
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
八
）

加

藤

睦

一

冷
泉
院
の
后
の
宮
よ
り
も
、
あ
は
れ
な
る
御
消
息
絶
え
ず
、
尽
き
せ
ぬ
こ

と
ど
も
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、

「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
を
う
し
と
や
亡
き
人
の
秋
に
心
を
と
ど
め
ざ
り
け
ん

今
な
ん
こ
と
わ
り
知
ら
れ
は
べ
り
ぬ
る
」
と
あ
り
け
る
を
、
も
の
お
ぼ
え
ぬ

御
心
に
も
、
う
ち
返
し
、
置
き
が
た
く
見
た
ま
ふ
。

（
御
法（
１
）巻）

紫
上
の
死
後
に
、
秋
好
中
宮
か
ら
源
氏
に
贈
ら
れ
た
、
こ
の
「
枯
れ
は
つ

る
…
」
詠
に
つ
い
て
、
諸
注
の
解
釈
は
、
次
に
例
示
す
る
よ
う
に
二
つ
の
類

型
に
分
か
れ
て
い
る
。

Ａ

紫
上
が
生
前
秋
を
好
ま
な
か
っ
た
理
由
を
推
量
し
た
歌
と
し
て
解
釈
。

・
凋
落
の
野
辺
を
わ
び
し
く
思
つ
て
亡
き
紫
上
は
秋
を
好
ま
れ
な
か
つ
た

の
で
せ
う
か
。

（
全
書
）

・
枯
れ
て
し
ま
う
野
辺
の
草
木
を
情
け
な
く
つ
ら
い
と
思
っ
て
、
亡
き
紫

上
が
、
秋
に
心
を
留
め
（
好
ま
）
な
い
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

（
大
系
）

・
こ
の
枯
れ
は
て
た
野
辺
を
き
ら
っ
て
、
故
人
は
秋
を
お
き
ら
い
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
玉
上
評
釈
）

・
枯
れ
果
て
た
野
辺
の
風
情
を
お
嫌
い
に
な
っ
て
、
亡
き
お
方
は
、
秋
に

心
を
お
寄
せ
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
集
成
）

Ｂ

紫
上
が
秋
に
未
練
を
残
さ
ず
に
死
去
し
た
理
由
を
推
量
す
る
歌
と
し
て

解
釈
。

・
枯
れ
尽
く
す
野
辺
を
嫌
っ
て
亡
き
方
（
紫
上
）
が
秋
に
好
意
を
残
さ
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
新
大
系
）

・
す
べ
て
草
木
の
枯
れ
て
し
ま
っ
た
野
辺
の
風
情
を
お
嫌
い
あ
そ
ば
し

て
、
亡
き
お
方
は
、
秋
に
未
練
を
お
残
し
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
か
。

（
新
編
全
集
）

Ａ
と
Ｂ
と
で
は
、「
心
（
を
）
と
ど
む
」
と
い
う
表
現
の
意
味
に
関
す
る

理
解
が
異
な
っ
て
お
り
、
Ａ
で
は
、「
好
む
・
心
を
寄
せ
る
」
の
意
と
解
し
、

Ｂ
で
は
、「
好
意
を
残
す
・
未
練
を
残
す
」
の
意
と
解
し
て
い
る
。

「
心
（
を
）
と
ど
む
」
と
い
う
表
現
自
体
は
、
こ
の
二
つ
の
ど
ち
ら
の
意

味
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
表
現
で
あ
る
。
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・
風
吹
け
ば
は
こ
ね
の
山
の
た
ま
こ
す
げ
な
び
き
て
わ
れ
に
こ
こ
ろ
と
ど

め
よ

（
元
真
集
・
二
四
二
）

・
み
か
き
よ
り
ほ
か
の
ひ
た
き
の
は
な
な
れ
ば
こ
こ
ろ
と
ど
め
て
を
る
人

も
な
し

（
実
方
集
・
一
三
・
う
へ
の
御
）

・
あ
ぢ
き
な
き
や
ど
に
き
に
け
り
こ
の
よ
に
は
と
ど
め
じ
と
の
み
思
ふ
心

を

（
出
羽
弁
集
・
七
二
・「
う
ち
か
へ
し
て
あ
い
な
け
れ
ば
」）

・
こ
の
よ
に
は
心
と
ど
め
じ
あ
き
の
月
す
こ
し
は
や
つ
す
く
も
も
あ
ら
な

ん

（
唯
心
坊
集
・
九
三
・「
月
の
歌
」）

右
の
う
ち
、「
風
吹
け
ば
…
」「
み
か
き
よ
り
…
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
わ

れ
」「
は
な
」
に
対
す
る
「
好
む
・
心
を
寄
せ
る
」
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、「
あ
ぢ
き
な
き
…
」「
こ
の
よ
に
は
…
」
で
は
、
こ
の
世

に
「
未
練
を
残
す
」
こ
と
を
し
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

秋
好
中
宮
の
「
枯
れ
は
つ
る
…
」
詠
は
、紫
上
の
死
を
悼
ん
だ
歌
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
後
者
の
意
味
す
な
わ
ち
「（
秋
に
）
未
練
を
残
さ
」
ず
に
死

去
し
た
と
い
う
意
味
を
全
く
表
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

紫
上
が
世
を
去
っ
た
季
節
が
秋
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
Ｂ
の
解
釈
を
支
持
す
る

要
素
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
歌
に
添
え
ら
れ
た
「
今
な
ん
こ
と
わ
り
知
ら
れ
は
べ
り
ぬ

る
」
と
い
う
言
葉
は
、
紫
上
の
生
前
中
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
「
こ
と
わ
り
」

に
触
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
の
理
解
に
あ
た
っ
て
は
、
Ａ
の
よ
う
に
解
釈
す

る
の
が
自
然
で
あ
る
。

松
本
真
奈
美
氏
は
、「
枯
れ
は
つ
る
…
」
詠
の
特
性
に
つ
い
て
詳
し
い
検

討
を
加
え
て
い（
２
）るが
、
そ
の
論
の
中
で
、
こ
の
歌
な
ら
び
に
そ
こ
に
添
え
ら

れ
た
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
草
木
の
枯
れ
果
て
た
野
辺
を
厭
わ
れ
て
、
亡
き
人
は
秋
に

お
心
を
残
さ
ず
に
旅
立
た
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
―
―
。
紫
の
上
が
秋
に

生
涯
を
閉
じ
た
の
は
、
す
べ
て
が
枯
れ
る
秋
と
い
う
季
節
を
嫌
っ
て
の

こ
と
。
紫
の
上
を
失
っ
た
こ
の
秋
の
物
寂
し
さ
を
知
っ
た
今
、
秋
を
好

む
私
に
も
、故
人
が
秋
に
心
を
寄
せ
な
か
っ
た
理
由
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
松
本
氏
は
、
当
該
歌
の
「
秋
に
心
を
と
ど
め
ざ
り
け
ん
」
に
つ
い

て
は
、「
秋
に
お
心
を
残
さ
ず
に
旅
立
た
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
Ｂ
の
解

釈
に
従
い
、「
今
な
ん
こ
と
わ
り
知
ら
れ
は
べ
り
ぬ
る
」
の
「
こ
と
わ
り
」

に
つ
い
て
は
、「
故
人
が
秋
に
心
を
寄
せ
な
か
っ
た
理
由
」
と
い
う
意
味
を

読
み
取
り
、
Ａ
の
解
釈
に
従
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
松
本
氏
は
、
当
該
歌
を
、
秋
に
死
去
し
た
紫
上
の
思
い
を
想

像
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
と
と
も
に
、
添
え
た
言
葉
を
、
生
前
の
紫
上

の
、
秋
で
は
な
く
春
に
心
を
寄
せ
た
思
い
を
振
り
返
っ
た
言
葉
と
し
て
解
し

て
お
り
、「
心
を
と
ど
め
ず
」
と
い
う
表
現
の
両
義
性
を
踏
ま
え
た
妥
当
な

理
解
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

残
っ
た
問
題
は
、
紫
上
が
「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
を
う
し
と
」
思
っ
て
、「
亡

き
人
の
秋
に
心
を
と
ど
め
ざ
り
け
ん
」
と
推
量
す
る
際
の
、
初
二
句
と
三
句

以
下
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ａ
の
よ
う
に
「
心
（
を
）
と
ど
む
」＝

「
好
む
・
心
を
寄
せ
る
」
と
解
す

る
諸
注
に
お
い
て
、「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
」
は
「
秋
」
の
負
の
部
分
を
代
表

す
る
景
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。
一
方
Ｂ
の
よ
う
に
「
心
（
を
）
と
ど
む
」

＝
「
好
意
を
残
す
・
未
練
を
残
す
」
と
解
す
る
新
大
系
、
新
編
全
集
の
解
釈

で
は
、「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
」
を
ど
の
季
節
の
も
の
と
解
し
て
い
る
の
か
と

い
う
点
が
少
し
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
が
、
後
者
が
頭
注
に
お
い
て
、

「
秋
に
…
け
ん
」
は
、
秋
に
亡
く
な
っ
た
の
は
秋
を
好
ま
な
か
っ
た
た

め
か
、
の
意
。
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と
解
説
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
」
を
、
や
は
り
秋

の
好
ま
し
く
な
い
景
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

松
本
氏
は
、
歌
意
を
言
い
換
え
て
、「
紫
の
上
が
秋
に
生
涯
を
閉
じ
た
の

は
、
す
べ
て
が
枯
れ
る
秋
と
い
う
季
節
を
嫌
っ
て
の
こ
と
」
と
説
明
し
て
い

て
、「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
」
を
秋
の
も
の
と
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
」
は
、
秋
の
景
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
季
節
の
把
握
は
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
」
す
な
わ
ち
、
草
木
が
す
っ
か
り
枯
れ
て
し
ま
う
野

辺
の
季
節
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
冬
で
あ
り
、
特
別
な
設
定
や
文
脈
が
な

い
限
り
、
そ
こ
か
ら
秋
を
連
想
す
る
の
は
自
然
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

・
霜
が
れ
の
草
葉
を
う
し
と
お
も
へ
ば
や
冬
の
の
野
べ
は
人
の
か
る
ら
ん

（
貫
之
集
・
二
〇
・「
お
ほ
た
か
が
り
」）

・
見
し
人
も
花
も
木
葉
も
か
れ
は
て
て
か
き
ね
を
あ
ら
す
冬
は
き
に
け
り

（
康
資
母
集
・
六
八
・「
冬
の
は
じ
め
」）

・
ひ
さ
ぎ
お
ふ
る
あ
と
の
か
は
ら
の
あ
さ
ぢ
べ
に
の
こ
ら
ず
し
も
に
か
れ

は
て
に
け
り

（
好
忠
集
・
三
一
四
・「
中
の
冬
、
十
一
月
上
」）

・
し
も
お
か
ぬ
ひ
と
の
心
も
い
か
な
れ
ば
く
さ
よ
り
さ
き
に
か
れ
は
て
ぬ

ら
む

（
相
模
集
・
五
五
八
・「
冬
」）

・
か
れ
は
つ
る
ふ
ゆ
も
あ
り
け
る
あ
き
は
ぎ
の
し
た
葉
の
い
ろ
を
な
に
お

も
ひ
け
ん

（
為
頼
集
・
六
三
・「
人
に
か
は
り
て
、
を
と
こ
の
た
え
た
る
こ
ろ
、

は
ぎ
を
み
て
」）

右
の
よ
う
な
用
例
は
、「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
」
が
冬
の
景
と
し
て
認
識
さ

れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
冬
の
景
を
「
う
し
と
」

思
う
こ
と
と
、
秋
に
世
を
去
っ
た
こ
と
と
の
間
に
因
果
関
係
を
見
る
「
枯
れ

は
つ
る
…
」
詠
の
理
路
は
、
次
の
歌
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
に

了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
く
ら
ち
る
は
る
を
う
し
と
や
と
し
を
へ
て
か
す
み
を
わ
け
て
か
へ
る

か
り
が
ね

（
六
条
院
宣
旨
集
・
一
二
・「
か
へ
る
か
り
」）

右
の
帰
雁
詠
で
は
、
桜
の
花
が
散
る
の
を
厭
う
て
、
故
郷
に
帰
っ
て
行
く

雁
の
心
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
と
「
枯
れ
は
つ
る
…
」
詠
と
の
間
に

は
、
次
に
示
す
照
応
関
係
が
看
取
で
き
る
。

〇
「
さ
く
ら
ち
る
は
る
を
う
し
と
や
」
…
「
枯
れ
は
つ
る
野
辺
を
う
し
と

や
」

〇
「
か
す
み
を
わ
け
て
か
へ
る
か
り
が
ね
」
…
「
秋
に
心
を
と
ど
め
ざ
り

け
ん
」

帰
雁
は
、

春
霞
立
つ
を
見
す
て
て
行
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る

（
古
今
集
・
春
上
・
三
一
・
伊
勢
）

の
よ
う
に
、
初
春
の
景
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

「
さ
く
ら
ち
る
…
」
詠
で
雁
は
、
花
が
散
る
の
を
厭
い
、
花
が
散
る
前
に

都
を
去
る
鳥
と
し
て
思
い
や
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、「
枯
れ
は
つ

る
…
」
詠
で
明
石
中
宮
は
、
冬
に
な
る
と
草
木
が
枯
れ
果
て
る
、
そ
の
こ
と

を
つ
ら
い
と
思
う
ゆ
え
に
、紫
上
は
、秋
の
う
ち
に
未
練
を
残
さ
ず
世
を
去
っ

た
の
だ
ろ
う
と
、
想
像
し
た
の
で
あ
る
。

二

さ
て
も
ま
た
例
の
御
行
ひ
に
、
夜
半
に
な
り
て
、
昼
の
御
座
に
い
と
か
り

― 4 ―



そ
め
に
寄
り
臥
し
た
ま
ふ
。
つ
と
め
て
、
御
文
奉
り
た
ま
ふ
に
、

な
く
な
く
も
帰
り
に
し
か
な
仮
の
世
は
い
づ
こ
も
つ
ひ
の
常
世
な
ら
ぬ

に

昨
夜
の
御
あ
り
さ
ま
は
恨
め
し
げ
な
り
し
か
ど
、
い
と
か
く
あ
ら
ぬ
さ
ま
に

思
し
し
ほ
れ
た
る
御
気
色
の
心
苦
し
さ
に
、
身
の
上
は
さ
し
お
か
れ
て
、
涙

ぐ
ま
れ
た
ま
ふ
。

雁
が
ゐ
し
苗
代
水
の
絶
え
し
よ
り
う
つ
り
し
花
の
か
げ
を
だ
に
見
ず

（
幻
巻
）

紫
上
の
死
後
、
久
し
ぶ
り
に
明
石
君
の
も
と
を
訪
れ
た
源
氏
は
、
夜
ま
で

語
り
合
っ
た
の
ち
、
泊
ま
る
こ
と
な
く
引
き
上
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
翌
朝
に

二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
贈
答
に
見
え
る
、明
石
君
の
返
歌
「
雁
が
ゐ
し
…
」

に
つ
い
て
は
、
上
の
句
に
紫
上
死
去
の
比
喩
を
認
め
、
下
の
句
に
源
氏
の
来

訪
が
な
い
こ
と
の
比
喩
を
読
み
取
る
次
の
よ
う
な
解
釈
を
、
諸
注
が
一
致
し

て
示
し
て
い
る
。

・
雁
が
お
り
て
き
て
い
た
苗
代
水
が
絶
え
て
の
ち
は
、
水
に
映
っ
て
い
た

美
し
い
花
の
姿
さ
え
見
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
上
の
句
は
、
紫
の
上

の
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
喩
え
て
い
う
。
…
…
水
に
映
る
影
に
、
影
を
映

す
人
物
を
意
味
す
る
例
は
、
当
時
の
歌
に
多
い
。
紫
の
上
が
亡
く
な
っ

て
か
ら
の
ち
は
、源
氏
の
た
ま
の
訪
れ
も
な
く
な
っ
た
こ
と
を
嘆
く
歌
。

（
集
成
）

・
雁
が
と
ま
っ
た
苗
代
の
水
が
す
っ
か
り
絶
え
た
時
以
来
、
映
っ
た
花
の

か
げ
す
ら
見
な
い
。「
苗
代
水
」
は
故
紫
上
を
暗
示
す
る
。
紫
上
が
亡

く
な
っ
て
か
ら
あ
と
、
貴
方
様
（
源
氏
）
の
美
し
い
姿
を
見
か
け
る
こ

と
が
な
ら
な
い
、
の
意
。

（
新
大
系
）

新
編
全
集
は
、
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
心
情
に
つ
い
て
、
頭
注
に
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

紫
の
上
の
死
後
、
源
氏
の
訪
れ
が
か
え
っ
て
絶
え
た
と
す
る
。
源
氏
の

贈
歌
に
応
じ
て
紫
の
上
の
死
に
ふ
れ
な
が
ら
も
、
不
訪
の
源
氏
へ
の
不

満
を
さ
り
げ
な
く
言
い
こ
め
た
歌
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
歌
が
諸
注
が
解
す
る
よ
う
な
表
現
と
意
味
の
歌
で

あ
る
な
ら
、「
不
満
を
さ
り
げ
な
く
言
い
こ
め
た
歌
」
と
は
言
え
ず
、
花
に

喩
え
な
が
ら
も
あ
か
ら
さ
ま
な
不
満
と
嘆
き
を
詠
じ
た
歌
と
評
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

・
影
だ
に
も
見
え
ず
な
り
ゆ
く
山
の
井
は
あ
さ
き
よ
り
又
水
や
た
え
に
し

（
後
撰
集
・
恋
一
・
五
三
〇
・
き
の
め
の
と
・「
あ
ひ
ま
ち
け
る
人

の
、
ひ
さ
し
う
せ
う
そ
こ
な
か
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
」）

・
絶
え
ぬ
る
か
影
だ
に
あ
ら
ば
問
ふ
べ
き
を
か
た
み
の
水
は
水
草
ゐ
に
け

り

（
蜻
蛉
日
記
・
上
巻
・
道
綱
母
）

こ
の
よ
う
に
、
男
の
訪
れ
の
途
絶
え
を
話
題
と
し
て
、
水
に
影
が
映
ら
な

い
こ
と
を
詠
む
歌
は
、
絶
望
的
な
嘆
き
や
強
い
不
満
を
表
現
す
る
の
が
通
例

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
諸
注
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
前
日
訪
問
し
た
源
氏
が
、

「
な
く
な
く
も
…
」
と
悲
し
い
歌
を
贈
っ
て
来
た
の
に
対
し
、
明
石
君
は
そ

の
来
訪
を
無
視
す
る
か
の
よ
う
に
「
う
つ
り
し
花
の
影
を
だ
に
見
ず
」
と
嘆

い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
内
容
か
ら
見
て
も
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
か

ら
い
っ
て
も
、
ま
こ
と
に
心
な
い
詠
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
諸
注
が
こ
の
歌
か
ら
読
み
取
る
恨
み
が
ま
し
い
嘆
き
に
は
、
文

脈
か
ら
の
大
き
な
乖
離
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
歌
の
前
の
文
章
に
は
、「
昨

夜
の
御
あ
り
さ
ま
は
恨
め
し
げ
な
り
し
か
ど
、
…
…
身
の
上
は
さ
し
お
か
れ
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て
、
涙
ぐ
ま
れ
た
ま
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
明
石
君
の
慎
み
と
源
氏
へ
の
深

い
同
情
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
注
説
の
解
釈
は
、
そ
う
し
た
明
石
君
の
心
情

と
あ
か
ら
さ
ま
に
矛
盾
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
石
君
か
ら
の
返
歌
を
読
ん
だ

源
氏
の
心
境
は
、

古
り
が
た
く
よ
し
あ
る
書
き
ざ
ま
に
も
、
な
ま
め
ざ
ま
し
き
も
の
に
思

し
た
り
し
を
、
末
の
世
に
は
、
か
た
み
に
心
ば
せ
を
見
知
る
ど
ち
に
て
、

う
し
ろ
や
す
き
方
に
は
う
ち
頼
む
べ
く
、思
ひ
か
は
し
た
ま
ひ
な
が
ら
、

ま
た
さ
り
と
て
ひ
た
ぶ
る
に
は
た
う
ち
と
け
ず
、
ゆ
ゑ
あ
り
て
も
て
な

し
た
ま
へ
り
し
心
お
き
て
を
、
人
は
さ
し
も
見
知
ら
ざ
り
き
か
し
、
な

ど
思
し
出
づ
。

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
諸
注
が
当
該
歌
か
ら
読
み
取
る
内
容
を

受
け
た
叙
述
が
全
く
存
在
せ
ず
、
生
前
の
紫
上
の
こ
と
が
し
み
じ
み
と
回
想

さ
れ
て
い
る
。
諸
注
の
解
釈
に
伴
う
、
こ
う
し
た
文
脈
か
ら
の
乖
離
は
、
解

釈
を
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

・
な
き
人
の
影
だ
に
見
え
ぬ
や
り
水
の
そ
こ
は
涙
に
な
が
し
て
ぞ
こ
し

（
後
撰
集
・
哀
傷
・
一
四
〇
二
・
伊
勢
・「
な
く
な
り
に
け
る
人
の

家
に
ま
か
り
て
、
か
へ
り
て
の
あ
し
た
に
か
し
こ
な
る
人
に
つ
か

は
し
け
る
」）

・
影
み
え
ぬ
な
み
だ
の
ふ
ち
の
こ
ろ
も
で
に
う
づ
ま
く
あ
わ
の
き
え
ぞ
し

ぬ
べ
き（

斎
宮
女
御
集
・
四
・
さ
い
宮
・「
女
御
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
、

さ
い
院
よ
り
御
と
ぶ
ら
ひ
の
御
か
へ
り
に
、」）

・
む
か
し
に
も
か
は
ら
ず
す
め
る
い
け
み
づ
に
か
げ
だ
に
み
え
ぬ
き
み
ぞ

か
な
し
き

（
季
経
集
・
八
六
・「
故
中
殿
か
く
れ
給
ひ
て
の
つ
ぎ
の
と
し
、
た

か
く
ら
殿
に
白
河
殿
お
は
し
ま
す
に
ま
ゐ
り
た
る
に
、
む
か
し
に

か
は
ら
ぬ
け
し
き
な
れ
ど
、
た
だ
ひ
と
り
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
許
に

て
さ
び
し
き
や
う
な
り
け
れ
ば
女
房
に
申
し
け
る
」）

右
の
用
例
か
ら
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、「
水
に
影
が
見
え
な
い
」
と
い
う

表
現
は
、
男
の
夜
離
れ
の
比
喩
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
故
人
を
哀
悼
す
る
際

に
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
用
法
は
、『
源
氏
物
語
』
の
作
中

歌
に
も
次
の
よ
う
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

・
な
き
人
の
か
げ
だ
に
見
え
ず
つ
れ
な
く
て
心
を
や
れ
る
い
さ
ら
ゐ
の
水

（
藤
裏
葉
巻
）

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

（
夕
霧
巻
）

・
絶
え
は
て
ぬ
清
水
に
な
ど
か
な
き
人
の
面
影
を
だ
に
と
ど
め
ざ
り
け
ん

（
東
屋
巻
）

・
見
し
人
は
影
も
と
ま
ら
ぬ
水
の
上
に
落
ち
そ
ふ
涙
い
と
ど
せ
き
あ
へ
ず

（
手
習
巻
）

こ
の
よ
う
な
用
法
と
、「
雁
が
ゐ
し
…
」
詠
が
詠
ま
れ
た
前
後
の
状
況
か

ら
見
て
、
こ
の
歌
の
下
の
句
で
「
花
」
に
よ
そ
え
ら
れ
て
そ
の
喪
失
が
嘆
か

れ
て
い
る
の
は
、
亡
く
な
っ
た
紫
上
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
歌

に
は
、
雁
が
浮
か
ん
で
い
た
苗
代
水
が
絶
え
、
そ
れ
に
伴
っ
て
水
面
に
映
っ

て
い
た
花
も
見
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
景
の
変
化
と
消
失
が
読
ま
れ
て
い

る
。
通
説
で
は
そ
れ
を
紫
の
上
の
死
去
と
源
氏
の
夜
離
れ
と
に
振
り
分
け
て

理
解
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
分
析
的
な
読
み
方
で
は
な
く
、
情
景

の
変
化
を
そ
の
ま
ま
一
連
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
、
そ
こ
か
ら
紫
の
上

の
死
去
に
よ
る
喪
失
感
を
読
み
取
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
明
石
君
は
、
自
ら
の
恨
め
し
い
心
情
は
さ
て
お
い
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て
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
源
氏
の
姿
に
涙
し
て
い
た
。「
雁
が
ゐ
る
…
」
詠
を

贈
る
こ
と
で
、
明
石
君
は
、
源
氏
の
悲
し
み
に
寄
り
添
い
、
そ
の
嘆
き
を
共

有
し
よ
う
と
す
る
心
ざ
し
を
届
け
た
の
で
あ
る
。

三

千
々
の
社
を
ひ
き
か
け
て
、行
く
先
長
き
こ
と
を
契
り
き
こ
え
た
ま
ふ
も
、

い
か
で
か
く
口
馴
れ
た
ま
ひ
け
む
と
心
憂
け
れ
ど
、
よ
そ
に
て
つ
れ
な
き
ほ

ど
の
疎
ま
し
さ
よ
り
は
あ
は
れ
に
、人
の
心
も
た
を
や
ぎ
ぬ
べ
き
御
さ
ま
を
、

一
方
に
も
え
疎
み
は
つ
ま
じ
か
り
け
り
と
、
た
だ
つ
く
づ
く
と
聞
き
て
、

来
し
方
を
思
ひ
い
づ
る
も
は
か
な
き
を
行
く
末
か
け
て
な
に
た
の
む
ら

ん

と
、
ほ
の
か
に
の
た
ま
ふ
。
な
か
な
か
い
ぶ
せ
う
心
も
と
な
し
。

「
行
く
末
を
み
じ
か
き
も
の
と
思
ひ
な
ば
目
の
前
に
だ
に
そ
む
か
ざ
ら

な
ん

何
ご
と
も
い
と
か
う
見
る
ほ
ど
な
き
世
を
、
罪
深
く
な
思
し
な
い
そ
」
と
よ

ろ
づ
に
こ
し
ら
へ
た
ま
へ
ど
、「
心
地
も
な
や
ま
し
く
な
む
」
と
て
入
り
た

ま
へ
り
。

（
総
角
巻
）

大
君
の
死
を
嘆
く
中
君
に
、「
千
々
の
社
を
ひ
き
か
け
て
、
行
く
先
長
き

こ
と
を
契
」
る
匂
宮
に
対
し
、
中
君
が
詠
ん
だ
「
来
し
方
を
…
」
詠
と
、
そ

れ
へ
の
返
歌
「
行
く
末
を
…
」
に
つ
い
て
は
、
二
首
と
も
諸
注
の
解
釈
を
見

直
す
べ
き
点
が
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
、
一
首
ず
つ
検
討
を
加
え
る
。

◇
「
来
し
方
を
…
」
の
歌
に
つ
い
て

・
今
ま
で
の
お
約
束
を
思
い
出
し
て
み
ま
し
て
も
、
頼
り
な
い
こ
と
で
し

た
の
に
、
今
ま
た
将
来
の
こ
と
を
、
何
を
頼
み
に
す
る
の
で
し
ょ
う
。

（
集
成
）

・
今
ま
で
の
つ
れ
な
い
お
仕
打
ち
を
思
い
出
す
に
つ
け
て
も
頼
り
な
い
気

が
い
た
し
ま
す
の
に
、
行
く
末
の
こ
と
ま
で
何
を
あ
て
に
せ
よ
と
お
っ

し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

（
新
編
全
集
）

諸
注
は
、
当
該
歌
を
、
右
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
匂
宮
の
約
束
や
仕
打

ち
を
思
い
出
す
と
、
行
く
末
を
契
る
言
葉
も
あ
て
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
意

味
に
解
し
て
い
る
。「
歌
の
内
容
は
手
厳
し
い
」（
新
編
全
集
）、「
中
君
の
き

び
し
い
言
葉
」（
新
大
系
）
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
歌
に
み
ら
れ
る
「
来
し
方
」
は
、
概
括
的
、
包
括

的
な
言
葉
で
あ
り
、「
今
ま
で
の
お
約
束
」「
今
ま
で
の
つ
れ
な
い
お
仕
打
ち
」

と
い
っ
た
意
味
に
た
だ
ち
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
同
じ
こ

と
は
、「
来
し
方
を
思
ひ
い
づ
る
も
は
か
な
き
に
」
と
い
う
上
の
句
全
体
に

つ
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
り
、「
今
ま
で
の
お
約
束
を
思
い
出
し
て
み
ま
し

て
も
、
頼
り
な
い
こ
と
で
し
た
の
に
」（
集
成
）
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な

恨
み
言
を
性
急
に
読
み
取
る
よ
り
も
前
に
、
表
現
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
、

そ
こ
か
ら
自
然
に
想
起
さ
れ
る
の
は
何
か
を
考
え
て
み
る
の
が
、
ま
っ
と
う

な
読
み
方
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
上
の
句
は
、
表
現
を
そ
の
ま
ま
理
解
す
れ
ば
、「
過
去
を
思
い

出
す
の
も
は
か
な
い
の
に
（
無
常
な
の
に
）」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
こ

か
ら
、
中
君
が
、
早
く
に
母
を
亡
く
し
、
八
宮
、
大
君
が
世
を
去
っ
た
と
い

う
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
に
生
じ
た
悲
し
い
出
来
事
を
思
い
出
し
て
、
世
の
無

常
を
思
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
る
の
は
、
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
。
大
君
が
亡
く
な
っ
て
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
中
君
の
心
境
と
し
て
き
わ
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め
て
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
来
し
方
を
…
」
詠
の
下
の
句
は
、「
千
々
の
社
を
ひ
き
か
け
て
、
行
く
先

長
き
こ
と
を
契
り
き
こ
え
た
ま
ふ
」
匂
宮
の
言
葉
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
諸
注
が
読
解
す
る
よ
う
な
、「
将
来
も
当
て
に

は
な
ら
ぬ
と
恨
む
内
容
」（
新
大
系
）
を
述
べ
た
言
葉
で
は
な
く
、
こ
れ
ま

で
の
は
か
な
い
過
去
を
思
え
ば
自
分
も
ま
も
な
く
世
を
去
る
は
ず
で
あ
り
、

そ
の
私
に
行
く
末
か
け
て
契
っ
て
も
む
だ
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。当

該
歌
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
匂
宮
の
将
来
を
契
る
言
葉
や
愛
情
そ
れ
自

体
を
疑
い
恨
む
こ
と
は
せ
ず
に
、
そ
の
誓
い
を
成
り
立
た
せ
る
前
提
条
件
を

無
常
観
に
よ
っ
て
無
化
し
て
み
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
匂
宮
の
言
葉
に

背
を
向
け
た
和
歌
と
し
て
解
す
る
と
き
、「
ほ
の
か
に
の
た
ま
ふ
」
と
い
う

伝
え
方
、
あ
る
い
は
「
心
地
も
な
や
ま
し
く
な
む
」
と
言
っ
て
奥
に
入
っ
て

し
ま
う
中
君
の
す
げ
な
い
行
動
も
、
よ
り
よ
く
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

◇
「
行
く
末
を
…
」
の
歌
に
つ
い
て

・
将
来
を
は
か
な
い
も
の
と
お
思
ひ
に
な
る
な
ら
ば
、
せ
め
て
目
前
で
で

も
私
に
背
か
な
い
で
下
さ
い
。

（
全
書
）

・
行
く
末
を
短
く
は
か
な
い
も
の
と
思
う
な
ら
、
せ
め
て
今
現
在
の
と
こ

ろ
だ
け
で
も
こ
の
私
に
背
か
な
い
で
ほ
し
い
、
の
意
。

（
新
大
系
）

・
行
末
を
は
か
な
い
も
の
と
お
思
い
な
の
で
し
た
ら
、
せ
め
て
た
だ
今
の

と
こ
ろ
だ
け
で
も
、
こ
の
私
を
お
見
捨
て
に
な
ら
な
い
で
い
た
だ
き
た

い
の
で
す
。

（
新
編
全
集
）

匂
宮
の
返
歌
「
行
く
末
を
…
」
に
対
し
、
諸
注
は
ど
れ
も
、
右
に
引
用
し

た
よ
う
に
原
文
を
そ
の
ま
ま
現
代
語
に
改
め
た
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
次
の
二
点
が
、
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

①
「
行
く
末
」
と
は
、
誰
の
「
行
く
末
」
か
。

②
「
目
の
前
に
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

こ
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
諸
注
は
明
示
し
て
い
な
い
の
で
、
判
断
し
に
く

い
の
で
あ
る
が
、
新
編
全
集
が
、

前
歌
の
意
を
、
肉
親
に
次
々
と
死
別
し
た
身
で
は
将
来
も
長
く
生
き
て

は
お
ら
れ
ま
い
、
の
意
に
す
り
か
え
て
、
切
り
返
し
た
。

と
解
説
し
て
い
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、「
あ
な
た
が
自
分
自
身
の
行
く
末
を

短
く
は
か
な
い
も
の
と
思
う
な
ら
」
と
解
し
て
い
る
も
の
と
推
測
し
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
編
全
集
が
右
の
引
用
箇
所
で
、
中
君
の
「
来
し
方
を
…
」

詠
を
匂
宮
が
「
故
意
に
」「
す
り
か
え
た
」
結
果
と
し
て
示
し
た
、「
肉
親
に

次
々
と
死
別
し
た
身
で
は
将
来
も
長
く
生
き
て
は
お
ら
れ
ま
い
」
と
い
う
解

釈
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
来
し
方
を
…
」
詠
が
も
と
も
と
意
味
し
て

い
る
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
。

古
典
和
歌
の
贈
答
歌
で
は
、「
来
し
方
を
…
」
詠
の
よ
う
な
、
詠
者
自
身

の
遠
か
ら
ぬ
死
を
意
識
し
た
歌
を
詠
み
贈
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
悲
観
的
な
内

容
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
の
は
稀
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
相
手
の
詠
ん
だ
死
、

あ
る
い
は
無
常
を
、
受
け
手
自
身
の
も
の
に
と
り
な
し
て
返
歌
す
る
こ
と
が

行
わ
れ（
３
）る。

こ
の
「
行
く
末
を
…
」
詠
に
お
い
て
も
、
人
生
の
無
常
を
振
り
返
り
自
身

の
遠
か
ら
ぬ
死
を
予
感
し
て
み
せ
た
中
君
の
歌
を
受
け
て
、
匂
宮
は
、
中
君

の
い
う
短
い
行
く
末
を
自
分
自
身
の
も
の
に
と
り
な
し
て
い
る
と
読
む
の
が

自
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
の
上
の
句
は
、「
私
の
行
く
末
を
短

― 8 ―



い
も
の
と
あ
な
た
が
思
う
な
ら
ば
」
と
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
。

次
に
②
で
あ
る
が
、「
目
の
前
に
」
と
い
う
言
葉
は
、「
せ
め
て
目
前
で
で

も
」（
全
書
）、「
せ
め
て
目
の
前
だ
け
で
も
」（
大
系
）、「
せ
め
て
今
の
あ
い

だ
だ
け
で
も
」（
玉
上
評
釈
）、「
せ
め
て
今
現
在
な
り
と
も
」（
集
成
）、「
せ

め
て
今
現
在
の
と
こ
ろ
だ
け
で
も
」（
新
大
系
）、「
せ
め
て
た
だ
今
の
と
こ

ろ
だ
け
で
も
」（
新
編
全
集
）
と
い
う
よ
う
に
、
曖
昧
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
言
葉
は
、「
こ
の
世
に
私
が
生
き
て
い
る
間
、
私
の

眼
前
で
」
の
意
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
う
い
う
意
味
に
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別（
４
）稿に
お
い
て
、
私
は
、
柏
木
が
死
の
直
前
に
詠
み
遺
し
た
和
歌
、

目
の
前
に
こ
の
世
を
そ
む
く
君
よ
り
も
よ
そ
に
わ
か
る
る
魂
ぞ
か
な
し

き

の
初
句
「
目
の
前
に
」
に
つ
い
て
、
諸
注
が
、
女
三
宮
の
「
目
の
前
に
」
と

解
し
て
い
る
の
を
訂
し
、
柏
木
の
「
目
の
前
に
」
と
解
す
る
の
が
正
し
い
こ

と
を
論
述
し
た
。
そ
の
際
、

・
こ
む
世
に
も
は
や
成
り
な
な
む
目
の
前
に
つ
れ
な
き
人
を
昔
と
思
は
む

（
古
今
集
・
恋
一
・
五
二
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

・
目
の
前
に
変
は
る
は
う
き
に
な
ぐ
さ
め
つ
さ
ら
ぬ
別
れ
ぞ
か
な
し
か
り

け
る（

続
詞
花
集
・
哀
傷
・
四
三
四
・
中
宮
内
侍
・「
あ
ひ
知
れ
り
け
る

男
の
身
ま
か
り
に
け
る
を
、
い
か
に
思
ふ
ら
ん
な
ど
人
の
と
ひ
侍

り
け
れ
ば
」）

と
と
も
に
、
当
該
歌
「
行
く
末
を
…
」
を
引
証
し
、

こ
れ
ら
の
用
例
で
、「
目
の
前
に
」
は
、
私
の
「
目
の
前
で
」
相
手
が

「
つ
れ
な
き
」「
か
は
る
」「
そ
む
く
」
と
い
う
文
脈
を
構
成
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、「
こ
む
世
」「
さ
ら
ぬ
別
」「（
短
き
）
行
く
末
」
と
の
関

係
に
お
い
て
、「
あ
な
た
も
私
も
同
じ
こ
の
世
に
い
な
が
ら
」
と
い
う

意
味
合
い
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
よ
う
。

と
述
べ
た
。「
目
の
前
」
と
い
う
表
現
の
、そ
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
は
、『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
、
次
の
用
例
か
ら
も
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

・
惜
し
か
ら
ぬ
命
に
か
へ
て
目
の
前
の
別
れ
を
し
ば
し
と
ど
め
て
し
か
な

（
須
磨
巻
）

・
限
り
あ
り
て
別
れ
は
て
た
ま
は
む
よ
り
も
、
目
の
前
に
わ
が
心
と
や
つ

し
棄
て
た
ま
は
む
御
あ
り
さ
ま
を
見
て
は
、
さ
ら
に
片
時
た
ふ
ま
じ
く

の
み
、
惜
し
く
悲
し
か
る
べ
け
れ
ば

（
若
菜
下
巻
）

匂
宮
の
詠
じ
た
「
行
く
末
を
…
」
詠
に
改
め
て
焦
点
を
絞
る
な
ら
、
こ
の

歌
の
「
目
の
前
に
」
は
、
自
分
が
ま
も
な
く
世
を
去
る
と
中
君
に
思
わ
れ
て

い
る
と
と
り
な
し
た
上
で
、「
こ
の
世
に
私
が
生
き
て
い
る
そ
の
短
い
間
、

私
の
眼
前
で
」
の
意
を
表
し
、
一
首
と
し
て
は
、「
私
の
行
く
末
が
短
い
も

の
と
あ
な
た
が
思
う
な
ら
、
せ
め
て
こ
の
世
に
私
が
生
き
て
い
る
そ
の
短
い

間
だ
け
で
も
、
私
か
ら
背
か
な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
う
願
い
を
詠
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。

四

枯
れ
枯
れ
な
る
前
栽
の
中
に
、
尾
花
の
、
物
よ
り
こ
と
に
手
を
さ
し
出
で

て
招
く
が
を
か
し
く
見
ゆ
る
に
、
ま
だ
穂
に
出
で
さ
し
た
る
も
、
露
を
つ
ら

ぬ
き
と
む
る
玉
の
緒
、
は
か
な
げ
に
う
ち
な
び
き
た
る
な
ど
、
例
の
こ
と
な

れ
ど
、
夕
風
な
ほ
あ
は
れ
な
る
こ
ろ
な
る
か
し
。

穂
に
出
で
ぬ
も
の
お
も
ふ
ら
し
篠
す
す
き
招
く
た
も
と
の
露
し
げ
く
し
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て

（
宿
木
巻
）

右
の
匂
宮
詠
に
つ
い
て
、
諸
注
は
一
致
し
て
次
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い

る
。・

あ
な
た
は
顔
に
出
さ
ず
に
物
思
ひ
の
御
様
子
で
す
ね
、
心
こ
め
た
薫
の

お
さ
そ
ひ
が
た
び
た
び
で
。

（
全
書
）

・
篠
す
す
き
（
御
身
）
は
、
顔
色
に
は
出
さ
な
い
物
思
い
を
（
薫
に
靡
こ

う
と
）
し
て
い
る
ら
し
い
、
篠
す
す
き
（
御
身
）
を
そ
そ
の
か
し
誘
う

（
招
く
）
事
が
、
頻
繁
な
の
で
。

（
大
系
）

・
あ
な
た
は
心
中
ひ
そ
か
に
物
思
い
を
し
て
い
る
ら
し
い
。（
薫
か
ら
の
）

誘
い
の
手
紙
が
頻
繁
な
の
で
。

（
新
大
系
）

こ
の
よ
う
な
諸
注
の
解
釈
に
お
い
て
、
初
二
句
と
三
句
以
下
は
分
離
し
て

理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
中
君
の
心
境
の
推
測
と
、
薫
の
誘
い
の
比
喩

と
解
さ
れ
て
い
る
。

河
添
房
江
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
と
は
別
の
理
解
を
次
の
よ
う
に
示
し

て
い（
５
）る。

匂
宮
の
「
穂
に
い
で
ぬ
」
の
歌
は
、
中
の
君
を
「
し
の
す
す
き
」
に

喩
え
て
、
中
の
君
が
薫
を
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
る
と
二
人
の
仲
に
嫉
妬

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
薄
は
、
女
性
に
と
っ
て
は
喩
え
ら
れ

る
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
秋
草
だ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

匂
宮
の
歌
の
引
歌
と
し
て
、『
花
鳥
余
情
』
の
引
く
『
古
今
集
』
の
在

原
棟
梁
の
、

秋
の
野
の
草
の
袂
か
花
す
す
き
穂
に
い
で
て
招
く
袖
と
見
ゆ
ら
む

（
秋
上
・
二
四
三
）

が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
風
に
な
び
く
薄
（
花
薄
、
尾
花
）
は
、『
古

今
集
』
の
時
代
か
ら
、
手
招
き
す
る
人
の
袖
に
見
立
て
ら
れ
て
、
し
ば

し
ば
詠
ま
れ
て
い
る
。
女
性
が
薄
に
喩
え
ら
れ
る
の
は
、
男
を
手
招
き

す
る
女
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
匂
宮
の
「
し

の
す
す
き
招
く
た
も
と
」
に
も
、
そ
の
意
味
で
中
の
君
が
自
分
以
外
の

男
、
つ
ま
り
薫
を
ひ
そ
か
に
手
招
い
て
い
る
と
い
う
当
て
擦
り
に
な
っ

て
い
る
。

右
の
引
用
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
薄
は
女
性
に
例
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
こ
れ
を
薫
の
誘
い
の
比
喩
と
す
る
諸
注
の
理
解
に
は
問
題
が
あ
る
。
ま

た
、
諸
注
は
前
述
の
よ
う
に
、
中
君
の
物
思
い
と
、
そ
の
原
因
と
な
る
薫
の

誘
い
と
を
、
一
首
の
歌
か
ら
二
つ
な
が
ら
読
み
取
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り

も
、
一
首
全
体
を
中
の
君
の
心
境
の
喩
と
し
て
理
解
す
る
河
添
氏
の
読
解
の

ほ
う
に
、
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
蛇
足
め
く
が
、
河
添
氏
の
読
解
を
肯
定
す
る
立
場
で
、
一
首
の
構

造
把
握
の
観
点
か
ら
、
短
く
補
足
を
試
み
た
い
。

「
ら
し
」
と
い
う
助
動
詞
に
は
、「
根
拠
を
示
し
、
現
実
の
状
況
を
推
定
す

る
意
を
表
わ
す
」（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）
用
法
が
あ
る
。

・
た
び
ね
し
て
つ
ま
ご
ひ
す
ら
し
郭
公
神
な
び
山
に
さ
よ
ふ
け
て
な
く

（
後
撰
集
・
夏
・
一
八
七
・「
題
し
ら
ず
」）

・
み
を
つ
め
ば
物
思
ふ
ら
し
時
鳥
な
き
の
み
ま
ど
ふ
五
月
雨
の
や
み

（
源
順
集
・
夏
・
一
六
）

・
大
空
も
秋
の
わ
か
れ
を
お
も
ふ
ら
し
け
ふ
の
け
し
き
は
う
ち
時
雨
れ
つ

つ

（
清
輔
集
・
秋
・
一
八
七
・「
雨
中
九
月
尽
」）

右
の
三
首
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
、「
郭
公
神
な
び
山
に
さ
よ
ふ
け
て
な
く
」「
時

鳥
な
き
の
み
ま
ど
ふ
五
月
雨
の
や
み
」「
け
ふ
の
け
し
き
は
う
ち
時
雨
れ
つ

つ
」
と
い
う
情
景
を
根
拠
と
し
て
、「
た
び
ね
し
て
つ
ま
ご
ひ
す
ら
し
」「
物
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思
ふ
ら
し
」「
大
空
も
秋
の
わ
か
れ
を
お
も
ふ
ら
し
」
と
い
う
推
定
を
行
っ

て
い
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、「
穂
に
い
で
ぬ
…
」
の
歌
は
、
三
〜
五
句
に
、
篠
薄
の

袂＝

葉
に
露
が
多
く
置
い
て
い
る
様
子
を
示
し
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
初

二
句
で
、
篠
薄
が
物
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
歌
は
、
篠
薄
の
様
子
と
そ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
心
理

と
を
示
し
て
お
り
、
諸
注
の
解
の
よ
う
に
、
誘
う
篠
薄＝

薫
と
誘
わ
れ
る
中

君
の
物
思
い
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
の
要
素
に
分
離
し
て
一
首
を
把
握
す
る

解
釈
は
不
自
然
で
あ
る
。

こ
の
歌
で
は
、
さ
ら
に
そ
の
篠
薄
の
景
と
そ
こ
か
ら
の
推
測
が
、
全
体
と

し
て
中
君
を
寓
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と

が
諸
注
の
解
釈
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
量
さ
れ
る
。

五

…
「
い
で
や
、そ
の
本
尊
、願
ひ
満
て
た
ま
ふ
べ
く
は
こ
そ
尊
か
ら
め
、時
々

心
や
ま
し
く
は
、
な
か
な
か
山
水
も
濁
り
ぬ
べ
く
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
は
て

は
て
は
、「
う
た
て
の
御
聖
心
や
」
と
、
ほ
の
か
に
笑
ひ
た
ま
ふ
も
を
か
し

う
聞
こ
ゆ
。「
い
で
さ
ら
ば
、
伝
へ
は
て
さ
せ
た
ま
へ
か
し
。
こ
の
御
の
が

れ
言
葉
こ
そ
、
思
ひ
出
づ
れ
ば
ゆ
ゆ
し
く
」
と
の
た
ま
ひ
て
も
、
ま
た
涙
ぐ

み
ぬ
。見

し
人
の
形
代
な
ら
ば
身
に
そ
へ
て
恋
し
き
瀬
々
の
な
で
も
の
に
せ
む

と
、
例
の
、
戯
れ
に
言
ひ
な
し
て
、
紛
ら
は
し
た
ま
ふ
。

「
み
そ
ぎ
河
瀬
々
に
い
だ
さ
ん
な
で
も
の
を
身
に
添
ふ
か
げ
と
た
れ
か

頼
ま
ん

引
く
手
あ
ま
た
に
、
と
か
や
。
い
と
ほ
し
く
ぞ
は
べ
る
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

…

（
東
屋
巻
）

右
の
贈
答
に
見
ら
れ
る
「
瀬
々
の
な
で
も
の
」「
瀬
々
に
い
だ
さ
ん
な
で

も
の
」
は
、
祓
い
に
お
い
て
水
に
流
す
紙
の
人
形
で
、
浮
舟
を
よ
そ
え
た
も

の
で
あ
る
。

薫
が
詠
じ
た
「
見
し
人
の
…
」
は
、
浮
舟
が
亡
き
大
君
の
形
代
な
ら
ば
、

彼
女
を
「
恋
し
き
瀬
々
の
な
で
も
の
」
に
し
よ
う
と
い
う
歌
で
あ
り
、
こ
れ

に
対
し
て
、
中
君
は
、
薫
の
愛
情
を
疑
う
歌
を
返
し
た
。

そ
の
「
み
そ
ぎ
河
…
」
詠
に
つ
い
て
、
諸
注
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い

る
。・

禊
河
の
瀬
々
に
流
し
出
す
な
で
も
の
で
す
も
の
、
浮
舟
を
一
生
お
側
に

お
い
て
下
さ
る
も
の
と
誰
が
信
頼
で
き
ま
し
ょ
う
。

（
全
書
）

・
み
そ
ぎ
を
川
の
瀬
々
に
流
し
出
す
な
で
も
の
で
す
も
の
、
一
生
お
側
に

お
い
て
下
さ
る
も
の
と
誰
が
頼
み
に
し
ま
し
ょ
う
。

（
玉
上
評
釈
）

・
禊
河
の
瀬
ご
と
に
流
し
出
す
撫
物
で
し
た
ら
、
一
生
お
側
に
置
い
て
頂

け
る
と
誰
が
頼
み
に
し
ま
し
ょ
う
。

（
集
成
）

・
禊
河
の
あ
の
瀬
こ
の
瀬
に
流
す
な
で
も
の
と
は
、
そ
ん
な
は
か
な
い
も

の
で
し
た
ら
、
い
つ
も
お
そ
ば
に
置
い
て
い
た
だ
け
る
と
誰
が
頼
み
に

で
き
ま
し
ょ
う
。

（
新
編
全
集
）

こ
う
し
た
諸
注
の
解
釈
に
お
い
て
、「
頼
む
（＝

あ
て
に
す
る
・
信
頼
す

る
）」
行
為
の
主
体
は
、「
浮
舟
を
一
生
お
側
に
お
い
て
下
さ
る
も
の
と
…
」

（
全
書
）
の
よ
う
に
、
浮
舟
と
い
う
名
を
訳
出
し
て
い
る
場
合
に
は
、「
中
君
」

が
想
定
さ
れ
、「
一
生
お
側
に
置
い
て
頂
け
る
と
」（
集
成
）
の
よ
う
に
、
浮

舟
に
言
及
が
な
い
場
合
に
は
、「
浮
舟
本
人
」
あ
る
い
は
「
中
君
」
が
想
定
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さ
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、「
頼
む
」
対
象
と
し
て
は
、
右
の
い
ず
れ
の
場
合

も
「
薫
・
薫
の
浮
舟
に
対
す
る
愛
情
」
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、「
身
に
そ
ふ
か
げ
と
」「
頼

む
」
と
い
う
表
現
が
誤
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
君
詠
の
「
身
に
添
ふ
か
げ
」
は
、「
妻
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う

な
愛
す
る
対
象
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。そ
の
こ
と
は
、

・
う
ち
は
な
ひ
は
な
を
ぞ
ひ
つ
る
つ
る
ぎ
た
ち
み
に
そ
ふ
い
も
し
お
も
ひ

け
ら
し
も

（
万
葉
集
・
巻
十
一
・
寄
物
陳
思
・
二
六
四
五
）

・
つ
る
ぎ
た
ち
み
に
そ
ふ
い
も
を
と
り
み
が
ね
ね
を
ぞ
な
き
つ
る
て
ご
に

あ
ら
な
く
に

（
万
葉
集
・
巻
十
四
・
相
聞
・
三
五
〇
五
）

と
い
う
用
例
に
見
え
る
「
身
に
添
ふ
い
も
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
を
参
照

す
れ
ば
、
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

問
題
は
、
そ
の
後
に
「
と
頼
む
」
と
い
う
表
現
が
つ
い
た
場
合
の
意
味
が

ど
う
な
る
か
、
具
体
的
に
は
、「
一
生
お
側
に
置
い
て
頂
け
る
と
頼
み
に
す

る
」
と
い
う
よ
う
な
、
浮
舟
あ
る
い
は
中
君
の
信
頼
を
意
味
す
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、「
つ
ま
と
た
の
む
」
と
い
う
表
現
の
用
い
ら

れ
方
を
見
て
み
よ
う
。

・
け
ふ
よ
り
は
つ
ま
と
た
の
ま
む
あ
や
め
ぐ
さ
か
り
そ
め
な
り
と
お
も
は

ざ
ら
な
む

（
江
帥
集
・
五
六
・「
承
暦
二
年
四
月
廿
八
日
歌
合
殿
上
、
昌
蒲
」）

・
お
し
な
べ
て
か
ら
る
と
み
れ
ば
あ
や
め
ぐ
さ
わ
が
つ
ま
と
し
も
い
か
が

た
の
ま
ん

（
忠
盛
集
・
二
七
）

・
と
し
ふ
れ
ど
い
は
で
ふ
る
や
の
忍
草
い
ま
は
ほ
に
出
で
て
妻
と
た
の
ま

ん

（
堀
河
百
首
・
一
一
二
一
・
公
実
・「
初
恋
」）

右
の
用
例
は
、「
妻
と
し
て
大
切
に
し
て
も
ら
え
る
と
女
が
男
を
あ
て
に

す
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
男
が
女
を
妻
と
し
て
あ
て
に
す
る
」
の

意
を
表
し
て
い
る
。

こ
れ
を
見
れ
ば
、
当
該
歌
に
い
う
「
身
に
添
ふ
か
げ
と
」「
頼
む
」
と
い

う
言
い
方
が
、
薫
自
身
が
浮
舟
を
妻
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
大
切
な
存
在

と
し
て
あ
て
に
す
る
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
だ
ろ

う
。そ

の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
源
氏
物
語
の
用
例
を
見
て
も
確
認
で
き
る
。

・
お
ほ
か
た
の
世
に
つ
け
て
み
る
に
は
咎
な
き
も
、
わ
が
も
の
と
う
ち
頼

む
べ
き
﹇＝

妻
と
し
て
頼
れ
る
人
（
新
編
全
集
）﹈
を
選
ら
む
に
、
多

か
る
中
に
も
え
な
む
思
ひ
定
む
ま
じ
か
り
け
る
。

（
帚
木
巻
）

・
か
の
御
息
所
は
い
と
い
と
ほ
し
け
れ
ど
、
ま
こ
と
の
よ
る
べ
と
頼
み
き

こ
え
む
に
は
﹇＝

正
室
と
し
て
お
頼
り
申
す
と
な
れ
ば
（
新
編
全
集
）﹈

必
ず
心
お
か
れ
ぬ
べ
し
、

（
葵
巻
）

以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
み
そ
ぎ
河
…
」
詠
の
「
た
れ
か
頼

ま
む
」
は
、「
恋
し
き
瀬
々
の
な
で
も
の
に
せ
む
」
と
い
う
あ
な
た
の
言
葉

を
誰
も
信
頼
し
た
り
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
直
接
表
現
し
た
も
の
で
は

な
く
、
あ
な
た
が
浮
舟
を
身
に
添
う
影
の
よ
う
に
愛
す
る
わ
け
が
な
い
と
い

う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
あ
な
た
の
言
っ
て
い

る
こ
と
は
嘘
だ
ろ
う
と
と
が
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
「
新

編
全
集
」
と
略
称
す
る
）
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
他
の
諸
注
釈

書
に
言
及
す
る
場
合
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
る
。「
全
書
」（＝

『
日
本
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古
典
全
書
』）、「
大
系
」（＝

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』）、「
玉
上
評
釈
」（＝

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』）、「
集
成
」（＝

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』）、

「
新
大
系
」（＝

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）。

（
２
）
松
本
真
奈
美
「
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
と
引
歌
―
秋
好
中
宮
を
め
ぐ
っ

て
―
」（
助
川
幸
逸
郞
ほ
か
編
『
新
時
代
へ
の
源
氏
学
５

構
築
さ
れ
る

社
会
・
ゆ
ら
ぐ
言
葉
』
二
〇
一
五
年
、
竹
林
舎
）。

（
３
）
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
作
中
歌
の
読
み
方
」（『（
韓
国
外
国
語
大
学
校
）

日
本
研
究
』
六
八
号
・
二
〇
一
六
年
六
月
）
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
に
言

及
し
た
。

（
４
）
注
３
拙
稿
。

（
５
）
河
添
房
江
『
源
氏
物
語
時
空
論
』
第
五
部
第
五
章
「
絵
巻
の
復
元
模
写

か
ら
読
み
解
く
『
源
氏
物
語
』」（
二
〇
〇
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）。

（
か
と
う

む
つ
み

本
学
教
授
）
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