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紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

管
　
　
野

美
　
恵
　
子

は

じ
　
め

に

　
『
紫
式
部
集
』
に
お
い
て
は
、
娘
時
代
の
詠
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
み
ず

み
ず
し
い
情
感
に
溢
れ
た
、
勝
気
で
積
極
的
な
若
い
式
部
像
と
、
屈
折
し
低
迷

す
る
思
考
を
折
り
重
ね
て
い
く
、
内
向
的
な
後
年
の
式
部
像
と
が
き
わ
め
て
対

照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
っ
の
式
部
像
の
は
ざ
ま
に
位
置
す
る
の
が
、

藤
原
宣
孝
と
の
結
婚
・
死
別
を
経
て
出
仕
に
至
る
時
期
の
詠
歌
で
あ
る
。
小
稿

は
こ
の
歌
群
に
お
け
る
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
一
っ
は
、
そ
の
排
列
で
あ
る
。
式
部
と
宣
孝
の
結
婚
生
活
は
長
徳
四
年
冬
か

ら
長
保
三
年
四
月
廿
五
日
ま
で
、
お
よ
そ
二
年
半
の
間
の
も
の
と
推
定
さ
れ

¢
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
間
の
詠
歌
と
み
ら
れ
る
も
の
の
一
部
は
、
こ
の
家
集
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

則
を
な
す
と
言
わ
れ
る
年
代
的
な
順
序
と
ま
っ
た
く
か
か
わ
り
な
く
、
家
集
後

半
部
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
排
列
の
乱
れ
は
後
因
的
な
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
と
も
、
集
編
纂
時
に
お
け
る
式
部
の
何
ら
か
の
意
図
に
よ
る
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
一
っ
は
、
家
集
に
お
け
る
哀
傷
歌
の
寡
少
さ
で
あ
る
。
宣
孝
の
死
が
式

部
に
も
た
ら
し
た
意
味
の
大
き
さ
は
さ
ま
ざ
ま
推
察
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
哀
傷
歌
は
極
く
少
な
く
、
そ
れ
も
一
首
を
除
い
て
す
べ
て
贈
答
歌
で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
不
思
議
さ
。
式
部
は
事
実
哀
傷
の
歌
を
詠
む
こ
と
が
乏
し

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
家
集
に
乏
し
い
の
は
、
こ
れ
も
式
部
の
意

図
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
下
、
結
婚
生
活
と
寡
居
生
活
で
の
詠
歌
を
瞥
見
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
纂
の
意
図
の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
。

桜
を
瓶
に
揮
し
て
見
る
に
、

取
り
も
あ
へ
ず
散
り
け
れ
ば
、
桃
の
花



　
　
　
　
を
見
や
り
て

　
３
６
お
り
て
見
ば
近
ま
さ
り
せ
よ
桃
の
花
思
ひ
ぐ
ま
な
き
桜
を
し
ま
じ

　
　
　
　
返
し
、
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
３
７
も
も
と
い
ふ
名
も
あ
る
も
の
を
時
の
ま
に
散
る
桜
に
も
思
ひ
お
と
さ
じ

　
こ
の
贈
答
は
お
そ
ら
く
、
結
婚
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
経
ぬ
長
保
元
年
の
春
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
「
見
や
り
て
」
は
、
清
水
好
子
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
屋
外

　
　
　
＠

の
桃
の
花
」
と
思
う
。
従
来
は
多
く
、
桃
を
式
部
、
桜
を
別
れ
た
宣
孝
の
妻
と

み
て
、
「
こ
う
し
て
あ
な
た
の
妻
と
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
予
想
し
て
い
た
よ

り
も
、
も
っ
と
良
い
女
だ
っ
た
と
思
っ
て
頂
き
た
い
わ
、
あ
な
た
の
気
持
も
考

え
な
い
で
身
勝
手
な
方
の
こ
と
な
ん
か
、
惜
し
が
る
こ
と
な
ん
か
い
り
ま
せ
ん

＠
わ
」
と
い
う
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
「
折
り
て
見
ば
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
い
う
仮
定
条
件
を
、
「
妻
と
な
っ
た
の
で
す
か
ら
」
と
い
う
確
定
条
件
の
比

臓
と
み
る
こ
と
は
多
少
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
清
水
氏
は
、
「
自
分

を
桃
、
今
一
人
の
妻
を
桜
に
職
え
る
の
は
一
見
卑
下
が
過
ぎ
る
よ
う
に
も
思
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
『
思
ひ
ぐ
ま
な
き
』
と
け
な
し
て
い
る
の
で
、
十
分
に
相
殺
し
た
こ
と
に
な

　
　
¢

ろ
う
か
。
」
と
説
か
れ
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
、
竹
河
巻
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
桜
ゆ
え
風
に
心
の
さ
わ
ぐ
か
な
思
ひ
ぐ
ま
な
き
花
と
見
る
見
る

玉
髪
の
姫
君
た
ち
の
桜
争
い
の
折
の
大
君
の
歌
で
あ
る
。
桜
を
「
思
ひ
ぐ
ま
な

き
」
と
評
す
る
形
容
の
類
似
性
か
ら
み
て
、
今
井
源
衛
氏
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
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部
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＠

こ
の
歌
は
、
３
６
の
式
部
自
身
の
歌
を
素
材
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
君
は

一
応
、
桜
を
「
思
ひ
ぐ
ま
な
き
花
」
と
け
な
し
て
み
る
。
こ
ん
な
思
い
や
り
の

な
い
花
な
ん
て
、
も
う
気
に
す
る
の
は
よ
そ
う
、
と
考
え
て
み
る
。
そ
う
は
み

る
も
の
の
、
そ
の
思
い
の
下
で
も
う
風
に
も
心
は
騒
ぐ
の
だ
、
と
、
桜
に
ひ
か

れ
る
心
を
歌
う
の
で
あ
る
。
「
思
ひ
ぐ
ま
な
き
」
と
い
う
評
は
、
自
分
の
愛
す

る
心
も
思
い
や
っ
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
桜
へ
の
恨
み
で
、
結
局
は
作
者
の
哀

惜
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
３
６
の
場
合
に
も
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
「
－
…
・
な
ら
ば
桜
も
惜
し
む
ま
い
」
と
い
う
仮
定
表
現
自
体
、
桜

が
惜
し
く
て
た
ま
ら
ぬ
思
い
の
現
れ
で
あ
る
し
、
「
近
ま
さ
り
せ
よ
桃
の
花
」

の
語
に
も
、
当
然
桜
は
惜
し
ま
れ
る
も
の
、
桃
は
顧
ら
れ
な
い
も
の
と
す
る
美

意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
意
識
は
無
論
式
部
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
古
今
和
歌
集
に
お
い

て
春
の
部
立
に
採
ら
れ
な
か
っ
た
桃
の
花
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
、

　
　
咲
き
し
時
猶
こ
そ
み
し
か
桃
の
は
な
散
れ
ば
惜
く
ぞ
思
成
ぬ
る
（
拾
遺
集

　
　
雑
春
・
読
人
し
ら
ず
）

の
よ
う
に
し
か
扱
わ
れ
な
か
っ
た
。
式
部
も
ま
た
、
こ
う
し
た
王
朝
の
伝
統
的

美
意
識
か
ら
決
し
て
踏
み
出
し
て
は
い
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
中
、
桃
の
花
は
、

わ
ず
か
に
人
名
と
し
て
み
え
る
の
み
で
、
っ
い
に
そ
の
姿
を
現
さ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
美
意
識
を
持
つ
式
部
は
、
結
婚
し
た
ば
か
り
の
夫
の
前

で
、
自
分
を
桃
を
た
と
え
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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「
相
殺
」
さ
れ
る
よ
う
な
卑
下
で
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た
比
職
の
歌

と
と
れ
ば
、
宣
孝
も
「
も
も
と
い
う
名
も
あ
る
も
の
を
」
な
ど
と
返
歌
は
で
き

ま
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
式
部
は
桜
の
前
の
桃
、
と
る
に
足
ら
ぬ
女
だ
と

認
め
る
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
こ
れ
は
寓
意
の
な
い
贈
答
と
み
た

い
。
「
折
り
て
見
ば
」
と
言
い
、
視
線
は
そ
こ
に
向
か
い
な
が
ら
、
「
見
ば
」
と

い
う
仮
定
は
ま
さ
し
く
「
見
ぱ
」
で
あ
っ
て
式
部
は
本
当
に
桃
を
手
折
る
気
は

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
散
っ
て
し
ま
っ
た
桜
が
残
念
で
な
ら
な
い

式
部
の
、
偶
然
視
野
に
入
っ
た
桃
の
花
に
、
ふ
と
口
ず
さ
ん
だ
、
軽
い
即
興
の

歌
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
唱
和
し
て
宣
孝
は
、
「
も
も
と
い
う
名
も
あ
る
も
の

を
」
と
歌
う
。
式
部
の
む
き
な
桜
へ
の
哀
惜
を
お
か
し
が
っ
て
、
な
だ
め
る

よ
う
に
桃
の
花
を
持
ち
上
げ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
桃
Ｈ
百
と
掛
け
た
、

と
っ
さ
の
機
知
の
歌
で
あ
る
。
春
の
軽
い
戯
れ
の
贈
答
歌
と
し
て
二
人
の
息
は

ぴ
っ
た
り
と
合
っ
て
い
る
。
歌
の
弾
み
は
、
そ
の
ま
ま
心
の
弾
み
で
あ
ろ
う
。

後
年
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
仲
の
良
い
姉
妹
の
、
は
な
や
か
な
春
の
遊

び
の
や
り
と
り
に
、
こ
の
贈
答
を
素
材
に
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
宣
孝
と
の

こ
の
場
面
が
、
ど
ん
な
に
楽
し
く
懐
し
い
思
い
出
と
し
て
式
部
の
胸
中
に
た
た

み
込
ま
れ
て
い
の
か
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
家
集
は
こ
の
前
後
、
３
２
か
ら
３
５
の
生
き
生
き
と
し
た
夫
婦
げ
ん
か
（
「
文
散

ら
し
け
り
」
）
、
３
８
の
「
梨
の
花
」
の
詠
歌
と
、
満
ち
足
り
た
新
妻
の
姿
を
偲
ば

せ
る
歌
が
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
明
る
く
幸
せ
な
新
婚
生
活
の
日
々
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

た
、
と
、
印
象
づ
け
る
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

幸
せ
な
結
婚
生
活
を
想
像
せ
し
め
る
歌
群
の
後
に
は
、
突
然
、
宣
孝
亡
き
後
の

歌
を
展
開
さ
せ
て
、
年
代
的
に
は
当
然
３
８
番
以
後
に
続
け
ら
る
べ
き
〈
夜
離

れ
〉
の
続
く
頃
の
詠
歌
（
７
９
８
０
・
９
３
～
９
６
・
ｍ
～
ｍ
）
を
集
の
後
半
部
に
散
在

せ
し
め
て
い
る
。
こ
の
突
然
の
展
開
に
よ
っ
て
、
新
婚
時
代
の
楽
し
さ
と
宣
孝

没
後
の
淋
し
さ
と
い
う
明
暗
の
対
照
は
際
立
ち
、
一
瞬
に
移
ろ
い
ゆ
く
人
生
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

さ
ま
も
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
う
し
た
効
果
か
ら
だ
け

で
は
こ
れ
ら
の
歌
群
が
後
半
部
に
分
散
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
は
っ
か
な
い

よ
う
に
思
う
。

　
こ
れ
ら
後
半
部
に
位
置
す
る
結
婚
生
活
中
の
詠
歌
は
、

　
７
９
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
を
、
思
ひ
出
で
た
る
を
り

　
９
３
な
に
の
を
り
に
か
、
人
の
返
り
ご
と
に

　
９
６
六
月
ば
か
り
、
な
で
し
こ
の
花
を
見
て

　
鵬
人
の
お
こ
せ
た
る

　
ｍ
七
日

な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
詞
書
は
単
純
化
さ
れ
暖
昧
化
さ
れ
て
、
具
体
的
な
事
情

の
説
明
は
省
か
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
こ
れ
ら
の
歌
は
、
一
見
、
前
後
の
出
仕
中

の
歌
の
中
に
並
べ
ら
れ
て
も
、
さ
し
て
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
細
か
い
配
慮
は
、
こ
の
排
列
が
、
脱
落
や
と
じ
直
し
と

い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
式
部
自
身
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る



こ
と
を
も
の
が
た
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
排
列
を
と
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、

式
部
の
本
能
的
と
さ
え
み
え
る
自
己
陰
蔽
の
性
癖
が
み
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ

る
。　

　
お
の
が
じ
し
家
路
と
い
そ
ぐ
も
、
何
ぱ
か
り
の
里
人
ぞ
は
と
思
ひ
お
く
ら

　
　
る
。
わ
が
身
に
よ
せ
て
は
侍
ら
ず
、
お
ほ
か
た
の
世
の
有
様
、
小
少
将
の

　
　
君
の
、
い
と
あ
て
に
を
か
し
げ
に
て
、
世
を
う
し
と
思
ひ
し
み
て
ゐ
給
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
る
を
、
見
侍
る
な
り
。

　
紫
式
部
日
記
の
一
節
で
あ
る
が
、
小
少
将
の
記
述
な
ど
い
か
に
も
と
っ
て
っ

け
た
感
じ
で
あ
り
、
「
我
が
身
に
よ
せ
て
は
侍
ら
ず
」
と
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
却
っ
て
「
我
が
身
」
を
核
と
し
て
、
「
お
ほ
か
た
の
世
の
あ

り
さ
ま
」
に
及
ん
で
い
っ
た
思
考
が
う
か
が
わ
れ
る
。
式
部
は
こ
こ
で
も
自
己

の
私
生
活
、
特
に
恋
の
苦
悩
の
跡
が
辿
れ
る
よ
う
な
私
生
活
の
表
白
を
慌
て
て

避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
谷
邦
明
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
紫
式

部
と
い
う
人
は
、
具
体
的
事
実
に
添
っ
て
行
な
う
自
己
告
白
に
対
し
て
、
「
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

め
て
強
い
恥
辱
心
・
差
恥
心
を
感
じ
る
女
性
」
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
二

　
　
　
な
に
の
を
り
に
か
、
人
の
返
り
ご
と
に

９
３
入
る
方
は
さ
や
か
な
り
け
る
月
影
を
う
は
の
空
に
も
待
ち
し
宵
か
な

　
　
　
返
し

　
　
　
　
　
紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

　
９
４
さ
し
て
行
く
山
の
端
も
み
な
か
き
曇
り
心
も
空
に
消
え
し
月
影

　
訪
れ
て
は
来
ず
、
文
だ
け
を
寄
越
し
た
男
へ
贈
っ
た
式
部
の
歌
と
そ
の
男
の

返
歌
で
あ
り
、
月
影
は
男
を
擬
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
も
は
や
入
り
方
の
月
を
見
な
が
ら
、
女
の
心
は
ま
だ
中
空
に
さ
迷
う
て
い

る
。
こ
の
夜
、
月
影
は
明
ら
か
な
ほ
ど
、
女
の
心
を
い
っ
そ
う
寒
々
と
依
り
所

な
い
思
い
に
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
秋
の
夜
の
実
景
は
、
こ
の
時
式
部
の
心

と
見
事
に
溶
け
合
っ
て
い
る
。
対
し
て
、
返
歌
は
、
月
を
擬
人
化
し
た
贈
歌
の

技
巧
を
そ
の
ま
ま
使
い
な
が
ら
、
「
あ
な
た
の
お
怒
り
が
こ
わ
く
て
」
と
さ
ら

り
と
う
け
流
し
、
式
部
の
怨
嵯
に
は
殆
ん
ど
答
え
て
い
な
い
。
女
を
我
が
も
の

と
し
て
い
る
男
の
自
信
が
詠
ま
せ
る
歌
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
形
で
相
手
を
恨
み
、
自
分
の
実
意
を
圭
張
す
る
の
は
、
恋
歌
の

常
套
的
な
詠
み
方
の
一
っ
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
結
婚
前
に
は

宣
孝
が
他
の
女
に
言
い
寄
っ
た
と
聞
い
て
、
「
二
心
な
し
」
な
ど
と
弁
解
し
て

く
る
男
の
こ
と
ば
を
、
「
う
る
さ
く
て
」
と
言
い
切
り
、

　
２
９
水
う
み
に
友
よ
ぷ
千
鳥
こ
と
な
ら
ば
八
十
の
湊
に
声
絶
え
な
せ
そ

と
傲
然
と
返
し
た
式
部
が
、
今
は
「
う
は
の
空
に
も
待
ち
し
宵
か
な
」
と
、
待

っ
て
い
た
こ
と
を
素
直
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
８
０
「
心
の
か
ぎ
り
待
ち

ぞ
わ
び
に
し
」
、
９
６
「
垣
ほ
荒
れ
さ
ぴ
し
さ
ま
さ
る
床
夏
」
と
い
っ
た
歌
に
な

る
と
、
そ
こ
に
は
、
ひ
た
す
ら
男
に
紬
ろ
う
と
す
る
哀
訴
の
情
さ
え
ほ
の
見
え

て
い
る
の
だ
が
、
男
の
方
は
、
「
さ
し
て
行
く
山
の
端
も
み
な
か
き
曇
り
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

平
然
と
責
め
を
相
手
に
転
嫁
し
た
り
、
ｍ
「
う
ち
偲
び
嘆
き
明
か
せ
ば
東
雲
の

ほ
が
ら
か
に
だ
に
夢
を
見
ぬ
か
な
」
な
ど
と
白
々
し
い
弁
解
を
寄
越
す
ば
か
り

で
あ
っ
た
。
専
心
に
愛
を
誓
っ
た
は
ず
の
男
の
、
あ
ま
り
に
も
早
い
変
貌
で
あ

る
。
こ
う
し
た
男
女
の
立
場
の
逆
転
は
結
婚
を
境
と
し
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
っ

て
、
男
は
、
式
部
の
唯
一
の
夫
で
あ
っ
た
と
思
え
る
藤
原
宣
孝
以
外
で
は
あ
り

得
な
い
。
結
婚
前
と
後
と
、
こ
れ
が
式
部
の
み
た
、
な
べ
て
の
夫
婦
の
姿
で
も

あ
っ
た
。
結
婚
し
た
女
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
全
人
生
を
賭
け
て
男
の
手
中
で

生
き
る
よ
り
ほ
か
に
、
豊
か
な
自
ら
の
生
を
求
め
る
術
は
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
夫
こ
そ
、
自
分
の
願
い
と
背
反
し
、
自
分
を
屈
服
せ
し
め
る
最
も

身
近
な
幸
せ
の
障
壁
と
も
な
り
得
る
。
こ
こ
に
女
の
絶
望
的
な
抵
抗
が
あ
る
。

女
は
自
分
の
本
然
の
願
望
に
執
す
れ
ば
執
す
る
ほ
ど
、
み
ず
か
ら
深
く
傷
つ

き
、
そ
の
絶
望
的
な
抵
抗
を
繰
り
返
さ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
門
の
前
よ
り
わ
た
る
と
て
、
「
う
ち
と
け
た
ら
ん
を
見
む
」
と
あ
る

　
　
　
　
に
、
書
き
つ
け
て
、
返
し
や
る

　
ｍ
な
ほ
ざ
り
の
た
よ
り
に
訪
は
む
人
言
に
う
ち
と
け
て
し
も
見
え
じ
と
．
ぞ
思

　
　
ふ

　
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
も
、
気
紛
れ
に
た
ま
さ
か
の
訪
れ
を
告
げ
る
夫
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

一
夜
門
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
の
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
式
部
も
ま
た
、
求
め
る
心
の

強
い
ほ
ど
に
そ
の
愛
の
純
一
性
を
願
い
、
男
の
真
心
の
披
灌
を
強
く
望
む
の
で

あ
る
。
だ
が
、
自
分
を
高
く
保
と
う
と
す
る
心
と
、
と
も
か
く
も
夫
を
わ
が
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

に
通
わ
せ
た
い
と
す
る
願
い
と
は
、
式
部
の
中
で
痛
ま
し
い
葛
藤
を
起
こ
さ
せ

て
い
る
。
式
部
は
時
に
我
が
誇
り
も
煩
わ
し
く
、
し
か
も
そ
れ
を
投
げ
捨
て
る

屈
辱
に
も
耐
え
得
ぬ
自
分
に
、
い
っ
そ
う
や
る
方
の
な
い
苦
し
み
を
味
わ
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
を
、
思
ひ
出
で
た
る
を
り

　
７
９
忘
る
る
は
憂
き
世
の
常
と
思
ふ
に
も
身
を
や
る
方
の
な
き
ぞ
わ
び
ぬ
る

　
た
だ
単
に
忘
れ
ら
れ
た
我
が
身
の
み
じ
め
さ
を
佗
ぷ
と
い
う
の
で
は
な
い
。

忘
れ
る
と
い
う
こ
と
、
一
」
心
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
「
憂
き
世
の
常
」

だ
と
思
っ
て
は
み
る
も
の
の
、
虚
し
さ
っ
ら
さ
は
如
何
と
も
す
る
な
く
心
奥
か

ら
噴
き
上
げ
て
く
る
。
理
知
を
も
っ
て
は
と
う
て
い
抑
え
切
れ
ぬ
情
念
の
渦
巻

き
を
、
な
お
見
っ
め
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
の
佗
び
し
さ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
煩
悶
の
中
で
式
部
は
、
夫
に
の
み
向
か
お
う
と
す
る
思
考
を
超
え
て

も
っ
と
拡
が
り
の
あ
る
視
線
を
持
ち
始
め
て
い
る
。

　
　
　
　
又
お
な
じ
す
ぢ
、
九
月
、
月
明
か
き
夜

　
９
５
お
ほ
か
た
の
秋
の
あ
は
れ
を
思
ひ
や
れ
月
に
心
は
あ
く
が
れ
ぬ
と
も

　
一
見
、
季
の
歌
の
よ
う
で
あ
る
が
、
詞
書
に
「
お
な
じ
す
ぢ
」
と
あ
る
の

で
、
さ
き
の
９
３
９
４
の
贈
答
と
同
じ
く
〈
待
つ
恋
〉
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
月
は
宣
孝
の
新
し
い
愛
人
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
歌
に
は
式
部
の
歌
の
一
っ
の
転
機
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
「
思
ひ
や
れ
」
と
男
に
呼
び
か
け
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
思
い
や
ら
る



べ
き
対
象
は
、
す
で
に
「
お
ほ
か
た
の
秋
」
と
い
う
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
式
部
の
眼
は
、
二
人
の
関
係
を
そ
れ
の
み
に
お
い
て
と
ら
え
る
の

で
は
な
く
、
同
じ
苦
し
み
に
あ
え
ぐ
数
多
の
女
の
中
に
我
が
身
を
置
い
て
眺
め

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
線
の
深
化
こ
そ
は
、
式
部
の
心
に

加
え
ら
れ
た
打
撃
の
大
き
さ
と
、
し
か
も
そ
の
打
撃
に
よ
っ
て
起
こ
る
激
情
に

身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
式
部
の
、
強
烈
な
自
尊
心
の
あ
り
様
を
物
語
る

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
身
に
ち
か
く
秋
や
来
ぬ
ら
ん
見
る
ま
ま
に
青
葉
の
山
も
移
ろ
ひ
に
け
り

　
　
（
源
語
・
若
菜
）

　
女
三
の
宮
降
嫁
に
打
ち
の
め
さ
れ
な
が
ら
紫
の
上
は
、
し
か
し
、
女
房
た
ち

の
愚
痴
を
抑
え
て
宮
を
迎
え
る
準
備
に
か
い
が
い
し
く
立
ち
働
く
。
そ
れ
は
、

こ
れ
迄
源
氏
の
正
妻
格
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
者
と
し
て
の
誇
り
を
支
え
る
こ

と
の
で
き
る
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
の
だ
。
一
角
が
崩
れ
れ
ば
果
て
の
な
い
惑

乱
に
陥
り
そ
う
な
紫
の
上
の
、
源
氏
に
詠
み
か
け
た
歌
が
こ
れ
で
あ
る
。
さ
り

げ
な
く
自
然
の
実
景
の
中
に
そ
の
場
の
事
情
を
移
し
て
、
源
氏
へ
の
恨
み
を
間

接
化
す
る
紫
の
上
の
こ
の
詠
歌
に
は
、
決
し
て
取
り
乱
す
ま
い
と
す
る
構
え
た

姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
構
え
た
姿
勢
こ
そ
が
、
紫
の
上
の
源
氏
に
対

す
る
必
死
の
抵
抗
で
あ
り
、
同
時
に
、
現
実
の
式
部
の
身
の
処
し
方
で
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
９
５
の
歌
に
お
け
る
式
部
の
思
考
は
、

も
は
や
宣
孝
一
個
の
生
と
己
れ
一
個
の
生
を
出
で
て
、
人
生
の
実
相
へ
の
痛
覚

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
駿
と
哀
傷
歌

を
伴
っ
て
い
る
。
月
光
に
照
出
さ
れ
る
霜
枯
れ
の
野
の
さ
ま
に
、
移
ろ
い
ゆ
く

お
よ
そ
愛
た
る
も
の
の
わ
び
し
い
実
相
を
見
て
、
我
が
孤
独
の
胸
中
を
噛
み
し

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
紫
式
部
の
歌
の
特
色
の
一
つ
は
、
「
人
事
の
自
然
化
・

　
　
　
　
　
＠

自
然
の
人
事
化
」
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
自
然
と
の
一
体
化

の
傾
向
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
極
限
に
追
い
っ
め
ら
れ
て
ゆ
く
自
己
を
、
危
う

く
引
き
と
め
て
身
を
か
わ
そ
う
と
す
る
思
考
の
あ
り
方
と
無
関
係
の
も
の
で
は

な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
袖
ぬ
る
＼
こ
ひ
ぢ
と
か
っ
は
知
り
な
が
ら
お
り
た
っ
田
子
の
み
づ
か
ら
ぞ

　
　
憂
き
（
源
語
・
葵
）

　
苦
し
み
を
背
負
う
ば
か
り
と
知
り
な
が
ら
、
と
ど
ま
る
こ
と
の
で
き
な
い
ま

ま
に
深
ま
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
恋
を
、
六
条
御
息
所
は
足
摺
り
を
し
た
い
田
甘

い
で
責
め
て
い
る
。
こ
の
御
息
所
の
心
情
は
お
そ
ら
く
、
式
部
自
身
の
内
実
で

あ
っ
た
ろ
う
。
御
息
所
の
堕
ち
た
地
獄
の
凄
ま
じ
さ
は
、
式
部
の
情
念
の
世
界

そ
の
も
の
と
根
底
に
お
い
て
連
な
っ
て
お
り
、
そ
の
再
現
で
も
あ
っ
た
と
さ
え

い
え
る
の
だ
。
だ
が
現
実
の
式
部
の
自
尊
心
は
嫉
妬
に
狂
う
こ
と
を
自
ら
に
許

さ
な
い
。
彼
女
は
、
そ
れ
を
「
お
ほ
か
た
の
秋
の
あ
は
れ
」
と
し
て
見
据
え
直

そ
う
と
す
る
道
を
み
っ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の

時
陥
る
に
違
い
な
い
狂
乱
の
姿
が
、
式
部
に
は
見
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
悲

し
み
を
一
般
化
し
、
人
生
の
実
相
と
し
て
と
ら
え
諦
視
し
よ
う
と
す
る
そ
の
姿

勢
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
寂
莫
た
る
現
状
に
耐
え
か
ね
て
な
お
、
必
死
に
自
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

を
立
て
直
そ
う
と
す
る
式
部
が
辿
り
着
い
た
唯
一
の
自
己
救
済
の
手
段
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。三

　
宣
孝
の
死
は
、
当
時
猛
威
を
ふ
る
っ
た
疫
病
に
よ
る
突
然
の
も
の
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ろ
う
と
諸
家
に
よ
っ
て
推
考
さ
れ
て
い
る
。

　
諦
め
よ
う
と
し
て
諦
め
き
れ
な
か
っ
た
結
婚
生
活
の
夢
は
〈
死
〉
と
い
う
絶

対
に
よ
っ
て
無
惨
に
断
絶
す
る
。
式
部
の
愛
執
は
、
そ
の
内
面
的
葛
藤
の
ま
ま

に
唐
突
に
凝
結
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
今
は
た
だ
そ
よ
そ
の
こ
と
と
思
ひ
い
で
て
忘
る
ば
か
り
の
憂
き
こ
と
も
が

　
　
な

　
　
捨
て
は
て
む
と
思
ふ
さ
へ
こ
そ
悲
し
け
れ
君
に
馴
れ
に
し
我
が
身
と
思
へ

　
　
ば
（
後
拾
遺
集
・
哀
傷
）

　
和
泉
式
部
の
こ
の
挽
歌
は
、
そ
の
ま
ま
愛
の
歌
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
悲
し

み
の
絶
叫
は
お
そ
ら
く
、
愛
の
真
実
を
つ
き
る
こ
と
な
く
求
め
続
け
、
自
己
の

生
命
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
そ
の
恋
情
に
身
を
浸
し
切
っ
た
者
に
し

て
初
め
て
放
っ
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
亡
き
後
ま
で

も
あ
ま
り
に
鮮
や
か
に
生
き
続
け
る
恋
人
の
面
影
へ
の
、
ま
さ
に
現
在
の
恋
情

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
紫
式
部
集
に
は
こ
う
い
っ
た
ひ
た
す
ら
な
哀
傷
は
見
当
た

ら
な
い
。
見
当
た
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
挽
歌
を
詠
む
悲
し
み
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

は
、
ま
た
質
の
異
な
る
悲
愁
の
中
に
式
部
は
在
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

式
部
に
と
っ
て
、
夫
の
死
は
愛
す
る
者
を
奪
わ
れ
た
悲
哀
と
し
て
の
み
存
丈

る
の
で
は
な
い
。
つ
い
に
思
い
を
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
終
っ

た
苦
し
さ
、
と
う
と
う
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
自
尊
心
の
傷
っ
き
、
哀
惜

と
恨
み
の
交
錯
す
る
そ
の
死
は
、
和
泉
式
部
の
ご
と
き
我
を
も
失
な
う
ほ
ど
の

悲
哀
感
と
は
遠
い
、
無
力
感
・
敗
北
感
・
挫
折
感
と
し
て
紫
式
部
を
襲
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
彼
女
に
と
っ
て
は
働
突
さ
え
も
が
、
や
や
も
す
れ
ば
自
分
の
惨

め
さ
に
そ
の
思
い
を
回
帰
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
う
し
て
こ
う
し
た
意
味
で
の
悲
嘆
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
姿
を
家
集
に
遺
す
こ

と
も
ま
た
、
式
部
の
肯
じ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
宣
孝
の
死
後
一
年
近

く
の
問
、
家
集
に
は
哀
傷
歌
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
去
年
よ
り
薄
鈍
な
る
人
に
、
女
院
か
く
れ
さ
せ
た
ま
へ
る
又
の
春
、

　
　
　
　
い
た
う
霞
み
た
る
タ
暮
れ
に
人
の
さ
し
を
か
せ
た
る

　
４
０
雲
の
上
も
物
思
ふ
春
は
墨
染
に
霞
む
空
さ
へ
あ
は
れ
な
る
か
な

　
　
　
　
返
し

　
４
１
な
に
か
こ
の
ほ
ど
な
き
袖
を
濡
ら
す
ら
ん
か
す
み
の
衣
な
べ
て
着
る
世
に

　
「
諒
闇
に
比
べ
て
、
夫
の
喪
を
謙
遜
し
、
自
分
の
悲
し
み
な
ど
は
と
る
に
た

ら
な
い
と
返
事
を
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
逆
に
視
点
を
裏
返
せ
ば
諒
闇
以
上
に

自
分
の
悲
愁
が
激
し
い
、
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
で
も
あ
る
。
」
と
三
谷
氏
は
説
か
れ
て
い
る
。
「
な
に
か
こ
の
ほ
ど
な
き
袖
を



濡
ら
す
ら
ん
」
と
い
、
つ
表
現
は
、
相
手
に
対
し
て
の
儀
礼
的
な
発
想
で
あ
る
と

同
時
に
、
悲
し
み
に
く
れ
る
自
分
を
改
め
て
見
っ
め
直
そ
う
と
す
る
覚
醍
し
た

自
意
識
で
も
あ
る
。
耐
え
き
れ
ぬ
悲
哀
を
、
な
お
自
己
を
失
う
こ
と
な
く
、
耐

え
よ
う
と
す
る
時
、
人
は
こ
の
よ
う
な
抑
制
の
き
い
た
表
現
を
と
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
結
果
と
し
て
、
何
を
ど
う
考
え
て
も
こ
の
袖

は
濡
れ
っ
づ
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
悲
し
み
の
圭
張
に
っ
な
が
る
の
で
あ
る
。

表
面
儀
礼
的
な
挨
拶
の
調
子
を
崩
さ
な
い
こ
の
歌
の
内
包
す
る
抑
え
が
た
く
や

り
き
れ
ぬ
悲
哀
、
こ
れ
が
家
集
に
と
ど
め
て
示
し
得
る
式
部
の
精
い
っ
は
い
の

自
己
表
出
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
は
排
列
ど
お
り
、
も
っ
と
も
早
い
時
期

の
哀
傷
歌
と
受
け
取
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
後
に
っ
づ
く
他
の
そ

れ
ら
は
す
べ
て
何
か
を
媒
介
と
し
て
故
人
を
偲
ぶ
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
悲
哀
の
表
白
は
問
接
的
な
も
の
と
な
り
、
歌
の
調
子

は
い
っ
そ
う
静
ま
っ
て
時
の
経
過
を
思
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
嘆
く
こ
ろ
、
陸
奥
に
名
あ
る
と
こ
ろ
ぐ
書

　
　
　
　
い
た
る
絵
を
見
て
、
塩
釜

　
４
８
見
し
人
の
煙
と
な
り
し
夕
べ
よ
り
名
ぞ
む
っ
ま
じ
き
し
ほ
が
ま
の
浦

　
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
煙
で
あ
ろ
う
と
、
っ
い
に
は
煙
に
関
係
の
あ
る
も
の
な

ら
そ
の
名
を
聞
く
だ
け
で
も
夫
と
別
れ
た
夕
の
茶
砒
の
煙
が
思
い
出
さ
れ
る
と

い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
頃
の
式
部
が
ど
れ
ほ
ど
宣
孝
の
死
と
間
近
く
向
か
い
合

っ
て
暮
ら
し
て
い
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

　
　
　
　
「
も
の
や
思
ふ
」
と
、
人
の
問
ひ
た
ま
へ
る
返
事
に
、
な
が
月
つ
ご

　
　
　
　
４
わ
り

　
９
７
花
薄
葉
分
け
の
露
や
な
に
に
か
く
枯
れ
行
く
野
辺
に
消
え
と
ま
る
ら
む

と
い
っ
た
歌
か
ら
は
、
遅
れ
残
っ
た
命
の
、
そ
の
命
長
さ
を
む
し
ろ
っ
ら
い
と

嘆
く
式
部
の
寂
し
さ
が
側
々
と
し
て
迫
っ
て
く
る
。

　
「
葉
分
け
の
露
」
は
、
葉
を
分
け
て
下
葉
に
宿
っ
て
い
る
露
の
意
で
、
『
古
今

六
帖
』
に
は

　
　
た
ま
さ
さ
の
葉
分
け
に
お
け
る
白
露
の
今
い
く
よ
へ
ん
我
な
ら
な
く
に

と
あ
る
。
っ
ま
り
、
当
然
す
ぐ
に
消
え
る
べ
き
、
露
の
よ
う
に
弱
々
し
く
は
か

な
い
も
の
が
、
思
い
が
け
ず
細
々
と
長
い
命
脈
を
保
っ
て
い
る
こ
と
の
た
と
え

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
「
枯
れ
ゆ
く
野
辺
」
は
竹
内
美
千
代
氏

　
　
　
　
　
　
　
＠

も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
夫
の
死
後
、
人
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
訪
れ
る
人
も

な
い
、
寂
し
い
寡
居
生
活
を
表
わ
す
と
み
た
い
。
「
物
や
思
ふ
」
は
や
は
り

　
　
忍
ぷ
れ
ど
色
に
出
に
け
り
わ
が
恋
は
物
や
思
ふ
と
人
の
と
ふ
ま
で
（
拾
遺

　
　
集
恋
一
・
平
兼
盛
）

を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
蟹
々
と
日
を
送
っ
て
い
る
式
部

の
気
を
引
き
立
て
よ
う
と
、
「
何
か
悩
ん
で
い
る
よ
う
だ
け
ど
、
さ
て
は
」
と
、

軽
い
郡
揃
を
こ
め
て
言
い
贈
っ
た
も
の
と
解
す
る
。
相
手
が
ふ
と
投
げ
か
け
た

軽
口
に
式
部
の
方
は
い
っ
そ
う
我
が
身
の
寂
し
さ
が
募
っ
て
、
支
え
る
す
べ
も

な
い
そ
の
心
を
、
思
わ
ず
も
吐
露
し
て
訴
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

式
部
が
家
集
に
遺
す
こ
と
の
で
き
た
の
は
、
死
別
そ
の
も
の
の
嘆
き
で
は
な

く
、
こ
の
よ
う
に
死
別
後
の
淋
し
さ
に
耐
え
る
自
分
を
み
つ
め
る
こ
と
で
そ
の

悲
愁
を
表
す
よ
う
な
、
静
か
な
自
己
省
察
の
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
巻
の
す
べ
て
を
死
別
の
鈍
色
に
染
め
る
「
御
法
」
「
幻
」
を
頂
点
と
し
て
、

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
百
首
余
り
の
哀
傷
歌
が
並
び
、
死
を
語
る
作
者
の
筆
は

実
に
懇
切
を
極
め
て
い
る
。
紫
の
上
の
死
後
、
春
の
庭
に
桜
が
咲
け
ば

　
　
わ
が
宿
は
花
も
て
は
や
す
人
も
な
し
何
に
か
春
の
た
づ
ね
来
つ
ら
ん

と
嘆
き
、
夏
が
く
れ
ば
ま
た
、

　
　
羽
衣
の
う
す
き
に
か
は
る
今
日
よ
り
は
空
揮
の
世
ぞ
い
と
ド
悲
し
き
（
源

　
　
語
・
幻
）

と
か
き
く
ど
く
源
氏
の
姿
に
は
、
夫
没
後
の
式
部
自
身
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い

る
に
相
違
な
い
。
更
に
、
出
離
の
願
い
を
洩
ら
す
源
氏
に
、

　
　
猶
し
ば
し
、
お
ぼ
し
の
ど
め
さ
せ
給
ひ
て
、
宮
た
ち
な
ど
も
、
大
人
び
さ

　
　
せ
給
ひ
、
ま
こ
と
に
動
き
な
か
る
べ
き
御
有
様
に
、
見
た
て
ま
つ
り
な
さ

　
　
せ
給
は
む
ま
で
は
、
み
だ
れ
な
く
侍
ら
む
こ
そ
、
心
や
す
く
も
、
嬉
し
く

　
　
も
侍
る
べ
け
れ

と
慰
め
さ
と
す
明
石
上
の
こ
と
ば
も
、
出
家
を
思
っ
て
は
ま
た
、
幼
い
賢
子
の

こ
と
を
考
え
て
思
い
と
ど
ま
る
式
部
の
、
自
身
に
言
い
き
か
せ
た
こ
と
ぱ
で
も

あ
っ
た
ろ
う
。
桐
壷
更
衣
・
夕
顔
・
葵
・
藤
壷
・
紫
・
柏
木
と
、
物
語
に
お
い

て
は
く
り
返
し
く
り
返
し
死
別
の
悲
哀
を
綴
っ
た
式
部
は
、
し
か
し
、
家
集
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

お
い
て
そ
の
哀
傷
を
殆
ん
ど
語
ら
な
い
。
語
る
時
は
あ
た
う
限
り
の
抑
制
し
た

表
現
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
恋
歌
と
同
様
に
、
赤
裸
々
な
自
己
表
白

を
避
け
よ
う
と
す
る
、
式
部
の
選
択
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

四

　
　
　
　
身
を
恩
は
ず
な
り
と
嘆
く
こ
と
の
、
や
う
く
な
の
め
に
、
ひ
た
ぷ

　
　
　
　
る
の
さ
ま
な
る
を
思
ひ
け
る

　
５
５
数
な
ら
ぬ
心
に
身
を
ば
ま
か
せ
ね
ど
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
り
け
り

　
５
６
心
だ
に
い
か
な
る
身
に
か
か
な
ふ
ら
む
思
ひ
知
れ
ど
も
思
ひ
知
ら
れ
ず

　
家
集
の
真
中
あ
た
り
に
位
置
す
る
二
首
で
、
こ
の
後
に
は
、
初
出
仕
の
頃
の

歌
群
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
集
の
前
半
部
は
お
お
む
ね
年
代
的
排
列
を
な
し
て

い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
二
首
は
、
出
仕
を
決
意
し
た
頃
の
述
懐
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
式
部
の
宮
仕
え
は
、
彼
女
の
才
を
中
宮
彰
子
付
女
房
と

し
て
役
立
た
せ
た
い
と
す
る
道
長
あ
る
い
は
倫
子
の
希
望
に
よ
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

り
、
式
部
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
日
記
の
中
に

も
出
仕
を
「
お
も
な
く
心
浅
き
わ
ざ
」
と
記
し
て
い
る
式
部
で
は
あ
る
が
、
寂

し
い
寡
居
生
活
の
中
で
、
そ
の
才
を
知
っ
て
の
道
長
や
倫
子
の
勧
め
に
は
、
そ

の
衿
侍
に
何
ほ
ど
か
の
快
さ
を
与
え
ら
れ
も
し
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
今

一
歩
我
が
身
を
突
き
離
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
快
さ
こ
そ
は
ま
た
、
次
第
に
み
じ



め
さ
に
馴
れ
ゆ
く
心
の
さ
ま
と
し
て
感
受
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
数
な
ら
ぬ
」
、
最
少
限
の
願
望
に
さ
え
も
こ
の
身
を
添
わ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
だ
が
一
方
「
心
」
の
方
は
と
言
え
ぱ
、
そ
れ
こ
そ
身
の
さ
ま
に

応
じ
て
次
第
に
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
式
部
は
自
廟
的
に
詠

み
あ
げ
る
。
更
に
ま
た
、
そ
ん
な
さ
さ
や
か
な
「
心
」
で
さ
え
、
ど
の
よ
う
な

「
身
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
適
え
ら
れ
は
し
な
い
、
そ
れ
が
「
心
」
と
い
う
も

の
だ
、
と
常
理
を
も
っ
て
己
れ
を
説
明
し
、
思
い
捨
て
よ
う
と
す
る
。
が
、
す

ぐ
に
「
思
ひ
知
ら
れ
ず
」
と
内
か
ら
突
き
上
げ
て
く
る
常
理
へ
の
反
掻
を
ど
う

す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
式
部
の
心
は
ま
た
も
低
迷
を
く
り
返
す
の
で
あ

る
。
我
が
「
身
」
は
思
う
に
任
せ
ぬ
つ
た
な
き
も
の
、
と
諦
め
て
は
い
る
も
の

の
、
せ
め
て
「
心
」
だ
け
は
と
願
い
っ
っ
生
き
て
、
あ
る
時
、
そ
の
「
心
」

に
い
っ
か
、
俗
事
に
随
い
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
我
が
「
身
」
の
卑
屈
な
影
が
し
の

び
寄
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
、
そ
の
驚
き
。
そ
う
し
た
自
身
の
「
身
」
と

「
心
」
の
さ
ま
を
冷
徹
に
み
っ
め
る
時
、
式
部
の
心
は
ど
れ
程
の
寂
蓼
に
ひ
た

さ
れ
た
か
。

　
　
う
し
と
み
て
思
ひ
捨
て
て
し
身
に
し
あ
れ
ば
我
が
心
に
も
ま
か
せ
や
は
す

　
　
る
（
和
泉
式
部
続
集
下
）

　
　
身
の
う
さ
を
し
る
べ
き
か
ぎ
り
し
り
ぬ
る
を
猶
な
げ
か
る
る
事
や
な
に
事

　
　
（
和
泉
式
部
集
巻
四
）

　
さ
き
の
紫
式
部
の
二
首
と
殆
ん
ど
同
趣
の
歌
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
「
身
」

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

と
「
心
」
の
分
裂
乖
離
を
自
覚
し
な
が
ら
そ
れ
を
諦
め
き
れ
ぬ
苦
し
さ
を
歌
っ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
詠
法
に
は
か
な
り
の
差
異
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
猶
な
げ

か
る
る
事
や
な
に
事
」
と
い
う
和
泉
式
部
の
卒
直
な
懐
疑
は
、
ま
さ
に
憂
悶
の

極
に
お
い
て
思
わ
ず
も
洩
れ
出
た
詠
嘆
の
吐
露
で
あ
り
、
表
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
困
惑
と
焦
躁
は
、
そ
れ
な
り
に
発
散
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
紫
式

部
の
「
思
ひ
知
れ
ど
も
思
ひ
知
ら
れ
ず
」
と
い
う
重
苦
し
い
確
認
の
方
法
に
は

凝
視
と
思
索
を
折
り
重
ね
て
、
な
お
決
し
て
外
界
に
自
己
を
溶
解
さ
せ
る
こ
と

の
な
い
憂
愁
が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
。
和
泉
式
部
の
場
合
は
、
「
身
」
と
「
心
」

の
分
離
関
係
を
、
す
で
に
固
定
し
た
一
つ
の
常
理
と
し
て
と
ら
え
、
「
ま
か
せ

や
は
す
る
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
却
っ
て
一
種
不
思
議
な
明
か
る

さ
が
生
ま
れ
て
い
る
。
自
己
を
完
全
に
突
き
離
し
て
一
個
の
物
体
、
人
間
と
い

う
も
の
、
と
し
て
な
が
め
る
、
　
〈
潔
さ
Ｖ
と
で
も
言
い
た
い
思
い
切
り
の
よ
さ

か
ら
生
ま
れ
る
明
る
さ
で
あ
る
。
一
方
紫
式
部
の
場
合
は
、
問
題
は
「
身
」
と

「
心
」
の
対
立
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
常
理
と
し
て
熟
知
し
て
い
た
は
ず
の

「
身
」
と
「
心
」
の
背
反
の
様
が
、
我
が
身
に
お
い
て
は
脆
く
も
揺
れ
動
い
て

い
る
。
し
か
も
一
方
的
な
「
心
」
の
「
身
」
へ
の
譲
歩
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
変

な
こ
と
だ
、
と
彼
女
は
我
が
「
心
」
の
定
め
な
さ
、
頼
み
が
た
さ
に
唇
を
噛
み

し
め
る
。
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
深
い
自
己
省
察
へ
回
帰
し
て
ゆ
く
の

が
紫
式
部
の
歌
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
歌
は
カ
タ
ル
シ
ス
た
り
得
な
か
っ
た

の
だ
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

　
紫
式
部
は
日
記
の
中
で
和
泉
式
部
に
つ
い
て
そ
の
情
熱
的
躍
動
的
な
拝
情
性

を
一
応
評
価
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
「
口
に
い
と
歌
の
よ
ま
る
る
な
め
り
と
ぞ

見
え
侍
る
か
し
。
は
づ
か
し
げ
の
歌
よ
み
や
と
は
お
ぼ
え
侍
ら
ず
」
と
評
し
て

い
る
。
当
時
す
で
に
一
流
の
歌
人
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
和
泉
式
部

を
、
「
は
ず
か
し
げ
の
歌
よ
み
や
と
は
お
ぼ
え
侍
ら
ず
」
と
断
言
す
る
に
は
、

彼
女
自
身
「
も
の
お
ぼ
え
、
歌
の
こ
と
は
り
」
に
お
い
て
精
通
し
て
い
る
と
い

う
自
負
の
ほ
か
に
和
歌
の
基
盤
た
る
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
へ
の
意
識
が
横
た
わ

っ
て
い
る
と
思
う
。
紫
式
部
は
和
泉
式
部
の
生
き
方
、
人
生
観
が
そ
の
ま
ま
あ

の
生
の
悲
し
み
と
愛
お
し
さ
に
彩
ら
れ
る
歌
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
を
知
悉

す
る
が
ゆ
え
に
、
「
さ
れ
ど
和
泉
は
け
し
か
ら
ぬ
方
に
こ
そ
あ
れ
」
と
、
歌
人

和
泉
式
部
を
評
す
る
に
そ
の
生
き
方
を
も
あ
わ
せ
て
批
判
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
癒
し
が
た
い
悲
傷
を
抽
象
化
し
一
般
化
し

た
ポ
ー
ズ
を
も
っ
て
詠
む
こ
と
に
よ
り
、
必
死
の
自
己
回
復
を
は
か
ろ
う
と
す

る
紫
式
部
に
と
っ
て
、
自
ら
は
抑
え
、
籠
め
っ
づ
け
て
い
る
内
面
を
、
何
を
顧

慮
す
る
こ
と
も
な
く
「
口
に
い
と
」
詠
み
あ
げ
る
和
泉
式
部
の
歌
が
、
あ
る
屈

辱
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
ま
い
。
言
わ
ば
こ
の
和
泉
式

部
評
は
否
定
し
て
も
し
き
れ
な
い
圧
追
を
感
じ
っ
っ
、
な
お
自
己
の
生
き
方
、

人
生
観
を
圭
張
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
紫
式
部
の
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
和
泉

式
部
へ
の
抵
抗
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

四
〇

　
　
　
　
　
　
五

　
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
の
巻
に
は
左
記
の
よ
う
な
紫
の
上
の
こ
と
ば
が
綴
ら
れ

て
い
る
。

　
　
女
ば
か
り
、
身
を
も
て
な
す
さ
ま
も
所
せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は

　
　
な
し
、
物
の
あ
は
れ
を
も
を
か
し
き
事
を
も
、
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に
引
き
入

　
　
り
沈
み
な
ど
す
れ
ば
、
何
に
つ
け
て
か
世
に
経
る
は
え
ば
え
し
さ
も
、
常

　
　
な
き
世
の
つ
れ
ぐ
を
慰
む
べ
き
ぞ
は
。
大
方
物
の
心
を
知
ら
ず
、
い
ふ

　
　
か
ひ
な
き
も
の
に
な
ら
ひ
た
ら
む
も
お
ほ
し
立
て
け
む
親
も
い
と
口
惜
し

　
　
か
る
ぺ
き
も
の
に
は
あ
ら
ず
や

夕
霧
と
の
噂
の
的
と
な
っ
て
い
る
落
葉
の
宮
に
同
情
し
て
発
し
た
述
懐
で
あ

る
。
し
か
し
発
し
た
時
そ
れ
は
、
紫
の
上
と
い
う
、
物
語
中
の
人
物
形
象
を
超

え
て
、
作
者
で
あ
る
紫
式
部
自
身
の
、
と
め
ど
も
な
い
恨
み
と
な
っ
て
流
出
し

て
い
る
。

　
「
所
せ
う
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
女
の
身
を
と
ら
え
る
意
識
は
、

源
氏
の
最
愛
の
人
、
六
条
院
の
女
圭
人
と
し
て
長
く
時
め
い
て
来
た
紫
の
上
の

こ
と
ば
と
し
て
よ
り
も
、
「
一
と
い
ふ
文
字
を
だ
に
書
き
わ
た
し
侍
ら
ず
」
「
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

屏
風
の
上
に
書
き
た
る
こ
と
を
だ
に
讃
ま
ぬ
顔
を
し
侍
り
し
」
と
、
「
ほ
け
し

れ
た
る
」
演
技
を
自
ら
に
強
い
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
式
部
自
身
の
心
情

と
し
て
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
、
「
お
ほ
し
立
て
け
む
親
も
い
と
口
惜
し
か



る
べ
き
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
功
く
し
て
母
と
死
別
し
、
父
宮
か
ら
も
殆
ん
ど

顧
ら
れ
る
こ
と
な
く
育
っ
た
紫
の
上
の
思
惟
の
及
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

い
。
父
為
時
を
「
口
惜
し
う
、
男
子
に
て
も
た
ぬ
こ
そ
」
と
嘆
か
せ
な
が
ら
、

そ
の
愛
を
一
身
に
受
け
て
成
長
し
た
と
察
せ
ら
れ
る
式
部
で
あ
っ
て
の
感
懐
で

あ
ろ
う
。

　
南
波
浩
先
生
は
、
「
為
時
の
こ
の
感
慨
の
表
明
は
、
幼
少
の
式
部
に
対
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
『
優
越
感
』
と
『
劣
等
感
』
を
同
時
に
生
起
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
指

適
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
幼
い
日
の
思
い
出
を
、
は
る
か
後
年
の
日
記
に
し
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
最
初
の
知
己
」
で
あ
っ
た
父
に
才
能
を
認
め
ら

れ
た
嬉
し
さ
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
「
優
越
感
」
、
そ
の
父
を
嘆
か
せ
る
「
女
」

と
し
て
生
を
受
け
た
無
念
さ
と
「
劣
等
感
」
、
こ
の
相
反
す
る
感
情
を
式
部
が
、

幼
少
時
か
ら
常
に
心
底
に
埋
蔵
し
続
け
、
し
か
も
そ
の
後
の
人
生
の
中
で
、
そ

の
二
つ
の
感
情
が
と
も
に
い
よ
い
よ
強
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
感
情
の
拮
抗
す
る
苦
し
さ
を
ま
ず
強
く
意
識
さ
せ
た
の
が
宣

孝
と
の
結
婚
生
活
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
紫
式
部
の
宣
孝
へ
の
思
い
は
、
生
江
を
通
じ
て
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想

像
さ
れ
る
。
し
か
し
一
方
、
死
を
も
合
め
て
の
そ
の
存
在
は
、
女
の
生
の
定
め

な
さ
と
味
気
な
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
、
「
身
」
の
み
な
ら
ず
「
心
」
の
不
如
意
さ

ま
で
も
深
々
と
胸
中
に
据
え
さ
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
、
あ
ま
り
に
も
重
い
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
凝
視
す
れ
ぱ
す
る
ほ
ど
式
部
の
心
に
売
涼
た
る
空
隙
を
ま

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

す
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
果
て
の
な
い
空
隙
か
ら
の
自
己
回
復
の
道
を
式
部
は

「
物
語
」
創
作
の
中
に
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
前
記
の
ご
と
く
、

「
夕
霧
」
の
巻
に
お
い
て
は
、
式
部
は
そ
の
作
品
内
部
の
人
物
形
象
を
超
え
て

顔
を
覗
か
せ
、
紫
の
上
を
し
て
作
者
の
代
弁
者
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
虚

構
の
中
で
の
み
解
放
さ
れ
、
そ
の
思
念
を
羽
ば
た
か
せ
る
こ
と
の
で
き
た
筈
の

式
部
の
、
時
と
し
て
自
分
が
創
り
上
げ
た
作
晶
世
界
の
枠
に
規
制
さ
れ
る
こ
と

へ
の
苛
立
ち
を
み
る
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
を
座
右
に
し
な
が
ら
、
晩
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
至
っ
て
、
さ
ら
に
家
集
の
編
纂
を
思
い
立
っ
た
式
部
の
意
図
も
そ
こ
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
思
い
の
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
そ
の
人
生
へ
の
愛
執
は

い
っ
そ
う
強
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
残
り
少
な
い
命
を
思
う
時
、
式
部
は
、

自
分
が
辿
っ
た
人
生
の
く
ま
ぐ
ま
の
思
い
、
自
分
を
か
く
あ
ら
し
め
、
今
も
心

の
中
に
く
き
や
か
に
刻
ま
れ
て
い
る
過
去
の
事
件
と
人
物
を
、
そ
の
時
々
の
詠

歌
に
よ
っ
て
再
び
現
出
さ
せ
て
み
た
い
願
望
と
、
自
分
と
い
う
女
の
軌
跡
を
何

と
か
後
人
に
（
あ
る
い
は
特
定
の
個
人
に
）
書
き
遺
し
た
い
と
い
う
強
い
願
い

に
襲
わ
れ
た
、
と
想
像
し
て
み
る
。
そ
れ
を
思
い
立
た
せ
る
に
充
分
な
歌
作
へ

の
自
信
が
式
部
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
、
か
と
言
っ
て
、
自
分
の
人
生
を
そ
の
ま
ま
に
人
目
に
曝
す
こ
と
も

ま
た
式
部
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
に
は
、
式
部
の
自
意
識
・
自
尊
心

も
劣
等
感
も
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
董
恥
心
も
、
と
も
ど
も
あ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
　
索
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

に
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
た
だ
心
の
筋
を
、
た
だ
よ
は
し
か
ら
ず
も
て
し
づ

め
お
き
て
、
な
だ
ら
か
な
ら
む
の
み
な
む
、
目
安
か
る
べ
か
り
け
る
」
（
源
語

・
玉
婁
）
と
は
、
式
部
自
身
の
処
生
観
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
人

生
観
が
式
部
自
身
の
詠
歌
の
特
徴
を
形
造
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
来

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
宣
孝
上
の
交
わ
り
の
中
で
の
一
つ
一
つ
の
詠
歌
は
、
式
部
に
と
っ
て
い
か
に

も
捨
て
が
た
い
珠
玉
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
過
去
の
悩
乱
の
姿

は
、
そ
の
ま
ま
記
す
に
は
忍
び
な
い
。
そ
の
人
生
を
〈
っ
た
な
き
宿
世
〉
で
あ

っ
た
、
と
痛
感
す
る
が
ゆ
え
に
い
っ
そ
う
募
る
愛
惜
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
に
は

知
ら
れ
た
く
な
い
と
思
う
た
め
ら
い
の
中
で
、
式
部
は
、
夫
の
死
の
直
後
の
詠

歌
を
切
り
捨
て
た
り
、
閨
怨
の
歌
を
出
仕
中
の
歌
群
の
中
に
紛
れ
込
ま
せ
た
り

す
る
と
い
う
編
纂
の
方
法
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
式
部
集
の
排
列

の
年
代
的
乱
れ
（
た
と
え
ば
集
後
半
に
お
け
る
轟
旅
の
歌
な
ど
）
を
、
す
べ
て

こ
う
し
た
意
識
で
と
ら
え
る
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
結
婚
生
活

に
お
け
る
恋
歌
と
、
宣
孝
へ
の
哀
傷
歌
の
排
列
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
式

部
の
、
自
己
陰
蔽
的
な
意
識
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
注

　
◎
　
結
婚
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
３
５
～
３
８
を
結
婚
前
と
み
る
か
後
と
み
る
か

　
　
に
よ
っ
て
、
長
徳
四
年
冬
説
と
長
保
元
年
春
説
と
に
分
か
れ
て
い
る
が
、

　
　
「
上
の
薄
ら
氷
と
け
な
が
ら
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
結
婚
後
の
歌
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

　
え
た
。
従
っ
て
長
徳
四
年
冬
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
終
り
の
時
期
は
、

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
お
い
て
宣
孝
の
死
を
、
長
保
三
年
四
月
廿
五
日
と
記
し

　
て
い
る
の
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

◎
　
岡
一
男
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』

　
　
小
稿
ば
紫
式
部
集
を
自
撰
集
と
し
て
論
を
す
す
め
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

　
て
の
検
討
は
拙
稿
「
紫
式
部
集
の
成
立
」
（
『
同
志
杜
国
文
学
』
９
号
）
で

　
行
っ
た
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
は
省
く
こ
と
に
す
る
。

＠
　
紫
式
部
集
の
引
用
は
岩
波
文
庫
『
紫
式
部
集
』
所
収
の
「
校
定
紫
式
部

　
集
」
に
よ
る
。

◎
　
『
紫
式
部
』
（
岩
波
新
書
）

＠
　
今
井
源
衛
・
人
物
叢
書
『
紫
式
部
』
な
お
、
竹
内
美
千
代
氏
．
清
水
好

　
子
氏
も
こ
れ
に
賛
同
さ
れ
て
い
る
。

＠
注
◎
に
同
じ
。

◎
　
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
岩
波
文
庫
『
源
氏
物
語
』
に
よ
る
。
な
お
、

　
こ
の
後
（
源
語
）
と
の
み
記
す
。

◎
　
　
「
源
氏
物
語
と
紫
式
部
集
」
．
『
文
学
』
昭
和
４
１
．
６

＠＠＠＠

拙
稿
、
注
＠
と
同
じ

引
用
は
岩
波
文
庫
『
紫
式
部
日
記
』
に
よ
る
。

「
源
氏
物
語
の
創
作
契
機
」
・
『
平
安
朝
文
学
』

蜻
蛉
日
記
上
巻

二
巻
９
号



　
二
三
日
ば
か
り
あ
り
て
暁
方
に
門
を
叩
く
時
あ
り
。
さ
な
め
り
と
思
ふ
に

　
憂
く
て
あ
け
さ
せ
ね
ば

＠
　
南
波
浩
「
紫
式
部
集
」
・
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
六
巻
所
収

＠
　
た
と
え
ば
岡
一
男
『
紫
式
部
集
の
基
礎
的
研
究
』
今
井
源
衛
『
紫
式
部
』

＠
　
注
＠
に
同
じ

＠
　
竹
内
美
千
代
『
紫
式
部
集
評
釈
』

＠
た
と
え
ば
、
阿
部
秋
生
一
乳
物
語
研
究
序
説
一
岡
一
男
一
源
氏
物
語

　
の
基
礎
的
研
究
』

＠
ゆ
　
　
『
紫
式
部
日
記
』

ゆ
ゆ
　
　
「
紫
式
部
の
意
識
基
体
」
・
『
同
志
社
国
文
学
』
５
６
合
併
号

ゆ
　
式
部
集
の
編
纂
時
期
は
、
長
和
二
年
冬
と
さ
れ
る
岡
一
男
氏
の
御
説
に

　
従
い
た
い
。
（
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
）

紫
式
部
集
に
お
け
る
恋
歌
と
哀
傷
歌

四
三
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