
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
六
）

加

藤

睦

一

御
前
に
い
と
人
少
な
に
て
、
う
ち
休
み
わ
た
れ
る
に
、
独
り
目
を
さ
ま
し

て
、
枕
を
そ
ば
だ
て
て
四
方
の
嵐
を
聞
き
た
ま
ふ
に
、
波
た
だ
こ
こ
も
と
に

立
ち
く
る
心
地
し
て
、
涙
落
つ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
に
枕
浮
く
ば
か
り
に
な
り
に

け
り
。
琴
を
す
こ
し
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
る
が
、
我
な
が
ら
い
と
す
ご
く
聞

こ
ゆ
れ
ば
、
弾
き
さ
し
た
ま
ひ
て
、

恋
ひ
わ
び
て
な
く
音
に
ま
が
ふ
浦
波
は
思
ふ
か
た
よ
り
風
や
吹
く
ら
ん

（
須
磨（
１
）巻）

こ
の
「
恋
ひ
わ
び
て
…
」
詠
に
つ
い
て
は
、
第
四
句
「
思
ふ
か
た
よ
り
」

に
つ
い
て
、

○
私
を
恋
し
く
思
う
人
々
の
い
る
都
の
方
か
ら

○
私
が
恋
し
く
思
う
都
の
方
か
ら

と
い
う
二
様
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
前
者
の
立
場
を
と
っ
て
、
一
首
を
、

恋
し
さ
に
堪
え
か
ね
泣
く
声
か
と
聞
え
る
浦
波
の
音
は
、
わ
た
し
の
こ

と
を
思
っ
て
い
る
人
た
ち
の
い
る
都
の
方
か
ら
風
が
吹
い
て
く
る
せ
い

で
あ
ろ
う
か
。

（
新
編
全
集
）

と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
場
合
、
浦
波
の
音
（
泣
き
声
）
と
風
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
都
の
人
々
が
泣
い
て
い
る
声
を
風
が
運
ん
で
来
る
と
い
う
こ
と
で

筋
が
通
る
が
、「
涙
落
つ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
に
…
」
と
語
ら
れ
た
、
都
を
思
う

源
氏
自
身
の
心
情
は
全
く
表
出
せ
ず
、
都
の
人
々
が
自
分
を
恋
し
く
思
う
心

情
を
専
ら
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
、
や
や
不
自
然
な
解
釈
に
な
る
と
い
う

難
が
あ
る
。

後
者
の
立
場
を
と
る
場
合
は
、「
思
ふ
」
に
源
氏
自
身
の
心
情
が
明
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、「
恋
ひ
わ
び
て
な
く
音
」
も
源
氏
自
身
の

泣
き
声
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
詠
歌
状
況
に
適
合
し
た
自
然
な
理
解

と
な
る
。
た
だ
し
、
上
の
句
の
「
恋
ひ
わ
び
て
な
く
音
に
ま
が
ふ
浦
波
」
と

い
う
事
象
と
、
下
の
句
の
「
思
ふ
か
た
よ
り
風
や
吹
く
ら
ん
」
と
い
う
推
量

の
関
係
が
、
把
握
し
に
く
い
と
い
う
難
点
が
生
ず
る
。

・
浦
波
の
音
が
、
恋
ひ
わ
び
て
泣
く
自
分
の
声
に
似
て
ゐ
る
の
は
、
恋
し

い
も
の
の
ゐ
る
方
か
ら
風
が
吹
く
か
ら
で
あ
ら
う
か
。

（
全
書
）

― 151 ―



・
都
（
の
人
）
恋
し
さ
に
寂
し
さ
と
悲
し
さ
に
悩
ん
で
過
ご
し
て
、
私
が

泣
い
て
居
る
音
に
、
似
通
っ
て
居
る
浦
浪
の
音
は
、
私
の
恋
し
く
思
う

都
の
方
か
ら
吹
い
て
来
る
風
に
よ
る
波
で
あ
ろ
う
か
。

（
大
系
）

・
都
に
残
し
た
女
た
ち
を
思
う
自
分
の
気
持
か
ら
、
浦
波
が
悲
し
く
聞
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
、
の
意
。

（
集
成
）

右
に
見
る
よ
う
に
、
全
書
、
大
系
は
、
浦
波
の
音
と
風
と
の
関
係
を
特
に

説
明
し
て
い
な
い
（
で
き
て
い
な
い
）。
こ
れ
に
対
し
、
集
成
は
、
源
氏
自

身
の
心
理
に
基
づ
く
関
係
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。

恋
し
さ
に
堪
え
切
れ
ず
に
泣
く
泣
き
声
の
よ
う
に
、
須
磨
の
浦
の
波
音

が
聞
こ
え
る
の
は
、
我
が
思
う
都
の
方
か
ら
風
が
吹
い
て
来
て
、
都
人

の
悲
し
み
の
声
を
運
ん
で
く
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
の
意
。（
新
大
系
）

と
い
う
解
釈
は
、「
思
ふ
か
た
」
を
「
我
が
思
う
都
の
方
」
と
し
な
が
ら
、

風
に
つ
い
て
は
、「
都
人
の
悲
し
み
の
声
を
運
ん
で
く
る
」
風
と
す
る
折
衷

案
。
上
野
理
氏
が
次
の
よ
う
に
解
説
す（
２
）るの
も
、
同
様
の
解
釈
と
判
断
さ
れ

る
。

光
源
氏
の
独
詠
は
、（
中
略
）
自
分
が
思
う
都
の
方
よ
り
吹
く
風
に
よ
っ

て
立
つ
浦
波
故
に
、
都
の
人
々
の
思
い
を
伝
え
て
い
る
か
ら
か
、
と
思

い
入
る
形
で
郷
愁
を
歌
う
。
浦
波
は
都
の
人
々
の
泣
き
声
で
あ
り
、
光

源
氏
は
自
分
の
泣
き
声
と
自
分
の
空
想
す
る
都
の
人
々
の
泣
き
声
と
の

交
響
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

集
成
や
新
大
系
の
よ
う
な
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
考
え
ら
れ
た
解
釈
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
苦
心
の
分
だ
け
和
歌
の
原
文
か
ら
乖
離
し
て

い
る
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。

上
の
句
の
「
恋
ひ
わ
び
て
な
く
」
も
下
の
句
の
「
思
ふ
」
も
、
と
も
に
源

氏
の
心
情
を
表
現
し
た
も
の
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

…
…
歌
…
…
と
う
た
ひ
た
ま
へ
る
に
人
々
お
ど
ろ
き
て
、
め
で
た
う
お

ぼ
ゆ
る
に
忍
ば
れ
で
、
あ
い
な
う
起
き
ゐ
つ
つ
、
鼻
を
忍
び
や
か
に
か

み
わ
た
す
。
げ
に
い
か
に
思
ふ
ら
む
、
わ
が
身
ひ
と
つ
に
よ
り
、
親
兄

弟
、片
時
た
ち
離
れ
が
た
く
ほ
ど
に
つ
け
つ
つ
思
ふ
ら
む
家
を
別
れ
て
、

か
く
ま
ど
ひ
あ
へ
る
と
思
す
に
、
い
み
じ
く
て
、
…
…

と
続
く
行
文
も
、
当
該
歌
が
、
都
人
の
心
情
で
は
な
く
源
氏
自
身
の
心
情
を

表
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
首
を
訳
出
す
れ
ば
、

私
が
都
を
恋
い
わ
び
て
泣
く
声
に
聞
き
紛
う
浦
波
が
立
っ
て
い
る
の

は
、
恋
し
く
思
う
方
角
か
ら
風
が
吹
い
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
が
妥
当
な
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
の
、「
都
を

恋
い
わ
び
て
泣
く
声
」
と
「
恋
し
く
思
う
方
角
か
ら
風
が
吹
い
て
く
る
」
こ

と
の
関
係
を
了
解
す
る
た
め
に
は
、
集
成
や
新
大
系
の
よ
う
に
一
首
の
内
部

で
合
理
化
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
歌
の
外
部
に
あ
る
も
の
を
参
照
す
る
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、

胡
馬
ハ
北
風
ニ
依
リ

越
鳥
ハ
南
枝
ニ
巣
ク
フ

（
文
選
・
巻
二
十
九
・
古
詩
）

と
い
う
詩
句
で
あ
る
。
こ
の
句
は
当
該
歌
と
同
じ
須
磨
巻
で
、

か
く
か
た
じ
け
な
き
御
送
り
に
と
て
、
黒
駒
奉
り
た
ま
ふ
。「
ゆ
ゆ
し

う
思
さ
れ
ぬ
べ
け
れ
ど
、
風
に
当
た
り
て
は
嘶
え
ぬ
べ
け
れ
ば
な
む
」

と
申
し
た
ま
ふ
。

と
い
う
よ
う
に
引
か
れ
て
も
い
る
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
句
で
あ
る
。

新
編
全
集
は
、
こ
の
詩
句
の
前
半
部
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。
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「
胡
馬
ハ
北
風
ニ
依
リ
」
を
『
河
海
抄
』
な
ど
に
「
胡
馬
ハ
北
風
ニ
嘶

エ
」
の
か
た
ち
で
引
く
。「
駒
は
も
と
胡
国
の
獣
也
。
仍
北
風
に
あ
た

れ
ば
旧
里
を
慕
ひ
て
い
ば
ゆ
る
也
」（
河
海
抄
）。

胡
馬
は
「
北
風
に
あ
た
れ
ば
旧
里
を
慕
ひ
て
い
ば
ゆ
る
」。
須
磨
浦
の
波

は
、
そ
れ
自
体
都
を
慕
う
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
源
氏
は
、
そ
の
波
の
音
に

自
身
を
投
影
し
、
須
磨
浦
の
波
が
都
を
慕
っ
て
泣
い
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え

る
の
は
、
都
の
方
角
か
ら
風
が
吹
い
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
か
、
と
と
り
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

二

二
条
院
の
御
前
の
桜
を
御
覧
じ
て
も
、
花
の
宴
の
を
り
な
ど
思
し
出
づ
。

「
今
年
ば
か
り
は
」
と
独
り
ご
ち
た
ま
ひ
て
、人
の
見
と
が
め
つ
べ
け
れ
ば
、

御
念
誦
堂
に
こ
も
り
ゐ
た
ま
ひ
て
日
一
日
泣
き
暮
ら
し
た
ま
ふ
。
夕
日
は
な

や
か
に
さ
し
て
、
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に
、
雲
の
薄
く
わ
た
れ
る
が
鈍
色

な
る
を
、
何
ご
と
も
御
目
と
ど
ま
ら
ぬ
こ
ろ
な
れ
ど
、
い
と
も
の
あ
は
れ
に

思
さ
る
。

入
日
さ
す
峰
に
た
な
び
く
薄
雲
は
も
の
思
ふ
袖
に
色
や
ま
が
へ
る

人
聞
か
ぬ
所
な
れ
ば
か
ひ
な
し
。

（
薄
雲
巻
）

藤
壺
の
死
を
悼
ん
で
源
氏
の
詠
ん
だ
独
詠
歌
「
入
日
さ
す
…
」
に
つ
い

て
、
諸
注
は
一
致
し
て
「
も
の
思
ふ
袖
」＝

「
喪
服
の
袖
」
と
い
う
理
解
を

示
し
、
一
首
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

夕
日
の
さ
す
峰
に
た
な
び
く
薄
雲
は
、
悲
し
み
に
く
れ
て
い
る
私
の
喪

服
の
袖
に
色
を
似
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
の
意
。

（
新
大
系
）

確
か
に
当
該
歌
の
「
峰
に
た
な
び
く
薄
雲
」
は
、
直
前
の
叙
述
に
「
雲
の

薄
く
わ
た
れ
る
が
鈍
色
な
る
」
と
あ
る
こ
と
と
照
応
し
て
お
り
、「
も
の
思

ふ
袖
」
を
「
喪
服
の
袖
」
と
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
さ
そ
う
に
見
え

る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
解
釈
に
は
、「
入
日
さ
す
」
と
詠
ま
れ
、「
夕
日

は
な
や
か
に
さ
し
て
」
と
語
ら
れ
て
い
る
、
夕
日
の
色
の
こ
と
が
抜
け
落
ち

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

新
編
全
集
は
、
地
の
文
の
「
鈍
色
」
に
つ
い
て
「
喪
服
の
薄
墨
色
。
来
迎

の
折
の
紫
雲
の
連
想
が
あ
る
」
と
注
し
、
夕
日
の
色
に
つ
い
て
も
配
慮
し
て

い
る
が
、
歌
の
解
釈
に
お
い
て
は
、「
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
私
の
喪
服
の
袖

に
色
を
似
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
夕
日
の
色
が

脱
落
し
て
い
る
。

「
入
日
」「
夕
日
」
の
色
は
、
次
の
用
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
紅
葉
や
躑

躅
の
色
に
通
う
も
の
と
さ
れ
、「
く
れ
な
ゐ
」
と
表
現
さ
れ
る
。

・
入
日
さ
す
み
ね
の
木
の
は
と
見
え
つ
る
は
も
み
ぢ
の
色
の
て
る
に
ざ
り

け
る

（
大
弐
高
遠
集
・
一
四
九
・「
又
、
大
井
に
て
」）

・
い
り
ひ
さ
す
ゆ
ふ
く
れ
な
ゐ
の
い
ろ
は
え
て
山
し
た
て
ら
す
い
は
つ
つ

じ
か
な

（
金
葉
集
二
度
本
・
八
四
・
摂
政
家
参
河
・「
晩
見
躑
躅
と
い
へ
る
こ

と
を
よ
め
る
」）

・
く
れ
な
ゐ
に
立
つ
し
ら
な
み
の
見
え
つ
る
は
や
ま
の
あ
な
た
の
い
り
ひ

な
り
け
り

（
玄
玄
集
・
一
五
五
・
資
業
・「
高
砂
」）

こ
の
「
く
れ
な
ゐ
」
の
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
峰
に
た
な
び
く
「
鈍
色
」
の

雲
と
、「
も
の
思
ふ
袖
」
と
が
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
に
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、

『
源
氏
物
語
』
作
中
歌
に
も
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
「
く
れ
な
ゐ
」
の
涙
、

す
な
わ
ち
紅
涙
で
あ
ろ
う
。
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・
く
れ
な
ゐ
の
涙
に
ふ
か
き
袖
の
色
を
あ
さ
み
ど
り
と
や
言
ひ
し
を
る
べ

き

（
少
女
巻
）

・
く
れ
な
ゐ
に
落
つ
る
涙
も
か
ひ
な
き
は
か
た
み
の
色
を
そ
め
ぬ
な
り
け

り

（
総
角
巻
）

直
前
の
叙
述
で
、
源
氏
が
悲
嘆
に
く
れ
る
様
子
が
、「
御
念
誦
堂
に
こ
も

り
ゐ
た
ま
ひ
て
日
一
日
泣
き
暮
ら
し
た
ま
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
た
い
。

通
説
が
そ
う
解
し
て
い
る
よ
う
に
、「
も
の
思
ふ
袖
」
の
色
が
源
氏
の
喪

服
の
色
だ
け
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

お
さ
め
た
て
ま
つ
る
に
も
、
世
の
中
響
き
て
悲
し
と
思
は
ぬ
人
な
し
。

殿
上
人
な
ど
な
べ
て
一
つ
色
に
黒
み
わ
た
り
て
、
も
の
の
栄
な
き
春
の

暮
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
一
様
に
喪
に
服
し
て
い
る
殿
上
人
た
ち
と
共
通
し
た
色
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
「
な
べ
て
」
の
色
か
ら
隔
絶
し
た
、

源
氏
固
有
の
「
も
の
思
ふ
袖
」
の
「
色
」
と
は
、
薄
墨
色
の
喪
服
の
袖
が
紅

涙
に
染
ま
る
色
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

三

御
前
近
き
呉
竹
の
、
い
と
若
や
か
に
生
ひ
た
ち
て
、
う
ち
な
び
く
さ
ま
の

な
つ
か
し
き
に
、
立
ち
と
ま
り
た
ま
う
て
、

「
ま
せ
の
う
ち
に
根
深
く
植
ゑ
し
竹
の
子
の
お
の
が
世
々
に
や
生
ひ
わ
か

る
べ
き

思
へ
ば
恨
め
し
か
べ
い
こ
と
ぞ
か
し
」
と
、
御
簾
を
ひ
き
上
げ
て
聞
こ
え
た

ま
へ
ば
、
ゐ
ざ
り
出
で
て
、

「
今
さ
ら
に
い
か
な
ら
ん
世
か
若
竹
の
生
ひ
は
じ
め
け
む
根
を
ば
た
づ
ね

ん

な
か
な
か
に
こ
そ
は
べ
ら
め
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
、
い
と
あ
は
れ
と
思
し

け
り
。

（
胡
蝶
巻
）

こ
の
「
ま
せ
の
う
ち
に
…
」
の
歌
は
、「
中
年
を
過
ぎ
よ
う
と
す
る
源
氏

の
慕
情
と
諦
念
の
こ
め
ら
れ
た
歌
」（
新
編
全
集
）
と
解
説
さ
れ
る
の
が
通

例
で
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

・
自
分
（
源
氏
）
の
ま
せ
垣
の
中
に
、
自
分
が
か
つ
て
根
を
深
く
植
え
た

竹
の
子
が
―
自
分
の
手
も
と
に
、
大
切
に
育
て
た
子
（
玉
鬘
）
が
、
自

分
の
手
か
ら
離
れ
（
他
人
の
も
の
と
な
っ
て
）
自
分
自
分
の
世
界
に
生

い
立
っ
て
別
れ
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
大
系
）

・
邸
の
奥
で
た
い
せ
つ
に
育
て
た
娘
も
、
そ
れ
ぞ
れ
伴
侶
を
得
て
出
て
ゆ

く
わ
け
か
。

（
玉
上
評
釈
）

・
籬
の
う
ち
に
し
っ
か
り
と
植
え
た
筍
―
邸
の
う
ち
深
く
大
切
に
育
て
た

娘
が
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
す
が
を
定
め
て
別
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
集
成
）

し
か
し
な
が
ら
、「
根
深
く
植
ゑ
し
」
と
い
う
表
現
は
、
血
縁
関
係
の
比

喩
と
し
て
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
最
近
出
会
っ
た
玉
鬘
を
、
源
氏
が

「
邸
の
う
ち
深
く
大
切
に
育
て
た
娘
」
と
表
現
す
る
と
は
思
わ
れ
な（
３
）い。

当
該
歌
に
先
立
っ
て
、
源
氏
は
玉
鬘
へ
の
求
愛
者
た
ち
を
あ
れ
こ
れ
と
論

評
し
て
い
る
。玉
鬘
が
自
分
の
も
と
か
ら
離
れ
て
行
く
こ
と
の
嘆
き
（
嫉
妬
）

を
諸
注
が
読
み
と
る
の
は
、
そ
の
た
め
だ
ろ
う
が
、
源
氏
の
話
題
は
、
求
愛

者
の
こ
と
か
ら
、
い
つ
し
か
自
分
と
玉
鬘
の
関
係
に
移
っ
て
、
次
の
よ
う
な

や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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・
ま
ろ
を
昔
ざ
ま
に
な
ず
ら
へ
て
、母
君
と
思
ひ
な
し
た
ま
へ
。（
源
氏
）

・
親
な
ど
は
見
ぬ
も
の
に
な
ら
ひ
は
べ
り
て
、
と
も
か
く
も
思
う
た
ま
へ

ら
れ
ず
な
む
。

（
玉
鬘
）

・
後
の
親
を
そ
れ
と
思
い
て
、
お
ろ
か
な
ら
ぬ
心
ざ
し
の
ほ
ど
も
、
見
あ

ら
は
し
は
て
た
ま
ひ
て
む
や
。

（
源
氏
）

こ
の
よ
う
に
、
実
の
親
と
後
の
親
を
対
比
し
て
や
り
と
り
さ
れ
た
会
話
を

受
け
て
詠
ま
れ
た
当
該
歌
に
お
い
て
、「
根
深
く
植
ゑ
し
」
と
い
う
表
現
で

示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
源
氏
と
玉
鬘
の
関
係
で
は
な
く
、
実
の
親＝

内
大
臣

と
玉
鬘
の
関
係
の
ほ
う
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

後
年
、
玉
鬘
は
、
光
源
氏
を
「
岩
根
」
に
た
と
え
、

若
葉
さ
す
野
辺
の
小
松
を
ひ
き
つ
れ
て
も
と
の
岩
根
を
い
の
る
今
日
か

な

（
若
菜
上
巻
）

と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
長
い
歳
月
の
蓄
積
を
経
て
、
光
源

氏
を
親
と
し
て
遇
し
た
歌
と
解
さ
れ
る
。
当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
時
点
に
お
い

て
、「
ま
せ
の
う
ち
に
根
深
く
植
ゑ
し
」
の
主
語
が
源
氏
で
あ
る
と
は
、
や

は
り
考
え
に
く
い
。

「
お
の
が
世
々
」
も
、「
そ
れ
ぞ
れ
伴
侶
を
得
て
」「
そ
れ
ぞ
れ
よ
す
が
を

定
め
て
」
と
解
せ
る
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
特
に
「
そ
れ
ぞ

れ
」
と
い
う
の
は
、
複
数
の
娘
を
思
っ
て
の
言
葉
と
な
り
、
詠
歌
状
況
か
ら

の
乖
離
は
避
け
ら
れ
な
い
。

「
お
の
が
世
々
」
と
い
う
言
葉
は
、

ふ
え
竹
の
本
の
ふ
る
ね
は
か
は
る
と
も
お
の
が
よ
よ
に
は
な
ら
ず
も
あ

ら
な
ん

（
後
撰
集
・
恋
五
・
九
五
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
た
か
あ
き
ら
の
朝

臣
に
ふ
え
を
お
く
る
と
て
」）

の
よ
う
に
、
男
女
（
夫
婦
）
が
別
れ
別
れ
に
な
っ
て
別
々
の
人
生
を
生
き
る

こ
と
を
表
す
の
が
普
通
で
あ
る
が
、

し
ほ
の
ま
に
あ
さ
り
す
る
あ
ま
も
お
の
が
世
世
か
ひ
有
り
と
こ
そ
思
ふ

べ
ら
な
れ

（
後
撰
集
・
恋
三
・
七
五
八
・
は
せ
を
の
朝
臣
・「
心
ざ
し
あ
り
て
い

ひ
か
は
し
け
る
女
の
も
と
よ
り
、
人
か
ず
な
ら
ぬ
や
う
に
い
ひ
て
侍

り
け
れ
ば
」）

の
よ
う
に
、
男
女
の
愛
情
関
係
と
は
切
り
離
し
て
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
」

の
意
を
表
す
こ
と
も
で
き
る
表
現
で
あ
る
。

当
該
歌
の
「
お
の
が
世
々
に
や
生
ひ
わ
か
る
べ
き
」
は
、「
根
深
く
植
ゑ

し
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
合
せ
て
考
え
る
時
、「
実
の
親
の
内
大
臣
か
ら

遠
く
離
れ
て
育
っ
て
来
た
玉
鬘
だ
が
、親
子
の
絆
は
切
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

結
局
は
再
会
を
果
た
し
、
本
来
の
親
子
関
係
に
戻
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

以
前
、
源
氏
は
玉
鬘
に
向
か
っ
て
、

お
の
づ
か
ら
、
さ
て
人
だ
ち
た
ま
ひ
な
ば
、
大
臣
の
君
も
尋
ね
知
り
聞

こ
え
た
ま
ひ
な
む
。
親
子
の
御
契
り
は
絶
え
て
や
ま
ぬ
も
の
な
り
。

（
玉
鬘
巻
）

と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
当
該
歌
は
、
そ
の
同
じ
こ
と
を
、「
後
の
親
」
の

う
ら
め
し
さ
も
こ
め
て
詠
ん
だ
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

玉
鬘
の
返
歌
、

今
さ
ら
に
い
か
な
ら
ん
世
か
若
竹
の
生
ひ
は
じ
め
け
む
根
を
ば
た
づ
ね

ん

に
つ
い
て
、
新
編
全
集
は
、

源
氏
の
歌
の
下
の
句
は
、
玉
鬘
が
自
分
か
ら
去
っ
て
人
の
妻
に
な
る
の
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だ
ろ
う
か
、
の
意
で
あ
る
が
、
玉
鬘
は
、
そ
れ
を
内
大
臣
の
も
と
に
行

く
の
だ
ろ
う
か
、
の
意
に
解
し
、
後
の
親
（
源
氏
）
を
父
と
思
い
、
内

大
臣
の
所
へ
は
行
き
ま
せ
ん
、
の
意
で
返
し
た
。

と
解
説
し
、
や
や
複
雑
な
切
り
返
し
の
歌
と
解
し
て
い
る
が
、
実
際
は
、
源

氏
の
贈
歌
に
す
な
お
に
応
じ
、
源
氏
の
心
を
慰
め
た
歌
と
理
解
す
る
の
が
妥

当
で
あ
る
。

四

…
…
こ
の
世
に
目
馴
れ
ぬ
ま
め
人
を
し
も
、「
こ
れ
ぞ
な
こ
れ
ぞ
な
」
と

め
で
て
、
さ
さ
め
き
騒
ぐ
声
い
と
し
る
し
。
人
々
い
と
苦
し
と
思
ふ
に
、
声

い
と
さ
は
や
か
に
て
、

「
お
き
つ
舟
よ
る
べ
な
み
路
に
た
だ
よ
は
ば
棹
さ
し
よ
ら
む
と
ま
り
教
へ

よ

棚
無
し
小
舟
漕
ぎ
か
へ
り
、
同
じ
人
を
や
。
あ
な
わ
る
や
」
と
言
ふ
を
い
と

あ
や
し
う
、
こ
の
御
方
に
は
、
か
う
用
意
な
き
こ
と
聞
こ
え
ぬ
も
の
を
と
思

ひ
ま
は
す
に
、
こ
の
聞
く
人
な
り
け
り
と
を
か
し
う
て
、

よ
る
べ
な
み
風
の
さ
わ
が
す
舟
人
も
思
は
ぬ
か
た
に
磯
づ
た
ひ
せ
ず

と
て
、
は
し
た
な
か
め
り
と
や
。

（
真
木
柱
巻
）

近
江
君
が
夕
霧
に
ぶ
し
つ
け
に
詠
み
か
け
た
「
お
き
つ
舟
…
」
詠
に
つ
い

て
、
諸
注
は
一
首
の
構
成
を
、「
…
…
棹
さ
し
よ
ら
む
。
と
ま
り
教
へ
よ
」

と
四
句
切
れ
で
理
解
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
。

・
沖
に
浮
か
ぶ
舟
が
寄
港
地
も
な
く
波
に
漂
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
な
た

が
伴
侶
定
ま
ら
ず
過
し
て
い
る
の
な
ら
、
私
が
近
付
き
に
な
っ
て
さ
し

上
げ
よ
う
。
今
夜
の
お
泊
り
を
教
え
て
ほ
し
い
。

（
新
大
系
）

・
沖
の
舟
が
寄
る
べ
も
な
く
波
路
に
た
だ
よ
う
よ
う
に
、
あ
な
た
の
ご
縁

談
が
き
ま
ら
ず
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
な
ら
、
私
が
棹
を
さ
し
寄
せ
て
お

そ
ば
に
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
ど
こ
に
お
泊
り
か
そ
の
場
所
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

（
新
編
全
集
）

通
説
の
解
釈
が
示
す
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
誘
い
か
け
は
、
奇
矯
な
行
動
の

多
い
近
江
君
な
ら
ば
、
確
か
に
や
り
か
ね
な
い
も
の
と
も
言
え
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、
歌
の
表
現
に
即
し
て
読
む
時
、
か
な
り

不
合
理
な
解
釈
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
お
き
つ
舟
」
は
「
よ
る

べ
な
み
路
に
た
だ
よ
」
っ
て
い
る
の
に
、そ
の
舟
に
向
っ
て
、「
と
ま
り
」（＝

「
よ
る
べ
」）
を
教
え
て
く
れ
と
呼
び
か
け
る
の
は
、
い
か
に
も
お
か
し
い

だ
ろ
う
。

諸
注
は
、「
棹
さ
し
よ
ら
む
」
の
「
む
」
を
意
志
の
意
と
判
断
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
よ
る
べ
な
み
」
と
「
と
ま
り
教
へ
よ
」
と
の
関
係
か
ら

み
て
、
こ
の
「
む
」
は
婉
曲
の
意
と
と
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。「
棹
さ
し

よ
ら
む
」
は
「
と
ま
り
」
に
か
か
る
連
体
修
飾
語
で
あ
り
、
一
首
は
、
四
句

で
切
ら
ず
に
、

沖
の
舟
が
寄
る
べ
も
な
く
波
路
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
棹
を
さ

し
寄
せ
る
泊
り
を
教
え
て
あ
げ
な
さ
い
。

と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
「
と
ま
り
」
は
近
江
君
自
身
の
比
喩
で

あ
る
。「
お
き
つ
舟
」「
と
ま
り
」
の
比
喩
内
容
を
踏
ま
え
た
一
首
の
解
釈
は

次
の
よ
う
に
な
る
。

あ
の
お
方
が
縁
談
が
定
ま
ら
ず
に
い
る
の
な
ら
ば
、
求
愛
す
べ
き
適
当

な
相
手
を
教
え
て
あ
げ
な
さ
い
。
そ
の
相
手
は
私
で
す
よ
。

ち
な
み
に
、
夕
霧
の
返
歌
、
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よ
る
べ
な
み
風
の
さ
わ
が
す
舟
人
も
思
は
ぬ
か
た
に
磯
づ
た
ひ
せ
ず

は
、
近
江
君
の
歌
の
表
現
・
発
想
に
き
ち
ん
と
照
応
す
る
表
現
で
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
い
か
に
も
ま
め
人
夕
霧
ら
し
い
律
儀
な
歌
と
い
え
る
が
、
同
時

に
容
赦
な
い
拒
絶
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
が
「
は
し
た
な
か
め
り
と

や
」
と
結
ぶ
所
以
で
あ
る
。

五

あ
や
し
く
心
お
く
れ
て
も
進
み
出
で
つ
る
涙
か
な
、い
か
に
思
し
つ
ら
ん
、

な
ど
よ
ろ
づ
に
思
ひ
ゐ
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
、
御
文
あ
り
、
さ
す
が
に
ぞ
見
た

ま
ふ
。
こ
ま
や
か
に
て
、

つ
れ
な
さ
は
う
き
世
の
つ
ね
に
な
り
ゆ
く
を
忘
れ
ぬ
人
や
人
に
こ
と
な

る

と
あ
り
。
け
し
き
ば
か
り
も
か
す
め
ぬ
つ
れ
な
さ
よ
と
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ

は
う
け
れ
ど
、

か
ぎ
り
と
て
忘
れ
が
た
き
を
忘
る
る
も
こ
や
世
に
な
び
く
心
な
る
ら
む

と
あ
る
を
、
あ
や
し
と
う
ち
置
か
れ
ず
、
か
た
ぶ
き
つ
つ
見
ゐ
た
ま
へ
り
。

（
梅
枝
巻
）

雲
井
雁
の
返
歌
「
か
ぎ
り
と
て
…
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
、

そ
う
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
と
し
て
、
忘
れ
が
た
い
と
お
っ
し
ゃ
る
私
を

お
忘
れ
に
な
る
、
こ
れ
も
世
間
の
人
並
に
な
っ
た
お
心
な
の
で
し
ょ
う

か
。

（
新
編
全
集
）

と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
が
、
前
稿
に
お
い
て
、

も
う
終
わ
り
だ
と
思
っ
て
忘
れ
が
た
い
あ
な
た
を
忘
れ
る
、
こ
れ
も
世

間
の
趨
勢
に
従
う
つ
れ
な
い
心
な
の
で
し
ょ
う
か
。

と
解
す
る
の
が
正
し
い
こ
と
を
論
述
し（
４
）た。

こ
こ
で
は
、
夕
霧
の
贈
歌
「
つ
れ
な
さ
は
…
」
に
つ
い
て
、
妥
当
な
解
釈

を
確
認
し
た
い
と
思
う
。

従
来
、
こ
の
歌
は
、

・
あ
な
た
の
冷
た
さ
は
、
つ
ら
い
こ
の
世
の
さ
だ
め
の
よ
う
に
い
つ
も
の

こ
と
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
あ
な
た
を
忘
れ
ぬ
私
は
、
普

通
の
人
と
は
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

（
集
成
）

・
あ
な
た
は
憂
き
世
の
な
ら
い
で
私
に
冷
淡
に
な
っ
て
ゆ
く
が
、
あ
な
た

を
忘
れ
な
い
私
は
変
り
者
な
の
だ
ろ
う
か
。

（
新
大
系
）

・
あ
な
た
の
冷
淡
な
お
気
持
は
、
つ
ら
い
世
の
中
の
人
並
に
な
っ
て
ゆ
く

の
に
、
そ
の
あ
な
た
を
忘
れ
ず
に
い
る
私
は
、
人
並
の
男
で
は
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。

（
新
編
全
集
）

と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
つ
れ
な
さ
」
と
い
う
語

の
意
味
を
、「
あ
な
た
の
冷
た
さ
」「
あ
な
た
の
冷
淡
な
お
気
持
」
の
よ
う
に
、

雲
井
雁
の
心
に
つ
い
て
の
限
定
さ
れ
た
表
現
と
と
り
、「
う
き
世
の
つ
ね
」

を
、「
つ
ら
い
世
の
中
の
人
並
に
な
っ
て
ゆ
く
」
の
意
と
解
し
て
い
る
。
そ

の
結
果
と
し
て
、
上
の
句
の
全
体
は
、
雲
井
雁
が
世
間
並
み
の
人
と
同
様
に

冷
淡
に
な
っ
て
ゆ
く
、
の
意
と
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
つ
れ
な
さ
は
う
き
世
の
常
と
な
り
ゆ
く
」
と
い
う
の

は
、
も
っ
と
一
般
的
な
表
現
で
あ
り
、
諸
注
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
二
人
の
関

係
の
中
だ
け
で
理
解
し
て
、
相
手
の
冷
た
さ
を
嘆
く
表
現
と
し
て
解
す
る
こ

と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

下
の
句
の
「
忘
れ
ぬ
人
や
人
に
こ
と
な
る
」
が
、
自
分
自
身
を
一
般
的
な

人
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
定
位
さ
せ
る
発
想
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
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〈
世
間
な
み
に
冷
た
く
な
る
あ
な
た
�
�
普
通
の
人
と
は
異
な
る
私
〉
と
い

う
対
比
よ
り
も
、〈
世
間
の
冷
淡
な
あ
り
か
た
�
�
普
通
の
人
と
は
異
な
る

私
〉
と
い
う
対
比
の
ほ
う
が
す
っ
き
り
す
る
。
ま
た
そ
の
ほ
う
が
、
余
分
な

言
葉
を
補
わ
な
い
自
然
な
解
釈
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

『
紫
式
部
集
』
に
は
、

忘
る
る
は
憂
き
世
の
つ
ね
と
思
ふ
に
も
身
を
や
る
か
た
の
な
き
ぞ
わ
び

ぬ
る
（
七
八
・「
ひ
さ
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
を
お
も
ひ
い
で
た
る
を
り
」）

と
い
う
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
上
句
は
、「
忘
れ
る
と
い
う
こ

と
は
憂
き
世
の
常
態
で
あ
る
と
思
う
に
つ
け
て
も
」
の
意
を
表
し
て
お
り
、

特
定
の
誰
か
と
自
分
と
の
関
係
に
限
定
さ
れ
な
い
、
一
般
的
な
世
人
の
あ
り

か
た
を
述
べ
て
い
る
。

ひ
た
す
ら
世
に
亡
く
な
り
て
後
に
恨
み
残
す
は
世
の
常
の
こ
と
な
り
、

そ
れ
だ
に
人
の
上
に
て
は
、
罪
深
う
ゆ
ゆ
し
き
を
…
…

（
葵
巻
）

の
「
ひ
た
す
ら
…
…
世
の
常
の
こ
と
な
り
」
も
、「
死
後
に
ど
こ
ま
で
も
怨

念
を
の
こ
す
の
は
世
間
に
あ
り
が
ち
の
こ
と
だ
が
」（
新
編
全
集
）
の
意
で

あ
る
。

右
の
用
例
と
同
様
に
、
夕
霧
詠
も
、

（
世
が
下
っ
て
行
く
に
つ
れ
）
冷
淡
さ
は
憂
き
世
の
常
態
と
な
っ
て
い

く
が
、
あ
な
た
を
忘
れ
な
い
私
は
人
と
は
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

の
意
に
解
す
る
の
が
よ
い
。

通
説
の
解
釈
は
、
相
手
の
思
い
を
疑
い
、
自
分
の
思
い
を
訴
え
る
と
い
う

恋
歌
の
常
套
的
な
や
り
と
り
に
合
せ
て
の
解
釈
な
の
で
あ
ろ
う
。け
れ
ど
も
、

夕
霧
と
雲
居
雁
の
関
係
は
、
雲
居
雁
の
父
大
臣
の
反
対
に
よ
っ
て
滞
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
雲
居
雁
が
夕
霧
に
冷
淡
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。「
う
き
世
の
つ
ね
に
な
り
ゆ
く
」「
つ
れ
な
さ
」
に
具
体
的
な
何
か
を

読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
、
雲
居
雁
で
は
な
く
、
父
大
臣
あ
る
い
は
大
臣

邸
の
人
々
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
理
解
す
る
ほ
う
が
、
詠
歌
状
況

に
適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

六

な
よ
び
た
る
御
衣
ど
も
脱
い
た
ま
う
て
、
心
こ
と
な
る
を
と
り
重
ね
て
た

き
し
め
た
ま
ひ
、
め
で
た
う
つ
く
ろ
ひ
化
粧
じ
て
出
で
た
ま
ふ
を
灯
影
に
見

出
だ
し
て
、
忍
び
が
た
く
涙
の
出
で
来
れ
ば
、
脱
ぎ
と
め
た
ま
へ
る
単
衣
の

袖
を
引
き
寄
せ
た
ま
ひ
て
、

「
な
る
る
身
を
う
ら
む
る
よ
り
は
松
島
の
あ
ま
の
衣
に
た
ち
や
か
へ
ま
し

な
ほ
う
つ
し
人
に
て
は
、
え
過
ぐ
す
ま
じ
か
り
け
り
」
と
独
り
言
に
の
た
ま

ふ
を
立
ち
と
ま
り
て
、「
さ
も
心
憂
き
御
心
か
な
。

松
島
の
あ
ま
の
濡
れ
衣
な
れ
ぬ
と
て
ぬ
ぎ
か
へ
つ
て
ふ
名
を
立
た
め
や

は

う
ち
急
ぎ
て
、
い
と
な
ほ
な
ほ
し
や
。

（
夕
霧
巻
）

①
「
あ
ま
の
濡
れ
衣
」

・
松
島
の
海
女
の
濡
れ
た
衣
は
、
濡
れ
て
な
え
て
し
ま
う
（
私
に
馴
れ
て

し
ま
う
）
か
ら
と
い
っ
て
、（
私
か
ら
尼
衣
へ
）
脱
ぎ
替
え
て
し
ま
う

と
い
う
評
判
を
立
て
て
よ
か
ろ
う
か
。

（
新
大
系
）

・
い
く
ら
長
年
連
れ
添
っ
て
私
に
飽
き
が
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
を
見

限
っ
た
と
い
う
評
判
を
立
て
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

（
集
成
）

一
首
を
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
諸
注
の
解
釈
は
、
雲
居
雁
の
「
な
る
る
身

を
…
」
の
歌
に
引
か
れ
て
、
和
歌
の
原
文
か
ら
乖
離
し
た
解
釈
と
い
う
べ
き
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だ
ろ
う
。
当
該
歌
の
「
あ
ま
の
濡
れ
衣
」
を
贈
歌
の
「
な
る
る
身
」
と
同
様

の
意
味
に
解
し
う
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

「
濡
れ
衣
」
は
、
通
常
こ
の
言
葉
が
も
つ
「
事
実
に
反
す
る
噂
」
と
い
う

意
味
を
、
こ
こ
で
も
表
し
て
い
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
同
じ
夕
霧
巻

で
の
、
夕
霧
と
落
葉
の
宮
の
贈
答
歌
で
も
、
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
の
事
実

無
根
の
噂
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

・
お
ほ
か
た
は
わ
れ
濡
れ
衣
を
き
せ
ず
と
も
く
ち
に
し
袖
の
名
や
は
か
く

る
る

（
夕
霧
）

・
分
け
ゆ
か
む
草
葉
の
露
を
か
ご
と
に
て
な
ほ
濡
れ
衣
を
か
け
ん
と
や
思

ふ

（
落
葉
宮
）

夕
霧
が
、
落
葉
の
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
雲
居
雁
に
弁
明
し
た
言
葉
の

中
に
も
、「
よ
か
ら
ず
も
の
聞
こ
え
知
ら
す
る
人
ぞ
あ
る
べ
き
」「
い
ろ
い
ろ

聞
き
に
く
き
こ
と
ど
も
ほ
の
め
く
め
り
。
あ
い
な
き
人
（＝

落
葉
の
宮
）
の

御
た
め
に
も
、
い
と
ほ
し
き
」
な
ど
と
あ
っ
た
。
当
該
歌
の
「
濡
れ
衣
」
に

も
、
こ
れ
と
同
様
の
弁
明
を
看
取
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

②
「
脱
ぎ
か
へ
つ
て
ふ
名
を
た
た
め
や
は
」

こ
の
「
…
…
め
や
は
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
は
、

・
尼
に
な
つ
た
と
評
判
さ
れ
る
の
も
ど
う
で
せ
う
。

（
全
書
）

・
脱
ぎ
か
え
た
と
い
う
噂
は
立
た
な
い
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

（
玉
上
評
釈
）

・
わ
た
し
を
見
捨
て
て
尼
に
な
っ
た
な
ど
と
噂
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
す

か
。

（
新
編
全
集
）

と
い
う
ふ
う
に
、「
尼
に
な
ろ
う
か
」
と
歌
っ
た
雲
居
雁
に
対
し
、「
〜
し
て

よ
い
も
の
か
、
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
さ
め
る
意
味
を
表
し
て
い
る
も

の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、「
め
や
は
」
と
い
う
文
末
表
現
は
、

自
ら
の
意
志
を
表
す
反
語
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

・
笹
の
葉
に
置
く
初
霜
の
夜
を
寒
み
し
み
は
つ
く
と
も
色
に
い
で
め
や
は

（
古
今
集
・
恋
三
・
六
六
三
・
躬
恒
）

・
み
吉
野
の
大
川
の
へ
の
藤
波
の
な
み
に
思
は
ば
わ
が
恋
ひ
め
や
は

（
古
今
集
・
恋
四
・
六
九
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

・
か
ぎ
り
な
き
雲
ゐ
の
よ
そ
に
わ
か
る
と
も
人
を
心
に
お
く
ら
さ
め
や
は

（
大
和
物
語
・
一
六
八
段
）

・
雪
間
な
き
吉
野
の
山
を
た
づ
ね
て
も
心
の
か
よ
ふ
あ
と
絶
え
め
や
は

（
薄
雲
巻
）

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
詠
者
で
あ
る
夕
霧
が
、「
…
と
噂
さ
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
し
な
い
」
と
い
う
意
志
を
表
明
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
脱
ぎ
か
へ
つ
」
の
主
体
も
、
雲
居
雁
か
ら
夕

霧
に
変
更
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
脱
ぎ
か
ふ
」
を
、
集
成
は
「
私
を
見
限
っ
た
」、
新
大
系
は
「（
私
か
ら

尼
衣
へ
）
脱
ぎ
替
え
て
し
ま
う
」、新
編
全
集
は
「
私
を
見
捨
て
て
尼
に
な
っ

た
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
解
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
言
葉
は
、
衣
を
別
の

衣
に
脱
ぎ
替
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
何
か
を
捨
て
て
別

の
何
か
に
移
る
こ
と
の
比
喩
と
な
っ
た
場
合
も
、「
何
か
」
と
「
別
の
何
か
」

は
同
質
の
も
の
で
あ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
私
か
ら
尼
衣

へ
脱
ぎ
替
え
る
」＝

「
私
を
見
捨
て
る
」
と
い
う
解
釈
は
不
自
然
で
あ
る
。

以
上
確
認
し
た
よ
う
な
、「
め
や
は
」
の
語
法
と
、「
脱
ぎ
か
ふ
」
の
語
義

の
双
方
を
満
た
す
解
釈
は
、「
あ
な
た
を
見
捨
て
て
落
葉
の
宮
に
移
っ
た
と

噂
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
一
首
全
体
を
訳

出
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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濡
れ
衣
が
着
な
れ
て
古
び
た
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
に
落
葉
の
宮
を
妻

と
し
て
、
あ
な
た
を
捨
て
た
と
い
う
評
判
を
立
て
よ
う
か
、
い
や
立
て

た
り
は
し
な
い
。

こ
の
場
面
に
先
立
っ
て
、
噂
を
聞
い
た
花
散
里
が
、「
三
条
の
姫
君
の
思

さ
む
こ
と
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
。
の
ど
や
か
に
な
ら
ひ
た
ま
う
て
」
と
心
配

し
て
い
る
の
に
対
し
、
夕
霧
は
、「
な
ど
て
か
そ
れ
（
雲
居
雁
）
を
も
お
ろ

か
に
は
も
て
な
し
は
べ
ら
ん
」
と
答
え
た
。
こ
の
言
葉
は
、
夕
霧
の
本
心
で

あ
り
、
当
該
歌
の
下
の
句
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。

い
く
ら
気
が
せ
い
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
な
た
か
ら
彼
女
に
「
脱
ぎ

か
へ
」
た
り
し
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
無
粋
な
物
言
い
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
当
該
歌
に
つ
い
て
、
語
り
手
が
「
な
ほ
な
ほ
し
や
」
と
手
厳
し

く
評
す
る
の
も
、
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。

七

「
御
髪
な
ど
お
ろ
い
た
ま
う
て
け
る
、
さ
る
方
に
て
お
は
し
ま
さ
ま
し
か

ば
、
か
や
う
に
通
ひ
参
る
人
も
、
お
の
づ
か
ら
し
げ
か
ら
し
げ
か
ら
ま
し
。

い
か
に
あ
は
れ
に
心
細
く
と
も
、
あ
ひ
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
絶
え
て
や
ま
ま

し
や
は
」
な
ど
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。

君
な
く
て
岩
の
か
け
道
絶
え
し
よ
り
松
の
雪
を
も
な
に
と
か
は
見
る

中
の
宮
、

奥
山
の
松
葉
に
つ
も
る
雪
と
だ
に
消
え
に
し
人
を
思
は
ま
し
か
ば

う
ら
や
ま
し
く
ぞ
ま
た
も
降
り
そ
ふ
や
。

（
椎
本
巻
）

①
「
な
に
と
か
は
見
る
」

大
君
の
詠
ん
だ
「
君
な
く
て
…
」
詠
を
、
諸
注
は
、

父
君
が
亡
く
な
つ
て
山
寺
へ
の
嶮
岨
な
道
の
往
復
が
絶
え
て
か
ら
、
あ

な
た
は
あ
の
松
の
雪
を
ど
う
思
っ
て
御
覧
に
な
り
ま
す
か
。
中
の
君
に

問
ふ
心
。

（
全
書
）

と
い
う
解
釈
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
君
が
中
君
に
問
い
尋
ね
た
歌
と
解

し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
大
君
が
自
身
の
心
境
を
詠
じ
て
み
せ
た
歌
と

解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

「
な
に
と
か
は
…
」
の
類
似
表
現
「
な
に
と
か
…
」
は
、
問
い
尋
ね
る
際

に
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

・
御
息
所
の
御
方
よ
り
、
忘
れ
草
を
な
む
、「
こ
れ
は
な
に
と
か
い
ふ
」

と
て
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、

（
大
和
物
語
・
一
六
二
段
）

・
な
ま
い
ど
み
て
も
の
な
ど
い
ふ
人
の
も
と
よ
り
、
蔦
の
い
み
じ
く
も
み

ぢ
た
る
葉
に
、「
こ
れ
は
な
に
と
か
見
る
」
と
て
、
お
こ
せ
た
り
け
れ

ば
、

（
平
中
物
語
・
一
段
）

こ
れ
に
対
し
、「
な
に
と
か
は
…
」
は
、
次
の
用
例
の
よ
う
に
、
専
ら
反

語
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

・
つ
れ
な
き
人
の
御
心
を
ば
、
何
と
か
は
見
た
て
ま
つ
り
と
が
め
ん
。

（
初
音
巻
）

・
う
つ
ろ
は
で
行
末
遠
き
松
の
え
は
初
秋
か
ぜ
を
何
と
か
は
き
く

（
公
任
集
・
三
四
六
・「
御
返
し
」）

・
な
に
と
か
は
い
そ
ぎ
も
た
た
ん
な
つ
ご
ろ
も
う
き
身
を
か
ふ
る
け
ふ
に

し
あ
ら
ね
ば

（
待
賢
門
院
堀
河
集
・
一
二
・「
こ
ろ
も
が
へ
」）

・
何
と
か
は
人
に
も
今
は
か
た
る
べ
き
身
の
う
き
ほ
ど
は
よ
そ
に
み
ゆ
ら

ん
（
続
拾
遺
集
・
雑
中
・
一
一
九
〇
・
侍
従
能
清
・「
述
懐
歌
と
て
」）
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中
で
も
能
清
詠
は
、
後
世
の
用
例
だ
が
、
以
前
と
今
と
の
対
比
を
行
い
、

「
今
と
な
っ
て
は
…
…
し
な
い
」
と
い
う
現
状
、
あ
る
い
は
、「
今
と
な
っ

て
は
…
…
し
て
も
し
よ
う
が
な
い
」
と
い
う
感
慨
を
詠
ん
で
お
り
、
八
宮
生

前
の
当
時
と
現
在
と
を
対
比
し
て
い
る
当
該
歌
の
解
釈
の
参
考
に
な
る
。

②
「
松
の
雪
」

大
系
は
、「
松
の
雪
」
を
眺
め
る
行
為
に
つ
い
て
、「
父
宮
の
山
寺
か
ら
の

御
帰
り
を
待
ち
な
が
ら
眺
め
て
い
た
松
の
雪
」
と
解
し
、「「
松
」
に
「
待
つ
」

を
掛
け
た
」
と
注
す
る
。

同
じ
よ
う
に
掛
詞
を
指
摘
す
る
の
は
、
玉
上
評
釈
、
新
大
系
、
新
編
全
集

で
あ
る
。

・
…
…
そ
れ
に
、
松
の
雪
は
、
誰
か
を
待
つ
、
と
い
う
ひ
び
き
も
あ
る
で

は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
、「
消
え
に
し
人
」
は
、
消
え
た
ま
ま
帰
っ

て
来
な
い
。
い
く
ら
待
っ
て
も
甲
斐
な
い
の
で
あ
る
。
（
玉
上
評
釈
）

・「
松
」
に
「
待
つ
」
を
ひ
び
か
せ
、
ど
ん
な
に
待
と
う
と
も
父
宮
は
帰

ら
ぬ
、
の
思
い
を
も
こ
め
る
。

（
新
大
系
）

・「
松
」
に
「
待
つ
」
を
ひ
び
か
し
、
父
宮
と
の
出
会
い
を
心
待
ち
す
る

よ
う
な
慕
わ
し
さ
を
こ
め
な
が
ら
、
松
の
雪
を
な
ん
と
見
る
か
と
問
い

た
ず
ね
る
。

（
新
編
全
集
）

こ
れ
に
対
し
、
集
成
は
、

松
に
降
り
積
む
雪
も
、
あ
な
た
は
何
と
ご
覧
に
な
り
ま
す
か
。
そ
れ
を

も
せ
め
て
は
父
宮
の
形
見
と
見
た
い
と
い
う
含
意
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
、
掛
詞
を
認
め
な
い
が
、「
松
」
に
「
待
つ
」
を
掛
け
る
の
は
常
套

的
な
技
法
で
あ
り
、
当
該
歌
の
「
松
」
か
ら
「
待
つ
」
へ
の
連
想
を
排
す
る

の
は
不
自
然
で
あ
る
。

新
編
全
集
が
い
う
よ
う
に
、
姉
妹
は
、「
松
」
に
「
父
宮
と
の
出
会
い
を

心
待
ち
す
る
よ
う
な
慕
わ
し
さ
」
を
感
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

そ
れ
は
、玉
上
評
釈
・
新
大
系
に
い
う
よ
う
に
、八
宮
の
生
前
の
こ
と
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。「
松
の
雪
を
も
何
と
か
は
見
る
」
と
い
う
反
語
の
構
文
は
、
八

宮
の
生
前
は
、
松
を
眺
め
な
が
ら
、
父
宮
の
帰
り
を
心
待
ち
に
し
た
も
の
だ

が
、
今
は
、
待
つ
こ
と
も
な
く
、
松
を
見
て
も
む
な
し
い
だ
け
だ
と
い
う
思

い
を
表
現
し
て
い
る
。

で
は
「
雪
」
は
ど
う
な
の
か
。
諸
注
は
一
首
の
解
釈
に
際
し
て
、
こ
の
雪

に
つ
い
て
特
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
例
外
的
に
集
成
は
、「
は
か
な
い
も

の
」
と
い
う
説
明
を
付
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
雪
」
に
つ
い
て
も
、

八
宮
の
生
前
と
死
後
と
の
差
異
に
注
目
し
な
く
て
は
い
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
雪
」
は
、
八
宮
の
生
前
は
、
八
宮
の
帰
宅
を
妨
げ
る
も
の
、
寺
と
邸
と

の
心
理
的
な
距
離
を
遠
ざ
け
る
も
の
と
し
て
眺
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
、
八
宮
の
帰
宅
を
待
つ
こ
と
も
な
く
な
っ
た
今
と
な
っ
て
は
、

雪
を
見
て
も
切
な
く
眺
め
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
一
首
の
含
意
で

あ
ろ
う
。

以
上
を
ま
と
め
る
に
、
一
首
の
解
釈
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

父
宮
が
存
命
中
は
、
松
に
雪
が
つ
も
っ
た
の
を
見
て
、
道
が
途
絶
え
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
、
ま
た
父
宮
を
待
つ
思
い
を
募
ら
せ

た
り
し
た
も
の
だ
が
、
今
と
な
っ
て
は
、
松
の
雪
を
そ
の
よ
う
な
思
い

で
見
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。

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
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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
古
典
全
書
』）、「
大
系
」（＝

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』）、「
全

集
」（＝

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』）、「
玉
上
評
釈
」（＝

玉
上
琢
弥
『
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
）
「
物
語
の
和
歌
」（『
源
氏
物
語
講
座
１
』
一
九
九
一
年
）。

（
３
）
『
源
氏
物
語
』
作
中
歌
で
も
、「
根
」
は
血
縁
関
係
を
示
す
の
が
通

例
で
あ
る
。

・
生
ひ
そ
め
し
根
も
ふ
か
け
れ
ば
武
隈
の
松
に
小
松
の
千
代
を
な
ら
べ

ん

（
薄
雲
巻
）

・
ひ
き
わ
か
れ
年
は
経
れ
ど
も
鶯
の
巣
だ
ち
し
松
の
根
を
わ
す
れ
め
や

（
初
音
巻
）

・
や
ま
が
つ
の
垣
ほ
に
生
ひ
し
な
で
し
こ
の
も
と
の
根
ざ
し
を
た
れ
か

た
づ
ね
ん

（
常
夏
巻
）

・
命
あ
ら
ば
そ
れ
と
も
見
ま
し
人
し
れ
ぬ
岩
根
に
と
め
し
松
の
生
ひ
す

ゑ

（
橋
姫
巻
）

（
４
）
「『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
五
）」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』

一
〇
七
号
、
二
〇
一
二
年
一
月
）。
関
連
す
る
一
連
の
拙
稿
は
以
下
の

通
り
。「『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
一
）」（『
立
教
大
学
大
学
院

日
本
文
学
論
叢
』
九
号
、
二
〇
〇
九
年
八
月
）、「『
源
氏
物
語
』
の
和

歌
を
読
む
（
二
）
―
夕
顔
の
花
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
―
」（『
立
教
大
学
日

本
文
学
』
一
〇
四
号
、
二
〇
一
〇
年
七
月
）、「『
源
氏
物
語
』
の
和
歌

を
読
む
（
三
）
―
朝
顔
の
花
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
―
」（『
立
教
大
学
大
学

院
日
本
文
学
論
叢
』
一
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）、「『
源
氏
物
語
』

の
和
歌
を
読
む
（
四
）」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
一
〇
六
号
、
二
〇

一
一
年
七
月
）。

（
か
と
う
む
つ
み

本
学
教
授
）
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