
歌
語
「
み
る
め
」
表
現
考

大

竹

明

香

は
じ
め
に

海
辺
に
関
連
し
て
和
歌
に
詠
ま
れ
る
歌
語
に
「
海
松
布
」
が
あ
る
。
本
稿
で

は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
三
代
集
に
採
ら
れ
た
「
み
る
め
」
が
詠
み
込
ま
れ

て
い
る
和
歌
の
用
例
を
精
査
し
、
そ
れ
ら
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら

に
は
歌
語
「
み
る
め
」
が
歌
物
語
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
物
語
に
お
い
て
用

い
ら
れ
る
際
の
、
表
現
世
界
の
拡
が
り
に
つ
い
て
も
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

一
『
古
今
和
歌
六
帖
』

は
じ
め
に
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
採
ら
れ
た
和
歌
に
お
け
る
歌
語
「
み
る
め
」

の
用
例
を
見
て
み
（
１
）

た
い
。
以
下
に
そ
の
用
例
を
あ
げ
る
。

①
君
こ
ふ
る
な
み
だ
の
そ
こ
に
う
み
は
あ
れ
ど
ひ
と
を
み
る
め
は
お
ひ
ず

ぞ
有
り
け
る

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
七
五
三
・
う
み
）

②
し
ら
な
み
を
を
り
か
け
あ
ま
の
こ
ぐ
舟
は
い
の
ち
に
か
ふ
る
み
る
め
か

る
に
か

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
八
六
三
・
み
る
め
）

③
お
ほ
か
た
は
わ
が
な
ぞ
み
な
と
こ
ぎ
い
で
な
ん
人
を
み
る
め
も
お
き
に

こ
そ
か
れ

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
八
六
四
・
み
る
め
）

④
み
つ
し
ほ
の
な
が
れ
ひ
る
ま
も
あ
ひ
が
た
み
み
る
め
の
う
ら
に
よ
る
を

こ
そ
ま
て

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
八
六
六
・
み
る
め
）

⑤
わ
た
つ
う
み
の
そ
こ
に
あ
れ
た
る
み
る
め
を
ば
み
舟
こ
ぎ
て
ぞ
あ
ま
は

か
る
て
ふ

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
八
六
七
・
み
る
め
）

⑥
お
ぼ
ろ
げ
の
あ
ま
や
は
か
づ
く
い
せ
の
う
み
の
な
み
た
か
き
う
ら
に
生
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ふ
る
み
る
め
は

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
八
六
八
・
み
る
め
）

⑦
い
せ
の
う
み
の
あ
さ
な
夕
な
に
か
づ
く
て
ふ
み
る
め
に
人
を
あ
く
よ
し

も
が
な

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
八
六
九
・
み
る
め
）

⑧
し
ら
な
み
の
た
ち
さ
わ
ぐ
と
も
こ
り
ず
ま
の
う
ら
の
み
る
め
は
か
ら
ん

と
ぞ
思
ふ

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
八
七
〇
・
み
る
め
）

⑨
お
も
ひ
く
れ
な
げ
き
あ
か
し
の
は
ま
に
よ
る
み
る
め
す
く
な
く
な
り
ぬ

べ
ら
な
り

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
九
一
八
・
は
ま
）

⑩
よ
そ
な
り
し
思
ひ
吹
上
の
は
ま
に
ほ
す
み
る
め
は
か
た
き
物
に
ざ
り
け

る

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
三
・
一
九
一
九
・
は
ま
）

⑪
は
や
き
せ
に
み
る
め
お
ひ
せ
ば
わ
が
袖
の
な
み
だ
の
川
に
う
ゑ
て
み
ま

し
を

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
四
・
二
〇
八
四
・
な
み
だ
が
は
・
つ
ら
ゆ
き
あ
る
本
）

⑫
見
る
も
な
く
め
も
な
き
う
ら
の
は
ま
に
い
で
て
か
へ
す
が
へ
す
も
う
ら

み
つ
る
か
な

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
四
・
二
一
一
二
・
う
ら
み
・
と
も
の
り
あ
る
本
）

⑬
な
に
は
が
た
し
ほ
ひ
の
な
ご
り
あ
く
ま
で
に
人
の
み
る
め
を
わ
れ
は
と

も
し
き

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
五
・
二
六
三
六
・
こ
と
ひ
と
を
思
ふ
）

⑭
ち
か
け
れ
ど
あ
ふ
み
の
う
み
ぞ
か
か
り
て
ふ
み
る
め
も
お
ひ
ぬ
中
や
な

に
な
る

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
五
・
二
七
六
一
・
も
の
へ
だ
て
た
る
・
つ
ら
ゆ
き
）

⑮
み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
あ
ま
の
あ
し
た

ゆ
く
く
る

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
五
・
三
〇
三
三
・
く
れ
ど
あ
は
ず
・
こ
ま
ち
）

⑯
こ
の
よ
に
て
君
を
み
る
め
の
か
た
か
ら
ば
こ
ん
よ
の
あ
ま
と
な
り
て
か

づ
か
ん

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
五
・
三
一
三
〇
・
こ
む
よ
）

⑰
な
に
せ
ん
に
へ
た
の
み
る
め
を
お
も
ひ
け
む
お
き
つ
た
ま
も
を
か
づ
く

身
に
し
て

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
五
・
三
三
三
八
・
裳
）

『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
お
い
て
、
歌
語
「
み
る
め
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌

が
最
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
第
三
の
部
で
あ
る
。
こ
の
『
古
今
和
歌
六

帖
』
第
三
の
部
立
て
に
は
、「
…
せ
・
う
み
・
あ
ま
・
た
く
な
は
・
し
ほ
・
し

ほ
が
ま
・
ふ
ね
・
つ
り
・
い
か
り
・
あ
み
・
な
の
り
そ
・
も
・
み
る
め
・
わ
れ

か
ら
・
う
ら
・
か
ひ
・
な
ぎ
さ
・
し
ま
・
は
ま
・
ち
ど
り
…
」
と
あ
り
、
海
辺
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に
関
す
る
歌
語
が
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、「
み
る
め
」
が
海
に
生
え
る
海
藻

で
あ
る
こ
と
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
み
る
め
」
と
共
に
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
語
に
「
海
人
」
が
あ
げ

ら
れ
る
。
②
⑤
⑥
⑮
⑯
に
あ
げ
た
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、「
海
人
」
は
「
み

る
め
」
を
採
る
者
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
み
る
め
」
を
採
る
意
は
、

和
歌
に
お
い
て
は
「
か
る
」
や
「
か
づ
く
」
の
語
が
相
当
し
、
②
③
⑤
⑥
⑦
⑧

⑮
⑯
⑰
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
。（
た
だ
し
⑮
は
「
離
れ
な
で
」
が
「
刈
れ
な
で
」

と
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
。）
そ
し
て
こ
の
「
み
る
め
」
を
「
か
る
」
や
「
か

づ
く
」
は
、
歌
語
「
み
る
め
」
の
修
辞
法
の
特
徴
で
あ
る
人
を
「
見
る
目
」、

す
な
わ
ち
、
想
っ
て
い
る
相
手
に
「
逢
う
機
会
」
を
得
る
と
の
意
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
⑯
で
は
、
実
際
に
は
逢
い
が
た
い
相

手
で
は
あ
る
が
、
自
分
が
「
み
る
め
」
を
刈
る
「
海
人
」
と
な
っ
た
ら
逢
え
る

だ
ろ
う
か
、
と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
⑪
の
よ
う
に
、
相
手
に
逢
う
意
と
な
る
表

現
に
「
み
る
め
お
ふ
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
が
「
逢
い
難
い
」
の
意
と

な
る
場
合
は
、
①
⑭
の
よ
う
に
「
お
ひ
ず
」
や
「
お
ひ
ぬ
」
と
な
る
。
同
様
の

意
と
し
て
は
⑫
や
⑮
の
よ
う
に
「
み
る
め
な
き
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
歌
も
あ
る
。

二

三
代
集

次
に
、
三
代
集
に
採
ら
れ
た
「
み
る
め
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
和
歌
を
以

下
に
あ
（
２
）

げ
る
。
な
お
、
先
に
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
用
例
と
し
て
あ
げ
た
歌
を

含
む
。

⑱
は
や
き
瀬
に
見
る
め
お
ひ
せ
ば
わ
が
袖
の
涙
の
河
に
植
へ
ま
し
も
の
を

（
古
今
和
歌
集
・
五
三
一
・
恋
歌
一
）

⑲
し
き
た
へ
の
枕
の
下
に
海
は
あ
れ
ど
人
を
み
る
め
は
生
ひ
ず
ぞ
あ
り
け
る

（
古
今
和
歌
集
・
五
九
五
・
恋
歌
二
）

⑳
み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ば
や
離
れ
な
で
海
人
の
足
た
ゆ
く

く
る

（
古
今
和
歌
集
・
六
二
三
・
恋
歌
三
・
小
野
小
町
）

㉑
満
つ
潮
の
流
れ
ひ
る
ま
を
逢
ひ
が
た
み
見
る
め
の
浦
に
よ
る
を
こ
そ
待
て

（
古
今
和
歌
集
・
六
六
五
・
恋
歌
三
・
清
原
深
養
父
）

㉒
大
方
は
わ
が
名
も
水
門
こ
ぎ
い
で
な
む
世
を
う
み
べ
た
に
見
る
め
少
な
し

（
古
今
和
歌
集
・
六
六
九
・
恋
歌
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

㉓
伊
勢
の
あ
ま
の
朝
な
夕
な
に
潜
く
て
ふ
見
る
め
に
人
を
飽
く
よ
し
も
哉

（
古
今
和
歌
集
・
六
八
三
・
恋
歌
四
）

㉔
浪
分
け
て
見
る
よ
し
も
哉
わ
た
つ
み
の
そ
こ
の
見
る
め
も
紅
葉
散
る
や
と

（
後
撰
和
歌
集
・
四
一
七
・
秋
下
・
文
室
朝
康
）

あ
る
所
に
近
江
と
い
ひ
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
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け
る

㉕
潮
満
た
ぬ
海
と
聞
け
ば
や
世
と
と
も
に
み
る
め
な
く
し
て
年
の
へ
ぬ
ら
ん

（
後
撰
和
歌
集
・
五
二
八
・
恋
一
）

平
定
文
が
も
と
よ
り
、「
難
波
の
方
へ
な
む
ま
か
る
」

と
言
ひ
送
り
て
侍
け
れ
ば

㉖
浦
わ
か
ず
み
る
め
刈
る
て
ふ
海
人
の
身
は
何
か
難
波
の
方
へ
し
も
行
く

（
後
撰
和
歌
集
・
五
五
三
・
恋
一
・
土
佐
）

題
し
ら
ず

㉗
見
る
め
刈
る
渚
や
い
づ
こ
あ
ふ
ご
な
み
立
寄
る
方
も
知
ら
ぬ
我
が
身
は

（
後
撰
和
歌
集
・
六
五
〇
・
恋
二
・
在
原
元
方
）

心
ざ
し
は
あ
り
な
が
ら
、
え
逢
は
ざ
り
け
る
人
に
つ

か
は
し
け
る

㉘
見
る
め
刈
る
方
ぞ
あ
ふ
み
に
な
し
と
聞
く
玉
藻
を
さ
へ
や
海
人
は
潜
か
ぬ

（
後
撰
和
歌
集
・
七
七
二
・
恋
三
）

返
事
も
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
又
か
さ
ね
て
つ
か
は

し
け
る

㉙
み
る
も
な
く
め
も
な
き
海
の
磯
に
出
で
て
か
へ
る
〴
〵
も
怨
つ
る
哉

（
後
撰
和
歌
集
・
七
九
九
・
恋
四
）

消
息
し
ば
〳
〵
つ
か
は
し
け
る
を
、
父
母
侍
て
、
制

し
侍
け
れ
ば
、
え
逢
ひ
侍
ら
で

㉚
あ
ふ
み
て
ふ
方
の
し
る
べ
も
得
て
し
哉
見
る
め
な
き
こ
と
行
き
て
う
ら
み

ん

（
後
撰
和
歌
集
・
八
五
八
・
恋
四
・
源
善
の
朝
臣
）

題
し
ら
ず

㉛
伊
勢
の
海
に
遊
海
人
と
も
な
り
に
し
か
浪
か
き
わ
け
て
見
る
め
か
づ
か
む

（
後
撰
和
歌
集
・
八
九
一
・
恋
五
・
在
原
業
平
朝
臣
）

返
し

32
お
ぼ
ろ
げ
の
海
人
や
は
か
づ
く
伊
勢
の
海
の
浪
高
き
浦
に
生
ふ
る
見
る
め

は

（
後
撰
和
歌
集
・
八
九
二
・
恋
五
・
伊
勢
）

文
つ
か
は
し
け
る
女
の
、
親
の
伊
勢
へ
ま
か
り
け
れ

ば
、
共
に
ま
か
り
け
る
に
、
つ
か
は
し
け
る

33
伊
勢
の
海
人
と
君
し
な
り
な
ば
同
じ
く
は
恋
し
き
程
に
見
る
め
刈
ら
せ
よ

（
後
撰
和
歌
集
・
九
〇
八
・
恋
五
）

滋
賀
の
辛
崎
に
て
、
祓
し
け
る
人
の
下
仕
へ
に
、
み

る
と
い
ふ
侍
け
り
。
大
伴
黒
主
そ
こ
ま
で
来
て
、

か
の
み
る
に
心
を
つ
け
て
言
ひ
た
は
ぶ
れ
け
り
。
祓

果
て
て
、
車
よ
り
黒
主
に
物
か
づ
け
け
る
。
そ
の
裳
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の
腰
に
書
き
つ
け
て
、
み
る
に
贈
り
侍
け
る
。

34
何
に
せ
ん
へ
た
の
み
る
め
を
思
け
ん
沖
つ
玉
藻
を
か
づ
く
身
に
し
て

（
後
撰
和
歌
集
・
一
〇
九
九
・
雑
一
・
く
ろ
ぬ
し
）

返
し

35
か
づ
き
出
し
沖
の
藻
屑
も
忘
れ
ず
は
そ
こ
の
み
る
め
を
我
に
刈
ら
せ
よ

（
後
撰
和
歌
集
・
一
一
四
九
・
雑
二
・
輔
臣
朝
臣
）

亭
子
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
に
、
御
斎
の
下
し
た
ま
は

せ
た
り
け
れ
ば

36
伊
勢
の
海
に
年
へ
て
住
み
し
あ
ま
な
れ
ど
か
ゝ
る
み
る
め
は
か
づ
か
ざ
り

し
を

（
後
撰
和
歌
集
・
一
二
七
九
・
雑
四
）

37
み
る
め
か
る
海
人
と
は
な
し
に
君
恋
ふ
る
我
が
衣
手
の
か
は
く
時
な
き

（
拾
遺
和
歌
集
・
六
六
七
・
恋
一
）

歌
語
「
海
松
布
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
見
る
目
」
と
の
掛
詞
と
し
て
用

い
ら
れ
、
和
歌
に
お
い
て
は
「
相
手
に
会
う
機
会
」
す
な
わ
ち
「
逢
瀬
」
の
意

を
暗
喩
す
る
表
現
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、『
古
今

和
歌
六
帖
』
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
先
に
あ
げ
た
三
代
集
の
㉔
、

34
、
35
、
36
、
が
雑
の
部
で
あ
る
こ
と
を
除
く
と
、
他
は
す
べ
て
「
恋
の
部
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
部
立
て
の
特
徴
は
三
代
集
に
な
っ
て
新
た

に
指
摘
し
う
る
特
徴
で
あ
る
。
く
わ
え
て
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
お
い
て
も
確

認
し
た
と
お
り
、「
海
松
布
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌
を
見
て
み
る
と
、
歌
語

「
海
松
布
」
は
海
人
や
浦
、
波
な
ど
の
語
が
縁
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、

な
か
で
も
、
海
人
が
「
み
る
め
」
を
刈
る
こ
と
か
ら
、「
み
る
め
」
か
ら
「
刈

る
」の
語
が
導
か
れ
、「
み
る
め
刈
る
」と
詠
ま
れ
て
い
る
歌
も
散
見
す
る
。「
み

る
め
刈
る
」
と
は
、「
見
る
機
会
を
得
る
」、
多
く
は
男
性
が
女
性
に
「
逢
う
機

会
を
得
る
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
み
る
め
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌
に
は
、
伊
勢
や
近
江
の
地
名

が
共
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
㉓
、
㉛
、
32
、
33
、
36

の
和
歌
に
お
い
て
「
伊
勢
」
が
「
み
る
め
か
づ
く
」
な
ど
、「
み
る
め
」
を
採

る
、
す
な
わ
ち
「
見
る
目
を
得
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
の
意
を
含
ま
せ
て
詠
ま

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
㉗
、
㉘
、
㉚
の
和
歌
に
お
い
て
「
近
江
」
は
「
み
る
め
」

に
「
な
し
」
の
語
が
付
与
さ
れ
、「
見
る
目
を
得
ら
れ
な
い
」
の
意
と
し
て
詠

ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
特
徴
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「
近
江
」
に
「
み
る
め
」
が
な
い
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
た
と

え
ば
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
の
「
近
江
の
海
」
の
項
（
３
）

で
は
、

「
あ
ふ
み
の
み
」「
淡
海
の
海
」
と
も
。
近
江
国
の
歌
枕
。
滋
賀
県
の
琵

琶
湖
。（
中
略
）「
逢
ふ
身
」を
掛
け
た
り
淡
水
ゆ
え
生
え
な
い
海
松
布（
見

る
目
）
を
詠
み
込
む
の
が
主
流
と
な
る
。

と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
あ
た
る
例
と
し
て
は
、『
平
中
物
語
』
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二
十
四
段
「
近
江
の
守
の
女
」
の
用
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
（
４
）

き
る
。

ま
た
、
こ
の
男
、
親
近
江
な
る
人
に
、
い
と
し
の
び
て
す
み
け
り
。
さ

る
あ
ひ
だ
に
、
こ
の
女
の
親
、
気
色
を
や
見
け
む
、
く
ぜ
ち
、
ま
も
り
、

い
さ
か
ひ
て
、
日
も
す
こ
し
暮
る
れ
ば
、
門
鎖
し
て
、
う
か
が
ひ
け
れ
ば
、

女
は
思
ひ
さ
は
り
、
男
あ
ふ
よ
し
も
な
く
て
、
か
ら
う
し
て
、
築
地
を
越

え
て
、
こ
の
男
入
り
け
り
。（
中
略
）
親
、
気
色
見
て
、
い
み
じ
く
の
の

し
り
け
れ
ば
、「
さ
ら
に
対
面
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
は
や
、
帰
り
ね
」
と

ぞ
、
い
ひ
い
だ
し
た
り
け
れ
ば
、「
ゆ
く
先
は
と
も
か
く
も
あ
れ
、
つ
ゆ

に
て
も
あ
は
れ
と
思
は
る
る
も
の
な
ら
ば
、
今
宵
帰
り
ね
」
と
、
せ
ち
に

い
ひ
い
だ
し
た
り
け
る
、
帰
る
と
て
、
男
、

み
る
め
な
み
た
ち
や
か
へ
ら
む
近
江
路
は
名
の
み
海
な
る
浦
と
う
ら

み
て

男
の
詠
ん
だ
歌
に
は
、「
近
江
（
逢
ふ
身
）
の
海
と
は
名
ば
か
り
で
、
み
る

め
も
生
え
な
い
」
と
あ
る
。
こ
の
『
平
中
物
語
』
の
用
例
は
、「
み
る
め
」
の

語
が
「
近
江
」
の
語
と
共
に
詠
み
込
ま
れ
る
際
に
「
あ
ふ
み
の
海
」「
み
る
め

お
ひ
ぬ
」
な
ど
の
修
辞
法
が
確
認
で
き
る
格
好
の
例
で
あ
ろ
う
。

な
お
、『
平
中
物
語
』
に
お
け
る
歌
語
「
み
る
め
」
の
用
例
は
、
四
段
「
断

念
」
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
お
な
じ
男
、
こ
の
二
年
ば
か
り
、
も
の
い
ひ
す
さ
ぶ
る
人

ぞ
あ
り
け
る
。
い
か
で
、
な
ほ
対
面
せ
む
と
い
ふ
心
ぞ
、
せ
ち
に
あ
り
け

る
。
返
り
こ
と
に
、
女
、
か
く
な
む
。

わ
た
つ
う
み
の
底
に
生
れ
た
る
み
る
め
を
ば
三
年
漕
ぎ
て
ぞ
海
人
は

刈
り
け
る

男
、
返
し
、

う
ら
み
つ
つ
春
三
返
り
を
漕
が
む
間
に
命
絶
え
ず
は
さ
て
や
や
み
な

む

か
か
る
ほ
ど
に
、
こ
の
男
、「
死
ぬ
べ
く
病
み
て
な
む
」
と
告
げ
け
れ
ば
、

問
は
で
や
み
に
け
れ
ば
、
さ
て
や
み
に
け
り
。

「
逢
い
た
い
」
と
言
う
男
に
対
す
る
女
の
返
歌
は
、
海
の
底
に
生
え
て
い
る

「
み
る
め
」
を
、
海
人
は
三
年
か
け
て
刈
り
取
る
の
だ
、
と
の
意
で
あ
り
、「
見

る
目
」、
逢
う
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
「
み
る
め
」
の
縁
語
と
し
て

「
海
人
」、「
刈
る
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
歌
は
先
に
確
認
し
て
き

た
歌
語
「
み
る
め
」
の
修
辞
法
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
こ
こ
で
は
「
底
」
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
底
」
の
語
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
。

三

歌
物
語
に
お
け
る
「
み
る
め
」

こ
こ
か
ら
は
、『
源
氏
物
語
』
に
先
行
す
る
歌
物
語
の
用
例
に
つ
い
て
詳
し

く
み
て
い
き
た
い
。
は
じ
め
に
、『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
に
お
い
て
「
伊
勢
を
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の
海
人
の
名
を
や
沈
め
む
」（
絵
合
②
三
（
５
）

八
二
）
と
藤
壺
の
言
う
『
伊
勢
物
語
』

の
「
み
る
め
」
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
「
み
る
め
」

の
用
例
が
確
認
で
き
る
の
は
、
第
二
十
五
段
、
第
七
十
段
、
第
七
十
五
段
で

（
６
）

あ
る
。む

か
し
、
男
あ
り
け
り
。
あ
は
じ
と
も
い
は
ざ
り
け
る
女
の
、
さ
す
が
な

り
け
る
が
も
と
に
、
い
ひ
や
り
け
る
。

秋
の
野
に
さ
さ
わ
け
し
朝
の
袖
よ
り
も
あ
は
で
寝
る
夜
ぞ
ひ
ち
ま
さ

り
け
る

色
好
み
な
る
女
、
返
し
、

み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
離
れ
な
で
海
人
の
足
た

ゆ
く
来
る

（
二
十
五
段

逢
は
で
寝
る
夜
）

二
十
五
段
の
女
の
返
歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
た
小
野
小
町
の
歌

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
を
は
じ
め
、
こ
の
よ
う
に
『
伊
勢
物

語
』
に
も
見
受
け
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
二
十
五
段
は
、
昔
男
と
「
色
好
み
な
る

女
」
と
の
贈
答
歌
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
は
、

恋
歌
三
、
六
二
二
番
歌
、
在
原
業
平
の
詠
歌
と
し
て
前
者
の
「
秋
の
野
に
―
」

歌
は
入
集
し
て
お
り
、
続
く
六
二
三
番
歌
に
小
野
小
町
詠
「
み
る
め
な
き
―
」

歌
が
並
列
し
て
い
る
。
片
桐
洋
一
氏
は
六
二
二
番
歌
と
六
二
三
番
歌
の
関
係
及

び
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
五
段
に
つ
（
７
）

い
て
、

「
秋
の
野
に
〜
」
と
い
う
贈
歌
と
「
み
る
め
な
き
〜
」
と
い
う
返
歌
の
間

に
は
、
内
容
的
な
対
応
も
な
け
れ
ば
、
用
語
上
の
共
通
性
も
な
い
。「
ま

だ
見
ぬ
恋
」
を
詠
ん
だ
歌
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
ゆ
え
に
並
ん
で
採

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
贈
歌
と
し
て
は
な
り
立
た
な
い
。『
伊
勢
物

語
』
が
、『
古
今
集
』
に
お
い
て
業
平
の
歌
と
偶
然
並
べ
ら
れ
て
い
た
小

町
の
歌
を
増
補
し
て
物
語
の
成
長
を
は
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、
現
代
の
注
釈
書
に
お
い
て
通
底
し
て
い
る
も

の
の
よ
う
で
（
８
）

あ
る
。
ま
た
片
桐
氏
は
、
小
町
の
「
み
る
め
な
き
―
」
歌
の
解
釈

史
が
、
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ひ
と
つ
に
は
歌
意
の
解
釈
に
つ

い
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
、『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
、
業
平
の
歌
と
の
贈
答
歌

と
し
て
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
、「
色
好
み
な
る
女
」
が
小
野

小
町
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
み
る
め
な

き
―
」
歌
に
つ
い
て
の
注
釈
史
に
つ
い
て
は
、
高
野
奈
未
氏
に
詳
細
な
論
考
が

（
９
）

あ
る
。

「
み
る
め
な
き
―
」
歌
の
多
岐
に
わ
た
る
注
釈
史
の
様
相
は
、
歌
意
の
解
釈

の
難
し
さ
に
く
わ
え
て
、
説
話
化
し
て
ゆ
く
小
野
小
町
像
と
も
関
わ
り
な
が
ら

展
開
さ
れ
て
お
り
、
歌
語
「
み
る
め
」
の
用
例
の
な
か
で
、
こ
の
歌
が
後
代
に

最
も
影
響
を
与
え
、
享
受
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
他
に
も
「
み
る
め
」
の
用
例
が
散
見
す
る
。

以
下
に
見
て
み
よ
う
。
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む
か
し
、
男
、
狩
の
使
よ
り
か
へ
り
来
け
る
に
、
大
淀
の
わ
た
り
に
宿
り

て
、
斎
の
宮
の
わ
ら
は
べ
に
い
ひ
か
け
る
。

み
る
め
刈
る
か
た
や
い
づ
こ
ぞ
棹
さ
し
て
わ
れ
に
教
へ
よ
あ
ま
の
つ

り
船

（
七
十
段

あ
ま
の
釣
船
）

む
か
し
、
男
、「
伊
勢
の
国
に
率
て
い
き
て
あ
ら
む
」と
い
ひ
け
れ
ば
、
女
、

大
淀
の
浜
に
生
ふ
て
ふ
み
る
か
ら
に
心
は
な
ぎ
ぬ
か
た
は
ら
ね
ど
も

と
い
ひ
て
、
ま
し
て
つ
れ
な
か
り
け
れ
ば
、
男
、

袖
ぬ
れ
て
あ
ま
の
刈
り
ほ
す
わ
た
つ
う
み
の
み
る
を
あ
ふ
に
て
や
ま

む
と
や
す
る

女
、

岩
間
よ
り
生
ふ
る
み
る
め
し
つ
れ
な
く
は
し
ほ
干
し
ほ
満
ち
か
ひ
も

あ
り
な
む

ま
た
、
男
、

な
み
だ
に
ぞ
ぬ
れ
つ
つ
し
ぼ
る
世
の
人
の
つ
ら
き
心
は
袖
の
し
づ
く

か

世
に
あ
ふ
こ
と
の
か
た
き
女
に
な
む
。

（
七
十
五
段

海
松
）

『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」
の
用
例
の
う
ち
、
第
七
十
段
と
第
七

十
五
段
が
「
伊
勢
」
の
地
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
に
お
け
る
藤
壺
の
言
葉
に
は
、「
見
る
め
こ
そ
う
ら

ふ
り
ぬ
ら
め
年
へ
に
し
伊
勢
を
の
海
人
の
名
を
や
沈
め
む
」（
絵
合
②
三
八
二
）

と
あ
り
、
か
つ
て
須
磨
、
明
石
の
地
に
流
離
の
日
々
を
過
ご
し
た
光
源
氏
の
不

遇
を
思
う
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
歌
語
「
み
る
め
」
が
「
不
遇
」
の
意
に
関

わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、『
大
和
物
語
』
三
十
段
「
ふ
け
ゐ
の

浦
」
に
、
以
下
の
よ
う
な
用
例
が
見
出
（
１０
）

せ
る
。

故
右
京
の
大
夫
宗
于
の
君
、
な
り
い
づ
べ
き
ほ
ど
に
、
わ
が
身
の
え
な

り
い
で
ぬ
こ
と
と
、
思
ひ
た
ま
ひ
け
る
こ
ろ
ほ
ひ
、
亭
子
の
帝
に
、
紀
伊

国
よ
り
石
つ
き
た
る
海
松
を
な
む
奉
り
け
る
を
題
に
て
、
人
々
歌
よ
み
け

る
に
、
右
京
の
大
夫
、

沖
つ
風
ふ
け
ゐ
の
浦
の
立
つ
浪
の
な
ご
り
に
さ
へ
や
わ
れ
は
し
づ
ま

む

こ
れ
は
、
伊
勢
よ
り
献
上
さ
れ
た
「
石
に
つ
き
た
る
海
松
」
を
題
と
し
て
歌

が
詠
ま
れ
た
も
の
で
、「
わ
れ
は
し
づ
ま
む
」
と
は
自
身
の
不
遇
を
嘆
く
表
現

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
海
松
」
は
歌
の
詠
題
で
あ
っ
た
。「
海
松
」
が
「
不
遇
」

の
意
を
表
す
語
を
導
く
用
例
と
し
て
「
海
松
」
に
「
う
き
」
の
語
が
付
与
さ
れ

た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
大
和
物
語
』
七
十
九
段
「
須
磨
の
浦
」
に
は
、

ま
た
、
お
な
じ
親
王
に
、
お
な
じ
女
、

こ
り
ず
ま
の
浦
に
か
づ
か
む
う
き
み
る
は
浪
さ
わ
が
し
く
あ
り
こ
そ

は
せ
め
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と
「
う
き
み
る
」
の
語
が
見
受
け
ら
れ
る
。「
う
き
み
る
」
と
は
「
浮
き
海

松
」
で
あ
る
。

な
お
、『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
「
布
引
の
滝
」
に
は
、「
つ
と
め
て
、
そ
の

家
の
女
の
子
ど
も
い
で
て
、
浮
き
海
松
の
浪
に
寄
せ
ら
れ
た
る
ひ
ろ
ひ
て
、
家

の
内
に
も
て
来
ぬ
」
と
あ
り
、「
浮
き
海
松
」
の
語
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
こ

で
は
海
面
に
浮
い
て
い
る
海
松
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
あ
げ
た
『
大
和

物
語
』
七
十
五
段
の
和
歌
に
お
い
て
は
「
う
き
」
に
は
「
浮
き
」
と
「
憂
き
」

の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
、
歌
語
「
み

る
め
」
の
修
辞
法
で
あ
る
「
恋
」
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
と
は
異

な
っ
た
「
不
遇
」
や
「
つ
ら
さ
」
の
意
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
の
用
例
で
は
、

そ
の
多
く
が
「
み
る
め
」
は
「
逢
う
機
会
」
の
意
と
し
て
、「
あ
る
」、「
な
し
」

の
意
を
表
す
語
を
伴
っ
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
。
歌
物
語
に
お
い
て
は
、
歌
の

詠
ま
れ
た
背
景
が
詳
し
く
語
ら
れ
は
じ
め
る
こ
と
に
よ
り
、「
み
る
め
」
の
語

は
、「
逢
う
機
会
」
の
意
に
く
わ
え
て
、
新
た
な
意
味
を
表
出
す
る
語
を
伴
っ

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る

「
み
る
め
」
の
用
例
か
ら
詳
し
い
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

四
『
う
つ
ほ
物
語
』

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
も
「
み
る
め
」
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
以
下
に
用
例
を
あ
（
１１
）

げ
る
。

Ａ

兵
部
卿
の
宮
よ
り
、
夕
立
の
い
た
う
す
る
折
に
、

年
経
れ
ど
い
と
ど
つ
れ
な
く
な
る
神
の
響
き
に
さ
へ
や
驚
か
ぬ
君

あ
て
宮
、

響
け
ど
も
つ
れ
な
き
人
は
驚
か
で
天
雲
の
み
も
騒
ぐ
べ
き
か
な

左
の
大
将
殿
よ
り
、
海
に
臨
き
た
る
海
人
立
て
る
州
浜
に
、
か
く
書
き

つ
く
。わ

た
つ
海
の
底
に
み
る
め
の
生
ふ
れ
ば
ぞ
我
さ
へ
頼
む
深
き
心
を

あ
て
宮
、
漁
り
し
た
る
州
浜
に
、
か
く
書
き
つ
く
。

漁
り
す
る
海
人
は
何
ぞ
も
う
み
と
い
へ
ど
い
か
な
る
底
に
生
ふ
る
み

る
め
ぞ

平
中
納
言
殿
よ
り
、

見
る
人
は
牡
鹿
の
角
に
あ
ら
ね
ど
も
慰
む
ほ
ど
の
な
き
ぞ
わ
び
し
き

あ
て
宮
、

思
ふ
ら
む
こ
と
は
知
ら
れ
て
夏
の
野
に
角
落
ち
変
は
る
し
か
と
こ
そ

聞
け

（
祭
の
使
二
二
一
）

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
あ
て
宮
求
婚
譚
」
の
一
部
で
あ
る
。
室
城
秀
之
氏
は

「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
あ
て
宮
求
婚
譚
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
求
婚
者
が
あ
て
宮
に

歌
を
贈
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
」
と
（
１２
）

述
べ
、
あ
て
宮
求
婚
譚
に
お
け
る

求
婚
歌
群
を
求
婚
譚
そ
の
も
の
の
表
現
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
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な
か
で
も
興
味
深
い
の
は
、
そ
も
そ
も
男
君
た
ち
か
ら
あ
て
宮
へ
贈
ら
れ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
和
歌
が
求
婚
歌
群
と
し
て
作
中
に
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
求
婚
歌
群

の
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
語
が
、「
微
妙
に
響
き
合
い
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
歌
が

ど
う
や
ら
一
つ
の
歌
群
を
作
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
」
と
の
指
摘
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
求
婚
歌
群
の
和
歌
は
求
婚
者
た
ち
が
あ
て
宮
へ
各
々
に
贈
っ
た
も
の

で
あ
る
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
と
は
別
と
し
て
、
作
中
に
お
い
て
は「
歌

群
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
求

婚
歌
群
の
存
在
す
る
意
味
を
、

あ
て
宮
求
婚
譚
は
、
正
頼
家
の
家
と
し
て
の
現
実
的
・
政
治
的
な
選
択

に
よ
っ
て
、
あ
て
宮
の
春
宮
入
内
を
選
び
取
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
支
え
る

も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
求
婚
歌
群
が
あ
る
。

と
、
あ
て
宮
求
婚
譚
と
求
婚
歌
群
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
（
１３
）

い
る
。

Ａ
に
あ
げ
た
歌
群
も
、
求
婚
者
た
ち
と
あ
て
宮
と
の
贈
答
歌
が
並
べ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
室
城
氏
は
、
求
婚
歌
群
の
和
歌
の
特
徴
と
し
て
、
あ
て
宮

へ
贈
ら
れ
た
男
君
た
ち
の
和
歌
の
語
が
響
き
合
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ

で
は
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
Ａ
に
あ
げ
た
歌
群
に
つ
い
て
の
検
討
を
加
え
て
み

た
い
。

傍
線
部
に
示
し
た
の
は
、
歌
語
「
み
る
め
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ

る
。
兼
雅
か
ら
あ
て
宮
に
贈
ら
れ
た
歌
に
あ
る「
底
に
み
る
め
の
生
ふ
れ
ば
ぞ
」

と
の
表
現
を
受
け
、
あ
て
宮
よ
り
の
返
歌
に
は
「
い
か
な
る
底
に
生
ふ
る
み
る

め
ぞ
」
と
あ
る
。
前
者
は
あ
て
宮
に
逢
う
機
会
が
あ
る
な
ら
ば
、
と
の
意
で
あ

り
、
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
ど
こ
の
海
の
底
に
生
え
る
み
る
め
で
し
ょ
う
か
、

つ
ま
り
逢
う
機
会
は
な
い
と
の
意
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
男
君
か
ら
逢
瀬

を
期
待
す
る
「
み
る
め
」
と
の
掛
詞
と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
女
君
か
ら
の
「
み

る
め
」
表
現
が
確
認
で
き
る
。

く
わ
え
て
、「
み
る
め
」
の
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
和
歌
の
前
後
に
も
視

野
を
拡
げ
て
み
る
と
、
点
線
部
に
示
し
た
語
に
は
「
天
雲
」
の
「
天
」、
続
く

「
わ
た
つ
海
の
―
」
の
歌
の
詞
書
に
は
「
海
人
」
の
語
が
あ
る
。
こ
の
「
海
人
」

の
語
に
導
か
れ
て
、「
わ
た
つ
海
」
や
「
み
る
め
」
が
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
あ
て
宮
の
返
歌
に
も
「
海
人
」
や
「
み
る
め
」
の
語

が
確
認
で
き
、
こ
れ
ら
は
多
少
で
は
あ
る
が
、
響
き
合
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
次
の
「
見
る
人
は
―
」
の
歌
は
正
明
か
ら
あ
て
宮
へ
の
贈
答
歌
で
あ

り
、
こ
の
歌
は
海
辺
と
は
何
ら
関
わ
り
の
な
い
歌
で
あ
る
。
し
か
し
「
見
る
」

は
前
の
「
み
る
め
」
と
言
葉
の
上
で
は
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
Ａ
で
あ
げ
た
求
婚
歌
群
に
お
い
て
も
、
言
葉
の
繫
が
り
が
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
。

あ
て
宮
へ
贈
ら
れ
る
和
歌
に
「
み
る
め
」
や
「
見
る
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る

の
は
、
あ
て
宮
が
男
君
か
ら
「
見
る
目
」
つ
ま
り
逢
瀬
を
期
待
さ
せ
る
人
と
し

て
造
型
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
あ
げ
る
長
歌
に
お

い
て
も
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

Ｂ

あ
て
宮
、
見
給
ひ
て
、「
あ
は
れ
」
と
思
せ
ど
、
物
も
の
た
ま
は
ず
。
源
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宰
相
、
悲
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
三
月
つ
ご
も
り
方
に
、
か
う
聞
こ
ゆ
。

か
け
て
言
へ
ば

塵
と
砕
く
る

魂
に

深
き
思
ひ
の

つ
き
し
よ

り

入
江
の
床
に

年
を
経
て

列
を
並
べ
て

住
む
鳥
の

行
方

も
知
ら
ず

鴛
鴦
の
子
の

立
ち
け
む
方
も

思
ほ
え
で

黄
な
る

泉
に

消
え
か
へ
り

涙
の
川
に

浮
き
寝
し
て

今
や
今
や
と

頼
み
来
し

君
が
心
を

限
り
と
ぞ

思
ひ
し
日
よ
り

山
里
に

一
人
眺
め
て

も
え
わ
た
る

深
き
山
辺
と

み
つ
潮
は

袖
の
濡

る
ま
で

堪
へ
ど
も

み
る
め
求
め
む

か
た
も
な
し

今
は
か
ひ

な
き

心
地
し
て

名
残
り
ぞ
も
の
は

悲
し
か
り
け
る

な
ど
聞
こ
え
け
れ
ど
、
御
返
り
な
し
。
か
く
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
、
さ
ら

に
忘
れ
聞
こ
え
ず
、
折
々
に
つ
け
て
、
な
ほ
聞
こ
え
け
り
。
交
じ
ら
ひ
も

せ
ず
、
宮
の
御
も
と
へ
も
参
ら
ず
、
眺
め
給
へ
り
。
（
あ
て
宮
三
六
六
）

こ
れ
は
実
忠
か
ら
あ
て
宮
へ
贈
ら
れ
た
長
歌
で
あ
る
。
こ
の
時
す
で
に
、
あ

て
宮
は
春
宮
の
も
と
へ
入
内
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
「
み
る

め
求
め
む

か
た
も
な
し
」、
あ
て
宮
と
の
逢
瀬
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
だ
、
と
悲
嘆
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

Ｃ

御
前
に
、生
海
松
の
、石
・
貝
つ
き
な
が
ら
あ
る
を
取
り
給
ひ
て
、藤
壺
に
、

「
な
ど
か
参
上
り
給
は
ぬ
。
こ
な
た
に
、
皆
も
の
せ
ら
る
め
る
も
の
を
。

浦
な
る
や
み
る
め
は
知
ら
で
須
磨
の
海
女
は
底
に
や
潜
く
海
の
玉
藻

を

と
思
ふ
な
む
、
あ
や
し
き
。
今
だ
に
参
上
り
給
へ
」
と
て
奉
れ
給
ひ
つ
れ

ば
、
藤
壺
、

「
底
な
る
や
み
る
に
隠
る
る
海
の
藻
は
え
こ
そ
潜
か
ね
め
に
障
り
つ

つ

人
々
の
御
覧
ぜ
ら
む
を
思
ひ
給
へ
て
な
む
」
と
て
奉
れ
給
へ
り
。

（
内
侍
の
か
み
四
一
〇
―
四
一
一
）

こ
れ
は
宮
中
で
の
節
会
の
折
、
石
や
貝
に
付
い
た
珍
し
い
海
松
が
献
上
さ
れ

た
こ
と
に
際
し
、
春
宮
か
ら
あ
て
宮
へ
、
参
上
を
催
促
す
る
場
面
で
あ
る
。
春

宮
の
歌
に
あ
る
「
須
磨
の
海
女
」
は
あ
て
宮
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
海
松
を
見

よ
う
と
も
し
な
い
で
、
と
の
歌
意
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
あ
て
宮
の
歌
に
は

「
海
松
」
に
隠
れ
て
上
手
く
潜
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
隠
れ

る
理
由
を
「
め
」
に
障
る
た
め
と
す
る
。
こ
こ
で
の
「
め
」
は
、「
目
」
と
「
布
」

の
掛
詞
で
あ
る
。
春
宮
の
も
と
へ
入
内
し
た
あ
て
宮
は
、「
参
上
り
給
は
ぬ
夜

は
な
く
、
御
局
に
、
宮
渡
り
給
は
ぬ
日
な
し
」（
あ
て
宮
三
五
九
）
と
あ
り
、

寵
愛
を
一
身
に
受
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
先
に
入
内
し
て
い
た
他
の
妃

た
ち
の
嫉
妬
が
待
ち
受
け
て
お
り
、
あ
て
宮
は
辛
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
他
の
妃
た
ち
の
い
る
仁
寿
殿
に
は
行
け
な
い
の
だ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
あ
て
宮
は
春
宮
か
ら
、「
み
る
め
」、
つ
ま
り
「
逢
う
」（
参

上
す
る
）
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｄ

左
の
大
殿
よ
り
、
よ
い
蜜
・
瓜
・
焼
米
・
生
海
松
・
水
蕗
な
ど
奉
れ
給
へ
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り
。
北
の
方
の
御
も
と
に
、
御
文
あ
り
。「
一
日
参
り
た
り
し
か
ど
、『
出

で
立
ち
し
た
り
』
な
ど
あ
り
し
か
ば
、
わ
づ
ら
は
し
さ
に
な
む
、
急
ぎ
。

さ
て
、
海
松
は
、『
旅
人
の
も
と
に
』
と
て
。

わ
た
つ
海
の
底
に
入
り
て
ぞ
求
め
つ
る
も
の
と
み
る
め
を
潜
き
出
で

な
む
と
て

見
習
ひ
給
へ
や
。
焼
米
は
、
媼
の
歯
は
耐
へ
で
、
嚙
み
残
し
た
る
。
若
人

の
御
も
と
に
」
と
あ
り
。（
中
略
）

中
納
言
、
見
給
ひ
て
、「
あ
な
か
た
じ
け
な
や
。
わ
づ
ら
は
し
く
御
心
ざ

し
あ
る
を
、
会
ふ
期
給
へ
る
」
と
て
奉
り
給
へ
り
。
御
返
り
言
は
、「
何

ご
と
か
。
あ
や
し
う
な
む
」
と
て
、「
こ
の
海
松
は
、

伊
勢
の
海
人
も
み
る
め
を
か
く
し
潜
き
せ
ば
う
き
に
心
は
沈
ま
ざ
ら

ま
し

焼
米
は
、『
狼
に
こ
そ
は
』
と
な
む
。
さ
て
も
、
大
和
の
に
は
見
え
侍
ら

ず
な
む
。

（
国
譲
・
中
七
三
九
）

こ
れ
は
正
頼
か
ら
実
忠
北
の
方
の
も
と
へ
手
紙
と
と
も
に
生
海
松
な
ど
の

品
々
が
贈
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
海
松
は
贈
答
品
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
正
頼
の
歌
に
は
海
の
底
に
入
っ
て
求
め
た
「
み
る
め
」
と
あ
り
、
こ

の
「
み
る
め
」
は
「
見
る
目
」
と
の
掛
詞
で
あ
る
。『『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌

総
合
研
究
』
に
は
、「「
み
る
め
を
潜
き
出
で
む
と
て
」
は
、
二
人
が
あ
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
と
思
っ
て
の
意
」
と
（
１４
）

あ
る
。
正
頼
は
、
実
忠
と
北
の
方
の
仲

が
夫
婦
ら
し
く
な
る
よ
う
、
と
の
意
で
、「
見
る
め
」
の
意
を
含
む
「
海
松
」

を
贈
り
、
和
歌
に
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
北
の
方
か
ら
の
返
歌
に
は

「
伊
勢
」、「
海
人
」、「
み
る
め
」、「
潜
き
せ
ば
」
と
、
歌
語
「
み
る
め
」
の
縁

語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
諸
注
釈
書
に
お
い
て
、
㉓
に
あ
げ
た『
古
今
集
』

歌
が
引
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
み
る
め
」
の
修
辞
法
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
た
歌
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
作
中
に
お
け
る
「
み
る
め
」
の
用
例
は
、
以
上
の
（
１５
）

四
例
で

あ
る
。
そ
の
う
ち
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
用
例
は
、
あ
て
宮
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
「
み
る
め
」
に
「
見
る
」
意
を
重
ね
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。

な
お
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
み
る
め
」
表
現
と
『
源
氏
物
語
』
の
「
み
る

め
」
表
現
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
三
村
友
希
氏
の
論
に
お
い
て
若
干
の
指
摘
が

な
さ
れ
て
（
１６
）

い
る
。

こ
の
②
（
引
用
者
注
、
Ｃ
）
で
よ
ま
れ
た
「
底
」
の
感
覚
は
、
あ
て
宮
の

置
か
れ
た
物
語
状
況
を
表
し
て
興
味
深
い
。
紫
の
上
物
語
の
Ａ
の
「
底
」

（
引
用
者
注
、「
底
の
み
る
め
も
も
の
む
つ
か
し
う
」）
に
つ
い
て
は
、『
う

つ
ほ
物
語
』
①
（
引
用
者
注
、
Ａ
）
の
例
と
似
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

紫
の
上
に
は
水
面
を
よ
ん
だ
和
歌
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
あ
る
い
は
、
若

紫
巻
に
は
「
山
の
井
」
の
「
影
」
を
め
ぐ
る
光
源
氏
と
北
山
の
尼
君
の
贈

答
が
あ
っ
た
（
若
紫
①
二
三
〇
）。
光
源
氏
と
紫
の
上
の
「
池
の
鏡
」
を

め
ぐ
る
贈
答
歌
も
あ
る
（
初
音
③
一
四
四
、
一
四
五
）。
そ
の
池
の
水
面

に
映
っ
た
の
は
、
幸
福
な
夫
婦
の
影
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
底
」
と
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水
面
に
関
わ
る
問
題
全
般
の
中
に
、「
み
る
め
」
表
現
の
あ
り
方
も
見
つ

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

氏
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に
つ
い
て
は
慎
重
に
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
作
中
に
お
け
る
「
み
る
め
」
の
用
例
が
、
あ
て
宮
に
関
わ
っ

て
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
確
認
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
あ
て
宮
に
贈

ら
れ
た
和
歌
の
表
現
に
「
み
る
め
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
求
婚
者
た
ち

に
よ
っ
て
あ
て
宮
を
「
見
る
機
会
を
得
る
」、
す
な
わ
ち
逢
瀬
の
機
会
を
得
る

こ
と
を
望
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
Ａ
、
Ｂ
）。
く
わ
え
て
、
Ａ
の
求
婚
歌

群
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
に
詠
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
贈
答
歌
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い

る
語
が
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
関
係
性
を
付
与
さ
れ
て
、
求
婚
歌
群
を
形
成

し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
あ
て
宮
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て

い
る
Ａ
、
Ｂ
の
「
み
る
め
」
表
現
は
、
あ
て
宮
求
婚
譚
に
関
わ
っ
て
要
請
さ
れ

た
語
、
表
現
の
ひ
と
つ
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
Ｃ
の
場
面
は
、
宮
中
に
お
け
る
あ
て
宮
の
状
況
を
端
的
に
表
わ
す
も
の

で
あ
る
。
室
城
氏
は
入
内
し
た
後
の
あ
て
宮
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
（
１７
）

べ
て
い

る
。

あ
て
宮
は
、
か
ぐ
や
姫
の
造
型
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
の

桐
壺
の
更
衣
や
藤
壺
を
始
め
と
す
る
、
の
ち
の
多
く
の
物
語
に
描
か
れ
る

入
内
す
る
姫
君
た
ち
の
先
蹤
と
し
て
、
物
語
の
な
か
で
、
そ
の
生
を
生
き

た
の
で
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先

行
研
究
が
あ
（
１８
）

る
が
、
室
城
氏
の
述
べ
る
と
お
り
、
あ
て
宮
の
春
宮
か
ら
の
寵
愛

と
他
の
妃
た
ち
の
妬
み
、
嫉
み
の
様
な
ど
は
、『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
更
衣
の

語
ら
れ
方
と
通
底
し
て
い
る
よ
う
で
（
１９
）

あ
る
。

三
村
氏
は
Ｃ
の
和
歌
の
表
現
に
つ
い
て
、「
あ
て
宮
の
置
か
れ
た
物
語
状
況

を
表
し
て
興
味
深
い
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
あ
て
宮
の
歌
に
あ
る
「
底
」
と
「
み

る
め
」
の
語
に
注
目
し
た
た
め
で
あ
り
、
論
旨
は
「
底
」
と
「
み
る
め
」
の
語

が
紫
の
上
に
ま
つ
わ
る
叙
述
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
語
に
関
わ
っ
て
い
る
と
し
、

さ
ら
に
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
の
「
み
る
め
」
表
現
を
紫
の
上
物
語
の
中
に
お

い
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
指
摘
に
は
肯
首
し
が
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
三
村
氏
の
述
べ
る
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
「
底
の
み
る
め
も

も
の
む
つ
か
し
う
」
が
語
ら
れ
て
い
る
叙
述
は
、
そ
も
そ
も
、
紫
の
上
物
語
で

は
な
く
、
光
源
氏
の
供
人
か
ら
語
ら
れ
た
播
磨
の
国
に
い
る
明
石
の
君
に
ま
つ

わ
る
求
婚
譚
の
中
に
見
受
け
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
紫
の
上
物

語
に
関
係
す
る
表
現
と
し
て
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、『
う
つ
ほ
物

語
』
Ｃ
の
和
歌
が
宮
中
で
の
苦
境
の
中
に
身
を
置
く
あ
て
宮
と
春
宮
と
の
贈
答

歌
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
時
、
こ
こ
で
は
紫
の
上
で
は
な
く
、
桐
壺
帝
の
寵
愛

と
桐
壺
更
衣
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
が
語
り
出
し
て
い
る
も
の
と
の
関
係
性
を

重
ね
合
わ
せ
て
読
み
解
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
つ
ま
り
は
三
村

氏
の
い
う
「
紫
の
上
物
語
」
か
ら
は
切
り
離
し
て
、「
み
る
め
」
の
語
が
用
い
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ら
れ
て
い
る
『
う
つ
ほ
物
語
』、『
源
氏
物
語
』
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
つ
い
て
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
上
で
Ｃ
の
場
面
お
い
て
重
要
な
の
は
、
春
宮
か
ら
「
み
る
め
」
つ
ま
り

は
参
上
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
な
が
ら
、「
み
る
め
」
が
障
り
と
な
っ
て
参
上

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
切
り
返
す
あ
て
宮
の
和
歌
が
、
歌
語
「
み
る
め
」
の

修
辞
法
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
も
、「
め
に
障
り
つ
つ
」
他
の
妃
た
ち
の
「
目
」

を
避
け
た
い
の
だ
、
と
自
ら
の
状
況
を
伝
え
る
表
現
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
三
代
集
の
用
例
に
は
見

ら
れ
な
い
、
歌
物
語
が
描
き
出
す
多
様
な
人
物
造
型
や
、
物
語
内
状
況
に
要
請

さ
れ
て
導
き
出
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」
表

現
に
つ
い
て
も
、
そ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
う
の
で

あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」
表
現
に
つ
い
て
は
、
作
中
に
用
い
ら

れ
て
い
る
他
の
「
み
る
め
」
表
現
の
用
例
と
比
較
す
る
と
き
、「
も
の
む
つ
か

し
う
」
や
「
す
さ
び
」
な
ど
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
三
代
集
及
び
『
源
氏
物

語
』
に
先
行
す
る
歌
物
語
の
用
例
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
種
の

「
暗
さ
」
を
有
し
た
語
が
「
み
る
め
」
に
付
与
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
が
、
明
石
の
君
に
ま
つ
わ
る
叙
述
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
で

（
２０
）

あ
る
。

三
村
氏
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
Ａ
に
あ
げ
た
兼
雅
の
歌
、「
わ
た
つ
海
の
底
に

み
る
め
の
生
ふ
れ
ば
ぞ
我
さ
へ
頼
む
深
き
心
を
」
に
あ
る
「
底
」
の
意
と
、
光

源
氏
の
発
話
で
あ
る
「
何
心
あ
り
て
、
海
の
底
ま
で
深
う
思
ひ
入
る
ら
む
。
底

の
み
る
め
も
も
の
む
つ
か
し
う
」（
若
紫
①
二
〇
五
）
に
見
受
け
ら
れ
る
「
底
」

の
意
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
。
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
前
者
は
あ
て
宮
求
婚

譚
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
、
後
者
は
播
磨
国
司
と
明
石
の
君
と
の
求
婚
譚
の
中

に
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
兼
雅
の
歌
に
あ
る
「
底
に
み
る
め
の
生
ふ
れ
ば
ぞ
」
と

は
、
海
の
底
に
あ
て
宮
と
の
逢
瀬
の
機
会
が
あ
れ
ば
、
と
の
「
期
待
」
の
意
を

含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
「
底
の
み
る
め
も
も
の
む
つ
か
し

う
」
と
の
発
話
は
、
明
石
の
君
に
関
す
る
求
婚
譚
に
語
ら
れ
る
明
石
の
入
道
の

言
葉
、「
宿
世
違
は
ば
、
海
に
入
り
ね
」（
若
紫
①
二
〇
四
）
や
「
海
竜
王
の
后

に
な
る
べ
き
い
つ
き
娘
な
な
り
」（
同
）
と
の
言
葉
を
受
け
て
、「
海
の
底
で
の

逢
瀬
な
ど
な
ん
と
な
く
気
味
が
悪
い
な
あ
」
と
の
意
で
あ
る
。「
底
」
と
「
み

る
め
」
の
語
は
、
共
に
「
海
の
底
」
で
の
逢
瀬
と
の
意
で
あ
る
が
、
前
者
が
あ

て
宮
と
の
逢
瀬
を
期
待
す
る
意
に
対
し
、
海
辺
に
暮
ら
す
明
石
の
君
に
対
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
「
み
る
め
」
が
導
く
「
も
の
む
つ
か
し
う
」
は
、
明
石
の
君

の
状
況
を
表
出
す
る
、
恋
や
求
婚
譚
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
語
で
あ
る
。
同

じ
海
の
底
の
「
み
る
め
」
と
の
表
現
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
表
出
す
る
世

界
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
源

氏
物
語
』
に
見
出
さ
れ
る
「
底
」
と
「
み
る
め
」
の
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
重
な

り
合
う
表
現
で
は
な
く
、
両
者
を
ひ
き
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、

関
連
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
明
石
の
君
に
関
す
る「
暗
さ
」を
持
っ
た
語
を
伴
っ
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て
用
い
ら
れ
る
「
み
る
め
」
の
語
に
つ
い
て
、
そ
の
独
自
な
表
現
世
界
の
構
造

を
深
く
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
歌
語
「
み
る
め
」
の
用
例
を
『
古
今
和
歌
六
帖
』
及
び
三
代
集

に
採
ら
れ
た
和
歌
か
ら
、
そ
の
修
辞
法
に
つ
い
て
考
察
し
、
歌
物
語
へ
と
展
開

さ
れ
て
ゆ
く
「
み
る
め
」
の
語
が
表
出
す
る
表
現
世
界
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
。
歌
語
「
み
る
め
」
は
男
女
の
「
逢
瀬
」
の
意
を
表
す
掛
詞
と
し
て
和

歌
の
中
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
修
辞
法
が
歌
物
語
へ
と
展
開

さ
れ
る
時
、
和
歌
が
詠
ま
れ
る
背
景
が
よ
り
詳
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

「
み
る
め
」
の
縁
語
で
あ
る
「
海
人
」
や
「
刈
る
」
な
ど
の
語
の
み
な
ら
ず
、

「
浮
き
（
憂
き
）」
や
「
障
る
」
な
ど
、
物
語
背
景
と
密
接
に
関
わ
る
語
を
伴
っ

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
和
歌
か
ら
歌
物
語
を
経
て

『
源
氏
物
語
』
へ
。
歌
語
「
み
る
め
」
が
導
く
言
葉
は
、
多
様
に
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。「
み
る
め
」
に
「
見
る
目
」
の
意
を
重
ね
、
そ
の
修
辞
法
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
な
が
ら
も
新
た
な
語
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』

に
語
ら
れ
る
あ
て
宮
の
詠
歌
や
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
明
石
の
君
に
ま
つ
わ

る
表
現
な
ど
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
語
が
複
雑
に

な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
た
表
現
を
必
要
と
す
る
時
、「
み
る
め
」
表
現
も
ま
た
、

人
物
造
型
に
関
わ
っ
て
独
自
の
語
を
導
き
な
が
ら
、
拡
が
り
を
見
せ
は
じ
め
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
表
記
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
引
用
に

あ
た
っ
て
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
叢
刊

古
今
和
歌
六
帖
』（
養

徳
社
、
一
九
六
七
）
を
参
照
し
、
一
部
私
に
改
め
た
。

（
２
）
三
代
集
の
表
記
は
、
全
て
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
拠
っ
た
。

（
３
）
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
九
年
）。

（
４
）
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に

よ
る
。

（
５
）
以
下
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り
引
用

し
た
。（

）
内
は
、
巻
名
・
巻
数
・
頁
を
示
し
て
い
る
。

（
６
）
引
用
は
、
前
掲
注
４
に
同
じ
。

（
７
）
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
中
）』（
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）

五
六
〇
頁
。

（
８
）
た
と
え
ば
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
や
石
田
譲
二
訳
注
『
新
版

伊
勢
物
語
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。
ま
た
、
片

桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
に
お
い
て

も
、「
こ
の
章
段
の
成
立
は
、『
古
今
集
』
恋
三
の
六
二
三
と
六
二
四
に
偶

然
並
ん
で
い
る
在
原
業
平
と
小
野
小
町
の
歌
に
よ
っ
た
も
の
と
見
る
ほ
か

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
９
）
高
野
奈
未
「
近
世
に
お
け
る
古
典
注
釈
学
―
小
野
小
町
「
み
る
め
な
き
」

の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
文
学
』
第
六
一
巻
一
〇
号
、
二
〇

一
二
年
一
〇
月
）。

（
１０
）
引
用
は
、
前
掲
注
４
に
同
じ
。

（
１１
）
以
下
『
う
つ
ほ
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
』

（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。
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（
１２
）
室
城
秀
之
「
あ
て
宮
求
婚
譚
と
求
婚
歌
群
」（『
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と

論
理
』
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
）
三
〇
七
頁
。

（
１３
）
前
掲
注
１２
室
城
論
文
、
三
二
〇
頁
。
室
城
氏
に
は
他
に
も
、
あ
て
宮
求

婚
譚
に
関
し
て
、「
あ
て
宮
求
婚
譚
の
な
か
の
、
地
名
を
詠
ん
だ
歌
を
め

ぐ
っ
て
」（
前
掲
注
１２
に
同
じ
）
な
ど
の
論
稿
が
あ
る
。

（
１４
）
室
城
秀
之
編
『
う
つ
ほ
物
語
の
和
歌
総
合
研
究
』（
二
〇
〇
〇
年
）。

（
１５
）
検
索
は
、『
う
つ
ほ
物
語
の
和
歌
総
合
研
究
』（
前
掲
注
１４
に
同
じ
）
に

よ
る
。

（
１６
）
三
村
友
希
「『
源
氏
物
語
』「
み
る
め
」
表
現
考
―
紫
の
上
物
語
を
中
心

に
―
」（『
日
本
文
学
』
第
六
〇
巻
三
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
１７
）
室
城
秀
之
「
う
つ
ほ
物
語
に
お
け
る
あ
て
宮
―
「『
宮
仕
へ
心
行
く
』

と
は
、
何
を
か
言
ひ
け
む
」〈
宮
中
へ
の
流
離
〉
―
」（
前
掲
注
１２
に
同
じ
）

二
四
七
頁
。

（
１８
）
た
と
え
ば
、
秋
山
虔
「
男
の
文
学
と
女
の
文
学
―
―
宇
津
保
物
語
と
源

氏
物
語
」（『
王
朝
の
文
学
空
間
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
や

鈴
木
日
出
男
「『
宇
津
保
物
語
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
へ
」（『
王
朝
物
語

必
携
』
学
燈
社
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
。

（
１９
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
室
城
秀
之
「
う
つ
ほ
物
語
と
源
氏
物
語
」（
前

掲
注
１２
に
同
じ
）
に
詳
し
い
。

（
２０
）
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
る
め
」
表
現
―
明
石
の
君
を
中

心
と
し
て
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
一
一
五
号
、
二
〇
一
六
年
一

月
）。

（
お
お
た
け
あ
か
り

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
生
）
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