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︱
い
わ
ゆ
る
女
か
ら
の
贈
歌
を
め
ぐ
っ
て

︱

風

岡

む

つ

み

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
で
は
七
九
五
首
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
小
学
館
の

﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
⑥
﹄︵
以
下
﹃
新
編
全
集
﹄︶
に
あ
る

﹁
源
氏
物
語
作
中
和
歌
一
覧
﹂
は
︑
こ
の
七
九
五
首
の
和
歌
に
つ
い
て
︑
六
二

〇
首
を
贈
答
歌
に
︑
一
一
〇
首
を
独
詠
歌
︑
六
五
首
を
唱
和
歌
に
分
類
し
て
い

る
︒
こ
の
分
類
は
鈴
木
日
出
男
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
前
提
と
な
る
分
類

基
準
に
は
︑
小
町
谷
照
彦
氏
の
﹃
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
﹄︵
東
京
大
学

出
版
会
︑
一
九
八
四
年
︶
に
お
け
る
規
定
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る①

︒

小
町
谷
氏
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
独
詠
・
贈
答
・
唱
和
と
い
う
概
念

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

独
詠
歌
は
愛
情
の
齟
齬
な
ど
表
現
伝
達
の
困
難
な
状
況
や
死
別
や
離
別

な
ど
感
情
の
横
溢
し
た
場
面
な
ど
に
詠
ま
れ
︑
独
白
や
す
さ
び
書
き
と
い

っ
た
形
を
と
る
︒
贈
答
歌
は
求
婚
や
挨
拶
に
用
い
ら
れ
︑
と
く
に
愛
情
関

係
に
お
け
る
多
様
複
雑
な
作
中
人
物
の
対
応
を
浮
き
彫
り
す
る
役
割
を
果

た
す
︒
唱
和
歌
は
三
人
以
上
の
作
中
人
物
が
一
座
と
な
っ
て
同
時
に
和
歌

を
詠
む
も
の
で
︑
遊
宴
的
な
社
交
や
心
情
的
な
連
帯
を
示
す
こ
と
に
な
る
︒

独
詠
と
い
っ
て
も
︑
本
人
が
知
ら
な
い
間
に
相
手
の
目
に
触
れ
た
り
︑
本

人
の
意
志
に
か
か
わ
り
な
く
相
手
が
応
じ
た
り
し
て
︑
結
果
的
に
贈
答
に

な
る
場
合
も
あ
り
︑
元
来
が
贈
答
の
意
図
が
な
く
心
情
を
率
直
に
表
明
し

た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
︑
相
手
に
与
え
る
感
銘
は
深
く
効
果
的
な
贈
答
を

も
た
ら
す

②︒

ま
た
︑
小
町
谷
氏
は
周
知
の
よ
う
に
︑
和
歌
を
詠
ん
だ
人
数
に
よ
っ
て
︑

﹁
独
詠
・
贈
答
・
唱
和
﹂
と
い
う
三
分
類
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
を
さ
れ
て
い

る③

︒こ
の
分
類
は
︑
詠
者
の
人
数
と
い
う
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

お
り
︑﹁
源
氏
物
語
作
中
和
歌
一
覧
﹂
は
︑
ど
の
よ
う
な
場
面
で
ど
の
よ
う
な

人
物
が
ど
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
点
で
は
非
常
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に
有
用
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
小
町
谷
氏
自
身
が
︑﹁
独
詠
と
い
っ
て
も
︑
本
人
が
知
ら
な
い
間

に
相
手
の
目
に
触
れ
た
り
︑
本
人
の
意
志
に
か
か
わ
り
な
く
相
手
が
応
じ
た
り

し
て
︑
結
果
的
に
贈
答
に
な
る
場
合
﹂
を
︑﹁
元
来
が
贈
答
の
意
図
が
な
く
心

情
を
率
直
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
︑
相
手
に
与
え
る
感
銘
は
深
く
効

果
的
な
贈
答
を
も
た
ら
す④

﹂
と
す
る
よ
う
に
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
和
歌
が
単
に

歌
を
詠
ん
だ
人
数
に
よ
っ
て
単
純
に
区
分
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
と
同
時
に
︑
こ
の
﹁
独
詠
と
い
っ
て
も
︑
本
人
が

知
ら
な
い
間
に
相
手
の
目
に
触
れ
た
り
︑
本
人
の
意
志
に
か
か
わ
り
な
く
相
手

が
応
じ
た
り
し
て
︑
結
果
的
に
贈
答
に
な
る
場
合
﹂
が
あ
る
と
い
う
指
摘
は

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
歌
と
い
う
も
の
が
﹁
歌
を
受
け
取
る
人
物
﹂
の
存

在
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒

こ
の
よ
う
な
中
で
本
稿
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
︑
こ
れ
ま
で
の

研
究
史
に
お
い
て
﹁
女
か
ら
の
贈
歌
﹂
と
し
て
規
定
さ
れ
て
き
た
歌
々
で
あ
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
に
つ
い
て
の
研
究
史
を
辿
っ
て
み
る

と
︑
早
く
に
鈴
木
一
雄
氏
の
﹁
特
に
女
性
側
の
感
情
・
要
求
・
意
志
に
何
か
常

態
と
は
ち
が
っ
た
緊
張
︑
微
妙
で
は
あ
る
が
特
別
な
表
現
効
果
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
﹂
と
い
う
指
摘
が
あ
る⑤

︒
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
踏
襲
す
る
形
で
︑﹁
女
か

ら
の
贈
歌
は
女
側
の
危
機
感
の
表
れ
で
あ
る
﹂
と
い
う
理
解
が
中
心
だ
っ
た
︒

近
年
に
な
っ
て
︑
女
か
ら
の
贈
歌
に
対
す
る
鈴
木
日
出
男
氏
の
新
た
な
見
解⑥

が
あ
り
︑
高
木
和
子
氏
も
﹁
何
ら
か
の
男
の
働
き
か
け
に
応
じ
た
女
の
贈
歌
﹂

に
着
目
し
︑
そ
の
視
点
か
ら
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
を
考
察

さ
れ
た
上
で
︑﹁
自
ら
歌
を
詠
み
か
け
る
ま
で
も
な
く
女
か
ら
贈
答
を
引
き
出

す
︑
と
い
う
贈
答
の
形
に
は
︑
優
位
を
確
信
し
た
男
の
傲
慢
さ
が
透
け
て
見
え

る
﹂
と
し
て
︑
女
か
ら
の
贈
歌
を
引
き
出
す
﹁
男
側
の
傲
慢
さ
﹂
を
読
み
解
か

れ
て
い
る⑦

︒
さ
ら
に
高
木
氏
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
男
が
女
を
口
説

く
場
合
の
手
紙
や
和
歌
の
表
現
﹂
や
﹁
男
が
女
に
和
歌
を
詠
ま
せ
る
よ
う
に
仕

向
け
る
行
為
﹂
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
上
で
︑

そ
う
し
た
中
で
︑
和
歌
を
詠
み
か
け
る
︑
申
し
出
る
側
が
男
女
い
ず
れ

で
あ
る
か
に
よ
っ
て
︑
暗
黙
に
両
者
の
関
係
の
力
学
が
物
語
ら
れ
る
場
合

も
多
い
︒
結
婚
に
到
る
求
愛
の
過
程
に
お
い
て
男
か
ら
女
に
和
歌
を
贈
る

の
が
基
本
で
あ
る
が
︑
そ
の
後
の
関
係
に
お
い
て
は
女
か
ら
和
歌
を
詠
む

場
合
も
少
な
く
な
い
︒
そ
の
中
に
は
男
の
働
き
か
け
に
女
が
応
じ
る
流
れ

を
男
側
が
演
出
す
る
場
合
や
︑
女
側
が
手
習
や
独
白
を
装
っ
て
振
る
舞
う

場
合
も
あ
れ
ば
︑
そ
う
し
た
作
為
や
配
慮
も
全
く
な
く
女
側
が
積
極
的
に

男
に
歌
い
か
け
る
場
合
も
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
描

き
分
け
は
︑
虚
構
と
し
て
の
物
語
の
方
法
で
あ
る
と
同
時
に
︑
い
く
ば
く

か
は
当
時
の
人
々
の
生
活
感
覚
の
反
映
で
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う⑧

︒

と
︑
女
か
ら
の
贈
歌
の
中
に
︑
﹁
男
の
働
き
か
け
に
女
が
応
じ
る
流
れ
を
男
側

が
演
出
す
る
場
合
﹂
や
︑﹁
女
側
が
手
習
や
独
白
を
装
っ
て
振
る
舞
う
場
合
﹂︑
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﹁
そ
う
し
た
作
為
や
配
慮
も
全
く
な
く
女
側
が
積
極
的
に
男
に
歌
い
か
け
る
場

合
﹂
が
あ
る
と
分
析
さ
れ
た
上
で
︑
こ
れ
ら
の
描
き
分
け
は
﹁
虚
構
と
し
て
の

物
語
の
方
法
で
あ
る
と
同
時
に
︑
い
く
ば
く
か
は
当
時
の
人
々
の
生
活
感
覚
の

反
映
で
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
﹂
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
他
に
も
︑
高
野
晴
代
氏
の
︑

女
か
ら
の
贈
歌
に
も
︑﹁
促
さ
れ
た
贈
歌
﹂
と
い
う
視
点
を
取
り
入
れ

る
と
︑
女
た
ち
が
贈
歌
に
託
し
た
意
思
の
強
さ
の
度
合
い
が
見
え
て
く
る
︒

贈
歌
を
詠
む
こ
と
だ
け
で
︑
強
い
意
志
を
持
つ
女
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
︒
特
に
﹁
の
た
ま
ふ
﹂
と
い
う
促
す
語
に
は
︑
贈
歌
を
詠
ま
せ

る
力
が
あ
り
︑
そ
れ
に
応
じ
る
女
た
ち
を
描
き
分
け
る
こ
と
で
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
女
の
持
つ
個
性
の
表
現
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る⑨

︒

と
い
う
指
摘
な
ど
︑
新
た
な
視
点
に
も
と
づ
く
指
摘
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
と
い
う
問
題
は
︑
未
だ
に
十
分
な
考

察
が
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
と
考
え
る
︒

本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お

け
る
女
か
ら
の
贈
歌
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
で
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
贈
答
歌

の
方
法
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
︒

一

そ
も
そ
も
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
と
は
一
体
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
紅
葉
賀
巻
に
お
い
て
光
源
氏
が
源
典
侍
と
出
会
う
場

面
に
お
け
る
源
典
侍
と
光
源
氏
の
贈
答
を
み
て
お
こ
う
︒

君
し
来
ば
手
な
れ
の
駒
に
刈
り
飼
は
む
さ
か
り
す
ぎ
た
る
下
葉
な
り

と
も
︵
源
典
侍
︶

と
言
ふ
さ
ま
︑
こ
よ
な
く
色
め
き
た
り
︒

｢笹
分
け
ば
人
や
咎
め
む
い
つ
と
な
く
駒
な
つ
く
め
る
森
の
木
が
く

れ
︵
光
源
氏
)

わ
づ
ら
は
し
さ
に
｣

(
①
紅
葉
賀
・
三
三
八
頁
)

こ
の
源
典
侍
の
贈
歌
﹁
君
し
来
ば
﹂
は
︑﹁
赤
き
紙
の
映
る
ば
か
り
色
深
き
に
︑

小
高
き
森
の
か
た
を
塗
り
か
へ
﹂
し
た
扇
の
﹁
片
つ
方
﹂
に
書
き
留
め
た
﹁
森

の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
﹂
の
一
句
は
﹁
大
荒
木
の
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す

さ
め
ぬ
刈
る
人
も
な
し
﹂︵
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
一
七
︑
雑
歌
上
︑
八
九
二
︑

よ
み
人
し
ら
ず
︶
に
よ
っ
て
い
る
︒
光
源
氏
の
気
を
引
き
︑
自
ら
歌
を
詠
み
か

け
て
い
る
︒
こ
の
行
動
は
光
源
氏
の
気
を
誘
お
う
と
す
る
働
き
か
け
が
認
め
ら

れ
︑
確
か
に
こ
の
事
例
に
は
女
か
ら
の
贈
歌
に
は
女
側
の
積
極
性
と
い
う
も
の

を
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
澪
標
巻
に
お
い
て
︑
都
へ
と
帰
っ
て
き
た
光
源
氏
が
紫
の
上
に
明
石

の
君
の
こ
と
を
打
ち
明
け
る
場
面
で
紫
の
上
が
詠
ん
だ
歌
︑
﹁
思
ふ
ど
ち
な
び

く
方
に
は
あ
ら
ず
と
も
わ
れ
ぞ
煙
に
さ
き
だ
ち
な
ま
し
や⑩

﹂
は
︑
明
石
の
君
に

対
す
る
紫
の
上
の
嫉
妬
心
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

﹃
源
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語
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し
か
し
な
が
ら
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
に
つ
い
て
詳
し

く
見
て
い
く
と
︑
こ
の
よ
う
な
女
側
の
積
極
性
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
が
全
て
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒

結
論
か
ら
言
え
ば
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
は
︑
以
下
の

五
つ
に
大
別
さ
れ
る
︒

(一
)

女
側
の
積
極
性
や
嫉
妬
心
な
ど
か
ら
女
が
歌
を
男
に
詠
み
か
け
て
い

る
場
合
︒

(二
)

女
側
が
男
に
装
束
な
ど
を
贈
る
際
に
女
が
詠
ん
だ
歌
が
添
え
ら
れ
て

い
る
場
合
︒

(三
)

女
か
ら
男
へ
の
消
息
に
女
か
ら
の
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る
場
合
︒

(四
)

女
が
そ
の
場
に
い
る
人
物
の
代
表
と
し
て
︑
あ
る
い
は
邸
宅
の
主
人

と
い
う
立
場
か
ら
男
に
歌
を
詠
む
場
合
︒

(五
)

女
の
歌
の
前
に
男
の
言
葉
が
あ
り
︑
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
女
が

歌
を
詠
ん
で
い
る
場
合
︒

(一
)に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
︑
右
に
あ
げ
た
紅
葉
賀
巻
に
お
け
る
源
典
侍
の

歌
や
澪
標
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の
歌
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
(二
)に
あ
た
る
も
の

は
例
え
ば
︑
幻
巻
に
お
け
る
花
散
里
の
贈
歌
の
よ
う
に
︑
夫
に
あ
た
る
人
物
に

対
し
て
衣
な
ど
を
贈
る
際
の
女
の
歌
で
あ
る⑪

︒
ま
た
(三
)は
︑
明
石
巻
の
巻
頭
︑

嵐
に
見
舞
わ
れ
た
光
源
氏
の
元
へ
と
や
っ
て
き
た
京
か
ら
の
使
者
が
届
け
た
︑

紫
の
上
の
消
息
に
あ
る
歌
が
そ
れ
に
当
た
る⑫

︒

(二
)︑
(三
)の
よ
う
な
女
か
ら
の
贈
歌
は
︑
女
側
の
積
極
性
や
危
機
感
︑
あ

る
い
は
嫉
妬
と
い
う
感
情
か
ら
詠
み
か
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
(二
)

で
あ
れ
ば
︑
夫
の
装
束
を
妻
が
用
意
す
る
と
い
う
当
時
の
習
慣
な
ど
や
︑
(三
)

で
あ
れ
ば
︑
消
息
を
お
く
る
際
の
礼
儀
と
い
っ
た
︑
歌
の
儀
礼
性
と
い
う
問
題

に
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
(四
)
に
分
類
さ
れ
る
の
は
︑
例
え
ば
松
風
巻
に
お

い
て
取
り
交
わ
さ
れ
る
︑
明
石
の
尼
君
と
光
源
氏
と
の
贈
答
の
場
合
な
ど
で
あ

る⑬

︒
こ
の
よ
う
な
女
か
ら
の
贈
歌
も
︑
ま
た
こ
の
よ
う
な
歌
の
儀
礼
性
と
い
う

問
題
か
ら
詠
ま
れ
る
歌
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
(五
)に
分
類
さ
れ
る
女
か
ら
の
贈
歌
は
︑
例
え
ば
︑
花
宴
巻
に
お
け

る
朧
月
夜
と
光
源
氏
の
贈
答
や
︑
賢
木
巻
の
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
の
贈
答
な

ど
で
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
を
考
え
る
と
き
︑
こ
れ

ら
と
の
場
合
す
べ
て
を
考
察
す
る
こ
と
は
今
措
き
︑
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
︑

(五
)に
分
類
さ
れ
る
用
例
の
検
討
か
ら
ま
ず
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
︒

二

前
節
で
(五
)に
挙
げ
た
分
類
に
該
当
す
る
女
か
ら
の
贈
歌
を
︑
直
前
の
男
の

働
き
か
け
に
着
目
す
る
と
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
︒

�

歌
こ
と
ば
を
き
っ
か
け
と
し
て
女
が
歌
を
詠
む
場
合

�

男
の
名
問
い
を
き
っ
か
け
と
し
て
女
が
歌
を
詠
む
場
合

�

歌
こ
と
ば
や
名
問
い
以
外
の
男
の
言
葉
を
き
っ
か
け
と
し
て
女
が
歌
を

﹃
源
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物
語
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詠
む
場
合

以
下
こ
の
分
類
に
従
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
︒

�

歌
こ
と
ば
を
き
っ
か
け
と
し
て
女
が
歌
を
詠
む
場
合

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
︑
ま

ず
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
夕
顔
巻
に
お
け
る
夕
顔
の
﹁
贈
歌
﹂
で
あ
ろ

う
︒
夕
顔
か
ら
の
﹁
贈
歌
﹂
は
︑
次
の
よ
う
な
場
面
か
ら
始
ま
る
︒

切
懸
だ
つ
物
に
︑
い
と
青
や
か
な
る
葛
の
心
地
よ
げ
に
這
ひ
か
か
れ
る

に
︑
白
き
花
ぞ
︑
お
の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
︒﹁
を
ち
か
た

人
に
も
の
申
す
﹂
と
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
⁝
⁝

(
①
夕
顔
・
一
三
六
頁
)

﹁
白
き
花
﹂
に
目
を
と
め
た
光
源
氏
は
﹁
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
﹂
と
﹁
独

り
ご
ち
﹂
た
後
︑
惟
光
に
こ
の
女
性
の
調
査
を
指
示
す
る
︒
そ
の
後
光
源
氏
が

受
け
取
っ
た
扇
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
書
い
て
あ
っ
た
︒

心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花

︵
①
夕
顔
・
一
四
〇
頁
)

従
来
︑
こ
の
﹁
心
あ
て
に
﹂
の
歌
は
︑
女
︵
＝
夕
顔
︶
か
ら
の
贈
歌
と
し
て

捉
え
ら
れ
︑
男
に
自
ら
歌
を
贈
る
と
い
う
積
極
性
と
︑
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
る

慎
ま
し
や
か
な
夕
顔
像
と
の
齟
齬
が
問
題
と
さ
れ
︑
様
々
な
解
釈
や
説
が
唱
え

ら
れ
て
き
た
︒
こ
の
歌
を
め
ぐ
る
解
釈
の
揺
れ
は
︑
古
注
釈
の
こ
ろ
か
ら
存
在

し
て
い
る
が
︑
現
代
に
入
っ
て
か
ら
も
︑
例
え
ば
頭
中
将
誤
認
説⑭

や
夕
顔
の
造

型
に
遊
女
性
を
み
る
説⑮

︑
花
盗
人
へ
の
挨
拶
歌
で
あ
る
と
す
る
説⑯

︑
夕
顔
の
女

房
た
ち
の
合
作
で
あ
る
と
見
る
説⑰

や
︑
光
源
氏
の
働
き
か
け
の
応
じ
た
歌
で
あ

る
と
す
る
説⑱

な
ど
様
々
な
先
行
研
究
が
あ
る
︒
そ
の
中
で
私
が
注
目
し
た
い
の

が
︑
清
水
婦
久
子
氏
︑
廣
田
收
氏
や
吉
海
直
人
氏
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い

る
︑
夕
顔
の
歌
を
﹁
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
﹂
と
い
う
光
源
氏
の
引
き
歌
に

対
す
る
答
え
の
歌
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る⑲

︒

な
ぜ
な
ら
︑
こ
の
よ
う
に
︑
男
の
﹁
問
い
﹂
に
対
す
る
女
の
﹁
答
え
﹂
の
歌

を
詠
ん
で
い
る
事
例
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
こ
の
外
に
も
見
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
賢
木
巻
の
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
の
贈
答
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
︒

賢
木
巻
の
冒
頭
は
︑
娘
の
潔
斎
に
付
き
従
い
野
宮
へ
と
下
っ
た
六
条
御
息
所

の
も
と
を
︑
光
源
氏
が
お
と
ず
れ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
︒

月
ご
ろ
の
積
も
り
を
︑
つ
き
づ
き
し
う
聞
こ
え
た
ま
は
む
も
ま
ば
ゆ
き

ほ
ど
に
な
り
に
け
れ
ば
︑
榊
を
い
さ
さ
か
折
り
て
持
た
ま
へ
り
け
る
を
さ

し
入
れ
て
︑︵
光
源
氏
︶﹁
変
ら
ぬ
色
を
し
る
べ
に
こ
そ
︑
斎
垣
も
越
え
は

べ
り
に
け
れ
︒
さ
も
心
憂
く
﹂
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
︑

神
垣
は
し
る
し
の
杉
も
な
き
も
の
を
い
か
に
ま
が
へ
て
折
れ
る
さ
か

き
ぞ
︵
六
条
御
息
所
︶

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
︑

少
女
子
が
あ
た
り
と
思
へ
ば
榊
葉
の
香
を
な
つ
か
し
み
と
め
て
こ
そ

﹃
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氏
物
語
﹄
贈
答
歌
考

五



折
れ
︵
光
源
氏
︶

お
ほ
か
た
の
け
は
ひ
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ど
⁝
⁝

︵
②
賢
木
・
八
七
～
八
頁
)

こ
の
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
の
﹁
変
は
ら
ぬ
色
を
し
る
べ
に
こ
そ
﹂
の
言
葉

に
は
︑﹁
ち
は
や
ぶ
る
神
垣
山
の
榊
葉
は
時
雨
に
も
色
も
変
わ
ら
ざ
り
け
り
﹂

︵﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
巻
第
八
︑
冬
︑
四
五
八
︑
よ
み
人
し
ら
ず
︶
が
引
か
れ
て
い

る
︒﹁
斎
垣
も
越
え
は
べ
り
に
け
れ
﹂
の
言
葉
に
は
︑﹁
ち
は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣

も
越
え
ぬ
べ
し
大
宮
人
の
見
ま
ほ
し
く
さ
に
﹂︵﹃
伊
勢
物
語
﹄
七
一
段
︶
や

﹁
ち
は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣
も
越
え
ぬ
べ
し
今
は
わ
が
身
の
惜
し
く
も
な
し
﹂

︵﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
巻
第
七
︑
恋
四
︑
九
二
四
︑
柿
本
人
麻
呂
︶
な
ど
の
引
き
歌

が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑳

︒

こ
の
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
の
贈
答
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
玉
上
琢
彌
氏
の

﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄
は
︑

男
は
︑
こ
れ
ま
で
ど
れ
ほ
ど
に
恋
こ
が
れ
て
き
た
か
を
言
い
︑
女
は
そ

う
い
っ
て
く
れ
る
の
を
待
ち
な
が
ら
も
︑
お
上
手
ば
か
り
お
っ
し
ゃ
っ
て

と
︑
は
ね
つ
け
て
み
せ
る
︒
そ
れ
が
当
時
の
あ
い
さ
つ
な
の
で
あ
る㉑

︒

と
︑
二
人
の
贈
答
を
﹁
当
時
の
あ
い
さ
つ
﹂
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
︒
ま
た
高
木
和
子
氏
は
︑

変
わ
ら
ぬ
情
愛
を
訴
え
か
け
る
光
源
氏
に
︑
口
先
だ
け
で
し
ょ
う
︑
と

切
り
返
す
の
で
あ
る
︒
し
か
し
御
息
所
は
心
底
拒
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

く
︑
こ
れ
は
光
源
氏
の
愛
情
を
確
か
め
る
た
め
の
一
種
の
媚
態
で
あ
ろ
う㉒

︒

と
評
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
指
摘
は
︑
六
条
御
息
所
の
贈
歌
︑
そ
し
て
そ
の
直

前
の
光
源
氏
の
言
葉
に
︑﹁
男
が
情
愛
を
訴
え
か
け
︑
女
が
そ
れ
に
対
し
て
反

発
し
て
み
せ
る
﹂
と
い
う
恋
歌
の
贈
答
の
形
式
を
見
て
い
る
と
い
う
点
で
重
要

な
指
摘
で
あ
る
︒

光
源
氏
の
言
葉
に
は
明
確
な
問
い
か
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し

﹁
ち
は
や
ぶ
る
神
垣
山
の
﹂
や
﹁
ち
は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣
を
越
え
ぬ
べ
し
﹂
と

い
っ
た
︑
逢
う
こ
と
が
難
し
く
困
難
な
恋
を
呼
ん
だ
古
歌
を
用
い
て
︑
自
ら
の

情
愛
を
六
条
御
息
所
に
訴
え
か
け
て
お
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
自
分
に
対
し
て
つ
れ

な
い
態
度
を
と
る
六
条
御
息
所
を
﹁
心
憂
く
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
︑

六
条
側
か
ら
の
何
か
し
ら
の
反
応
を
期
待
し
て
い
る
光
源
氏
の
姿
が
読
み
取
れ

る
︒
光
源
氏
の
言
葉
は
︑
自
分
に
対
し
て
つ
れ
な
い
態
度
を
取
る
六
条
御
息
所

に
対
す
る
働
き
か
け
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ま
た
﹁
女
に
対
し
て
自
ら
の
情
愛
を
訴

え
か
け
る
﹂
と
い
う
恋
歌
の
贈
答
の
形
式
に
添
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑
六
条
御
息
所
は
︑﹁
い
か
に
ま
が
へ
て
折
れ
る
さ
か
き
ぞ
︱

間
違
え
て
私
の
も
と
へ
き
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
﹂
と
切
り
返
す
歌

を
詠
む
の
で
あ
る㉓

︒

こ
の
六
条
御
息
所
の
﹁
神
垣
は
﹂
の
歌
を
︑
そ
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
光
源

氏
の
言
葉
と
と
も
に
考
え
る
と
︑
そ
こ
に
は
光
源
氏
の
古
歌
を
用
い
て
訴
え
か

﹃
源
氏
物
語
﹄
贈
答
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え
て
来
た
情
愛
に
対
し
て
六
条
御
息
所
が
歌
を
も
っ
て
答
え
た
︑
と
い
う
形
式

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
恋
歌
の
贈
答
の
形
式
︑

言
い
換
え
る
な
ら
ば
︑
恋
の
駆
け
引
き
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
み
て
来
た
よ
う
に
夕
顔
巻
や
賢
木
巻
の
場
合
︑
男
の
言
葉
に
は
引
き
歌

が
用
い
ら
れ
︑
女
の
歌
は
そ
の
内
容
を
受
け
歌
で
返
そ
う
と
す
る
︒
こ
の
引
き

歌
と
い
う
方
法
は
︑
言
い
換
え
れ
ば
男
が
言
葉
の
中
に
使
っ
た
古
歌
の
一
部
︑

つ
ま
り
男
の
言
葉
に
用
い
ら
れ
た
歌
こ
と
ば
を
き
っ
か
け
と
し
て
︑
女
の
歌
が

男
の
言
葉
に
対
し
て
切
り
返
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

次
に
あ
げ
る
鈴
虫
巻
︑
女
三
の
宮
と
光
源
氏
の
贈
答
は
︑
そ
の
こ
と
を
端
的

に
示
す
事
例
に
あ
た
る
だ
ろ
う
︒

げ
に
声
々
聞
こ
え
た
る
中
に
︑
鈴
虫
の
ふ
り
出
で
た
る
ほ
ど
︑
は
な
や

か
に
を
か
し
︒︵
光
源
氏
︶﹁
秋
の
虫
の
声
い
づ
れ
と
な
き
中
に
︑
松
虫
な

ん
す
ぐ
れ
た
る
と
て
︑
中
宮
の
︑
遥
け
き
野
辺
を
分
け
て
い
と
わ
ざ
と
尋

ね
と
り
つ
つ
放
た
せ
た
ま
へ
る
︑
し
る
く
鳴
き
伝
ふ
る
こ
そ
少
な
か
な
れ
︒

名
に
は
違
ひ
て
︑
命
の
ほ
ど
は
か
な
き
虫
に
ぞ
あ
る
べ
き
︒
心
に
ま
か
せ

て
︑
人
聞
か
ぬ
奥
山
︑
遥
け
き
野
の
松
原
に
声
惜
し
ま
ぬ
も
︑
い
と
隔
て

心
あ
る
虫
に
な
ん
あ
り
け
る
︒
鈴
虫
は
心
や
す
く
︑
い
ま
め
い
た
る
こ
そ

ら
う
た
け
れ
﹂
な
ど
の
た
ま
へ
ば
︑
宮
︑

お
ほ
か
た
の
秋
を
ば
う
し
と
知
り
に
し
を
ふ
り
棄
て
が
た
き
鈴
虫
の

声
︵
女
三
の
宮
︶

と
忍
び
や
か
に
の
た
ま
ふ
︑
い
と
な
ま
め
い
て
︑
あ
て
に
お
ほ
ど
か
な
り
︒

︵
④
鈴
虫
・
三
八
一
～
二
頁
)

こ
の
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
の
言
葉
に
は
︑
光
源
氏
の
女
三
の
宮
へ
の
執
着

を
仄
め
か
し
て
い
る
と
い
う
鈴
木
日
出
男
氏
の
指
摘
が
あ
る㉔

︒
こ
の
指
摘
に
い

う
ま
で
も
な
く
︑
光
源
氏
の
言
葉
の
最
後
︑﹁
鈴
虫
は
心
や
す
く
︑
い
ま
め
い

た
る
こ
そ
ら
う
た
け
れ
﹂
は
︑
女
三
の
宮
を
想
起
さ
せ
る
︒
光
源
氏
が
︑
女
三

の
宮
に
対
し
て
情
愛
を
訴
え
か
け
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の

よ
う
に
︑
自
ら
へ
の
執
着
や
情
愛
と
い
う
も
の
を
仄
め
か
す
光
源
氏
に
対
し
て
︑

女
三
の
宮
は
光
源
氏
の
言
葉
に
あ
る
﹁
鈴
虫
﹂﹁
声
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
い
な

が
ら
﹁
お
ほ
か
た
の
﹂
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
︒
こ
の
歌
は
︑﹁
秋
﹂
に
﹁
秋
﹂

と
い
う
季
節
と
﹁
飽
き
﹂
を
掛
け
︑
飽
き
ら
れ
て
い
る
と
知
り
な
が
ら
も
︑
な

お
鈴
虫
の
声
は
振
り
捨
て
が
た
い
と
詠
む
女
三
の
宮
の
歌
は
︑
翻
っ
て
︑
自
分

に
対
す
る
執
着
や
情
愛
を
仄
め
か
し
た
光
源
氏
に
対
し
て
︑
﹁
貴
方
は
私
の
事

に
飽
き
て
し
ま
っ
て
疎
ん
じ
て
い
る
で
し
ょ
う
に
﹂
と
切
り
返
す
も
の
に
な
っ

て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
例
は
藤
裏
葉
巻
︑
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
恋
が
実
り
結
ば
れ
る
こ
と

に
な
る
雲
居
雁
と
夕
霧
の
贈
答
に
も
見
ら
れ
る
︒
夕
霧
の
﹁
少
将
の
進
み
出
し

つ
る
葦
垣
の
お
も
む
き
は
︑
耳
と
ど
め
た
ま
ひ
つ
や
︒
い
た
き
主
か
な
︒﹃
河

口
の
﹄
と
こ
そ
︑
さ
し
答
へ
ま
ほ
し
か
り
つ
れ
﹂
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
雲
居

﹃
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雁
は
︑
そ
れ
を
﹁
い
と
聞
き
ぐ
る
し
﹂
と
思
い
︑﹁
あ
さ
き
名
を
﹂
の
歌
を
詠

ん
で
い
る㉕

︒
な
ぜ
か
と
い
う
と
催
馬
楽
﹁
葦
垣
﹂
は
︑
親
に
仲
を
裂
か
れ
た
恋

人
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
催
馬
楽
﹁
河
口
﹂
は
親
の
目
を
盗
ん
で
︑
逢
瀬
を

か
わ
し
あ
う
恋
人
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
合
わ
せ
て
夕
霧
の
言

葉
を
考
え
て
み
る
と
︑
夕
霧
は
︑
少
将
の
歌
っ
た
﹁
葦
垣
﹂
が
内
大
臣
に
仲
を

知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
引
き
裂
か
れ
た
自
分
た
ち
を
当
て
こ
す
っ
た
も
の

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
︑
そ
れ
に
対
し
て
﹁
河
口
の
﹂
と
返
す
こ
と
で
︑
雲
居
雁

の
方
も
自
分
に
心
を
通
わ
し
あ
っ
て
い
て
く
れ
た
の
だ
と
言
っ
て
し
ま
い
た
か

っ
た
︑
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
雲
居
雁
は
﹁
河
口
﹂

の
詞
章
﹁
河
口
の
﹂﹁
関
の
荒
垣
﹂
を
用
い
な
が
ら
﹁
あ
さ
き
名
を
﹂
を
詠
む

こ
と
で
︑﹁
二
人
の
関
係
を
漏
ら
し
た
の
は
あ
な
た
の
方
で
は
な
い
か
﹂
と
責

め
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
用
例
で
は
︑
女
は
男
の
言
葉
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
古
歌
や
催
馬
楽
の
詞
章
と
い
っ
た
も
の
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
男
が

訴
え
か
け
て
き
た
言
葉
に
対
し
て
切
り
返
す
歌
を
詠
ん
で
お
り
︑
男
は
そ
れ
に

対
し
て
ま
た
自
ら
の
懸
想
を
重
ね
て
詠
み
か
け
る
︒
情
愛
を
訴
え
か
け
る
男
に

対
し
て
︑
女
が
反
発
︑
切
り
返
し
て
見
せ
る
の
が
恋
歌
の
贈
答
の
形
式
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
の
中
で
︑
歌
の
前
に
男
の

問
い
か
け
や
懸
想
め
い
た
言
葉
が
あ
る
場
合
︑
女
の
歌
は
男
が
訴
え
か
け
て
き

た
情
愛
に
対
し
て
切
り
返
し
て
見
せ
る
と
い
う
恋
歌
の
返
歌
の
形
式
に
則
っ
て

詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

�

男
の
名
問
い
を
き
っ
か
け
と
し
て
女
が
歌
を
詠
む
場
合

花
宴
巻
︑
逢
瀬
を
交
わ
し
た
朧
月
夜
と
光
源
氏
が
︑
お
互
い
の
名
を
知
ら
ず

に
別
れ
よ
う
と
す
る
場
面
で
は
︑
二
人
の
間
で
次
の
よ
う
な
贈
答
が
行
わ
れ
る
︒

(光
源
氏
︶﹁
な
ほ
名
の
り
し
た
ま
へ
︒
い
か
で
か
聞
こ
ゆ
べ
き
︒
か
う

て
や
み
な
む
と
は
︑
さ
り
と
も
思
さ
れ
じ
﹂
と
の
た
ま
へ
ば
︑

う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や

思
ふ
︵
朧
月
夜
︶

と
言
ふ
さ
ま
︑
艶
に
な
ま
め
き
た
り
︒﹁
こ
と
わ
り
や
︒
聞
こ
え
違
へ
る

も
じ
か
な
﹂
と
て
︑

｢い
づ
れ
ぞ
と
露
の
や
ど
り
を
わ
か
む
ま
に
小
篠
が
原
に
風
も
こ
そ

吹
け
︵
光
源
氏
︶

わ
づ
ら
は
し
く
思
す
こ
と
な
ら
ず
は
︑
何
か
つ
ま
ま
む
︒
も
し
︑
す
か
い

た
ま
ふ
か
﹂
と
も
言
ひ
あ
へ
ず
⁝
⁝

(
①
花
宴
・
三
五
七
～
三
五
八
頁
)

こ
の
朧
月
夜
の
歌
は
︑﹁
源
氏
が
執
拗
に
名
を
問
う
の
に
応
じ
た
歌
だ
が
︑

贈
答
歌
と
し
て
は
︑
異
例
に
も
女
の
方
か
ら
詠
み
か
け
た
贈
歌
︒
男
に
心
を
傾

け
て
し
ま
っ
た
女
の
︑
相
手
の
情
愛
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
表
現㉖

﹂
と
い
う

﹃
新
編
全
集
﹄
の
注
釈
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
朧
月
夜
と
い
う
女
性
の
積
極

性
の
証
左
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
︒
確
か
に
朧
月
夜
は
花
宴
巻
に
お
い
て

﹃
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﹁
朧
月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き
﹂
と
漢
詩
を
誦
ん
じ
な
が
ら
光
源
氏
の
前
に
現

れ
る
な
ど
︑
他
の
姫
君
と
は
違
っ
た
明
る
さ
や
積
極
性
と
い
っ
た
も
の
を
持
つ

女
性
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
事
は
︑﹁
う
き
身
世
に
﹂
と
い
う

歌
が
︑
朧
月
夜
の
積
極
性
か
ら
自
ら
詠
み
か
け
た
も
の
で
あ
る
か
︑
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
本
文
に
戻
っ
て
み
る
と
︑
朧
月
夜
の
歌
﹁
う
き
身
世
に
﹂
の
歌
の

前
に
は
︑
光
源
氏
の
﹁
な
ほ
名
の
り
し
た
ま
へ
︒
い
か
で
か
聞
こ
ゆ
べ
き
︒
か

う
て
や
み
な
む
と
は
︑
さ
り
と
も
思
さ
れ
じ
﹂
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
る
︒
こ

の
光
源
氏
の
問
い
か
け
は
名
を
問
う
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
朧
月
夜
に
対
し
て

求
愛
し
て
い
る
と
も
取
れ
︑
こ
の
こ
と
と
あ
わ
せ
て
み
る
と
︑
朧
月
夜
の
歌

﹁
う
き
身
世
に
﹂
の
歌
は
︑﹁
名
前
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
私
の
こ
と
を
探
し
て
く

れ
な
い
の
か
﹂
と
光
源
氏
の
言
葉
に
対
し
て
切
り
返
し
て
見
せ
て
い
る
︒
つ
ま

り
︑
こ
の
光
源
氏
の
問
い
か
け
と
朧
月
夜
の
歌
は
︑
賢
木
巻
の
光
源
氏
と
六
条

御
息
所
︑
あ
る
い
は
鈴
虫
巻
の
光
源
氏
と
女
三
宮
の
場
合
と
同
様
に
︑
男
の
問

い
か
け
に
対
し
て
︑
女
が
答
え
と
し
て
の
歌
を
返
し
︑
そ
れ
は
男
が
情
愛
を
訴

え
か
け
︑
女
は
そ
れ
に
対
し
て
切
り
返
す
︑
と
い
う
恋
歌
の
贈
答
の
形
式
の
中

で
理
解
が
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
男
が
女
に
対
し
て
名
を
問
い
︑
女
が
歌
を
も
っ
て
答
え
る
と

い
う
例
は
︑
例
え
ば
幻
巻
の
中
将
の
君
と
光
源
氏
の
贈
答㉗

や
︑
若
菜
下
巻
に
お

い
て
光
源
氏
が
物
の
怪
と
対
峙
し
た
際
の
︑
物
の
怪
の
歌㉘

な
ど
が
見
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
夕
顔
巻
に
お
い
て
は
︑﹁
尽
き
せ
ず
隔
て
た
ま
へ
る
つ
ら
さ
に
︑
あ
ら

は
さ
じ
と
思
ひ
つ
る
も
の
を
︒
今
だ
に
名
の
り
し
た
ま
へ
︒
い
と
む
く
つ
け

し
﹂
と
い
う
光
源
氏
の
問
い
に
対
し
て
夕
顔
が
︑
﹁
海
人
の
子
な
れ
ば
﹂
と
古

歌
の
一
節
を
も
っ
て
答
え
︑
そ
れ
に
対
し
て
光
源
氏
も
﹁
よ
し
︑
こ
も
わ
れ
か

ら
な
り㉙

﹂
と
や
は
り
古
歌
の
一
節
に
よ
っ
て
受
け
答
え
を
し
て
い
る
場
面
も
見

ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
﹃
万
葉
集
﹄
来
の
妻
問
い
の
伝
統

が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

確
か
に
︑
こ
れ
ら
の
場
面
で
は
︑
光
源
氏
の
言
葉
に
は
夕
顔
巻
や
賢
木
巻
の

場
合
と
は
違
い
︑
古
歌
の
一
節
は
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
光
源
氏
の
言
葉
と
女
の
歌
を
見
て
み
る
と
︑
そ
こ
に
は
︑
光
源
氏
の
問
い

か
け
に
対
し
て
︑
女
が
歌
で
答
え
る
と
い
う
構
図
が
見
え
て
く
る
︒
こ
の
こ
と

か
ら
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
女
か
ら
の
贈
歌
の
中
に
は
︑
男
の
情
愛
を
仄
め
か
す

言
葉
に
対
し
て
歌
を
も
っ
て
切
り
返
す
︑
と
い
う
形
式
が
存
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
女
側
の
積
極
性
と
い
う
問
題
か
ら
こ
れ
ら
の
女
か
ら
の
贈
歌
を
考
え
る

と
き
︑
次
の
よ
う
な
事
例
が
重
要
で
あ
ろ
う
︒

今
日
も
所
な
く
立
ち
に
け
り
︒
︱
中
略
︱
︵
光
源
氏
︶﹁
い
か
で
得
た

ま
へ
る
所
ぞ
と
ね
た
さ
に
な
ん
﹂
と
の
た
ま
へ
ば
︑
よ
し
あ
る
扇
の
端
を

折
り
て
︑

｢は
か
な
し
や
人
の
か
ざ
せ
る
あ
ふ
ひ
ゆ
る
神
の
ゆ
る
し
の
今
日
を

﹃
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待
ち
け
る
︵
源
典
侍
︶

注
連
の
内
に
は
﹂
と
あ
る
手
を
思
し
出
づ
れ
ば
︑
か
の
典
侍
な
り
け
り
︒

︵
②
葵
・
二
九
～
三
〇
頁
)

右
の
場
面
は
︑
葵
巻
︑
賀
茂
祭
の
見
物
に
出
か
け
た
光
源
氏
が
︑
車
の
立
て

場
所
に
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
あ
る
女
車
か
ら
場
所
を
譲
る
由
を
伝
え
ら
れ
︑

そ
の
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
た
光
源
氏
が
︑﹁
い
か
で
得
た
ま
へ
る
所
ぞ
と
ね

た
さ
に
な
ん
﹂
と
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
︑﹁
扇
の
端
﹂
に
書
か
れ
た
﹁
は
か
な

し
や
﹂
の
筆
跡
か
ら
女
車
の
主
が
︑
源
典
侍
で
あ
る
と
分
か
っ
た
と
い
う
箇
所

で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
女
の
歌
の
前
に
光
源
氏
の
問
い
か
け
が
あ
り
︑
源
典
侍
の
歌
は

そ
れ
に
答
え
る
形
で
詠
み
だ
さ
れ
て
い
る
︒
源
典
侍
の
光
源
氏
に
対
す
る
積
極

性
は
︑
場
所
を
譲
る
た
め
に
自
ら
光
源
氏
に
働
き
か
け
る
と
こ
ろ
に
強
く
表
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
こ
の
行
動
は
明
ら
か
に
︑
源
典
侍
側

に
男
の
問
い
か
け
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
意
志
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
男
の
言
葉
に
対
し
て
女
が
歌
を
詠
む
こ
と
で
答
え
た
と
い
う
こ
と

を
も
っ
て
︑
女
側
の
積
極
性
だ
け
を
読
み
取
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ

る
︒

�

歌
こ
と
ば
や
名
問
い
以
外
の
男
の
言
葉
を
き
っ
か
け
と
し
て
女
が
歌
を
詠

む
場
合

こ
こ
で
挙
げ
る
の
は
︑
女
の
歌
が
男
の
言
っ
た
内
容
に
対
し
て
女
が
自
ら
の

思
い
を
歌
と
し
て
詠
み
あ
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
左
に
挙
げ
る
場
面
は
︑
明
石
巻
︑
い
よ
い
よ
都
へ
と
帰
る
こ
と
に

な
っ
た
光
源
氏
が
最
後
の
一
夜
を
明
石
の
君
と
過
ご
す
箇
所
で
あ
る
︒

(光
源
氏
︶
﹁
琴
は
ま
た
掻
き
合
は
す
る
ま
で
の
形
見
に
﹂
と
の
た
ま
ふ
︒

女
︑

な
ほ
ざ
り
に
頼
め
お
く
る
一
こ
と
を
つ
き
せ
ぬ
音
に
や
か
け
て
し
の

ば
ん
︵
明
石
の
君
︶

言
ふ
と
も
な
き
口
ず
さ
び
を
恨
み
た
ま
ひ
て
︑

｢
逢
ふ
ま
で
の
か
た
み
に
契
る
中
の
緒
を
の
し
ら
べ
は
こ
と
に
変
わ

ら
ざ
ら
な
む
︵
光
源
氏
︶

こ
の
音
違
は
ぬ
さ
き
に
か
な
ら
ず
あ
ひ
見
む
﹂
と
頼
め
た
ま
ふ
め
り
︒

さ
れ
ど
︑
た
だ
別
れ
む
ほ
ど
の
わ
り
な
さ
を
思
ひ
む
せ
た
る
も
い
と
こ

と
わ
り
な
り
︒

︵
②
明
石
・
二
六
六
～
七
頁
)

琴
を
次
に
会
う
ま
で
の
形
見
と
し
よ
う
︑
と
い
っ
た
光
源
氏
に
対
し
て
︑
明

石
の
君
は
﹁
な
ほ
ざ
り
に
﹂
の
歌
を
詠
む
︒
こ
の
明
石
の
歌
は
︑
光
源
氏
の
言

葉
を
﹁
な
ほ
ざ
り
﹂
な
も
の
と
し
︑
そ
う
と
分
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
﹁
音
に

や
か
け
て
し
の
ば
ん
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
男
の
情
愛
を
頼
り
な
い
も
の
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と
し
︑
貴
方
以
上
に
私
は
思
い
を
抱
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
︑
恋
の
贈
答
の
返

歌
の
形
式
に
も
当
て
は
ま
る
歌
で
あ
ろ
う㉚

︒
こ
れ
ら
の
明
石
の
君
の
歌
で
は
︑

光
源
氏
の
言
葉
に
対
し
て
︑
そ
れ
に
相
反
す
る
自
分
の
思
い
を
歌
に
し
て
お
り
︑

光
源
氏
は
そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
自
分
は
こ
ん
な
に
も
思
っ
て
い
る
の
に
﹂
と
い

う
歌
を
返
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
女
性
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
に
も
う
一
人
い

る
︒
そ
れ
は
紫
の
上
で
あ
る
︒
次
に
あ
げ
る
事
例
は
︑
若
菜
下
巻
で
危
篤
に
陥

っ
た
後
︑
よ
う
や
く
小
康
状
態
を
得
た
紫
の
上
が
︑
自
分
の
も
と
を
訪
れ
た
光

源
氏
と
の
間
で
贈
答
が
交
す
場
面
で
あ
る

(光
源
氏
︶﹁
か
く
て
見
た
て
ま
つ
る
こ
そ
夢
の
心
地
す
れ
︒
い
み
じ
く
︑

わ
が
身
さ
へ
限
り
と
お
ぼ
ゆ
る
を
り
を
り
の
あ
り
し
は
や
﹂
と
涙
を
浮
け

て
の
た
ま
へ
ば
︑︵
紫
の
上
︶
み
づ
か
ら
も
あ
は
れ
に
思
し
て
︑

消
え
と
ま
る
ほ
ど
や
は
経
べ
き
た
ま
さ
か
に
蓮
の
露
の
か
か
る
ば
か

り
を
︵
紫
の
上
︶

と
の
た
ま
ふ
︒

契
り
お
か
む
こ
の
世
な
ら
で
も
蓮
は
に
玉
ゐ
る
露
の
心
へ
だ
つ
な

︵
光
源
氏
︶

出
で
た
ま
ふ
方
ざ
ま
は
も
の
う
け
れ
ど
⁝
⁝

︵
④
若
菜
下
・
二
四
五
頁
)

こ
の
紫
の
上
の
歌
﹁
消
え
と
ま
る
﹂
に
関
し
て
﹃
新
編
全
集
﹄
は
︑﹁
異
例

の
女
か
ら
の
贈
歌
で
あ
る
点
に
も
注
意
︒
源
氏
へ
の
共
感
に
発
し
た
歌
で
も
あ

る㉛

﹂
と
し
て
お
り
︑
紫
の
上
の
歌
に
対
し
て
︑
源
氏
へ
の
共
感
を
見
て
い
る
︒

一
方
で
︑
倉
田
実
氏
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
︒

両
者
と
も
﹁
蓮
﹂
と
﹁
つ
ゆ
﹂
を
詠
み
合
い
︑
互
い
に
対
話
を
志
向
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
生
に
対
す
る
態
度
は
両
者
に
お
い
て
相
違

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
一
見
す
る
と
紫
の
上
が
此
岸
の
命
を
詠
み
︑
光

源
氏
が
﹁
一
蓮
托
生
﹂
を
い
う
こ
と
で
彼
岸
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
︑

心
は
此
岸
の
執
着
か
ら
脱
し
て
い
る
紫
の
上
は
︑
そ
の
境
地
か
ら
み
て
の

此
岸
の
命
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
光
源
氏
は
紫
の
上
へ
の
執
着
と
い

う
此
岸
に
徘
徊
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
彼
岸
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
と

思
わ
れ
る㉜

︒

紫
の
上
は
︑
自
ら
の
小
康
状
態
を
喜
ぶ
光
源
氏
の
言
葉
を
﹁
あ
は
れ
﹂
に
思

い
︑﹁
消
え
と
ま
る
﹂
の
歌
を
詠
む
︒﹁
消
え
と
ま
る
﹂
の
歌
は
﹁
蓮
に
か
か
る

露
が
消
え
ず
に
残
っ
て
い
る
間
だ
け
で
も
生
き
て
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
︒
た

ま
た
ま
︑
そ
の
露
が
残
っ
て
い
る
よ
う
な
は
か
な
い
命
で
ご
ざ
い
ま
す
の
に㉝

﹂

と
︑
自
ら
の
命
の
は
か
な
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
紫
上
自
身
の
認

識
を
歌
に
し
た
も
の
で
あ
り
︑
対
す
る
光
源
氏
の
返
歌
は
︑
紫
上
に
対
す
る
自

分
の
思
い
を
訴
え
か
け
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
認
識
の
隔
た
り
が
存
在
し

て
い
る
︒

ま
た
︑
紫
の
上
か
ら
詠
み
だ
す
歌
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
も
見
ら
れ
る
︒

風
す
ご
く
吹
き
出
で
た
る
夕
暮
に
︑
前
栽
見
た
ま
ふ
と
て
︑
脇
息
に
よ
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り
ゐ
た
ま
へ
る
を
︑
院
渡
り
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
︑︵
光
源
氏
︶

｢今
日
は
︑
い
と
よ
く
起
き
ゐ
た
ま
ふ
め
る
は
︒
こ
の
御
前
に
て
は
︑
こ

よ
な
く
御
心
も
は
れ
ば
れ
し
げ
な
め
り
か
し
﹂
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
︒︵
紫

の
上
︶
か
ば
か
り
の
隙
も
あ
る
を
も
い
と
う
れ
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ

る
御
気
色
を
見
た
ま
ふ
も
心
苦
し
く
︑
つ
ひ
に
い
か
に
思
し
騒
が
ん
と
思

ふ
に
︑
あ
は
れ
な
れ
ば
︑

お
く
と
見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
み
だ
る
る
萩
の
う

は
露
︵
紫
の
上
︶

げ
に
ぞ
︑
折
れ
か
へ
り
と
ま
る
べ
う
も
あ
ら
ぬ
︑
よ
そ
へ
ら
れ
た
る
を
り

さ
へ
忍
び
が
た
き
を
︑
見
出
し
た
ま
ひ
て
も
︑

や
や
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
お
く
れ
先
だ
つ
ほ
ど
経
ず

も
が
な
︵
光
源
氏
︶

と
て
︑
御
涙
を
払
ひ
あ
へ
た
ま
ず
︒
宮
︑

秋
風
に
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
つ
ゆ
の
世
を
た
れ
か
草
葉
の
う
へ
と
の
み

見
ん
︵
明
石
の
中
宮
)

(
④
御
法
・
五
〇
四
～
五
頁
)

こ
の
場
面
に
お
け
る
紫
の
上
︑
光
源
氏
︑
明
石
の
中
宮
に
よ
る
歌
々
は
︑

﹃
新
編
全
集
﹄
の
﹁
源
氏
物
語
作
中
和
歌
一
覧
﹂
が
唱
和
歌
に
分
類
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
︑
表
現
か
ら
は
紫
の
上
か
ら
光
源
氏
へ
の
贈
歌
と
し
て
も
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
場
面
で
も
や
は
り
︑
紫
の
上
は
︑
自
分
の

小
康
状
態
を
喜
ぶ
光
源
氏
の
様
子
を
﹁
心
苦
し
く
︑
つ
ひ
に
い
か
に
思
し
騒
が

ん
と
思
ふ
に
︑
あ
は
れ
な
れ
ば
﹂
と
感
じ
て
︑﹁
お
く
と
見
る
﹂
の
歌
を
詠
ん

で
い
る
︒
こ
の
歌
﹁
お
く
と
見
る
﹂
は
︑
萩
の
上
に
お
か
れ
る
露
の
よ
う
な
儚

さ
を
自
ら
の
命
に
重
ね
て
詠
ん
だ
歌
と
な
っ
て
い
る
︒
た
い
し
て
光
源
氏
の
歌

は
﹁
お
く
れ
先
だ
つ
ほ
ど
経
ず
も
が
な
﹂
と
︑
死
に
ゆ
こ
う
と
す
る
紫
の
上
に

縋
り
つ
く
姿
勢
が
窺
え
る
︒
こ
こ
で
も
二
人
の
贈
歌
と
返
歌
と
の
間
に
は
ど
こ

か
隔
た
り
が
あ
り
︑
光
源
氏
の
紫
の
上
に
対
す
る
言
葉
を
き
っ
か
け
と
し
て
紫

の
上
が
詠
ん
だ
歌
を
受
け
取
っ
た
光
源
氏
が
返
歌
を
つ
け
︑
さ
ら
に
明
石
の
中

宮
の
歌
が
詠
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
結
果
的
に
﹁
唱
和
﹂
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
歌
こ
と
ば
や
名
問
い
以
外
の
男
の
言
葉
を
き
っ
か
け
と
し
て

女
が
詠
ん
だ
歌
と
そ
れ
に
対
す
る
男
の
返
歌
と
の
間
に
意
識
の
ず
れ
が
見
ら
れ

る
も
の
に
は
︑
例
え
ば
夕
霧
巻
︑
落
葉
宮
と
夕
霧
の
贈
答
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う㉞

︒
落
葉
の
宮
は
︑
一
度
結
婚
生
活
を
経
験
し
た
身
で
あ
る
の
に
世
慣
れ
し
て

い
な
い
よ
う
な
態
度
を
取
る
の
だ
︑
と
自
分
を
責
め
な
が
ら
も
求
婚
す
る
夕
霧

の
言
葉
を
聞
い
て
︑
﹁
い
か
が
言
ふ
べ
き
と
わ
び
し
う
思
し
め
ぐ
ら
﹂
し
て
︑

﹁
わ
れ
の
み
や
﹂
の
歌
を
詠
む
︒
こ
の
歌
は
﹁
袖
の
名
を
く
た
す
べ
き
﹂
と
夕

霧
の
求
婚
を
拒
否
し
た
歌
で
あ
る
と
同
時
に
︑
柏
木
と
の
不
本
意
な
結
婚
生
活

の
あ
と
に
︑
夕
霧
と
自
分
の
不
本
意
な
噂
が
流
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
嘆
く
歌
で

あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
夕
霧
は
︑﹁
袖
の
名
や
は
か
く
る
る
﹂
と
返
歌
を
つ
け

る
が
︑
落
葉
宮
の
嘆
き
の
深
さ
を
理
解
し
得
な
い
︒
二
人
は
贈
答
を
交
わ
す
も

﹃
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の
の
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
心
を
通
わ
す
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
用
例
で
は
男
の
言
葉
を
き
っ
か
け
に
し

て
女
が
歌
を
詠
み
︑
男
が
そ
れ
に
返
歌
を
つ
け
る
こ
と
で
︑
双
方
の
意
識
の
ず

れ
を
表
し
て
い
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
に
は
こ
の
よ
う

な
場
合
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

ま
と
め
に
か
え
て

本
稿
で
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
か
ら
の
贈
歌
に
つ
い
て
の
考
察
を
進

め
た
︒
そ
の
結
果
と
し
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
女
か
ら
の
贈
歌
と
さ
れ

る
歌
の
中
に
︑
女
か
ら
の
贈
歌
の
中
に
は
︑
男
側
の
働
き
に
対
し
て
女
が
歌
で

答
え
て
い
る
と
い
う
形
式
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
そ
し

て
そ
れ
ら
を
女
側
の
積
極
性
と
い
っ
た
問
題
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
の
で
は
な

く
︑
広
く
歌
の
贈
答
と
い
う
視
点
で
見
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い

う
問
題
を
得
た
︒

今
後
も
和
歌
の
生
成
や
照
応
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
な
が
ら
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

に
お
い
て
︑
和
歌
が
ど
の
よ
う
な
贈
答
の
仕
組
み
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒

注①

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
和
歌
の
分
類
に
関
し
て
は
︑
小
町
谷
氏
の
ほ
か
︑
森
岡
常
夫
氏
︑

後
藤
祥
子
氏
︑
倉
田
実
氏
の
論
考
が
あ
る
︒

②

小
町
谷
照
彦
﹃
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
四
年
︑

四
～
五
頁
︒

③

同
書
︑
八
七
〇
頁
︒

④

注
②
に
同
じ
︒

⑤

鈴
木
一
雄
﹁
源
氏
物
語
の
和
歌
﹂﹃
国
文
学
﹄
第
一
三
巻
第
六
号
︑
学
燈
社
︑
一

九
六
八
年
五
月
︒

⑥

鈴
木
日
出
男
﹃
古
代
和
歌
史
論
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
〇
年
︑
六
〇
頁
︒

⑦

高
木
和
子
﹁
女
か
ら
の
贈
歌
﹂
﹃
む
ら
さ
き
﹄
第
四
二
輯
︑
武
蔵
野
書
院
︑
二
〇

〇
五
年
一
二
月
︒

⑧

高
木
和
子
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
に
現
れ
た
手
紙

︱
求
愛
の
和
歌
の
贈
答
を
中
心
に
﹂

金
水
敏
・
高
田
博
行
・
椎
名
美
智
編
﹃
歴
史
語
用
論
の
世
界

文
法
化
・
待
遇
表

現
・
発
話
行
為
﹄
ひ
つ
じ
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︒

⑨

高
野
晴
代
﹁︿
講
演
﹀
源
氏
物
語
と
和
歌

︱
促
さ
れ
た
贈
歌
を
め
ぐ
っ
て
﹂
﹃
む

ら
さ
き
﹄
第
四
七
輯
︑
武
蔵
野
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
一
二
月
︒

⑩

澪
標
巻
︑
二
九
二
～
三
頁
︒

⑪

幻
巻
︑
五
三
七
頁
︒

⑫

明
石
巻
︑
二
二
四
頁
︒

⑬

松
風
巻
︑
四
一
三
頁
︒

⑭

黒
須
重
彦
﹃
夕
顔
と
い
う
女
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
七
五
年
︒
な
ど
︒

⑮

原
岡
文
子
﹁
遊
女
・
巫
女
・
夕
顔

︱
夕
顔
の
巻
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
﹃
源
氏
物

語
の
人
物
と
表
現

そ
の
両
義
的
展
開
﹄
翰
林
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
︒
初
出
：﹃
共

立
女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
﹄
第
三
二
号
︑
一
九
八
八
年
二
月
︒

⑯

﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物
語
①
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
︑
一
〇
一

頁
︒
藤
井
貞
和
﹁
三
輪
山
神
話
式
語
り
の
方
法
そ
の
ほ
か

︱
夕
顔
の
巻

︱
﹂

﹃
共
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
﹄
第
二
二
号
︑
一
九
七
九
年
一
二
月
︒

﹃
源
氏
物
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⑰

玉
上
琢
彌
﹃
源
氏
物
語
評
釈
第
一
巻
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
六
四
年
︒

⑱

石
井
正
巳
﹁﹁
夕
顔
﹂
巻
の
冒
頭
に
つ
い
て
﹂﹃
太
田
善
麿
先
生
退
官
記
念
文
集
﹄

一
九
八
〇
年
︑
工
藤
重
矩
﹁
源
氏
物
語
夕
顔
巻
の
発
端

︱
﹁
心
あ
て
に
﹂﹁
寄
り

て
こ
そ
﹂
の
和
歌
解
釈

︱
﹂﹃
福
岡
教
育
大
学
紀
要

第
一
分
冊

文
科
編
﹄
第

五
〇
号
︑
二
〇
〇
一
年
二
月
︒

⑲

清
水
婦
久
子
﹃
光
源
氏
と
夕
顔

︱
身
分
違
い
の
恋

︱
﹄
新
典
社
︑
二
〇
〇
八

年
︒
廣
田
收
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
独
詠
歌
﹂
考
﹂﹃
人
文
学
﹄
第
一
八
八
号
︑
二
〇
一

一
年
一
一
月
︒
吉
海
直
人
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
夕
顔
巻
の
再
検
討

︱
﹁
ひ
と
り
ご
つ
﹂

の
意
味
に
注
目
し
て

︱
﹂﹃
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
﹄
第

一
二
号
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︒
な
お
︑
高
木
和
子
氏
も
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
︒

⑳

﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
②
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
五
年
︑
八
七
頁
︑

頭
注
二
二
︑
二
三
︒

㉑

玉
上
琢
彌
﹃
源
氏
物
語
評
釈

第
一
巻
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
六
四
年
︑
五
〇
二
頁
︒

㉒

注
⑧
に
同
じ
︒

㉓

六
条
御
息
所
の
歌
が
源
氏
の
言
葉
に
対
す
る
応
答
の
体
裁
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
︑
小
町
谷
氏
︑
鈴
木
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

㉔

鈴
木
日
出
男
﹁﹃
鈴
虫
﹄
巻
の
方
法
と
文
体
﹂﹃
む
ら
さ
き
﹄
第
七
輯
︑
一
九
六
八

年
一
一
月
︒

㉕

藤
裏
葉
巻
︑
四
四
一
頁
︒

㉖

﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
①
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
四
年
︑
三
五
八

～
九
頁
︑
頭
注
三
一
︒

㉗

幻
巻
︑
五
三
八
～
九
頁
︒

㉘

若
菜
下
巻
︑
二
三
五
～
六
頁
︒

㉙

夕
顔
巻
︑
一
六
二
頁
︒

㉚

こ
の
よ
う
に
︑
光
源
氏
の
言
葉
に
対
し
て
自
ら
の
不
安
を
切
り
返
す
歌
を
明
石
の

君
は
薄
雲
巻
に
お
い
て
も
詠
ん
で
い
る
︵
②
薄
雲
巻
︑
四
六
六
頁
︶︒

㉛

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
④
﹄
小
学
館
︑
一
九
九
六
年
︑
二
四
五
頁
︑

頭
注
一
九
︒

㉜

倉
田
実
﹃
紫
の
上
造
形
論
﹄
新
典
社
︑
一
九
八
八
年
︑
二
二
七
頁
︒

㉝

若
菜
下
巻
︑
二
四
五
頁
︒

㉞

夕
霧
巻
︑
四
〇
九
頁
︒

︹
附
記
︺

本
稿
で
使
用
し
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
本
文
は
﹃
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
﹄
の
も
の
を
用
い
た
︒
引
用
の
際
に
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
巻
数
・

巻
名
・
頁
数
を
文
末
に
示
し
た
︒
ま
た
︑︵

︶
内
の
人
物
名
は
発
話
者
か
あ

る
い
は
歌
の
詠
者
を
示
す
︒
﹃
古
今
和
歌
集
﹄﹃
後
撰
和
歌
集
﹄﹃
拾
遺
和
歌

集
﹄
の
本
文
は
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
の
も
の
を
使
用
し
た
︒
引
用
論

文
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
本
文
中
の

︱
は
稿
者
が
私
的
に
附
し
た
も
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
本
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
︑
牧
野
さ
や
か
氏
の
修
士
論
文
を
﹁﹃
源
氏

物
語
﹄
方
法
と
し
て
の
和
歌

︱
桐
壺
更
衣
の
和
歌
を
中
心
に

︱
﹂
︵﹃
日

本
古
典
文
学
研
究
﹄
第
一
号
︑
二
〇
一
一
年
一
〇
月
︶
か
ら
多
大
な
示
唆
を

受
け
た
︒
記
し
て
謝
意
を
示
し
た
い
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
贈
答
歌
考

一
四


