
源
氏
物
語
の
独
詠
歌
　
試
論

一
四

源
氏
物
語
の
独
詠
歌
　
試
論

光
源
氏
を
中
心
と
し
て

久
保
田

孝
　
　
夫

　
源
氏
物
語
の
和
歌
は
独
詠
歌
・
贈
答
歌
・
会
合
（
唱
和
）
歌
の
三
分
類
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

て
一
応
の
整
理
が
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
い
か
た
る
種
類
に
分
類
さ

れ
た
歌
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
歌
い
出
さ
れ
た
歌
の
向
か
う
対

象
が
あ
る
の
で
は
た
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
和
歌
そ
の
も
の
が
詠
出

さ
れ
る
と
い
う
時
点
、
な
い
し
は
も
っ
と
敷
術
し
て
、
意
を
っ
い
で
出
る
も
の

す
べ
て
が
本
来
的
に
も
っ
て
い
る
内
質
と
し
て
、
少
な
か
ら
ず
、
そ
の
言
葉
あ

る
い
は
意
向
の
む
か
っ
て
い
く
方
向
性
が
そ
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
贈
答
歌
や
唱
和
歌
に
お
い
て
は
自
明
の
対
象
が
あ
る
。
し

か
し
独
詠
歌
と
い
う
分
類
に
お
い
て
は
鈴
木
日
出
男
氏
の
整
理
を
そ
の
ま
ま
引

い
て
み
て
も
「
心
遣
り
の
独
吟
や
手
習
歌
の
よ
う
に
、
他
者
へ
の
通
達
の
意
図

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
ま
っ
た
く
次
い
場
合
」
と
い
う
こ
と
に
た
っ
て
お
り
、
す
た
わ
ち
他
者
の
な

い
こ
と
が
、
ま
さ
に
独
詠
歌
の
独
詠
た
る
所
以
で
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
独
詠
歌
と
分
類
さ
れ
る
歌
に
は
、
他
者
た
り
、
ま
た
相
手
の
存
在
は
み

ら
れ
狂
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
が
基
軸
た
の
で
あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
鈴
木
目
出
男
氏
の
こ
の
説
明
は
「
通
達
機
能
」
に
よ
る
分
類
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
「
通
達
」
に
力
点
を
置
い
た
分
類
か
ら
は
当
然
の
こ
と
と
い
え

る
。
鈴
木
一
男
氏
に
お
い
て
の
独
詠
歌
分
類
の
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。
「
心
中

思
惟
の
歌
は
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
り
ご
と
、
す
さ
び
書
き
た
ど
、
純
粋
に
自
已
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

心
情
の
独
白
で
あ
り
、
他
に
、
そ
の
受
げ
と
め
手
の
い
な
い
も
の
」
と
あ
り
、

歌
の
「
受
げ
と
め
手
」
に
お
い
て
ひ
と
っ
の
判
断
が
あ
る
こ
と
は
か
わ
り
が
な

い
。
小
町
谷
照
彦
氏
は
同
じ
独
詠
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
独
詠
歌
は
応
答
を
伴
わ
な
い
一
方
的
た
心
情
の
発
散
で
、
苦
悩
や
心
的
葛

　
藤
、
思
慕
や
願
望
な
ど
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逼
迫
感
や
解
放
感

　
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
物
語
の
独
詠
歌
は
登
場
人
物
の
内
面
描
写
の
方
法
の
一



　
つ
と
し
て
、
贈
答
歌
と
は
異
な
っ
た
形
で
、
作
品
世
界
の
形
式
に
大
き
く
か

　
か
わ
っ
て
い
る
。
独
詠
歌
は
贈
答
歌
よ
り
も
量
的
に
－
は
逢
か
に
少
た
い
が
、

　
登
場
人
物
の
直
面
し
て
い
る
状
況
が
何
ら
か
の
閉
塞
性
を
示
し
て
い
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
に
多
く
見
ら
れ
、
質
的
に
は
遜
色
が
な
い
。

と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
独
詠
歌
は
「
一
方
的
な
心
情
の
発
散
」
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
発
散
の
む
か
う
方
向
は
い
ず
こ
と
も
な
く
、
し
か
し
、
確
か
に
－
向
か

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
夕
霧
巻
。
雲
居
雁
と
の
仲
を
不
安
定
に
し
て
い
る
夕
霧
が
、
そ
の
原
困
で
あ

る
亡
き
柏
木
の
妻
落
葉
宮
の
小
野
山
荘
を
訪
ね
て
の
帰
り
、
一
条
御
息
所
と
柏

木
・
落
葉
宮
が
か
っ
て
住
ま
い
し
て
い
た
一
条
宮
の
荒
廃
を
見
て
詠
む
独
詠
歌
、

　
　
見
し
人
の
か
げ
す
み
は
て
ぬ
池
水
に
ひ
と
り
宿
る
も
秋
の
夜
の
月

　
と
独
り
ご
ち
っ
つ
、
殿
に
お
は
し
ま
し
て
も
、
月
を
見
つ
っ
、
心
は
空
に
あ

　
く
が
れ
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
・
螂
）

は
、
あ
き
ら
か
に
独
詠
歌
で
あ
る
。
小
野
の
地
で
亡
く
た
っ
た
一
条
御
息
所
の

死
を
思
う
夕
霧
に
と
っ
て
、
一
条
宮
は
く
見
し
人
の
影
住
み
果
て
ぬ
Ｖ
地
で
あ

っ
た
。
こ
の
地
に
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
。
死
ん
だ
人
１
１
柏
木
・
一
条
御

息
所
は
、
夕
霧
が
「
見
し
人
」
に
－
相
違
な
い
。
夕
霧
が
く
澄
み
果
て
ぬ
Ｖ
池
水

に
求
め
た
も
の
は
、
確
か
に
柏
木
と
一
条
御
息
所
の
姿
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

た
い
。
し
か
し
そ
の
今
は
亡
き
二
人
を
対
象
に
た
げ
か
け
た
歌
は
、
小
野
に
一

人
残
し
て
き
た
落
葉
宮
へ
の
思
い
を
自
ら
の
心
に
ー
よ
ぎ
ら
せ
る
も
の
で
し
か
な

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
独
詠
歌
　
試
論

か
っ
た
。
い
っ
た
ん
は
、
柏
木
と
一
条
御
息
所
に
対
象
を
据
え
た
詠
出
は
、
そ

の
二
人
に
届
く
す
べ
も
な
く
夕
霧
自
身
の
思
う
心
に
宿
る
落
葉
宮
へ
と
回
帰
現

象
を
示
し
て
し
ま
う
。
そ
の
落
葉
宮
も
今
は
一
人
こ
の
秋
と
月
と
同
じ
よ
う
に
１
、

小
野
で
そ
の
身
一
人
で
過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
夕
霧
は
思
い
お
こ
さ
ず
に
は
い

ら
れ
た
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
ん
た
夕
霧
の
「
月
を
見
っ
っ
、
心
は
空
に
あ

く
が
れ
た
ま
へ
り
。
」
と
い
う
様
子
は
、
自
邸
の
女
房
達
の
叱
責
を
か
う
以
外

の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
独
詠
歌
の
対
象
が
亡
き
人
で
あ
っ
た
と
き
、
歌
の
意
向
は
そ
の
対
象
を
す
り

ぬ
け
て
、
詠
出
者
の
心
中
の
騒
り
へ
と
迂
回
し
て
舞
い
戻
っ
て
く
る
。

　
紅
葉
賀
巻
。
の
光
源
氏
の
独
詠
歌
。

　
　
尽
き
も
せ
ぬ
心
の
や
み
に
く
る
る
か
な
雲
ゐ
に
人
を
見
る
に
っ
げ
て
も

　
と
の
み
、
独
り
ご
た
れ
っ
っ
、
も
の
い
と
あ
は
れ
な
り
。

中
宮
と
な
っ
た
藤
壷
、
ま
た
は
子
（
冷
泉
院
）
は
光
源
氏
の
「
心
の
や
み
」
で

あ
り
心
の
騒
り
の
部
分
で
あ
っ
た
。
歌
い
出
す
対
象
へ
方
向
は
や
に
わ
に
自
ら

の
心
中
深
く
へ
押
し
沈
め
ら
れ
る
。

二

桐
壷
巻
で
の
更
衣
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
げ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
、
９
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
独
詠
歌
　
試
論

は
、
そ
の
場
に
居
あ
わ
せ
て
い
る
桐
壼
帝
が
「
と
も
か
く
も
な
ら
む
を
御
覧
じ

は
て
む
、
と
思
し
め
す
に
」
と
、
こ
の
更
衣
か
ら
向
げ
ら
れ
た
歌
に
対
し
て
、

と
り
あ
う
す
べ
す
ら
失
っ
て
い
る
。
受
げ
答
え
る
こ
と
を
捨
象
さ
れ
た
か
に
み

え
る
こ
の
歌
は
、
少
な
か
ら
ず
こ
の
場
面
で
は
あ
く
ま
で
も
独
詠
歌
に
近
い
。

し
か
し
、
こ
の
更
衣
の
た
ゆ
た
う
意
向
は
、
よ
う
よ
う
に
し
て
し
か
る
べ
き
桐

壷
帝
に
受
げ
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
た
づ
ね
ゆ
く
ま
ぽ
ろ
し
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る

　
　
べ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
、
ｍ
）

　
こ
の
桐
壷
帝
の
歌
が
あ
っ
て
こ
そ
更
衣
の
歌
の
意
は
物
語
に
定
着
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
り
、
和
歌
の
ル
ー
ル
に
か
た
っ
た
一
対
の
唱
和
歌
に
た
り
得
た
の
で
あ
る
。

　
桐
壷
帝
は
更
衣
に
と
っ
て
、
そ
の
歌
を
詠
出
し
た
場
に
居
た
く
他
者
Ｖ
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
く
他
者
Ｖ
に
届
く
ま
で
、
更
衣
の
歌
は
独
詠

歌
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
ま
こ
こ
で
、
あ
え
て
歌
を
か
わ
す
場
の
く
他
者
Ｖ
と
は
い
わ
ず
く
相
手
Ｖ

と
い
い
な
お
す
た
ら
、
ま
さ
に
独
詠
歌
に
お
い
て
は
そ
の
く
相
手
Ｖ
こ
そ
く
自

分
Ｖ
自
身
で
あ
っ
た
の
だ
。
自
ら
の
歌
い
出
し
た
歌
の
世
界
は
、
そ
の
ま
ま
自

身
の
心
奥
深
く
に
逆
に
っ
き
さ
さ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
桐
壷
更
衣
の
意
は
す

く
い
と
ら
れ
ず
葬
送
の
時
問
の
中
に
解
消
さ
れ
て
い
き
そ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
一
方
的
た
心
情
の
発
散
」
は
受
げ
と
め
手
が
た
い
な
ら
ぱ
、
そ
の
ま
ま
た
ゆ

た
っ
て
詠
出
者
自
身
の
内
に
逆
に
向
げ
ら
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

自
分
自
身
が
そ
の
心
情
を
確
認
し
て
し
ま
う
こ
と
に
た
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り

は
自
己
客
観
化
Ｌ
て
Ｌ
ま
っ
て
い
る
様
を
わ
れ
わ
れ
読
者
に
み
と
ら
せ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　
独
詠
歌
で
は
、
歌
い
か
げ
る
く
他
者
Ｖ
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、

そ
の
歌
の
意
向
が
向
げ
ら
れ
て
い
く
対
象
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
多
く

が
、
詠
出
者
自
身
の
内
へ
と
内
化
さ
せ
ら
れ
て
い
く
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
の
桐
壷
帝
の
「
た
づ
ね
ゆ
く
」
の
歌
は
、
す
で
に
答
え
て
や

る
べ
き
対
象
で
あ
る
桐
壷
更
衣
を
失
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
更
衣
の
魂
の
あ

り
か
を
訪
ね
て
い
く
幻
術
師
の
存
在
を
「
も
が
な
」
と
求
め
て
も
、
そ
れ
は

『
長
恨
歌
』
の
世
界
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
孤
絶
感
が
漂
う
。
桐
壷

更
衣
を
対
象
に
し
た
帝
の
答
歌
は
や
は
り
二
方
的
な
心
情
の
発
散
」
で
し
か

な
か
っ
た
。
こ
の
歌
は
帝
の
心
奥
に
１
更
衣
の
姿
と
揚
貴
妃
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

ま
で
し
か
で
き
た
い
こ
と
を
、
帝
自
身
に
確
認
さ
せ
て
い
く
く
鎮
魂
Ｖ
の
独
詠

歌
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
桐
壷
帝
か
ら
詠
出
さ
れ
た
歌
は
、
届
げ
る
先
の
た
い
ま
ま
に
帝
自
身
へ
戻
っ

て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
に
続
げ
て
桐
壷
帝
は
も
う
ひ
と
っ
の
独
詠
を
す
る
。

た
た
み
か
げ
る
よ
う
に
帝
の
二
つ
の
独
詠
歌
が
並
ぶ
の
で
あ
る
。

　
　
雲
の
う
へ
も
た
み
だ
に
く
る
る
秋
の
月
い
か
で
す
ら
む
ん
浅
茅
生
の
や
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
・
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１



こ
こ
で
の
上
の
句
「
な
み
だ
に
く
る
る
」
は
前
の
歌
と
同
様
に
、
亡
き
更
衣
へ

の
く
鎮
魂
Ｖ
で
あ
る
が
、
更
衣
へ
と
向
け
ら
れ
た
鉾
先
は
下
の
句
に
な
っ
て
、

更
衣
の
母
北
の
方
と
光
源
氏
の
い
る
浅
茅
生
の
宿
に
転
換
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
ち
が
い
な
く
光
源
氏
を
物
語
の
表
舞
台
に
引
き
出
し
て
こ
よ
う
と
い
う
意
図

は
見
え
て
く
る
。
こ
の
歌
の
あ
と
に
長
恨
歌
世
界
の
引
用
を
少
し
く
お
こ
な
っ

て
、
そ
の
世
界
が
消
え
る
や
否
や
、
若
宮
（
光
源
氏
）
の
参
内
と
た
る
。
「
雲

の
う
へ
も
」
の
帝
の
歌
は
、
方
向
を
更
衣
へ
向
げ
た
鎮
魂
で
あ
り
た
が
ら
も
、

か
ね
て
か
ら
靱
負
命
婦
を
つ
か
わ
せ
て
働
き
か
け
て
き
た
若
宮
の
参
内
を
望
む

自
ら
の
肉
声
へ
と
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
更
衣
へ
と
向
げ
ら
れ
た
独
詠
と
、
若

宮
（
光
源
氏
）
へ
と
な
げ
か
げ
ら
れ
た
独
詠
。
こ
の
二
重
の
独
詠
歌
の
重
み
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
長
恨
歌
が
背
後
に
敷
き
っ
め
ら
れ
て
い
た
世
界
を
収
束

さ
せ
、
新
た
な
世
界
を
っ
む
ぎ
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
最
初
に
光
源
氏
が
二
重
の
独
詠
歌
を
お
こ
な
う
の
は
葵
上
の
死
の
直
前
ま
で

待
た
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
葵
巻
は
桐
壷
帝
の
退
位
、
葵
祭
の
車
争
い
、
そ
し
て
そ

こ
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
葵
上
の
死
。
物
語
が
大
き
く
う
ね
り
な
が
ら
流
れ
て

い
く
巻
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
　
の
ぽ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
ゐ
の
あ
は
れ
な
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
４
２
）

そ
し
て
、
場
所
を
左
大
臣
邸
に
移
し
て
も
光
源
氏
の
独
詠
は
続
げ
ら
れ
た
。

　
　
限
り
あ
れ
ば
薄
墨
ご
ろ
も
あ
さ
け
れ
ど
涙
ぞ
そ
で
を
ふ
ち
と
た
し
げ
る

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
独
詠
歌
試
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
４
２
）

こ
の
ど
ち
ら
も
が
、
対
象
を
亡
き
葵
上
に
む
げ
た
光
源
氏
の
独
詠
歌
と
な
っ
て

い
る
。
彼
の
嘆
き
は
そ
の
ま
ま
コ
涙
ぞ
そ
で
を
ふ
ち
と
な
し
け
る
」
と
我
が
身

の
悲
し
み
と
し
て
ぬ
り
込
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
ん
な
中
で
も
物
語
は
胎
動
を
予

兆
さ
せ
て
い
る
。

　
　
若
宮
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
も
、
「
何
に
忍
ぶ
の
」
と
、
い
と
ど
露

　
げ
げ
れ
ど
、
か
か
る
彩
見
さ
へ
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
と
思
し
慰
さ
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
４
３
）

光
源
氏
は
自
分
の
涙
を
慰
さ
め
る
対
象
と
し
て
、
若
宮
（
夕
霧
）
を
見
つ
め
て

い
る
。
こ
の
若
宮
の
描
写
は
物
語
を
動
か
す
可
能
性
を
十
分
も
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
光
源
氏
の
独
詠
は
、
こ
の
巻
の
こ
こ
だ
げ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
後
置
さ
れ
て
い
る
方
の
二
重
の
独
詠
に
こ
そ
駆
動
力
が
あ
る
こ
と

を
表
現
と
し
て
と
っ
て
い
る
。

　
「
旧
き
枕
故
き
表
、
誰
と
共
に
か
」
と
あ
る
所
に

　
　
亡
き
魂
ぞ
い
と
ど
悲
し
き
寝
し
床
の
あ
く
が
れ
が
た
き
心
な
ら
ひ
に

　
ま
た
、
「
霜
華
白
し
」
と
あ
る
所
に
、

　
　
君
た
く
て
塵
積
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
う
ち
払
ひ
い
く
夜
寝
ぬ
ら
む

　
一
目
の
花
た
る
べ
し
、
枯
れ
て
ま
じ
れ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
５
８
）

こ
こ
に
も
『
長
恨
歌
』
の
面
影
は
色
濃
く
落
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
と
こ
た
っ
」
１
１
「
夕
霧
」
の
姿
も
ほ
の
見
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
独
詠
歌
　
試
論

　
光
源
氏
か
ら
葵
上
へ
の
歌
の
呪
力
は
と
ど
か
な
い
。
そ
し
て
自
ら
に
戻
さ
れ

た
葵
上
へ
の
思
い
は
、
敢
え
無
く
「
い
く
夜
寝
る
ら
む
」
と
い
う
自
照
へ
と
回

帰
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
の
葵
上
に
対
す
る
鎮
魂
は
終
り
を
告
げ
よ
う

と
し
て
い
る
。
物
語
の
こ
の
二
重
の
独
詠
歌
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
を
葵
上
の
呪

縛
か
ら
み
ご
と
に
解
き
放
っ
た
。
そ
し
て
も
し
も
、
桐
壷
巻
と
同
様
の
か
た
ち

を
と
っ
た
た
ら
ぱ
、
夕
霧
を
据
え
た
物
語
が
用
意
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
た
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
た
か
っ
た
。
桐
壷
巻
で
は
こ
の
源
氏

物
語
始
発
以
前
の
都
分
は
も
う
と
う
描
か
れ
て
い
た
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は

桐
壷
巻
に
。
お
げ
る
物
語
の
展
開
は
一
直
線
で
あ
る
。
だ
が
、
葵
巻
ま
で
来
た
と

き
、
物
語
は
そ
れ
以
前
に
描
か
れ
た
世
界
を
全
て
負
っ
て
い
る
。
若
紫
の
登
場

か
ら
紫
上
へ
の
伸
長
－
新
枕
、
ま
さ
に
妻
の
す
げ
替
え
を
や
っ
て
の
げ
た
。
紫

上
と
の
新
枕
ま
で
を
っ
た
ぎ
と
め
た
の
は
葵
上
に
ー
対
す
る
悲
衰
が
基
調
に
流
れ

て
い
よ
う
。
光
源
氏
を
囲
む
局
面
は
明
確
に
変
わ
っ
て
く
る
。
二
重
の
独
詠
は

そ
れ
ま
で
の
世
界
を
く
く
り
と
め
て
Ｌ
ま
っ
て
、
新
た
な
世
界
を
切
り
開
く
の

で
あ
る
。

　
次
に
、
光
源
氏
の
独
詠
歌
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
須
磨
の
巻
で
あ
る
。

須
磨
へ
旅
立
っ
光
源
氏
と
そ
れ
を
送
る
紫
上
の
贈
答
歌
が
そ
の
前
に
用
意
さ
れ

て
い
た
。
「
わ
が
身
か
く
て
は
か
た
き
世
を
別
れ
な
ぱ
」
と
い
う
彼
の
配
慮
を

伴
っ
て
、

　
　
生
げ
る
世
の
別
れ
を
知
ら
で
契
り
つ
つ
命
を
人
に
か
ぎ
り
げ
る
か
汰

一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
・
〃
）

と
い
う
光
源
氏
の
贈
答
に
答
え
て
、
葵
上
の
返
し
は
、

　
　
惜
し
か
ら
ぬ
命
に
か
え
て
目
の
前
の
別
れ
を
し
ぱ
し
と
ど
め
て
し
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
・
蝸
一

そ
し
て
須
磨
へ
向
か
う
道
す
が
ら
の
光
源
氏
の
二
重
の
独
詠
歌
で
あ
る
。

　
大
江
殿
と
一
言
ひ
げ
る
所
は
、
い
た
う
荒
れ
て
、
松
ぱ
か
り
ぞ
し
る
し
な
る
。

　
　
唐
国
に
名
を
残
し
け
る
人
よ
り
も
行
く
方
し
ら
れ
ぬ
家
ゐ
を
や
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
７
８
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
…
…
う
ち
か
へ
り
み
た
ま
へ
る
に
、
来
し
方
の
山
は
霞
蓬
か
に
て
、
ま
こ
と

　
に
三
千
里
の
外
の
心
地
す
る
に
、
擢
の
雫
も
た
へ
が
た
し
。

　
　
ふ
る
里
を
峰
の
霞
は
へ
だ
っ
れ
ど
な
が
む
る
空
は
お
た
じ
雲
ゐ
か

　
つ
ら
か
ら
ぬ
も
の
た
く
た
む
。

と
あ
る
、
舟
路
の
擢
の
雫
は
い
っ
ま
で
も
止
め
ど
た
く
流
れ
る
光
源
氏
の
涙
の

多
さ
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
都
を
蓬
か
離
れ
た
舟
上
か
ら
の
視
角
的
た

空
間
の
広
が
り
と
重
た
っ
て
い
る
。
歌
世
界
の
空
間
の
広
が
り
は
、
時
問
の
経

過
を
意
味
し
て
、
光
源
氏
を
須
磨
の
地
へ
い
ざ
な
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
続
け
ら
れ
た
独
詠
歌
が
終
れ
ぱ
、
到
着
し
た
須
磨
の
描
写
が
広
げ

ら
れ
て
い
る
。

　
「
大
江
殿
」
の
通
過
を
指
示
し
て
か
ら
は
、
あ
と
須
磨
ま
で
の
時
間
の
経
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
こ
の
二
首
の
独
詠
歌
が
支
え
て
い
る
。
　
「
歌
と
歌
枕
に
よ
る
道
行
き
」
で
あ



り
、
借
り
受
げ
た
背
景
は
『
楚
辞
』
と
『
白
氏
文
集
』
そ
し
て
『
伊
勢
物
語
』

で
あ
っ
た
。

　
「
唐
国
に
」
の
歌
で
は
「
行
く
方
し
ら
れ
ぬ
」
西
の
地
に
、
そ
の
思
い
は
投

げ
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
「
ふ
る
里
を
」
の
歌
で
は
、
光
源
氏
自
身
の
「
ふ
る

里
」
で
あ
る
都
を
思
う
こ
と
（
残
さ
れ
た
紫
上
た
ち
を
含
め
て
）
が
述
べ
ら
れ

る
。
自
ら
を
基
点
に
前
の
歌
で
は
須
磨
ま
で
の
距
離
を
、
ま
た
後
の
歌
で
都
か

ら
離
れ
て
き
た
そ
こ
ま
で
の
距
離
を
測
る
。
都
か
ら
須
磨
ま
で
の
全
て
の
距
離

が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
逆
に
我
が
身
の
遠
ざ
か
っ
て
い
く
こ
と
を
彼
が

確
認
す
る
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
都
の
地
は
、
は
る

か
遠
く
の
も
の
と
し
て
切
り
取
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
距
離
と
時
間
の
へ
だ
た

り
を
こ
の
二
首
の
独
詠
の
深
さ
で
測
っ
て
い
る
。

　
須
磨
巻
で
こ
の
あ
と
に
置
か
れ
て
あ
る
、
二
首
続
き
の
独
詠
歌
を
掲
げ
て
お

こ
う
。
別
れ
て
き
た
藤
壷
と
朱
雀
帝
を
思
い
お
こ
し
た
が
ら
の
独
詠
二
首
。

　
　
見
る
ほ
ど
ぞ
し
ぱ
し
な
ぐ
さ
む
め
ぐ
り
あ
は
ん
月
の
都
は
逢
か
た
れ
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
う
し
と
の
み
ひ
と
へ
に
も
の
は
お
も
ほ
え
で
ひ
だ
り
み
ぎ
に
も
ぬ
る
る
袖

　
　
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
９
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
最
初
の
は
賢
木
の
巻
の
藤
壷
の
歌
と
の
呼
応
関
係
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
藤
壷
に
向
か
う
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
二
首
目
の
歌
は
朱
雀

院
へ
の
方
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
独
詠
歌
の
次
に
は
、
あ
ら
た
な

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
独
詠
歌
　
論
試

人
物
で
あ
る
上
京
途
上
の
大
宰
大
弐
が
登
場
し
て
の
場
面
へ
と
変
換
し
表
現
を

っ
な
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
っ
、
独
詠
歌
の
か
さ
ね
あ
わ
さ
れ
た
場

面
は
、
明
石
上
と
の
接
近
が
促
さ
れ
る
直
前
に
置
か
れ
た
光
源
氏
の
ひ
と
り
ご

と
の
世
界
で
あ
る
。

　
　
い
づ
か
た
の
雲
路
に
わ
れ
も
ま
よ
ひ
た
む
月
の
見
る
ら
む
こ
と
も
は
づ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
　
友
千
鳥
も
ろ
声
に
鳴
く
あ
か
っ
き
は
ひ
と
り
寝
ざ
め
の
床
も
た
の
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
・
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
「
た
だ
是
れ
西
に
行
く
な
り
」
と
ひ
と
り
ご
と
を
し
て
の
は
じ
め
の
歌
は
、

『
菅
家
後
集
』
を
引
き
な
が
ら
、
散
文
と
歌
と
の
意
志
疎
通
の
上
に
な
り
た
っ

て
明
石
の
地
を
指
し
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
　
「
寝
ざ
め

の
床
」
の
「
友
千
鳥
」
に
は
、
明
石
上
の
姿
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え
て
こ
よ
う
。

三

　
こ
れ
ら
以
外
に
須
磨
の
巻
で
詠
出
さ
れ
る
光
源
氏
の
独
詠
歌
は
多
い
。
こ
の

巻
で
の
独
詠
歌
に
つ
い
て
小
町
谷
氏
は
「
源
氏
の
逆
境
と
孤
絶
と
を
示
し
、
源

氏
周
辺
に
の
み
限
定
さ
れ
て
手
詰
り
に
た
っ
た
物
語
の
進
行
を
持
続
さ
せ
る
役

割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
散
文
と
の
連
関
の
上
に
立
っ
機
能

論
は
賛
成
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
独
詠
が
二
首
あ
る
場
合
は
い
ず
れ
も
性

格
の
異
な
っ
た
歌
に
よ
っ
て
変
化
を
っ
げ
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
桐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
独
詠
歌
　
試
論

壷
や
幻
に
も
見
ら
れ
る
が
、
漢
詩
文
的
発
想
の
歌
が
感
壊
の
表
現
に
視
角
を
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

え
た
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
」
と
。
た
だ
、
こ
と
わ

っ
て
お
か
ね
ほ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
稿
で
い
う
二
重
の
独
詠
歌
と
は
、
単
に

独
詠
歌
が
二
首
並
ん
で
い
る
場
合
を
指
し
て
い
る
の
で
は
た
い
。
引
用
し
て
き

た
よ
う
に
、
一
人
の
人
物
が
時
間
と
場
所
と
を
隔
て
な
い
ひ
と
つ
の
場
面
で
、

二
首
の
独
詠
を
お
こ
な
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の

条
件
を
満
た
す
と
き
三
首
、
四
首
と
独
詠
歌
が
一
人
の
人
物
に
ょ
っ
て
続
げ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
て
二
首
ま
で
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

小
町
谷
氏
の
い
わ
れ
る
「
独
詠
が
二
首
あ
る
場
合
」
と
は
、
同
様
の
条
件
を
備

え
て
い
る
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
た
い
が
、
　
「
性
格
の
異
な
っ
た
歌
に
よ
っ

て
変
化
を
っ
げ
る
」
と
い
う
こ
と
は
歌
の
質
の
間
題
の
よ
う
に
も
受
げ
取
れ
る
。

本
稿
に
引
き
つ
げ
た
立
論
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
性
格
の
違
い
は
歌
の
む
か
っ
て

い
く
方
向
、
歌
意
の
方
向
の
違
い
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
二

重
に
独
詠
さ
れ
る
と
き
、
場
面
の
収
束
状
況
を
っ
く
り
出
し
て
い
く
の
だ
と
。

　
須
磨
巻
に
あ
と
ひ
と
っ
残
る
二
重
の
独
詠
歌
。
そ
れ
は
巻
の
最
後
に
暴
風
雨

を
引
き
お
こ
し
た
祓
に
つ
づ
く
独
詠
歌
で
あ
っ
た
。

　
　
知
ら
ざ
り
し
大
海
の
原
に
流
れ
き
て
ひ
と
か
た
に
や
は
も
の
は
悲
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
．
２
０
）

　
　
八
百
よ
ろ
づ
神
も
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
む
犯
せ
る
罪
の
そ
れ
と
な
け
れ
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
、
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
は
じ
め
の
歌
の
対
象
は
、
陰
陽
師
の
海
に
流
し
た
「
人
移
」
で
あ
る
が
、
そ

の
「
人
彬
」
か
ら
の
返
答
は
あ
ろ
う
は
ず
が
た
い
。
そ
の
ま
ま
光
源
氏
の
「
も

の
悲
し
き
」
心
の
内
へ
も
ど
っ
て
き
て
い
る
。
全
て
の
独
詠
に
こ
の
関
係
を
説

明
す
る
必
要
は
も
う
な
い
だ
ろ
う
が
、
　
「
八
百
よ
ろ
づ
神
も
」
の
歌
は
、
ま
さ

に
「
神
」
に
そ
の
訴
え
を
お
こ
な
い
、
罪
の
問
題
を
再
度
自
己
に
向
げ
て
い
る

と
い
う
様
子
で
あ
る
。
こ
の
後
置
さ
れ
て
い
る
歌
の
神
に
さ
い
た
ま
れ
た
か
の

よ
う
に
。
暴
風
雨
が
お
こ
っ
て
場
面
は
暗
転
す
る
。
物
語
は
明
確
に
区
切
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　
独
詠
歌
が
一
首
だ
げ
置
か
れ
て
あ
る
場
合
と
、
二
首
続
げ
ら
れ
て
い
る
場
合

の
相
違
を
、
本
質
的
に
。
解
き
ほ
ぐ
す
鍵
は
い
っ
た
い
何
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
益
田
勝
実
氏
に
注
目
し
た
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
論
が
あ
る
。

　
　
『
源
氏
物
語
』
の
歌
は
数
が
多
い
。
従
っ
て
、
一
様
に
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
概
し
て
い
え
ぱ
、
そ
れ
は
主
と
し
て
贈
答
歌
で
あ
り
、
贈
答
歌

　
の
大
部
分
は
、
慣
習
化
さ
れ
た
生
活
儀
礼
的
な
、
け
の
こ
と
ぱ
で
た
い
目
常

　
の
会
話
で
、
そ
れ
が
作
者
に
よ
っ
て
、
素
材
以
上
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ

　
る
可
能
性
を
ふ
く
み
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
実
際
に
そ
う
あ
っ
た

物
語
の
人
々
の
目
常
の
項
事
に
な
り
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
独
詠
こ
そ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
そ
う
い
う
歌
の
位
置
か
ら
お
り
て
、
げ
の
こ
と
ぱ
で
た
い
こ
と
ぽ
と
そ
の
個

有
の
し
く
み
で
、
登
場
人
物
の
叙
情
を
展
開
す
る
任
務
を
持
っ
て
い
た
が
ら

も
、
そ
れ
が
贈
答
歌
と
自
己
を
峻
別
す
る
個
有
の
方
法
を
内
蔵
し
て
い
な
い



　
た
め
、
叙
情
が
目
常
を
っ
き
破
っ
て
築
き
上
げ
る
歌
の
世
界
が
、
そ
の
ま
ま

　
贈
答
歌
の
目
常
的
世
界
と
同
価
で
し
か
た
く
な
る
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
矛
盾

　
　
　
　
◎

　
が
あ
っ
た
。

と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
独
詠
歌
は
日
常
的
世
界
に
埋
没
し
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
き
た
い
都
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
贈
答
歌
が
日
常
的
な
時
空
に
と
ど
ま
っ

て
、
そ
の
本
来
の
姿
で
あ
る
く
ハ
レ
Ｖ
を
保
っ
て
い
な
い
こ
と
、
否
、
む
し
ろ

そ
こ
か
ら
ひ
き
ず
り
落
と
し
て
く
る
こ
と
、
そ
れ
は
日
常
的
な
時
空
と
い
う
よ

り
も
物
語
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
時
空
に
定
位
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
〈
ハ
レ
Ｖ
の
場
を
保
っ
歌
の
世
界
に
は
何
の
未
練

も
頓
着
も
な
い
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
　
「
歌
自
体
の
表
現
力
と
い
う
よ
り
も
、

歌
に
ど
の
よ
う
に
い
わ
せ
よ
う
か
と
い
う
、
散
文
と
の
呼
応
と
い
う
の
が
非
常

　
　
＠

に
問
題
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
力
点
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

　
二
重
の
独
詠
を
お
こ
た
う
人
物
は
、
光
源
氏
の
他
に
も
、
柏
木
、
薫
、
落
葉

宮
、
浮
舟
な
ど
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
っ
い
て
も
ふ
れ
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。
終
り
に
光
源
氏
の
独
詠

で
、
歌
の
多
い
巻
の
代
表
で
も
あ
る
幻
巻
の
例
を
引
い
て
お
こ
う
。

　
　
植
ゑ
て
見
し
花
の
あ
る
じ
も
な
き
宿
に
知
ら
ず
顔
に
て
来
ゐ
る
う
ぐ
ひ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
山
一

　
　
今
は
と
て
あ
ら
し
や
は
て
ん
亡
き
人
の
心
と
ど
め
し
春
の
か
き
ね
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
・
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
独
詠
歌
　
試
論

こ
れ
を
最
初
の
一
対
に
し
て
、
次
が
時
問
に
ょ
る
展
開
の
あ
き
ら
か
な
夏
の
場

面
で
の
歌

　
　
つ
れ
づ
れ
と
わ
が
泣
き
く
ら
す
夏
の
日
を
か
ご
と
が
ま
し
き
虫
の
声
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
・
２
８
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
　
夜
と
知
る
ほ
た
る
と
見
て
も
か
な
し
き
は
時
ぞ
と
も
な
き
思
ひ
な
り
げ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
・
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

そ
し
て
、
も
う
一
対
が
、

　
　
死
出
の
山
越
え
に
し
人
を
し
た
ふ
と
て
跡
を
見
っ
っ
も
な
ほ
ま
ど
ふ
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
・
３
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
　
か
き
っ
め
て
見
る
も
か
な
し
も
し
ほ
草
お
な
じ
雲
ゐ
の
煙
と
を
な
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
・
３
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

こ
の
歌
の
前
と
後
で
は
光
源
氏
の
精
神
の
昇
化
の
構
造
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
小
町
谷
氏
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
ー
こ
の
二
つ
の
歌
の
志
向
し
て
い
る
歌
の
意
志

は
対
立
し
て
い
よ
う
。
地
上
に
ま
ど
う
光
源
氏
自
身
が
、
次
に
は
雲
井
の
煙
を

見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
「
散
文
的
な
決
意
が
実
利
的
に
は
た
ら
く
も
の
た
ら
ぱ
う
た
は
い
ら
な
い
」

の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
多
く
の
歌
が
織
り
こ
ま
れ
た
と
し
て
も
、
源
氏
物
語
の

叙
事
的
な
部
分
は
い
さ
さ
か
も
ゆ
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
し
、
い
か
に
表
現
効
果
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
独
詠
歌
試
論

あ
げ
よ
う
と
し
て
も
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
り
、
拝
情
に
流
さ
れ
る
こ
と
は
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

び
し
く
避
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
歌
は
、
散
文
で
は
い
い
っ
く
す
こ
と
が
不
可
能
と
思
え
る
深
い
呼

び
か
げ
を
対
象
に
た
げ
か
げ
る
。
そ
し
て
、
歌
は
散
文
の
中
で
贈
答
と
い
う
本

来
的
な
和
歌
彫
式
と
し
て
同
化
し
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
あ
た
か
も
見
え
る
が
、

こ
の
同
化
は
一
方
の
極
で
あ
る
散
文
に
よ
っ
て
異
化
さ
れ
て
も
い
る
。
贈
答
・

唱
和
・
独
詠
歌
を
も
っ
て
散
文
世
界
に
す
べ
り
込
ん
で
き
た
和
歌
的
世
界
は
、

自
然
な
か
た
ち
と
し
て
、
物
語
の
人
と
人
と
の
関
係
を
心
情
の
連
繋
と
い
う
ふ

ち
取
り
の
も
と
位
置
付
げ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
歌
に
か
こ
っ
げ
ら
れ
た
世
界

を
き
び
し
く
つ
き
離
す
の
は
、
二
重
に
か
さ
ね
あ
わ
さ
れ
た
独
詠
歌
で
あ
る
。

歌
の
向
か
う
べ
き
対
象
を
隔
絶
し
た
所
に
求
め
る
独
詠
歌
は
、
作
用
を
お
こ
娃

な
く
な
っ
た
詠
出
者
自
身
が
、
そ
の
歌
の
意
向
を
受
げ
と
め
て
し
ま
う
と
い
う

反
甥
作
用
を
く
り
か
え
す
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
独
詠
歌
は
、
歌
と
い
う
拝

清
を
も
っ
て
っ
く
り
あ
げ
て
き
た
拝
情
的
物
語
部
分
と
き
び
し
く
対
時
Ｌ
そ
れ

ま
で
の
物
語
世
界
を
統
括
し
て
散
文
世
界
を
切
り
開
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

◎
　
最
初
に
三
分
類
比
し
た
の
は
森
岡
常
夫
氏
「
源
氏
物
語
の
和
歌
」
雄
山
閣
『
日
本

　
文
学
論
大
系
』
六
、
後
に
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
所
収
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
鈴
木

　
一
雄
氏
編
「
源
氏
物
語
の
文
章
」
（
解
釈
と
鑑
賞
、
昭
和
４
４
年
６
月
）
、
ま
た
、
小
学

　
館
「
目
本
古
典
文
学
全
案
」
『
源
氏
物
語
』
六
に
附
載
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木
目
出
男

　
氏
編
「
源
氏
物
語
作
中
和
歌
一
覧
」
等
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
こ
の
分
類
が
基
軸

　
に
な
っ
て
い
る
。

二
二

◎
　
注
◎
参
照
。

　
　
注
¢
参
照
。

＠
　
小
町
谷
照
彦
氏
「
歌
－
独
詠
と
贈
答
」
『
国
文
学
』
昭
和
４
７
年
１
２
月
。

◎
源
氏
物
語
の
本
文
は
以
下
小
学
館
『
目
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。
ま
た
（
巻

　
数
・
頁
数
）
を
示
す
。

◎
藤
井
貞
和
氏
「
光
源
氏
物
語
の
端
緒
の
成
立
」
『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
－
定

　
本
』
所
収
。

＠
注
◎
に
同
じ
。

＠
　
拙
稿
「
光
源
氏
物
語
の
長
恨
歌
弓
用
の
表
現
」
南
波
浩
氏
編
『
王
朝
物
語
と
そ
の

　
周
辺
』
所
収
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
部
分
が
あ
る
。

◎
　
玉
上
琢
彌
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
。

＠
小
町
谷
照
彦
氏
「
源
氏
物
語
の
和
歌
」
、
有
精
堂
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
一
巻
所

　
収
。

＠
　
益
田
勝
実
氏
「
和
歌
と
生
活
」
、
解
釈
と
鑑
賞
昭
和
３
４
年
４
月
。

＠
　
国
文
学
、
昭
和
５
５
年
５
月
号
の
対
談
で
の
鈴
木
目
出
男
氏
の
蚤
言
。

＠
　
小
町
谷
照
彦
氏
「
『
幻
』
の
方
法
に
つ
い
て
の
試
論
」
、
日
本
文
学
、
昭
和
４
０
年
６

　
月
。

＠
　
藤
井
貞
和
氏
「
う
た
の
挫
折
」
『
源
氏
物
語
及
び
以
後
の
物
語
研
究
と
資
料
　
古

　
代
文
学
論
叢
第
七
輯
』
所
収
。

＠
　
鈴
木
一
男
氏
「
源
氏
物
語
の
和
歌
」
国
文
学
１
３
巻
６
号
。
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