
紫
式
部
集

と
紫
式
部
日

己

芸
百

成
立
論
か
ら
み
た
関
係

上
　
　
田

記
　
　
子

　
　
　
　
　
　
Ｈ

　
紫
式
部
集
は
大
旨
式
部
の
自
撰
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
最
近
、
清
水
好
子

氏
が
、
紫
式
部
日
記
と
重
複
す
る
歌
は
、
日
記
か
ら
後
人
に
よ
っ
て
増
補
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

た
と
す
る
見
解
を
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
管
野
美
恵
子
氏
は
、
清
水
氏
の
論
を

ふ
ま
え
っ
っ
、
古
本
系
家
集
の
日
記
と
重
複
す
る
部
分
の
欠
落
が
、
小
グ
ル
ー

プ
で
起
き
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
こ
の
よ
う
に
不
自
然
な
脱
落
が
、
し
か
も

日
記
と
重
な
る
部
分
に
お
い
て
の
み
起
こ
り
得
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な

い
」
と
、
古
本
系
は
定
家
本
系
の
脱
落
し
た
も
の
と
す
る
説
に
不
審
を
述
べ

て
、
両
系
統
に
共
通
の
日
記
所
載
歌
と
、
定
家
本
系
の
日
記
所
載
歌
は
、
別
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

時
期
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
紫
式
部
集

は
両
系
統
に
分
岐
す
る
以
前
に
一
度
、
分
岐
後
、
定
家
本
系
で
独
自
に
一
度

と
、
二
度
に
渡
っ
て
日
記
か
ら
増
補
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
紙
数
の
都
合
か

ら
、
両
氏
の
説
を
詳
し
く
検
討
で
き
な
い
が
、
私
は
こ
の
基
本
的
見
解
、
す
な

わ
ち
、
定
家
本
系
家
集
が
、
散
失
し
た
と
思
わ
れ
る
紫
式
部
日
記
の
寛
弘
五
年

五
月
五
日
・
六
日
の
記
事
に
よ
っ
て
、
独
自
に
増
補
さ
れ
て
い
る
と
い
う
論
に

は
賛
成
し
た
い
。
疑
問
が
あ
る
の
は
、
定
家
本
系
の
独
自
増
補
の
範
囲
で
あ
っ

て
、　

＠

ｕ
Ｕ
６
９
「
影
み
て
も
」
７
０
「
独
り
居
て
」

四
蝸
「
菊
の
露
」
～
ｍ
「
う
ち
払
ふ
」

の
二
箇
所
を
合
め
る
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
…
６
９
「
影
見
て
も
」
は
、
定
家
本
系
家
集
の
詞
書
の
冗
長
さ
か
ら
は
、
そ
の

独
自
に
増
補
さ
れ
て
い
る
歌
群
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
古
本
系
家
集

に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
詞
書
が
定
家
本
系
の
そ
れ
と
相
違
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
事
態
に
つ
い
て
管
野
氏
は
、
古
本
系
の
編
者
が
独
自
の
見
解
で
６
９
番

を
独
詠
歌
と
し
て
収
録
し
た
と
さ
れ
る
が
、
私
は
困
難
な
推
測
で
あ
る
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

う
。
な
ぜ
な
ら
、
古
本
系
に
は
他
に
、
独
自
に
増
補
さ
れ
た
痕
跡
も
み
あ
た
ら

な
い
し
、
一
歩
譲
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
推
測
を
し
て
み
た
と
し
て
も
、
定
家
本

系
も
古
本
系
も
共
に
こ
の
歌
は
「
け
ふ
は
か
く
」
の
次
に
位
置
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
人
で
あ
る
編
者
が
各
人
の
意
志
で
増
補
し
て
、
こ
の
よ

う
な
一
致
が
起
き
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
偶
然
す
ぎ
よ
う
。
む
し
ろ
、
両

系
統
に
分
岐
す
る
以
前
に
、
既
に
一
対
の
贈
答
歌
と
し
て
、
後
述
す
る
つ
も
り

で
あ
る
が
、
古
本
系
の
詞
書
を
持
っ
た
歌
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
分
岐
以
前
の
祖
本
に
返
歌
が
脱
落
す
る
こ
と
が
あ
り
、
脱
落
の
跡
を

残
し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
定
家
本
系
の
編
者
が
手
に
し
て
注
目
し
、

日
記
と
対
照
し
て
、
家
集
に
大
量
の
脱
落
が
あ
る
と
阜
合
点
し
て
、
日
記
か
ら

切
り
取
っ
て
増
補
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
こ
の
歌
の
詞

書
が
両
系
統
で
著
し
く
相
違
す
る
の
は
、
定
家
本
系
の
編
者
が
こ
の
歌
も
原
本

に
よ
ら
ず
、
日
記
に
よ
っ
て
書
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
定
家
本
系

独
自
の
増
補
は
や
や
粗
雑
な
作
業
を
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
想
像
も
可

能
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
四
蝸
「
菊
の
露
」
～
…
…
「
う
ち
払
ふ
」
ま
で
が
、
古
本
系
に
な
い
こ
と
を
以

っ
て
定
家
本
の
独
自
増
補
だ
と
す
る
の
は
、
次
の
二
点
の
理
由
で
避
け
た
い
。

　
↑
ｏ
定
家
本
系
の
編
者
が
拠
っ
た
紫
式
部
日
記
は
、
「
（
想
定
さ
れ
る
）
散
失
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
の
記
述
は
、
決
し
て
現
存
日
記
の
基
調
を
破
壊
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
現
存
の
日
記
と
は
、
た
と
え
書
誌
学
的
に
は
別
系
統
の
写
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

で
あ
っ
て
も
、
文
学
的
に
は
同
質
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
記
に
は
、

道
長
の
栄
華
に
賛
嘆
の
目
を
向
け
る
式
部
と
、
そ
ん
な
自
己
を
疑
問
視
し
て
身

の
憂
さ
に
悩
む
式
部
と
が
相
剋
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
家
集
の
法
華
三
十
講

の
詠
歌
の
詞
書
に
も
、
「
公
ご
と
に
言
ひ
ま
ぎ
ら
は
す
を
」
と
、
栄
華
に
引
か

れ
つ
っ
も
憂
さ
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
相
剋
の
構
造
が
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
蝸

～
…
…
の
詞
書
は
、
後
述
す
る
が
、
そ
の
構
造
と
は
無
関
係
な
よ
う
に
み
え
、
特

に
閉
の
詞
書
は
現
存
日
記
の
文
学
性
か
ら
は
出
て
こ
な
い
一
文
を
持
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
肋
～
…
一
が
法
華
三
十
講
の
詠
歌
と
は
質
の
違
う
資
料
か
ら
採
ら
れ

た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
同
今
一
つ
の
理
由
は
、
古
本
系
一
〇
九
番
に
「
又
い
か
な
り
し
に
か
」
の
詞

書
を
欠
い
て
お
り
、
こ
の
前
の
五
首
と
連
続
し
て
脱
落
し
た
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
五
首
が
定
家
本
系
の
独
自
の
増
補
な
ら
ば
、
今
井
源

衛
氏
が
「
二
類
本
が
原
型
で
、
一
類
本
は
、
日
記
に
よ
っ
て
増
補
し
た
か
と
の

懸
念
も
生
ず
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
：
…
…
『
又
い
か
な
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

に
か
」
を
、
一
類
本
が
何
に
よ
っ
て
記
し
た
か
が
分
ら
な
く
な
１
る
。
」
と
い
わ

れ
る
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
家
集
の
日
記
と
重
複
す
る
歌
と
日
記
と
の
関
係
を
、
歌
の

番
号
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
、
次
の
頁
の
よ
う
な
図
に
な
る
。

　
私
が
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
家
集
が
両
系
統
に
分
岐
す
る
以
前
に
収

録
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
日
記
と
重
複
す
る
歌
、
す
な
わ
ち
次
の
図
の
祖
本



祖
本

日
記
と
重
複
す
る

歌
で
収
録
さ
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ

る
歌
・
６
９
，
７
０
、
刀
、

８
，
７
～
０
，
０
０
．

７
　
８
　
　
９
　
　
１

Ｅ
Ｊ
　
　
　
９

脱
落

７
０

日
記
か
ら
の

増
補
・
６
６
－

６
８
，
６
９
の
詞

書
、
７
０
，
７
１
，

９
＾
、
５
、
’
ｏ

７
　
７
　
７

定
家
本
系

古
本
系

脱
落

Ｆ
ｏ
　
　
９

の
部
分
に
番
号
を
あ
げ
た
歌
の
、
紫
式
部
日
記
と
の
関
係
で
あ
る
。
清
水
氏
や

管
野
氏
は
、
こ
れ
ら
も
紫
式
部
日
記
か
ら
採
ら
れ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
両
氏
の
あ
げ
て
お
ら
れ
る
根
拠

は
、
紙
数
の
都
合
で
省
略
す
る
が
、
十
分
説
得
的
と
は
い
い
難
い
と
思
う
。
そ

こ
で
、
問
題
の
歌
の
、
家
集
の
詞
書
と
日
記
の
該
当
部
分
の
文
章
を
比
較
対
照

し
て
、
家
集
の
拠
っ
た
資
料
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
現
存
の
紫
式
部
日
記
と
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
も
の
な
の
か
、
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
○

　
私
の
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
日
記
１
↓
家
集
の
直
接
関
係
は
存
在
せ
ず
、
次

　
　
　
　
　
紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

の
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
日
記

　
　
日
々
の
備
忘
録
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
■
祖
本
の
日
記
の
歌

論
を
進
め
る
都
合
で
、
問
題
の
歌
を
次
の
如
く
、

拠
を
述
べ
る
。

１皿皿ｗＶ

７
７
「
女
郎
花
」
７
８
「
白
露
は
」

８
７
「
め
づ
ら
し
き
」
～
９
０
「
葦
田
鰯
の
」

ｍ
「
多
か
り
し
」

岨
「
菊
の
露
」
之
ｍ
「
打
ち
は
ら
ふ
」

６
９
「
影
見
て
も
」
７
０
「
独
り
居
て
」

　
　
　
１
）

　
　
＠

家
集
　
　
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

朝
霧
の
を
か
し
き
ほ
ど
に
、
お
ま
へ

の
花
ど
む
．
色
ぺ
ｒ
刮
杣
仁
み
車
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
、

２「
こ
れ
、
た
だ
に
か
へ
す
な
」
と
て
、

た
ま
は
せ
た
り
。

女
郎
花
盛
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露

五
歌
群
に
分
け
て
、
そ
の
論

　
　
　
¢

　
　
日
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
た
落
ち
ぬ
に
、
殿
あ
り
か
せ

給
ひ
て
、
御
随
身
召
し
て
遣
水
は

　
　
　
　
１

ら
は
せ
給
ふ
。
橋
か
南
な
み
女
郎

花
か
パ
み
レ
ケ
も
押
｝
江
な
を
、

一
枝
折
ら
せ
給
ひ
て
、
几
帳
の
か

み
よ
り
さ
し
の
ぞ
か
せ
給
へ
り
。

　
　
四
九



　
　
　
　
　
紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

の
分
き
け
る
身
こ
そ
知
ら
る
れ
と
書

　
　
　
　
　
　
３

き
つ
け
た
る
を
、
い
と
疾
く

白
露
は
分
き
て
も
を
か
じ
　
女
郎
花

心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む

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

　
　
　
２

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
。

　
（
歌
）

３「
あ
な
疾
」
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
、

召
し
い
づ
。

　
（
歌
）

硯

　
現
存
日
記
か
ら
家
集
の
詞
書
が
出
た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、
傍
線

部
１
２
３
で
あ
る
。

１
　
女
郎
花
は
、
家
集
に
よ
る
と
、
御
前
に
種
々
の
花
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
内

　
の
一
種
の
花
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
日
記
に
よ
る
と
、
主
従
の
風
雅
の
行
為

　
の
中
心
と
し
て
、
た
だ
一
種
、
選
択
さ
れ
て
登
場
し
て
く
る
。
他
の
花
は
一

　
切
関
係
な
い
。

２
　
道
長
は
、
家
集
で
は
、
女
郎
花
を
授
け
る
に
つ
い
て
返
歌
を
要
求
し
た
だ

　
け
で
あ
る
が
、
日
記
で
は
、
歌
を
詠
む
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
し

　
て
、
更
に
速
さ
を
要
求
し
て
い
る
。

３
　
日
記
に
よ
る
と
、
道
長
は
、
式
部
の
詠
作
の
速
さ
を
誉
め
る
こ
と
を
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
て
、
式
部
を
も
操
れ
る
教
養
人
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
家
集
は
道
長
の
返
歌

　
が
疾
か
っ
た
と
事
実
を
記
す
だ
け
で
あ
る
。

１
に
つ
い
て
は
、
他
の
花
を
消
去
し
て
女
郎
花
に
の
み
読
者
の
注
意
を
集
中
す

る
配
慮
を
し
て
い
る
日
記
の
方
が
、
風
雅
の
場
面
を
伝
え
る
文
章
と
し
て
、
洗

練
度
が
高
い
と
い
え
る
。
こ
の
日
記
か
ら
家
集
の
詞
書
を
作
っ
た
も
の
な
ら
、

な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
文
章
を
粗
雑
に
す
る
よ
う
な
、
他
の
花
を
裡
造
す
る
で
あ
ろ

う
か
。
家
集
詞
書
は
日
記
か
ら
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

２
に
っ
い
て
は
、
即
妙
を
重
じ
る
風
雅
の
行
為
と
し
て
は
、
速
度
を
要
求
さ
れ

た
と
す
る
日
記
の
方
が
緊
張
が
盛
り
あ
が
り
、
よ
く
練
ら
れ
た
文
章
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
も
し
、
日
記
－
↓
集
家
な
ら
ば
、
道
長
の
言
葉
を
一
歩
後
退
し
た

も
の
に
書
き
変
え
た
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
３
に
つ
い
て
も
、
日
記
の
要
約
が

「
い
と
疾
く
」
と
事
実
を
記
す
だ
け
の
表
現
に
逆
戻
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
以
上
の
三
点
は
、
家
集
の
詞
書
が
、
現
存
紫
式
部
日
記

か
ら
直
接
取
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
紫
式
部
日
記
の
文
章
に
比
べ
て
、

推
敲
を
加
え
ら
れ
る
程
度
の
遙
に
少
な
か
っ
た
資
料
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
資
料
と
し
て
可
能
な
も
の
は
、
次
の
二
っ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
１
　
異
本
系
紫
式
部
日
記

　
２
　
宮
仕
え
中
の
文
反
故
又
は
メ
モ
類
で
、
備
忘
録
と
も
い
え
る
も
の
。
日

　
　
　
記
の
資
料
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
。



１
の
場
合
な
ら
ば
、
書
誌
学
的
に
別
系
統
と
い
う
の
で
は
な
く
、
成
立
的
に
、

例
え
ぱ
初
稿
本
と
い
う
よ
う
に
、
異
な
っ
た
系
統
の
本
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

時
、
１
と
２
の
区
別
を
っ
け
る
の
は
、
日
記
の
基
本
的
な
性
格
に
照
ら
し
て
、

家
集
の
詞
書
が
異
本
に
も
せ
よ
日
記
と
し
て
許
容
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
と
い

う
点
に
あ
る
と
思
う
の
で
、
次
に
そ
れ
を
論
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
２
－

　
紫
式
部
日
記
を
貫
い
て
い
る
一
特
色
に
、
式
部
の
栄
華
に
対
す
る
姿
勢
が
あ

る
。
主
家
の
栄
華
を
賛
美
し
な
が
ら
も
、
目
を
我
身
に
転
じ
れ
ば
「
身
の
憂
さ

に
固
執
し
、
栄
華
と
は
無
縁
の
自
己
を
追
求
し
て
ゆ
く
、
と
、
一
般
に
い
わ
れ

＠る
こ
の
性
格
に
、
家
集
の
詞
書
を
照
ら
し
て
み
る
。

　
　
家
集
　
Ｗ
　
　
　
　
　
　
日
　
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｃ

　
里
に
出
で
て
大
納
　
　
た
だ
、
え
さ
ら
ず
う
ぢ
語
ケ
ぴ
、
ヨ
す
乙
レ
、
ギ
心
と
め

　
言
の
君
文
た
ま
へ
　
　
て
思
ふ
、
こ
ま
や
か
に
も
の
を
い
ひ
通
ふ
、
さ
し
あ

　
る
つ
い
で
に
浮
　
た
り
て
お
の
づ
か
ら
む
つ
び
語
ら
ふ
人
ば
か
り
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｄ

　
寝
せ
し
水
の
上
の
　
　
こ
し
な
っ
か
し
く
思
ふ
ぞ
、
も
の
は
か
な
き
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｄ

　
み
恋
し
く
て
鴨
の
　
　
大
納
言
の
、
君
一
の
、
夜
々
は
御
師
に
い
と
近
う
ふ
し
給

　
上
毛
に
さ
へ
ぞ
お
　
　
ひ
っ
っ
、
物
語
し
給
ひ
し
け
は
ひ
の
恋
し
き
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｄ

　
と
ら
ぬ
　
　
　
　
　
な
ほ
世
に
し
た
が
ひ
ぬ
る
心
か
。

　
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
贈
歌
　
省
略

　
歌
　
省
略
　
　
　
　
　
　
　
返
歌
　
省
略

紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

日
記
の
引
用
部
分
は
里
下
り
の
条
だ
が
、
そ
の
展
開
を
、
引
用
部
分
以
前
か
ら

み
て
み
る
と
、

ａ
　
寡
居
時
代
、
風
雅
の
生
活
に
徹
し
、
広
範
囲
に
友
交
関
係
を
保
ち
、
物
語

　
を
交
換
し
あ
っ
て
い
た
。

ｂ
　
出
仕
し
た
た
め
、
自
と
気
が
引
け
、
旧
来
の
友
交
も
途
絶
え
、
一
段
と
孤

　
独
が
増
し
た
。
物
語
に
も
感
動
し
な
く
な
っ
た
。
（
ａ
・
ｂ
引
用
部
以
前
）

Ｃ
　
人
生
の
様
相
が
変
り
、
住
居
も
落
着
か
ず
、
孤
愁
に
ひ
た
る
。
　
一
方
で

　
は
、
宮
仕
え
で
得
た
わ
ず
か
な
交
友
へ
希
望
を
っ
な
ご
う
と
し
て
い
る
。

ｄ
　
具
体
的
に
大
納
言
君
と
の
友
交
を
あ
げ
、
そ
の
贈
答
を
示
す
。
（
ｃ
・
ｄ
引

　
用
部
分
）

と
な
る
。
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
で
、
過
去
の
生
活
と
友
情
の
喪
失
は
自
己
の
出
仕

の
た
め
で
あ
っ
た
と
回
想
し
、
そ
の
喪
失
を
半
ば
締
め
つ
つ
も
締
め
切
れ
ず
、

他
な
ら
ぬ
出
仕
で
得
た
仲
問
へ
の
親
し
み
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
ピ
“
で
、
そ

ん
な
自
己
を
「
も
の
は
か
な
き
や
」
「
な
ほ
世
に
し
た
か
ひ
ぬ
る
心
か
」
と
批

判
す
る
目
を
働
か
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
出
仕
の
晴
れ
が
ま
し
さ

の
裏
で
、
出
仕
と
目
己
の
関
わ
り
を
執
鋤
に
み
っ
め
る
姿
勢
、
二
転
三
転
す
る

心
理
は
特
色
的
で
あ
る
。
締
観
の
奥
か
ら
絞
り
出
さ
れ
る
友
情
へ
の
期
待
、
や

む
に
や
ま
れ
ぬ
他
者
と
の
関
わ
り
へ
の
願
望
、
そ
の
願
望
に
流
さ
れ
ず
思
索
の

世
界
へ
立
ち
返
る
強
靱
な
精
神
と
が
拮
抗
し
て
、
式
部
と
い
う
人
の
在
り
方
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
展
開
の
中
で
は
、
「
浮
寝
せ
し
」
を
式
部
か
ら
の
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

極
的
な
贈
歌
と
理
解
す
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
出
仕
嫌
悪
、
孤
独
、
締
観
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
冷
く
心
を
閉
せ
な
か
っ
た
式
部
の
在
り
方
に
即
す
る
の
で
あ

る
。
家
集
の
よ
う
に
「
文
た
ま
へ
る
つ
い
で
」
の
返
事
で
は
、
歌
の
礼
儀
の
側
面

が
目
立
っ
て
、
こ
の
文
学
的
効
果
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
”
紫
式
部
日
記
〃

に
、
大
檀
言
君
が
便
り
を
よ
こ
し
た
と
い
う
記
事
、
又
は
そ
れ
を
暗
示
す
る
文
が

あ
っ
た
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
を
も
っ
た
記
録
は
、
紫
式
部

日
記
と
は
よ
べ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
歌
の
入
集
者
の
問
題
は
一
応
別
に

し
て
、
や
は
り
家
集
は
、
文
学
的
操
作
を
施
す
前
の
、
日
常
茶
飯
の
事
実
を
記
録

し
て
い
る
。
従
っ
て
備
忘
録
・
日
記
の
資
料
段
階
の
記
事
に
よ
っ
て
い
る
か
、

又
は
記
事
そ
の
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料

の
存
在
は
、
現
存
し
て
い
な
く
て
も
、
当
然
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
３
－

　
似
で
は
日
記
に
貫
か
れ
て
い
る
式
部
の
在
り
方
の
記
録
と
い
う
面
か
ら
検
討

し
た
の
だ
が
、
側
で
は
、
い
わ
ゆ
る
”
日
記
的
部
分
〃
を
通
し
て
検
討
し
て
み

た
い
。
こ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
既
に
原
田
敦
子
氏
が
、
日
記
は
、
晴
儀
の
記

録
と
し
て
の
始
発
を
持
ち
、
素
材
の
取
捨
選
択
に
お
い
て
は
「
出
産
・
育
児
に

直
接
関
係
す
る
記
事
を
落
し
、
か
わ
っ
て
盛
大
な
宴
の
さ
ま
や
善
美
を
尽
し
た

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

用
意
支
度
や
、
あ
る
い
は
数
々
の
行
事
に
競
っ
て
仕
奉
す
る
貴
族
の
姿
な
ど
の

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

叙
述
に
大
き
な
ウ
ェ
ィ
ト
を
お
い
て
い
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
次
の
歌

を
、
こ
の
性
格
か
ら
み
る
と
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
家
集
　
皿

又
の
夜
、
月
の
隈

な
き
に
、
若
人
た

ち
舟
に
乗
り
て
、

遊
ぷ
を
見
や
る
。

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

中
島
の
松
の
根
に

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
し
め
ぐ
る
ほ
ど

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
か
し
く
見
ゆ
れ

か
曇
り
な
く
千
歳
に

澄
め
る
れ
の
面
に

宿
れ
る
月
の
か
け

も
の
ど
け
し

五
二

　
　
日
記

ま
た
の
夜
、
月
い
と
お
も
し
ろ
く
、
こ
ろ
さ
へ
か
し

き
に
　
わ
か
き
人
は
舟
に
の
り
て
遊
ぷ
。
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
ど
、
く
も
り
な
く
見
ゆ
（
舟
上
の
人

々
の
様
子
）
か
た
へ
は
す
ぺ
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
っ
っ

ゐ
た
り
。
い
と
白
き
庭
に
月
の
光
あ
ひ
た
る
や
う
だ

い
か
た
ち
も
を
か
し
き
や
う
な
る
。

　
（
歌
は
な
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

日
記
に
は
歌
が
な
い
が
、
現
存
日
記
の
脱
落
と
す
る
の
は
当
ら
な
い
だ
ろ
う
。

舟
上
の
若
人
か
ら
、
乗
舟
し
な
か
っ
た
若
人
へ
、
そ
し
て
庭
全
体
へ
と
目
を
転

じ
、
場
面
を
転
換
す
る
構
成
は
緊
密
で
あ
る
。
こ
の
構
成
の
途
中
に
、
式
部
の

気
持
を
詠
ん
だ
歌
が
入
り
こ
ん
だ
ら
、
文
章
と
し
て
は
混
乱
の
感
を
免
れ
な

い
。
ま
た
歌
も
、
素
材
、
主
題
共
に
、
前
夜
の
「
め
づ
ら
し
き
光
さ
し
そ
ふ
」

と
大
差
な
い
も
の
が
重
複
し
て
し
ま
う
。
文
章
の
続
き
具
合
か
ら
、
傍
点
部
と

歌
は
紫
式
部
日
記
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。



　
さ
ら
に
、
日
記
の
式
部
自
身
の
歌
の
扱
い
方
を
、
原
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
性

格
に
照
ら
し
て
検
討
し
て
み
た
の
だ
が
、
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
こ
の
歌

は
、
日
記
に
あ
っ
た
も
の
と
す
る
に
は
、
扱
い
方
が
中
途
半
端
な
の
で
あ
る
。

式
部
の
歌
を
、
賀
歌
及
ぴ
道
長
や
倫
子
と
の
贈
答
と
い
う
公
的
性
格
の
も
の

と
、
独
詠
や
女
房
仲
問
と
の
贈
答
と
い
う
私
的
性
格
の
も
の
と
に
分
け
る
と
、

前
者
の
場
合
、
原
田
氏
が
、
行
事
に
奉
仕
す
る
貴
族
を
描
く
、
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
式
部
自
身
に
つ
い
て
も
、
産
養
や
五
十
日
の
儀
に
奉
仕
す
る
自
己
の
位

置
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
自
己
に
詠
歌
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
道
長
や
倫
子
を
賛

美
す
る
自
己
を
描
い
て
、
そ
の
自
己
に
詠
歌
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、

こ
の
歌
が
誰
か
に
要
請
さ
れ
て
詠
ん
だ
も
の
で
公
的
な
伍
値
を
持
っ
も
の
な
ら

ば
、
あ
る
行
事
、
ま
た
は
記
録
す
る
に
伍
値
あ
る
場
面
を
描
き
、
そ
の
一
環
と

し
て
の
自
己
を
客
観
的
に
定
め
、
そ
の
自
己
に
詠
歌
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
次
資
料
に
よ
っ
て
も
、
当
夜
式
部
が
参
加
す
べ
き

行
事
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
こ
れ
は
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な

い
。
「
曇
り
な
く
」
が
行
事
の
一
環
と
し
て
、
あ
る
い
は
公
的
に
記
録
す
る
伍

値
あ
る
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
家
集
に
よ

っ
て
み
る
限
り
、
詠
作
動
機
は
楽
し
げ
な
若
人
達
に
共
鳴
し
て
、
思
わ
ず
心
情

を
吐
露
し
た
と
思
わ
れ
る
。
原
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
性
格
、
公
的
な
歌
の
扱
い

方
の
態
度
か
ら
み
て
、
賀
歌
に
も
せ
よ
自
己
の
生
の
感
情
の
詠
歌
よ
り
も
、
御

産
に
奉
仕
す
る
た
め
白
一
色
の
装
東
の
若
人
を
美
的
に
描
く
方
が
、
紫
式
部
日

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

妃
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
的
詠
歌
の
扱
い
方
を
み
て
も
、
自
己

の
内
面
告
白
の
一
部
と
し
て
、
華
麗
な
行
事
記
録
の
間
に
、
知
的
で
し
み
じ
み

と
し
た
雰
囲
気
の
述
懐
に
っ
っ
ま
れ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
す
ま

す
、
産
養
の
行
事
記
録
に
私
的
詠
嘆
が
入
る
余
地
は
な
い
と
い
え
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
家
集
の
歌
と
詞
書
を
書
き
つ
け
た
記
録
は
、
も
は
や

〃
紫
式
部
日
記
”
で
は
な
く
て
閉
の
結
論
と
同
じ
よ
う
に
、
宮
仕
え
の
備
忘
録

で
日
記
の
資
料
と
い
う
方
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
４
）

　
家
集
　
皿

宮
の
御
産
養
、
五

日
の
夜
、
月
の
光

，
ざ
べ
、
ご
，
ど
に
．
限
な

包
水
．
似
上
ｉ
〃
一
樹
に
、

上
達
部
、
殿
よ
り
．

は
じ
め
た
て
ま
つ

り
て
、
酔
ひ
乱
れ

の
の
し
り
た
ま
ふ

さ
か
月
の
お
り
に

さ
し
い
づ
。

　
（
歌
省
略
）

　
　
日
記

上
達
部
、
座
を
立
み
て
、
御
橋
の
上
に
ま
ゐ
り
給

ふ
。
…
…
…
歌
ど
も
あ
り
。
　
「
女
房
さ
ら
づ
き
」
な

ど
あ
る
を
り
、
い
か
が
は
い
ふ
べ
き
な
ど
、
く
ら
ぐ

ら
思
ひ
こ
こ
ろ
み
る
。

　
　
（
歌
）

四
条
の
大
納
言
に
さ
し
い
で
む
ほ
ど
、
…
…
…
こ
と

お
ほ
く
て
、
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
れ
ば
に
や
、
と
り
わ

を
で
一
む
ざ
ざ
で
支
が
せ
、
給
ふ
。
禄
ど
も
、
…
・

五
三



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

　
こ
の
歌
で
は
次
の
二
点
が
論
拠
に
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
日
記
の
「
御
橋
の
上
」
は
、
萩
谷
氏
の
考
証
に
よ
る
と
、
「
橋
廊
の
上
に

設
け
ら
れ
た
別
席
で
あ
る
。
渥
濃
の
上
に
か
か
り
、
南
庭
に
臨
ん
で
、
遊
宴
の

中
心
と
な
る
べ
き
場
所
」
で
、
氏
の
復
元
図
に
よ
れ
ば
寝
殿
と
東
対
を
結
ぷ
南

側
の
橋
廊
で
あ
る
。
家
集
の
「
水
の
上
の
橋
」
は
こ
れ
と
同
一
だ
が
、
日
記
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

五
夜
の
記
事
に
「
水
の
上
の
橋
」
と
い
う
表
現
は
な
い
。
現
存
日
記
の
他
の
記

事
に
も
こ
の
橋
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
橋
が
三
箇
所
み
え
る
が
、
い
ず
れ
も
「
水

の
上
の
」
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
精
読
す
れ
ば
遣
水
の
上
に
か
け
ら
れ
た
橋
だ

と
想
像
は
つ
く
だ
ろ
う
が
、
歌
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
特
に
「
水
の
上
の
橋
」

と
い
う
表
現
を
も
っ
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
何
も
な
い
。
は
た

し
て
家
集
は
日
記
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
と
疑
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

◎
　
ま
た
、
同
夜
の
記
事
は
、
行
事
の
展
開
と
そ
れ
に
奉
仕
す
る
人
々
の
姿
を

再
現
し
て
ゆ
く
が
、
こ
の
展
開
の
中
で
、
月
は
、
人
や
事
物
を
巨
視
的
な
位
置

か
ら
照
ら
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　
。
十
五
日
の
月
く
も
り
な
く
お
も
し
ろ
き
に
、
池
の
み
ぎ
は
近
う
、
か
か
り

　
　
火
ど
も
を
…
…
…
…

　
・
夜
ふ
く
る
ま
ま
に
、
月
の
く
ま
忍
き
に
、
采
女
、
水
司
、
御
髪
あ
げ
ど
も

　
　
殿
司
、
掃
司
の
女
官
、
顔
も
知
ら
ぬ
を
り
。
…
：
：
：

同
夜
の
月
光
の
記
事
は
右
の
二
箇
所
だ
が
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
皇
子
誕
生
の
記

事
に
お
け
る
月
光
は
、
慶
ぴ
に
沸
く
土
御
門
邸
を
鳥
鰍
図
的
に
浮
か
び
あ
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

せ
る
役
割
、
い
わ
ば
舞
台
照
明
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
土
御
門

邸
で
喜
び
あ
う
人
間
、
い
わ
ば
舞
台
の
上
か
ら
は
、
慶
事
に
加
え
て
さ
ら
に
め

で
た
さ
を
増
す
も
の
と
し
て
、
月
光
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
家

集
の
「
月
の
光
さ
へ
こ
と
に
隈
な
き
」
と
は
、
他
に
十
分
照
明
が
あ
っ
て
、
加

　
　
　
　
Ｏ
◎
Ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
Ｏ
◎
◎
０
０
０
０
◎
Ｏ

え
て
月
光
マ
デ
モ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
当
然
、
皇
子
誕
生
の
慶
び
に
加
え

◎
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ
　
　
◎
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ

て
月
光
マ
デ
モ
の
意
味
で
あ
る
が
、
日
記
の
月
光
の
構
造
が
す
で
に
述
べ
た
よ

う
な
の
で
あ
る
か
ら
、
今
さ
ら
橋
の
形
容
に
そ
の
発
想
を
繰
り
返
せ
ば
、
二
度

手
間
で
も
あ
り
、
日
記
全
体
の
統
一
を
は
か
る
と
い
う
点
か
ら
不
都
合
で
あ

る
。　

◎
と
◎
を
合
せ
て
考
え
る
に
、
家
集
の
詞
書
は
、
紫
式
部
日
記
の
如
く
練
り

上
げ
た
文
章
の
要
約
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
日
記
の
表
現
を
獲
得
す
る
以
前
の

十
五
日
の
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
橋
上
の
座
、
殿
や
上
達
部
、
下
を
流
れ
る
水
の

輝
き
な
ど
の
一
時
的
な
美
の
印
象
の
記
録
、
す
な
わ
ち
備
忘
録
段
階
の
表
現
だ

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
詞
書
に
は
「
さ
し
い
づ
」
が
日
記
の
事
実
と
矛
盾
す
る
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
は
、
家
集
の
こ
の
詠
歌
が
日
記
に
由
来
し
な
い

と
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
日
記
に
由
来
す
る
も
の
な
ら
ば
、
世
に

知
れ
渡
っ
た
日
記
の
事
実
と
反
対
に
要
約
す
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
意
味
に
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

約
す
る
と
み
る
方
が
自
然
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
歌
は
、
萩
谷
氏
が
推

測
さ
れ
る
よ
う
に
、
詠
草
と
し
て
提
出
さ
れ
、
皇
子
誕
生
当
時
は
詠
草
提
出
を



も
っ
て
、
当
座
で
詠
唱
し
た
と
同
然
に
扱
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故

式
部
も
、
備
忘
録
の
段
階
で
は
「
さ
し
い
づ
」
と
書
き
留
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

日
記
に
詳
し
い
事
情
を
記
録
し
た
の
は
、
飽
く
ま
で
事
実
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と

し
た
こ
と
や
、
皇
子
誕
生
の
行
事
記
録
を
第
一
義
の
目
的
と
し
な
が
ら
も
、
そ

の
晴
儀
と
自
己
の
関
わ
り
に
目
を
向
け
、
書
き
留
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
式
部

の
姿
勢
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
と
同
様
、
日
記
で
は
捨
て
ら
れ
て
い
る
日
常
生
活
的
記
録
の
跡

と
み
ら
れ
る
の
が
、
８
９
「
い
か
に
い
か
が
」
の
詞
書
で
あ
る
。

　
　
御
五
十
日
の
夜
、
殿
の
「
歌
詠
め
」
と
、
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
ひ
げ
し
て

　
　
あ
．
｝
げ
れ
ど

傍
線
部
は
流
布
本
に
は
な
い
が
、
式
部
の
心
情
表
現
な
の
で
、
古
本
系
筆
者
の

加
筆
で
は
な
く
、
元
来
か
ら
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
ま
ま
で

は
式
部
が
維
に
対
し
て
な
ぜ
卑
下
し
て
い
た
か
判
然
と
し
な
い
。
一
見
、
賀
歌

献
詠
を
命
じ
ら
れ
た
式
部
が
自
分
の
任
に
は
重
す
ぎ
る
と
謙
虚
な
態
度
を
と
っ

て
い
た
と
解
せ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
使
用
人
た
る
者
は
主
人
に
賀
歌
を
献

上
す
る
の
は
役
目
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
式
部
が
使
用
人
の
義
務
を
命
じ
ら
れ
て

卑
下
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
道
理
に
あ
わ
な
い
。
見
え
す
い
た
謙
辞
を
い
う
前

に
、
な
い
智
恵
を
絞
っ
て
で
も
詠
歌
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
記
の
伝
え

る
そ
の
間
の
事
情
を
調
べ
る
と
「
い
と
わ
び
し
く
恐
ろ
し
け
れ
ば
聞
こ
ゆ
」
と
、

献
詠
に
積
極
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
、
儀
式
も
終
了
し
、

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
と
紫
式
部
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記

酒
宴
が
荒
れ
模
様
に
な
り
、
道
長
も
酔
払
っ
て
か
ら
ん
で
歌
を
要
求
し
て
い
る

の
で
、
す
み
や
か
に
詠
出
す
る
気
持
に
な
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
、

時
と
場
の
不
完
全
に
対
す
る
不
満
は
「
卑
下
す
」
の
表
現
に
該
当
す
る
内
容
で

は
な
い
。
や
は
り
、
直
接
表
現
さ
れ
て
い
る
事
の
他
に
、
何
か
に
卑
下
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
推
測
す
る
に
、
道
長
は
宰
相
の
君
と
式
部
の
二
人
を
捕
え
て
、

一
首
詠
出
せ
よ
と
迫
っ
た
の
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
が
詠
歌
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ

る
。
宰
相
の
君
は
上
臆
女
房
で
あ
り
、
日
記
に
よ
る
と
式
部
は
尊
敬
の
念
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
て
交
際
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
勅
撰
歌
人
で
あ
り
、
式
部
集
は
彼
女

と
の
贈
答
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
歌
才
を
式
部
は
評
伍
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
当
時
は
、
人
間
関
係
の
微
細
な
点
ま
で
厳
格
で
あ
る
か
ら
、
式
部
の
家
庭

教
師
的
な
地
位
や
評
判
の
才
能
か
ら
し
て
、
結
果
的
に
は
彼
女
が
詠
出
す
る
の

が
よ
い
と
し
て
も
、
二
人
の
う
ち
誰
と
も
指
名
も
な
い
の
に
、
そ
れ
で
は
と
ば

か
り
に
、
宰
相
の
君
を
無
視
し
て
詠
め
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
　
「
私
よ
り
宰

相
の
君
あ
な
た
が
」
と
卑
下
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
配
慮
は
あ

ま
り
に
も
生
活
的
で
あ
り
、
日
記
か
ら
は
捨
て
ら
れ
た
が
、
事
実
を
記
録
す
る

段
階
の
備
忘
録
な
ら
書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、

家
集
の
様
な
書
き
方
で
は
、
日
記
を
参
照
し
て
み
て
も
、
事
情
は
明
確
で
は

な
く
、
な
お
読
者
の
想
像
に
ま
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
定
家
本
系
に
「
ひ
げ

し
て
あ
り
け
れ
ど
」
が
な
い
の
も
、
事
情
が
暖
昧
な
の
で
、
編
者
が
、
不
必
要

と
し
て
故
意
に
省
略
し
て
し
ま
っ
た
か
、
ま
た
そ
の
暖
昧
さ
の
た
め
に
、
伝
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



の
遇
程
で
、

　
紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

自
然
脱
落
が
お
き
や
す
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
５
）

　
家
集
　
皿

侍
従
宰
相
の
五
節

の
局
、
宮
の
御
前

い
と
け
近
き
に

　
　
　
　
　
＠

弘
徽
殿
の
右
京
が

一
夜
し
る
き
さ
ま

に
て
あ
り
し
事
な

ど
、
人
々
言
ひ
立

て
て
、
日
蔭
を
や

る
。
さ
し
ま
ぎ
ら

は
す
べ
き
扇
な
ど

添
へ
て

　
（
歌
省
略
）

　
　
日
記

侍
従
の
宰
相
の
五
節
局
、
、

す
ば
か
り
な
り
。
…
…
…

宮
の
御
前
の
た
だ
見
わ
た

イ
「
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
相
の
中
将
む
か
し
見
知
り
て
語
り
給
ふ
を
、

口
「
一
夜
か
の
か
ひ
つ
く
ろ
ひ
に
て
ゐ
た
り
し
、
び
ん

が
し
な
り
し
な
む
左
京
」
と
、
源
中
将
も
見
知
ヅ
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
ら
な
」
と
い
ひ
つ
つ
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

ざ
、
知
ら
ず
顔
に
は
あ
ら
じ
、
む
か
し
心
に
く
だ
ち

家
集
の
説
明
に
よ
る
と
、

が
い
て
、
あ
る
夜
目
立
っ
た
の
で
、

っ
た
と
わ
か
る
だ
け
で
あ
る
。

付
き
女
房
が
、
宮
廷
儀
礼
に
奉
仕
す
る
舞
姫
の
控
え
所
な
ど
に
い
て
、

目
立
っ
な
ど
と
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
と
ま
で
は
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、

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
ぷ
と
思
ふ
ら
む
を
、
あ

ら
は
さ
む
の
心
に
て
、
…
…
…

実
成
の
五
節
の
局
に
弘
徽
殿
女
御
付
き
の
女
房
左
京

　
　
　
　
人
々
が
こ
れ
を
非
難
し
て
皮
肉
の
歌
を
贈

　
　
こ
れ
だ
け
で
は
、
当
時
の
杜
会
通
念
で
、
女
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

記
に
い
う
よ
う
に
、
介
添
役
と
い
う
落
晩
し
た
姿
を
曝
し
て
い
る
と
は
わ
か
ら

な
い
。
日
記
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、

・
左
京
は
、
既
に
宮
仕
え
を
退
い
て
い
る
こ
と
（
ハ
）

・
舞
姫
の
陪
従
に
転
落
し
て
再
び
内
裏
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
（
口
）

。
そ
の
無
神
経
さ
が
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
イ
・
ハ
）

が
明
白
で
あ
る
。
日
記
か
ら
家
集
に
と
ら
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
事
態
が
読

者
に
わ
か
る
よ
う
に
書
く
は
ず
で
あ
ろ
う
。
日
記
の
こ
の
部
分
を
参
照
し
て
い

る
栄
華
物
語
は
、
「
か
の
弘
徽
検
の
女
御
の
御
方
の
女
房
な
ん
、
か
し
づ
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
あ
る
と
い
ふ
事
を
ほ
の
ぎ
＼
て
」
と
、
非
難
の
根
拠
を
明
確
に
示
し
て
い

る
。
こ
の
根
拠
は
、
日
記
を
知
る
者
に
は
書
き
落
と
せ
な
い
点
の
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
、
日
記
が
あ
ま
り
に
嫌
味
が
す
ぎ
た
の
で
魔
化
し
た
か
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
家
集
成
立
の
正
確
な
年
代

は
不
明
だ
が
、
小
少
将
没
後
と
い
う
点
は
動
か
な
い
の
で
、
日
記
成
立
後
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
実
成
の
人
選
失
敗
事
件
は
他
な
ら
ぬ

紫
式
部
日
記
に
よ
っ
て
、
天
下
の
醜
聞
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
歌
は
そ
の
中
核

な
の
で
あ
る
。
今
さ
ら
、
こ
の
歌
の
成
立
事
情
を
騰
化
し
よ
う
に
も
、
日
記
の

印
象
に
圧
倒
さ
れ
て
、
手
遅
れ
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
や
は
り
こ
の
歌

も
、
１
皿
ｗ
の
歌
群
同
様
、
日
記
成
立
以
前
の
、
改
ま
っ
て
第
三
者
に
理
解
で

き
る
よ
う
に
状
況
説
明
を
書
く
必
要
の
な
い
、
備
忘
録
で
あ
る
た
め
の
暖
昧
さ

を
残
し
た
資
料
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



　
な
お
、
こ
の
歌
が
後
捨
遺
集
に
作
者
「
読
人
し
ら
ず
」
と
し
て
入
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
式
部
集
成
立
と
関
係
づ
け
て
、
後
拾
遺
集
の
編
者
が
手
に

し
た
式
部
集
に
こ
の
歌
が
な
く
、
後
人
に
よ
っ
て
増
補
さ
れ
た
と
す
る
説
が
あ

紗
◎
紙
数
の
都
合
で
論
証
は
省
略
す
る
が
、
後
拾
遺
集
の
編
者
は
参
照
し
た
資

料
の
詞
書
に
忘
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
式
部
の
歌
の
著
し
い
相
違
か
ら
み
て
、

後
拾
遺
集
は
紫
式
部
集
か
ら
採
り
も
し
な
か
っ
た
し
、
参
照
も
し
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
日
記
と
家
集
の
関
係
を
論
じ
る
論
点
に
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
引

　
該
当
す
る
歌
で
、
直
接
考
証
の
対
象
に
し
な
か
っ
た
歌
が
、
以
下
の
五
首
で

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

Ｗ
　
蝸
「
菊
の
露
」
～
ｍ
「
こ
と
わ
り
の
」

　
推
定
資
料
か
ら
家
集
に
と
ら
れ
て
い
る
と
す
る
積
極
的
根
拠
に
は
欠
け
る
の

　
だ
が
、
こ
こ
だ
け
紫
式
部
日
記
と
家
集
の
直
接
関
係
を
認
め
る
に
は
さ
ら
に

　
根
拠
が
な
い
。
ま
た
詞
書
も
、
備
忘
録
風
の
文
章
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い

　
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
三
首
も
他
の
歌
に
準
じ
る
も
の
と
み
た
い
。

Ｖ
　
６
９
「
影
み
て
も
」
７
０
「
独
り
居
て
」

　
日
記
の
本
文
が
な
い
の
で
、
他
の
歌
群
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
日
記

　
に
よ
っ
た
と
み
ら
れ
る
定
家
本
系
詞
書
と
、
古
本
系
の
そ
れ
を
比
校
す
る
と

　
や
は
り
次
の
よ
う
な
箇
所
が
で
て
く
る
。

　
　
　
定
家
本
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

言
く
明
け
行
く
ほ
ど
に
、
渡
敗
に
来
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

て
、
局
の
下
よ
り
出
づ
る
水
を
、
高
欄
を

お
さ
へ
て
、
し
ば
し
見
ゐ
た
れ
ば
、
空
の

気
色
春
秋
の
霞
に
も
霧
に
も
劣
ら
ぬ
こ
ろ

ほ
ひ
な
り
。
…

　
　
古
本
系

　
　
　
　
　
　
　
ｐ
■
■

土
御
門
院
に
て
、
や
り
水
似

．
う
へ
な
る
わ
た
殿
の
す
の
こ

　
　
　
　
◎
　
　
　
　
－

に
居
て
、
か
う
ら
ん
に
お
し

か
か
り
て
見
る
に

¢
日
記
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
定
家
本
系
に
は
「
す
の
こ
」
の
語
が
な

　
い
。
高
欄
を
お
さ
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
賛
子
に
居
る
の
は
自
明
の
こ
と
で

　
日
記
で
は
簡
潔
に
す
る
た
め
省
略
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
も
し
、
日
記
↓
古

　
本
系
詞
書
な
ら
、
不
要
の
「
す
の
こ
」
を
補
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ

　
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

◎
日
記
１
↓
家
集
な
ら
ば
、
「
お
さ
へ
て
」
を
「
お
し
か
か
り
て
」
に
変
え
る
理

　
由
が
わ
か
ら
な
い
。
「
お
し
か
か
り
て
」
は
、
「
影
み
て
も
憂
き
わ
が
涙
」
と

　
水
を
見
下
し
て
物
思
い
に
耽
る
式
部
の
姿
勢
に
ふ
さ
わ
し
く
、
「
お
さ
へ
て
」

　
は
、
足
下
の
水
も
含
め
て
庭
全
体
を
視
野
に
入
れ
る
姿
勢
に
ふ
さ
わ
し
く
、

　
日
記
に
は
よ
り
よ
い
と
い
え
る
。
古
本
系
が
メ
モ
段
階
で
、
日
記
創
作
段
階

　
で
「
お
さ
へ
て
」
に
書
き
変
え
た
と
置
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
こ
れ
ら
五
首
も
、
ｏ
い
か
ら
伺
に
考
察
し
た
歌
同
様
、
備
忘
録
風
の
資
料

に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

五
七



紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

五
八

嘗

　
以
上
か
ら
、
私
は
、
家
集
中
、
日
記
と
重
複
す
る
歌
で
、
定
家
本
系
に
分
岐

す
る
以
前
か
ら
収
め
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
歌
は
、
日
記
か
ら
採
っ
た
の

で
は
な
く
、
日
記
の
資
料
に
も
な
っ
た
文
反
故
、
備
忘
録
の
類
か
ら
採
っ
た
と

の
結
論
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
歌
を
誰
が
収
録
し
た
か
の
問
題
は
、
別
の
機
会
に

論
じ
た
い
が
、
お
そ
ら
く
別
人
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
創
造
意

図
に
基
い
て
家
集
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
時
、
世
に
流
布
し
て
い
る
日
記
の

歌
、
す
な
わ
ち
多
く
を
語
り
過
ぎ
る
歌
は
で
き
る
だ
け
採
ら
な
い
の
が
普
通
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
散
文
を
駆
使
し
、
歌
を
そ
の
一
端
に
組
み
込
ん
で
形
成
し

た
日
記
の
世
界
と
、
歌
だ
け
と
り
出
し
て
最
低
限
必
要
な
詞
書
を
っ
け
る
だ
け

の
家
集
と
で
は
、
そ
の
印
象
の
強
さ
は
比
較
に
は
な
ら
な
い
。
家
集
を
読
み
な

が
ら
日
記
の
世
界
を
想
像
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
注
意
深

く
歌
を
精
撰
し
て
い
る
式
部
が
そ
の
よ
う
な
愚
を
犯
す
で
あ
ろ
う
か
。
や
む
を

得
ず
採
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、
細
心
の
注
意
を
払
う
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
歌
に
は
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
は
な
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
、
息
の
抜
け
た
、
日
記
の
二
番
煎
じ
の
感
が
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
別
人
が
、
式
部
の
残
し
た
文
反
故
か
ら
収
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。な

お
、
私
の
論
考
の
結
果
を
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

備
忘
録

紫
式
部
日
記

の
歌

家
集
祖
本
の

□
記
の
歌

定
歌
本
系
の

日
記
の
歌

古
本
系
本
文

の
日
記
の
歌

註

◎
　
『
紫
式
部
集
の
編
者
」
・
関
西
大
学
『
国
文
学
』
第
４
６
号
。

＠
　
「
紫
式
部
集
の
成
立
　
　
　
そ
の
構
造
に
関
す
る
考
察
を
中
心
と
し
て
」
・

　
『
同
志
社
国
文
学
』
９
号
。

＠
　
歌
番
号
は
、
以
下
す
べ
て
、
南
波
浩
先
生
の
校
定
の
『
紫
式
部
集
』
岩

　
波
文
庫
に
よ
る
。

＠
　
管
野
美
恵
子
氏
　
注
＠
に
同
じ
。

　
　
「
紫
式
部
集
の
復
元
と
そ
の
恋
愛
歌
」
・
『
国
文
学
』
昭
４
０
・
２
　
引
用

　
の
便
か
ら
「
　
」
を
『
　
』
に
改
め
た
。
氏
が
一
類
本
と
い
わ
れ
る
の
は

　
定
家
本
系
の
こ
と
で
あ
り
、
二
類
本
と
い
わ
れ
る
の
は
古
本
系
の
こ
と
で

　
あ
る
。

＠
　
底
本
は
、
南
波
浩
先
生
の
『
紫
式
部
集
』
岩
波
文
庫
に
よ
る
。

¢
　
日
記
の
引
用
は
、
以
下
す
べ
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
校

　
異
は
、
池
田
亀
鑑
氏
『
紫
式
部
日
記
』
を
参
照
し
た
。

＠
　
す
で
に
多
く
の
人
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
私
が
特
に
よ
っ
た



　
の
は
、
秋
山
慶
氏
『
源
氏
物
語
の
世
界
』
、
原
田
敦
子
氏
「
紫
式
部
日
記

　
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て
」
・
『
同
志
社
国
文
学
』
８
号
、
の
論
で
あ

　
る
。

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

　
昭
４
６
。
傍
点
は
筆
者

＠
　
岡
　
一
男
氏
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』

＠
　
『
御
堂
関
白
記
』
『
権
記
』

＠
　
萩
谷
　
朴
氏
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
角
川
書
店
。

＠
　
校
異
、
異
同
な
し
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

＠
　
。
後
拾
遺
集

　
　
　
　
赤
染
、
匡
衡
に
お
く
れ
て
の
ち
五
月
五
日
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
美
作
三
位

　
　
搬
墨
染
の
挟
は
い
と
ゴ
こ
ひ
ぢ
に
て
菖
難
の
草
の
ね
や
し
げ
る
ら
む

　
　
・
玉
葉
集

　
　
　
　
お
な
じ
院
（
後
一
条
院
）
の
御
事
に
世
を
そ
む
き
て
よ
め
る
　
従

　
　
　
　
三
位
藤
原
典
子

　
　
湖
後
れ
じ
と
思
ふ
心
に
そ
む
け
ど
も
此
世
に
と
ま
る
程
ぞ
か
な
し
き

　
　
２

＠
　
家
集
の
諸
本
す
べ
て
右
京
だ
が
、
紫
式
部
日
記
、
後
拾
遺
集
、
栄
華
物

　
語
に
よ
り
、
左
京
の
誤
字
で
あ
る
の
は
明
白
。
ま
た
、
日
記
に
「
左
京
馬
一

　
　
　
　
　
紫
式
部
集
と
紫
式
部
日
記

と
あ
る
「
む
ま
」
は
や
は
り
術
字
で
あ
ろ
う
。
ま
た
左
京
と
馬
と
二
人
い

　
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

＠
　
『
栄
華
物
語
』
日
本
古
典
文
学
文
系

＠
　
管
野
美
恵
子
氏
　
注
◎
に
同
じ
。

・
岩
波
書
店
　
上
胴
巻
頁
。

五
九
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