
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
七
）

加

藤

睦

一

そ
の
わ
た
り
近
き
な
に
が
し
の
院
に
お
は
し
ま
し
着
き
て
、
預
り
召
し
出

づ
る
ほ
ど
、
荒
れ
た
る
門
の
忍
ぶ
草
茂
り
て
見
上
げ
ら
れ
た
る
、
た
と
し
へ

な
く
木
暗
し
。
霧
も
深
く
露
け
き
に
、
簾
を
さ
へ
上
げ
た
ま
へ
れ
ば
、
御
袖

も
い
た
く
濡
れ
に
け
り
。「
ま
だ
か
や
う
な
る
こ
と
を
な
ら
は
ざ
り
つ
る
を
、

心
づ
く
し
な
る
こ
と
に
も
あ
り
け
る
か
な
。

い
に
し
へ
も
か
く
や
は
人
の
ま
ど
ひ
け
ん
わ
が
ま
だ
知
ら
ぬ
し
の
の
め

の
道

な
ら
ひ
た
ま
へ
り
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
女
恥
ぢ
ら
ひ
て
、

「
山
の
端
の
心
も
し
ら
で
ゆ
く
月
は
う
は
の
そ
ら
に
て
影
や
絶
え
な
む

心
細
く
」
と
て
、
も
の
恐
ろ
し
う
す
ご
げ
に
思
ひ
た
れ
ば
、
か
の
さ
し
集
ひ

た
る
住
ま
ひ
の
心
な
ら
ひ
な
ら
ん
と
を
か
し
く
思
す
。

（
夕
顔（
１
）巻）

◇
「
い
に
し
へ
も
…
」
詠
に
つ
い
て

こ
の
歌
で
光
源
氏
は
「
い
に
し
へ
」
の
「
人
」
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、

自
分
の
「
心
づ
く
し
な
る
」
思
い
を
詠
じ
て
い
る
。
そ
の
「
人
」
に
つ
い
て

は
、
文
字
通
り
「
昔
の
人
」
を
一
般
的
に
示
す
言
い
方
な
の
か
、
あ
る
い
は

特
定
の
男
（
具
体
的
に
は
頭
中
将
）
を
寓
意
・
暗
示
し
た
表
現
な
の
か
、
と

い
う
点
で
理
解
が
分
れ
て
い
る
。
諸
注
の
中
で
は
、
新
大
系
が
「
頭
中
将
を

暗
示
し
て
言
う
」
と
注
す
る
他
、
新
編
全
集
（＝

全
集
）
は
、「
昔
の
人
も

こ
の
よ
う
に
し
て
…
…
」
と
訳
出
し
な
が
ら
、
一
説
と
し
て
、

「
人
」
に
、
女
の
以
前
の
恋
人
の
意
を
寓
す
る
と
見
る
説
が
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
寓
意
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
玉
上
評
釈
も
、
こ
の

歌
を
詠
じ
た
時
の
源
氏
の
心
理
を
解
説
す
る
中
で
、

…
…
頭
の
中
将
の
常
夏
な
ら
、
か
れ
も
自
分
が
考
え
る
よ
う
な
こ
と
を

考
え
る
だ
ろ
う
、
や
は
り
早
朝
に
同
車
し
て
何
所
か
に
行
っ
た
こ
と
が

あ
ろ
う
と
も
知
れ
ぬ
。

と
述
べ
、
源
氏
の
念
頭
に
頭
中
将
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

吉
見
健
夫（
２
）氏、
今
井
上（
３
）氏は
、
寓
意
説
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、「
い
に

し
へ
」
の
「
人
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

�
上
句
で
、
昔
の
人
も
こ
の
よ
う
に
恋
路
に
惑
い
歩
い
た
も
の
だ
ろ
う
か

と
疑
う
が
、
自
分
が
そ
れ
ま
で
に
な
い
よ
う
な
恋
心
を
抱
い
て
い
る
こ
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と
を
「
い
に
し
へ
」
を
振
り
返
り
つ
つ
訴
え
る
と
い
う
趣
向
で
あ
り
、

当
時
の
和
歌
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
い
に
し
へ
に
あ
り
け

ん
人
も
わ
が
ご
と
く
妹
に
恋
ひ
つ
つ
い
ね
が
て
に
け
ん
」（
古
今
和
歌

六
帖
・
第
五
・
三
〇
八
一
・
詠
み
人
知
ら
ず
）「
わ
が
ご
と
く
も
の
思

ふ
人
は
い
に
し
へ
も
今
行
く
末
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
」（
拾
遺
和
歌
集
・

恋
五
・
九
六
五
・
詠
み
人
知
ら
ず
）
な
ど
の
類
例
に
源
氏
の
歌
も
属
す

る
。
た
だ
し
源
氏
の
歌
は
、「
人
」
が
具
体
的
に
は
頭
中
将
を
示
唆
す

る
ら
し
い
点
が
や
や
独
自
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
歌
の
後
の
「
な
ら
ひ
た

ま
へ
り
や
」（
経
験
あ
り
ま
す
か
）
と
い
う
女
へ
の
問
い
掛
け
で
明
ら

か
だ
と
も
思
わ
れ
る
が
、
前
の
男
の
頭
中
将
に
ラ
イ
バ
ル
心
を
抱
き
つ

つ
、
こ
れ
ま
で
の
誰
に
も
負
け
な
い
ほ
ど
の
強
い
恋
心
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
訴
え
る
歌
で
あ
ろ
う
。

（
吉
見
氏
）

�
こ
こ
に
言
う
「
い
に
し
へ
」
の
人
と
は
誰
の
こ
と
で
あ
る
の
か
。
某
院

ま
で
の
道
中
、
夕
顔
と
そ
う
し
た
こ
と
が
話
し
あ
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
一
般
論
と
し
て
言
っ
た
と
し
て
も
や
は
り
唐
突
で
落
ち
着
か
な
い

と
思
う
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
夕
顔
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
源
氏
か

ら
す
る
と
ま
さ
に
「
い
に
し
へ
」
の
人
、
先
人
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

人
物
が
一
人
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
ほ
か
で
も
な
い
夕
顔
の
か

つ
て
の
愛
人
、
頭
中
将
で
あ
る
。

（
今
井
氏
）

今
井
氏
が
当
該
歌
の
上
句
に
「
一
般
論
と
し
て
言
っ
た
と
し
て
も
や
は
り

唐
突
で
落
ち
着
か
な
い
」
印
象
を
看
取
し
て
い
る
の
は
、
自
然
な
感
想
だ
と

思
う
。
一
方
で
、「
い
に
し
へ
」
の
「
人
」
へ
の
言
及
が
、「
当
時
の
和
歌
に

よ
く
見
ら
れ
る
」
類
型
的
趣
向
で
あ
る
と
い
う
吉
見
氏
の
指
摘
も
そ
の
ま
ま

肯
定
さ
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、「
い
に
し
へ
」
の
「
人
」
に
、「
前
の
男
」「
か

つ
て
の
愛
人
」
の
示
唆
や
寓
意
を
読
み
取
る
見
解
は
首
肯
で
き
な
い
。

「
い
に
し
へ
」
あ
る
い
は
「
昔
」
に
先
例
を
尋
ね
る
発
想
は
、
恋
歌
に
限

定
さ
れ
ず
、
源
氏
物
語
に
も
そ
れ
以
外
の
作
品
に
も
広
く
そ
の
用
例
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

�
い
に
し
へ
に
あ
り
き
あ
ら
ず
は
知
ら
ね
ど
も
千
年
の
た
め
し
君
に
は
じ

め
む（

古
今
集
・
賀
・
三
五
三
・
素
性
法
師
・「（
も
と
や
す
の
み
こ
の
七

十
の
賀
の
う
し
ろ
の
屏
風
に
よ
み
て
か
き
け
る
）」）

�
い
に
し
へ
は
あ
り
も
や
し
け
む
い
ま
ぞ
し
る
ま
だ
見
ぬ
人
を
恋
ふ
る
も

の
と
は

（
伊
勢
物
語
・
一
一
一
段
）

�
さ
こ
そ
は
い
に
し
へ
も
御
心
に
か
な
は
ぬ
例
多
く
は
べ
れ
、
一
と
こ
ろ

や
は
世
の
も
ど
き
を
も
負
は
せ
た
ま
ふ
べ
き
。

（
夕
霧
巻
）

�
「
…
…
昔
も
た
ぐ
ひ
あ
り
け
り
と
思
た
ま
へ
な
す
に
も
、
さ
ら
に
行
く

方
知
ら
ず
の
み
な
む
」
な
ど
い
と
多
か
め
れ
ど
、
…
…

（
夕
霧
巻
）

�
思
ひ
あ
ま
り
昔
の
あ
と
を
た
づ
ぬ
れ
ど
親
に
そ
む
け
る
子
ぞ
た
ぐ
ひ
な

き

（
蛍
巻
）

吉
見
氏
が
引
用
し
て
い
る
二
首
の
恋
歌
を
含
め
、
右
の
よ
う
に
「
い
に
し

へ
」「
昔
」
を
引
き
合
い
に
出
す
場
合
、
そ
の
「
い
に
し
へ
」「
昔
」
は
、
は

る
か
遠
い
過
去
で
な
け
れ
ば
意
味
を
な
す
ま
い
。
恋
歌
の
場
合
、
は
る
か
な

過
去
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
思
い
の
独
自
性
・
特
殊
性
を
強
調

す
る
詠
み
ぶ
り
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
に
遠
い
過
去
に
思
い
を
は
せ
て
見
せ

る
こ
と
自
体
、蛍
巻
の
源
氏
詠
に
「
思
ひ
あ
ま
り
昔
の
あ
と
を
た
づ
ぬ
れ
ど
」

と
あ
る
よ
う
に
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思
い
に
か
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
芝

居
が
か
っ
た
身
ぶ
り
で
あ
る
。
今
井
氏
が
看
取
し
た
「
唐
突
で
落
ち
着
か
な

い
」
印
象
は
、「
い
に
し
へ
」
に
思
い
を
は
せ
る
大
げ
さ
な
詠
み
方
に
必
然

的
に
伴
う
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
印
象
を
解
消
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す
る
た
め
に
、「
い
に
し
へ
」
の
「
人
」
に
「
先
人
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

人
物
」
を
具
体
的
に
比
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
論
の
進
め
方
は
、
当
該
歌
の

発
想
と
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
。

今
井
氏
は
、
ま
た
、

「
い
に
し
へ
も
か
く
や
は
人
の
ま
ど
ひ
け
ん
」
と
い
う
文
は
ご
く
自
然

に
反
語
文
を
期
待
さ
せ
る
が
、
諸
注
の
ご
と
く
「
い
に
し
へ
」
の
人
を

単
に
先
人
の
謂
と
す
る
と
「
昔
の
人
も
こ
う
し
て
惑
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
い
や
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
意
不
通
と

な
る
。

と
述
べ
る
が
、
当
該
歌
の
上
句
は
実
際
ほ
と
ん
ど
反
語
文
な
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
に
惑
溺
し
た
の
は
歴
史
上
私
が
初
め
て
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
誇

張
さ
れ
た
詠
嘆
を
含
ん
で
い
る
と
見
て
よ
い
。
仮
に
先
例
を
思
い
描
く
と
し

て
も
、
そ
れ
に
該
当
す
る
人
物
は
、
昔
物
語
中
の
人
物
、
た
と
え
ば
『
伊
勢

物
語
』
芥
川
段
で
未
明
に
女
を
盗
み
出
し
た
昔
男
の
よ
う
な
現
実
離
れ
し
た

存
在
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。「
い
に
し
へ
」
の
「
人
」
へ
の
そ
の
よ
う
な
大

げ
さ
で
芝
居
が
か
っ
た
言
及
か
ら
、
女
の
以
前
の
恋
人
と
い
う
よ
う
な
現
実

的
な
人
物
を
想
起
し
、
あ
る
い
は
「
前
の
男
の
頭
中
将
」
へ
の
「
ラ
イ
バ
ル

心
」
を
看
取
す
る
の
は
、
一
首
の
根
幹
を
な
す
趣
向
に
逆
ら
う
読
み
取
り
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

◇
「
山
の
端
の
…
」
詠
に
つ
い
て

①
比
喩
の
認
定

こ
の
歌
は
叙
景
歌
で
は
な
い
か
ら
、「
山
の
端
」「
月
」
が
単
な
る
景
物
で

は
な
く
、
何
か
を
そ
れ
に
喩
え
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
論
を
俟

た
な
い
。
そ
の
比
喩
の
認
定
に
つ
い
て
、
諸
家
の
見
解
は
次
の
両
説
に
分
か

れ
て
い
る
。

Ａ
説
…
「
山
の
端
」
は
源
氏
、「
月
」
は
夕
顔
の
比
喩
と
す
る
説
。

Ｂ
説
…
「
山
の
端
」
は
夕
顔
、「
月
」
は
源
氏
の
比
喩
と
す
る
説
。

Ａ
説
は
、
諸
注
が
一
致
し
て
採
用
し
て
い
る
比
喩
の
理
解
で
あ
る
。
こ
れ

に
基
づ
く
解
釈
に
お
い
て
、「
山
の
端
の
心
も
し
ら
で
ゆ
く
月
」
は
、

�
山
の
端
（
源
氏
）
の
心
も
知
ら
な
い
で
、
つ
い
て
ゆ
く
月
（
私
）
は
、

中
途
で
影
が
消
え
て
し
ま
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

（
全
書
）

�
行
く
先
が
ど
こ
か
も
知
ら
ず
、
お
気
持
も
分
ら
な
い
の
に
、
あ
な
た
を

お
頼
り
し
て
つ
い
て
来
た
私
は
、
途
中
で
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

（
集
成
）

の
よ
う
に
、
源
氏
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
見
知
ら
ぬ
某
院
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
夕

顔
の
比
喩
と
解
釈
さ
れ
る
。

Ｂ
説
は
、「
山
の
端
」
は
女
の
、「
月
」
は
男
の
比
喩
と
な
る
の
が
通
例
で

あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
清
水
婦
久
子（
４
）氏が
提
唱
し
た
説
で
、
松
下
直

美（
５
）氏、
今
井
上
氏
、
津
島
知
明（
６
）氏が
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。

こ
の
説
に
従
う
場
合
、「
山
の
端
の
心
も
し
ら
で
ゆ
く
月
」
は
、
清
水
氏

が
、

月
の
出
入
り
す
る
「
山
の
端
」（
女
）
の
気
持
ち
も
お
わ
か
り
に
な
ら

な
い
で
、
ふ
ら
ふ
ら
と
空
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
「（
十
六
夜
の
）
月
」

（
あ
な
た
）
は
、
明
る
く
な
っ
た
上
空
（
上
の
空
）
で
そ
の
「
か
げ
」

（
お
姿
）
が
ふ
と
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
訳
出
し
て
い
る
よ
う
に
、
女
（
夕
顔
）
の
気
持
ち
も
わ
か
ら
な
い
で
ふ
ら

ふ
ら
さ
ま
よ
う
男
（
源
氏
）
の
比
喩
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
山
の
端
」
と
「
空
ゆ
く
月
」
と
の
関
係
は
、
一
般
に
、

○
月
が
西
の
山
の
端
に
向
っ
て
空
を
行
く
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○
月
が
東
の
山
の
端
を
出
て
空
を
行
く

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
当
該
歌
は
明
け
方
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ

に
詠
ま
れ
た
「
月
」
は
西
の
「
山
の
端
」
に
向
っ
て
空
を
進
ん
で
い
る
も
の

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
当
該
歌
を
正
し
く
解
釈
す
る
に
は
、
こ
の
よ

う
な
位
置
関
係
や
方
向
性
を
確
か
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
そ
れ

と
同
じ
よ
う
に
肝
要
な
の
は
、「
心
も
し
ら
で
」
の
意
味
・
用
法
を
正
確
に

理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

帚
木
の
心
を
し
ら
で
そ
の
原
の
道
に
あ
や
な
く
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な

（
帚
木
巻
）

寄
る
波
の
心
も
知
ら
で
わ
か
の
浦
に
玉
藻
な
び
か
ん
ほ
ど
ぞ
浮
き
た
る

（
若
紫
巻
）

吉
見
氏
は
、
右
の
二
首
を
適
切
に
引
証
し
つ
つ
、
Ａ
説
を
支
持
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

�
こ
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
上
句
で
は
愛
情
関
係
に
お
け
る
相
手
の
真
意

を
理
解
で
き
な
い
と
い
い
、
下
句
で
そ
れ
ゆ
え
の
惑
い
や
不
安
を
詠
じ

る
も
の
で
、
ほ
ぼ
同
じ
趣
向
の
夕
顔
の
歌
も
そ
れ
ら
と
同
様
に
解
せ
よ

う
。

�
「
山
の
端
の
心
も
し
ら
で
ゆ
く
」
と
い
う
表
現
は
、
廃
院
へ
連
れ
出
す

と
い
う
源
氏
の
強
引
な
扱
い
方
へ
の
夕
顔
の
不
安
な
思
い
と
ま
さ
し
く

対
応
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
帚
木
の
…
」「
寄
る
波
の
…
」
の
二
首
に
お
い
て
、「
し
ら
で
」
は
「
前

も
っ
て
わ
か
ら
な
い
で
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。「
帚
木
の
…
」
の

歌
で
は
、
前
も
っ
て
帚
木
の
心
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
そ
の
原
の
道
に
迷
い

入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
嘆
か
れ
、「
寄
る
波
の
…
」
の
歌
で
は
、「
寄
る
波

の
心
」
が
前
も
っ
て
わ
か
ら
な
い
ま
ま
玉
藻
が
な
び
く
こ
と
の
不
安
を
歌
っ

て
い
る
。

�
よ
く
も
あ
ら
ぬ
か
た
ち
を
、
深
き
心
も
知
ら
で
、
あ
だ
心
つ
き
な
ば
、

後
く
や
し
き
こ
と
も
あ
る
べ
き
を
、
と
思
ふ
ば
か
り
な
り
。

（
竹
取
物
語
）

�
あ
は
れ
、
げ
に
い
と
を
か
し
か
な
る
と
こ
ろ
を
、
命
も
知
ら
ず
、
人
の

心
も
知
ら
ね
ば
、「
い
つ
し
か
見
せ
む
」
と
あ
り
し
も
、
さ
も
あ
ら
ば

れ
、
や
み
な
む
か
し
と
思
ふ
も
あ
は
れ
な
り
。

（
蜻
蛉
日
記
）

右
の
用
例
に
お
い
て
も
、
前
も
っ
て
相
手
の
「
心
」
が
わ
か
ら
な
い
こ
と

に
伴
う
、
将
来
へ
の
不
安
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
夕
顔
の
返
歌
の
「
し
ら
で
」

も
全
く
同
じ
意
味
・
用
法
で
あ
り
、「
山
の
端
の
心
も
し
ら
で
ゆ
く
月
」
は
、

目
ざ
す
「
山
の
端
」
の
「
心
」
が
前
も
っ
て
わ
か
ら
な
い
ま
ま
空
を
行
く
頼

り
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
該
歌
に
お
け
る
「
山
の
端
」
と
「
月
」
の
位
置
関
係

や
方
向
性
、
な
ら
び
に
「
心
も
し
ら
で
」
の
意
味
を
確
認
し
た
上
で
、
Ａ
・

Ｂ
両
説
を
省
み
る
時
、
吉
見
氏
の
説
く
よ
う
に
、
Ａ
説
は
こ
れ
に
無
理
な
く

適
合
す
る
が
、
Ｂ
説
は
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と
が
わ
か
る
。

月
の
出
入
り
す
る
「
山
の
端
」（
女
）
の
気
持
ち
も
お
わ
か
り
に
な
ら

な
い
で
、
ふ
ら
ふ
ら
と
空
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
「（
十
六
夜
の
）
月
」

（
あ
な
た
）
は
…
…

と
い
う
清
水
氏
の
解
釈
に
お
い
て
、
当
該
歌
の
「
山
の
端
」
と
「
月
」
の
位

置
関
係
や
方
向
性
は
全
く
踏
ま
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
心
も
し
ら
で
」
に
つ

い
て
も
誤
っ
た
意
味
把
握
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
松
下
氏
の
解

釈
、

山
の
端
（
私
）
の
心
も
知
ら
ず
に
行
く
月
（
貴
方
）
は
、
上
空
で
、
当

て
に
な
ら
な
く
、そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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も
同
様
の
難
点
を
含
ん
で
お
り
、
成
り
立
ち
え
な
い
。

清
水
氏
、
松
下
氏
は
、
当
該
歌
の
「
月
」
と
「
山
の
端
」
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

�
古
来
の
和
歌
に
お
い
て
、
詠
み
手
（
女
）
は
山
の
端
か
ら
出
て
く
る
月

を
待
っ
て
い
た
。
男
が
月
に
た
と
え
ら
れ
た
の
は
、
女
の
も
と
へ
通
っ

て
く
る
時
が
夜
で
あ
っ
た
か
ら
で
、「
山
の
端
の
心
」
と
い
う
表
現
は
、

い
つ
も
待
た
さ
れ
て
ば
か
り
い
て
、
自
ら
は
行
動
を
起
こ
す
こ
と
の
出

来
な
い
女
の
気
持
ち
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
水
氏
）

�
当
該
歌
は
、
ま
ず
、
景
物
の
み
の
自
然
詠
と
し
て
も
成
立
し
て
い
た
。

山
の
端
が
月
の
入
り
を
待
ち
望
ん
で
い
る
の
に
、
そ
の
山
の
端
の
心
も

知
ら
ず
に
上
空
で
消
え
て
し
ま
い
そ
う
な
月
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。

…
…
そ
こ
に
、
人
事
的
意
味
を
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
消
え
か
か
る
景

物
の
「
月
」
を
用
い
て
、
私
（
夕
顔
）
の
心
も
知
ら
な
い
で
行
く
月

（
源
氏
）
は
、「
月
」
と
同
様
に
途
中
で
姿
を
隠
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
、
と
詠
ん
だ
歌
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

（
松
下
氏
）

両
氏
の
論
述
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
「
山
の
端
」「
月
」
の
用
例
に
見
ら

れ
る
全
般
的
傾
向
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
て
お
り
、
決
し
て
恣
意
的
な
も
の
で

は
な
い
が
、
歌
語
の
使
用
法
に
個
々
の
和
歌
の
趣
向
を
こ
え
た
一
般
的
な
法

則
が
存
在
し
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
用
例
か
ら
帰
納
し
た
傾
向
が

当
該
歌
に
お
け
る
「
山
の
端
」「
月
」
の
詠
ま
れ
方
に
合
致
す
る
か
否
か
は
、

も
う
少
し
厳
密
に
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
当
該
歌
で
は
、「
山
の
端
」

は
「
月
」
が
そ
こ
か
ら
出
る
場
所
と
し
て
は
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
山

の
端
」
が
「
月
」
の
出
や
入
り
を
待
ち
望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。

人
事
的
な
意
味
あ
い
に
お
い
て
も
、
夕
顔
は
源
氏
の
訪
れ
を
待
つ
女
と
し
て

描
か
れ
て
は
い
な
い
。
和
歌
自
体
の
発
想
・
構
造
と
、
そ
の
解
釈
と
の
間
に

こ
の
よ
う
な
齟
齬
や
乖
離
が
生
じ
て
い
る
場
合
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
用
例
を

引
き
な
が
ら
論
証
し
、
あ
る
い
は
念
入
り
な
説
明
を
行
っ
て
も
、
そ
の
齟
齬

や
乖
離
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

②
「
う
は
の
そ
ら
に
て
影
や
絶
え
な
む
」

当
該
歌
の
下
句
に
つ
い
て
は
、
大
方
の
注
釈
書
に
お
い
て
、「
死
ぬ
の
で

は
な
い
か
と
い
う
連
想
を
誘
う
不
吉
な
表
現
」（
集
成
）、「
自
身
の
死
の
予

感
を
こ
め
る
」（
新
編
全
集
）
と
い
う
よ
う
に
、
夕
顔
に
ま
も
な
く
訪
れ
る

死
と
の
関
連
を
読
み
取
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
、
恋
の
不
安
を

そ
こ
か
ら
読
み
と
る
説
が
複
数
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
月
」
を
源
氏
の
比
喩

と
解
す
る
諸
氏
は
、
必
然
的
に
こ
の
下
句
に
源
氏
の
愛
情
へ
の
不
安
を
読
み

取
っ
て
い
る
が
、「
月
」
を
夕
顔
自
身
の
比
喩
と
解
す
る
吉
見
氏
も
、
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

下
句
の
「
う
は
の
そ
ら
に
て
影
や
絶
え
な
む
」
と
い
う
表
現
に
女
の
死

の
予
感
を
読
み
取
る
解
釈
が
一
般
的
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
「
心
に
も

あ
ら
ぬ
わ
が
身
の
ゆ
き
か
へ
り
道
の
そ
ら
に
て
消
え
ぬ
べ
き
か
な
」

（
道
信
集
・
七
三
）
や
、
若
菜
上
巻
の
女
三
の
宮
が
源
氏
の
夜
が
れ
を

恨
む
歌
に
「
は
か
な
く
て
う
は
の
空
に
ぞ
消
え
ぬ
べ
き
風
に
た
だ
よ
ふ

春
の
あ
は
雪
」
と
あ
る
よ
う
に
、
恋
の
不
安
に
お
の
の
く
気
持
を
身
の

消
え
ゆ
く
こ
と
に
喩
え
る
の
は
当
時
一
般
的
な
表
現
方
法
で
あ
る
。
第

一
義
的
に
は
相
手
の
愛
情
へ
の
不
安
を
表
す
と
い
う
一
般
的
な
類
型
に

即
し
て
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
通
説
の
よ
う
な
理
解
は
、
文
脈
と
の
整
合
性
と
い
う
観

点
か
ら
見
て
、
引
き
続
き
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
歌
の
直
後
に
、
物
語
の
語
り
手
は
、「
も
の
恐
ろ
し
う
す
ご
げ
に
思

ひ
た
れ
ば
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
け
て
、「
か
の
さ
し
集
ひ
た
る
住
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ま
ひ
の
心
な
ら
ひ
な
ら
ん
と
を
か
し
く
思
す
」
と
い
う
源
氏
の
感
想
を
記
し

て
い
る
。
こ
の
「
も
の
恐
ろ
し
う
…
…
」
は
、
某
院
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
女

の
恐
れ
を
事
実
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
り
、「
か
の
さ
し
集
ひ
た
る
…
…
」

と
い
う
源
氏
の
受
け
止
め
か
た
も
、
女
が
現
に
お
び
え
て
い
る
様
子
を
前
提

に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
割
り
引
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

必
然
性
は
な
い
。

夕
顔
の
返
歌
は
、
源
氏
か
ら
「
わ
が
ま
だ
知
ら
ぬ
し
の
の
め
の
道
」
を
あ

な
た
は
「
な
ら
ひ
た
ま
へ
り
や
」
と
問
い
か
け
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、「
初

め
て
の
こ
と
で
、
恐
ろ
し
く
て
し
か
た
が
な
い
」
と
い
う
回
答
に
な
っ
て
い

る
。「
山
の
端
の
心
も
し
ら
で
行
く
月
は
」
と
い
う
上
句
は
、
諸
注
に
お
い

て
、「
山
の
端
（
源
氏
）
の
本
心
も
知
ら
な
く
て
、
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
つ
い

て
行
く
月
（
私
）
は
」（
大
系
）
と
い
う
よ
う
に
、
源
氏
の
心
が
わ
か
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が

「
わ
が
ま
だ
知
ら
ぬ
し
の
の
め
の
道
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
て
、
も
う
少
し
広
く
、
正
体
も
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
ぬ
男
に
、
見
知

ら
ぬ
邸
に
突
然
連
れ
て
来
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
も
皆
目
わ
か
ら

な
い
と
い
う
状
況
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
上
句
の
意
味
と
、
和
歌
に
続
く
叙
述
か
ら
見
て
、「
う
は
の
そ
ら
に
て

影
や
絶
え
な
む
」
と
い
う
下
句
に
、
こ
れ
か
ら
先
、
死
ん
で
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
恐
れ
を
読
み
取
る
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
読
解
と
い
っ

て
よ
い
。

も
と
よ
り
、「
う
は
の
そ
ら
に
て
影
や
絶
え
な
む
」
は
、
恐
れ
を
誇
張
し

て
表
現
す
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
夕
顔
が
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
時

点
で
、
死
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
恐
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
ま
も

な
く
唐
突
に
訪
れ
る
自
ら
の
死
を
予
感
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
当
該
歌
自
体
、
源
氏
が
大
げ
さ
な
詠
み
ぶ
り
で
恋
へ
の
惑
溺
を
示
し

た
の
に
呼
応
し
て
、
同
じ
よ
う
に
誇
張
し
て
自
ら
の
恐
れ
を
表
現
し
た
も
の

と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

た
だ
、
源
氏
の
贈
歌
が
、
た
と
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
の
芥
川
段
な
ど
を
か

す
か
に
連
想
さ
せ
、
夕
顔
の
返
歌
が
、
自
ら
の
死
へ
の
恐
れ
に
触
れ
て
い
る

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
先
の
物
語
に
不
穏
な
影
を
落
と
し
て
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。源

氏
は
こ
の
あ
と
、
夕
顔
を
と
り
殺
し
た
物
の
怪
の
姿
を
見
て
、

昔
物
語
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
は
聞
け
、
と
い
と
め
づ
ら
か
に
む
く
つ
け

け
れ
ど
、

と
感
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
昔
物
語
の
怪
異
を
、「
い
に
し
へ

も
…
」「
山
の
端
の
…
」
の
贈
答
歌
は
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
招
き
寄
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。

二

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

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

ま
た
、「
霜
華
白
し
」
と
あ
る
所
に
、

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

一
日
の
花
な
る
べ
し
、
枯
れ
て
ま
じ
れ
り
。

（
葵
巻
）

亡
く
な
っ
た
葵
上
の
喪
が
明
け
て
、
源
氏
が
左
大
臣
邸
を
去
っ
た
後
、
左

大
臣
は
御
帳
台
の
中
に
源
氏
が
詠
み
残
し
た
和
歌
を
見
出
す
。
そ
の
う
ち
の

一
首
、「
亡
き
魂
ぞ
…
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、「
い
と
ど
悲
し
き
」
と
表
出
さ
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れ
た
源
氏
の
悲
し
み
の
内
実
に
つ
い
て
、
諸
注
の
解
釈
が
必
ず
し
も
一
致
し

て
い
な
い
。

こ
の
歌
は
、「
寝
し
床
の
あ
く
が
れ
が
た
き
心
な
ら
ひ
」
に
よ
っ
て
「
亡

き
魂
」
の
こ
と
が
「
い
と
ど
悲
し
」
く
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
詠
ん

で
い
る
の
だ
が
、
ど
う
い
う
「
心
な
ら
ひ
」
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
悲
し

み
が
募
る
の
か
に
つ
い
て
、
理
解
が
分
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

�
（
二
人
）
共
寝
し
た
床
か
ら
い
つ
も
離
れ
に
く
か
っ
た
の
で
、
亡
き
魂

が
（
今
も
こ
の
床
か
ら
離
れ
か
ね
て
い
る
か
と
思
う
と
）
一
入
悲
し

い
。

（
玉
上
評
釈
）

�
亡
き
人
の
魂
も
さ
ぞ
去
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
と
、

い
よ
い
よ
悲
し
み
が
ま
さ
る
、
二
人
が
共
寝
し
た
床
を
い
つ
も
離
れ
が

た
く
思
っ
て
い
た
に
つ
け
て
。

（
集
成
）

�
亡
き
人
の
魂
を
思
う
と
い
よ
い
よ
悲
し
い
、
共
に
寝
た
床
を
い
つ
も
離

れ
が
た
く
思
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
の
意
。

（
新
大
系
）

右
に
引
用
し
た
諸
注
は
、葵
上
生
前
の
、床
か
ら
い
つ
も
離
れ
に
く
く
思
っ

て
い
た
「
心
な
ら
ひ
」（
少
し
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
た
ぶ
ん
葵
上
の
）
に

よ
っ
て
、
今
も
葵
上
の
魂
が
こ
の
床
を
去
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

と
思
う
と
い
っ
そ
う
悲
し
く
な
る
、
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。「
寝
し

床
の
あ
く
が
れ
が
た
き
」
と
い
う
表
現
は
、「
か
つ
て
共
寝
し
た
床
が
今
離

れ
が
た
い
」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
の
が
自
然
な
の
で
、「
心
な
ら
ひ
」
を

葵
上
生
前
の
も
の
と
す
る
解
釈
に
は
従
え
な
い
。
当
該
歌
の
「
心
な
ら
ひ
」

は
、
詠
歌
し
た
時
点
に
お
け
る
源
氏
の
「
心
な
ら
ひ
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ

る
。
次
に
引
用
す
る
中
で
、
全
書
・
大
系
は
、
そ
の
点
を
正
し
く
把
握
し
て

い
る
。

�
共
寝
の
床
が
見
棄
て
難
い
私
の
心
か
ら
推
し
て
、
亡
く
な
つ
た
魂
も
さ

ぞ
や
同
じ
思
ひ
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
が
ひ
ど
く
悲
し
い
。

（
全
書
）

�
亡
く
な
っ
た
葵
上
の
魂
が
（
私
と
同
様
に
、
共
に
寝
た
床
を
あ
く
が
れ

出
か
ね
て
い
る
か
と
思
う
と
）、
ひ
ど
く
私
は
悲
し
い
。
私
は
、
葵
上

と
一
緒
に
寝
た
床
が
、
落
着
か
ず
に
、
ふ
ら
ふ
ら
と
振
り
捨
て
て
離
れ

て
行
き
難
い
習
慣
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
大
系
）

�
亡
き
人
と
と
も
に
寝
た
こ
の
床
を
い
つ
も
離
れ
が
た
く
思
っ
て
い
た

が
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
こ
の
床
を
離
れ
て
い
っ
た
そ
の
人
の
魂
は
ど
ん

な
に
せ
つ
な
い
思
い
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
、
ひ
と
し
お
悲
し
く
て
な
ら

な
い
。

（
新
編
全
集
）

た
だ
、
両
書
が
、
下
の
句
に
葵
上
の
魂
の
現
在
の
思
い
を
読
み
取
っ
て
い

る
の
は
妥
当
で
な
い
。
葵
上
は
す
で
に
亡
く
な
り
御
帳
台
を
去
っ
て
行
っ
た

の
だ
か
ら
。
そ
の
点
で
は
、
新
編
全
集
が
「
こ
の
床
を
離
れ
て
い
っ
た
そ
の

人
の
魂
は
ど
ん
な
に
せ
つ
な
い
思
い
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
過
去
の
こ
と
と

し
て
解
し
て
い
る
ほ
う
が
相
対
的
に
自
然
で
あ
る
。

た
だ
し
、
源
氏
が
思
い
を
は
せ
た
亡
き
魂
の
思
い
と
は
、
単
に
共
寝
し
た

床
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
つ
ら
さ
に
は
限
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
源
氏
は
、
葵
上
の
死
後
も
そ
れ
ま
で
二
人
が
共
寝
し
て
い
た
御
帳
台
に

寝
て
い
た
。「
寝
し
床
の
あ
く
が
れ
が
た
き
心
な
ら
ひ
」
と
は
、
朝
が
来
る

毎
に
そ
の
床
を
離
れ
る
の
が
切
な
く
、
ま
た
喪
が
明
け
た
ら
左
大
臣
邸
を
去

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
も
つ
ら
い
と
い
う
心
情
を
表
し
て
い
る
。
そ
う
い

う
自
ら
の
「
心
な
ら
ひ
」
か
ら
、
源
氏
が
思
い
知
っ
た
の
は
、「
寝
し
床
」

に
具
象
化
さ
れ
る
よ
う
な
愛
着
の
あ
る
も
の
か
ら
「
あ
く
が
れ
る
」
こ
と
の

つ
ら
さ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
当
該
歌
の
「
い
と
ど
悲
し
き
」
は
、
馴
れ
親
し

ん
だ
こ
の
世
を
去
り
、
愛
す
る
人
々
と
別
れ
て
、「
あ
く
が
れ
」
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
葵
上
の
魂
を
思
っ
て
、
改
め
て
募
っ
て
い
く
悲
し
み
で
あ
っ
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た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

尚
侍
の
御
も
と
に
、
例
の
中
納
言
の
君
の
私
事
の
や
う
に
て
、
中
な
る
に
、

「
つ
れ
づ
れ
と
過
ぎ
に
し
方
の
思
ひ
た
ま
へ
出
で
ら
る
る
に
つ
け
て
も
、

こ
り
ず
ま
の
浦
の
み
る
め
の
ゆ
か
し
き
を
塩
焼
く
あ
ま
や
い
か
が
思
は

ん
」

さ
ま
ざ
ま
書
き
尽
く
し
た
ま
ふ
言
の
葉
思
ひ
や
る
べ
し
。

（
須
磨
巻
）

須
磨
に
退
去
し
た
源
氏
か
ら
、
都
の
朧
月
夜
に
贈
ら
れ
た
こ
の
歌
に
対
し

て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
注
釈
書
が
、

性
懲
り
も
な
く
あ
な
た
に
お
逢
い
し
た
く
て
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
須

磨
の
浦
の
塩
焼
く
海
人
―
あ
な
た
は
ど
う
お
思
い
な
の
で
し
ょ
う
か
。

（
新
編
全
集
）

と
い
う
よ
う
に
、「
塩
焼
く
あ
ま
」＝

朧
月
夜
と
い
う
比
喩
の
認
定
を
行
い
、

一
首
を
、「
私
は
あ
な
た
に
逢
い
た
い
が
、
あ
な
た
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
問
い
か
け
の
歌
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
例
外
的
に
集

成
は
、「「
海
士
や
い
か
が
思
は
む
」
は
、
世
間
を
憚
る
気
持
を
表
す
。」
と

い
う
見
解
に
基
づ
い
て
、

性
懲
り
も
な
く
、
あ
な
た
に
お
会
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
塩
焼
く

海
士
は
ど
う
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

と
い
う
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

「
塩
焼
く
あ
ま
」＝

朧
月
夜
と
い
う
比
喩
認
定
を
行
っ
て
い
る
諸
注
に
お

い
て
は
、た
ぶ
ん
「
浦
の
み
る
め
の
ゆ
か
し
き
」
を
「
あ
な
た
に
逢
い
た
い
」

と
い
う
意
味
に
還
元
し
、
同
時
に
「
塩
焼
く
あ
ま
」
を
「
あ
な
た
」
に
置
き

換
え
て
、
一
首
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
理
解
は
、
一
首
の
表
現
や
構
成
と
齟
齬
を
き

た
し
て
い
る
と
思
う
。
意
味
へ
の
還
元
を
急
が
ず
、
当
該
歌
に
詠
ま
れ
て
い

る
事
柄
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
れ
ば
、

○
「
浦
の
み
る
め
が
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
浦
に
海
松
布
を
刈
り
取

り
に
行
き
た
い
と
い
う
話
者
の
思
い
を
表
し
て
い
る
。

○
「
塩
焼
く
海
人
」
は
、
そ
の
話
者
の
行
為
を
目
撃
し
場
合
に
よ
っ
て
は

制
止
す
る
か
も
し
れ
な
い
第
三
者
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

と
い
う
理
解
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
歌
自
体
が
明
示
し
て
い
る
そ
の
よ
う
な

事
柄
に
適
合
す
る
の
は
、「
塩
焼
く
海
人
や
い
か
が
思
は
ん
」
に
「
世
間
を

憚
る
気
持
」
を
読
み
取
る
集
成
の
解
釈
で
あ
る
。
当
該
歌
の
下
の
句
は
、

�
人
の
思
ひ
は
べ
ら
ん
こ
と
の
恥
づ
か
し
き
に
な
ん
、
え
聞
こ
え
さ
す
ま

じ
き
。

（
空
蝉
巻
）

�
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

（
紅
葉
賀
巻
）

の
傍
線
部
と
同
様
に
、
他
者
の
思
惑
や
咎
め
だ
て
へ
の
懸
念
を
表
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

通
説
の
よ
う
な
理
解
で
は
、「
私
は
あ
な
た
に
逢
い
た
い
が
あ
な
た
は
ど

う
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
単
純
素
朴
な
問
い
か
け
に
な
る
が
、
源
氏
と
朧
月

夜
の
関
係
は
、
自
分
た
ち
の
気
持
ち
で
ど
う
に
か
な
る
も
の
で
は
な
く
、
世

間
を
憚
る
事
情
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
も
集
成
の
解

釈
は
自
然
で
あ
る
。

諸
注
が
当
該
歌
の
本
歌
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
、

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

（
古
今
六
帖
・
三
・
一
八
七
〇
）

の
「（
た
ち
さ
わ
ぐ
）
し
ら
な
み
」
と
同
様
、「
塩
焼
く
あ
ま
」
は
、
逢
う
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
本
歌
で
は
、
障
害
を
も
ろ
と
も

し
な
い
決
意
を
表
明
し
て
い
る
が
、
自
分
の
思
い
を
通
せ
ら
れ
る
は
ず
も
な

い
源
氏
と
し
て
は
、「
懲
り
も
せ
ず
あ
な
た
に
逢
い
た
い
」
と
い
う
や
む
に

や
ま
れ
ぬ
思
い
と
と
も
に
、「
世
間
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う

断
念
を
合
せ
て
詠
み
こ
む
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

姫
君
の
御
文
は
、
心
こ
と
に
こ
ま
か
な
り
し
御
返
り
な
れ
ば
、
あ
は
れ
な
る

こ
と
多
く
て
、

浦
人
の
し
ほ
く
む
袖
に
く
ら
べ
み
よ
波
路
へ
だ
つ
る
夜
の
衣
を

物
の
色
、
し
た
ま
へ
る
さ
ま
な
ど
い
と
き
よ
ら
な
り
。

（
須
磨
巻
）

当
該
歌
に
つ
い
て
、
諸
注
は
、
た
と
え
ば
、

�
浦
人
の
潮
を
汲
む
袖
―
あ
な
た
の
涙
に
濡
れ
た
お
袖
と
比
べ
て
み
て
下

さ
い
。
波
路
を
隔
て
て
お
会
い
で
き
ず
泣
き
濡
れ
て
い
る
私
の
夜
の
衣

を
。

（
集
成
）

�
浦
人
が
潮
を
汲
む
よ
う
に
泣
き
濡
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
あ
な
た

の
袖
と
比
べ
て
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
ま
し
。
遠
く
波
路
を
隔
て
た
都
で
毎

夜
涙
に
濡
れ
て
い
る
私
の
衣
と
を
。

（
新
編
全
集
）

と
い
う
よ
う
に
、「
浦
人
の
し
ほ
く
む
袖
」
が
「
源
氏
の
涙
に
ぬ
れ
た
袖
」

の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
定
に
基
づ
い
て
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

こ
の
歌
は
、
須
磨
か
ら
源
氏
が
詠
み
贈
っ
た
和
歌
に
紫
上
が
返
し
た
歌
だ

が
、
贈
歌
そ
の
も
の
も
、
源
氏
が
そ
れ
を
書
き
つ
け
た
手
紙
の
文
面
も
、
物

語
に
引
用
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
贈
歌
の
内
容
も
表
現
も
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

新
編
全
集
が
、「
浦
人
が
潮
を
汲
む
よ
う
に
泣
き
濡
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

と
い
う
あ
な
た
の
袖
」
と
言
葉
を
補
っ
て
訳
出
し
て
い
る
の
は
、
源
氏
の

贈
っ
た
歌
に
、「
私
は
須
磨
の
浦
で
海
人
の
よ
う
に
涙
で
袖
を
ぬ
ら
し
て
い

る
」
と
い
う
内
容
が
詠
ま
れ
て
い
た
と
い
う
推
測
の
も
と
に
施
さ
れ
た
解
釈

と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
時
期
に
源
氏
が
藤
壺
に
贈
っ
た
歌
、

松
島
の
あ
ま
の
苫
屋
も
い
か
な
ら
む
須
磨
の
浦
人
し
ほ
た
る
る
こ
ろ

の
下
の
句
と
同
じ
よ
う
な
内
容
が
、
源
氏
の
贈
歌
に
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う

想
定
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
当
該
歌
は
、
あ
な
た
は
泣
い
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が

私
も
同
じ
よ
う
に
泣
い
て
い
ま
す
、
あ
る
い
は
、
私
の
ほ
う
が
あ
な
た
よ
り

も
嘆
い
て
い
ま
す
、
と
い
う
よ
う
に
自
己
と
相
手
と
を
引
き
比
べ
た
発
想
の

歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
諸
注
の
比
喩
の
理
解
な
ら
び
に
一
首
の
解
釈
は
、

贈
ら
れ
た
歌
に
対
し
て
切
り
返
す
恋
歌
の
常
套
パ
タ
ー
ン
を
モ
デ
ル
と
し
た

解
釈
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
前
に
「
あ
は
れ
な
る
こ
と
お
ほ
く

て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
歌
に
、
そ
の
よ
う
な
切
り
返
し
の
要
素
を
読
み
取
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
源
氏
が
自
分
の
こ
と
を
喩
え
る
な
ら
と
も

か
く
、
紫
上
が
源
氏
の
境
遇
に
つ
い
て
「
浦
人
の
し
ほ
く
む
袖
」
と
い
う
わ

び
し
い
比
喩
を
こ
と
さ
ら
用
い
た
と
い
う
の
も
不
自
然
で
あ
る
。

君
を
思
ふ
心
な
が
さ
は
秋
の
夜
に
い
づ
れ
ま
さ
る
と
そ
ら
に
し
ら
な
ん

（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
四
二
・
源
是
茂
・「
返
し
」）

も
も
は
が
き
は
ね
か
く
し
ぎ
も
わ
が
ご
と
く
朝
わ
び
し
き
か
ず
は
ま
さ

ら
じ

（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
二
四
・
紀
貫
之
・「
題
し
ら
ず
」）
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わ
が
こ
ひ
に
く
ら
ぶ
の
山
の
さ
く
ら
花
ま
な
く
ち
る
と
も
か
ず
は
ま
さ

ら
じ

（
古
今
集
・
恋
二
・
五
九
〇
・
坂
上
是
則
・「
題
し
ら
ず
」）

わ
が
そ
で
を
あ
き
の
く
さ
ば
に
く
ら
べ
ば
や
い
づ
れ
か
つ
ゆ
の
お
き
は

ま
さ
る
と

（
後
拾
遺
集
・
恋
四
・
七
九
五
・
相
模
・「
題
不
知
」）

我
が
袖
を
た
ご
の
も
す
そ
に
く
ら
べ
ば
や
い
づ
れ
か
い
た
く
ぬ
れ
は
ま

さ
る
と

（
西
行
法
師
家
集
・
雑
・
六
五
二
・「（
恋
歌
中
に
）」）

右
の
歌
々
の
よ
う
に
、
和
歌
に
お
い
て
は
、
極
端
な
も
の
、
あ
る
い
は
典

型
的
な
も
の
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
心
境
な
り
境
遇
な
り
を
強
調
し

て
表
現
す
る
発
想
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

当
該
歌
の
「
く
ら
べ
み
よ
」
も
、
諸
注
が
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
よ

う
な
、
源
氏
と
紫
上
の
間
で
閉
じ
た
相
互
比
較
で
は
な
く
、「
浦
人
の
し
ほ

く
む
袖
」
と
い
う
、
濡
れ
た
袖
の
典
型
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
そ
れ
と
同

じ
く
ら
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
も
ま
さ
っ
て
私
の
袖
は
濡
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
形
で
、
紫
上
が
自
ら
の
悲
し
い
思
い
を
伝

え
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

五

御
返
り
書
き
た
ま
ふ
。
言
の
葉
思
ひ
や
る
べ
し
。「
か
く
世
を
離
る
べ
き
身

と
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
、
お
な
じ
く
は
慕
ひ
き
こ
え
ま
し
も
の
を
な
ど
な

む
。
つ
れ
づ
れ
と
心
細
き
ま
ま
に
、

伊
勢
人
の
波
の
上
こ
ぐ
小
舟
に
も
う
き
め
は
刈
ら
で
乗
ら
ま
し
も
の
を

海
人
が
つ
む
嘆
き
の
中
に
し
ほ
た
れ
て
い
つ
ま
で
須
磨
の
浦
に
な
が
め

む

（
須
磨
巻
）

こ
の
歌
の
「
伊
勢
人
」
に
つ
い
て
、
現
行
諸
注
の
大
半
は
、
六
条
御
息
所

の
比
喩
と
解
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
新
編
全
集
は
、「
伊
勢
人
は
御
息
所
」

と
注
し
た
上
で
、
一
首
を
、

須
磨
の
浦
で
浮
海
布
を
刈
る
―
憂
き
目
に
あ
う
よ
り
も
、
伊
勢
人
が
波

の
上
を
漕
ぐ
小
舟
に
で
も
乗
れ
ば
よ
か
っ
た
も
の
を
。

と
訳
出
し
、
玉
上
評
釈
は
、

伊
勢
人
の
あ
な
た
が
海
上
を
漕
ぐ
小
舟
に
も
、
こ
ん
な
う
き
め
は
刈
ら

な
い
で
、
ご
い
っ
し
ょ
す
る
の
で
し
た
の
に
。

と
い
う
よ
う
に
訳
文
の
中
に
比
喩
を
反
映
さ
せ
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

�
こ
ん
な
憂
き
目
を
見
ず
に
、
伊
勢
に
お
供
し
て
お
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に

と
存
じ
ま
す
。

（
集
成
）

�
伊
勢
の
あ
な
た
の
も
と
へ
、須
磨
で
つ
ら
い
目
を
見
る
か
わ
り
に
、い
っ

し
ょ
に
行
け
ば
よ
か
っ
た
。

（
新
大
系
）

集
成
・
新
大
系
は
、
比
喩
関
係
を
明
示
し
て
は
い
な
い
が
、「
伊
勢
人
の

波
の
上
こ
ぐ
小
舟
に
」
乗
る
こ
と＝

伊
勢
に
御
息
所
と
と
も
に
行
く
こ
と
、

と
大
づ
か
み
に
理
解
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

当
該
歌
の
上
の
句
「
伊
勢
人
の
波
の
上
こ
ぐ
小
舟
に
も
」
は
、
諸
注
に

よ
っ
て
、

伊
勢
人
は

あ
や
し
き
者
を
や

な
ど
い
へ
ば

小
舟
に
乗
り
て
や

波
の
上
を
漕
ぐ
や

波
の
上
を
漕
ぐ
や

（
風
俗
歌
・
伊
勢
人
）

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
風
俗
歌
で
、
小
舟
に
乗

る
「
伊
勢
人
」
は
わ
び
し
く
「
あ
や
し
き
」
存
在
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

「
伊
勢
人
」
が
そ
の
よ
う
な
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
以
上
、
六
条
御
息
所
を

そ
れ
に
よ
そ
え
て
詠
み
贈
る
と
は
考
え
に
く
い
。

諸
注
の
中
で
、
全
書
・
大
系
が
比
喩
を
認
め
な
い
解
釈
を
行
っ
て
い
る
の
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は
、「
伊
勢
人
」＝

御
息
所
と
い
う
比
喩
に
必
然
的
に
伴
う
無
礼
な
意
味
合

い
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

�
か
う
し
た
憂
き
目
に
あ
ふ
よ
り
は
、
伊
勢
人
の
漕
ぐ
舟
に
乗
つ
て
あ
な

た
と
共
に
暮
す
の
で
し
た
。

（
全
書
）

�
私
は
、伊
勢
に
行
っ
て
、伊
勢
人
が
波
の
上
を
漕
ぐ
（
危
う
い
事
は
あ
っ

て
も
、
憂
き
目
に
逢
わ
ず
）
小
舟
な
ど
に
で
も
、
乗
り
た
か
っ
た
の
に

な
あ
、（
須
磨
で
は
、
浮
き
海
布
を
刈
っ
て
居
る
が
）
伊
勢
で
は
、
浮

き
海
布
を
刈
ら
ず
に
。

（
大
系
）

け
れ
ど
も
、
両
書
の
解
釈
は
、「
伊
勢
人
の
波
の
上
こ
ぐ
小
舟
に
も
の
ら

ま
し
も
の
を
」
と
い
う
歌
中
に
示
さ
れ
た
思
い
と
、
歌
の
直
前
に
記
さ
れ
、

歌
に
も
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
は
ず
の
、「
慕
ひ
き
こ
え
ま
し
も
の
を
」
と

い
う
源
氏
の
心
情
と
を
、
う
ま
く
統
合
で
き
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

か
く
ば
か
り
こ
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
い
は
き
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
も
の

も
は
ず
し
て

（
万
葉
集
・
巻
四
・
七
二
五
・
大
伴
家
持
）

な
か
な
か
に
ひ
と
と
あ
ら
ず
は
く
は
こ
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
た
ま
の

を
ば
か
り

（
万
葉
集
・
巻
十
二
・
三
一
〇
〇
）

お
く
れ
ゐ
て
こ
ひ
ば
く
る
し
も
あ
さ
が
り
の
き
み
が
ゆ
み
に
も
な
ら
ま

し
も
の
を

（
万
葉
集
・
巻
十
四
・
三
五
九
〇
・
防
人
歌
）

右
の
用
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
…
…
ま
し
も
の
を
」
と
い
う
表
現
は
、

決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
も
な
い
し
、
ま
た
実
現
が
可
能
で
も
な
い
行
為
を

極
端
な
例
と
し
て
と
り
あ
げ
、
自
分
の
思
い
を
「
…
…
だ
っ
て
し
よ
う
も
の

を
」
と
強
調
し
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
「
お
く
れ
ゐ
て
…
」
の
歌

は
当
該
歌
を
理
解
す
る
上
で
参
考
に
な
る
。
そ
の
詠
者
は
、「
あ
な
た
に
つ

い
て
行
き
た
い
」
と
い
う
思
い
を
、「
そ
う
す
る
た
め
な
ら
、
あ
な
た
の
弓

に
も
な
ろ
う
も
の
を
」
と
い
う
形
で
修
辞
的
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同

様
に
、
源
氏
は
、
御
息
所
に
向
っ
て
、
あ
な
た
の
側
に
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、

あ
の
「
あ
や
し
き
」「
伊
勢
人
」
の
漕
ぐ
小
舟
に
も
乗
ろ
う
も
の
を
と
、
御

息
所
へ
の
思
い
を
強
調
し
て
歌
っ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

六

…
…
雁
の
連
ね
て
鳴
く
声
楫
の
音
に
ま
が
へ
る
を
、う
ち
な
が
め
た
ま
ひ
て
、

涙
の
こ
ぼ
る
る
を
か
き
払
ひ
た
ま
へ
る
御
手
つ
き
黒
き
御
数
珠
に
映
え
た
ま

へ
る
は
、
古
里
の
女
恋
し
き
人
々
の
、
心
み
な
慰
み
に
け
り
。

初
雁
は
恋
し
き
人
の
つ
ら
な
れ
や
た
び
の
そ
ら
と
ぶ
声
の
か
な
し
き

と
の
た
ま
へ
ば
、…
…

（
須
磨
巻
）

こ
の
歌
の
「
恋
し
き
人
」
に
つ
い
て
、
多
く
の
現
行
諸
注
は
、
次
に
例
示

す
る
よ
う
に
、「
私
が
恋
し
く
思
う
人
」
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
場
合
、「
恋
し
き
人
」
は
具
体
的
に
は
都
に
残
し
て
来
た
人
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
る
。

�
初
雁
は
、
私
（
源
氏
）
の
恋
し
く
思
っ
て
居
る
、
都
の
人
の
仲
間
（
つ

ら
）
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
旅
の
空
を
、（
鳴
き
な
が
ら
）

飛
ん
で
行
く
声
の
悲
し
く
聞
え
る
事
よ
。（
我
が
思
う
人
も
、
私
の
事

を
思
っ
て
、
都
に
泣
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。）

（
大
系
）

�
初
雁
は
都
に
い
る
恋
し
い
人
の
同
じ
仲
間
な
の
か
し
ら
、
旅
の
空
を
飛

ぶ
声
が
悲
し
く
聞
こ
え
て
く
る
。

（
新
編
全
集
）

こ
れ
に
対
し
、
新
大
系
は
、「
恋
し
き
人
」
を
「
故
郷
を
恋
し
く
思
う
者
」

と
訳
し
、
源
氏
あ
る
い
は
源
氏
と
そ
の
供
の
者
を
指
す
言
葉
と
し
て
理
解
し

て
い
る
。
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初
雁
は
故
郷
を
恋
し
く
思
う
者
の
仲
間
な
の
か
、
異
郷
の
空
を
飛
ぶ
鳴

き
声
が
悲
し
く
聞
こ
え
る
。

こ
の
新
大
系
の
解
釈
は
、
時
枝
誠
記
氏
が
次
の
よ
う
に
論
じ
た
所
説
に

従
っ
た
も
の
で
あ（
７
）る。

連
体
形
に
つ
い
て
、
主
語
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
、
な
い
場

合
と
が
、
同
じ
形
で
表
現
さ
れ
る
た
め
に
、
解
釈
が
動
揺
す
る
場
合
が

あ
る
。「
恋
し
き
人
」
と
い
う
云
い
方
は
、「
我
が
恋
し
き
人
」
と
も
、

「
恋
し
く
思
っ
て
い
る
人
」
と
も
、両
様
に
受
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
推
し
て
、
後
の
場
合
で
、「
都
に
残
し
て

来
た
女
た
ち
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
人
即
ち
我
々
の
仲
間
で
あ
ろ
う

か
」
の
意
味
に
解
す
る
の
が
よ
い
。
故
郷
を
捨
て
て
旅
に
出
た
雁
を
、

源
氏
自
身
の
心
境
に
比
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
歌
を
詠
ん
だ

他
の
三
人
も
、
同
様
な
心
境
を
語
っ
て
い
る
。

こ
の
時
枝
説
に
対
し
て
は
、
語
法
上
の
観
点
か
ら
の
批
判
が
行
わ
れ
て
い

る
。
早
く
宮
田
和
一
郎
氏
が
、「
恋
し
き
人
」＝

「（
誰
か
を
）
恋
し
く
思
っ

て
い
る
人
」
と
い
う
解
を
支
持
す
る
よ
う
な
用
例
が
源
氏
物
語
に
全
く
見
出

せ
な
い
こ
と
を
指
摘（
８
）し、
根
来
司
氏
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に

批
判
し
て
い（
９
）る。

時
枝
博
士
は
す
ぐ
前
に
「
故
郷
の
女
恋
し
き
人
々
」
と
あ
る
の
で
、「
恋

し
き
人
」
を
都
の
女
た
ち
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
人
た
ち
と
解
し
た
く

な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
源
氏
物
語
に
は
「
恋
し
き
人
」
を
時
枝
博

士
が
説
か
れ
る
よ
う
に
用
い
た
例
は
な
い
と
思
う
の
で
従
え
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
上
野
理
氏
は
、
時
枝
説
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
次
の
よ
う

に
論
じ
て
い（

１０
）る。

…
…
光
源
氏
の
歌
は
、『
拾
遺
集
』（
三
四
五
）
の
能
宣
歌
「
草
枕
我
の

み
な
ら
ず
雁
が
ね
も
旅
の
空
に
ぞ
鳴
き
渡
る
な
る
」
の
影
響
を
考
え
て

も
よ
か
ろ
う
。
光
源
氏
は
、
能
宣
が
、
草
を
枕
と
す
る
旅
に
あ
っ
て
古

里
を
恋
う
て
い
る
の
は
自
分
だ
け
で
な
く
、
雁
も
旅
の
空
に
あ
っ
て
古

里
を
恋
う
て
鳴
き
な
が
ら
飛
ん
で
行
く
、
と
旅
に
あ
る
自
分
と
雁
を
一

体
視
し
た
の
を
承
け
て
、
古
里
を
恋
う
る
従
者
と
雁
を
一
体
視
し
、
初

雁
は
古
里
を
恋
う
る
人
々
の
仲
間
な
の
か
、
旅
の
空
を
飛
ぶ
声
が
悲
し

く
聞
こ
え
る
、
と
歌
う
。

時
枝
説
が
語
法
上
の
難
点
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
一
部
の

支
持
を
得
て
い
る
の
は
、
時
枝
説
に
従
っ
た
ほ
う
が
、「（
た
び
の
そ
ら
と
ぶ

声
の
か
な
し
き
）
初
雁
」
と
「
恋
し
き
人
」
の
同
質
性
を
見
出
し
て
い
る
一

首
の
趣
向
（「
つ
ら
な
れ
や
」）
を
よ
り
自
然
に
理
解
で
き
る
と
判
断
さ
れ
て

い
る
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
際
、「
声
の
か
な
し
き
」
は
、「
雁
が
悲
し

く
思
っ
て
い
て
そ
の
声
が
悲
し
げ
に
聞
こ
え
る
」
こ
と
を
示
す
表
現
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
「
声
の
か
な
し
き
」
の
理
解
に
関
し
て
は
、「
恋
し
き
人
」

の
理
解
を
異
に
す
る
多
く
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
同
様
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
大
系
が
、「
旅
の
空
を
、（
鳴
き
な
が
ら
）
飛
ん
で
行
く
声
の
悲
し
く

聞
え
る
事
よ
。（
我
が
思
う
人
も
、
私
の
事
を
思
っ
て
、
都
に
泣
い
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。）」
と
、
雁
の
声
か
ら
都
人
の
泣
く
声
を
連
想
す
る
心
理
を

補
っ
て
解
釈
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う

に
、
松
尾
聡
氏
の
『
全
釈
源
氏
物
語
』
も
、

（
都
の
女
は
、
都
に
の
こ
さ
れ
て
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
が
）

初
雁
は
、
私
が
恋
し
く
思
う
（
そ
う
し
た
）
都
の
女
の
仲
間
で
あ
る
か

ら
か
、旅
の
空
を
飛
ぶ
声
が
（
都
の
女
の
泣
き
声
の
よ
う
に
）
悲
し
い
。

と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
雁
の
声
と
都
人
の
泣
く
声
を
重
ね
合
わ
せ
て
説
明
的
な
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解
釈
を
施
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「（
た
び
の
そ
ら
と
ぶ
）
声
の
か
な
し
き
」
と
い
う
構
文

は
、
そ
の
よ
う
に
、
主
語
に
あ
た
る
も
の
（
こ
こ
で
は
「（
た
び
の
そ
ら
と

ぶ
）
雁
」）
が
悲
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
表
現
で
は
な
く
、「（
た

び
の
空
と
ぶ
）
雁
の
声
が
私
に
と
っ
て
か
な
し
く
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
意

味
を
表
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

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

（
葵
巻
）

降
り
み
だ
れ
ひ
ま
な
き
空
に
亡
き
ひ
と
の
天
か
け
る
ら
む
宿
ぞ
か
な
し

き

（
澪
標
巻
）

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

（
橋
姫
）

霜
さ
ゆ
る
汀
の
千
鳥
う
ち
わ
び
て
な
く
音
悲
し
き
朝
ぼ
ら
け
か
な

（
総
角
巻
）

こ
れ
ら
の
歌
の
「
か
な
し
き
」
は
、
す
べ
て
「
私
」
に
と
っ
て
の
悲
し
さ

を
表
し
て
い
る
。「
な
き
た
ま
ぞ
…
」
詠
の
「
か
な
し
き
」
は
、
亡
く
な
っ

た
葵
上
の
魂
を
思
う
と
悲
し
い
と
い
う
、
源
氏
の
心
境
を
表
現
し
、「
降
り

み
だ
れ
…
」
詠
の
「
宿
ぞ
か
な
し
き
」
も
、
六
条
御
息
所
の
死
後
、
残
さ
れ

た
前
斎
宮
を
思
う
と
悲
し
い
と
い
う
、
詠
者
の
心
情
を
伝
え
て
い
る
。「
目

の
前
に
…
」
の
歌
は
、
女
三
宮
の
出
家
も
自
分
に
と
っ
て
は
悲
し
い
で
き
ご

と
だ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
自
分
の
魂
が
こ
の
世
を
離
れ
て
い
く
こ
と
を
思

う
と
悲
し
い
、
と
い
う
よ
う
に
、
詠
者
（
柏
木
）
に
と
っ
て
悲
し
く
思
わ
れ

る
二
つ
の
事
柄
を
比
較
し
た
歌
で
あ
る
。「
霜
さ
ゆ
る
…
」
の
歌
の
「
な
く

音
悲
し
き
」
も
、
千
鳥
が
悲
し
い
の
で
は
な
く
、
千
鳥
の
声
が
詠
者
に
悲
し

く
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

右
の
例
と
同
様
に
、
当
該
歌
の
「
旅
の
空
と
ぶ
声
の
か
な
し
き
」
は
、
故

郷
を
離
れ
て
空
を
行
く
雁
の
心
情
を
忖
度
し
た
表
現
で
は
な
く
、
雁
の
声
を

聞
い
て
か
な
し
く
感
じ
る
、
詠
者
源
氏
の
思
い
を
表
現
し
て
い
る
。

「
か
な
し
」
と
い
う
形
容
詞
は
、「
対
象
へ
の
真
情
が
痛
切
に
せ
ま
っ
て

は
げ
し
く
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
さ
ま
を
広
く
表
現
す
る
。
悲
哀
に
も
愛
憐
に

も
い
う
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』）。
源
氏
が
当
該
歌
に
用
い
た

「
か
な
し
」
は
、「
悲
し
い
」
に
加
え
て
「
愛
し
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
た
ぶ
ん
に
伴
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
初
雁
は
恋
し
き
人
の
つ
ら
な
れ

や
」
と
い
う
上
句
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
言
う
の
か
理

解
し
き
れ
な
い
謎
を
含
ん
で
い
る
。「
た
び
の
そ
ら
と
ぶ
声
の
か
な
し
き
」

は
、
そ
の
謎
か
け
へ
の
解
答
で
あ
り
、
供
の
者
も
読
者
も
「
か
な
し
き
」
に
、

「
恋
し
き
人
」
へ
の
「
真
情
が
痛
切
に
せ
ま
っ
て
は
げ
し
く
心
が
揺
さ
ぶ
ら

れ
る
さ
ま
」
す
な
わ
ち
、「
悲
し
さ
」
と
「
愛
し
さ
」
の
な
い
ま
ぜ
に
な
っ

た
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
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
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
）
吉
見
健
夫
「
夕
顔
巻
の
和
歌
と
方
法
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎

知
識

夕
顔
』、
二
〇
〇
〇
年
一
月
）

（
３
）
今
井
上
『
源
氏
物
語

表
現
の
理
路
』（
二
〇
〇
八
年
）。
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（
４
）
清
水
婦
久
子
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』（
一
九
九
七
年
）。

（
５
）
松
下
直
美
「
夕
顔
巻

山
の
端
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
」（『
国
文
』
九

九
号
、
二
〇
〇
三
年
七
月
）。

（
６
）
津
島
知
明
「
歌
か
ら
読
む
帚
木
三
帖
」（『
源
氏
物
語
の
歌
と
人
物
』、

二
〇
〇
九
年
）。

（
７
）
時
枝
誠
記
『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』（
一
九
五
〇
年
）。

（
８
）
宮
田
和
一
郎
「
源
氏
物
語
須
磨
の
巻
「
恋
し
き
人
」
に
つ
い
て
」

（『
平
安
文
学
研
究
』
一
四
輯
、
一
九
五
四
年
二
月
）

（
９
）
根
来
司
「
物
語
の
こ
と
ば
」（『
源
氏
物
語
講
座
１

源
氏
物
語
と
は

何
か
』、
一
九
九
一
年
）。

（
１０
）
上
野
理
「
物
語
の
和
歌
」（『
源
氏
物
語
講
座
１

源
氏
物
語
と
は
何

か
』、
一
九
九
一
年
）。

（
か
と
う
む
つ
み

本
学
教
授
）
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