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第
一
七
巻　

二
〇
一
四
年

は
じ
め
に

六
条
御
息
所
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
名
筆
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。「
物
の
怪
」
を
中
心
に

論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
御
息
所
で
あ
る
が
、
能
書
家
で
あ
る
こ
と
が
人
物
造
型
の
重
要
な
要
素
で

あ
る
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
（
1
）。

こ
れ
ま
で
『
源
氏
物
語
』
中
の
書
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
、

御
息
所
の
筆
跡
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
（
2
）。
ま
た
、
作
中
に
語
ら
れ
た
御
息
所
の
手
紙
全
例
を
た
ど

る
大
門
君
子
氏
の
論
や
、「
文
字
ま
な
び
」
の
観
点
か
ら
御
息
所
と
源
氏
と
の
関
係
を
追
究
し
た
亀

田
夕
佳
氏
の
論
な
ど
が
あ
る
（
3
）。

『
源
氏
物
語
』
中
に
、
和
歌
を
中
心
と
し
た
御
息
所
の
手
紙
文
の
筆
跡
に
つ
い
て
四
回
（
葵
巻
二
回
、

賢
木
・
須
磨
巻
各
一
回
）
言
及
が
あ
り
、
梅
枝
巻
の
い
わ
ゆ
る
か
な
書
評
の
場
面
で
は
源
氏
が
御
息

所
の
筆
跡
を
回
顧
し
て
い
る
（
4
）。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
源
氏
の
評
価
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
従
来
の
論

は
、
主
に
御
息
所
の
筆
跡
を
受
け
と
め
る
源
氏
に
即
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
物
語
が
源
氏
の
視
線

を
通
し
て
語
る
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
一
方
で
ま
た
、
筆
跡
表
現
に
御
息
所
の
心
情

を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
は
こ
の
点
を
追
究
し
た
い
。
筆
跡
表
現
に
書
く

側
の
女
君
の
心
情
を
読
み
取
り
、
読
解
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

一　

葵
巻
の
六
条
御
息
所
の
二
つ
の
筆
跡

ま
ず
、
葵
巻
の
六
条
御
息
所
の
筆
跡
を
取
り
上
げ
る
。
葵
巻
は
、
六
条
あ
た
り
に
住
む
高
貴
な
女

性
と
し
か
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
御
息
所
が
、
故
東
宮
の
妃
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
伊

勢
に
下
向
す
る
斎
宮
の
母
君
で
あ
る
と
再
設
定
さ
れ
、
車
争
い
の
屈
辱
を
受
け
、
生
霊
化
し
て
葵
の

上
を
と
り
殺
す
と
い
う
よ
う
に
、
御
息
所
が
物
語
展
開
の
中
心
人
物
と
な
る
巻
で
あ
る
。
葵
巻
で
は

六
条
御
息
所
が
源
氏
に
贈
っ
た
和
歌
二
首
に
つ
い
て
筆
跡
表
現
が
あ
る
。

Ａ
御
文ふ
み

ば
か
り
ぞ
暮
つ
方
あ
る
。（
源
氏
）「
日
ご
ろ
す
こ
し
お
こ
た
る
さ
ま
な
り
つ
る
心
地
の
、

に
は
か
に
い
と
い
た
う
苦
し
げ
に
は
べ
る
を
、
え
引
き
避よ

か
で
な
む
」
と
あ
る
を
、
例
の
こ
と

つ
け
と
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、

（
御
息
所
）「
袖そ
で

ぬ
る
る
こ
ひ
ぢ
と
か
つ
は
知
り
な
が
ら
下お

り
立
つ
田た

ご子
の
み
づ
か
ら
ぞ
う
き

　
　

 

山
の
井
の
水
も
こ
と
わ
り
に
」
と
ぞ
あ
る
。
御
手て

は
な
ほ
こ
こ
ら
の
人
の
中
に
す
ぐ
れ
た
り
か

し
と
見
た
ま
ひ
つ
つ
、
い
か
に
ぞ
や
も
あ
る
世
か
な
、
心
も
容か

た

ち貌
も
と
り
ど
り
に
、
棄す

つ
べ
く

も
な
く
、
ま
た
思
ひ
定
む
べ
き
も
な
き
を
苦
し
う
思
さ
る
。 

（
葵
②
三
四
〜
三
五
）

車
争
い
の
後
、
苦
し
む
六
条
御
息
所
を
源
氏
は
訪
ね
た
。
翌
日
の
夕
暮
れ
、
御
息
所
に
源
氏
か
ら

の
手
紙
が
届
く
。
そ
こ
に
は
、
源
氏
の
子
を
身
籠
っ
て
い
る
葵
の
上
の
状
態
が
安
定
し
な
い
の
で
そ

ち
ら
に
行
け
な
い
と
あ
っ
た
。
御
息
所
は
こ
れ
を
、
い
つ
も
の
口
実
と
思
い
な
が
ら
も
、「
袖
を
濡

ら
す
恋
路
（
泥
）
と
知
り
な
が
ら
、
泥
に
下
り
立
つ
田
子
の
よ
う
に
、
恋
路
に
踏
み
込
ん
だ
私
は
、

身
の
つ
た
な
さ
を
思
い
ま
す　

『
山
の
井
の
水
』（
が
浅
く
て
袖
が
濡
れ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
の
思
い

が
浅
く
て
私
が
涙
に
濡
れ
る
の
）
も
当
然
で
」
と
返
事
の
和
歌
を
書
い
た
。
源
氏
は
御
息
所
の
筆
跡

は
多
く
の
女
性
の
中
で
優
れ
て
い
る
と
思
う
。
具
体
的
な
筆
跡
描
写
で
は
な
い
が
、「
御
手
は
な
ほ

こ
こ
ら
の
人
の
中
に
す
ぐ
れ
た
り
か
し
」
と
源
氏
が
思
う
ほ
ど
美
し
い
文
字
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
こ
れ
は
物
語
の
中
で
御
息
所
が
能
書
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
た
最
初
の
記
述
で
あ
る
。
御
息
所

が
能
書
家
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
と
さ
ら
な
人
物
紹
介
の
文
章
で
は
な
く
、
場
面
の
中
で
示
さ
れ
た
。

　

『
新
全
集
』
は
六
条
御
息
所
の
歌
に
つ
い
て
「
源
氏
へ
の
未
練
か
ら
、
異
例
の
女
か
ら
の
贈
歌
と

な
っ
た
」
と
注
す
る
。
源
氏
が
御
息
所
の
和
歌
を
引
き
出
し
た
と
す
る
高
木
和
子
氏
の
指
摘
も
あ
る

が
（
5
）、
こ
こ
で
は
和
歌
を
先
に
詠
ん
だ
の
が
御
息
所
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
今
井
久
代
氏
は
、

御
息
所
の
和
歌
が
「
隙
の
な
い
完
璧
な
詠
歌
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
山
の
井
の
水
も
こ
と

わ
り
に
」
と
添
え
ら
れ
た
「
こ
と
わ
り
」
に
も
着
目
し
、「
相
手
を
詰
る
の
で
な
く
、
仕
方
な
い
こ

と
も
何
も
か
も
わ
か
っ
て
い
る
、
と
理
知
的
な
態
度
を
鎧
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
に
理
知

と
品
格
を
装
お
う
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
女
の
側
か
ら
、
特
に
「
折
」
を
契
機
と
し
た
わ
け
で
も
な

く
歌
を
詠
み
か
け
た
と
こ
ろ
に
、
源
氏
に
強
く
訴
え
か
け
た
い
御
息
所
の
真
情
は
明
ら
か
で
あ
る
」

『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て
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朴　

『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て

と
述
べ
、
歌
意
と
と
も
に
、
歌
を
贈
る
行
為
か
ら
御
息
所
の
真
意
を
捉
え
る
（
6
）。

　

亀
田
夕
佳
氏
は
、「
山
の
井
」
の
語
が
、『
古
今
和
歌
集
』「
仮
名
序
」
に
手
習
い
の
初
め
の
歌
の
一

つ
と
さ
れ
る
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は
」
を
想
起
さ
せ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
御
息
所
が
「
山
の
井
の
水
」
と
添
え
た
の
は
、「
光
源
氏
に
女
手
を
教
え
た
頃
の
甘
や

か
な
思
い
出
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
自
分
が
光
源
氏
と
唯
一
つ

な
が
り
う
る
の
は
〈
文
字
〉
な
の
だ
と
自
覚
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
一
分

の
隙
も
な
く
精
一
杯
の
心
配
り
を
し
て
文
を
し
た
た
め
た
の
だ
」
と
指
摘
す
る
（
7
）。

後
述
す
る
よ
う
に
、

源
氏
は
か
つ
て
「
女
手
に
心
を
入
れ
て
習
ひ
し
盛
り
に
」、
御
息
所
の
墨
跡
を
入
手
し
、
そ
れ
に
心

ひ
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

今
井
氏
、
亀
田
氏
の
指
摘
を
受
け
と
め
、
さ
ら
に
考
え
た
い
。
筆
跡
表
現
か
ら
は
何
が
読
み
取
れ

る
だ
ろ
う
か
。
源
氏
が
、
多
く
の
女
性
た
ち
の
中
で
も
格
別
に
優
れ
て
い
る
と
思
う
美
し
い
文
字
で

あ
る
。
女
で
あ
る
御
息
所
が
自
ら
恋
の
苦
し
さ
を
告
白
す
る
歌
を
書
き
な
が
ら
も
、
そ
の
文
字
の
美

し
さ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
御
息
所
自
身
の
品
格
を
下
げ
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、

優
れ
た
筆
跡
が
自
身
の
品
格
を
保
つ
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
歌
の
言
葉
と
筆
跡

と
は
一
つ
の
表
現
を
な
す
。
貴
婦
人
が
自
ら
を
農
夫
に
喩
え
る
激
し
い
内
容
と
美
し
い
文
字
と
が
一

体
と
な
っ
て
相
手
に
訴
え
か
け
る
よ
う
に
、
女
君
は
意
図
し
て
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
読
め
る

よ
う
に
、
物
語
が
、
筆
跡
へ
の
言
及
を
方
法
と
し
て
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
は
同
じ
葵
巻
で
、
葵
の
上
が
亡
く
な
っ
た
後
の
場
面
で
あ
る
。

Ｂ
深
き
秋
の
あ
は
れ
ま
さ
り
ゆ
く
風
の
音お
と

身
に
し
み
け
る
か
な
、
と
な
ら
は
ぬ
御
独ひ
と

り
寝ね

に
、
明

か
し
か
ね
た
ま
へ
る
朝
ぼ
ら
け
の
霧き

り
わ
た
れ
る
に
、
菊
の
け
し
き
ば
め
る
枝
に
、
濃こ

き
青あ
を

鈍に
び

の
紙
な
る
文ふ
み

つ
け
て
、
さ
し
置
き
て
往い

に
け
り
。
い
ま
め
か
し
う
も
、
と
て
見
た
ま
へ
ば
、

御み
や
す
ど
こ
ろ

息
所
の
御
手
な
り
。（
御
息
所
）「
聞
こ
え
ぬ
ほ
ど
は
思
し
知
る
ら
む
や
。

　
　

人
の
世
を
あ
は
れ
と
聞
く
も
露
け
き
に
お
く
る
る
袖
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

た
だ
今
の
空
に
思
ひ
た
ま
へ
あ
ま
り
て
な
む
」
と
あ
り
。
常
よ
り
も
優い
う

に
も
書
い
た
ま
へ
る
か

な
、
と
さ
す
が
に
置
き
が
た
う
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
つ
れ
な
の
御
と
ぶ
ら
ひ
や
と
心こ
こ
ろ
う憂

し
。

 

（
葵
②
五
一
）

葵
の
上
の
死
後
、
源
氏
は
馴
れ
な
い
一
人
寝
で
な
か
な
か
眠
れ
な
い
。
霧
の
濃
い
朝
、
花
が
咲
き

始
め
た
菊
の
枝
に
、
濃
い
鈍
色
の
紙
の
文
が
付
け
ら
れ
、
源
氏
に
届
く
。
源
氏
は
筆
跡
に
よ
り
、
そ

れ
が
六
条
御
息
所
か
ら
送
ら
れ
た
こ
と
に
気
付
く
。
御
息
所
は
「
便
り
も
さ
し
上
げ
な
い
間
の
私
の

気
持
を
分
っ
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
か
。
人
生
は
悲
し
い―

葵
の
上
が
亡
く
な
っ
た―

こ
と
を
聞
い

て
涙
し
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
あ
な
た
の
袖
は
ど
れ
ほ
ど
濡
れ
て
い
る
か
と
思
い
や
っ
て
い
ま
す
。　

た
だ
今
の
空
を
見
て
も
、
胸
に
あ
ま
る
思
い
が
あ
り
ま
す
」
と
手
紙
を
書
い
た
。
御
息
所
の
筆
跡
は

普
段
よ
り
も
優
れ
て
い
て
、
源
氏
は
手
紙
を
手
放
せ
な
い
が
、
生
霊
の
事
件
に
つ
い
て
触
れ
ず
に
、

そ
し
ら
ぬ
態
度
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
不
愉
快
に
思
う
。

　

御
息
所
の
筆
跡
は
、
源
氏
の
目
に
「
常
よ
り
も
優
に
も
書
い
」
て
あ
る
と
捉
え
ら
れ
た
。「
優
（
い

う
）
な
り
」
は
『
源
氏
物
語
』
中
に
他
に
五
例
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
す
ぐ
れ
た
人
格
（
二
例
）、

芸
術
へ
の
深
い
造
詣
に
対
す
る
期
待
感
（
一
例
）、
琴
の
音
色
の
美
し
さ
（
二
例
）
を
表
す
（
帚
木

①
五
七
〜
五
八
、
絵
合
②
三
八
七
、
若
菜
上
④
一
〇
〇
〜
一
〇
一
、
若
菜
下
④
一
九
〇
、
手
習
⑥

三
五
九
）。
筆
跡
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
六
条
御
息
所
の
場
合
の
た
だ
一
例
で
あ
る
。

Ａ
の
時
点
で
「
御
手
は
な
ほ
こ
こ
ら
の
人
の
中
に
す
ぐ
れ
た
り
か
し
」
と
評
さ
れ
た
御
息
所
が
、

さ
ら
に
い
っ
そ
う
、
普
段
以
上
に
美
し
い
文
字
を
書
く
こ
と
か
ら
何
を
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
引

用
Ｂ
の
後
に
、
源
氏
は
御
息
所
に
返
事
を
し
な
い
の
も
情
け
が
な
い
こ
と
だ
と
思
い
、
恨
め
し
さ
を

「
思
し
消
」
し
て
ほ
し
い
、
こ
ち
ら
も
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
が
言
え
な
い
と
、
生
霊
の
正
体
を
ほ

の
め
か
す
返
事
を
し
た
（
葵
②
五
二
）。
そ
れ
を
見
た
御
息
所
は
「
ほ
の
め
か
し
た
ま
へ
る
気け

色し
き

を

心
の
鬼
に
し
る
く
見
た
ま
ひ
て
、
さ
れ
ば
よ
と
思
す
も
い
と
い
み
じ
」（
葵
巻
②
五
二
）
と
絶
望
す
る
。

鈴
木
日
出
男
氏
が
詳
述
す
る
よ
う
に
、
六
条
御
息
所
は
徹
底
し
て
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
を
意
識
す

る
女
君
で
あ
る
（
8
）。
源
氏
の
返
事
を
見
て
、「
さ
れ
ば
よ
」
と
思
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
御
息
所
は

Ｂ
の
手
紙
を
書
い
た
時
点
で
源
氏
が
生
霊
の
正
体
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
信
が
な
か
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
生
霊
が
自
分
で
あ
る
と
知
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
気
に
か
か
る
心
の
不
安
か
ら
、「
見

ら
れ
る
」
意
識
を
も
つ
御
息
所
は
、
手
紙
に
心
の
乱
れ
が
表
れ
な
い
よ
う
に
、
入
念
に
文
字
を
書
い

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
常
よ
り
も
優
に
」
書
く
筆
跡
に
込
め
ら
れ
た
御
息
所
の
心
情
は
、
心
の

乱
れ
を
見
透
か
さ
な
い
で
ほ
し
い
、
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。

車
争
い
の
後
の
Ａ
も
葵
の
上
が
亡
く
な
っ
た
後
の
Ｂ
も
、
御
息
所
自
ら
の
贈
歌
で
あ
る
。
女
が
自

ら
歌
を
贈
る
と
い
う
異
例
な
行
動
を
取
り
な
が
ら
も
、
誰
よ
り
も
優
れ
た
筆
跡
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
女
自
身
の
品
格
を
守
り
つ
つ
、
安
定
し
な
い
源
氏
と
の
関
係
へ
の
不
安
を
隠
そ
う
と
し

た
。

二　

筆
跡
表
現
と
し
て
の
「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」

六
条
御
息
所
の
筆
跡
は
、
賢
木
・
須
磨
両
巻
に
も
描
写
さ
れ
る
。
そ
の
際
、「
な
ま
め
く
」（
賢
木

巻
）、「
な
ま
め
か
し
」（
須
磨
巻
）
の
語
が
用
い
ら
れ
る
。
筆
跡
を
形
容
す
る
「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め

か
し
」
は
、
他
に
「
な
ま
め
く
」
が
藤
壺
に
一
例
と
匂
宮
に
一
例
、「
な
ま
め
か
し
」
が
紫
の
上
に
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四
年

一
例
用
い
ら
れ
る
。

「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
が
表
す
の
は
、
端
的
に
い
え
ば
「
優
美
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。

後
藤
祥
子
氏
は
「
王
朝
美
的
語
彙
の
一
つ
。
い
わ
ゆ
る
「
優
美
」
に
あ
た
る
。
本
義
は
、
語
頭
「
な

ま
」
の
、
い
く
ぶ
ん
未
成
熟
に
見
え
る
初
々
し
さ
に
あ
る
。「
な
ま
」
と
は
、
た
と
え
ば
『
伊
勢
物
語
』

一
八
段
「
な
ま
心
あ
る
女
」
の
よ
う
に
、
柔
軟
で
感
じ
や
す
い
資
質
を
も
っ
た
、
な
ど
の
意
味
で
用

い
ら
れ
る
。
後
世
や
や
も
す
れ
ば
、
官
能
的
な
魅
力
、
性
的
媚
態
が
強
調
さ
れ
て
原
義
を
離
れ
た
が
、

本
来
は
む
し
ろ
逆
に
、
清
新
で
品
の
よ
い
、
あ
え
か
な
美
し
さ
を
表
わ
し
た
」
と
指
摘
す
る
（
9
）。

右
の
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
に
つ
い
て
あ
ら

た
め
て
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
は
「
（
朧
月
夜
ハ
帝
ノ
）
御
容か

た

ち貌

な
ど
な
ま
め
か
し
う
き
よ
ら
に
て
」（
澪
標
②
二
八
一
）
の
よ
う
に
優
雅
な
姿
を
描
写
す
る
例
が
最
も

多
い
（
「
な
ま
め
く
」
二
一
例
、「
な
ま
め
か
し
」
三
二
例
、「
な
ま
め
か
し
さ
」
四
例
）。

次
に
、「
（
薫
ガ
庭
ニ
下
リ
花
ノ
中
ニ
立
ツ
姿
ハ
）
あ
や
し
く
、
た
だ
う
ち
見
る
に
な
ま
め
か
し

く
恥
づ
か
し
げ
に
て
、
い
み
じ
く
気け

し

き色
だ
つ
色い
ろ

好ご
の

み
ど
も
に
な
ず
ら
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
」（
宿
木
⑤

三
九
一
）
の
よ
う
に
妖
艶
な
様
子
を
表
す
例
（
「
な
ま
め
く
」
三
例
「
な
ま
め
か
し
」
二
例
）
や
、

源
氏
四
十
歳
の
賀
の
「
な
ま
め
か
し
く
人
の
親
げ
な
く
お
は
し
ま
す
を
」（
若
菜
上
④
五
六
）
の
よ
う

に
実
際
の
歳
よ
り
も
若
い
容
貌
を
描
写
す
る
例
（
「
な
ま
め
く
」
二
例
「
な
ま
め
か
し
」
三
例
）
が

あ
る
。

服
装
を
表
す
場
合
に
「
な
ま
め
く
」
五
例
「
な
ま
め
か
し
」
一
例
見
ら
れ
る
。「
い
と
な
ま
め
か

し
き
袿
う
ち
き

姿す
が
たう

ち
と
け
た
ま
へ
る
を
、（
尼
君
ハ
）
い
と
め
で
た
う
う
れ
し
と
見
た
て
ま
つ
る
に
」（
松

風
②
四
一
一
〜
四
一
二
）
の
よ
う
に
く
つ
ろ
ぐ
源
氏
の
様
子
や
、
珍
し
く
華
や
か
な
服
装
を
し
た
鬚

黒
の
例
「
右
大
将
（
＝
鬚
黒
）
の
、
さ
ば
か
り
重
り
か
に
よ
し
め
く
も
、
今け

ふ日
の
装よ
そ

ひ
い
と
な
ま
め

き
て
」（
行
幸
③
二
九
二
）
が
あ
る
。
こ
の
二
例
は
普
段
と
は
異
な
る
様
子
か
ら
新
鮮
な
優
雅
さ
を

表
す
場
面
で
、「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
の
特
徴
が
分
か
り
や
す
い
例
で
あ
る
。

ま
た
、
病
人
の
美
し
さ
を
形
容
す
る
例
が
「
な
ま
め
か
し
」
三
例
「
な
ま
め
く
」
一
例
「
な
ま
め

か
し
さ
」
一
例
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
頻
度
数
は
低
い
が
、
付
添
い
の
女
房
（
童
）
の
様
子
、
楽
器

の
演
奏
、
香
や
歌
の
評
、
箱
の
模
様
、
草
子
、
泣
く
様
子
、
使
い
の
禄
、
夏
の
緑
蔭
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
で
「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
用
例
を
考
察
し
た
結
果
、「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
は
、
華
や
か
な
様
子
を

形
容
す
る
一
方
、
音
楽
や
服
装
な
ど
を
簡
素
に
し
た
場
合
の
様
子
の
描
写
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
相
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
普
段
と
は
異
な
る
新
鮮
な

優
雅
さ
を
肯
定
的
に
感
じ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
感
に
注
意
し
な
が
ら
、
筆

跡
を
表
す
「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

本
節
で
は
、
御
息
所
以
外
の
、
紫
の
上
の
「
な
ま
め
か
し
」、
藤
壺
、
匂
宮
の
「
な
ま
め
く
」
の

筆
跡
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
賢
木
巻
に
あ
る
紫
の
上
の
筆
跡
の
叙
述
で
あ
る
。

…
御
返
り
、
白
き
色し

き

し紙
に
、

　
　

（
紫
の
上
）
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
。（
源
氏
）「
御
手て

は
い
と
を
か
し
う
の
み
な
り
ま
さ
る
も
の
か
な
」
と
独ひ
と

り
ご
ち

て
、
う
つ
く
し
と
ほ
ほ
笑ゑ

み
た
ま
ふ
。
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
を
ん
な

し
き
と
こ
ろ
書
き
添
へ
た
ま
へ
り
。
何
ご
と
に
つ
け
て

も
、
け
し
う
は
あ
ら
ず
生お

ほ
し
立
て
た
り
か
し
と
思
ほ
す
。 

（
賢
木
②
一
一
八
）

雲
林
院
に
籠
る
源
氏
は
紫
の
上
が
気
が
か
り
に
な
り
、
手
紙
を
送
る
。
そ
れ
に
は
、
紫
の
上
を
置

い
て
離
れ
て
過
ご
す
心
は
落
ち
着
か
な
い
と
の
歌
を
書
い
た
。
紫
の
上
は
白
い
色
紙
に
「
枯
れ
て
色

あ
せ
た
浅
茅
の
露
に
か
か
っ
て
い
る
蜘
蛛
の
糸
は
風
が
吹
く
と
真
っ
先
に
乱
れ
る
（
あ
な
た
は
心
を

変
わ
り
す
る
か
ら
、
私
の
ほ
う
が
落
ち
着
き
ま
せ
ん
）
」
の
意
の
和
歌
を
綴
る
。
源
氏
の
心
変
わ
り

を
案
ず
る
和
歌
で
あ
る
。
源
氏
へ
の
恋
心
を
「
な
ま
め
か
し
」
い
筆
跡
で
表
し
て
い
る
。

紫
の
上
の
返
事
を
見
た
源
氏
は
、
文
字
の
上
達
ぶ
り
に
微
笑
む
。
そ
し
て
、
い
つ
も
紫
の
上
と
文

を
交
わ
し
て
い
る
か
ら
、
紫
の
上
の
筆
跡
は
源
氏
自
身
の
筆
跡
に
似
て
い
る
が
、
も
う
少
し
「
な
ま

め
か
し
」
く
、
女
ら
し
い
と
こ
ろ
を
加
え
て
書
い
て
あ
る
と
見
て
、
何
に
つ
け
て
も
よ
く
育
て
ら
れ

た
と
源
氏
は
思
う
。
紫
の
上
は
不
安
な
心
情
を
訴
え
た
歌
を
詠
む
が
、「
な
ま
め
か
し
」
い
筆
跡
を

用
い
る
こ
と
で
源
氏
に
自
身
の
新
し
い
魅
力
を
感
じ
さ
せ
た
。
さ
ら
に
「
女
し
き
」
と
い
う
表
現
か

ら
も
、
女
性
と
し
て
の
紫
の
上
の
魅
力
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
文
字
を
綴
っ
た
。

次
は
藤
壺
の
「
な
ま
め
く
」
筆
跡
で
あ
る
。

故
入
道
の
宮
（
＝
藤
壺
）
の
御
手
は
、
い
と
け
し
き
深
う
な
ま
め
き
た
る
筋
は
あ
り
し
か
ど
、

弱
き
と
こ
ろ
あ
り
て
、
に
ほ
ひ
ぞ
少
な
か
り
し
。 

（
梅
枝
③
四
一
六
）

梅
枝
巻
で
源
氏
は
女
性
た
ち
の
筆
跡
に
つ
い
て
批
評
す
る
。
藤
壺
の
筆
跡
は
じ
つ
に
深
味
が
あ
り

新
鮮
な
優
雅
さ
が
あ
る
が
、
弱
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
余
韻
あ
ふ
れ
る
美
し
さ
に
欠
け
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
例
か
ら
、
源
氏
と
手
紙
の
や
り
取
り
の
中
で
藤
壺
は
優
雅
で
魅
力
の
あ
る
筆
跡
で
文
字
を

綴
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
弱
さ
が
あ
っ
て
余
韻
が
足
り
な
い
の
は
、
源
氏
と
の
関
係
に
適

切
な
距
離
を
置
く
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
匂
宮
の
「
な
ま
め
く
」
筆
跡
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

ま
だ
朝
霧
深
き
あ
し
た
に
、
急
ぎ
起
き
て
奉
り
た
ま
ふ
。

　
　

（
匂
宮
）「
朝
霧
に
友
ま
ど
は
せ
る
鹿
の
音ね

を
お
ほ
か
た
に
や
は
あ
は
れ
と
も
聞
く
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朴　

『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て

も
ろ
声
は
劣
る
ま
じ
う
こ
そ
」
と
あ
れ
ど
、（
略
）（
大
君
ハ
）
こ
の
宮
（
＝
匂
宮
）
な
ど
を
ば
、

軽か
ろ

ら
か
に
、
お
し
な
べ
て
の
さ
ま
に
も
思
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
、
な
げ
の
走
り
書
い
た
ま
へ
る

御
筆
づ
か
ひ
言こ
と

の
葉は

も
、
を
か
し
き
さ
ま
に
な
ま
め
き
た
ま
へ
る
御
け
は
ひ
を
、
あ
ま
た
は
見

知
り
た
ま
は
ね
ど
、
こ
れ
こ
そ
は
め
で
た
き
な
め
れ
と
見
た
ま
ひ
な
が
ら
、
…

 

（
椎
本
⑤
一
九
五
〜
一
九
六
）

匂
宮
は
父
宮
を
亡
く
し
た
姫
君
た
ち
を
慰
め
、
彼
女
た
ち
の
悲
し
み
を
思
う
匂
宮
自
身
の
心
を

伝
え
た
。
姫
君
た
ち
の
泣
き
声
を
「
鹿
の
声
」
と
喩
え
、「
朝
の
霧
で
仲
間
と
は
ぐ
れ
た
鹿
の
声
を
、

た
だ
可
哀
そ
う
に
と
聞
い
て
い
る
で
し
ょ
う
か
（
父
を
亡
く
し
た
姫
君
た
ち
に
深
く
同
情
し
て
お
り

ま
す
）。　

私
も
（
姫
君
た
ち
の
）
も
ろ
声
に
劣
ら
ず
泣
い
て
い
ま
す
」
の
意
の
和
歌
を
書
い
た
。

大
君
は
、
男
性
の
手
紙
の
書
き
ざ
ま
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
が
、
匂
宮
の
言
葉
や
筆
跡
の
「
を
か
し
き

さ
ま
に
な
ま
め
き
た
ま
へ
る
御
け
は
ひ
」
を
素
晴
ら
し
い
も
の
と
見
る
。「
な
げ
の
走
り
書
い
た
ま

へ
る
御
筆
づ
か
ひ
言
の
葉
も
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
和
歌
の
内
容
と
筆
跡
と
が
一
体
と
し
て
受
け

止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
匂
宮
の
手
紙
の
文
面
で
は
姫
君
を
慰
め
る
一
方
で
、「
な

ま
め
く
」
筆
跡
は
姫
君
た
ち
に
自
身
の
魅
力
を
新
鮮
に
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
の
筆
跡
は
、
右
の
三
例
、
以
下
に
取
り
上
げ
る

御
息
所
の
場
合
と
も
に
、
い
ず
れ
も
異
性
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
異
性
の
目
に
魅
力
的
に
映
る
美
質

を
表
す
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

三　

賢
木
巻
の
六
条
御
息
所
の
筆
跡

　

賢
木
巻
で
は
、
巻
頭
の
野
宮
の
別
れ
の
場
面
を
経
て
、
六
条
御
息
所
は
娘
斎
宮
と
と
も
に
伊
勢
に

下
る
。
葵
巻
で
は
御
息
所
か
ら
源
氏
に
和
歌
を
詠
み
か
け
て
い
た
が
、
賢
木
巻
で
は
光
源
氏
が
詠
み

か
け
、
御
息
所
が
返
歌
す
る
関
係
に
変
わ
る
。
手
紙
に
書
か
れ
た
次
の
贈
答
も
そ
う
で
あ
る
。

Ｃ
暗
う
出
で
た
ま
ひ
て
、
二
条
よ
り
洞と
う
ゐ
ん院

の
大お

ほ

ぢ路
を
折
れ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
二
条
院
の
前
な
れ
ば
、

大
将
の
君
（
＝
源
氏
）
い
と
あ
は
れ
に
思
さ
れ
て
、
榊
さ
か
き

に
さ
し
て
、

　

  

（
源
氏
）
ふ
り
す
て
て
今け

ふ日
は
行ゆ

く
と
も
鈴す

ず

か鹿
川
八や

そ十
瀬せ

の
波
に
袖
は
ぬ
れ
じ
や

と
聞
こ
え
た
ま
へ
れ
ど
、
い
と
暗
う
も
の
騒
が
し
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
ま
た
の
日
、
関せ
き

の
あ
な
た

よ
り
ぞ
御
返
り
あ
る
。

　

  

（
御
息
所
）
鈴
鹿
川
八
十
瀬
の
波
に
ぬ
れ
ぬ
れ
ず
伊
勢
ま
で
誰た
れ

か
思
ひ
お
こ
せ
む

こ
と
そ
ぎ
て
書
き
た
ま
へ
る
し
も
、
御
手て

い
と
よ
し
よ
し
し
く
な
ま
め
き
た
る
に
、
あ
は
れ
な

る
け
を
す
こ
し
添
へ
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
と
思
す
。 

（
賢
木
②
九
四
〜
九
五
）

御
息
所
が
伊
勢
へ
下
向
す
る
日
、
暗
く
な
っ
て
か
ら
宮
中
を
出
発
し
た
一
行
が
源
氏
の
自
邸
二
条

院
の
前
を
通
っ
た
際
、
源
氏
は
榊
に
付
け
て
「
自
分
（
源
氏
）
を
振
り
捨
て
て
今
日
は
出
立
す
る
に

し
て
も
、
旅
の
途
中
で
後
悔
の
涙
に
袖
が
濡
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」
の
意
の
歌
を
贈
る
。 

翌
日
、
逢

坂
の
関
を
越
え
、
御
息
所
は
簡
略
に
返
事
を
送
っ
た
。「
鈴
鹿
川
の
八
十
瀬
の
波
に
私
の
袖
が
濡
れ

る
か
濡
れ
な
い
か
、
誰
が
伊
勢
ま
で
思
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
（
誰
も
い
ま
せ
ん
ね
）
」
の
意
の

和
歌
で
あ
る
。
御
息
所
の
手
紙
を
み
た
源
氏
は
、「
御
手て

い
と
よ
し
よ
し
し
く
な
ま
め
き
た
る
」
と

思
う
が
、「
あ
は
れ
な
る
け
を
す
こ
し
添
へ
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
と
思
す
」
と
少
し
物
足
り
な
く
感

じ
る
。

「
よ
し
よ
し
し
」
は
、
手
段
・
方
法
、
事
情
・
い
き
さ
つ
、
由
緒
、
縁
故
な
ど
の
意
を
表
す
名
詞

「
由
」
を
重
ね
た
形
容
詞
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
「
よ
し
よ
し
し
」
は
七
例
あ
る
。
当
該
例
を
除

く
六
例
を
列
挙
し
よ
う
。

（
ａ
）　

さ
や
か
に
も
ま
だ
見
た
ま
は
ぬ
容か

た

ち貌
な
ど
、
い
と
よ
し
よ
し
し
う
気け

だ

か高
き
さ
ま
し
て
、

め
ざ
ま
し
う
も
あ
り
け
る
か
な
と
見み

す棄
て
が
た
く
口く

ち

を惜
し
う
思
さ
る
。 （
明
石
②
二
六
四
）

（
ｂ
）　

さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
若
や
か
に
す
ぐ
れ
た
る
を
、
姫
君
（
＝
明
石
の
姫
君
）
の
御
方
に
と

選え

ら
せ
た
ま
ひ
て
、
す
こ
し
お
と
な
び
た
る
か
ぎ
り
、
な
か
な
か
よ
し
よ
し
し
く
、
装さ
う
ぞ
く束

あ
り
さ
ま
よ
り
は
じ
め
て
め
や
す
く
も
て
つ
け
て
、
… 

（
初
音
③
一
四
三
〜
一
四
四
）

（
ｃ
）　

な
ま
孫そ
ん
わ
う王

め
く
い
や
し
か
ら
ぬ
人
あ
ま
た
、
王
お
ほ
き
み、

四
位
の
古
め
き
た
る
な
ど
、
か
く
人

目
見
る
べ
き
を
り
と
、
か
ね
て
い
と
ほ
し
が
り
き
こ
え
け
る
に
や
、
さ
る
べ
き
か
ぎ
り
参

り
あ
ひ
て
、
瓶へ

い

じ子
と
る
人
も
き
た
な
げ
な
ら
ず
、
さ
る
方
に
、
古
め
き
て
、
よ
し
よ
し
し

う
も
て
な
し
た
ま
へ
り
。 

（
椎
本
⑤
一
七
四
）

（
ｄ
）　

ほ
め
つ
る
装さ
う
ぞ
く束
、
げ
に
い
と
か
は
ら
か
に
て
、
み
め
も
な
ほ
よ
し
よ
し
し
く
き
よ
げ
に

ぞ
あ
る
。 

（
宿
木
⑤
四
九
二
）

（
ｅ
）　

北
の
方
は
人
知
れ
ず
い
そ
ぎ
た
ち
て
、
人
々
の
装さ
う
ぞ
く束
せ
さ
せ
、
し
つ
ら
ひ
な
ど
よ
し
よ

し
し
う
し
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
東
屋
⑥
三
二
）

（
ｆ
）　

法
師
な
れ
ど
、
い
と
よ
し
よ
し
し
く
恥
づ
か
し
げ
な
る
さ
ま
に
て
の
た
ま
ふ
こ
と
ど
も

を
、 

（
手
習
⑥
三
四
九
）

（
ａ
）
は
翌
々
日
に
明
石
か
ら
の
帰
京
を
控
え
た
源
氏
が
捉
え
た
明
石
の
君
の
様
子
で
あ
る
。（
ｂ
）

は
、
六
条
院
の
春
の
町
で
紫
の
上
に
仕
え
る
女
房
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
る
。
若
々
し
く
す
ぐ
れ
た
女

房
を
明
石
の
姫
君
づ
き
に
し
た
の
で
、
や
や
年
か
さ
の
女
房
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て

「
よ
し
よ
し
し
」
だ
と
い
う
。（
ｃ
）
は
、
匂
宮
の
初
瀬
詣
で
に
従
っ
た
人
た
ち
が
帰
途
に
立
ち
寄
っ

た
宇
治
の
八
の
宮
邸
で
の
歓
待
の
様
子
で
あ
る
。
八
の
宮
の
縁
者
た
ち
の
支
援
に
よ
っ
て
、
目
安
く
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も
て
な
せ
た
と
い
う
。「
よ
し
よ
し
し
」
が
「
古
め
き
て
」
に
続
く
。（
ｄ
）
は
、
薫
と
対
面
し
た
弁

の
尼
の
様
子
で
あ
る
。
橋
姫
巻
に
六
十
歳
弱
と
あ
っ
た
弁
は
、
こ
の
時
点
で
は
六
十
代
前
半
と
な
る
。

（
ｅ
）
は
浮
舟
の
母
中
将
の
君
が
浮
舟
の
結
婚
準
備
を
隠
れ
て
進
め
、
用
意
し
た
部
屋
の
様
子
で
あ

る
。（
ｆ
）
は
浮
舟
を
出
家
さ
せ
て
後
、
小
野
の
庵
に
立
ち
寄
っ
た
横
川
の
僧
都
の
様
子
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
よ
し
よ
し
し
」
は
人
の
行
動
や
人
の
様
子
（
容
貌
）、
家
や
部
屋
の
雰
囲
気
な
ど

を
表
す
。（
ｂ
）（
ｄ
）（
ｆ
）
の
例
で
、
年
齢
の
高
い
人
物
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

ま
た
、（
ｃ
）
で
も
、「
古
め
き
た
る
」
人
た
ち
の
支
援
と
あ
い
ま
っ
て
、
古
風
な
も
て
な
し
で
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、「
よ
し
よ
し
し
」
は
、
そ
の
人
自
身
の
年
功
、
家
柄
の
有
す
る
伝

統
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
価
値
を
表
す
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、（
ａ
）（
ｅ
）
の
場
合
も
、
一

朝
一
夕
に
は
得
ら
れ
な
い
、
由
緒
の
あ
る
洗
練
さ
れ
た
美
だ
と
解
せ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
よ
し

よ
し
し
」
七
例
中
、
筆
跡
の
形
容
は
御
息
所
の
場
合
の
み
で
あ
る
。
Ｃ
の
御
息
所
の
筆
跡
を
い
う
「
い

と
よ
し
よ
し
し
く
な
ま
め
き
た
る
に
」
も
、「
じ
つ
に
熟
達
し
た
、
人
目
を
奪
っ
て
新
鮮
な
魅
力
を

感
じ
さ
せ
る
優
美
さ
が
あ
る
も
の
の
」
の
よ
う
に
解
せ
る
。

　

次
に
、「
あ
は
れ
」
の
不
足
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
新
全
集
』
は
「
あ
は
れ
な
る
け
を
す
こ
し
添
へ

た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
と
思
す
」
に
「
し
ん
み
り
し
た
情
感
が
ほ
し
い
意
。
伊
勢
ま
で
あ
な
た
の
思
い

は
及
ぶ
ま
い
と
強
く
言
い
捨
て
た
御
息
所
の
歌
を
、
も
っ
と
素
直
に
嘆
き
を
吐
露
し
て
く
れ
た
な
ら

と
不
満
に
思
う
」
と
注
し
、
御
息
所
の
和
歌
の
内
容
に
対
す
る
源
氏
の
感
想
と
し
て
解
す
る
。
一
方
、

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
）
の
「
鑑
賞
」
に
は
「
御
息
所
は
、
当
代
屈
指
の
手
か
き

で
あ
る
。（
略
）
品
格
の
あ
る
こ
と
、
優
美
な
こ
と
に
か
け
て
は
、
こ
の
人
の
右
に
出
る
人
は
い
な
い
。

だ
が
、
た
だ
一
つ
物
足
り
な
く
思
う
こ
と
は
、「
あ
は
れ
な
る
け
」（
も
の
や
わ
ら
か
さ
、
さ
び
し
さ
、

心
の
弱
さ
）
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
親
し
く
な
る
ま
で
は
、
そ
こ
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
今

と
な
っ
て
は
、
そ
れ
が
最
も
惜
し
ま
れ
る
。
筆
跡
は
人
柄
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。『
日

本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
に
は
「
あ
は
れ
な
る
け
を
」
の
部
分
の
本
文
が
「
あ
て
な
る
け
を
」

と
あ
る
が
、
や
は
り
筆
跡
の
こ
と
を
い
う
と
解
し
て
い
る
。「
あ
は
れ
」
が
不
足
し
て
い
る
の
は
和

歌
の
内
容
か
筆
跡
か
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
和
歌
の
言
葉
と
筆
跡
と
は
一
体
と

し
て
一
つ
の
表
現
を
な
し
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。

　

大
門
君
子
氏
は
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て
「
筆
跡
は
、
御
息
所
の
性
格
そ
の
も
の
を
ず
ば
り
と
表

わ
し
て
い
る
。
上
品
で
優
美
、
だ
が
「
つ
つ
ま
し
き
」
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
気
を
許
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
源
氏
が
隔
た
っ
て
い
っ
た
原
因
は
実
に
こ
こ
に
あ
っ
た
。
今
、
源
氏
は
手
紙
を
手
に
御
息
所
を

思
う
」
と
し
）
10
（

、
太
田
敦
子
氏
も
「
源
氏
の
心
に
沿
え
ば
こ
の
歌
は
、
内
容
・
筆
蹟
に
対
し
て
不
満
を

喚
起
さ
せ
る
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
略
）
次
に
筆
蹟
だ
が
「
あ
は
れ
な
る
け
を
す
こ
し
添
へ
た

ま
へ
ら
ま
し
か
ば
」
と
あ
り
、『
細
流
抄
』
以
来
「
あ
は
れ
」
が
足
り
な
い
と
さ
れ
て
き
た
」
と
す

る
）
11
（

。鈴
木
日
出
男
氏
は
、
御
息
所
の
和
歌
に
つ
い
て
、「
源
氏
の
言
い
分
を
き
っ
ぱ
り
と
切
り
返
し
て

い
る
」
と
す
る
一
方
で
、「
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
返
歌
は
、
源
氏
の
贈
歌
の
言
葉
に
執
拗
な
ま
で
に

密
着
し
て
「
鈴
鹿
川
八
十
瀬
の
波
に
ぬ
れ
ぬ
れ
ず
」
と
し
て
い
る
だ
け
に
、
相
手
へ
の
反
発
の
発
想

の
う
ち
に
も
、
執
ね
き
ま
で
の
愛
着
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
）
12
（

。
筆
跡
表
現
も
、

こ
う
し
た
和
歌
の
内
容
の
複
雑
さ
に
見
合
う
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
誰
が
伊
勢
ま
で
思
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
御
息
所
の
歌
は
、
源
氏
へ
の
恋
を
積
極

的
に
詠
ん
だ
歌
で
は
な
い
も
の
の
、「
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
歌
意
も
読
み
取
れ
、

そ
の
よ
う
な
御
息
所
の
心
情
が
新
鮮
で
優
雅
な
筆
跡
に
表
れ
て
い
る
。「
な
ま
め
く
」
は
葵
巻
の
異

常
な
恋
の
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
、
源
氏
と
の
恋
に
も
新
し
い
局
面
を
迎
え
る
心
情
を
表
す
筆
跡
で
あ

る
。一

方
、「
よ
し
よ
し
し
」
は
御
息
所
の
品
格
の
あ
る
奥
ゆ
か
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

手
紙
を
簡
略
に
し
、
源
氏
に
「
あ
は
れ
な
る
け
」
が
足
り
な
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
で
、
源

氏
へ
の
未
練
を
断
ち
切
る
決
意
を
表
わ
し
て
い
る
。
語
り
手
は
「
ま
し
て
旅
の
空
は
、
い
か
に
御
心

づ
く
し
な
る
こ
と
多
か
り
け
ん
」（
賢
木
②
九
五
）
と
御
息
所
の
苦
し
い
心
情
を
語
る
。
こ
の
よ
う
に

御
息
所
の
筆
跡
が
複
雑
な
心
情
の
表
現
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

四　

須
磨
巻
の
六
条
御
息
所
の
筆
跡

　

須
磨
巻
に
入
り
、
須
磨
に
退
居
し
た
源
氏
は
女
君
た
ち
と
手
紙
を
交
わ
す
。
伊
勢
の
六
条
御
息
所

と
も
往
来
が
あ
っ
た
。

Ｄ
ま
こ
と
や
、
騒
が
し
か
り
し
ほ
ど
の
紛
れ
に
漏
ら
し
て
け
り
。
か
の
伊
勢
の
宮
へ
も
御
使つ
か
ひあ
り

け
り
。
か
れ
よ
り
も
ふ
り
は
へ
た
づ
ね
参
れ
り
。
浅
か
ら
ぬ
こ
と
ど
も
書
き
た
ま
へ
り
。
言こ
と

の

葉は

、
筆
づ
か
ひ
な
ど
は
、
人
よ
り
こ
と
に
な
ま
め
か
し
く
い
た
り
深
う
見
え
た
り
。（
御
息
所
）

「
な
ほ
現
う
つ
つ

と
は
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
御
住
ま
ひ
を
う
け
た
ま
は
る
も
、
明
け
ぬ
夜
の
心
ま
ど
ひ

か
と
な
ん
。
さ
り
と
も
、
年と
し
つ
き月

は
隔
て
た
ま
は
じ
と
思
ひ
や
り
き
こ
え
さ
す
る
に
も
、
罪
深
き

身
の
み
こ
そ
、
ま
た
聞
こ
え
さ
せ
む
こ
と
も
は
る
か
な
る
べ
け
れ
。

　
　

う
き
め
刈
る
伊
勢
を
の
海あ

ま女
を
思
ひ
や
れ
も
し
ほ
た
る
て
ふ
須す

ま磨
の
浦
に
て

よ
ろ
づ
に
思
ひ
た
ま
へ
乱
る
る
世
の
あ
り
さ
ま
も
、
な
ほ
い
か
に
な
り
は
つ
べ
き
に
か
」
と
多
か

り
。
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朴　

『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て

　
  

（
御
息
所
）
伊
勢
島
や
潮し

ほ

ひ干
の
潟か
た

に
あ
さ
り
て
も
い
ふ
か
ひ
な
き
は
わ
が
身
な
り
け
り

も
の
を
あ
は
れ
と
思
し
け
る
ま
ま
に
、
う
ち
置
き
う
ち
置
き
書
き
た
ま
へ
る
、
白
き
唐か
ら

の
紙

四
五
枚
ば
か
り
を
巻
き
つ
づ
け
て
、
墨
つ
き
な
ど
見
ど
こ
ろ
あ
り
。

 

（
須
磨
②
一
九
三
〜
一
九
四
）

源
氏
は
伊
勢
に
使
い
を
送
り
、
伊
勢
の
御
息
所
か
ら
返
信
が
届
く
。
須
磨
に
い
る
源
氏
を
慰
め

る
た
め
に
御
息
所
は
長
文
の
手
紙
を
送
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
中
で
長
文
の
手
紙
は
ま
れ
で
あ
る
。

御
息
所
の
手
紙
に
は
心
に
触
れ
る
深
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
文
章
も
筆
跡
も
格
別
に
「
な
ま
め

か
し
」
く
「
い
た
り
深
し
」
と
源
氏
に
は
思
わ
れ
た
。「
言
の
葉
、
筆
づ
か
ひ
な
ど
は
…
」
と
あ
り
、

文
面
の
内
容
と
筆
跡
と
を
一
体
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。

御
息
所
は
「
現
実
と
も
思
え
ま
せ
ぬ
お
住
ま
い
だ
と
う
か
が
う
に
つ
け
て
も
、
長
い
夜
に
迷
っ
て

い
る
の
か
と
思
い
ま
し
て
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
都
に
帰
る
日
は
遠
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
罪
の

深
い
私
こ
そ
、
ま
た
あ
な
た
に
お
会
い
し
て
お
話
し
申
し
上
げ
る
こ
と
は
は
る
か
先
の
こ
と
で
し
ょ

う
。
伊
勢
で
浮
き
布め

を
刈
る
海
人―

つ
ら
い
思
い
で
過
ご
す
私
の
こ
と―

を
思
っ
て
く
だ
さ
い
、
塩

作
り
の
た
め
に
海
水
を
垂
ら
す
よ
う
に
涙
で
濡
れ
る
と
い
う
須
磨
の
浦
で
。
万
事
に
思
い
乱
れ
る
世

の
中
の
有
様
も
、
さ
ら
に
こ
の
先
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
」
と
多
く
書
い
て
い
る
。
御
息

所
の
手
紙
に
は
さ
ら
に
一
首
和
歌
が
あ
る
。「
伊
勢
島
の
潮
が
引
い
た
潟
に
あ
さ
っ
て
も
、
貝
が
な

い
よ
う
に
、
生
き
る
甲
斐
の
な
い
の
は
わ
が
身
で
し
た
」
と
。
こ
れ
ら
の
文
面
を
、
御
息
所
は
し
み

じ
み
と
思
う
ま
ま
に
、
筆
を
置
い
て
は
書
き
、
置
い
て
は
書
い
た
と
よ
う
に
源
氏
に
は
思
わ
れ
た
と

い
う
。
間
接
的
に
だ
が
、
御
息
所
が
入
念
に
書
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
御
息
所
の
手
紙
は
、
白

い
唐
の
紙
四
、五
枚
に
巻
き
続
け
て
、
墨
つ
き
も
み
ご
と
で
あ
る
。
賢
木
巻
の
Ｃ
で
は
不
足
に
思
わ

れ
た
「
あ
は
れ
」
が
こ
こ
で
は
十
分
に
感
じ
ら
れ
た
。
続
く
記
述
に
「
あ
は
れ
に
思
ひ
き
こ
え
し
人

を
、
一
ふ
し
う
し
と
思
ひ
き
こ
え
し
心
あ
や
ま
り
に
、
か
の
御
息
所
も
思
ひ
う
む
じ
て
別
れ
た
ま
ひ

に
し
と
思
せ
ば
、
今
に
い
と
ほ
し
う
か
た
じ
け
な
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
、
を
り
か
ら
の
御

文ふ
み

い
と
あ
は
れ
な
れ
ば
…
」
と
あ
る
。
二
人
の
間
に
「
あ
は
れ
」
の
共
感
が
成
り
立
っ
て
い
る
。

御
息
所
の
筆
跡
を
表
わ
す
「
い
た
り
深
し
」
を
考
察
し
た
い
。
現
代
の
注
釈
書
、
例
え
ば
『
鑑
賞

と
基
礎
知
識
』
は
「
「
至
り
」
は
学
問
・
才
芸
な
ど
に
深
く
達
す
る
こ
と
。
造
詣
」
と
注
す
る
が
、「
い

た
り
深
し
」
の
語
感
を
あ
ら
た
め
て
検
証
す
る
。『
源
氏
物
語
』
中
に
「
い
た
り
深
し
」
は
九
例
あ

る
が
、
筆
跡
の
形
容
は
、
右
の
御
息
所
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
他
の
用
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。

（
ｇ
）　

「
ま
だ
文も
ん

章
じ
や
う
の

生し
や
うに

は
べ
り
し
時
、
か
し
こ
き
女
の
例
た
め
し

を
な
む
見
た
ま
へ
し
。（
略
）

公お
ほ
や
け
ご
と

事
を
も
言
ひ
あ
は
せ
、
私
わ
た
く
しざ

ま
の
世
に
住
ま
ふ
べ
き
心
お
き
て
を
思
ひ
め
ぐ
ら
さ
む

方
も
い
た
り
深
く
、
才ざ
え

の
際き
は

、
な
ま
な
ま
の
博は

か

せ士
恥
づ
か
し
く
、
す
べ
て
口
あ
か
す
べ
く

な
む
は
べ
ら
ざ
り
し
。
…
」 

　

（
帚
木
①
八
五
）

（
ｈ
）　

「
近
き
所
に
は
、
播は

り

ま磨
の
明あ

か

し石
の
浦
こ
そ
な
ほ
こ
と
に
は
べ
れ
。
何
の
い
た
り
深
き
隈く
ま

は
な
け
れ
ど
、
た
だ
海
の
お
も
て
を
見
わ
た
し
た
る
ほ
ど
な
ん
、
…
」

 

　

（
若
紫
①
二
〇
二
）

（
ｉ
）　

見
る
人
た
だ
に
は
え
思
ふ
ま
じ
き
（
紫
上
ノ
）
御
あ
り
さ
ま
を
、
至い
た

り
深
き
御
心
（
＝

源
氏
ノ
心
）
に
て
、
も
し
か
か
る
こ
と
も
や
と
思
す
な
り
け
り
と
思
ふ
に
、
…

 

（
野
分
③
二
六
五
〜
二
六
六
）

（
ｊ
）　

「
い
と
ま
が
ま
が
し
き
筋
に
も
思
ひ
よ
り
た
ま
ひ
け
る
か
な
。
い
た
り
深
き
御
心
な
ら

ひ
な
ら
む
か
し
。（
略
）
思
ひ
隈ぐ
ま

な
し
や
」
と
笑
ひ
た
ま
ふ
。 

（
藤
袴
③
三
三
七
）

（
ｋ
）　

「
…
太お

ほ

き

お

と

ど

政
大
臣
（
＝
源
氏
）
の
、
さ
る
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
御
お
ぼ
え
を
ば
さ
ら
に
も
聞

こ
え
ず
、
心
恥
づ
か
し
う
い
た
り
深
う
お
は
す
め
る
御
あ
た
り
に
、
憎
げ
な
る
こ
と
漏
り

聞
こ
え
ば
、
い
と
な
ん
い
と
ほ
し
う
か
た
じ
け
な
か
る
べ
き
。
…
」 （
真
木
柱
③
三
六
一
）

（
ｌ
）　

「
世
の
中
に
よ
し
あ
り
さ
か
し
き
方
々
の
人
と
て
、
見
る
に
も
、
こ
の
世
に
染そ

み
た
る

ほ
ど
の
濁に
ご

り
深
き
に
や
あ
ら
む
、
賢
か
し
こ

き
方
こ
そ
あ
れ
、
い
と
限
り
あ
り
つ
つ
及
ば
ざ
り
け

り
や
。
さ
も
い
た
り
深
く
、
さ
す
が
に
気
色
あ
り
し
人
（
＝
入
道
）
の
あ
り
さ
ま
か
な
。
…
」

　

 

（
若
菜
上
④
一
二
六
）

（
ｍ
）　

末
の
世
の
伝
へ
は
、
ま
た
い
づ
方
に
と
か
は
思
ひ
ま
が
へ
ん
、
さ
や
う
に
思
ふ
な
り
け

ん
か
し
、
な
ど
思
し
て
、
こ
の
君
（
＝
夕
霧
）
も
い
と
い
た
り
深
き
人
な
れ
ば
、
思
ひ
よ

る
こ
と
あ
ら
む
か
し
と
（
源
氏
ハ
）
思
す
。 

（
横
笛
④
三
六
八
）

（
ｎ
）　

こ
と
ご
と
し
き
さ
ま
に
も
聞
こ
え
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば
、
く
は
し
き
こ
と
ど
も
も
知
ら

せ
た
ま
は
ざ
り
け
る
に
、
女
の
御
お
き
て
に
て
は
い
た
り
深
く
、
仏
ほ
と
け

の
道
に
さ
へ
通か
よ

ひ
た

ま
ひ
け
る
御
心
の
ほ
ど
な
ど
を
、
… 

（
御
法
④
四
九
五
）

（
ｇ
）
は
雨
夜
の
品
定
め
の
一
節
で
、
式
部
丞
が
、
公
私
と
も
に
種
々
の
事
に
つ
い
て
助
言
を
受

け
ら
れ
る
ほ
ど
の
知
識
を
持
つ
女
性
を
語
っ
て
い
る
。（
ｈ
）
で
は
良
清
が
源
氏
に
明
石
の
海
岸
に

つ
い
て
、
特
別
に
人
に
知
ら
れ
ぬ
お
も
し
ろ
い
所
は
な
い
が
と
説
明
す
る
。（
ｉ
）
は
、
野
分
の
日

に
夕
霧
が
紫
の
上
を
見
た
後
で
想
起
し
た
源
氏
の
用
心
深
さ
を
い
う
。（
ｊ
）
は
、
夕
霧
と
の
会
話

の
中
で
、
玉
鬘
出
仕
に
関
す
る
源
氏
の
思
惑
を
推
量
す
る
内
大
臣
の
気
性
に
つ
い
て
、
源
氏
が
語
る

言
葉
。（
ｋ
）
は
、
六
条
院
の
源
氏
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
、
鬚
黒
大
将
が
語
る
言
葉
で
あ
る
。（
ｌ
）

は
、
世
評
の
高
い
僧
侶
も
現
世
に
執
着
す
る
心
が
あ
っ
て
限
界
が
あ
る
こ
と
と
比
較
し
な
が
ら
、
源

氏
が
、
明
石
の
入
道
を
回
顧
す
る
箇
所
で
あ
る
。（
ｍ
）
で
は
、
薫
出
生
の
秘
密
に
つ
い
て
、
夕
霧

が
気
づ
く
か
も
し
れ
な
い
と
、
源
氏
が
思
っ
て
い
る
。（
ｎ
）
は
、
法
華
経
千
部
供
養
に
際
し
、
紫
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人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
七
巻　

二
〇
一
四
年

の
上
が
仏
法
に
も
詳
し
い
こ
と
を
い
う
。

　

『
源
氏
物
語
』
中
の
「
い
た
り
深
し
」
は
、
思
慮
・
配
慮
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
、
ふ
つ
う
の

人
で
あ
れ
ば
気
づ
か
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
的
確
に
処
置
で
き
る
状
態
を
表
す
。
そ
れ
ら
は
学
識

や
経
験
、
鍛
錬
に
基
づ
く
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
風
景
に
つ
い
て
い
う
（
ｈ
）
が
や
や
異
質
で
あ
る

が
、
常
識
的
な
範
囲
を
超
え
た
珍
し
い
お
も
し
ろ
さ
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

御
息
所
の
筆
跡
を
い
う
「
な
ま
め
か
し
く
い
た
り
深
う
」
は
、
新
鮮
な
感
覚
の
筆
跡
で
あ
る
と
同

時
に
、
隅
々
ま
で
行
き
届
い
た
配
慮
に
満
ち
て
い
る
、
ぐ
ら
い
の
意
と
な
る
。「
な
ま
め
か
し
」
と
「
い

た
り
深
し
」
と
は
、
相
反
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
異
質
な
範
疇
を
表
す
形
容
詞
同
士
の
組
み
合
わ

せ
で
あ
る
。
御
息
所
は
、
歌
で
は
「
須
磨
の
浦
で
私
を
思
っ
て
く
だ
さ
い
」「
甲
斐
の
な
い
わ
が
身
」

と
源
氏
へ
の
恋
を
詠
み
、
散
文
で
は
慣
れ
な
い
生
活
を
す
る
源
氏
を
気
遣
い
、
京
へ
帰
る
日
は
遠
く

な
い
と
慰
め
る
。
和
歌
と
散
文
で
書
風
を
変
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
な
ま
め
か
し
く
至
り
深
う
」

は
、
そ
う
し
た
複
雑
な
御
息
所
の
心
情
を
表
す
筆
跡
だ
と
読
み
解
け
よ
う
。

Ｃ
と
Ｄ
の
御
息
所
は
「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
と
さ
れ
る
新
鮮
な
魅
力
の
あ
る
筆
跡
を
用

い
る
こ
と
で
、
源
氏
へ
思
い
を
表
わ
し
た
。
さ
ら
に
、
御
息
所
は
「
よ
し
よ
し
し
」
や
「
い
た
り
深

し
」
の
よ
う
な
筆
跡
を
用
い
る
こ
と
で
、
自
身
の
品
格
や
思
慮
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。

五　

梅
枝
巻
に
お
け
る
六
条
御
息
所
の
筆
跡　

　

梅
枝
巻
で
、
明
石
の
姫
君
の
東
宮
参
入
の
準
備
が
進
む
中
、
源
氏
は
、
紫
の
上
を
相
手
に
、
昔
に

比
べ
て
何
か
と
衰
え
て
い
く
こ
と
が
多
い
世
の
中
で
あ
る
が
、
か
な
書
の
み
は
、
最
近
に
な
っ
て
こ

そ
達
人
が
多
く
な
っ
た
と
述
べ
た
上
で
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

…
女を
む
な
で手

を
心
に
入
れ
て
習
ひ
し
盛
り
に
、
こ
と
も
な
き
手
本
多
く
集つ
ど

へ
た
り
し
中
に
、
中
宮
の

母
御
息
所
の
、
心
に
も
入
れ
ず
走
り
書
い
た
ま
へ
り
し
一
ひ
と
く
だ
り

行
ば
か
り
、
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
を
得
て
、

際き
は

こ
と
に
お
ぼ
え
し
は
や
。 

（
梅
枝
③
四
一
五
〜
四
一
六
）

源
氏
自
身
が
女
手
を
熱
心
に
習
っ
た
時
期
に
、
無
難
な
手
本
を
集
め
た
が
、
そ
の
中
で
御
息
所
が

心
に
入
れ
ず
何
気
な
く
書
い
た
一
行
ほ
ど
の
、
無
造
作
な
筆
跡
が
格
別
に
優
れ
て
い
た
と
源
氏
は

評
す
る
。「
心
に
も
入
れ
ず
…
」
に
、『
新
全
集
』
は
「
上
手
に
書
こ
う
と
思
っ
て
書
い
た
の
で
は
な

い
走
り
書
き
」
と
注
す
る
。
ま
た
、「
女
手
を
…
」
に
つ
い
て
、『
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
は
「
「
女
手
」

は
平
仮
名
。
源
氏
が
女
手
を
習
う
の
は
、
恋
文
を
書
く
た
め
」
と
説
く
。
御
息
所
の
筆
跡
を
源
氏
が

入
手
し
た
の
は
、
恋
愛
関
係
に
な
る
以
前
だ
と
解
せ
る
。

源
氏
は
、
御
息
所
の
何
げ
な
い
書
き
ぶ
り
を
特
別
優
れ
た
も
の
と
感
じ
、
そ
の
筆
跡
を
好
ん
で
い

た
。
葵
、
賢
木
、
須
磨
巻
に
語
ら
れ
た
源
氏
へ
送
っ
た
手
紙
の
筆
跡
の
入
念
さ
を
ふ
ま
え
る
と
、
い

か
に
も
皮
肉
に
、
悲
劇
的
に
響
く
。
御
息
所
が
亡
く
な
り
、
時
間
が
経
ち
、
初
め
て
明
か
さ
れ
る
二

人
の
恋
の
始
ま
り
は
筆
跡
か
ら
で
あ
っ
た
。

結
論

　

以
上
、
六
条
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
葵
巻
の
御
息
所
の
歌
は
女
か
ら
の
贈
歌
で
あ

り
、
一
首
目
は
自
身
の
執
着
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
御
息
所
は
、
そ
れ
を
誰
よ
り
も
優
れ
た

筆
跡
で
書
く
こ
と
で
彼
女
自
身
の
品
格
を
貶
め
な
い
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
源
氏
に
生
霊
の
正
体
を

知
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
不
安
な
御
息
所
は
、
心
の
乱
れ
が
手
紙
に
現
れ
な
い
よ
う
入
念
に
文
字
を

綴
る
。

　

筆
跡
表
現
と
し
て
の
「
な
ま
め
く
」「
な
ま
め
か
し
」
は
、
新
鮮
な
魅
力
の
あ
る
優
雅
な
書
き
ぶ
り

を
表
し
た
も
の
と
解
せ
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
異
性
と
の
や
り
取
り
の
中
に
表
れ
、
自
身
の
魅
力
を

感
じ
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
御
息
所
が
伊
勢
に
向
か
う
賢
木
巻
の
筆
跡
は
「
な
ま
め
く
」

「
よ
し
よ
し
し
」
と
形
容
さ
れ
る
。
そ
の
手
紙
か
ら
は
、
源
氏
へ
の
愛
と
そ
の
一
方
で
遠
く
離
れ
る

こ
と
で
関
係
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
決
心
が
窺
え
る
。
ま
た
、
御
息
所
は
須
磨
巻
で
、
散
文
で
都
か

ら
離
れ
た
源
氏
を
慰
め
る
一
方
、
和
歌
で
は
源
氏
へ
の
未
練
を
表
し
た
。
そ
の
内
容
と
筆
跡
は
一
体

と
な
り
「
な
ま
め
か
し
」「
い
た
り
深
う
」
と
表
現
さ
れ
た
。
ま
た
、
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
「
よ

し
よ
し
し
」
や
「
い
た
り
深
し
」
の
よ
う
に
、
筆
跡
を
表
す
の
に
ま
れ
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、

名
筆
で
あ
る
御
息
所
の
筆
跡
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

梅
枝
巻
の
御
息
所
の
筆
跡
評
に
は
、
源
氏
が
さ
り
げ
な
い
御
息
所
の
筆
跡
に
心
ひ
か
れ
て
い
た
こ

と
が
示
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
に
御
息
所
と
の
関
係
の
悲
劇
性
が
改
め
て
浮
か
び
上
が
る
。

こ
の
よ
う
に
筆
跡
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
文
字
に
込
め
ら
れ
た
御
息
所
の
不
安
や
、
源
氏

へ
の
恋
と
葛
藤
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
筆
跡
の
形
容
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
心
理
を
描
く
物
語
の
手

法
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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朴　

『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て

１－８

　

注

（
１
）　

「
人
物
フ
ァ
イ
ル―

六
条
御
息
所 

10
筆
跡
・
紙
選
び
」（
八
島
由
香
）『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
七
巻―

六

条
御
息
所
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど

（
２
）　

秋
山
虔
「
源
氏
物
語
世
界
の
書
に
つ
い
て
」（
『
源
氏
物
語
の
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
。
初
出

二
〇
〇
二
年
）
な
ど

（
３
）　

大
門
君
子
「
源
氏
物
語
の
手
紙
文―

手
紙
文
に
見
る
六
条
御
息
所―

」『
愛
媛
国
文
研
究
』
第
四
五
号
、

一
九
九
五
年
一
二
月
。
亀
田
夕
佳
「
〈
文
字
〉
の
女―
六
条
御
息
所
試
論―

」『
古
代
文
学
研
究
（
第
二
次
）
』
第

一
四
号
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月

（
４
）　

梅
枝
巻
で
語
る
か
な
書
を
め
ぐ
る
物
語
が
、
全
体
と
し
て
源
氏
の
文
化
的
王
者
性
を
描
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、

木
谷
眞
理
子
「
仮
名
書
道
論
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識N
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梅
枝
・
藤
裏
葉
』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）　

高
木
和
子
「
花
散
里
・
朝
顔
の
姫
君
・
六
条
御
息
所
の
物
語
と
和
歌
」
池
田
節
子
ほ
か
編
『
源
氏
物
語
の
歌

と
人
物
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
六
〇
頁

（
６
）　

今
井
久
代
「
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
」
坂
本
共
展
ほ
か
編
『
源
氏
物
語
の
新
研
究―
内
な
る
歴
史
性
を
考
え
る
』

（
新
典
社
、
二
〇
〇
五
年
）
三
四
五
頁

（
７
）　

亀
田
氏
注
（
３
）
前
掲
論
文

（
８
）　

鈴
木
日
出
男
「
車
争
い
前
後
」『
源
氏
物
語
虚
構
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
三
七
六
頁
。
初
出

一
九
八
〇
年

（
９
）　

秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）「
な
ま
め
か
し
」（
後
藤
祥
子
）

（
10
）　

大
門
氏
注
（
３
）
前
掲
論
文

（
11
）　

太
田
敦
子
「
関
の
あ
な
た
の
六
条
御
息
所―

伊
勢
下
向
を
め
ぐ
る
表
現
機
構―

」『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
・

文
学
研
究
科
』
三
六
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月

（
12
）　

鈴
木
日
出
男
「
愛
憐
の
歌―

六
条
御
息
所
と
光
源
氏
（
二
）
」『
源
氏
物
語
虚
構
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
三
年
）
四
〇
一
頁
。
初
出
二
〇
〇
〇
年

＊
『
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
。
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Study on Rokujo-no-miyasudokoro's calligraphy in Genji-monogatari

PARK  Young-mi

Abstract

 Genji-monogatari is Japanese literature of 11century.  This study is analysis about calligraphy in 
Genji-monogatari. Especially, the purpose of this study is to understand about calligraphy of Rokujo-
no-miyasudokoro.  She was a master calligrapher in Genji-monogatari.  She sent four letters to Gengi. 
I examined the relationship between sentences of these letters and descriptions of Rokujo-no-

miyasudokoro's handwriting.  I also examined nuances of ‘yosiyosisi ’ and ‘ itarihukasi ’ in Genji-
monogatari.  These words are keywords describing her handwriting. 
The result of these examinations, I showed that combinations of contents of Rokujo-no-

miyasudokoro's letter and descriptions of her handwriting represented her complex mentalities.

Keywords: Genji-monogatari (tale of Genji), Rokujo-no-miyasudokoro, Calligraphy, Letter,  
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