ
た
同
僚
女
房
と
の
贈
答
で
あ

る
。
準
公
的
な
日
記
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
紫
式
部
日
記
に
あ
っ
て
は
、
私

的
な
贈
答
や
独
詠
歌
は
行
事
と
行
事
の
谷
間
に
埋
め
こ
ま
れ
た
形
で
記
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
二
者
の
贈
答
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
。
が
、
繁
雑
な
ま
で
に
精

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
目
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

し
い
行
事
記
録
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
贈
答
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
、
日

記
に
柔
軟
さ
を
与
え
る
と
共
に
筆
者
の
実
在
感
を
増
幅
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
筆

者
の
手
に
な
る
行
事
記
録
も
現
実
感
を
増
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
小
少

将
の
君
と
の
贈
答
に
お
い
て
は
、
前
文
の

　
時
雨
の
さ
と
か
き
く
ら
せ
ば
、
使
も
い
そ
ぐ
。
　
（
中
略
）
暗
う
な
り
に
た
る

　
に
、
た
ち
か
へ
り
、
い
た
う
か
す
め
た
る
濃
染
紙
に

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
現
実
感
は
一
層
重
み
を
増
す
。
が
こ
こ
に
お
い
て

も
、
歌
の
前
文
は
家
集
の
詞
書
の
ご
と
く
直
線
的
に
歌
に
向
う
の
で
は
な
か
っ

た
。
式
部
は
小
少
将
の
君
に
対
し
、
前
に
「
か
き
っ
ら
む
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
」

返
歌
を
贈
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
式
部
が
同
じ
日
に
小
少
将
に
贈
っ
た
歌
を

忘
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
日
記
に
お
け
る
歌
は
、
必
ず
式
部

の
ポ
ー
ズ
に
く
ら
ま
さ
れ
つ
っ
登
場
す
る
の
で
あ
っ
た
。
思
う
に
こ
の
よ
う
な

ポ
ー
ズ
を
式
部
に
と
ら
せ
た
の
は
、
宮
仕
え
を
こ
の
上
な
く
厭
わ
し
い
も
の
と

し
っ
っ
、
自
ら
そ
の
中
に
馴
れ
染
ん
で
、
同
僚
女
房
と
の
間
に
こ
の
よ
う
な
歌

の
や
り
と
り
を
す
る
こ
と
へ
の
式
部
の
養
恥
で
あ
り
、
軽
い
自
醐
で
も
あ
っ
た

ろ
う
。

　
こ
の
例
が
更
に
顕
著
に
示
さ
れ
る
の
は
、
十
一
月
の
式
部
里
下
り
中
の
大
納

言
の
君
と
の
贈
答
で
あ
る
。
贈
答
歌
そ
の
も
の
に
見
る
限
り
、
二
人
は
互
い
に

相
手
を
恋
し
く
求
め
あ
う
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
歌
の
前
文
に
目
を
移
す
と

き
、
式
部
の
思
惟
は
贈
答
歌
に
向
っ
て
な
め
ら
か
に
す
べ
っ
て
行
こ
う
と
は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

な
い
の
で
あ
る
。
式
部
は
、
物
語
に
も
興
が
の
ら
ず
、
宮
仕
え
前
の
友
人
と
も

疎
遠
に
な
っ
て
、
実
家
に
い
る
と
別
世
界
に
来
た
と
の
感
を
さ
え
抱
く
と
孤
独

感
を
述
懐
し
つ
つ
、
一
方
で
は
宮
仕
え
生
活
を
う
と
ま
し
く
思
い
な
が
ら
、
そ

の
環
境
に
慣
れ
て
宮
中
で
む
つ
ぴ
合
う
友
を
な
っ
か
し
く
思
う
矛
盾
し
た
心
を

慨
嘆
す
る
。
大
納
言
の
君
と
の
贈
答
は
、
そ
う
し
た
屈
曲
し
た
心
理
の
上
に
う

ち
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
式
部
の
歌
は
「
浮
き
寝
」
「
水
の
上
」
「
鴨
の
上

毛
」
と
縁
語
を
重
ね
、
「
浮
き
」
に
「
憂
き
」
を
か
け
た
凝
っ
た
も
の
で
あ
る

だ
け
に
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
封
じ
こ
め
ら
れ
た
孤
愁
が
、
読
む
人
の
心
に
強
く

っ
き
さ
さ
る
。
ま
こ
と
に
式
部
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
友
と
の
贈
答
に
お

い
て
さ
え
、
歌
と
散
文
は
相
拮
抗
し
つ
つ
抵
抗
感
を
生
ぜ
し
め
、
そ
れ
が
た
め

に
か
え
っ
て
両
者
の
機
能
は
補
強
し
合
い
、
印
象
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

「
か
の
女
御
の
御
か
た
に
、
左
京
馬
と
い
ふ

人
な
む
、
い
と
馴
れ
て
ま
じ
り
た
る
」
と
、
宰

椙
の
中
将
む
か
し
見
知
り
て
語
り
給
ふ
を
、

一
夜
か
の
か
い
つ
く
ろ
ひ
に
て
ゐ
た
り
し
、

ひ
ん
が
し
な
り
し
な
む
左
京
と
、
源
少
将
も

見
知
り
た
り
し
を
、
物
の
よ
す
が
あ
り
て
伝

へ
聞
き
た
る
人
々
、
　
「
を
か
し
う
も
あ
り
け

る
か
な
」
と
い
ひ
つ
つ
、
い
ざ
、
知
ら
ず
顔

侍
従
宰
相
の
五
節
の
局
、

宮
の
お
前
い
と
け
近
き

に
、
弘
徴
殿
の
右
京
が
、

一
夜
、
し
る
き
さ
ま
に
て

あ
り
し
事
な
ど
、
人
々
言

ひ
た
て
て
、
日
か
げ
を
や

る
。
さ
し
ま
ぎ
ら
は
す
べ

き
扇
な
ど
添
へ
て

に
は
あ
ら
じ
、
む
か
し
心
に
く
だ
ち
て
見
な

ら
し
け
む
内
わ
た
り
を
、
か
か
る
さ
ま
に
て

や
は
出
で
立
つ
ぺ
き
、
し
の
ぶ
と
思
ふ
ら
む

を
、
あ
ら
は
さ
む
の
心
に
て
、
…
…
。
（
中
略
）

大
輔
の
お
も
と
し
て
書
き
つ
け
さ
す
。

　
お
ほ
か
り
し
豊
の
宮
人
さ
し
わ
き
て

　
し
る
き
日
か
げ
を
あ
は
れ
と
ぞ
見
し

　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
十
一
月
二
十
三
日
）

四
六

多
か
り
し
豊
の
宮
人
さ

し
わ
き
て

し
る
き
目
か
げ
を
あ
は

れ
と
ぞ
見
し

も
と
内
裏
女
房
で
あ
っ
た
左
京
が
舞
姫
の
か
し
ず
き
役
を
し
て
、
中
宮
方
の
女

房
か
ら
悪
意
を
合
ん
だ
凝
っ
た
悪
戯
を
さ
れ
て
い
る
。
紫
式
部
日
記
に
は
、
左

京
へ
の
皮
肉
な
贈
物
に
趣
向
を
こ
ら
す
さ
ま
が
く
わ
し
く
描
か
れ
て
い
て
、
こ

の
一
件
に
対
す
る
紫
式
部
の
一
方
な
ら
ぬ
肩
入
れ
の
様
子
が
見
て
と
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
意
地
悪
が
日
常
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
後
宮
社
会
の
女
房
心
理
が

ま
ざ
ま
ざ
と
見
て
と
れ
る
の
だ
が
、
式
部
は
そ
の
こ
と
に
一
片
の
反
省
も
抱
い

て
は
い
な
い
。
歌
の
前
文
は
一
直
線
に
速
度
を
増
し
つ
つ
、
「
お
ほ
か
り
し
・
：
」

の
歌
に
向
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
歌
に
対
す
る
散
文
に
み
ら
れ
た

よ
う
な
抵
抗
感
覚
は
失
せ
て
い
る
。
思
う
に
こ
の
こ
と
は
、
前
身
を
隠
し
お
お

せ
る
つ
も
り
で
の
こ
の
こ
と
宮
廷
社
会
に
顔
を
出
し
た
左
京
の
無
神
経
さ
へ
の

式
部
の
仮
借
な
い
批
判
を
、
ま
た
同
時
に
そ
の
こ
と
を
己
が
恥
と
す
る
式
部
の

一
途
な
心
情
を
も
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
式
部
は
左
京
の
上
に
女
房
と



し
て
の
自
己
の
分
身
を
見
て
と
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
左
京
に
対
し
て
苛

酷
に
な
り
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
に
散
文
か
ら
歌
へ
と
抵
抗
な
く
移
行

し
え
た
の
で
あ
る
。

行
幸
ち
か
く
な
り
ぬ
と
て
、
殿
の
う
ち
を
い

よ
い
よ
つ
く
ろ
ひ
み
が
か
せ
給
ふ
。
世
に
お

も
し
ろ
き
菊
の
根
を
、
た
づ
ね
つ
つ
掘
り
て

ま
ゐ
る
。
色
々
う
つ
ろ
ひ
た
る
も
、
黄
な
る

が
見
ど
こ
ろ
あ
る
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
植
ゑ
た

て
た
る
も
、
朝
霧
の
絶
え
間
に
見
わ
た
し
た

る
は
、
げ
に
老
も
し
ぞ
き
ぬ
べ
き
心
地
す
る

に
、
な
ぞ
や
、
ま
し
て
、
思
ふ
こ
と
の
少
し

も
な
の
め
な
る
身
な
ら
ま
し
か
ば
、
す
き
ず

き
し
く
も
も
て
な
し
若
や
ぎ
て
、
常
な
き
世

を
も
す
ぐ
し
て
ま
し
、
め
で
た
き
こ
と
、
お

も
し
ろ
き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
、
た

だ
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
か
た
の
み
強

く
て
、
も
の
う
く
、
思
は
ず
に
、
な
げ
か
し

き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
ど
苦
し
ぎ
。
い
か

で
、
い
ま
は
な
ほ
も
の
忘
れ
し
な
む
、
思
ふ

か
ひ
も
な
し
、
罪
も
深
か
な
り
な
ど
、
明
け

家
集
で
は
別
本
系
に
の
み

所
載

紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

　
た
て
ば
う
ち
な
が
め
て
、
水
鳥
ど
も
の
思
ふ

　
こ
と
な
げ
に
遊
び
あ
へ
る
を
見
る
。

　
　
水
鳥
を
水
の
う
へ
と
や
よ
そ
に
見
む

　
　
わ
れ
も
浮
ぎ
た
る
世
を
す
ぐ
し
っ
つ

　
か
れ
も
、
さ
こ
そ
心
を
や
り
て
遊
ぶ
と
見
ゆ

　
れ
ど
、
身
は
い
と
く
る
し
か
な
り
と
、
思
ひ

　
よ
そ
へ
ら
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
十
月
）

右
の
く
だ
り
に
つ
い
て
は
、

こ
の
一
文
の
最
初
か
ら

（
Ａ
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
既
に
秋
山
度
氏
に
詳
細
な
御
分
析
が
あ
る
。
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
げ
に
老
も
し
ぞ
き
ぬ
べ
き
心
地
す
る
に
」
ま
で
を

　
　
　
「
ま
し
て
、
思
ふ
こ
と
の
少
し
も
な
の
め
な
る
身
な
ら
ま
し
か
ば
、
…

常
な
き
世
を
も
す
ぐ
し
て
し
ま
し
」
を
（
Ｂ
）
、
「
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ

き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
・
：
…
い
と
苦
し
き
」
を
（
Ｃ
）
、
「
い
か
で
、

〈
水
鳥
を
の
歌
〉
」
を
（
Ｄ
）
と
区
分
け
さ
れ
た
上
で
、
（
Ａ
）
↓
（
Ｂ
）
↓
（
Ｃ
）
↓

（
Ｄ
）
の
展
開
が
「
そ
れ
自
体
と
し
て
独
自
の
統
一
的
な
論
理
を
内
蔵
す
る
と
こ

ろ
の
、
ひ
と
り
歩
き
す
る
客
観
的
世
界
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
」
こ
と
を
証

明
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
即
ち
（
Ａ
）
は
作
者
ら
の
思
い
を
「
一
般
的
に
規
定
す

る
客
観
的
な
場
、
な
い
し
状
況
の
措
定
」
、
（
Ｂ
）
は
「
自
分
が
そ
こ
に
生
き
る

世
界
を
讃
歎
し
、
そ
れ
に
共
感
を
示
す
と
と
も
に
そ
こ
か
ら
自
己
を
峻
別
し
て

ゆ
く
志
向
」
を
示
し
、
そ
こ
か
ら
自
然
に
（
Ｃ
）
の
「
い
ち
ず
の
苦
悩
表
現
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
目
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

み
ち
び
き
出
す
」
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
「
矛
盾
し
な
が
ら
緊
張
的
に
統

一
さ
れ
る
世
界
を
形
成
す
る
」
の
で
あ
る
。
「
（
Ａ
）
↓
（
Ｂ
）
↓
（
Ｃ
）
ま
で

は
土
御
門
第
の
雰
囲
気
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
苦
患
に
み
ち
た
精
神
、

季
節
は
ず
れ
の
精
神
の
軌
跡
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
精
神
も
、
そ
れ
が
し
ょ
せ

ん
は
こ
の
邸
に
奉
仕
す
る
一
女
房
の
そ
れ
以
外
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
自
己
を

孤
絶
的
な
苦
悩
に
お
し
す
す
め
る
に
は
堪
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ

た
」
。
こ
こ
に
（
Ｄ
）
は
、
「
わ
が
深
刻
な
内
面
性
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
己
を
そ
こ
か
ら
脱
出
さ
せ
る
た
め
の
媒
材
と
し
て
、
池
の
面
に
あ
そ
ぷ
水

鳥
が
歌
に
射
止
め
ら
れ
る
と
い
う
段
ど
り
」
に
な
る
。
野
村
精
一
氏
に
よ
れ

＠
ば
、
「
歌
ー
こ
れ
は
自
己
解
放
の
た
め
の
機
能
を
も
っ
こ
と
ば
だ
っ
た
。
よ
う

や
く
現
実
の
存
在
を
回
帰
し
た
作
者
に
、
他
者
の
中
に
自
己
を
認
識
す
る
だ
け

の
余
裕
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
が
『
思
ひ
よ
そ
へ
や
る
』
で
あ
」
っ
た
。
こ
こ
で
我
々

は
又
も
や
、
己
が
身
を
置
く
華
や
か
な
世
界
か
ら
退
転
し
つ
つ
水
鳥
の
歌
に
自

己
解
放
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
低
迷
し
屈
曲
す
る
式
部
の
心
的
過
程
に
突

き
当
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
日
記
に
お
け
る
こ
う
し
た
式
部
の
思
考
は
、

散
文
を
記
し
っ
っ
新
た
な
展
開
を
と
げ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
は
す
の
廿
九
日
に
ま
ゐ
る
。
は
じ
め
て
ま
　
　
家
集
で
は
橘
常
樹
本
と
別

ゐ
り
し
も
こ
よ
ひ
の
こ
と
ぞ
か
し
。
い
み
じ

く
も
夢
路
に
ま
ど
は
れ
し
か
な
と
思
ひ
い
づ

れ
ば
、
こ
よ
な
く
た
ち
馴
れ
に
け
る
も
、
う

本
系
に
の
み
所
載

　
と
ま
し
の
身
の
ほ
ど
や
と
お
ぽ
ゆ
。
夜
い
た

　
う
ふ
け
に
け
り
。
御
物
忌
に
お
は
し
ま
し
け

　
れ
ば
、
御
前
に
も
ま
ゐ
ら
ず
、
心
ぼ
そ
く
て

　
う
ち
ふ
し
た
る
に
、
前
な
る
人
々
の
、
「
う

　
ち
わ
た
り
は
な
ほ
い
と
け
は
ひ
こ
と
な
り
け

　
り
。
里
に
て
は
、
い
ま
は
寝
な
ま
し
も
の
を
。

　
さ
も
い
ざ
と
き
履
の
し
げ
さ
か
な
」
と
、
い

　
ろ
め
か
し
く
い
ひ
ゐ
た
る
を
聞
く
。

　
　
と
し
く
れ
て
わ
が
世
ふ
け
ゆ
く
風
の
音
に

　
　
心
の
う
ち
の
す
さ
ま
じ
き
か
な

　
と
ぞ
ひ
と
り
ご
た
れ
し
。

　
　
　
　
　
（
寛
弘
五
年
十
二
月
二
十
九
日
）

師
走
の
あ
る
日
、

四
八

　
　
　
　
　
　
　
式
部
は
初
出
仕
の
頃
を
思
い
出
す
に
っ
け
て
、
宮
仕
え
生
活

を
限
り
な
く
憂
き
も
の
と
し
な
が
ら
そ
の
宮
仕
え
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
我

が
身
を
厭
わ
し
く
思
い
、
若
い
女
房
の
色
め
か
し
い
話
を
聞
き
っ
っ
、
情
事
に

対
す
る
興
味
も
関
心
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
我
が
身
の
老
い
を
感
じ
て
、
索
漢
た

る
心
情
を
歌
に
託
し
て
ゆ
く
。
式
部
は
女
房
の
局
を
訪
れ
る
公
達
の
履
音
の
繁

さ
や
、
若
い
女
房
達
の
話
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
宮
廷
社
会
の
色
め
か
し
い
一
面
と
、

さ
だ
す
ぎ
た
我
が
身
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
荒
涼
た
る
心
境
に
の
め

り
こ
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
い
は
「
と
ぞ
ひ
と
り
ご
た
れ
し
」
と
目



記
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
場
の
人
々
に
は
理
解
さ
れ
よ
う
は
ず
も
な

く
自
然
と
口
ず
さ
ま
れ
、
式
蔀
の
胸
に
た
た
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
も
歌
は
、
四
囲
の
状
況
に
融
合
し
え
な
い
式
部
の
孤
独
を
盛
り
こ

む
も
の
と
し
て
打
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
水
鳥
の
歌
と
共
に
日
記
随
一
の

佳
什
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
紫
式
部
集
に
は
両
者
共
採
ら
れ
て
い
な

＠い
。
思
う
に
こ
の
事
実
は
、
式
部
の
こ
れ
ら
の
歌
に
対
す
る
愛
着
が
強
け
れ
ば

強
い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
悲
嘆
、
絶
望
感
が
短
い

詞
書
で
は
伝
わ
ら
な
い
の
を
憂
慮
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

源
氏
の
物
語
、
御
前
に
あ
る
を
、
殿
の
御
覧

じ
て
、
例
の
す
ず
ろ
ご
と
ど
も
出
で
き
た
る

つ
い
で
に
、
梅
の
し
た
に
敷
か
れ
た
る
紙
に

か
か
せ
給
へ
る
、

　
す
き
も
の
と
名
に
し
立
て
れ
ば
見
る
人
の

　
折
ら
で
過
ぐ
る
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

た
ま
は
せ
た
れ
ば
、

　
人
に
ま
だ
折
ら
れ
ぬ
も
の
を
誰
か
こ
の

　
す
ぎ
も
の
ぞ
と
は
口
な
ら
し
け
む

め
ざ
ま
し
う
」
と
聞
こ
ゆ
ｏ

渡
殿
に
寝
た
る
夜
、
戸
を
た
た
く
人
あ
り
と

家
集
で
は
橘
常
樹
本
に
の

み
所
載

夜
ふ
け
て
戸
を
た
た
き
し

紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

聞
け
ど
、
お
そ
ろ
し
さ
に
、
音
も
せ
で
明
か

し
た
る
つ
と
め
て
、

　
夜
も
す
が
ら
水
鶏
よ
り
け
に
な
く
な
く
ぞ

　
ま
ぎ
の
戸
ぐ
ち
に
た
た
ぎ
わ
び
つ
る

返
し
、

　
た
だ
な
ら
じ
と
ば
か
り
た
た
く
水
鶏
ゆ
ゑ

　
あ
け
て
は
い
か
に
く
や
し
か
ら
ま
し

右
の
二
組
の
贈
答
歌
は
い
ず
れ
も
詠
作
時
期
が
詳
か
で
な
く
、

と
し
て
き
た
箇
処
で
あ
る
。
そ
の
詠
作
時
期
に
つ
い
て
は
、

一
日
の
暁
…
」
条
の
そ
れ
と
共
に
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
二
組
の
贈
答
が
紫
式
部
の
手
に

よ
っ
て
こ
の
箇
処
に
置
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
後
人
の
補
入
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
日
記
に
お
け
る
贈
答
は
、
式
部
と
道
長
の
女

郎
花
の
贈
答
を
見
て
も
明
ら
か
な
如
く
、
前
後
の
文
が
そ
れ
自
体
と
し
て
一
っ

の
完
結
性
を
有
し
っ
っ
、
そ
の
中
か
ら
歌
を
打
出
し
て
き
て
い
た
。
そ
れ
に
比

し
て
こ
の
二
組
の
贈
答
の
前
文
は
、
歌
の
詠
ま
れ
た
場
所
、
人
、
状
況
を
一

つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
中
に
お
さ
め
て
和
歌
に
渡
し
こ
む
役
割
を
果
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九 人

、
つ
と
め
て

　
夜
も
す
が
ら
く
ひ
な
よ

　
り
け
に
な
く
く
ぞ

　
ま
き
の
戸
口
に
た
た
き

　
わ
び
つ
る

返
し

　
た
だ
な
ら
じ
と
ば
か
り

　
た
た
く
く
ひ
な
ゆ
ゑ

　
あ
け
て
は
い
か
に
く
や

　
し
か
ら
ま
し

　
　
　
　
古
来
諸
説
紛
々

　
　
　
こ
の
直
前
の
「
十



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

で
あ
り
、
詞
書
の
域
を
出
て
い
な
い
。
こ
の
二
組
の
贈
答
の
後
人
補
入
説
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

つ
と
に
堀
部
正
二
氏
の
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
氏
の
御
示
唆
は
ま
こ
と

に
正
鵠
を
射
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
こ
の
二
組
の
贈
答
は
、
紫
式
部
日
記
の
歌
の
場
面
を
対
象
と
す
る

考
察
か
ら
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
紫
式
部
日
記
に
お
い
て
は
、
右
の
梅
と
水
鶏
の
贈
答
を
除
い
て
、
歌
を
中
心

と
す
る
十
の
場
面
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
紫
式
部
自
身
の
歌
は
九
首
で
あ

る
が
、
そ
の
う
ち
わ
け
は
社
交
的
な
贈
答
歌
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
四

首
、
賀
歌
三
首
、
独
詠
歌
二
首
で
あ
る
。
既
に
綾
々
述
べ
来
た
っ
た
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
歌
は
五
節
の
歌
を
除
い
て
、
前
後
の
文
に
澤
然
と
と
か
し
込
ま
れ
、

あ
る
い
は
そ
の
中
か
ら
直
線
的
に
打
出
さ
れ
て
来
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
何

ら
か
の
抵
抗
感
を
伴
っ
て
打
出
さ
れ
て
く
る
。
歌
は
そ
れ
が
公
的
奉
賛
と
私

的
憂
悶
の
告
白
た
る
と
を
問
わ
ず
、
作
者
の
心
の
一
面
の
真
実
を
う
た
い
あ
げ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
歌
を
作
者
の
心
と
い
う
的
に
向
っ
て
射
こ
ま

れ
る
矢
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
前
後
の
散
文
は
矢
を
射
る
べ
く
ひ
き
し
ぼ

ら
れ
る
弦
に
も
た
と
え
ら
れ
よ
う
。
紫
式
部
日
記
で
は
そ
の
弦
が
直
線
的
に
で

は
な
く
、
じ
り
じ
り
と
弾
力
的
に
ひ
き
し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
矢
を
放

つ
行
為
自
体
に
し
た
た
か
な
手
応
え
が
あ
り
、
射
ら
れ
た
矢
は
ま
さ
に
的
の
中

心
を
射
ぬ
く
の
で
あ
る
。
紫
式
部
日
記
の
散
文
部
分
に
お
い
て
作
者
の
思
考
が

眼
前
の
対
象
か
ら
何
度
か
自
己
内
面
へ
向
っ
て
回
帰
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
歌
の
場
面
に
見
ら
れ
る
抵
抗
感
に
も
こ

の
思
考
の
二
面
性
が
指
摘
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
日
記
の
歌
の
場
面

に
お
け
る
抵
抗
感
は
、
抵
抗
感
そ
の
も
の
が
歌
に
凝
縮
さ
れ
る
場
合
（
二
っ
の

独
詠
歌
が
こ
れ
に
属
す
る
）
と
、
歌
と
散
文
が
相
拮
抗
し
て
い
る
場
合
（
賀
歌

と
社
交
的
な
贈
答
歌
が
こ
れ
に
属
す
る
）
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
抵
抗
感
は
必
ず

式
部
が
身
を
置
く
四
囲
の
環
境
に
対
す
る
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
散

文
か
ら
歌
へ
と
抵
抗
感
な
く
進
ん
で
ゆ
く
唯
一
の
例
外
で
あ
る
五
節
の
歌
が
、

こ
の
抵
抗
感
の
裏
返
し
で
あ
る
と
こ
ろ
の
式
部
の
自
虐
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
も
証
し
得
よ
う
。

　
式
部
は
眼
前
の
栄
華
の
世
界
か
ら
疎
外
さ
れ
っ
っ
、
主
家
繁
栄
の
記
録
を

な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
掻
条
と
し
て
、
私
的
憂
悶
を
し
か
と
己
が

核
と
し
て
胸
に
抱
き
、
そ
こ
か
ら
讃
美
す
る
自
己
を
凝
視
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
っ
た
が
、
自
己
内
面
の
真
実
を
う
た
っ
た
歌
に
逢
着
す
る
と
き
、
そ
こ
に
無

柳
の
心
の
ゆ
ら
め
き
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
式
部
は
、
自
身
の
歌

が
真
実
を
う
た
う
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
の
歌
を
詠
ま
せ
た
四
囲
の
環

境
に
対
す
る
疎
外
感
を
か
み
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
散
文
に
お

い
て
抵
抗
感
を
書
き
と
ど
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
紫
式
部
目

記
は
、
親
王
誕
生
を
中
心
と
す
る
主
家
の
栄
率
を
記
す
こ
と
を
中
心
の
柱
と
し

つ
っ
、
幾
度
か
そ
の
筆
を
自
己
内
面
に
回
帰
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
あ

ら
わ
に
さ
れ
た
内
的
告
白
の
他
に
、
作
晶
の
細
か
い
嚢
の
中
に
作
者
の
憂
悶
が



た
た
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
日
記
に

お
い
て
は
、
歌
と
そ
れ
を
導
き
出
す
詞
書
と
か
ら
な
る
家
集
と
は
異
な
っ
て
、

持
続
的
な
思
考
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
に
歌
と
散
文
は
そ
れ
ぞ
れ
の
位

相
を
保
ち
っ
っ
、
両
者
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
記
の
中
で
独
自
な
展
開

を
と
げ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
の
思
考
は
日
記
を
記
す
こ
と
に
よ

り
、
あ
る
時
は
事
件
当
時
の
心
理
に
た
ち
か
え
り
、
あ
る
と
き
は
執
筆
時
に
お

け
る
心
情
を
も
な
い
ま
ぜ
て
、
一
っ
一
っ
式
部
の
筆
が
さ
ぐ
り
当
て
、
す
く
い

と
っ
て
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面

は
、
日
記
を
書
く
と
い
う
営
為
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
歌
と
散
文
の
位
相
を
確
立

し
、
新
た
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
（
註
）

　
◎
　
南
波
浩
先
生
「
紫
式
部
集
」
有
精
堂
刊
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
六
巻

　
◎
　
こ
の
他
に
別
本
系
、
並
び
に
古
本
系
の
橘
常
樹
本
に
は
、
後
世
紫
式
部

　
　
日
記
に
よ
っ
て
補
っ
た
と
思
わ
れ
る
歌
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
含

　
　
め
な
い
。

　
　
　
以
下
本
文
の
引
用
は
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部
集
の
研
究
』
の
「
定
家
本

　
　
系
校
定
本
文
」
に
よ
る
。
ま
た
紫
式
部
集
の
伝
本
の
分
類
、
及
び
伝
本
間

　
　
の
異
同
に
つ
い
て
も
同
書
に
よ
っ
た
。

　
一
…
）
　
以
下
本
文
の
引
用
は
岩
波
文
庫
戦
後
版
『
紫
式
部
日
記
』
に
よ
る
。

　
＠
　
　
「
紫
式
部
日
記
冒
頭
の
解
釈
」
『
紫
式
部
日
記
の
新
展
望
』
所
収

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て

＠
　
註
＠
に
同
じ
。

¢
　
拙
稿
「
紫
式
部
日
記
の
始
発
－
道
長
家
栄
華
の
記
録
」
『
国
文
学
孜
』

　
昭
４
６
・
６

＠
　
こ
の
歌
は
紫
式
部
の
歌
で
は
な
い
の
で
、
当
然
紫
式
部
集
に
は
採
ら
れ

　
て
い
な
い
。

　
　
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
二
、
五
二
三
ぺ
ー
ジ
。

◎
　
　
「
紫
式
部
の
思
考
と
文
体
目
」
『
源
氏
物
語
の
世
界
』
所
収

＠
　
　
「
紫
式
部
の
文
体
」
『
源
氏
物
語
文
体
論
序
説
』
所
収

＠
　
家
集
で
は
、
水
鳥
の
歌
は
別
本
系
の
み
に
「
水
鳥
ど
も
の
思
ふ
こ
と
た

　
げ
に
あ
そ
び
あ
へ
る
を
見
」
と
し
て
、
ま
た
「
年
く
れ
て
」
の
歌
は
、
橘

　
常
樹
本
と
別
本
系
に
採
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詞
書
は
日
記
と
ほ
ぼ
同
じ

　
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
後
人
の
手
に
よ
り
、
日
記
か
ら
家
集
に
補
遺
さ

　
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
歌
を
採
用
し
て
い
な
い
定
家
本

　
系
並
び
に
古
本
系
の
方
が
古
態
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

＠
　
　
「
紫
式
部
日
記
雑
孜
」
『
中
古
日
本
文
学
の
研
究
』
所
収

五
一


	　
	　



