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二
〇
一
五
年

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
に
は
作
中
人
物
の
筆
跡
に
関
す
る
多
様
な
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ

の
中
で
も
墨
色
の
濃
淡
に
関
す
る
表
現
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
お
も
に
女
君
た
ち

の
綴
っ
た
手
紙
の
文
字
に
関
す
る
記
述
に
現
れ
、
相
手
に
心
を
許
し
き
れ
ず
、
和
歌
の
言
葉
で
は
あ

り
の
ま
ま
に
伝
え
ら
れ
な
い
彼
女
た
ち
の
心
情
を
、
し
ば
し
ば
鮮
明
に
表
し
て
い
る
。
前
稿
で
は
、

「
ほ
の
か
」
と
い
う
語
が
示
す
墨
色
の
薄
さ
が
、
女
君
の
心
情
を
表
す
一
種
の
「
こ
と
ば
」
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
玉
鬘
の
三
例
を
中
心
に
論
じ
た
（
注
1
）。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
玉
鬘
以
外
に
「
ほ
の
か
」
な
墨
の
色
を
用
い
て
女
君
が
和
歌
を
書
い
た
例
、

朝
顔
の
姫
君
の
二
例
と
藤
壺
の
一
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
次
い
で
、
墨
の
濃
淡
に
関
わ
る
表
現
と

し
て
「
（
墨
つ
き
）
ま
ぎ
ら
は
す
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
明
石
の
君
の
一
例
、
前
斎
宮
の
一
例
を

考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
類
似
す
る
五
節
の
君
や
夕
顔
の
例
に
も
言
及
す
る
。
女
君
た
ち
が
な
ぜ
墨
の

色
を
調
節
し
た
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

一　

「
薄
く
書
く
」―

玉
鬘

朝
顔
の
姫
君
と
藤
壺
の
「
ほ
の
か
」
な
筆
跡
を
論
じ
る
前
に
、
前
稿
で
の
考
察
を
必
要
な
範
囲

で
ふ
り
返
っ
て
お
く
。「
ほ
の
か
」（
形
容
動
詞
「
ほ
の
か
な
り
」
の
語
幹
）
は
『
源
氏
物
語
』
に

一
三
八
例
あ
る
。
人
の
姿
や
光
な
ど
の
見
え
方
の
描
写
や
、
楽
器
の
音
な
ど
が
聞
こ
え
る
場
面
に
多

く
現
れ
る
他
、
花
草
木
の
様
子
、
知
識
の
程
度
や
楽
器
演
奏
の
技
量
な
ど
の
表
現
に
も
用
い
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
「
ほ
の
か
」
は
、
何
ら
か
の
量
の
少
な
さ
や
程
度
の
低
さ
を
表
す
点
で
共
通
す
る
が
、

た
だ
し
、「
ほ
の
か
」
の
前
後
に
は
美
し
く
、
印
象
に
残
る
こ
と
を
描
い
た
記
述
が
多
い
こ
と
か
ら
、

単
に
量
や
程
度
を
示
す
語
で
は
な
く
、
美
的
概
念
の
表
現
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
筆
跡
に
関
わ
る
「
ほ
の
か
」
が
七
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
例
は
「
墨
つ
き
ほ

の
か
に
」「
ほ
の
か
な
る
墨
つ
き
」
と
あ
っ
て
、
文
字
の
墨
色
が
薄
い
様
子
を
表
す
。「
墨
つ
き
」
と

な
い
他
の
五
例
も
墨
色
の
薄
さ
と
諸
注
で
解
さ
れ
、
稿
者
も
そ
れ
に
従
う
。
前
稿
で
は
、
そ
の
う
ち

薄
く
書
く
和
歌
（
続
）

―

『
源
氏
物
語
』
朝
顔
・
藤
壺
の
「
ほ
の
か
」、「
墨
つ
き
ま
ぎ
ら
は
す
」―
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四
例
に
つ
い
て
、
筆
跡
は
言
葉
で
あ
る
と
す
る
石
川
九
楊
氏
の
説
（
注
2
）を

手
が
か
り
に
考
察
し
た
。

雨
夜
の
品
定
め
の
「
は
じ
め
の
難
」
の
女
性
は
、
手
紙
を
書
く
時
に
曖
昧
な
言
葉
を
選
び
、「
墨

つ
き
ほ
の
か
に
心
も
と
な
く
思
は
せ
つ
つ
、
ま
た
さ
や
か
に
も
見
て
し
が
な
と
す
べ
な
く
待
た
せ
」

（
帚
木
①
六
三
）
の
よ
う
に
、
薄
い
墨
色
で
文
字
を
綴
る
こ
と
で
男
性
の
心
を
じ
ら
す
と
い
う
。『
源

氏
物
語
』
は
筆
跡
に
意
図
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
。

玉
鬘
に
は
「
ほ
の
か
」
な
筆
跡
が
三
例
あ
る
。
玉
鬘
は
自
身
の
知
性
を
試
す
源
氏
と
の
最
初
の
和

歌
の
贈
答
で
、
二
人
の
つ
な
が
り
の
確
認
を
求
め
る
贈
歌
に
対
し
、
同
意
を
拒
み
つ
つ
わ
が
身
の
憂

さ
を
詠
む
返
歌
を
、「
ほ
の
か
」
に
書
く
（
玉
鬘
③
一
二
三
〜
一
二
五
）。
田
舎
育
ち
で
自
信
の
な
い

玉
鬘
は
、
筆
跡
の
欠
点
が
目
立
た
な
い
よ
う
に
薄
く
書
い
た
と
解
せ
る
。
そ
の
意
味
で
、
薄
い
墨
色

は
、「
私
の
欠
点
を
見
な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
う
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
字
の
弱
々
し
さ

に
は
、
歌
意
の
自
己
否
定
性
を
強
め
る
と
と
も
に
贈
歌
へ
の
反
発
を
弱
め
る
意
図
も
読
み
取
れ
る
。

　

ま
た
、
恋
情
を
訴
え
る
蛍
宮
の
端
午
の
歌
に
対
し
、
玉
鬘
は
、
恋
情
が
あ
や
め
の
根
の
よ
う
に
現

れ
て
こ
そ
い
っ
そ
う
浅
く
見
え
る
と
反
発
的
に
切
り
返
す
歌
を
「
ほ
の
か
」
に
書
い
た
（
蛍
巻
③

二
〇
四
〜
二
〇
五
）。
源
氏
の
懸
想
に
悩
む
玉
鬘
の
状
況
を
前
提
に
す
れ
ば
、
女
性
が
反
発
的
に
返

歌
を
す
る
の
が
恋
の
贈
答
歌
の
常
套
で
あ
る
だ
け
に
、
薄
い
墨
色
に
は
、
歌
意
と
は
逆
の
「
自
分
に

関
心
を
持
ち
続
け
て
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
「
こ
と
ば
」
が
読
み
取
れ
る
。

三
例
目
も
蛍
宮
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
玉
鬘
の
尚
侍
出
仕
が
迫
り
、
蛍
宮
は
恋
を
訴
え
る
歌
を
贈

る
。
玉
鬘
は
自
ら
「
あ
な
た
を
忘
れ
は
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
歌
を
「
ほ
の
か
」
に
書
い
た
（
藤
袴
③

三
四
四
〜
三
四
五
）。
出
仕
を
控
え
た
状
況
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
玉
鬘
は
歌
意
だ
け
が
強
調
さ
れ
な
い

よ
う
に
文
字
を
薄
く
書
い
た
と
解
せ
る
。
薄
い
墨
の
色
は
「
期
待
し
す
ぎ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
の
「
こ

と
ば
」
と
読
め
る
。

玉
鬘
の
「
ほ
の
か
」
な
筆
跡
は
、
書
の
技
量
の
未
熟
さ
を
隠
す
た
め
に
用
い
る
場
合
が
あ
る
が
、

７－１



朴　

薄
く
書
く
和
歌
（
続
）

そ
れ
だ
け
で
な
い
。
一
方
で
自
己
否
定
的
な
歌
の
意
味
を
強
調
し
、
ま
た
一
方
で
反
発
に
し
て
も
愛

情
の
肯
定
に
し
て
も
他
に
向
か
う
歌
の
意
味
を
弱
め
る
た
め
に
淡
い
墨
色
を
用
い
て
い
る
と
、
前
稿

で
は
論
じ
た
。
玉
鬘
の
「
ほ
の
か
」
な
筆
跡
が
も
つ
意
味
の
解
釈
を
、
朝
顔
と
藤
壺
の
「
ほ
の
か
」

な
筆
跡
、
さ
ら
に
は
、「
ほ
の
か
」
と
類
似
す
る
「
墨
つ
き
ま
ぎ
ら
は
す
」
の
分
析
に
応
用
し
た
い
。

二　

「
薄
く
書
く
」―

朝
顔

こ
こ
で
は
朝
顔
の
姫
君
の
筆
跡
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
物
語
中
に
朝
顔
の
和
歌
は
七
首
あ
り
、

手
紙
に
書
か
れ
た
五
首
の
う
ち
、
そ
の
筆
跡
を
「
ほ
の
か
」
と
表
現
し
た
も
の
が
こ
こ
で
取
り
上
げ

る
二
首
で
あ
る
。

Ａ
な
ほ
い
み
じ
う
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
朝
顔
の
宮
に
、
今け

ふ日
の
あ
は
れ
は
さ
り
と
も
見
知
り
た

ま
ふ
ら
む
と
推お

し
は
か
ら
る
る
御
心
ば
へ
な
れ
ば
、
暗
き
ほ
ど
な
れ
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
絶

え
間
遠
け
れ
ど
、
さ
の
も
の
と
な
り
に
た
る
御
文ふ
み

な
れ
ば
咎と
が

な
く
て
御
覧
ぜ
さ
す
。
空
の
色

し
た
る
唐か
ら

の
紙
に
、

　

（
源
氏
）「
わ
き
て
こ
の
暮
こ
そ
袖
は
露
け
け
れ
も
の
思
ふ
秋
は
あ
ま
た
へ
ぬ
れ
ど

い
つ
も
時し

ぐ

れ雨
は
」
と
あ
り
。
御
手
な
ど
の
心
と
ど
め
て
書
き
た
ま
へ
る
、
常
よ
り
も
見
ど
こ

ろ
あ
り
て
、「
過
ぐ
し
が
た
き
ほ
ど
な
り
」
と
人
々
も
聞
こ
え
、
み
づ
か
ら
も
思
さ
れ
け
れ
ば
、

（
朝
顔
）「
大
内
山
を
思
ひ
や
り
き
こ
え
な
が
ら
、
え
や
は
」
と
て
、

　

（
朝
顔
）
秋
霧
に
立
ち
お
く
れ
ぬ
と
聞
き
し
よ
り
し
ぐ
る
る
空
も
い
か
が
と
ぞ
思
ふ

と
の
み
、
ほ
の
か
な
る
墨
つ
き
に
て
思
ひ
な
し
心
に
く
し
。 

（
葵
②
五
七
〜
五
八
）

葵
の
上
の
死
後
、
左
大
臣
邸
で
喪
に
服
す
源
氏
が
朝
顔
に
手
紙
を
送
る
。
源
氏
は
和
歌
で
、
何
度

も
経
験
し
た
秋
で
あ
る
が
今
日
は
格
別
涙
に
暮
れ
て
い
る
と
、
葵
の
上
を
亡
く
し
た
こ
と
で
感
じ
る

人
生
の
無
常
さ
を
さ
り
げ
な
く
表
現
す
る
。
源
氏
の
手
紙
を
読
ん
だ
朝
顔
も
自
ら
返
事
を
す
る
。

朝
顔
は
、「
秋
霧
」
で
葵
の
上
を
表
し
、「
秋
の
霧
が
立
つ
頃
、（
葵
の
上
に
）
先
立
た
れ
た
と
聞
い

て
以
来
、（
早
く
も
）
時
雨
が
降
る
時
節
で
す
が
、
こ
の
空
の
雨
の
よ
う
に
ど
れ
ほ
ど
涙
を
流
し
て

お
い
で
の
こ
と
か
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
和
歌
を
薄
い
墨
色
で
書
い
た
。
こ
れ
は
、
物
語
中
で

最
初
の
朝
顔
の
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
「
朝
顔
の
姫
君
は
、
光
源
氏
の
傷
心
を
思
い
や

る
気
持
ち
だ
け
を
述
べ
、
そ
の
気
持
ち
が
薄
い
墨
跡
に
お
い
て
も
表
現
さ
れ
て
い
る
と
そ
う
思
う
せ

い
か
光
源
氏
は
（
略
）「
心
に
く
し
」
と
思
う
（
注
3
）」

と
い
う
解
釈
も
あ
る
。『
孟
津
抄
』
は
「
一
筆
そ
と

あ
そ
は
し
け
る
」
と
注
す
る
。『
孟
津
抄
』
は
途
中
で
墨
継
ぎ
せ
ず
に
歌
を
書
い
た
と
解
釈
す
る
よ

う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
ほ
の
か
な
り
」
の
語
義
が
「
量
や
程
度
が
少
な
い
状
態
の
描
写
」
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
朝
顔
は
最
初
か
ら
薄
い
墨
の
色
で
手
紙
を
書
い
た
と
解
釈
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
前
稿
の
結
論
を
応
用
す
る
と
、「
ほ
の
か
」
な
薄
い
墨
色
は
、
歌
意
に
沿
っ
た
「
思

い
や
り
」
や
「
慰
め
」
の
表
現
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歌
意
と
は
相
反
す
る
心
情
の
表
現
と
解
せ
る
。

物
語
の
中
で
朝
顔
は
源
氏
の
求
愛
を
拒
み
続
け
る
が
、
Ａ
の
歌
に
そ
う
し
た
態
度
は
見
ら
れ
な

い
。
Ａ
は
葵
の
上
を
失
っ
た
源
氏
の
心
情
を
理
解
す
る
よ
う
な
和
歌
で
あ
る
。
そ
の
墨
色
の
薄
さ
に

は
源
氏
へ
の
好
意
の
表
明
を
抑
制
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
朝
顔
は
歌
で
は
源
氏
の
心
情
に
寄
り

添
い
つ
つ
も
、
文
字
の
薄
さ
と
い
う
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
源
氏
と
の
適
度
な
距
離
を
作
り
出
し
た

と
解
せ
る
。
そ
の
「
こ
と
ば
」
は
「
人
生
の
哀
憫
に
は
共
感
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
あ
な
た
を

思
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
読
み
取
れ
る
。
こ
う
し
た
「
ほ
の
か
」
な
文
字
の
使
い
方
は
、
出
仕

を
前
に
し
た
玉
鬘
が
蛍
宮
の
恋
情
に
肯
定
的
な
返
歌
を
書
い
た
際
、
歌
意
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
な
い
よ

う
文
字
を
薄
く
し
た
こ
と
と
酷
似
し
て
い
る
。

Ａ
の
後
に
「
つ
ら
き
人
し
も
こ
そ
と
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
た
ま
ふ
人
の
御
心
ざ
ま
な
る
。
つ
れ
な

な
が
ら
、
さ
る
べ
き
を
り
を
り
の
あ
は
れ
を
過
ぐ
し
た
ま
は
ぬ
、
こ
れ
こ
そ
か
た
み
に
情
な
さ
け

も
見
は
つ

べ
き
わ
ざ
な
れ
、
…
」（
葵
②
五
八
）
と
語
ら
れ
る
。
源
氏
は
自
身
に
冷
た
い
人
に
心
惹
か
れ
る
性
質

で
あ
り
、
ふ
だ
ん
は
そ
っ
け
な
い
も
の
の
、
然
る
べ
き
や
り
取
り
は
あ
る
と
い
う
関
係
で
こ
そ
、
長

く
思
い
合
え
る
と
、
朝
顔
を
評
価
す
る
。
源
氏
は
朝
顔
か
ら
肯
定
的
な
返
歌
を
得
て
い
な
が
ら
、「
つ

ら
き
人
し
も
こ
そ
」
と
朝
顔
の
心
が
自
身
に
向
い
て
い
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
。
こ
の
よ
う
な
叙
述

が
続
く
こ
と
は
、
朝
顔
が
文
字
を
「
ほ
の
か
」
に
書
い
た
理
由
が
、
源
氏
と
の
間
に
距
離
を
置
く
た

め
だ
と
解
す
る
根
拠
と
な
る
。
作
者
が
物
語
で
最
初
に
現
れ
る
朝
顔
の
歌
を
「
ほ
の
か
」
な
墨
色
で

書
か
せ
た
こ
と
は
、
源
氏
の
求
愛
を
生
涯
拒
み
続
け
る
朝
顔
の
人
物
像
を
描
く
に
あ
た
り
、
象
徴
的

な
意
味
を
持
つ
と
い
え
る
。

次
に
梅
枝
巻
の
朝
顔
の
和
歌
を
取
り
上
げ
る
。

Ｂ
前
斎
院
（
＝
朝
顔
）
よ
り
と
て
、
散
り
す
き
た
る
梅
の
枝
に
つ
け
た
る
御
文
持も

て
参
れ
り
。

（
略
）
沈ぢ
ん

の
箱
に
、
瑠る

り璃
の
坏つ
き

二
つ
据す

ゑ
て
、
大
き
に
ま
ろ
が
し
つ
つ
入
れ
た
ま
へ
り
。
心
こ
こ
ろ

葉ば

、
紺こ
ん

瑠る

り璃
に
は
五ご

え

ふ葉
の
枝
、
白
き
に
は
梅
を
彫ゑ

り
て
、
同
じ
く
ひ
き
結
び
た
る
糸
の
さ
ま

も
、
な
よ
び
か
に
な
ま
め
か
し
う
ぞ
し
た
ま
へ
る
。（
蛍
宮
）「
艶え
ん

な
る
も
の
の
さ
ま
か
な
」

と
て
、
御
目
と
ど
め
た
ま
へ
る
に
、

（
朝
顔
）
花
の
香
は
散
り
に
し
枝
に
と
ま
ら
ね
ど
う
つ
ら
む
袖
に
あ
さ
く
し
ま
め
や

ほ
の
か
な
る
を
御
覧
じ
つ
け
て
、
宮
（
＝
蛍
宮
）
は
こ
と
ご
と
し
う
誦ず

じ
た
ま
ふ
。（
略
）（
源

氏
）「
何
ご
と
か
は
は
べ
ら
む
。
隈く
ま
ぐ
ま々

し
く
思
し
た
る
こ
そ
苦
し
け
れ
」
と
て
、
御
硯す
ず
りの

つ

い
で
に
、

７－２



人
間
文
化
創
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科
学
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第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

（
源
氏
）
花
の
枝え

に
い
と
ど
心
を
し
む
る
か
な
人
の
と
が
め
ん
香
を
ば
つ
つ
め
ど

と
や
あ
り
つ
ら
む
。 

（
梅
枝
③
四
〇
五
〜
四
〇
七
）

明
石
の
姫
君
の
東
宮
参
入
の
準
備
と
し
て
、
源
氏
は
親
し
い
人
々
に
香
の
作
成
を
依
頼
し
た
。
源

氏
の
弟
蛍
宮
が
六
条
院
を
訪
れ
て
い
る
時
に
、
朝
顔
か
ら
香
に
添
え
て
わ
ず
か
に
散
り
残
る
梅
の
枝

と
手
紙
が
届
く
。
心
葉
に
添
え
ら
れ
た
朝
顔
の
歌
（
注
4
）は

、「
花
の
香
り
は
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
枝
に
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
香
り
を
移
す
（
お
方
の
）
袖
に
は
、
深
く
薫
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

し
ょ
う
」
と
い
う
。
盛
り
を
過
ぎ
た
自
分
に
は
魅
力
な
ど
な
い
も
の
の
、
姫
君
は
こ
れ
か
ら
素
敵
な

女
性
に
な
る
だ
ろ
う
の
意
で
あ
る
。

鈴
木
日
出
男
氏
は
、
女
歌
の
発
想
の
根
源
に
は
否
定
的
な
契
機
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
対
人
性
に
執

す
る
場
合
に
、
相
手
を
言
い
ま
か
そ
う
と
す
る
切
り
返
し
の
ひ
び
き
が
強
ま
り
、
逆
に
自
己
に
執
す

る
場
合
に
は
、
孤
独
な
内
容
や
悲
哀
の
心
象
風
景
の
色
彩
が
強
め
ら
れ
る
（
注
5
）」

と
す
る
。

朝
顔
の
歌
は
明
石
の
姫
君
に
対
す
る
言
祝
ぎ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
上
の
句
は
「
自
己
に
執
す
る
」

内
容
で
、
こ
れ
は
単
に
明
石
の
姫
君
を
祝
う
た
め
な
ら
必
要
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
薄
い
墨
色
に
よ

る
朝
顔
の
筆
跡
は
、「
盛
り
を
過
ぎ
た
自
身
」
の
孤
独
と
悲
哀
の
色
彩
を
強
化
す
る
。

源
氏
の
返
歌
か
ら
も
考
え
る
。
源
氏
は
、
朝
顔
を
「
花
の
枝
」
と
し
、「
花
の
枝え

に
ま
す
ま
す
心

惹
か
れ
ま
す
。
あ
な
た
は
人
が
見
咎
め
る
と
思
っ
て
香
を
隠
し
て
い
ま
す
が
」
と
返
歌
し
た
。
こ
の

よ
う
に
源
氏
は
「
花
の
枝
」
で
あ
る
朝
顔
に
い
っ
そ
う
心
引
か
れ
る
と
し
、
朝
顔
を
た
た
え
る
。
こ

の
二
首
に
は
、「
私
に
は
も
は
や
存
在
価
値
が
あ
り
ま
せ
ん
」「
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
魅
力

的
で
す
よ
」
と
い
う
会
話
の
呼
吸
が
あ
る
。
薄
い
墨
の
色
は
「
私
の
女
性
と
し
て
の
価
値
は
も
う
あ

り
ま
せ
ん
」の
意
を
強
調
す
る
「
こ
と
ば
」
と
し
て
働
き
、「
い
と
ど
…
か
な
」
と
い
う
源
氏
の
返
歌

の
上
の
句
の
強
い
調
子
を
導
い
た
と
読
み
解
け
る
。

三　

「
薄
く
書
く
」―

藤
壺

紅
葉
賀
巻
で
の
藤
壺
の
筆
跡
に
関
す
る
叙
述
を
取
り
上
げ
る
。

Ｃ
御お

ま

へ前
の
前せ
ん
ざ
い栽
の
何
と
な
く
青
み
わ
た
れ
る
中
に
、
常と
こ
な
つ夏
の
は
な
や
か
に
咲
き
出
で
た
る
を
折

ら
せ
た
ま
ひ
て
、
命み
や
う
ぶ婦
の
君
の
も
と
に
書
き
た
ま
ふ
こ
と
多
か
る
べ
し
。

　

（
源
氏
）「
よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
慰
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花

花
に
咲
か
な
ん
と
思
ひ
た
ま
へ
し
も
、
か
ひ
な
き
世
に
は
べ
り
け
れ
ば
」
と
あ
り
。
さ
り
ぬ

べ
き
隙ひ
ま

に
や
あ
り
け
む
、
御
覧
ぜ
さ
せ
て
、（
命
婦
）「
た
だ
塵ち
り

ば
か
り
、
こ
の
花
び
ら
に
」

と
聞
こ
ゆ
る
を
、
わ
が
御
心
に
も
、
も
の
い
と
あ
は
れ
に
思
し
知
ら
る
る
ほ
ど
に
て
、

（
藤
壺
）
袖そ
で

ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま
と
な
で
し
こ

と
ば
か
り
、
ほ
の
か
に
書
き
さ
し
た
る
や
う
な
る
を
、（
命
婦
ハ
源
氏
ニ
）
喜
び
な
が
ら
奉
れ
る
、

例
の
こ
と
な
れ
ば
、
し
る
し
あ
ら
じ
か
し
と
く
づ
ほ
れ
て
な
が
め
臥
し
た
ま
へ
る
に
、
胸
う
ち

さ
わ
ぎ
て
い
み
じ
く
う
れ
し
き
に
も
涙
落
ち
ぬ
。 

（
紅
葉
賀
①
三
三
〇
〜
三
三
一
）

　

誕
生
間
も
な
い
若
宮
と
宮
中
で
対
面
し
、
自
邸
二
条
院
に
戻
っ
た
源
氏
は
常
夏
の
花
を
折
り
、
藤

壺
へ
の
手
紙
を
命
婦
の
君
に
託
し
た
。
源
氏
は
、
撫
子
の
花
を
若
宮
と
思
っ
て
見
て
も
心
は
な
ご
ま

ず
涙
に
濡
れ
る
と
詠
み
、
若
宮
の
美
し
い
成
長
を
願
っ
て
も
二
人
の
仲
は
甲
斐
の
な
い
も
の
と
嘆
く

言
葉
を
添
え
た
。
命
婦
は
わ
ず
か
で
も
返
事
を
書
く
よ
う
勧
め
、
藤
壺
は
「
袖
ぬ
る
る
〜
」
の
歌
を

「
ほ
の
か
に
」
書
い
た
。

藤
壺
の
歌
は
周
知
の
よ
う
に
「
袖
」
お
よ
び
「
ぬ
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
説
が
分
か
れ
る
。「
袖
」

に
つ
い
て
は
、
藤
壺
の
歌
を
単
独
で
読
め
ば
「
袖
」
は
詠
歌
主
体
（
藤
壺
）
の
そ
れ
と
読
め
る
が
、

こ
こ
は
贈
答
歌
な
の
で
贈
歌
の
「
露
け
さ
ま
さ
る
」
に
応
じ
た
「
源
氏
の
袖
」
と
解
す
る
の
が
適
切

と
考
え
る
。
し
か
し
、
難
問
は
「
う
と
ま
れ
ぬ
」
の
「
ぬ
」
は
打
消
か
完
了
か
の
解
釈
で
あ
る
。
現

代
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
に
お
け
る
こ
の
難
問
に
対
し
、
本
稿
で
は
新
説
を
提
示
す
る
用
意
が
な
い
。

筆
跡
表
現
が
心
情
表
現
と
な
る
と
の
観
点
か
ら
、
完
了
説
、
打
消
説
の
双
方
に
即
し
て
、「
ほ
の
か
」

の
働
き
を
考
察
す
る
。

ま
ず
『
集
成
』『
新
全
集
』『
新
大
系
』
な
ど
現
代
の
諸
注
で
優
勢
の
説
で
あ
る
完
了
説
に
即
し
て
考

え
る
。
完
了
説
を
と
る
研
究
論
文
は
、
源
氏
と
の
不
倫
関
係
に
よ
る
藤
壺
の
葛
藤
や
、「
時
鳥
汝な

が

鳴
く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
思
ふ
も
の
か
ら
」（
古
今
集
・
夏
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
な

ど
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
平
安
時
代
の
和
歌
を
根
拠
と
す
る
（
注
6
）。
ま
た
、
王
権
の
問
題
を
中
心
に
論
じ

る
中
で
、
藤
壺
の
歌
の
「
ぬ
」
を
完
了
と
判
断
す
る
説
も
あ
る
（
注
7
）。

完
了
説
で
は
、
藤
壺
歌
は
、「
あ
な
た
の
袖
を
濡
ら
す
（
涙
の
）
露
に
縁
の
深
い
も
の
だ
と
思
う

と
ま
さ
に
、
や
は
り
こ
の
大
和
撫
子―

若
宮―

を
い
と
し
く
感
じ
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
し
ま
う
」
の

意
と
な
る
。
こ
う
し
た
和
歌
を
藤
壺
が
薄
い
墨
で
綴
っ
た
の
は
「
あ
な
た
に
ゆ
か
り
の
我
が
子
が
疎

ま
し
い
」
と
の
意
味
を
弱
め
る
た
め
と
解
せ
よ
う
。
そ
う
し
た
墨
色
の
用
い
方
は
玉
鬘
の
「
ほ
の
か
」

に
も
あ
っ
た
。
藤
壺
は
「
疎
ま
し
い
」
と
詠
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
ほ
の
か
」
に
書
く
こ
と
で
、

歌
の
内
容
と
は
相
反
す
る
心
情
を
表
現
し
、
さ
ら
に
、
途
中
で
筆
を
止
め
た
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
、

は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
心
情
が
あ
る
こ
と
を
表
し
た
。
藤
壺
の
淡
い
墨
色
は
「
い
と
お
し
い
若
宮
」

と
の
「
こ
と
ば
」
と
し
て
読
み
取
れ
る
。
藤
壺
が
和
歌
と
そ
の
書
き
ぶ
り
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て

若
宮
へ
の
愛
情
を
も
表
現
し
た
と
す
る
と
、
源
氏
が
涙
し
た
の
は
、
思
い
が
け
ず
返
事
が
得
ら
れ
た

こ
と
に
加
え
、
そ
う
し
た
藤
壺
の
心
情
に
触
れ
た
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

７－３



朴　

薄
く
書
く
和
歌
（
続
）

　

次
に
、
本
居
宣
長
の
「
四
の
句
、
猶
う
と
ま
れ
ざ
る
也
」（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
）
な
ど
以
来
の
、

打
消
説
に
即
し
て
考
察
し
よ
う
。
打
消
説
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
俊
成
女
が
藤
壺
の
歌
を
本
歌
取
り
し
、

「
咲
け
ば
散
る
花
の
憂
き
世
と
思
ふ
に
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
山
桜
か
な
」（
続
後
撰
集
・
春
下
）
と
、

「
ぬ
」
を
打
消
で
詠
ん
だ
こ
と
が
有
力
な
根
拠
に
な
る
。
打
消
説
は
『
源
氏
物
語
』
よ
り
後
の
時
代

の
和
歌
を
根
拠
に
挙
げ
る
場
合
が
多
い
（
注
8
）。

打
消
説
で
は
、
藤
壺
歌
は
「
あ
な
た
の
袖
を
濡
ら
す
（
涙

の
）
露
に
縁
の
深
い
も
の
だ
と
思
う
と
、
や
は
り
愛
お
し
い
こ
の
大
和
撫
子―

若
宮―

」
の
意
と
な

る
。
我
が
子
へ
の
愛
情
の
歌
を
藤
壺
は
な
ぜ
「
ほ
の
か
」
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

藤
壺
の
筆
跡
に
関
し
、
山
崎
和
子
氏
は
、「
結
果
と
し
て
現
れ
出
た
も
の
は
、
墨
色
を
押
さ
え
る

と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
わ
が
子
へ
の
愛
情
を
抑
制
し
、
葛
藤
し

逡
巡
し
つ
つ
も
わ
ず
か
に
語
ら
れ
出
た
藤
壺
の
心
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指

摘
す
る
（
注
9
）。

ま
た
、
加
藤
睦
氏
も
藤
壺
の
複
雑
な
心
の
一
端
が
か
す
か
に
表
れ
て
い
る
と
し
、「
和
歌

の
後
に
、
語
り
手
が
「
ほ
の
か
に
書
き
さ
し
た
る
や
う
な
る
を
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た

事
情
に
対
応
し
た
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
）
10

（
注

。
吉
見
健
夫
氏
は
「
藤
壺
の
歌
は
（
略
）「
ほ
の
か
に
書
き

さ
し
た
る
や
う
な
る
」
と
、
い
か
に
も
は
か
な
い
書
き
ぶ
り
だ
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
答
歌
を
求

め
た
命
婦
の
言
葉
「
た
だ
塵
ば
か
り
」（
略
）
に
対
応
し
て
お
り
、
秘
事
に
関
わ
る
危
険
な
贈
歌
に
か

ろ
う
じ
て
応
じ
た
さ
ま
を
表
す
）
11

（
注

」
と
述
べ
る
。

　

藤
壺
の
歌
は
一
首
の
内
に
す
で
に
葛
藤
を
含
む
が
、
右
の
よ
う
な
諸
氏
の
指
摘
を
参
照
し
つ
つ
、

本
稿
の
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
考
え
た
い
。
和
歌
の
言
葉
が
「
な
で
し
こ
」
＝
若
宮
へ
の
愛

情
の
肯
定
だ
と
す
る
と
、「
ほ
の
か
」
な
墨
色
に
は
、
そ
れ
と
相
反
す
る
女
君
の
心
情
が
込
め
ら
れ

て
い
る
と
読
め
る
。
そ
れ
は
「
若
宮
を
手
放
し
で
い
と
お
し
む
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
「
こ
と

ば
」
と
し
て
解
せ
よ
う
。
藤
壺
は
、
Ａ
の
朝
顔
の
よ
う
に
源
氏
と
の
間
に
距
離
を
置
く
た
め
に
薄
い

墨
で
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

藤
壺
の
和
歌
の
言
葉
自
体
が
多
義
的
で
曖
昧
だ
と
は
考
え
な
い
。
作
者
は
ど
ち
ら
か
の
意
で
藤
壺

に
詠
ま
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
現
代
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
う
と
ま
し
い
、
う
と
ま

し
く
な
い
、
の
両
極
の
間
で
歌
意
を
決
め
が
た
い
が
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
に
し
て
も
、
歌
意
を
弱

め
て
調
整
す
る
表
現
と
し
て
、
薄
い
墨
色
と
い
う
筆
跡
表
現
が
あ
る
と
考
え
る
。
和
歌
の
言
葉
だ
け

で
は
表
現
し
き
れ
な
い
女
君
の
心
の
揺
れ
、
そ
の
揺
れ
幅
が
物
語
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
が
本
稿
の
主
張
で
あ
る
。

四
「
墨
つ
き
紛
ら
は
す
」
筆
跡―

明
石
の
君
と
前
斎
宮

「
ほ
の
か
」
以
外
に
文
字
を
墨
の
色
に
関
す
る
表
現
と
し
て
、
次
に
「
墨
つ
き
紛
ら
は
す
」
に
つ

い
て
考
察
す
る
。『
源
氏
物
語
』
中
に
「
ま
ぎ
ら
は
す
」
は
八
六
例
見
ら
れ
る
）
12

（
注

。
そ
れ
ら
は
「
か
く
す
」

「
ご
ま
か
す
」「
気
分
を
晴
ら
す
」
な
ど
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
る
。
最
も
多
い
例
は
、
悩
み
や
悲
し

み
が
あ
り
、
そ
れ
を
忘
れ
る
た
め
に
他
の
こ
と
に
心
を
移
す
こ
と
を
表
す
例
で
あ
る
。
具
体
的
な
例

を
見
る
と
、「
は
か
な
き
古ふ
る
う
た歌
、
物
語
な
ど
や
う
の
す
さ
び
ご
と
に
て
こ
そ
、
つ
れ
づ
れ
を
も
紛
ら

は
し
、
か
か
る
住
ま
ひ
を
も
思
ひ
慰
む
る
わ
ざ
な
め
れ
」（
蓬
生
②
三
三
〇
）
の
よ
う
な
例
が
、
私
が

数
え
た
と
こ
ろ
で
は
一
七
例
あ
っ
た
。

「（
紫
の
上
ハ
）
柱
隠
れ
に
ゐ
隠
れ
て
、
涙
を
紛
ら
は
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
な
ほ
こ
こ
ら
見
る
中

に
た
ぐ
ひ
な
か
り
け
り
と
、
思
し
知
ら
る
る
人
の
御
あ
り
さ
ま
な
り
」（
須
磨
②
一
七
三
）
の
よ
う

に
涙
や
顔
を
隠
す
場
合
が
一
二
例
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
言
い
訳
で
取
り
繕
う
様
子
を
表
す
例
が
一
二

例
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
元
日
の
夜
に
明
石
の
君
の
部
屋
に
泊
ま
っ
た
源
氏
が
公
卿
や
親
王
た

ち
へ
の
新
年
の
挨
拶
を
理
由
に
紫
の
上
と
対
面
し
な
い
例
「
今
日
は
臨り
ん
じ
き
ゃ
く

時
客
の
こ
と
に
紛
ら
は
し
て

ぞ
、
お
も
が
く
し
た
ま
ふ
。
上か
む
だ
ち
め

達
部
、
親み

こ王
た
ち
な
ど
、
例
の
残
る
な
く
参
り
た
ま
へ
り
。」（
初
音

③
一
五
一
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
装
う
、
誤
魔
化
す
こ
と
な
ど
を
表
す
例
が
一
一
例
あ
る
。
具
体

的
な
例
は
、「（
源
氏
ハ
）
鴨か
り

の
卵こ

の
い
と
多
か
る
を
御
覧
じ
て
、
柑か

ん

じ子
、
橘
た
ち
ば
なな

ど
や
う
に
紛
ら
は
し

て
、
わ
ざ
と
な
ら
ず
奉
た
て
ま
つれ

た
ま
ふ
。」（
真
木
柱
③
三
九
四
）
と
、
玉
鬘
が
懐
か
し
く
な
っ
た
源
氏
が
、

鴨
の
卵
を
飾
り
、
父
親
か
ら
の
何
で
も
な
い
時
候
の
便
り
の
よ
う
に
装
っ
た
場
合
な
ど
が
あ
る
。

「
い
と
わ
り
な
う
聞
き
苦
し
と
（
玉
鬘
ガ
）
思お
ぼ

い
た
れ
ば
、
い
と
ほ
し
う
て
、
の
た
ま
ひ
紛
ら
は

し
つ
つ
、（
源
氏
）「
内う

ち裏
に
の
た
ま
は
す
る
こ
と
な
む
い
と
ほ
し
き
を
…
」
」（
真
木
柱
③
三
五
五
）
の

よ
う
に
話
を
そ
ら
す
場
合
が
八
例
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
か
の
昔
お
ぼ
え
た
る
細ほ
そ
ど
の殿
の
局
つ
ぼ
ね

に
、
中
納

言
の
君
紛
ら
は
し
て
入
れ
た
て
ま
つ
る
。」（
賢
木
②
一
〇
五
）
の
よ
う
に
人
に
目
立
た
な
い
よ
う
行

動
す
る
例
が
六
例
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
書
く
こ
と
に
関
す
る
表
現
が
七
例
あ
る
。
そ
し

て
、
少
数
な
が
ら
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
す
る
こ
と
、
音
楽
、
世
話
を
す
る
こ
と
、
手
紙
を
書
く
こ
と
、

修
行
の
邪
魔
を
す
る
こ
と
、
普
段
の
素
顔
、
時
間
を
過
ご
す
こ
と
な
ど
に
関
す
る
表
現
の
例
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
ま
ぎ
ら
は
す
」
は
、
人
物
が
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
他
人
に
認
識
さ
れ
な

い
よ
う
工
夫
す
る
際
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
近
き
御み

て

ら寺
、
桂
か
つ
ら

殿ど
の

な
ど
に
お
は
し
ま
し
紛
ら
は
し
つ
つ
、
い
と
ま
ほ
に
は
乱
れ
た
ま
は
ね
ど
」（
薄
雲
②
四
四
一
）
と
、

源
氏
が
明
石
の
君
を
訪
ね
る
際
、
寺
や
桂
院
を
訪
問
す
る
か
の
よ
う
に
装
う
場
面
は
、
こ
う
し
た

「
ま
ぎ
ら
は
す
」
の
特
徴
が
顕
著
な
例
で
あ
る
。

７－４
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書
く
こ
と
に
関
わ
る
「
ま
ぎ
ら
は
す
」
は
、「
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
」（
夕
顔

①
一
四
〇
）、「
手
は
あ
し
げ
な
る
を
紛
ら
は
し
」（
夕
顔
①
一
九
一
）、「
墨
つ
き
濃
く
薄
く
紛
ら
は
し

て
」（
明
石
②
二
五
〇
）、「
墨
つ
き
な
ど
紛
ら
は
し
て
」（
澪
標
②
三
一
六
）、「
さ
か
し
ら
に
書
き
紛
ら

は
し
つ
つ
」（
朝
顔
②
四
七
七
）、「
紛
ら
は
し
書
い
た
る
濃こ

墨ず
み

、
薄う
す
ず
み墨
」（
少
女
③
六
三
）、「
い
と
苦
し

げ
に
言
ふ
か
ひ
な
く
書
き
紛
ら
は
し
た
ま
へ
る
さ
ま
」（
夕
霧
④
四
三
三
）
の
七
例
が
あ
る
。
こ
の
七

例
の
中
で
も
、
手
紙
の
や
り
取
り
に
和
歌
が
書
か
れ
、
墨
の
色
に
関
わ
る
表
現
「
（
墨
つ
き
）
紛
ら

は
す
」
と
あ
る
、
明
石
の
君
一
例
と
後
に
秋
好
中
宮
と
な
る
前
斎
宮
の
一
例
の
二
例
を
本
節
で
取
り

上
げ
る
。
は
っ
き
り
し
な
い
墨
の
色
を
意
図
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
女
君
た
ち
が
何
を
表
そ
う

と
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。
類
似
し
た
表
現
と
し
て
、
五
節
の
君
の
「
紛
ら
は
し
書
く
」
も
取
り
上

げ
、
夕
顔
の
「
紛
ら
は
す
」
と
源
氏
と
落
葉
の
宮
の
母
一
条
御
息
所
の
「
書
き
紛
ら
は
す
」
に
も
触

れ
る
。
単
に
筆
跡
の
欠
点
を
誤
魔
化
す
軒
端
荻
の
例
「
手
は
あ
し
げ
な
る
を
紛
ら
は
し
、
さ
れ
ば
み

て
書
い
た
る
さ
ま
品し
な

な
し
」（
夕
顔
①
一
九
一
）
や
、
文
面
の
内
容
の
み
を
表
す
例
「
（
源
氏
ト
朝
顔

ト
ノ
ヤ
リ
ト
リ
ヲ
書
キ
記
ス
モ
ノ
ノ
）
さ
か
し
ら
に
書
き
紛
ら
は
し
つ
つ
お
ぼ
つ
か
な
き
こ
と
も
多

か
り
け
り
」（
朝
顔
②
四
七
七
）
に
つ
い
て
は
、
取
り
上
げ
な
い
。

次
は
、
明
石
巻
の
明
石
の
君
の
例
で
あ
る
。

Ｄ
ま
た
の
日
、（
源
氏
）「
宣せ

ん

じ旨
書
き
は
見
知
ら
ず
な
ん
」
と
て
、

　

（
源
氏
）「
い
ぶ
せ
く
も
心
に
も
の
を
な
や
む
か
な
や
よ
や
い
か
に
と
問
ふ
人
も
な
み

言
ひ
が
た
み
」
と
、
こ
の
度た
び

は
、
い
と
い
た
う
な
よ
び
た
る
薄う
す
や
う様

に
、
い
と
う
つ
く
し
げ
に

書
き
た
ま
へ
り
。（
略
）
め
で
た
し
と
は
見
れ
ど
、
な
ず
ら
ひ
な
ら
ぬ
身
の
ほ
ど
の
い
み
じ

う
か
ひ
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
、
世
に
あ
る
も
の
と
尋
ね
知
り
た
ま
ふ
に
つ
け
て
涙
ぐ
ま
れ

て
、
さ
ら
に
例
の
動ど
う

な
き
を
、
せ
め
て
言
は
れ
て
、
浅
か
ら
ず
し
め
た
る
紫
の
紙
に
、
墨
つ

き
濃
く
薄
く
紛
ら
は
し
て
、

　

（
明
石
）
思
ふ
ら
ん
心
の
ほ
ど
や
や
よ
い
か
に
ま
だ
見
ぬ
人
の
聞
き
か
な
や
ま
む

手
の
さ
ま
書
き
た
る
さ
ま
な
ど
、
や
む
ご
と
な
き
人
に
い
た
う
劣
る
ま
じ
う
上
じ
や
う

衆ず

め
き
た

り
。 

（
明
石
②
二
四
九
〜
二
五
〇
）

　

須
磨
か
ら
明
石
へ
移
っ
た
源
氏
は
、
入
道
の
娘
で
あ
る
明
石
の
君
と
文
を
交
わ
す
。「
墨
つ
き
紛

ら
は
す
」
は
源
氏
の
二
度
目
の
手
紙
に
対
す
る
明
石
の
君
の
返
事
に
現
れ
る
。
源
氏
の
贈
歌
は
言
葉

を
交
わ
す
相
手
の
い
な
い
つ
ら
さ
を
言
う
。
明
石
の
君
は
返
事
を
書
こ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
周
囲

に
責
め
ら
れ
、「
私
を
想
っ
て
い
る
と
い
う
あ
な
た
の
心
は
、
さ
あ
ど
の
程
度
で
し
ょ
う
か
。
ま
だ

逢
っ
て
も
い
な
い
あ
な
た
が
、
噂
を
聞
い
た
だ
け
で
苦
し
む
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
歌
を
「
墨
つ
き

濃
く
薄
く
紛
ら
は
し
て
」
書
い
た
。

明
石
の
君
の
返
歌
に
つ
い
て
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
、「
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
切
り
返
し
の
発
想
は
、

源
氏
そ
の
人
へ
の
拒
否
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
反
発
を
旨
と
す
る
女
歌
の
、
典
型
的
な

表
現
と
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。（
略
）
源
氏
の
切
な
い
懸
想
の
贈
歌
と
、
そ
れ
を
さ
り
げ
な
く
切
り

返
す
明
石
の
君
の
返
歌
の
間
に
は
、
た
が
い
に
心
を
ふ
れ
あ
わ
せ
る
呼
吸
が
息
づ
い
て
い
る
）
13

（
注

」
と
指

摘
す
る
。
ま
た
藤
井
貞
和
氏
は
、「
才
気
の
あ
る
、
若
い
張
り
を
き
か
せ
た
こ
の
返
歌
は
源
氏
を
魅ひ

き
つ
け
る
も
の
を
秘
め
て
物
語
の
な
か
に
置
か
れ
た
、
と
見
た
い
。「
ま
だ
見
ぬ
人
の
」
の
一
句
は

男
を
さ
そ
う
）
14

（
注

」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
は
和
歌
の
言
葉
の
意
味
か
ら
そ
の
働
き
を
解
し
た
理
解
と
し

て
適
切
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
和
歌
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
筆
跡
に
込
め
ら
れ
た
女
君
の
心

情
を
読
み
込
み
た
い
。

「
墨
つ
き
濃
く
薄
く
紛
ら
は
し
て
」
は
、
部
分
的
に
、
紫
色
の
紙
に
溶
け
込
ん
で
見
え
に
く
い
ほ

ど
薄
い
箇
所
が
あ
り
、
読
み
に
く
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
と
解
せ
る
。「
手
の
さ
ま
…
や
む

ご
と
な
き
人
に
い
た
う
劣
る
ま
じ
う
上
衆
め
き
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
濃
淡
の
変
化
は
結
果
的
に

は
美
的
表
象
と
な
る
が
）
15

（
注

、
読
み
に
く
く
書
く
意
図
は
ま
た
別
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
前
述
し
た
「
ま

ぎ
ら
は
す
」
の
考
察
か
ら
も
意
識
的
に
工
夫
さ
れ
た
筆
跡
と
考
え
ら
れ
る
。

前
後
の
文
脈
に
根
拠
を
求
め
つ
つ
解
釈
す
る
。
明
石
の
君
が
、
父
入
道
か
ら
源
氏
の
最
初
の
手
紙

に
返
事
を
書
く
よ
う
勧
め
ら
れ
た
場
面
に
、「
内
に
入
り
て
そ
そ
の
か
せ
ど
、
む
す
め
は
さ
ら
に
聞

か
ず
。
い
と
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
文
の
さ
ま
に
、
さ
し
出
で
む
手
つ
き
も
恥
づ
か
し
う
つ
つ
ま
し
う
、

人
の
御
ほ
ど
わ
が
身
の
ほ
ど
思
ふ
に
こ
よ
な
く
て
、
心
地
あ
し
と
て
寄
り
臥ふ

し
ぬ
。
言
ひ
わ
び
て
入

道
ぞ
書
く
」（
明
石
②
二
四
八
）
と
あ
る
。
明
石
の
君
は
、
返
事
を
書
く
こ
と
を
思
う
と
、
自
身
の
筆

跡
（
「
手
つ
き
」
）
が
恥
ず
か
し
く
、
強
く
拒
否
し
た
。
Ｄ
の
「
墨
つ
き
濃
く
薄
く
紛
ら
は
し
て
」
は
、

こ
の
「
さ
し
出
で
む
手
つ
き
も
恥
づ
か
し
う
つ
つ
ま
し
う
」
に
対
応
し
よ
う
。

Ｄ
の
後
に
は
、「
女
は
た
、
な
か
な
か
や
む
ご
と
な
き
際き
は

の
人
よ
り
も
い
た
う
思
ひ
あ
が
り
て
、

ね
た
げ
に
も
て
な
し
き
こ
え
た
れ
ば
、
心
く
ら
べ
に
て
ぞ
過
ぎ
け
る
」（
明
石
②
二
五
一
）
と
あ
る
。

明
石
の
君
は
、
や
は
り
源
氏
に
容
易
に
な
び
か
ず
、
文
を
書
こ
う
と
し
な
い
。
Ｄ
の
「
濃
く
薄
く

紛
ら
は
し
」
た
筆
跡
に
つ
い
て
、『
新
全
集
』
は
「
源
氏
の
真
意
を
測
り
か
ね
て
悩
ん
で
い
る
意
の

返
歌
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
の
筆
跡
も
濃
淡
の
変
化
を
つ
け
て
自
ら
の
心
情
の
不
安
と
動
揺
を
暗
示
し

た
」
と
す
る
。
し
か
し
、「
ま
ぎ
ら
は
す
」
の
語
義
と
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
れ
ば
、「
不
安
と
動
揺
」

の
暗
示
よ
り
も
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
墨
の
色
を
変
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
石
の
君
は
、
女
歌
の
作
法
に
従
っ
て
反
発
的
な
和
歌
を
詠
む
が
、
自
筆
で
歌
を
書
く
こ
と
で
、

源
氏
と
の
交
流
が
始
ま
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
明
石
の
君
は
墨
の
色
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
源

氏
に
対
し
心
を
開
い
て
い
な
い
こ
と
を
表
す
。
そ
の
筆
跡
は
「
私
は
あ
な
た
と
交
際
を
望
み
ま
せ
ん
」

７－５
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薄
く
書
く
和
歌
（
続
）

と
い
う
「
こ
と
ば
」
と
解
せ
る
。

　

次
に
、
澪
標
巻
の
一
節
を
取
り
上
げ
、「
墨
つ
き
ま
ぎ
ら
は
す
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
た
い
。

Ｅ
雪
、
霙
み
ぞ
れ

か
き
乱
れ
荒
る
る
日
、
い
か
に
宮
の
あ
り
さ
ま
か
す
か
に
な
が
め
た
ま
ふ
ら
む
と
思

ひ
や
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
御
使
つ
か
ひ

奉
た
て
ま
つれ
た
ま
へ
り
。（
源
氏
）「
た
だ
今
の
空
を
、
い
か
に

御
覧
ず
ら
む
。

降
り
み
だ
れ
ひ
ま
な
き
空
に
亡な

き
ひ
と
の
天あ
ま

か
け
る
ら
む
宿
ぞ
か
な
し
き
」

空
色
の
紙
の
く
も
ら
は
し
き
に
書
い
た
ま
へ
り
。
若
き
人
の
御
目
に
と
ど
ま
る
ば
か
り
と
、

心
し
て
つ
く
ろ
ひ
た
ま
へ
る
、
い
と
目
も
あ
や
な
り
。
宮
は
い
と
聞
こ
え
に
く
く
し
た
ま
へ

ど
、
こ
れ
か
れ
、「
人
づ
て
に
は
、
い
と
便び
ん

な
き
こ
と
」
と
責せ

め
き
こ
ゆ
れ
ば
、
鈍に
び

色い
ろ

の
紙

の
い
と
か
う
ば
し
う
艶え
ん

な
る
に
、
墨
つ
き
な
ど
紛
ら
は
し
て
、

（
前
斎
宮
）
消
え
が
て
に
ふ
る
ぞ
悲
し
き
か
き
く
ら
し
わ
が
身
そ
れ
と
も
思
ほ
え
ぬ
世
に

つ
つ
ま
し
げ
な
る
書
き
ざ
ま
、
い
と
お
ほ
ど
か
に
、
御
手て

す
ぐ
れ
て
は
あ
ら
ね
ど
、
ら
う
た

げ
に
あ
て
は
か
な
る
筋
に
見
ゆ
。 

（
澪
標
②
三
一
五
〜
三
一
六
）

六
条
御
息
所
が
亡
く
な
り
、
雪
と
霙
が
降
り
乱
れ
た
日
、
源
氏
は
、
御
息
所
と
故
前
坊
と
の
娘
、

前
斎
宮
の
こ
と
が
気
が
か
り
に
な
る
。
前
斎
宮
を
心
配
す
る
源
氏
の
手
紙
は
、
今
の
空
の
色
に
合
わ

せ
て
曇
り
を
お
び
た
紙
に
書
か
れ
、
ま
ば
ゆ
い
ほ
ど
に
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
前
斎
宮
は
返
事
を
書
き

が
た
く
思
っ
た
が
、
周
囲
に
責
め
ら
れ
て
鈍
色
の
紙
に
書
い
た
。
前
斎
宮
は
「
雪
や
霙
が
消
え
そ
う

も
な
い
ほ
ど
「
降
る
」
の
「
ふ
る
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
世
に
「
経ふ

る
」、
生
き
長
ら
え
て
い
る
の

が
悲
し
く
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
空
の
よ
う
に
目
の
前
が
ま
っ
暗
に
な
り
、
自
分
が
自
分
だ
と
も
思
え

な
い
現
世
で
」
と
返
歌
し
た
。
贈
歌
と
共
有
す
る
言
葉
は
「
降
る
」
と
「
悲
し
」
で
あ
る
。
前
斎
宮

を
思
い
や
る
源
氏
の
贈
歌
に
対
し
、
否
定
的
に
自
己
に
執
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
が
悲
し
い
と
詠
む
。

「
墨
つ
き
な
ど
紛
ら
は
し
て
」
に
つ
い
て
、『
新
大
系
』
は
「
ほ
の
か
に
か
け
る
さ
ま
也
。
さ
の
み

墨
く
ろ
に
か
く
は
、
ほ
め
ぬ
事
と
い
へ
り
」
と
の
『
万
水
一
露
』
説
を
引
く
。『
新
全
集
』
は
「
筆

跡
を
濃
く
薄
く
、
料
紙
の
鈍
色
に
配
合
さ
せ
る
」
と
注
す
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、「
濃
く
薄
く
」

と
い
う
言
葉
は
な
い
が
、
明
石
の
君
の
例
を
参
照
す
れ
ば
、「
墨
つ
き
紛
ら
は
す
」
は
墨
色
の
濃
淡

に
つ
い
て
書
い
た
も
の
と
解
せ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
五
節
の
君
の
場
合
に
も
墨
の
濃
淡
と
「
紛

ら
は
す
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
。

Ｄ
の
明
石
の
君
の
場
合
と
同
様
、
Ｅ
の
前
斎
宮
も
、
源
氏
へ
の
返
事
を
書
く
ま
で
時
間
が
か
か
り
、

周
囲
に
要
請
さ
れ
て
書
い
て
い
る
。 

Ｅ
の
前
に
「
宮
に
は
、
常
に
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
や
う

や
う
御
心
静
ま
り
た
ま
ひ
て
は
、
み
づ
か
ら
御
返
り
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
つ
つ
ま
し
う
思
し
た
れ

ど
、
御
乳め

の

と母
な
ど
、「
か
た
じ
け
な
し
」
と
、
そ
そ
の
か
し
き
こ
ゆ
る
な
り
け
り
」（
澪
標
②
三
一
五
）

と
あ
る
。
気
が
進
ま
な
い
中
、
促
さ
れ
て
書
く
場
合
の
具
体
例
と
し
て
Ｅ
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｅ
の
後

に
は
、「
わ
り
な
く
も
の
恥
ぢ
を
し
た
ま
ふ
奥
ま
り
た
る
人
ざ
ま
に
て
、
ほ
の
か
に
も
御
声
な
ど
聞
か

せ
た
て
ま
つ
ら
む
は
、
い
と
世
に
な
く
め
づ
ら
か
な
る
こ
と
と
思
し
た
れ
ば
」（
澪
標
②
三
一
七
）
と
、

前
斎
宮
は
内
気
な
性
格
で
源
氏
と
小
さ
い
声
で
も
話
す
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
。

す
ら
す
ら
と
明
瞭
に
書
か
ず
、
言
葉
を
停
滞
さ
せ
る
よ
う
に
墨
色
の
濃
淡
を
取
り
ま
ぜ
て
書
く
こ

と
は
前
斎
宮
の
消
極
的
な
意
思
表
示
と
考
え
ら
れ
る
。
前
斎
宮
の
筆
跡
は
、
源
氏
「
つ
つ
ま
し
げ
な

る
書
き
ざ
ま
」
と
受
け
取
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
内
気
な
性
格
を
現
し
て
い
る
。
前
斎
宮
は
墨
色
を
変

化
さ
せ
、
悲
し
み
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
母
を
苦
悩
さ
せ
た
源
氏
へ
の
不
快
感
を
ひ
そ
や
か
に
表

明
し
て
い
る
と
解
せ
よ
う
。
源
氏
に
返
事
を
書
く
礼
儀
を
見
せ
つ
つ
も
、
墨
の
色
で
源
氏
へ
の
拒
否

感
を
表
す
。
こ
こ
で
は
「
墨
つ
き
ま
ぎ
ら
わ
す
」
筆
跡
は
「
母
の
こ
と
を
思
う
と
つ
ら
く
思
わ
れ
ま

す
」
と
い
う
意
の
「
こ
と
ば
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

次
に
、
少
女
巻
の
五
節
の
君
の
和
歌
を
取
り
上
げ
る
。

Ｆ
殿
（
＝
源
氏
）
参
り
た
ま
ひ
て
御
覧
ず
る
に
、
昔
御
目
と
ま
り
た
ま
ひ
し
少を

と

め女
の
姿
思
ひ
出

づ
。
辰た
つ

の
日
の
暮く
れ

つ
方か
た

つ
か
は
す
。
御
文ふ
み

の
中う
ち

思
ひ
や
る
べ
し
。

　

（
源
氏
）
を
と
め
ご
も
神
さ
び
ぬ
ら
し
天あ
ま

つ
袖
ふ
る
き
世
の
友
よ
は
ひ
経へ

ぬ
れ
ば

年
月
の
積
も
り
を
数
へ
て
、
う
ち
思
し
け
る
ま
ま
の
あ
は
れ
を
え
忍
び
た
ま
は
ぬ
ば
か
り
の

を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
る
も
は
か
な
し
や
。

　

（
五
節
）
か
け
て
い
へ
ば
今け

ふ日
の
こ
と
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
日
か
げ
の
霜
の
袖
に
と
け
し
も

青あ
を
ず
り摺

の
紙
よ
く
と
り
あ
へ
て
、
紛
ら
は
し
書
い
た
る
濃こ

墨ず
み

、
薄う
す
ず
み墨

、
草
が
ち
に
う
ち
ま
ぜ
乱

れ
た
る
も
、
人
の
ほ
ど
に
つ
け
て
は
を
か
し
と
御
覧
ず
。 

（
少
女
③
六
三
）

冷
泉
朝
で
の
五
節
舞
姫
の
儀
式
が
あ
っ
た
際
、
源
氏
も
参
内
し
て
舞
姫
た
ち
を
見
る
。
源
氏
は
か

つ
て
舞
姫
を
務
め
た
五
節
の
君
を
思
い
出
し
て
手
紙
を
送
る
。
源
氏
は
年
月
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た

が
、
忘
れ
て
い
な
い
と
和
歌
を
贈
る
。
五
節
の
君
は
「
舞
姫
だ
っ
た
私
が
霜
が
溶
け
る
よ
う
に
、
あ

な
た
に
う
ち
解
け
た
こ
と
が
今
日
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」
と
返
歌
し
た
。「
紛
ら
は
し
書
い
た
る
」

に
つ
い
て
『
新
全
集
』
は
「
誰
の
筆
跡
か
人
に
分
ら
ぬ
よ
う
に
」
と
注
す
る
。

五
節
の
君
の
墨
の
濃
淡
を
「
紛
ら
は
す
」
筆
跡
に
は
、「
言
い
に
く
い
こ
と
で
す
が
」
と
の
「
こ

と
ば
」
が
読
み
取
れ
よ
う
。
明
石
の
君
や
前
斎
宮
の
場
合
と
は
言
い
難
さ
の
質
が
異
な
る
が
、「
言

い
に
く
い
が
言
う
」
と
い
う
逡
巡
を
筆
跡
に
表
す
点
で
共
通
す
る
。

類
似
し
た
表
現
は
夕
顔
の
筆
跡
に
も
表
れ
る
。
夕
顔
が
源
氏
に
出
会
う
際
に
贈
っ
た
扇
の
和
歌

「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
に
つ
い
て
、「
そ
こ
は
か
と
な
く
書

き
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
も
あ
て
は
か
に
ゆ
ゑ
づ
き
た
れ
ば
」（
夕
顔
①
一
四
〇
）
と
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ

７－６
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い
て
『
湖
月
抄
』
は
「
夕
顔
上
只
今
忍
び
て
爰
に
居
給
へ
ば
、
此
歌
も
夕
顔
や
ら
ん
、
官
女
や
ら
ん

し
れ
ざ
る
や
う
に
、
か
き
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
な
る
べ
し
」
と
説
明
す
る
。
夕
顔
の
場
合
は
、
ど
の
よ

う
に
「
紛
ら
は
し
」
た
か
わ
か
り
に
く
い
が
、
自
分
の
存
在
を
隠
す
書
き
方
を
す
る
こ
と
で
、
周
り

の
目
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
大
胆
な
内
容
を
詠
む
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
源
氏
が
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
の
手
紙
を
見
て
、
自
身
の
過
去
を
思
い
出
す
場
面
に

「
昔
、
か
や
う
に
こ
ま
か
な
る
べ
き
を
り
ふ
し
に
も
、
言こ
と

そ
ぎ
つ
つ
こ
そ
書
き
紛
ら
は
し
し
か
」（
若

菜
下
④
二
五
三
）
と
あ
る
。
源
氏
の
歌
は
示
さ
れ
な
い
が
、「
紛
ら
は
し
」
た
筆
跡
で
書
く
こ
と
は
、

自
分
の
存
在
を
隠
す
方
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
落
葉
の
宮
の
母
一
条
御
息
所
が
夕
霧
に
送
っ
た
手
紙
に
つ
い
て
「
い
と
苦
し
げ
に
言
ふ

か
ひ
な
く
書
き
紛
ら
は
し
た
ま
へ
る
さ
ま
に
て
」（
夕
霧
④
四
三
三
）
の
例
で
は
、
病
中
の
一
条
御
息

所
の
筆
跡
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
右
の
例
は
「
存
在
を
隠
す
」
の
書
き
方
で
は
な
い
が
、
今

ま
で
の
「
ま
ぎ
ら
は
す
」
と
同
様
、「
分
り
に
く
い
」「
読
み
に
く
い
」
状
態
で
あ
る
と
い
え
る
。

結
論

以
上
、
墨
の
濃
淡
を
表
す
「
ほ
の
か
」
と
「
（
墨
つ
き
）
紛
ら
は
す
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。
朝
顔

は
葵
巻
の
歌
で
は
葵
の
上
を
亡
く
し
た
源
氏
を
慰
め
る
一
方
、「
ほ
の
か
」
な
墨
の
色
で
源
氏
へ
の

好
意
の
限
界
を
表
現
す
る
。
ま
た
、
梅
枝
巻
で
は
自
己
否
定
的
な
歌
の
内
容
を
「
ほ
の
か
」
に
書
く

こ
と
で
「
自
己
否
定
性
」
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
。
藤
壺
は
若
宮
へ
の
愛
情
の
有
無
の
表
明
を
弱
め
る

た
め
、
和
歌
を
薄
く
「
ほ
の
か
」
に
書
い
た
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
ま
ぎ
ら
は
す
」
は
、
本
来
の
目
的
を
他
人
が
認
識
し
に
く
く
な
る
よ
う
に
工

夫
す
る
の
意
を
表
す
。
そ
の
作
為
性
を
前
提
に
、
明
石
の
君
と
前
斎
宮
の
「
（
墨
つ
き
）
ま
ぎ
ら
は
す
」

に
つ
い
て
考
え
る
と
、
し
ぶ
し
ぶ
源
氏
へ
の
返
事
を
書
く
際
の
「
ま
ぎ
ら
は
す
」
筆
跡
は
、
源
氏
へ

の
拒
否
感
を
表
す
「
こ
と
ば
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
解
せ
る
。
ま
た
、
五
節
の
君
と
夕
顔
は
自
ら

男
性
を
誘
う
よ
う
な
大
胆
な
歌
を
詠
み
な
が
ら
、
そ
の
文
字
の
濃
淡
を
「
ま
ぎ
ら
は
し
」
て
綴
っ
た

こ
と
で
、
誰
が
詠
ん
だ
の
か
明
確
に
さ
せ
な
い
。

本
稿
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
墨
の
濃
淡
に
関
す
る
表
現
を
中
心
に
論
じ
た
。
女
君
た
ち
は
繊

細
な
筆
遣
い
に
よ
っ
て
自
身
の
感
情
を
表
し
て
お
り
、
筆
跡
は
女
君
た
ち
の
心
情
を
表
す
「
こ
と
ば
」

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
墨
の
濃
淡
に
関
わ
る
筆
跡
以
外
に
も
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）　

朴
英
美
「
薄
く
書
く
和
歌―

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
こ
と
ば
」
と
し
て
の
筆
跡―

」『
日
本
文
学
』
第

六
十
四
巻
第
六
号
、（
二
〇
一
五
年
六
月
）。

（
２
）　

石
川
九
楊
『
書
と
は
ど
う
い
う
芸
術
か
（
中
公
新
書
）』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
四
年
）、
二
三
〜
二
四
頁
。

（
３
）　

荻
野
絵
美
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
つ
ら
き
人
」―

朝
顔
の
姫
君
の
存
在
意
識
に
つ
い
て
」『
滝
川
国
文
』

第
二
九
号
、（
二
〇
一
三
年
三
月
）、
七
三
頁
。

（
４
）　

引
用
の
中
略
部
分
に
「
御
文
は
ひ
き
隠
し
つ
」
と
あ
り
、
蛍
宮
が
香
壺
の
心
葉
を
注
視
し
て
和
歌
を
見
出
す

と
い
う
こ
と
か
ら
、
Ｂ
の
歌
は
心
葉
に
添
え
ら
れ
て
い
た
と
解
せ
る
。
こ
の
点
で
、
鈴
木
裕
子
「
朝
顔
の
姫
君

と
光
源
氏
の
和
歌
贈
答―

物
語
世
界
の
地
脈
を
探
っ
て―

」（
『
源
氏
物
語
の
展
望
』
第
八
輯
（
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）、
三
九
〜
四
〇
頁
）、
の
説
に
従
う
が
、
ど
の
よ
う
に
「
心
葉
に
書
き
付
け
ら
れ
て
い
た
」

の
か
は
や
や
わ
か
り
に
く
い
。

（
５
）　

鈴
木
日
出
男
「
女
歌
の
本
性
」『
古
代
和
歌
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）、
五
四
〜
五
五
頁
、
初

出
一
九
八
九
年
。

（
６
）　

阿
部
秋
生
「
藤
壺
の
宮
と
光
源
氏
（
一
）
」『
文
学
』
第
五
七
巻
第
八
号
（
一
九
八
九
年
八
月
）。
鈴
木
日
出
男
『
源

氏
物
語
歳
時
記
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
初
出
一
九
八
九
年
。
川
島
絹
江
「
藤
壺

の
和
歌―

『
伊
勢
物
語
』
の
受
容
の
方
法―

」『
源
氏
物
語
の
源
泉
と
継
承
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
初
出

一
九
九
二
年
。
小
町
谷
照
彦
「
心
の
中
な
る
言―

藤
壺
を
め
ぐ
る
独
詠
歌―

」『
礫
』
一
七
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年

一
二
月
）。
鈴
木
宏
子
「
藤
壺
宮
の
流
儀―

「
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
」―

」『
王
朝
和
歌
の
想
像
力

―

古
今
集
と
源
氏
物
語
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
）、
初
出
二
〇
〇
四
年
。
工
藤
重
矩
「
紅
葉
賀
巻
「
袖
ぬ
る

る
」
の
和
歌
解
釈―

文
法
と
和
歌
構
文―

」『
源
氏
物
語
の
婚
姻
と
和
歌
解
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）、
初

出
二
〇
〇
七
年
。

（
７
）　

土
方
洋
一
「
高
貴
さ
と
い
う
主
題―

藤
壺
物
語―

」『
物
語
史
の
解
析
学
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
初
出

二
〇
〇
〇
年
。
藤
井
貞
和
「
物
語
史
に
お
け
る
王
統
」
高
橋
亨
編
『
源
氏
物
語
と
帝
』（
森
話
社
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
８
）　

吉
見
健
夫
「
紅
葉
賀
巻
の
藤
壺―

贈
答
歌
の
解
釈
か
ら―

」『
中
古
文
学
論
攷
』
第
一
七
号
（
一
九
九
六
年

一
二
月
）。
柏
木
由
夫
「
「
紅
葉
賀
」
の
藤
壺
の
和
歌
「
袖
ぬ
る
る
…
」
の
解
釈
に
つ
い
て
」
伊
藤
博
ほ
か
編
『
王

朝
女
流
文
学
の
新
展
望
』（
竹
林
舎
、
二
〇
〇
三
年
）。
山
崎
和
子
「
〈
露
〉
の
縁

ゆ
か
り

の
〈
な
で
し
こ
〉
の
花
」『
源
氏

物
語
に
お
け
る
「
藤
壺
物
語
」
の
表
現
と
解
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
初
出
二
〇
〇
八
年
。
加
藤
睦
「
『
源

氏
物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
一
）」『
立
教
大
学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
』
第
九
号
（
二
〇
〇
九
年
八
月
）。
吉
見

健
夫
「
紅
葉
賀
巻
の
藤
壺
の
歌
「
袖
ぬ
る
る
〜
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て―

源
氏
物
語
の
和
歌
の
表
現
と
場
面
形

成―

」『
国
文
学
研
究
』
第
百
七
十
三
集　

早
稲
田
大
学
国
文
学
会
（
二
〇
一
四
年
六
月
）。

（
９
）
山
崎
和
子
氏
注
（
８
）
前
掲
論
文
、
前
掲
書
一
四
一
頁
。
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朴　

薄
く
書
く
和
歌
（
続
）

（
10
）　

加
藤
睦
氏
注
（
８
）
前
掲
論
文
、
前
掲
誌
一
〇
頁
。

（
11
）　

吉
見
健
夫
（
８
）
前
掲
論
文
、
前
掲
誌
九
頁
。

（
12
）　

「
ま
ぎ
ら
は
す
」
の
用
例
は
『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
』（
勉
誠
社
）
と
「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
」
のw

eb

検
索
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
「
言
ひ
ま
ぎ
ら
は
す
」
の
よ
う
な
複
合
語
も
用
例
に
含
め
て
考
察
し
た
。

（
13
）　

鈴
木
日
出
男
「
明
石
の
君
の
歌
」『
成
蹊
國
文
』
第
四
三
号
、（
二
〇
一
〇
年
三
月
）。

（
14
）　

藤
井
貞
和
「
明
石
の
君　

歌
の
挫
折
」『
源
氏
物
語
入
門
（
講
談
社
学
術
文
庫
）』（
講
談
社
、
一
九
九
六
年
）、

初
出
一
九
七
九
年
。

（
15
）　

駒
井
鵞
静
『
源
氏
物
語
と
か
な
書
道
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）、
一
一
頁
。

＊
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。
ま
た
、

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
『
新
全
集
』、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
）
は
『
集
成
』、『
新

日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
は
『
新
大
系
』
の
略
称
を
用
い
た
。
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Waka poems Written in Pale India Ink in Genzi-monogatari (Vol.2)

PARK  Youngmi

Abstract

 In this paper, I look at the relationships between waka poems and calligraphy in Genji-monogatari. 
For example, Asagao and Huzitsubo wrote their poems in pale India ink.  By faint color, sometimes 

the ladies wanted to represent another feeling as opposed to words of their poems, at other times 

they wanted to emphasise their self-denial in their poems.  The other ladies, Akashino-kimi and 

Akikonomu(Zensaigu) wrote their waka poems using both deep color and faint color.  It could be 

illegible Handwriting.By writing in this way, they wanted to represent feeling of refusal.  The word 
“Sumitsuki-magirawasu” or “Magirawasu” means writing using both deep color and faint color in 

Genzi-monogatari.  Thus the act of writing in Ink-color becames an important literary technique to 
exquisitely represent the female poets’ feelings in Genji-monogatari

Keywords: Genji－monogatari,  Handwriting,  Calligraphy, Pale india ink,  Waka poems
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