
― 1―

は
じ
め
に

　

宣
長
は
、
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
あ
は
れ
」、
つ
ま
り
心
の
深
い
う
ご
き
が
表

現
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
1
）

。「
心
が
は
れ
る
」
と
は
、

不
可
解
な
心
の
動
き
を
言
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
心

の
う
ち
だ
け
で
は
消
化
し
き
れ
な
い
思
い
を
他
者
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
容
す
る
こ

と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
、
そ
の
言
語
化
の
形
式
が
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
歌

を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
な
ぜ
、
歌
を
詠
み
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
心

が
は
れ
る
」
の
だ
ろ
う
か
。

　

宣
長
は
歌
を
詠
む
こ
と
の
効
用
は
「
心
の
は
る
ゝ
」
こ
と
に
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
又
歌
と
い
ふ
物
は
、
物
の
あ
は
れ
に
た
へ
ぬ
と
き
、
よ
み
い
で
て
を
の
づ
か

ら
心
を
の
ぶ
る
の
み
に
も
あ
ら
ず
。
い
た
り
て
あ
は
れ
の
深
き
と
き
は
、
み
づ

か
ら
よ
み
出
た
る
ば
か
り
に
て
は
、
猶
心
ゆ
か
ず
あ
き
た
ら
ね
ば
、
人
に
き
か
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歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か

―

本
居
宣
長
の
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
を
手
が
か
り
に―

大

久

保
　

紀
　

子

せ
て
な
ぐ
さ
む
物
也
。
人
の
こ
れ
を
聞
て
あ
は
れ
と
思
ふ
と
き
に
、
い
た
く
心
の

は
る
ゝ
物
也
。
こ
れ
又
自
然
の
事
也
。
た
と
へ
ば
今
人
せ
ち
に
お
も
ひ
て
、
心
の

う
ち
に
こ
め
忍
び
が
た
き
事
あ
ら
む
に
、
其
事
を
ひ
と
り
言ゴ
ト

に
つ
ぶ
〳
〵
と
い
ひ

つ
ゞ
け
て
も
、
心
の
は
れ
せ
ぬ
物
な
れ
ば
。
そ
れ
を
人
に
語
り
聞キ
カ

す
れ
ば
、
や
ゝ

心
の
は
る
ゝ
も
の
也
。
さ
て
そ
の
き
く
人
も
げ
に
と
お
も
ひ
て
、
あ
は
れ
が
れ
ば
、

い
よ
〳
〵
こ
な
た
の
心
は
は
る
ゝ
物
也
。
あ
る
ひ
は
め
づ
ら
か
な
る
事
お
そ
ろ
し

き
こ
と
お
か
し
き
事
な
ど
も
見
聞
て
心
に
感
ず
る
と
き
は
、
必
人
に
も
い
ひ
き
か

せ
ま
ほ
し
く
て
、
心
に
こ
め
が
た
し
。
さ
て
い
ひ
き
か
せ
た
り
と
て
も
、
人
に
も

我
に
も
何
の
益ヤ
ク

も
あ
ら
ね
共
、
い
は
で
は
や
み
が
た
き
は
自
然
の
事
に
し
て
、
歌

も
此
心
ば
へ
あ
る
物
な
れ
ば
、
人
に
聞キ
カ

す
る
所
、
も
っ
と
も
歌
の
本
義
に
し
て
、

仮ケ
リ

令ヤ
ウ

の
事
に
あ
ら
ず
。 

（
『
石
上
私
淑
言
』
二―

一
一
二
頁
）

　

「
あ
は
れ
の
深
き
と
き
」、
つ
ま
り
、
心
が
深
く
う
ご
く
時
に
は
歌
を
み
ず
か
ら
詠
む

だ
け
で
は
「
心
ゆ
か
ず
あ
き
た
ら
」
な
い
。
そ
の
歌
を
人
に
聞
か
せ
、「
人
の
こ
れ
を

聞
て
あ
は
れ
と
思
ふ
と
き
に
」
は
じ
め
て
「
い
た
く
心
の
は
る
ゝ
物
」
で
あ
る
と
宣
長

は
考
え
、
こ
の
「
人
に
聞キ
カ

す
る
所
」
を
「
も
っ
と
も
歌
の
本
義
に
し
て
、
仮ケ
リ

令ヤ
ウ

の
事
に

あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
心
を
は
ら
す
と
い
う
歌
の
は
た
ら
き
を
重
視
し
、
そ
れ
は
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「
あ
は
れ
」
と
い
う
心
の
う
ご
き
を
歌
に
詠
み
、
聞
く
者
が
「
あ
は
れ
」
を
も
よ
お
し

た
時
、
つ
ま
り
、
双
方
に
「
あ
は
れ
」
の
共
振
が
お
こ
っ
た
時
に
実
現
す
る
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

　

歌
の
効
用
は
心
を
は
ら
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
人
の
「
あ
は
れ
」
を
誘
う

こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
、
歌
の
「
文ア
ヤ

」
で
あ
る
。

た
ゞ
の
詞
は
其
意
を
つ
ぶ
〳
〵
と
い
ひ
つ
ゞ
け
て
、
こ
と
は
り
こ
ま
か
に
聞
ゆ
れ

共
、
猶
い
ふ
に
い
は
れ
ぬ
情
の
あ
は
れ
は
。
歌
な
ら
で
は
の
べ
が
た
し
。
其
い
ふ

に
い
は
れ
ぬ
あ
は
れ
深
き
と
こ
ろ
の
。
歌
に
の
べ
あ
ら
は
さ
る
ゝ
は
何
ゆ
へ
ぞ
と

い
ふ
に
、
詞
に
あ
や
を
な
す
故
也
。
其
あ
や
に
よ
り
て
。
か
ぎ
り
な
き
あ
は
れ
も

あ
ら
は
る
ゝ
也
。

 

（
『
石
上
私
淑
言
』
二―

一
一
三
頁
）

　

「
い
ふ
に
い
は
れ
ぬ
情
の
あ
は
れ
は
。
歌
な
ら
で
は
の
べ
が
た
し
」。
な
ぜ
な
ら
ば
、

通
常
の
言
葉
は
「
其
意
を
つ
ぶ
〳
〵
と
い
ひ
つ
ゞ
け
て
、
こ
と
は
り
こ
ま
か
に
聞
ゆ
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
内
容
を
詳
し
く
こ
ま
ご
ま
と
述
べ
立
て
て
、
こ
と
の
筋

道
や
理
屈
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
対
し
て
、
歌
は
「
其
あ
や
に
よ
り
て
」、「
い
ふ
に
い

は
れ
ぬ
」「
か
ぎ
り
な
き
あ
は
れ
」
を
表
現
す
る
。
歌
の
特
質
は
、
そ
の
「
文
」
に
よ
っ

て
心
を
く
ま
な
く
表
現
し
得
る
点
に
あ
り
、
そ
れ
が
聞
く
人
を
あ
は
れ
と
お
も
わ
せ
る

の
に
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
と
宣
長
は
考
え
る
の
で
あ
る
。 

　

で
は
、「
文
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
歌
と
い
う
表
現
形
式
に
特
有
の
序
詞
や
掛
詞
、

縁
語
と
い
っ
た
修
辞
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
れ
ば
歌
は
人
の
き
ゝ
て
感
ア
ハ
レ

と
お
も
ふ
所
が
緊
要
也
。
こ
の
故
に
神
代
の
歌
と
て

も
。
お
も
う
心
の
あ
り
の
ま
ゝ
に
は
よ
ま
ず
。
必
こ
と
ば
に
文ア
ヤ

な
し
て
、
声
お
か

し
く
あ
は
れ
に
う
た
へ
る
物
也
。
妻
と
い
は
む
と
て
は
、
ま
ず
若
草
の
と
い
ひ
、

夜
と
い
は
む
に
て
は
、
ぬ
ば
玉
の
と
う
ち
出
る
た
ぐ
ひ
な
ど
み
な
、
詞
を
文
に
し

て
調
を
ほ
ど
よ
く
と
ゝ
の
へ
む
た
め
な
ら
ず
や
。

 

（
『
石
上
私
淑
言
』
二―

一
一
二
頁
、
一
一
三
頁
）

　

「
若
草
の
」、
あ
る
い
は
「
ぬ
ば
玉
の
」
と
い
う
よ
う
な
一
見
無
意
味
と
見
え
る
序
詞
、

あ
る
い
は
掛
詞
、
縁
語
な
ど
が
「
文
」
を
織
り
な
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
調
べ
が
整
え
ら

れ
、
聞
く
人
の
「
あ
は
れ
」
を
誘
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

宣
長
が
心
を
は
ら
す
た
め
の
表
現
形
式
を
歌
に
求
め
た
の
は
、
こ
う
し
た
歌
独
特
の

修
辞
に
よ
っ
て
「
あ
は
れ
」
が
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
聞
く
者
の
「
あ
は
れ
」
を
誘
う
と

考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

で
は
、
歌
の
詞
は
ど
の
よ
う
な
特
別
な
は
た
ら
き
を
し
て
、
ど
の
よ
う
に
「
心
が
は

れ
る
」
と
い
う
事
態
を
実
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
宣
長
は
、
歌
の
詞
の
特
別
な
は
た
ら

き
に
つ
い
て
、
分
析
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
宣
長
に
と
っ
て
、
歌
の
詞
の
は

た
ら
き
は
言
語
学
的
な
、
あ
る
い
は
文
法
的
な
分
析
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
、
説
明
さ
れ

る
べ
き
事
柄
で
は
な
く
、
う
ご
く
心
か
ら
生
ず
る
歌
の
中
に
お
の
ず
と
あ
ら
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
文
」
な
の
で
あ
る
。
歌
の
は
た
ら
き
は
知
識
と
し
て

理
解
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
住
座
臥
、
歌
に
馴
れ
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
身
を

と
お
し
て
会
得
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
2
）

。

　

宣
長
は
、「
文
」
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
を
語
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
歌
に
よ
っ
て
心
が

は
れ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
宣
長
に
即
し
て
考
察
し
た

研
究
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
（
3
）

。
し
か
し
、
手
が
か
り
は
あ
る
。
宣
長
の
『
源
氏
物
語
』

の
注
釈
で
あ
る
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
を
読
む
と
、
宣
長
が
歌
と
い
う
表
現
形
式
が

も
つ
特
有
の
は
た
ら
き
を
鋭
敏
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
贈
答
歌
（
4
）

に
つ

い
て
の
宣
長
の
注
釈
を
、
他
の
注
釈
と
比
較
し
な
が
ら
注
意
深
く
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」

論
に
つ
い
て
の
理
解
を
よ
り
深
め
、
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

歌
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
従
来
、
画
一
的
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
と
ら
え
方
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歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か

を
見
直
し
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

注
（
３
）
で
あ
げ
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、「
あ
は
れ
」
は
歌
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、

「
共
感
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
ら
さ
れ
る
と
い
う
画
一
的
な
理
解
が
踏
襲
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
歌
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
、「
共
感
」
と
い

う
一
言
で
す
ま
さ
れ
る
よ
う
な
安
易
な
事
態
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
宣
長
に
よ
れ

ば
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
人
と
は
人
の
心
が
人
智
を
こ
え
て
不
可
思
議
に
う
ご

く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
か
つ
、
み
ず
か
ら
の
立
場
や
状
況
を
心
憎
い
ま
で
に
わ

き
ま
え
た
人
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
感
受
性
と
判
断
力
を
そ
な
え
た

人
物
が
、
単
純
に
「
共
感
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
す
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら

れ
な
い
。

　

歌
の
は
た
ら
き
は
、
同
じ
心
情
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
な
ぐ
さ
め
あ
う

こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
贈
答
歌
と
い
う
表
現
形
式
の
特
質
は
、
詠
み
手
と
返

し
手
と
の
間
に
、
切
り
返
し
や
意
味
の
ず
ら
し
、
反
論
な
ど
の
構
造
的
な
展
開
を
も
た

ら
す
点
に
あ
る
。
歌
を
詠
み
交
わ
す
と
は
、
感
情
を
同
じ
平
面
上
で
共
有
す
る
と
い
う

単
純
な
行
為
で
は
な
く
、
歌
に
特
有
な
修
辞
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
切
り
返
し
や
反

論
に
よ
る
視
点
の
転
換
や
深
化
、
ず
ら
し
や
ぼ
か
し
に
よ
る
問
題
の
相
対
化
な
ど
を
実

現
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
構
造
的
な
展
開
、
深
化
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
心

が
は
れ
る
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
贈
答
歌
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
宣
長
の
注
釈
を
手
が
か
り

と
し
て
、
歌
を
詠
み
交
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
歌
と
い
う
表
現
形
式
に
特
有
な
修
辞
の
は
た
ら

き
に
よ
っ
て
、
視
点
の
転
換
や
、
問
題
の
相
対
化
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
情
が

深
め
ら
れ
、
展
開
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
、
み
ず
か
ら
の
心
が
と
ら
え
直
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
「
心
が
は
れ
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
の
経
過
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
に
お
け
る
「
共
感
」
の
意
味
を
よ
り
広
く
、

ま
た
、
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

一　

宣
長
の
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
の
特
質

　

最
初
に
、
宣
長
の
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
の
一
般
的
な
特
質
に
つ
い
て
述
べ
て
お

く
。
贈
答
歌
の
注
釈
に
も
そ
の
特
質
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宣
長
の

注
釈
の
作
業
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
は
、
言
葉
に
対
す
る
非
常
な
感
度
の
高
さ
で
あ

る
。
宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
で
「
意
コ
コ
ロ

と
事コ
ト

と
言
コ
ト
バ

と
は
、
み
な
相ア
ヒ

称カ
ナ

へ
る
物
」
と
述
べ

て
い
る
が
（
5
）

、
そ
れ
は
、
彼
が
言
葉
を
見
聞
き
し
た
瞬
間
、
即
座
に
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
す

事
、
心
を
感
覚
し
て
し
ま
う
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
特
別
な
感
覚

に
よ
っ
て
、
宣
長
は
『
源
氏
物
語
』
に
記
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
登
場
人
物
の
心
と
即
応

さ
せ
、
状
況
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
よ
う
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
6
）

。
そ
れ
が
、
言

葉
の
表
面
的
な
意
味
に
と
ら
わ
れ
ず
に
そ
の
真
意
を
と
ら
え
、
前
後
の
記
述
を
根
拠
と

し
て
整
合
性
を
通
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
（
7
）

。

宣
長
の
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
の
基
軸
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、「
も
の

の
あ
は
れ
」
論
で
あ
る
。
宣
長
の
注
釈
に
は
、『
源
氏
物
語
』
を
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
知
る
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
通
そ
う
と
い
う
剛
い
意
志
が
あ
る
（
8
）

。
他
の
注
釈
の
筆
致

が
や
や
漫
然
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
宣
長
の
注
釈
が
必
然
性
と
剛
い
一
貫
性
を
そ

な
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
意
志
ゆ
え
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
基
軸
と
す
る
以
上
、
宣
長
の
注

釈
は
必
然
的
に
「
あ
は
れ
」、
つ
ま
り
、
心
の
う
ご
き
を
細
や
か
に
と
ら
え
、
柔
軟
に

理
解
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
を
も
つ
。
宣
長
は
、
他
の
注
釈
の
よ
う
に
、
言
葉
か
ら

そ
の
人
物
の
思
想
や
性
向
を
忖
度
す
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
の
源
と
な
っ
て
い
る
心
の

う
ご
き
を
注
視
し
て
心
の
陰
影
、
起
伏
を
す
く
い
と
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
読
み
方
に
よ
っ
て
、
宣
長
は
、
他
の
注
釈
者
達
が
陥
り
が
ち
な
誤
り
、
た

と
え
ば
、
文
脈
や
言
葉
の
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
手
が
か
り
を
読
み
取
れ
な
い
た
め

に
、
固
定
観
念
や
常
套
手
段
に
依
存
し
て
見
当
違
い
の
議
論
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
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逆
に
言
葉
の
表
面
的
な
意
味
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
真
意
を
取
り
逃
し
て
し
ま
う
弊
を
ま

ぬ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
過
程

　

『
源
氏
物
語
』
の
贈
答
歌
の
注
釈
で
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
宣
長
の
注
釈
の
特
質

が
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
発
揮
さ
れ
る
。
歌
と
い
う
表
現
形
式
で
は
、
表
面
上
と
水
面
下

の
二
重
の
意
味
を
も
つ
言
葉
に
よ
っ
て
心
境
の
複
雑
さ
が
表
現
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
、

贈
答
歌
で
は
、
双
方
の
複
雑
な
心
情
が
相
互
作
用
を
経
て
展
開
さ
れ
、
と
ら
え
直
さ
れ

て
い
く
。
宣
長
は
剛
直
に
し
て
柔
軟
な
読
み
方
に
よ
っ
て
、
歌
を
詠
む
双
方
の
心
の
あ

り
さ
ま
を
、
ま
た
、
歌
の
応
酬
か
ら
生
ま
れ
る
展
開
を
、
趣
意
を
一
貫
さ
せ
つ
つ
、
手

に
取
る
よ
う
に
読
み
取
っ
て
い
く
。
そ
の
注
釈
を
他
の
注
釈
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
は
、
宣
長
の
注
釈
を
手
が
か
り
と
し
て
、
歌
の
詠
み
手
と
返
し
手
が
、「
文
」

に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
共
通
の
基
盤
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
心
情
を

表
現
し
、
そ
の
応
酬
の
中
で
、
視
点
の
転
換
や
切
り
返
し
、
相
対
化
な
ど
の
構
造
的
な

展
開
が
実
現
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
見
て
い
く
。
歌
を
詠
み
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
心

が
は
れ
る
」
と
は
、
こ
う
し
た
過
程
の
中
で
、
双
方
の
心
情
が
深
め
ら
れ
、
と
ら
え
直

さ
れ
て
い
く
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

１　

贈
答
歌
が
内
包
す
る
う
ご
き
と
展
開

　

歌
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
い
う
過
程
に
は
、
二
つ
の
要
因
が
は
た
ら
い
て
い

る
。
一
つ
に
は
、
詠
み
手
と
返
し
手
が
、
歌
の
詞
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
特
定
の
情
景

を
想
起
し
、
そ
の
情
景
を
と
も
に
な
が
め
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
共
有
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
双
方
が
そ
の
情
景
が
意
味
す
る
主
題
を
反
芻
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
視
点
か
ら
異
な
る
心
情
を
情
景
に
託
し
て
詠
み
あ
げ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
贈
答
歌
で
は
、
一
つ
の
情
景
を
共
有
し
つ
つ
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な

る
視
点
、
異
な
る
心
情
が
詠
み
こ
ま
れ
る
。
共
有
さ
れ
た
情
景
の
中
に
詠
み
こ
ま
れ
る

相
異
な
る
視
点
、
心
情
と
い
う
構
造
が
、
転
換
や
相
対
化
と
い
う
う
ご
き
を
も
た
ら
す

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
主
題
は
よ
り
奥
行
き
深
く
、
こ
ま
や
か
に
と
ら
え
ら
れ
、

ま
た
、
双
方
の
心
情
は
共
通
の
主
題
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差

異
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
、
自
覚
的
に
と
ら
え
な
お
さ
れ
て
い

く
。

　

贈
答
歌
と
い
う
形
式
の
意
味
は
、
単
な
る
心
情
の
表
現
と
そ
の
相
互
作
用
で
は
な

く
、
こ
う
し
た
構
造
的
な
展
開
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
歌
を
詠
む
こ
と
に

よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
、
こ
の
構
造
的
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
心
情
が
自
覚
的

に
と
ら
え
な
お
さ
れ
た
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
。

⑴　

う
ご
き
と
展
開
を
実
現
す
る
要
因

　

歌
の
詞
、
例
え
ば
序
詞
は
、
そ
の
一
言
で
特
定
の
情
景
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
強
い
は

た
ら
き
を
も
つ
。
贈
答
歌
で
は
、
詠
み
手
と
返
し
手
が
、
そ
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
想

起
さ
れ
た
情
景
を
と
も
に
眺
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
共
有
し
、
そ
こ
に
異
な
る
視
点
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
詠
み
込
ん
で
い
く
。
ひ
と
つ
の
情
景
を
共
有
し
な
が
ら
異
な
っ

た
思
い
を
託
す
の
で
あ
る
。
共
有
さ
れ
た
情
景
に
異
な
る
視
点
、
異
な
る
心
情
が
託
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
贈
答
歌
の
構
造
を
重
層
化
し
、
交
わ
さ
れ
る
心
情
に
う
ご
き
と
展

開
を
も
た
ら
す
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
人
の
こ
ま
や
か
な
心
の
陰
影
は
、
こ
う

し
た
複
雑
な
構
造
と
作
用
を
も
つ
歌
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
こ
そ
十
全
に
表
現
さ
れ
得

る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
以
下
の
例
で
は
、
源
氏
と
紫
の
上
が
無
常
の
情
景
を
と
も
に
思
い
描
き
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
歌
に
託
し
て
い
る
。
源
氏
が
藤
壺
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歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か

に
対
す
る
恋
慕
の
情
を
抑
え
き
れ
ず
、
そ
れ
を
し
ず
め
よ
う
と
し
て
雲
林
院
に
籠
っ
た

折
り
、
留
守
を
守
る
紫
の
上
と
の
間
で
交
わ
し
た
贈
答
歌
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の

本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

行
き
離
れ
ぬ
べ
し
や
と
試
み
は
べ
る
道
な
れ
ど
、
つ
れ
づ
れ
も
慰
め
が
た
う
、
心

細
さ
ま
さ
り
て
な
む
。
聞
き
さ
し
た
る
こ
と
あ
り
て
、
や
す
ら
ひ
は
べ
る
ほ
ど
を
、

い
か
に
。
な
ど
、
陸
奥
国
紙
に
う
ち
と
け
書
き
た
ま
へ
る
さ
へ
ぞ
め
で
た
き
。「
浅

茅
生
の
露
の
や
ど
り
に
君
を
お
き
て
四
方
の
嵐
ぞ
静
心
な
き
」
な
ど
こ
ま
や
か
な

る
に
、
女
君
も
う
ち
泣
き
た
ま
ひ
ぬ
。
御
返
り
、
白
き
色
紙
に
、「
風
吹
け
ば
ま

づ
ぞ
み
だ
る
る
色
か
は
る
浅
茅
が
露
に
か
か
る
さ
さ
が
に
」
と
の
み
あ
り
。（
中

略
）
常
に
書
き
か
は
し
た
ま
へ
ば
、
わ
が
御
手
に
い
と
よ
く
似
て
、
い
ま
す
こ
し

な
ま
め
か
し
う
女
し
き
と
こ
ろ
書
き
添
へ
た
ま
へ
り
。

 

（
『
源
氏
物
語
』
二
│
一
一
八
頁
）

　

「
浅
茅
」、「
露
」
と
い
う
詞
に
誘
わ
れ
て
、
二
人
の
心
に
無
常
の
情
景
が
思
い
描
か

れ
る
。
秋
の
嵐
、
風
に
吹
き
つ
け
ら
れ
て
こ
ぼ
れ
る
白
露
、
今
に
も
吹
き
は
ら
わ
れ
そ

う
に
ゆ
れ
る
く
も
の
糸
。
二
人
の
間
に
常
無
き
こ
の
世
の
映
像
を
と
も
に
な
が
め
て
い

る
よ
う
な
共
通
の
基
盤
が
成
立
す
る
。

　

こ
こ
で
、「
浅
茅
」、「
露
」
と
い
う
詞
に
よ
っ
て
無
常
と
い
う
共
通
の
基
盤
が
形
成

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
二
人
の
詠
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
に
ま
か
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
に

歌
を
詠
み
、
言
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
は
ら
す
と
い
う
個
別
の
行
為
で
し
か
な

い
。
ま
た
、
た
と
え
無
常
と
い
う
共
通
の
基
盤
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
二
人
が
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
視
点
か
ら
異
な
る
心
情
を
託
す
の
で
な
け
れ
ば
、
類
型
的
な
無
常
の
情
景

を
詠
み
上
げ
て
無
常
感
を
確
認
し
あ
う
平
板
な
「
共
感
」
が
成
立
す
る
だ
け
で
、
展
開

は
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
贈
答
歌
と
は
、
主
題
を
共
有
し
な
が
ら
、
そ
の
主
題
を
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
視
点
か
ら
な
が
め
、
異
な
る
心
情
に
即
し
て
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
可
能
に

す
る
表
現
形
式
で
あ
る
。
共
通
の
基
盤
の
上
で
、
異
な
る
視
点
か
ら
異
な
る
心
情
を
表

現
す
る
。
あ
る
い
は
、
異
な
る
視
点
、
心
情
で
あ
り
な
が
ら
基
盤
を
共
有
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
複
雑
な
構
造
が
贈
答
歌
の
特
質
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
心
情
の
深
化
と
と
ら
え

直
し
を
実
現
す
る
。

　

源
氏
の
歌
を
受
け
取
っ
た
紫
の
上
は
、
無
常
と
い
う
主
題
に
そ
っ
て
み
ず
か
ら
の
心

情
を
詠
み
あ
げ
て
い
く
。
源
氏
が
用
い
て
い
る
同
じ
言
葉
を
内
容
を
ず
ら
し
な
が
ら
用

い
、
同
じ
無
常
と
い
う
情
景
を
な
が
め
る
視
点
を
一
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏

に
無
常
の
意
味
を
問
い
直
さ
せ
る
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
紫
の
上
自
身
の
心
も
と
ら
え
直
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
、「
心
が
は
れ
る
」
と

い
う
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
。

⑵　

具
体
的
な
経
過

　

以
上
の
経
過
を
、
宣
長
の
注
釈
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
説
明
し
て
い

く
。
宣
長
は
源
氏
の
「
浅
茅
生
の
露
の
や
ど
り
に
君
を
お
き
て
四
方
の
嵐
ぞ
静
心
な
き
」

と
い
う
歌
を
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

初
二
句
に
、
よ
も
の
あ
ら
し
を
合
わ
せ
て
、
上
に
、
所
か
ら
い
と
ゞ
世
ノ
中
の
つ

ね
な
さ
を
お
ぼ
し
明
し
て
、
と
あ
る
心
も
て
見
べ
し
。

 

（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四―

四
〇
七
頁
）

　

宣
長
の
注
釈
の
特
質
は
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
源
氏
の
心
情
を
、
広
く
前
後
の
文
章
を

見
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
無
常
と
い
う
共
通
の

主
題
の
中
で
、
源
氏
が
見
据
え
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
無
常
か
、
そ
の
視
点
を
と
ら

え
よ
と
宣
長
は
い
う
。

　

宣
長
の
す
す
め
に
し
た
が
っ
て
、
数
段
落
前
の
「
所
か
ら
い
と
ゞ
世
ノ

中
の
つ
ね
な

さ
を
お
ぼ
し
明
し
て
」
と
い
う
記
述
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
う
で
な
く
て
も
僧
坊
と
い
う

と
こ
ろ
が
ら
無
常
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
場
所
で
、
秋
の
月
を
な
が
め
明
か
し
て

も
の
思
う
源
氏
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
ひ
と
し
お
身
に
し
み
る
無
常
感

が
こ
の
歌
に
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
せ
よ
と
宣
長
は
い
う
の
で
あ
る
。
源
氏
が
無
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常
の
情
景
に
投
影
し
た
ひ
と
し
お
の
無
常
感
と
は
、
詞
書
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
藤
壺
に
対
す
る
恋
情
を
断
ち
切
る
べ
く
「
行
き
離
れ
ぬ
べ
し
や
と
試
み
」
て
も
、

い
か
に
し
て
も
「
慰
め
が
た
」
い
「
心
細
さ
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
心
細
さ
」
を
自
分

の
帰
り
を
一
人
待
つ
紫
の
上
に
重
ね
て
、「
嵐
の
風
に
散
り
、
吹
き
消
さ
れ
て
い
く
露

の
よ
う
な
は
か
な
い
あ
な
た
の
姿
を
思
う
と
心
配
で
た
ま
ら
な
い
」
と
源
氏
は
詠
む
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
紫
の
上
は
次
の
よ
う
に
返
す
。「
風
吹
け
ば
ま
づ
ぞ
み
だ
る
る
色

か
は
る
浅
茅
が
露
に
か
か
る
さ
さ
が
に
」。
宣
長
の
注
釈
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

色
か
は
る
は
、
源
氏
の
君
の
心
の
か
は
れ
る
よ
し
也
、
下
に
色
か
は
る
と
有
し
も

云
々
と
い
へ
る
に
て
し
る
べ
し
、
注
、
こ
ゝ
も
か
し
こ
も
た
が
へ
り
、
さ
ゝ
が
に

は
、
さ
ゝ
が
に
の
糸
也　

し
か
ら
ざ
れ
ば
、
み
だ
る
ゝ
と
い
ふ
に
縁
な
し

 
（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四―

四
〇
七
頁
）

　

こ
の
歌
の
注
釈
の
論
点
は
、「
色
か
は
る
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
注
釈
で
は
、「
色
か
は
る
」
の
意
味
を
「
よ
ろ
づ
故

院
の
御
時
の
や
う
に
も
な
く
、
源
（
源
氏―

大
久
保
注
）
の
威
勢
も
な
き
」
こ
と
（
9
）

と
と

り
、
源
氏
が
桐
壺
院
在
世
の
頃
の
威
勢
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

す
る
。
無
常
と
い
う
こ
と
か
ら
た
や
す
く
連
想
さ
れ
る
盛
者
必
衰
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る

解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
無
常
と
い
う
主
題
に
即
し
て
は
い
る
が
、
一
般
的
す
ぎ

て
、
二
人
の
複
雑
な
心
情
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
無
頓
着
で
あ
る
。
宣
長
が
周
到
に
も

指
摘
し
た
源
氏
の
無
常
感
の
具
体
的
な
内
容
に
目
が
行
き
届
い
て
い
な
い
ば
か
り
か
、

二
人
の
詞
の
「
文
」
を
駆
使
し
た
丁
々
発
止
の
や
り
と
り
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
紫
の
上
の
返
歌
が
、
同
じ
主
題
の
中
で
同
じ
詞
を
用
い
な
が
ら
、
独
自

の
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
源
氏
の
視
点
を
転
換
し
、
心
情
を
切
り
返
す
、
い
わ
ば

果
敢
な
試
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

宣
長
は
、「
色
か
は
る
」
に
つ
い
て
、「
下
に
色
か
は
る
と
有
し
も
云
々
と
い
へ
る
に

て
知
る
べ
し
）
10
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
帰
邸
後
の
源
氏
と
紫
の
上
の
会
話
の
場
面
と
照
応
さ

せ
て
み
れ
ば
、「
色
か
は
る
」
と
は
源
氏
の
心
が
紫
の
上
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
源
氏
は
雲
林
院
で
紫
の
上
の

返
歌
を
読
ん
だ
と
き
、
そ
の
筆
跡
に
「
い
ま
す
こ
し
な
ま
め
か
し
う
女
し
き
と
こ
ろ
」

が
あ
る
と
感
じ
て
い
た
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
人
の
典
型
で
あ
る
源
氏
は
、
自

分
の
心
が
わ
り
を
案
ず
る
紫
の
上
の
心
を
察
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
帰
邸
し
た
源
氏

を
、
紫
の
上
は
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
と
り
つ
く
ろ
っ
て
、
お
だ
や
か
に
迎
え

る
。
し
か
し
、
源
氏
は
、
そ
う
し
た
紫
の
上
の
様
子
に
、
か
え
っ
て
、
源
氏
の
心
が
離

れ
て
い
く
こ
と
へ
の
不
安
と
悲
し
み
を
見
て
取
り
、
雲
林
院
で
直
感
し
た
、
紫
の
上
の

不
安
を
あ
ら
た
め
て
実
感
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
宣
長
は

「
色
か
は
る
」
と
は
源
氏
の
心
が
わ
り
を
意
味
す
る
と
判
断
す
る
。

　

宣
長
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
紫
の
上
の
返
歌
は
切
り
返
し
の
意
味
を
持
ち
、
そ
れ
を
受

け
取
っ
た
源
氏
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
ス
リ
リ
ン
グ
な
状
況

が
的
確
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
表
面
上
は
無
常
を
意
味
す
る
言
葉
の
や
り
と
り
に
す
ぎ
な

い
が
、
水
面
下
で
は
二
人
の
関
係
の
は
か
な
さ
を
め
ぐ
る
緊
張
し
た
展
開
が
く
り
ひ
ろ

げ
ら
れ
て
い
る
。

　

他
の
注
釈
の
中
で
は
、
注
の（
10
）で
あ
げ
た
よ
う
に
す
で
に
『
源
氏
物
語
新
釈
』
が

宣
長
と
ほ
ぼ
同
じ
解
釈
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、『
萬
水
一
露
』
と
『
弄
花
抄
』
は
源

氏
の
心
が
わ
り
を
案
じ
る
紫
の
上
の
心
情
に
言
及
し
て
い
る
が
、
紫
の
上
の
返
歌
の
切

り
返
し
の
意
図
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
二
人
の
贈
答
は
無
常
と
い
う
こ
と

の
平
板
な
や
り
と
り
と
な
っ
て
し
ま
う
。
宣
長
の
よ
う
に
、
切
り
返
し
と
い
う
紫
の
上

の
独
自
の
視
点
を
明
確
に
し
て
こ
そ
、
贈
答
歌
の
も
つ
重
層
的
な
構
造
が
明
ら
か
に
な

り
、
二
人
の
応
酬
が
う
ご
き
を
帯
び
て
展
開
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

　

源
氏
か
ら
歌
を
受
け
取
っ
た
紫
の
上
は
、
源
氏
の
心
の
深
さ
に
涙
す
る
が
、
そ
れ
は
、

源
氏
の
心
が
い
つ
ま
で
つ
づ
く
か
と
い
う
心
も
と
な
さ
、
そ
れ
が
絶
え
た
あ
と
の
つ
ら

さ
、
寂
し
さ
を
思
う
涙
で
も
あ
っ
た
。
源
氏
の
心
の
深
さ
を
感
じ
れ
ば
感
じ
る
ほ
ど
、

無
常
を
知
る
紫
の
上
の
悲
し
み
は
深
ま
る
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

紫
の
上
の
複
雑
な
心
情
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
歌
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
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歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か

う
。
無
常
と
い
う
情
景
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
自
分
と
源
氏
と
の
関
係
、
二
人
の
心
情

の
重
な
り
と
ず
れ
、
そ
う
し
た
複
雑
な
構
造
を
そ
の
せ
つ
な
さ
に
見
合
っ
た
凝
縮
し
た

形
で
表
現
で
き
る
の
は
、
歌
だ
け
で
あ
る
。
歌
は
そ
の
「
文
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て

視
点
や
立
場
を
反
転
さ
せ
、
切
り
返
し
、
相
対
化
し
て
、
共
有
さ
れ
て
い
る
情
景
の
奥

行
き
を
深
め
、
濃
淡
を
さ
ら
に
細
や
か
描
き
あ
げ
て
返
す
と
い
う
わ
ざ
を
な
し
と
げ

る
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
人
の
、
一
般
的
な
言
葉
で
は
表
わ
し
き
れ
な
い
心
の

陰
影
は
、
そ
う
し
た
わ
ざ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
表
現
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

紫
の
上
は
自
分
を
浅
茅
の
露
に
か
か
っ
て
今
に
も
風
に
吹
き
は
ら
わ
れ
そ
う
な
蜘
蛛

の
糸
に
見
立
て
る
。
自
分
は
浅
茅
の
露
の
よ
う
に
は
か
な
く
移
ろ
い
や
す
い
心
の
持
ち

主
で
あ
る
あ
な
た
を
た
よ
り
に
し
て
い
る
た
め
に
こ
そ
、
心
乱
れ
る
の
だ
と
。

　

紫
の
上
は
、
常
な
ら
ず
う
つ
り
か
わ
る
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
あ
な
た
の
好
き
心
な

の
だ
と
見
事
に
切
り
返
し
て
い
る
。
同
じ
「
浅
茅
」、「
露
」
と
い
う
詞
を
用
い
、
源
氏

の
「
嵐
」、「
静
心
な
き
」
に
対
応
さ
せ
て
「
風
」、「
み
だ
る
る
」
と
い
う
類
語
を
用
い

な
が
ら
、
紫
の
上
の
歌
は
、
秋
の
嵐
に
無
常
を
見
て
い
た
源
氏
こ
そ
が
無
常
感
の
起
因

な
の
だ
と
の
べ
て
、
視
点
の
転
換
を
迫
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
同
じ
無
常
の
情
景

で
あ
り
な
が
ら
、
視
点
は
一
転
し
、
二
人
の
関
係
が
内
包
す
る
無
常
が
に
わ
か
に
ズ
ー

ム
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
同
じ
情
景
に
お
け
る
、
同
じ
詞
を
用
い
て
の
転
換
で
あ
る
か
ら
こ

そ
そ
の
転
換
は
よ
り
劇
的
な
効
果
を
生
む
。
こ
う
し
た
う
ご
き
が
贈
答
歌
と
い
う
形
式

の
妙
味
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
歌
を
返
す
こ
と
は
、
紫
の
上
自
身
の
心
情
を
と
ら
え
直
す
こ
と
で
も

あ
っ
た
。
紫
の
上
は
源
氏
の
歌
に
よ
っ
て
、
自
分
の
姿
を
あ
ら
た
め
て
は
か
な
い
も
の

と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
は
か
な
さ
の
ゆ
え
を
詞
の
「
文
」
を
と
お
し
て
本
人
で
あ
る
源

氏
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
乱
れ
る
心
を
し
ず
め
、
落
ち
着
き
先
を
見
出
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

源
氏
も
ま
た
、
紫
の
上
の
切
り
返
し
の
歌
を
読
ん
で
、
み
ず
か
ら
を
と
ら
え
直
さ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
帰
邸
後
、
源
氏
は
紫
の
上
の
落
ち
着
い
た
態
度
に
女
ら
し
さ
が

ま
し
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
る
が
、
そ
れ
は
、
と
も
す
れ
ば
乱
れ
が
ち
な
心
を

健
気
に
も
お
さ
え
て
い
る
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
源
氏
は
そ
れ
を
察
知
し
、
み
ず
か
ら
の
抑

制
の
な
い
恋
情
が
紫
の
上
の
心
に
深
く
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
）
12
（

。
し
か

し
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
源
氏
は
、
反
省
し
た

り
、
行
動
を
改
め
た
り
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
も
の
の
あ

は
れ
」
を
最
も
よ
く
知
る
人
で
あ
る
源
氏
は
、
み
ず
か
ら
の
心
の
う
ご
き
に
、
ま
た
、

紫
の
上
の
心
に
、
限
り
な
く
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
、
そ
れ
が
紫
の
上
に
対
す
る
常
に
も

ま
し
た
い
つ
く
し
み
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
宣
長
が
「
さ
ゝ
が
に
は
、
さ
ゝ
が
に
の
糸
也
（
後
略
）
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。「
さ
ゝ
が
に
」
は
蜘
蛛
の
糸
で
は
な
く
、
蜘
蛛
そ
の
も

の
と
と
っ
て
も
い
い
わ
け
で
あ
る
が
、
蜘
蛛
と
と
る
と
、
風
に
吹
か
れ
て
今
に
も
こ
わ

れ
そ
う
な
は
か
な
さ
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
蜘
蛛
の
糸
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宣
長
が
、
先
に
述
べ
た
特
別
な
言
語
感
覚
に
よ
っ

て
、
秋
風
に
吹
き
は
ら
わ
れ
そ
う
な
蜘
蛛
の
糸
を
ま
ぶ
た
に
思
い
浮
か
べ
、
無
常
の
情

景
を
源
氏
、
紫
の
上
と
と
も
に
共
有
し
な
が
ら
注
釈
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

２　

う
ご
き
と
展
開
の
型

　

贈
答
歌
が
実
現
す
る
う
ご
き
と
展
開
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
型
が
あ
る
。
右
に
述
べ
た
紫

の
上
の
返
歌
は
切
り
返
し
の
例
で
あ
る
が
、
言
葉
の
意
味
を
ず
ら
し
て
相
手
の
心
情
を

相
対
化
す
る
例
、
歌
の
詞
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
情
景
の
中
で
現
実
を
離
れ
て
た
わ
む

れ
遊
ぶ
例
を
あ
げ
る
。

⑴　

相
対
化
の
例

夕
霧
の
子
、
蔵
人
の
少
将
か
ら
直
情
的
な
手
紙
を
受
け
取
っ
た
玉
蔓
の
娘
大
君
が
、
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そ
の
お
お
げ
さ
な
表
現
を
歌
に
よ
っ
て
い
な
し
、
少
将
の
思
い
つ
め
た
心
情
を
相
対
化

し
て
返
す
場
面
か
ら
引
用
す
る
。
手
紙
に
対
す
る
歌
の
応
答
だ
が
、
内
容
上
、
贈
答
と

し
て
扱
っ
て
問
題
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
蔵
人
の
少
将
の
手
紙
ー
大
久
保
注
）
今
は
限
り
と
思
ひ
は
つ
る
命
の
さ
す
が
に

悲
し
き
を
。
あ
は
れ
と
思
ふ
、
と
ば
か
り
だ
に
一
言
の
た
ま
は
せ
ば
、
そ
れ
に
か

け
と
ど
め
ら
れ
て
、
し
ば
し
も
な
が
ら
へ
や
せ
ん

 

（
『
源
氏
物
語
』
五―

八
九
頁
）

（
大
君
の
返
歌
）「
あ
は
れ
て
ふ
常
な
ら
ぬ
世
の
ひ
と
言
も
い
か
な
る
人
に
か
く
る

も
の
ぞ
は
」
ゆ
ゆ
し
き
方
に
て
な
ん
、
ほ
の
か
に
思
い
知
り
た
る

 

（
『
源
氏
物
語
』
五―

九
〇
頁
）

　

大
君
に
恋
い
焦
が
れ
る
蔵
人
の
少
将
は
、
彼
女
が
冷
泉
院
に
参
院
し
た
後
も
あ
き

ら
め
き
れ
ず
に
、「
も
う
死
ぬ
と
決
ま
っ
た
こ
の
身
で
は
あ
る
が
、
せ
め
て
「
あ
は
れ
」

と
思
っ
て
い
る
と
仰
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
、
生
き
な
が
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
切
々

と
訴
え
る
。
大
君
は
、
少
将
の
「
あ
は
れ
と
思
ふ
」、「
今
は
限
り
と
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
あ

は
れ
」、「
常
な
ら
ぬ
」
で
受
け
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
そ
の
意
味
を
大
き
く
ず
ら
し
て
答

え
て
、
少
将
の
思
い
つ
め
た
心
情
を
相
対
化
し
て
み
せ
る
。

　

少
将
の
「
あ
は
れ
と
思
ふ
」
と
は
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
大
君
は
そ

れ
を
愛
す
る
人
を
亡
く
し
て
悲
し
い
と
い
う
意
味
に
す
り
替
え
、「
今
は
限
り
と
」
と

い
う
大
げ
さ
な
忌
ま
わ
し
い
言
葉
に
つ
い
て
は
、「
常
な
ら
ぬ
」
で
う
け
て
、
肉
親
の

死
を
め
ぐ
る
文
脈
に
引
き
込
み
、
自
分
に
対
す
る
恋
情
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
い
風
を
よ

そ
お
っ
て
は
ぐ
ら
か
す
の
で
あ
る
。
宣
長
の
注
釈
は
、
そ
の
ず
ら
し
を
明
確
に
お
さ
え

て
、
以
下
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

あ
は
れ
と
い
ふ
一
言
も
、
い
か
な
る
ひ
と
に
か
く
る
物
か
は
、
し
ら
ね
ど
も
、
今

か
ぎ
り
と
き
く
、
ゆ
ゝ
し
き
方
に
て
、
心
に
は
ほ
の
か
に
、
あ
は
れ
と
思
ひ
し
り

た
り
、
そ
れ
も
恋
の
方
に
は
あ
ら
ず
、
た
ゞ
ゆ
ゝ
し
き
方
に
て
ぞ
、
し
り
た
る
と

い
ふ
也
、
か
た
に
て
な
ん
と
い
へ
る
詞
に
、
心
を
つ
く
べ
し
、

又
、
ほ
の
か
に
と
い
へ
る
も
心
し
ら
ひ
有
、
注
ど
も
は
、
お
ろ
そ
か
に
て
、
こ
ま

か
な
る
意
あ
ら
は
れ
ず
、（
後
略
）

 

（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四―

四
七
四
頁
）

　

大
君
は
「
あ
は
れ
」
を
恋
情
か
ら
の
心
の
う
ご
き
で
は
な
く
、
愛
す
る
も
の
を
な

く
し
た
時
の
悲
し
い
心
の
う
ご
き
と
と
る
。
そ
う
す
る
と
、
少
将
の
両
親
は
健
在
だ

か
ら
、
誰
に
対
し
て
「
あ
は
れ
」
と
思
う
の
か
、「
い
か
な
る
ひ
と
に
か
く
る
物
か
は
、

し
ら
ね
ど
も
」、
つ
ま
り
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
と
と
ぼ
け
て
み
せ
る
。
自
分
は
父
を

亡
く
し
て
い
る
の
で
、
肉
親
を
喪
う
と
い
う
「
ゆ
ゝ
し
き
方
」
に
つ
き
て
は
、「
ほ
の
か
」

に
思
い
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
恋
心
の
「
あ
は
れ
」
で
は
な
く
「
ゆ
ゝ
し

き
方
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
宣
長
は
「
か
た
に
て
な
ん
」
と
い
う
一
言
を
注
視
し
て
大

君
の
真
意
を
読
み
取
り
、
こ
の
歌
が
少
将
の
未
練
が
ま
し
い
恋
情
を
相
対
化
し
つ
き
は

な
す
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

　

宣
長
は
、
ま
た
、「
ほ
の
か
に
」
と
い
う
小
さ
な
言
葉
を
見
逃
さ
な
い
。
肉
親
の
喪

失
と
い
う
「
あ
は
れ
」
さ
え
「
ほ
の
か
」
に
し
か
知
ら
な
い
私
に
は
、
あ
な
た
の
い
う

「
あ
は
れ
」
は
全
く
も
っ
て
想
像
さ
え
つ
か
な
い
と
大
君
は
い
う
。
そ
の
「
ほ
の
か
」
は
、

蔵
人
の
少
将
の
「
今
を
限
り
と
」
を
繰
り
返
す
大
げ
さ
な
も
の
言
い
に
対
し
て
、「
も

の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
人
な
ら
で
は
の
繊
細
な
奥
ゆ
か
し
さ
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
そ

れ
は
ま
た
、
大
君
の
、
自
分
の
心
情
と
蔵
人
の
少
将
の
心
情
が
内
容
に
お
い
て
ば
か
り

で
な
く
、
程
度
に
お
い
て
も
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
す
る
「
心
し

ら
へ
」
で
あ
る
こ
と
を
宣
長
は
読
み
取
っ
て
い
る
。
こ
の
大
君
の
相
対
化
の
試
み
も
む

な
し
く
、
少
将
は
、
あ
げ
足
を
と
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
大
げ
さ
な
歌
を
返
し
て
く
る
）
13
（

。

少
将
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
ら
な
い
人
の
典
型
な
の
で
あ
る
。

　

宣
長
の
眼
光
紙
背
に
徹
す
よ
う
な
読
み
方
に
対
し
て
、
例
え
ば
『
湖
月
抄
』
で
は
「
今

は
限
り
と
あ
り
し
を
い
へ
り
」、「
世
の
つ
ね
な
き
を
お
も
ひ
し
る
と
也
）
14
（

」
と
述
べ
て
い

る
が
、
こ
れ
で
は
、「
今
は
限
り
」
と
い
う
詞
か
ら
「
世
の
つ
ね
な
き
を
お
も
ひ
し
る
」

と
い
う
単
純
な
連
想
の
筋
道
が
た
ど
ら
れ
る
だ
け
で
、
同
じ
詞
を
や
り
と
り
し
な
が
ら
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歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か

大
君
が
少
将
の
思
い
を
は
ぐ
ら
か
し
、
相
対
化
し
て
い
る
と
い
う
構
造
が
理
解
さ
れ
て

い
な
い
。
つ
ま
り
、
切
り
返
し
や
相
対
化
な
ど
の
う
ご
き
、
展
開
を
実
現
す
る
歌
特
有

の
は
た
ら
き
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
逆
を
い
え
ば
、
宣
長
の
注
釈
は
、

歌
と
い
う
表
現
形
式
の
み
が
も
つ
は
た
ら
き
を
敏
感
に
と
ら
え
た
注
釈
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。

⑵　

た
わ
む
れ
遊
ぶ
例

　

恋
心
や
死
別
の
悲
嘆
は
最
も
大
き
な
心
の
う
ご
き
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
点
に
お

い
て
「
あ
は
れ
」
の
典
型
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
あ
は
れ
」
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

な
ご
や
か
な
、
楽
し
い
交
わ
り
の
場
で
の
心
の
う
ご
き
も
ま
た
、「
あ
は
れ
」
で
あ
る
。

そ
う
し
た
場
に
お
い
て
も
、
歌
の
詞
に
よ
っ
て
共
通
の
情
景
が
思
い
描
か
れ
、
そ
こ
に

そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
、
心
情
が
詠
み
込
ま
れ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
い
う
状
態
が
実
現
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
気
心
の
知
れ
た
も
の
同
士
が
、
歌
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
虚
構
の

情
景
の
中
で
そ
の
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
歌
を
詠
み
交
わ
す
例
を
あ
げ
、
そ
こ
に
何

と
も
い
え
な
い
楽
し
さ
、
お
か
し
み
が
生
み
出
さ
れ
る
さ
ま
を
見
て
い
く
。
そ
う
し
た

楽
し
さ
、
お
か
し
み
に
よ
っ
て
双
方
の
心
が
充
足
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
、
歌

に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
形
な
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
あ
げ

る
の
は
、
薫
物
を
競
う
遊
び
に
続
い
て
酒
宴
を
楽
し
ん
だ
明
け
方
、
源
氏
が
弟
で
あ
る

蛍
の
宮
に
自
身
の
直
衣
を
贈
っ
た
時
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

　

宣
長
は
、
こ
の
贈
答
歌
が
う
ち
と
け
た
間
柄
で
の
た
わ
む
れ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
。
二
人
は
、
歌
の
詞
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
虚
構
の
情
景
の
中
で
、
情
景
に
ふ

さ
わ
し
い
役
回
り
を
そ
れ
ぞ
れ
が
演
じ
て
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
注
釈
は
、

歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
内
容
と
現
実
と
の
照
合
に
腐
心
し
て
、
宮
の
北
の
方
が
い
た
か
否

か
に
つ
い
て
言
及
し
た
り
、
あ
る
い
は
宮
は
夜
離
れ
の
な
い
人
で
あ
っ
た
と
述
べ
た

り
、
あ
る
い
は
、
歌
の
詞
の
典
拠
を
詮
索
す
る
こ
と
に
執
着
し
て
い
る
）
15
（

。
い
ず
れ
も
現

実
を
離
れ
た
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
歌
と
い
う
表
現
形
式
の
最
も
重
要
な
は
た

ら
き
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
た
め
に
、
見
当
違
い
の
議
論
を

展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
宣
長
は
、
こ
の
贈
答
歌
は
た
わ
む
れ
の
や
り
と
り
で
あ
り
、
そ
の

ユ
ー
モ
ア
を
こ
そ
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
実
証
に
長
け
た
宣
長
で
あ

れ
ば
こ
の
時
宮
に
北
の
方
が
い
た
か
否
か
な
ど
を
典
拠
を
示
し
な
が
ら
子
細
に
述
べ
そ

う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
う
は
し
な
い
。
実
際
は
、
こ
の
時
宮
に
北
の
方
は
い
な
い

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
贈
答
歌
の
意
義
と
は
全
く
関
知
し
な
い
こ
と
が
ら
で
あ

る
。
こ
の
贈
答
歌
の
意
味
は
、
歌
の
詞
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
た
わ
む
れ
の
世
界

で
、
現
実
の
自
分
を
忘
れ
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
会
話
を
楽
し
む
と
い
う
点
に
あ
る
。

そ
の
楽
し
い
心
の
う
ご
き
も
ま
た
「
あ
は
れ
」
で
あ
り
、
そ
う
し
て
楽
し
む
こ
と
に
よ
っ

て
「
心
が
は
れ
る
」
の
で
あ
る
。

　

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
源
氏
は
帰
る
宮
に
直
衣
一
装
束
と
薫
物
二
壷
を
贈
っ
た―

大
久
保
注
）
宮
、「
花

の
香
を
え
な
ら
ぬ
袖
に
う
つ
し
も
て
事
あ
や
ま
り
と
妹
や
と
が
め
む
」
と
あ
れ

ば
、「
い
と
屈
じ
た
り
や
」
と
笑
ひ
た
ま
ふ
。
御
車
繋
く
る
ほ
ど
に
追
ひ
て
、「
め

づ
ら
し
と
古
里
人
も
待
ち
ぞ
み
む
花
の
に
し
き
を
着
て
か
へ
る
君
」
ま
た
な
き
こ

と
と
思
さ
る
ら
む
と
あ
れ
ば
、
い
と
い
た
う
か
ら
が
り
た
ま
ふ
。

 

（
『
源
氏
物
語
』
三―

四
一
二
頁
）

　

注
釈
の
論
点
の
一
つ
は
、
源
氏
の
歌
に
あ
る
「
花
の
に
し
き
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の

よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
と
も
と
奢
侈
を
好
む
源
氏
が
自
分
の
贈
り

物
の
こ
と
を
自
賛
し
て
「
花
の
に
し
き
」
と
述
べ
た
と
い
う
解
釈
）
16
（

は
論
外
と
し
て
も
、

こ
の
巻
の
主
題
で
あ
る
紅
梅
、
あ
る
い
は
直
前
の
段
に
で
て
く
る
薫
物
の
紅
梅
に
関
連

づ
け
て
「
花
の
に
し
き
」
と
い
う
と
解
釈
す
る
）
17
（

の
が
主
流
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
宣
長
は
「
花
の
に
し
き
」
が
源
氏
の
た
わ
む
れ
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
次

の
よ
う
に
明
確
に
指
摘
す
る
）
18
（

。

花
の
に
し
き
と
は
、
宮
の
歌
に
、
え
な
ら
ぬ
袖
と
あ
る
を
う
け
て
、
こ
な
た
よ
り
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も
、
こ
と
さ
ら
に
た
は
ぶ
れ
て
、
か
く
の
た
ま
へ
る
な
り
、
も
し
た
は
ぶ
れ
て
に

あ
ら
ず
は
、
我
が
方
よ
り
贈
り
賜
ふ
物
を
、
花
の
錦
と
は
、
い
か
で
か
よ
み
給
は

ん
、
注
誤
也

 

『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四―

四
四
六
頁
）

　

宣
長
は
、「
花
の
に
し
き
」
と
い
う
言
葉
を
、
源
氏
が
「
こ
と
さ
ら
に
た
は
ぶ
れ
て
」

述
べ
て
い
る
の
だ
と
注
釈
す
る
。
一
般
的
な
た
わ
む
れ
で
は
な
く
、
大
げ
さ
な
、
い
わ

ば
芝
居
が
か
っ
た
台
詞
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
注
釈
が

「
花
」
と
い
う
言
葉
に
と
ら
わ
れ
て
実
際
の
状
況
と
辻
褄
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
に

対
し
て
、
宣
長
は
、「
紅
梅
」
に
か
け
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ

以
上
に
、
た
わ
む
れ
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。「
花
の
に
し
き
」
が
、
蛍
の

宮
の
「
え
な
ら
ぬ
袖
」
を
受
け
て
、
そ
れ
を
倍
に
し
て
返
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
鋭

敏
な
言
語
感
覚
に
よ
っ
て
直
感
的
に
と
ら
え
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
「
こ
と

さ
ら
に
た
は
ぶ
れ
」
る
芝
居
が
か
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
こ
と
を
鋭
く
か
ぎ
つ
け
て

い
る
の
で
あ
る
。
蛍
の
宮
と
源
氏
は
、「
花
の
香
り
」、「
袖
」
と
い
う
詞
に
よ
っ
て
描
き

出
さ
れ
た
情
景
を
共
有
し
、
そ
の
情
景
に
ふ
さ
わ
し
い
役
回
り
を
そ
れ
ぞ
れ
演
じ
て
楽

し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
花
の
香
を
」
と
い
う
宮
の
歌
は
、
頂
戴
し
た
直
衣
の
す
ば
ら
し
さ
を
詠
む
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
贈
り
主
で
あ
る
源
氏
を
賞
賛
す
る
と
い
う
趣
旨
の
歌
で
あ
る
が
、
た
だ
賞

賛
す
る
の
で
は
な
い
。
宮
は
茶
目
っ
気
た
っ
ぷ
り
に
、「
こ
ん
な
に
す
て
き
な
香
り
が

た
き
し
め
ら
れ
た
装
束
で
帰
っ
た
ら
妻
に
嫉
妬
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
び
く
び
く
す
る
気

弱
な
夫
と
い
う
役
回
り
を
演
じ
て
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
受
け
て
、
源
氏
は
「
い
と
屈
じ
た
り
や
」、
つ
ま
り
「
ず
い
ぶ
ん
弱
気
な
ん

だ
ね
」
と
ま
ぜ
返
す
。
そ
し
て
、
花
の
香
り
が
た
き
し
め
ら
れ
た
装
束
に
ま
つ
わ
る
情

景
に
巧
み
に
入
り
込
ん
で
、
ふ
さ
わ
し
い
役
ど
こ
ろ
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
源
氏
が
選

ん
だ
の
は
、
朝
帰
り
し
た
恐
妻
家
の
夫
を
「
ま
あ
、
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
す
こ
と
」
と

鷹
揚
に
ゆ
る
し
て
迎
え
る
家
人
の
役
回
り
で
あ
っ
た
。

　

源
氏
の
歌
に
添
え
ら
れ
た
「
ま
た
な
き
こ
と
」
と
い
う
言
葉
も
解
釈
が
わ
か
れ
る
言

葉
で
あ
る
が
、
宣
長
は
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

か
や
う
の
め
づ
ら
し
き
花
の
錦
を
き
て
か
へ
り
給
ふ
は
、
又
な
き
こ
と
と
お
ぼ
さ

る
ら
ん
に
て
、
こ
れ
も
花
の
錦
と
同
じ
た
は
ぶ
れ
也
、
注
ど
も
、
い
み
し
き
ひ
が

こ
と
也
、

 

（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四―

四
四
六
頁
）

　

宣
長
は
、「
ま
た
な
き
こ
と
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
「
花
の
錦
と
同
じ
た
は
ぶ
れ
」

で
あ
る
と
い
う
。「
花
の
錦
と
同
じ
た
は
ぶ
れ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、

自
分
が
賜
っ
た
装
束
を
「
花
の
に
し
き
」
と
自
賛
し
た
こ
と
を
再
び
繰
り
返
し
て
強
調

す
べ
く
、
家
人
の
「
ま
た
な
き
こ
と
」
と
い
う
言
葉
を
借
り
て
、
二
つ
と
な
い
す
ば
ら

し
い
装
束
で
あ
る
と
重
ね
て
自
賛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

宣
長
が
、
他
の
注
釈
）
19
（

を
「
い
み
し
き
ひ
が
こ
と
」
と
批
判
す
る
の
は
、
み
な
必
然
性

の
な
い
穿
鑿
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
宣
長
が
「
た
は
ぶ
れ
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
は
必
然
的
な
理
由
が
あ
る
。
宣
長
は
、
こ
の
贈
答
歌
を
一

貫
し
て
源
氏
が
賜
っ
た
装
束
の
す
ば
ら
し
さ
を
、
ひ
い
て
は
源
氏
の
す
ば
ら
し
さ
を
述

べ
た
も
の
と
見
る
。
宣
長
は
、
源
氏
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
最
上
の
人
物
で
あ

る
と
い
う
見
方
を
堅
持
し
、
一
貫
し
て
源
氏
を
非
難
せ
ず
、
賞
賛
す
る
立
場
を
と
る
）
20
（

が
、

こ
こ
で
も
、
そ
れ
を
貫
く
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
自
身
が
自
分
が
蛍
の
宮
に

賜
っ
た
装
束
を
褒
め
る
こ
と
は
、
現
実
で
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
虚
構
の
世
界

で
演
技
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
蛍
の
宮
の
歌
は
、
源
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
装

束
が
あ
ま
り
に
も
す
ば
ら
し
い
ゆ
え
に
妻
の
嫉
妬
を
案
じ
る
恐
妻
家
の
歌
で
あ
る
。
ま

た
、
源
氏
は
珍
し
く
朝
帰
り
し
た
主
人
を
む
か
え
る
家
人
を
演
じ
て
、
こ
ん
な
に
す
ば

ら
し
い
装
束
を
き
て
帰
る
と
は
ま
た
と
な
い
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
装
束
を
賞
賛
し
て

い
る
。
視
点
、
な
い
し
は
主
体
は
異
な
る
と
い
え
ど
も
、
い
ず
れ
も
、
一
貫
し
て
、
源

氏
の
賜
っ
た
装
束
を
、
ひ
い
て
は
、
源
氏
を
賞
賛
し
て
い
る
の
だ
と
宣
長
は
解
釈
す
る
。

現
実
の
世
界
で
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
、
歌
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
虚
構
の
世
界
で
こ
そ
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歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か

の
た
わ
む
れ
な
の
で
あ
る
。

　

宮
と
源
氏
は
、
花
の
香
り
が
た
き
し
め
ら
れ
た
す
ば
ら
し
い
装
束
に
ま
つ
わ
る
情
景

を
共
有
し
、
そ
の
情
景
の
中
で
、
宮
は
気
弱
な
夫
を
、
源
氏
は
め
ず
ら
し
く
す
ば
ら
し

い
装
束
で
朝
帰
り
し
た
夫
を
迎
え
る
家
人
を
演
じ
て
歌
を
詠
み
交
わ
す
。
そ
う
し
た
た

わ
む
れ
を
歌
は
可
能
に
し
、
二
人
は
現
実
を
離
れ
た
虚
構
の
世
界
を
楽
し
み
尽
く
し

て
、
心
を
は
ら
す
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
贈
答
歌
に
は
、
お
か
し
み
の
た
だ
よ
う
落
ち
が
つ
く
。
家
人
に
な
り

き
っ
た
源
氏
の
大
げ
さ
な
言
葉
が
思
わ
ぬ
展
開
を
生
む
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ

か
せ
て
く
れ
る
の
が
、
最
後
の
「
い
と
い
た
う
か
ら
が
り
給
ふ
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い

て
の
宣
長
の
注
釈
で
あ
る
。

　

宣
長
は
、
こ
の
贈
答
歌
の
趣
旨
を
源
氏
が
た
ま
わ
っ
た
装
束
の
す
ば
ら
し
さ
を
賞
賛

す
る
こ
と
で
あ
る
と
ら
え
、
そ
の
読
み
を
一
貫
さ
せ
て
き
た
が
、「
い
と
い
た
う
か
ら

が
り
給
ふ
」
の
解
釈
で
も
そ
の
姿
勢
を
く
ず
さ
な
い
。
宣
長
は
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て

い
る
）
21
（

。源
氏
の
返
し
は
、
卑
下
し
た
る
歌
な
る
べ
き
に
、
か
へ
り
て
た
は
ぶ
れ
て
、
花
の

錦
な
ど
、
こ
と
〴
〵
し
く
の
た
ま
へ
る
故
に
、
こ
な
た
よ
り
、
え
な
ら
ぬ
袖
な
ど

と
よ
み
給
へ
る
は
、
た
ゞ
よ
の
つ
ね
の
賞
美
に
な
り
て
、
け
お
さ
る
ゝ
を
、
か
ら

が
り
給
ふ
也
、

 

（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四―

四
四
六
頁
）

　

こ
の
贈
答
歌
の
趣
旨
を
源
氏
の
賜
っ
た
装
束
の
す
ば
ら
し
さ
を
賞
賛
す
る
こ
と
で
あ

る
と
と
ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
回
り
か
ら
の
賞
賛
を
み
て
と
っ
た
宣

長
は
、
最
後
に
、
適
切
に
も
、
宮
の
「
え
な
ら
ぬ
袖
」
と
源
氏
の
「
花
の
に
し
き
」
を

対
比
し
て
、
両
者
の
賞
賛
の
度
合
い
の
高
さ
の
比
較
に
及
ん
で
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、

宮
の
賞
賛
の
歌
に
対
し
て
、
源
氏
は
自
分
の
贈
り
物
を
卑
下
し
て
返
す
べ
き
で
あ
る

が
、
た
わ
む
れ
て
、「
え
な
ら
ぬ
袖
」
よ
り
も
さ
ら
に
大
げ
さ
に
「
花
の
錦
」
と
返
す
。

そ
し
て
、
宣
長
に
い
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ
で
宮
は
「
し
ま
っ
た
」
と
ば
か
り
に
気
づ
い
た

と
い
う
こ
と
な
る
。
宮
は
、
源
氏
に
「
花
の
に
し
き
」
と
返
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
「
え
な
ら
ぬ
袖
」
と
い
う
表
現
が
一
般
的
す
ぎ
て
、
十
分
な
賞
賛
に
な
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
だ
か
ら
、
宮
は
「
か
ら
が
り
給
ふ
」
の
だ
と
宣
長
は
解

釈
す
る
。

　

お
も
し
ろ
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
て
、
歌
の
た
わ
む
れ
の
世
界

か
ら
、
舞
台
が
く
る
り
と
ま
わ
る
よ
う
に
一
転
し
て
、
現
実
の
世
界
に
ひ
き
も
ど
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
た
わ
む
れ
の
世
界
で
演
技
し
て
い
た
つ
も
り
の
宮
は
、
源
氏
の

「
花
の
に
し
き
」
の
一
言
で
夢
か
ら
さ
め
た
よ
う
に
現
実
の
世
界
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
て
、

「
か
ら
が
」
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

贈
答
歌
で
は
、
詠
み
手
と
返
し
手
が
歌
の
詞
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
た
情
景
を
共
有
し

な
が
ら
、
異
な
る
視
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
表
現
す
る
。「
心
が
は
れ
る
」
と
は
、

そ
の
応
酬
の
う
ち
に
生
ま
れ
る
う
ご
き
と
展
開
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
が
と
ら
え

直
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

宣
長
が
注
視
し
た
「
あ
は
れ
」
と
い
う
心
の
う
ご
き
、
そ
の
心
の
う
ご
き
が
歌
の
詞

に
乗
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
動
的
な
展
開
を
、
先
行
す
る
思
想
家
達
が
前
提
と

し
て
い
た
動
い
て
や
ま
な
い
力
の
観
念
の
残
滓
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
宣
長

に
と
っ
て
世
界
は
死
物
で
あ
り
、
人
は
、
人
格
的
要
素
を
持
つ
神
に
よ
っ
て
あ
や
つ
ら

れ
る
人
形
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
即
物
的
な
世
界
の
中
で
、
唯
一
う
ご
く
も
の
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
あ
は
れ
」
と
い
う
心
の
う
ご
き
で
あ
る
。
悲
し
み
に
つ

け
、
喜
び
に
つ
け
、
う
ご
く
心
。
そ
の
人
知
れ
ず
う
ご
く
心
は
、
歌
と
い
う
表
現
形
式

に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
、
歌
の
詞
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
て
深
め
ら
れ
、
展
開
し
て
い
く
。

か
つ
て
、
先
行
す
る
思
想
家
達
が
世
界
に
見
て
と
っ
た
動
い
て
や
ま
な
い
力
は
、
宣
長

に
お
い
て
、
寸
心
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
、
歌
と
い
う
箱
庭
の
中
で
ひ
そ
や
か
に
表
現
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さ
れ
る
の
で
あ
る
。

引
用
文
献

巻
数
、
頁
は
、
例
え
ば
第
四
巻
の
二
五
頁
か
ら
引
用
し
た
場
合
、
四―

二
五
頁
と
記
し
た
。

＊
『
本
居
宣
長
全
集
』(

筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年―

一
九
九
三
年)

。
引
用
の
際
表
記
を
改

め
た
部
分
が
あ
る
。

＊
阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
、
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集　

源
氏
物
語
』
第
一
巻―
第
六
巻
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年―

一
九
九
八
年
）。

＊
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書

　

宣
長
が
参
照
し
た
注
釈
書
は
『
湖
月
抄
』、『
首
書
源
氏
物
語
』、『
源
注
拾
遺
』、『
箒
木

抄
』、『
雨
夜
物
語
だ
み
詞
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
⑶
の
高
橋
俊
和
の
著
書
の

二
〇
一
頁―

二
〇
二
頁
、
及
び
杉
田
昌
彦
『
宣
長
の
源
氏
学
』（
新
典
社
、
二
〇
一
一
年
）、

一
九
七
頁
）。
本
稿
の
論
旨
上
重
要
な
の
は
、
宣
長
が
ど
の
注
釈
書
を
読
ん
で
い
た
か
で

は
な
く
、
宣
長
の
注
釈
の
独
自
性
を
示
す
こ
と
で
あ
る
ゆ
え
、
以
下
の
注
釈
書
全
般
を

参
考
に
し
た
上
で
、
必
要
に
応
じ
て
引
用
し
た
。

・ 『
花
鳥
余
情
』(

『
花
』
と
略
記
。
以
下
同
）
伊
井
春
樹
編
『
松
永
本 

花
鳥
余
情
』（
桜
楓
社
、

一
九
七
八
年
）

・ 『
弄
花
抄
』（
『
弄
』
）
、
伊
井
春
樹
編
『
弄
花
抄　

付
源
氏
物
語
聞
書
』（
桜
楓
社
、

一
九
八
三
年
）

・ 『
細
流
抄
』（
『
細
』
）、
伊
井
春
樹
編
『
内
閣
文
庫
本　

細
流
抄
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
）

・ 『
孟
津
抄
』（
『
孟
』
）、
野
村
精
一
編
『
孟
津
抄
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
）

・ 『
岷
江
入
楚
』（
『
岷
』
）、
中
田
武
司
編
『
岷
江
入
楚
』
一―

五
（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年

―

一
九
八
四
年
）

・ 『
萬
水
一
露
』（
『
萬
』
）、
伊
井
春
樹
編
『
萬
水
一
露
』
一―

五
（
桜
楓
社
、
一
九
八
八
年

―

一
九
九
二
年
）

・ 『
湖
月
抄
』（
『
湖
』
）、
有
川
武
彦
校
訂
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
（上）　

（中）　

（下）
増
注
』（
講
談
社
、

一
九
八
二
年
）

・ 『
源
注
拾
遺
』、『
契
沖
全
集
』
第
九
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）

・ 『
源
氏
物
語
新
釈
』（
『
新
』
）、『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
十
三
巻―

第
十
四
巻
（
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
七
九
年
）

 

注
（
１
）　

「
せ
ん
か
た
な
く
物
の
あ
は
れ
な
る
事
ふ
か
き
と
き
は
。
さ
て
や
み
な
ん
と
す
れ
ど

も
。
心
の
う
ち
に
こ
め
て
は
。
や
み
が
た
く
し
の
び
が
た
し
。
こ
れ
を
物
の
あ
は
れ
に

た
へ
ぬ
と
は
い
ふ
也
。
さ
て
さ
や
う
に
堪
え
が
た
き
と
き
は
。
を
の
づ
か
ら
其
の
お
も

ひ
あ
ま
る
事
を
。
言
の
は
に
い
ひ
い
づ
る
物
也
。
か
く
の
ご
と
く
あ
は
れ
に
た
へ
ず
し

て
。
を
の
づ
か
ら
ほ
こ
ろ
び
出
る
こ
と
ば
は
。
必
長
く
延ひ

き

て
文あ

や

あ
る
も
の
也
。
こ
れ
が

や
が
て
歌
也
。（
中
略
）
さ
て
か
く
詞
に
あ
や
を
な
し
。
声
を
な
が
く
引
て
い
ひ
出
れ
ば
。

あ
は
れ
〳
〵
と
お
も
ひ
む
す
ぼ
ゝ
れ
た
る
情

こ
こ
ろ

の
は
る
ゝ
物
也
。」（
『
石
上
私
淑
言
』
二

―

一
〇
九
頁
）。
宣
長
は
「
情
の
は
る
ゝ
」
と
「
心
の
は
る
ゝ
」（
同
一
一
二
頁
）
を
厳

密
に
区
別
し
な
い
で
用
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
統
一
し
て
「
心
」
を
用
い
、「
心
の
は

る
ゝ
」
を
「
心
が
は
れ
る
」
と
表
記
し
て
論
じ
て
い
く
。

（
2
）　

『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
二―

三
三
頁
、『
石
上
私
淑
言
』
二―

一
七
七
頁
。

（
3
）　

宣
長
の
歌
論
に
つ
い
て
は
、
日
本
思
想
史
の
分
野
で
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の

内
容
と
意
味
を
主
に
歌
の
発
生
と
い
う
面
か
ら
考
察
し
た
研
究
（
例
え
ば
、
菅
野
覚
明

『
本
居
宣
長
言
葉
と
雅
び
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年
）
の
「
三
、
詞
論
」
の
２
、３
）

や
、
歌
が
も
つ
共
同
性
に
注
目
す
る
研
究
（
山
下
久
夫
『
本
居
宣
長
と
「
自
然
」
』（
沖

積
舎
、
一
九
八
八
年
）
の
第
一
章
の
Ⅱ
）
な
ど
が
あ
る
が
、
歌
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て

具
体
的
に
考
察
し
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
文
学
研
究
の
分
野
で
は
、
高
橋
俊
和

『
本
居
宣
長
の
歌
学
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
六
年
）
が
宣
長
の
和
歌
論
の
内
容
と
歌
論

史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
4
）　

本
稿
で
は
歌
の
は
た
ら
き
が
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
贈
答
歌
に
限
定
し
て
論
を
進

め
て
い
く
。
た
と
え
、
独
詠
の
場
合
で
も
、
歌
を
詠
む
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
の
心
情
を

歌
と
い
う
形
式
を
保
持
し
て
き
た
長
い
文
化
的
い
と
な
み
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
同
じ
歌
の
詞
を
用
い
て
心
情
を
表
現
し
て
き
た
古
来
の

詠
み
手
達
と
心
情
を
交
換
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
い
う
事
態
は
、
そ
れ
が
独
詠
で
あ
っ
て

も
、
贈
答
歌
で
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
か
わ
り
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
が
は
れ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か

（
5
）　

『
古
事
記
伝
』
九―

六
頁
。

（
6
）　

例
え
ば
、
源
氏
と
紀
伊
守
と
の
会
話
に
つ
い
て
の
注
釈
（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』

四―

三
六
六
頁
）。

（
7
）　

例
え
ば
「
命
婦
」
と
い
う
一
言
か
ら
作
者
の
真
意
を
読
み
取
る
（
『
源
氏
物
語
玉
の

小
櫛
』
四―

三
九
二
頁
）。

（
8
）　

例
え
ば
、
空
蝉
の
「
み
な
ほ
し
」
に
つ
い
て
の
注
釈
（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四

―

三
六
七
頁
）。

（
9
）　

『
湖
』
（上）
、
五
三
〇
頁
の
頭
注
。
称
名
院
西
三
條
公
條
（
『
細
』
の
著
者
）
の
説
で
あ
る
。

（
10
）　

「
下
」
と
は
『
源
氏
物
語
』
二―

一
二
一
頁
の
部
分
を
指
す
。
す
で
に
『
新
』
が
宣

長
と
ほ
ぼ
同
じ
解
釈
を
示
し
て
お
り
（
十
三―

三
四
四
頁
）、『
萬
』
は
、
著
者
能
登
永

閑
自
身
の
説
を
あ
げ
、「
色
か
は
る
」
を
「
世
中
の
さ
ま
か
は
り
ゆ
く
」
こ
と
と
解
釈

し
て
切
り
返
し
の
意
図
を
読
み
取
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、「
下
」
の
部
分
と
照
応
さ

せ
て
、
紫
の
上
が
源
氏
の
心
が
わ
り
を
案
じ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
（
『
萬
』

一―

四
七
〇
頁
）。『
弄
』
も
そ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
六
一
頁
）。

（
11
）　

紫
の
上
は
「
行
き
離
れ
ぬ
べ
し
や
と
試
み
は
べ
る
道
な
れ
ど
、
つ
れ
づ
れ
も
慰
め

が
た
う
、
」
と
い
う
言
葉
に
、
源
氏
の
移
り
気
な
心
を
敏
感
に
読
み
と
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
事
実
源
氏
は
、
こ
の
お
籠
り
に
先
だ
っ
て
朧
月
夜
と
逢
瀬
を
か
わ
し
、
ま
た
、
藤

壺
と
禁
断
の
契
り
を
結
ん
で
い
る
ば
か
り
か
、
紫
の
上
と
の
贈
答
の
あ
と
に
、
朝
顔
の

君
に
思
い
を
の
べ
る
歌
を
贈
っ
て
い
る
。

（
12
）　

『
源
氏
物
語
』
二―

一
二
一
頁
。

（
13
）　

『
源
氏
物
語
』
五―

九
一
頁
。

（
14
）　

『
湖
』
（下）
二
八
〇
頁
。
前
者
は
『
細
』
か
ら
の
引
用
、
後
者
は
北
村
季
吟
の
師
、
箕

作
如
菴
の
説
で
あ
る
。

（
15
）　

以
上
、『
孟
』
二
五
三
頁―

二
五
四
頁
、『
細
』
二
五
二
頁―

二
五
四
頁
、『
岷
』
三―

二
六
七
頁
、『
萬
』
三―

二
〇
二
頁
。

（
16
）　

『
細
』
二
五
二
頁―

二
五
三
頁
。

（
17
）　

『
弄
』
一
五
二
頁
、『
細
』
二
五
二
頁
、『
岷
』
三―

二
六
七
頁
、『
湖
』
（中）
、
六
二
九
頁
（
頭

注
）。

（
18
）　

こ
れ
に
近
い
注
釈
と
し
て
は
『
細
』
の
「
よ
の
つ
ね
の
人
な
ら
は
か
く
い
ひ
給
ま

し
き
を
此
宮
と
源
と
は
一
段
と
へ
た
て
な
き
中
な
れ
は
か
く
の
給
と
也
」（
二
五
二
頁
）

が
あ
る
。

（
19
）　

「
家
人
を
ま
た
な
き
人
と
ほ
め
て
い
る
」（
『
細
』
二
五
三
頁
）、「
妻
の
嫉
妬
を
恐

れ
て
い
る
の
で
朝
帰
り
は
ま
た
と
な
い
珍
し
い
こ
と
」（
『
孟
』
二
五
四
頁
、『
弄
』

一
五
二
頁
、『
萬
』
三―

二
〇
二
頁
）、「
妻
に
と
が
め
ら
れ
る
こ
と
以
外
に
む
つ
か
し
い

こ
と
は
な
い
の
か
」（
『
萬
』
三―

二
〇
二
頁
）、「
宮
を
ま
た
な
き
人
と
す
る
」（
『
萬
』

三―

二
〇
二
頁
）。

（
20
）　

先
に
あ
げ
た
空
蝉
の
「
み
な
ほ
し
」
と
い
う
言
葉
の
解
釈
、
ま
た
、
夕
顔
の
「
こ
ゝ

ろ
あ
て
に
」
の
歌
の
「
夕
顔
の
花
」
に
つ
い
て
の
解
釈
（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四

―

三
七
四
頁
）
参
照
。
前
者
は
源
氏
を
決
し
て
非
難
し
な
い
例
、
後
者
は
源
氏
の
す
ば

ら
し
さ
を
際
立
た
せ
る
読
み
方
の
例
で
あ
る
。

（
21
）　

こ
の
部
分
は
注
を
記
し
て
い
な
い
注
釈
書
が
多
い
。『
花
』
は
「
か
ら
か
る
は
た
へ

か
た
き
心
な
り
」（
二
七
頁
）、『
萬
』
は
『
花
』
を
引
用
（
三―

二
〇
二
頁
）。


