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一
、
は
じ
め
に

　

紅
葉
賀
巻
で
は
、
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
に
よ
る
皇
子
（
後
の
冷
泉
帝
）

が
誕
生
す
る
。
源
氏
物
語
の
世
界
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
い
意
味
を
も
つ
出

来
事
で
あ
る
が
、
世
を
憚
る
特
異
な
宿
命
を
負
っ
て
生
ま
れ
た
皇
子
に
対
し

て
、
真
の
両
親
で
あ
る
二
人
の
主
人
公
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
心
情
を
抱

く
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
こ
と
は
、
源
氏
が
は
じ
め
て
皇
子
と
対
面
し
た

場
面
の
後
に
交
わ
さ
れ
る
両
者
の
贈
答
歌
に
お
い
て
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
の
肝
心
の
贈
答
歌
の
解
釈
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
り
、
と

く
に
藤
壺
の
歌
に
は
古
注
釈
以
来
近
年
ま
で
諸
説
が
続
出
し
て
、
い
ま
だ
に

議
論
は
揺
れ
続
け
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
二
人
の
贈
答
歌
に
新
た
な
解
釈
を
施
し
な
が
ら
、
皇
子
を
め

ぐ
る
源
氏
と
藤
壺
の
心
情
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
考
察

に
基
づ
い
て
、
源
氏
物
語
固
有
の
場
面
形
成
の
あ
り
方
や
、
そ
こ
に
お
け
る

和
歌
の
意
義
や
役
割
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み
た
い
。

二
、
源
氏
と
皇
子
の
対
面
場
面

　

ま
ず
、
皇
子
誕
生
か
ら
、
源
氏
が
皇
子
と
対
面
す
る
場
面
ま
で
の
概
要
を

確
認
し
て
お
く
（
紅
葉
賀
巻
①
３
２
４
～
３
２
９
頁１
）。

　

皇
子
誕
生
は
桐
壺
帝
を
は
じ
め
人
々
の
喜
び
の
中
に
迎
え
ら
れ
る
が
、
源

氏
は
そ
れ
が
我
が
子
で
あ
る
と
予
想
し
な
が
ら
も
、
不
義
の
露
見
を
怖
れ
る

藤
壺
に
よ
っ
て
皇
子
と
の
対
面
を
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
生
後
二
か

月
ほ
ど
経
っ
て
、
皇
子
が
参
内
し
た
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
待
ち
わ
び
た
対

面
の
場
面
が
訪
れ
る
。
事
情
を
知
る
よ
し
も
な
い
帝
は
、
源
氏
に
酷
似
し
た

皇
子
を
溺
愛
し
立
坊
も
考
え
て
お
り
、
参
内
し
た
源
氏
に
美
し
く
成
長
し
た

皇
子
の
姿
を
嬉
し
げ
に
見
せ
に
現
れ
る
。
は
じ
め
て
皇
子
と
対
面
し
た
源
氏

は
、
す
で
に
帝
の
子
と
し
て
寵
愛
さ
れ
る
皇
子
の
様
子
を
見
て
、
畏
怖
と
喜

悦
の
激
し
く
交
錯
す
る
動
揺
を
覚
え
る
。
一
方
、
す
ぐ
側
で
様
子
を
う
か
が

う
藤
壺
は
、
眼
前
で
帝
を
欺
く
状
況
に
耐
え
難
い
葛
藤
に
苛
ま
れ
る
（
ａ
「
宮

は
、
わ
り
な
く
か
た
は
ら
い
た
き
に
、
汗
も
流
れ
て
ぞ
お
は
し
け
る
」
同
３
２
９
頁
）。

源
氏
は
、
こ
の
上
な
く
美
し
い
皇
子
の
姿
を
見
て
、
そ
れ
に
似
る
我
が
身
ま

　

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 

─
─
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で
大
切
に
思
え
る
ほ
ど
胸
を
打
た
れ
る
（
ｂ
「
物
語
な
ど
し
て
、
う
ち
笑
み
た
ま

へ
る
が
い
と
ゆ
ゆ
し
う
う
つ
く
し
き
に
、
わ
が
身
な
が
ら
こ
れ
に
似
た
ら
む
は
、
い
み

じ
う
い
た
は
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
」
同
３
２
９
頁
）
が
、
す
で
に
帝
の
子
と
し
て

寵
愛
さ
れ
る
皇
子
と
の
対
面
に
か
え
っ
て
惑
乱
し
て
退
出
す
る
こ
と
に
な
る

（
ｃ
「
な
か
な
か
な
る
心
地
の
か
き
乱
る
や
う
な
れ
ば
、
ま
か
で
た
ま
ひ
ぬ
」
同
３
２

９
頁
）。

　

こ
の
対
面
場
面
で
は
、
源
氏
は
、
す
で
に
帝
の
子
と
し
て
寵
愛
さ
れ
る
皇

子
の
様
子
に
激
し
く
動
揺
し
、
そ
の
美
し
く
成
長
し
た
姿
に
強
い
情
愛
も
抱

く
が
、
結
局
、
最
後
は
惑
乱
し
た
心
情
の
中
で
退
出
す
る
。
一
方
、
不
義
の

露
見
を
怖
れ
続
け
る
藤
壺
は
、
こ
の
場
面
で
も
や
は
り
苦
し
い
葛
藤
に
苛
ま

れ
て
い
る
。

三
、
皇
子
と
対
面
後
の
源
氏

Ａ
わ１

が
御
方
に
臥
し
た
ま
ひ
て
、
胸
の
や
る
方
な
き
ほ
ど
過
ぐ
し
て
、
大

殿
へ
と
思
す
。
御
前
の
前
栽
の
何
と
な
く
青
み
わ
た
れ
る
中
に
、
常２

夏

の
は
な
や
か
に
咲
き
出
で
た
る
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
命３

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
な
ぐ
さ
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
な
で

し
こ
の
花

花４

に
咲
か
な
ん
と
思
ひ
た
ま
へ
し
も
、
か５

ひ
な
き
世
に
は
べ
り
け
れ

ば
」
と
あ
り
。 

（
紅
葉
賀
①
ｐ
３
３
０
）

　

引
用
文
Ａ
は
、
前
節
に
引
用
し
た
源
氏
退
出
の
叙
述
（
前
節
引
用
文
ｃ
）
か

ら
省
略
な
く
続
い
て
い
る
。
傍
線
部
１
は
、
そ
の
退
出
時
の
源
氏
の
惑
乱
し

た
心
情
を
承
け
る
も
の
で
、
そ
の
心
情
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
胸
の
や
る
方
な

き
ほ
ど
」
を
落
ち
着
か
せ
て
か
ら
左
大
臣
邸
へ
外
出
し
よ
う
と
い
う
。
そ
れ

に
続
く
源
氏
の
藤
壺
に
対
す
る
贈
歌
は
、
そ
の
「
や
る
方
な
き
」
心
情
を
訴

え
て
晴
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
歌
に
は
、
前
栽
に
華
や
か
に

咲
き
始
め
た
可
憐
な
常
夏
（
撫
子
）
の
花
が
添
え
ら
れ
る
（
傍
線
部
２
）。
贈

り
先
が
藤
壺
で
は
な
く
「
命
婦
の
君
の
も
と
に
」（
傍
線
部
３
）
と
わ
ざ
わ
ざ

語
ら
れ
る
の
は
、
藤
壺
の
女
房
に
対
し
て
、
季
節
の
花
に
託
し
て
恋
情
を
訴

え
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
偽
装
し
て
贈
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

源
氏
の
歌
は
、
皇
子
を
「
な
で
し
こ
（
撫
で
し
子
）
の
花
」
に
よ
そ
え
な

が
ら
、
悲
し
み
の
涙
を
流
す
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
も
の
と
、
ま
ず
は
通
説
ど

お
り
に
理
解
し
て
よ
か
ろ
う２
。
た
だ
し
「
な
で
し
こ
」
は
、
例
え
ば
「
あ
な

恋
し
今
も
見
て
し
か
山
が
つ
の
垣
ほ
に
咲
け
る
山
と
な
で
し
こ３
」（
古
今
集
・

恋
四
・
６
９
５
）
の
よ
う
に
女
性
の
比
喩
と
し
て
も
慣
用
さ
れ
て
お
り
、
他

者
に
は
命
婦
を
よ
そ
え
た
恋
歌
と
も
解
せ
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

源
氏
の
歌
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
直
後
に
歌
の
意
を
補
う
言
葉
（
傍
線
部

４
、
５
）
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
言
葉
と
歌
と
の
関

係
が
明
確
に
さ
れ
ず
に
済
ま
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
歌
の
真
意
を

十
分
に
正
し
く
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

傍
線
部
４
の
「
花
に
咲
か
な
ん
」
は
、
諸
注
の
指
摘
す
る
引
歌
「
わ
が
宿

の
垣
根
に
植
ゑ
し
な
で
し
こ
は
花
に
咲
か
な
ん
よ
そ
へ
つ
つ
見
む
」（
後
撰

集
・
夏
・
１
９
９
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
源
氏
の
歌
の
冒
頭

句
も
同
歌
の
結
句
に
よ
る
。
こ
の
後
撰
歌
は
、
万
葉
集
歌
「
わ
が
宿
に
蒔
き

し
な
で
し
こ
い
つ
し
か
も
花
に
咲
き
な
む
な
そ
へ
つ
つ
み
む
」（
巻
八
・
１
４

４
８
・
大
伴
家
持
）
の
異
伝
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
歌４
と
同
様
に
「
幼
い
娘
に
思

い
を
か
け
て
贈
っ
た
歌
」「「
わ
が
宿
の
垣
根
に
植
ゑ
し
」
は
自
分
の
管
轄
内
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に
女
が
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る５
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
後
撰
歌
の
す
ぐ
前

に
は
「
人
知
れ
ず
わ
が
占し

め
し
野
の
と
こ
な
つ
は
花
咲
き
ぬ
べ
き
時
ぞ
来
に

け
る
」（
後
撰
集
・
夏
・
１
９
８
）
や
「
ふ
た
葉
よ
り
わ
が
標し
め

ゆ
ひ
し
な
で
し

こ
の
花
の
さ
か
り
を
人
に
折
ら
す
な
」（
後
撰
集
・
夏
・
１
８
３
）
な
ど
、
わ

が
物
と
思
う
年
少
の
娘
の
美
し
い
成
長
を
「
と
こ
な
つ
（
な
で
し
こ
）」
の
開

花
に
比
喩
す
る
歌
が
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
の
類
似
性
か
ら
も
新
大
系

の
解
釈
に
同
意
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
引
歌
を
ふ
ま
え
る
傍
線
部
４
は
、
幼

い
皇
子
が
本
来
は
わ
が
子
で
あ
る
こ
と
を
含
意
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
美
し
い
成

長
を
願
う
、
親
と
し
て
の
心
情
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
傍
線
部
４
は
「
と
思
ひ
た
ま
へ
し
も0

」
に
続
い
て
お
り
、

助
動
詞
「
き
」（
二
重
傍
線
部
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
花
に
咲

か
な
ん
」
の
願
望
が
す
で
に
過
去
の
こ
と
と
し
て
回
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
逆
接
を
表
す
助
詞
「
も
」（
傍
点
部
）
で
つ

な
が
る
傍
線
部
５
「
か
ひ
な
き
世
に
は
べ
り
け
れ
ば0

」
の
方
に
は
、
助
動
詞

「
け
り
」（
二
重
傍
線
部
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
け
り
」
に
は
、
藤

壺
と
の
関
係
が
「
か
ひ
な
き
世
」（
不
義
の
関
係
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
今
あ
ら

た
め
て
認
識
し
た
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る６
。
つ
ま
り
源
氏
は
、
親
と
し
て
幼

少
の
皇
子
の
美
し
い
成
長
を
願
っ
て
い
た
が
、
藤
壺
と
の
関
係
が
不
義
の
も

の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
今
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
皇
子
は
願
望
ど
お
り
美
し
く
成
長
し
た
も
の
の
、
不
義
の
関
係
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
す
で
に
わ
が
子
と
し
て
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
に
気
づ

か
さ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
前
節
に
見
た
対
面
場
面

に
お
い
て
、
帝
に
寵
愛
さ
れ
る
美
し
い
皇
子
の
姿
に
深
く
感
動
し
な
が
ら

も
、
結
局
は
惑
乱
し
た
ま
ま
退
出
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
源
氏
の
状
況
と
ま

さ
し
く
対
応
す
る
。
こ
の
傍
線
部
４
・
５
は
、
傍
線
部
５
末
尾
の
原
因
・
理

由
を
表
す
助
詞
「
ば
」（
傍
点
部
）
に
よ
っ
て
、
倒
置
法
で
歌
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
る
。し
た
が
っ
て
、源
氏
の
歌
は
こ
の
傍
線
部
４
・
５
の
内
容
を
原
因
・

理
由
と
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
源
氏
の
贈
歌
の
解
釈

　

源
氏
の
歌
は
、
ま
ず
上
句
で
は
、
折
取
ら
れ
て
手
に
も
つ
撫
子
の
花
を
、

対
面
を
思
い
返
し
な
が
ら
、
願
い
ど
お
り
美
し
く
育
っ
て
い
た
皇
子
に
よ
そ

え
つ
つ
見
て
い
て
も
、
結
局
、
心
は
慰
ま
な
い
、
と
い
う
。
下
句
で
は
、
そ

れ
ゆ
え
に
悲
し
み
の
涙
が
落
ち
て
、（
も
と
も
と
露
が
置
い
て
い
た
）
撫
子
の
花

の
上
の
露
が
さ
ら
に
増
さ
る
、
と
い
う
。
露
が
さ
ら
に
増
さ
る
と
は
、
源
氏

の
悲
し
み
の
涙
が
そ
れ
以
前
よ
り
も
増
し
加
わ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

二
節
に
み
た
よ
う
に
、
源
氏
は
も
と
も
と
わ
が
子
の
皇
子
に
逢
え
な
い
悲
し

み
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
よ
う
や
く
か
な
っ
た
皇
子
と
の
対
面
で

は
、
不
義
の
関
係
ゆ
え
に
、
す
で
に
わ
が
子
と
し
て
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い

厳
し
い
現
実
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
願
望
ど
お
り

に
ま
さ
に
花
の
よ
う
に
美
し
く
成
長
し
た
皇
子
を
見
て
も
、
か
え
っ
て
、
そ

れ
ま
で
よ
り
も
い
っ
そ
う
悲
し
み
の
涙
を
増
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
前
の
対
面
場
面
を
承
け
て
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
生
じ

た
心
情
を
、
眼
前
の
景
物
の
様
相
に
託
し
て
詠
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

次
に
、
源
氏
の
歌
の
現
代
語
訳
を
説
明
を
補
い
つ
つ
提
示
す
る
。

（
よ
う
や
く
対
面
し
た
美
し
い
皇
子
に
）
よ
そ
え
つ
つ
見
て
い
て
も
心
は
慰

ま
な
い
で
、（
涙
が
花
に
降
り
注
ぎ
）
そ
の
露
け
さ
が
（
そ
れ
ま
で
よ
り
も

い
っ
そ
う
）
増
さ
る
撫
子
の
花
で
あ
る
こ
と
よ
。
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源
氏
の
歌
は
、
手
に
取
っ
て
見
つ
め
る
可
憐
な
撫
子
の
花
の
上
に
、
愛
す

る
皇
子
を
思
う
悲
し
み
の
涙
が
降
り
注
ぎ
、
花
を
濡
ら
し
煌
め
く
露
が
さ
ら

に
そ
の
数
を
増
し
て
い
く
と
い
う
、
理
想
的
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
い
き
わ
め

て
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
形
象
さ
れ
て
い
る
。
花
と
露
の
取
り
合
わ
せ
は
秋
の

美
的
景
物
の
典
型
と
し
て
多
く
の
和
歌
の
類
例
を
も
つ
が
、
そ
の
表
現
史
を

ふ
ま
え
つ
つ
、
物
語
固
有
の
心
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る７
。
藤
壺
の
答
歌
は
、

こ
の
よ
う
な
源
氏
の
贈
歌
の
表
現
や
内
容
の
あ
り
か
た
に
対
応
す
る
も
の
と

し
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
、
命
婦
の
言
葉
と
藤
壺
の
「
あ
は
れ
」

　

次
の
引
用
文
Ｂ
は
、
三
節
引
用
文
Ａ
か
ら
省
略
な
く
続
い
て
い
る
。

Ｂ
さ
り
ぬ
べ
き
隙
に
や
あ
り
け
む
、
御
覧
ぜ
さ
せ
て
、「
た６

だ
塵
ば
か
り
、

こ
の
花
び
ら
に
」
と
聞
こ
ゆ
る
を
、
わ７

が
御
心
に
も
、
も
の
い
と
あ
は

れ
に
思
し
知
ら
る
る
ほ
ど
に
て
、

袖
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８

ば
か
り
、
ほ
の
か
に
書
き
さ
し
た
る
や
う
な
る
を
、
喜９

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11

う
ち
さ
わ
ぎ
て
い
み
じ
く
う
れ
し
き
に
も
涙

落
ち
ぬ
。 

（
紅
葉
賀
①
ｐ
３
３
０
～
３
３
１
）

　

源
氏
の
贈
歌
は
命
婦
か
ら
藤
壺
に
届
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
の
命
婦
の
言

葉
（
傍
線
部
６
）
に
も
注
意
し
た
い
。
こ
の
言
葉
は
著
名
歌
「
塵
を
だ
に
据

ゑ
じ
と
ぞ
思
ふ
咲
き
し
よ
り
妹
と
わ
が
寝
る
常
夏
の
花
」（
古
今
集
・
夏
・
１

６
７
）
を
引
用
す
る
。
た
だ
し
そ
の
初
二
句
の
意
を
反
転
さ
せ
て
、
塵
ば
か

り
の
お
言
葉
で
も
こ
の
花
び
ら
に
お
添
え
く
だ
さ
い
と
、
慎
重
な
藤
壺
に
答

歌
を
促
し
て
い
る
。「
こ
の
花
び
ら
」
と
は
、
源
氏
の
歌
に
涙
が
降
り
注
い

だ
と
表
現
さ
れ
た
撫
子
の
花
び
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
悲
し
み
の
心
象
へ

の
応
答
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
引
歌
の
下
句
「
妹
と
わ
が
寝
る

常
（
床
）
夏
の
花
」
は
、
二
人
が
皇
子
（
常
夏
／
撫
子
）
の
真
の
両
親
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
も
い
る
。

　

命
婦
の
言
葉
を
聞
い
た
際
、
藤
壺
自
身
も
「
も
の
い
と
あ
は
れ
に
」
思
い

知
ら
れ
る
折
で
あ
っ
た
（
傍
線
部
７
）
と
い
う
。
こ
の
「
あ
は
れ
」
と
は
、「
わ

が
御
心
に
も
0

0

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
節
に
み
た
対
面
場
面
の
後
、
源
氏
と

同
様
に
、
や
は
り
親
と
し
て
の
悲
し
み
の
心
情
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
続
く
答
歌
は
、
や
は
り
対
面
場
面
の
状
況
に
お
い
て

生
じ
た
心
情
を
ふ
ま
え
る
も
の
と
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
源
氏
と
は
ま
た
異

な
る
自
己
の
立
場
か
ら
詠
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

六
、
藤
壺
の
歌
の
諸
説
と
分
類

　

こ
の
藤
壺
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
古
注
釈
以
来
諸
説
が
提
示
さ
れ
て

き
た
。
と
く
に
下
句
の
「
う
と
ま
れ
ぬ
」
の
「
ぬ
」
を
、
完
了
の
「
ぬ
」
の

終
止
形
と
す
る
説
（「
ぬ
」
の
上
の
「
れ
」
は
自
発
。
四
句
切
）
と
、
打
消
の
「
ず
」

の
連
体
形
と
す
る
説
（「
ぬ
」
の
上
の
「
れ
」
は
可
能
。
区
切
な
し
）、
の
二
説
に

大
き
く
別
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
藤
壺
の
心
情
の
解
釈
に
も
大
き
な
違
い
が
生

じ
る
。
ま
た
近
年
で
は
、
完
了
と
打
消
の
両
方
と
も
に
読
み
取
る
べ
き
だ
と

す
る
、
両
義
説
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
句
の
「
袖
」
の
主
体
を
藤
壺
の
袖
と

す
る
か
、
源
氏
の
袖
と
す
る
か
、
に
つ
い
て
も
二
説
に
分
か
れ
る
。

　

次
に
資
料
１
と
し
て
、
過
去
の
主
な
諸
説
を
「
ぬ
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
分
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類
し
た
（
各
分
類
は
そ
れ
ぞ
れ
著
作
年
順
）。
現
行
の
主
要
な
諸
説
（
近
代
以
降
で
、

明
確
に
現
代
語
訳
が
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
）
に
つ
い
て
は
①
～
⑭
の
番
号
を
付

し
て
あ
る
。

［
資
料
１
］
藤
壺
歌
に
お
け
る
「
ぬ
」
の
諸
説
の
分
類８

完
了
説
… 

〈
古
注
釈
〉
源
氏
物
語
提
要
・
孟
津
抄
・
岷
江
入
楚
（
箋
）・
湖
月

抄
（
傍
注
）

〈
テ
キ
ス
ト
等
〉 

①
旧
大
系
・
②
集
成
・
③
新
大
系
・
④
新
編
全
集
・
⑤

鑑
賞
と
基
礎
知
識
・
注
釈

〈
論
文
〉
⑥
川
島
絹
江
・
⑦
鈴
木
宏
子
・
⑧
工
藤
重
矩

打
消
説
…
〈
古
注
釈
〉
一
葉
抄
・
萬
水
一
路
・
玉
小
櫛
・
萩
原
評
釈

〈
テ
キ
ス
ト
等
〉
⑨
全
書
・
⑩
玉
上
評
釈
・
⑪
旧
全
集

〈
論
文
〉 

木
船
重
昭
・
小
町
谷
照
彦
・
⑫
吉
見
健
夫
（
旧
稿
）・
柏
木
由
夫
・

⑬
山
崎
和
子
・
加
藤
睦

両
義
説
…
〈
論
文
〉
徳
岡
涼
・
上
原
作
和
・
⑭
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ

　

次
に
資
料
２
と
し
て
、
現
行
の
主
要
な
諸
説
（
資
料
１
①
～
⑭
）
を
、
袖
の

主
体
の
解
釈
も
含
め
て
分
類
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
説
に
は
、
古
注
釈
も

含
め
た
そ
の
他
の
諸
説
の
内
容
が
お
お
む
ね
吸
収
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
藤
壺
の
歌
の
諸
説
は
、
資
料
２
の
五
区
分
（
Ⅰ
～
Ⅴ
）
に
分
類
さ
れ
る
。

［
資
料
２
］
袖
の
主
体
を
含
め
た
現
行
の
主
要
な
諸
説
の
分
類

「
ぬ
」
の
解
釈

完
了
説

打
消
説

両
義
説

袖
の

主
体

源
氏
説

Ⅰ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

Ⅱ
⑨
⑩
⑪

藤
壺
説

Ⅲ
⑧

Ⅳ
⑫
⑬

Ⅴ
⑭

　

次
に
資
料
３
と
し
て
、
資
料
２
の
五
区
分
の
各
現
代
語
訳
を
、
藤
壺
歌
の

諸
説
の
五
類
型
と
し
て
例
示
し
て
お
く
。
た
だ
し
源
氏
説
・
完
了
説
（
Ⅰ
）

お
よ
び
源
氏
説
・
打
消
説
（
Ⅱ
）
の
諸
説
の
現
代
語
訳
は
、
同
じ
区
分
に
属

す
る
諸
説
の
そ
れ
と
か
な
り
類
似
し
て
い
る
の
で
、
代
表
的
な
も
の
一
つ
の

み
と
す
る
。
藤
壺
説
・
打
消
説
（
Ⅳ
）
の
⑫
と
⑬
は
異
な
る
と
こ
ろ
も
多
い

が
、
⑫
（
吉
見
旧
稿
）
に
つ
い
て
は
本
稿
で
考
察
し
直
し
た
と
こ
ろ
を
ふ
ま

え
た
新
た
な
訳
を
後
述
す
る
の
で
、
⑬
の
み
と
す
る９
。

［
資
料
３
］
諸
説
の
五
類
型
（
傍
線
…
袖
の
主
体
、
二
重
傍
線
…
「
ぬ
」
の
解
釈
）

︿
源
氏
説
・
完
了
説
﹀
④
新
編
全
集
「
こ
の
や
ま
と
な
で
し
こ
ー
若
宮
が
あ

な
た
の
お
袖
を
濡
ら
す
涙
の
露
の
ゆ
か
り
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
や
は
り
こ

れ
を
い
と
お
し
む
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
」

︿
源
氏
説
・
打
消
説
﹀
⑩
旧
全
集
「
こ
の
や
ま
と
な
で
し
こ
ー
若
宮
が
あ
な

た
の
お
袖
を
濡
ら
す
涙
の
ゆ
か
り
だ
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
や
は
り
こ
れ
を

疎
む
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
」

︿
藤
壺
説
・
完
了
説
﹀
⑧
工
藤
重
矩
「
袖
が
濡
れ
る
露
の
ゆ
か
り
だ
と
思
う

に
つ
け
、
や
は
り
、
疎
ま
し
く
思
わ
れ
て
し
ま
う
、
大
和
撫
子
は
」

︿
藤
壺
説
・
打
消
説
﹀
⑬
山
崎
和
子
「
涙
に
く
れ
る
私
の
袖
が
濡
れ
る
、「
露

（
あ
な
た
）」
の
「
ゆ
か
り
（
子
）」
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
や
は
り
疎
む
こ
と

は
で
き
な
い
、
愛
お
し
い
「
や
ま
と
な
で
し
こ
（
若
宮
）」
で
す
」

︿
藤
壺
説
・
両
義
説
﹀
⑭
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
「
こ
の
大
和
撫
子
、
若

宮
は
、
罪
の
花
な
の
で
、
つ
ら
い
涙
の
露
が
袖
を
濡
ら
し
、
疎
ま
し
く
思
わ

れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
子
は
、
愛
の
花
な
の
で
、
袖
に
は
愛
し
い
涙

も
零
れ
て
、
疎
ま
し
く
は
思
わ
れ
な
い
」

　

次
に
、
資
料
１
～
３
に
分
類
提
示
し
た
と
こ
ろ
を
ふ
ま
え
て
藤
壺
の
歌
の

解
釈
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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七
、
藤
壺
の
歌
の
解
釈
Ⅰ
─
「
袖
」
の
主
体
─

　

ま
ず
「
袖
」
の
主
体
に
つ
い
て
。
こ
の
「
袖
」
は
「
袖
ぬ
る
る
露
」
と
あ

る
よ
う
に
、「
露
」
に
濡
れ
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
露
」

は
、
源
氏
の
贈
歌
の
「
露
」
を
承
け
て
い
る
が
、
四
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、

贈
歌
の
「
露
」
は
撫
子
の
花
の
露
の
上
に
さ
ら
に
源
氏
の
涙
（
露
）
が
降
り

注
い
だ
も
の
で
あ
る
。
仮
に
、
藤
壺
の
答
歌
の
「
袖
」
の
主
体
を
源
氏
と
解

す
る
な
ら
ば
、
贈
歌
で
は
花
の
上
に
降
り
注
い
だ
「
露
（
涙
）」
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
答
歌
で
は
源
氏
の
袖
に
降
り
注
い
だ
も
の
と
し
て

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
本
来
緊
密
に
対
応
す
べ
き
贈

歌
と
答
歌
の
表
現
の
間
に
明
ら
か
な
齟
齬
が
生
じ
て
し
ま
う
。
一
方
、「
袖
」

の
主
体
を
藤
壺
と
す
る
場
合
、
藤
壺
自
身
の
袖
が
「
露
（
涙
）」
に
濡
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌
で
は
、
結
句
の
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
を
「
露

の
ゆ
か
り
と
思
ふ
」
と
い
い
、
す
な
わ
ち
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
を
「
露
」

に
つ
な
が
る
も
の
（
ゆ
か
り
）
だ
と
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
藤
壺
の
歌
は
、

贈
歌
で
露
に
濡
れ
て
い
る
と
表
現
さ
れ
て
い
た
撫
子
の
花
の
こ
と
を
、
わ
が

袖
が
濡
れ
て
し
ま
う
「
露
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
、
と
贈
歌
に
正
し
く

対
応
さ
せ
て
表
現
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
藤
壺
の

歌
に
は
皇
子
へ
の
心
情
が
寓
意
さ
れ
て
い
る
が
、
表
面
上
は
、
撫
子
の
花
の

露
に
よ
っ
て
わ
が
袖
が
濡
れ
る
、
と
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
工
藤
重

矩
氏
は
、
藤
壺
の
歌
は
表
の
意
味
と
し
て
は
「
植
物
と
し
て
の
撫
子
の
花
を

詠
ん
だ
も
の
」
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
裏
に
皇
子
へ

の
心
情
を
寓
意
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
間
を
は
ば
か
る
「
用
心
の

歌
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
す
るＡ
。
源
氏
の
歌
が
命
婦
へ
の
恋
歌
の
よ
う
に
偽
装

さ
れ
て
い
た
（
三
節
参
照
）
の
と
同
様
に
、
藤
壺
の
歌
も
ま
た
「
用
心
の
歌
」

と
す
る
工
藤
氏
の
見
解
に
は
基
本
的
に
同
意
さ
れ
る
。

八
、
藤
壺
の
歌
の
解
釈
Ⅱ
─
「
ぬ
」
は
完
了
か
打
消
か
─

　
「
袖
」
の
主
体
は
藤
壺
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
次
に
四
句
目
の

「
ぬ
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

前
節
の
工
藤
氏
は
完
了
説
に
基
づ
い
て
解
し
て
い
る
（
六
節
資
料
３
⑧
参

照
）
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
工
藤
氏
は
上
句
の
「
と
思
ふ
に
も
」
に
注

目
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
語
句
に
よ
っ
て
上
句
と
下
句
を
結
ぶ
構
文
を
用
い

る
平
安
中
期
の
和
歌
の
用
例
（
７
例Ｂ
）
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
上

句
が
「
原
因
・
理
由
」
を
、
下
句
が
そ
の
「
結
果
」
を
述
べ
る
順
接
関
係
で

つ
な
が
る
と
す
るＣ
。
し
た
が
っ
て
、
負
の
感
情
を
引
き
起
こ
す
「「
袖
ぬ
る

る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
」
こ
と
を
原
因
・
理
由
と
し
て
、「
な
ほ
」「
疎
ま
れ

ぬ
」
と
い
う
感
情
を
持
っ
て
い
る
（
稿
者
注
・「
ぬ
」
は
完
了
）、
と
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
いＤ
」
と
い
う
。
し
か
し
工
藤
氏
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

実
方
集
Ⅲ
２
０
９
「
水
深
み
み
な
隠
せ
り
と
思
ふ
に
も
ま
づ
あ
ら
は
る
る
根

に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
の
例
は
、
女
の
隠
し
て
い
た
は
ず
の
浮
気
（
根
／
寝
）

が
露
見
し
た
こ
と
を
歌
う
も
の
で
、
上
下
句
は
逆
接
関
係
で
解
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
本
文
に
異
同
が
あ
りＥ
、
問
題
が
残
る
と
し
て
、
氏
は

こ
の
歌
を
逆
接
の
例
と
は
認
定
し
て
い
な
い
が
、
や
は
り
逆
接
の
可
能
性
は

残
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
工
藤
氏
の
挙
げ
る
紫
式
部
の
用
例
「
忘
る
る
は
憂
き

世
の
つ
ね
と
思
ふ
に
も
身
を
や
る
か
た
の
な
き
ぞ
わ
び
ぬ
る
」（
紫
式
部
集

Ⅰ
・
７
８
、
千
載
集
恋
五
・
９
０
８
）
の
上
下
句
の
接
続
関
係
は
、
現
在
の
諸

註
釈
に
お
い
て
む
し
ろ
逆
接
に
解
す
る
方
が
一
般
的
な
の
で
あ
るＦ
。
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そ
も
そ
も
、「
と
思
ふ
に
も
」
の
構
文
で
は
、
接
続
助
詞
「
に
」
が
「
も
」

を
伴
っ
て
上
下
句
の
接
続
関
係
を
担
っ
て
い
る
。
辞
典
類
で
は
「
に
も
」
の

連
語
で
立
項
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
「
に
つ
け
て
も
」
な
ど
と

順
接
的
に
訳
さ
れ
て
お
りＧ
、
実
際
の
用
例
で
も
順
接
の
場
合
が
多
い
よ
う
で

は
あ
る
が
、
逆
接
の
例
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
五
節
引
用
文
Ｂ
末

尾
の
傍
線
部
10
の
「
に
も
」
は
順
接
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
直
接
続
く
次
の
引

用
文
「
つ
く
づ
く
と
臥
し
た
る
に
も
、
や
る
方
な
き
心
地
す
れ
ば
、
例
の
、

慰
め
に
は
、
西
の
対
に
ぞ
渡
り
た
ま
ふ
」（
紅
葉
賀
・
①
３
３
９
頁
）
は
、
三

節
引
用
文
Ａ
傍
線
部
１
「
わ
が
御
方
に
臥
し
た
ま
ひ
て
、
胸
の
や
る
方
な
き

ほ
ど
過
ぐ
し
て
」
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。
源
氏
は
、
結
局
、
臥
し
て
い
て

も
や
る
方
な
い
思
い
が
す
る
の
で
慰
め
に
西
の
対
（
紫
の
上
の
在
所
）
に
渡
る

と
い
う
の
で
あ
り
、
二
重
傍
線
部
「
に
も
」
の
前
後
は
逆
接
関
係
に
解
す
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
に
も
」
は
、
助
詞
「
に
」
が
単
独
で
用
い
ら

れ
る
場
合
と
同
様
に
、「
に
」
の
前
後
に
述
べ
ら
れ
る
文
脈
に
従
っ
て
結
果

的
に
上
下
句
の
順
逆
の
接
続
関
係
が
決
ま
る
わ
け
で
あ
るＨ
。
し
た
が
っ
て
、

藤
壺
の
歌
の
「
に
も
」
も
、
前
後
の
文
脈
関
係
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
下
句
を
「
と
思
ふ
に
も
」
で
つ
な
ぐ
和
歌

の
構
文
は
、
は
じ
め
か
ら
順
接
逆
接
な
ど
一
定
の
文
脈
を
予
想
さ
せ
る
も
の

で
は
な
く
、
ど
ち
ら
に
い
た
る
と
も
定
め
が
た
い
上
句
に
述
べ
ら
れ
る
思
い

が
、
結
果
的
に
、
下
句
に
述
べ
ら
れ
る
状
態
に
落
着
し
た
こ
と
を
明
示
的
に

表
す
表
現
形
式
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
藤
壺
の
歌
の
場
合
は
、
上
下
句
の
文
脈
関
係
を
ど
の
よ
う
に
判

断
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
次
の
和
歌
の
用
例
に
注
目
し
た
い
。

ａ
心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
朝
露
に
濡
れ
て
は
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花

 

（
嘉
言
集
・
１
２
３
）

ｂ
朝
露
を
分
け
そ
ほ
ち
つ
つ
花
見
む
と
今
ぞ
野
山
を
み
な
経
し
り
ぬ
る

 

（
古
今
集
・
物
名
・
４
３
８
）

ｃ
露
け
く
て
わ
が
衣
手
は
濡
れ
ぬ
と
も
折
り
て
を
ゆ
か
ん
秋
萩
の
花

 

（
拾
遺
集
・
秋
・
１
８
２
）

ｄ
濡
れ
つ
つ
ぞ
し
ひ
て
折
り
つ
る
年
の
内
に
春
は
幾
日
も
あ
ら
じ
と
思
へ

ば 

（
古
今
集
・
春
下
・
１
３
３
）

ｅ
霧
深
き
あ
し
た
の
原
の
女
郎
花
心
を
よ
せ
て
見
る
人
ぞ
見
る

 

（
源
氏
物
語
・
総
角
巻
⑤
２
６
０
頁
）

ｆ
露
し
げ
き
蓬
が
中
の
虫
の
音
を
お
ぼ
ろ
け
に
て
や
人
の
尋
ね
ん

　
（
紫
式
部
集
Ⅰ
・
３
「
箏
の
琴
し
ば
し
、
と
か
ひ
（
紫
式
部
集
Ⅱ
は
「
言
ひ
」）

た
り
け
る
人
、
参
り
て
御
手
よ
り
え
む
と
あ
る
返
事
に
」）

ａ
～
ｅ
は
い
ず
れ
も
花
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
和
歌
表
現
史
を
通
し
て
、

景
物
と
し
て
の
花
は
本
来
、
美
し
い
も
の
、
好
ま
し
い
も
の
と
す
る
認
識
が

大
前
提
と
し
て
あ
る
。
三
、
四
節
に
考
察
し
た
引
歌
や
源
氏
の
歌
も
同
様
で

あ
る
。
ま
た
ａ
の
よ
う
に
、
花
の
美
し
さ
は
露
に
濡
れ
る
こ
と
で
さ
ら
に
増

さ
る
と
い
う
、
源
氏
の
贈
歌
に
通
底
す
る
発
想
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
露

に
よ
っ
て
袖
な
ど
が
濡
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
れ
を
厭
わ
ず
に

美
し
い
花
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
が
真
の
風
流
心
だ
と
す
る
の
が
、
ｂ
と
ｃ
で

あ
る
。
ま
た
ｄ
と
ｅ
（
女
郎
花
に
宇
治
の
姫
君
を
寓
意
）
で
は
、
雨
や
霧
を
厭

わ
ず
に
花
を
求
め
る
風
流
心
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
ｂ
～
ｅ
の
例
の
よ

う
に
、
美
し
い
花
を
真
に
愛
す
る
心
の
持
ち
主
は
、
た
と
え
露
や
霧
な
ど
の

煩
わ
し
い
障
害
が
あ
っ
た
と
し
て
も
厭
う
こ
と
は
し
な
い
、
と
す
る
和
歌
表

現
史
に
お
け
る
類
型
的
表
現
・
発
想
の
系
譜
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
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は
虫
の
音
な
ど
他
の
美
的
景
物
の
場
合
も
同
様
で
、
ｆ
の
紫
式
部
集
の
例

は
、
露
深
い
蓬
の
中
を
厭
わ
ず
に
虫
の
音
（
琴
の
音
を
寓
意
）
を
求
め
る
者
は

並
々
な
ら
ぬ
風
流
心
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。

　

藤
壺
の
答
歌
の
場
合
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
和
歌
の
系
譜
に
し
た
が
っ
た

類
型
的
表
現
・
発
想
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
藤
壺
の
歌
の
表
の

意
は
、
美
的
景
物
と
し
て
の
露
に
濡
れ
た
花
に
対
し
て
、
わ
が
袖
が
濡
れ
る

こ
と
に
な
る
に
し
て
も
こ
の
撫
子
の
花
を
疎
む
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
と
花

の
美
し
さ
を
賛
美
し
そ
れ
に
執
す
る
風
流
心
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
う
と
ま
れ
ぬ
」
の
「
ぬ
」
は
打
消
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、

上
下
句
は
逆
接
関
係
で
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
上
句
に
袖
が
濡
れ
る
こ
と

を
い
い
、
逆
接
関
係
で
つ
な
ぐ
下
句
で
は
そ
れ
を
厭
わ
ず
に
花
を
賞
美
す
る

と
い
う
、
そ
の
歌
の
表
現
形
式
は
ｃ
の
例
と
全
く
同
じ
で
あ
るＩ
。

　

な
お
、
次
の
ｇ
ｈ
の
例
は
、
藤
壺
の
歌
と
同
じ
「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
の

語
句
を
も
つ
こ
と
で
と
く
に
注
目
さ
れ
て
き
たＪ
。

ｇ
ほ
と
と
ぎ
す
汝
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
・
１
４
７
）

ｈ
思
へ
ど
も
猶
う
と
ま
れ
ぬ
春
霞
か
か
ら
ぬ
山
の
あ
ら
じ
と
思
へ
ば

 

（
古
今
集
・
雑
体
・
１
０
３
２
）

　
ｇ
は
、
美
し
い
声
を
長
く
聞
か
せ
ず
に
あ
ち
こ
ち
飛
び
回
る
ほ
と
と
ぎ
す

を
浮
気
者
に
見
立
て
て
、
諧
謔
的
に
恨
む
（「
う
と
ま
れ
ぬ
」
の
「
ぬ
」
は
完
了
）

歌
で
あ
る
。
ｈ
も
ｇ
と
同
趣
向
の
歌
で
あ
り
、
諸
所
の
山
に
掛
か
る
春
霞
を

浮
気
者
の
比
喩
と
す
る
。
と
も
に
美
的
景
物
と
し
て
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
や

春
霞
へ
の
愛
着
を
表
現
す
る
も
の
の
、
前
述
し
た
藤
壺
の
歌
な
ど
の
系
譜
と

は
明
確
に
異
な
る
、
基
本
的
に
別
種
の
表
現
形
式
で
あ
るＫ
。

九
、
藤
壺
の
歌
の
解
釈
Ⅲ
─
寓
意
お
よ
び
贈
歌
と
の
対
応
─

　

藤
壺
の
歌
は
、
花
へ
の
愛
着
を
歌
う
表
の
意
と
と
も
に
、
真
意
を
託
す
裏

の
意
と
し
て
、皇
子
へ
の
情
愛
を
寓
意
す
る
。す
な
わ
ち
、わ
が
袖
が
涙
（
露
）

に
濡
れ
る
こ
と
に
な
る
に
し
て
も
、
や
は
り
皇
子
（
や
ま
と
な
で
し
こ
）
を
疎

む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
で
は
皇
子
（
や
ま
と
な
で
し
こ
）
を
「
露
の
ゆ
か
り
」
と
表
現
す
る

が
、
こ
の
「
露
」
は
、
も
と
も
と
撫
子
に
降
り
注
い
だ
源
氏
の
涙
で
あ
る
。

つ
ま
り
皇
子
が
「
露
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
と
は
、
皇
子
が
源
氏
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
血
縁
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
的
に
表
し
て
も
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
露
」
は
「
は
か
な
い
も
の
」
の
喩
え
と
さ
れ
、

例
え
ば
、
横
死
し
た
夕
顔
の
娘
玉
鬘
の
こ
と
を
「
は
か
な
く
き
え
給
ひ
に
し

夕
顔
の
露
の
御
ゆ
か
り
」（
玉
鬘
巻
③
１
２
０
頁
）
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
そ

こ
に
は
、
密
通
に
よ
る
そ
の
源
氏
と
の
血
縁
（
ゆ
か
り
）
が
露
の
よ
う
に
は

か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
比
喩
さ
れ
て
も
い
る
。

　

藤
壺
の
歌
は
、
源
氏
と
の
は
か
な
い
縁
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に

悲
し
み
の
涙
を
流
さ
せ
る
皇
子
を
、
そ
れ
で
も
疎
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
。
も
と
よ
り
生
ま
れ
た
皇
子
に
は
何
の
罪
も
な
い
（
不
義
を
犯
し
た
の
は
源

氏
と
藤
壺
で
あ
る
）
の
で
あ
る
が
、
こ
の
皇
子
ゆ
え
に
世
間
の
目
を
怖
れ
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
藤
壺
に
と
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
存
在
が
忌
避
さ

れ
、
疎
み
た
く
な
る
の
も
や
む
を
え
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
贈
答
の
直
前
の

対
面
場
面
に
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
（
二
節
参
照
）、
皇
子
は
健
や
か
に
美
し

く
成
長
し
、
帝
に
寵
愛
さ
れ
、
将
来
の
東
宮
を
期
待
さ
れ
る
存
在
と
も
な
っ

て
い
る
。
苦
悩
や
悲
し
み
に
耐
え
て
生
み
育
て
て
き
た
、
大
切
で
愛
し
い
わ
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が
子
を
疎
む
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
藤
壺
の
歌
の
解
釈
の
ま
と
め
と
し
て
、
表
裏

の
意
に
分
け
た
現
代
語
訳
を
提
示
し
て
お
く
。

（
表
）
わ
が
袖
が
濡
れ
る
露
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
に
し
て
も
、

や
は
り
疎
む
こ
と
な
ど
で
き
な
い
（
美
し
い
）
大
和
撫
子
で
あ
る
こ
と
よ
。

（
裏
）
わ
が
袖
が
濡
れ
る
（
悲
し
み
の
）
涙
に
つ
な
が
る
も
の
（
源
氏
と
の

は
か
な
い
縁
で
生
ま
れ
た
子
）
で
あ
る
と
思
う
に
し
て
も
、
や
は
り
疎
む
こ

と
な
ど
で
き
な
い
（
愛
お
し
い
）
わ
が
子
で
あ
る
こ
と
よ
。

　

露
に
濡
れ
る
美
し
い
撫
子
の
花
の
魅
力
に
、
皇
子
へ
の
抗
い
が
た
い
愛
お

し
さ
を
寓
意
し
な
が
ら
、
表
裏
一
体
で
、
悲
し
み
を
超
克
す
る
藤
壺
の
母
と

し
て
の
強
い
情
愛
が
、
き
わ
め
て
美
し
く
形
象
さ
れ
て
い
る
。

　

源
氏
と
藤
壺
の
贈
答
歌
は
、
相
手
へ
の
心
情
を
直
接
的
に
詠
じ
合
う
も
の

で
は
な
く
、
第
三
者
の
皇
子
に
対
す
る
心
情
を
互
い
に
独
詠
的
に
詠
じ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
贈
答
歌
の
対
応
関
係
は
複
雑
な
も
の
と
は
な
る
が
、
し
か

し
答
歌
は
贈
歌
に
明
確
に
対
応
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
贈
歌

と
同
様
に
露
に
濡
れ
た
撫
子
の
花
に
寓
意
を
託
し
な
が
ら
、
贈
歌
が
皇
子
へ

の
悲
し
み
を
表
現
す
る
（
心
は
な
ぐ
さ
ま
で
→
露
け
さ
ま
さ
る
・
な
で
し
こ
／
皇

子
）
の
に
対
し
て
、
答
歌
で
は
悲
し
み
が
あ
る
に
し
て
も
皇
子
を
疎
む
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
わ
が
子
へ
の
情
愛
を
表
現
し
て
切
り
返
し
て
い
る
（
袖
ぬ

る
る
露
→
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
・
な
で
し
こ
／
皇
子
）。
そ
し
て
、
不
義
の
関
係
ゆ

え
に
、
源
氏
の
歌
が
世
を
憚
る
実
の
親
と
し
て
の
悲
し
み
を
詠
ず
る
の
に
対

し
て
、
藤
壺
の
歌
は
、
そ
の
悲
し
み
を
の
り
越
え
る
よ
り
深
い
情
愛
を
、
い

か
に
も
母
性
ら
し
く
源
氏
に
も
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
、
お
わ
り
に
─
源
氏
物
語
の
和
歌
と
場
面
形
成
─

　

藤
壺
の
歌
は
五
節
引
用
文
Ｂ
傍
線
部
８
「
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
」（
同
傍
線
部
６
）
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
。

答
歌
は
源
氏
に
共
感
的
な
命
婦
に
よ
っ
て
喜
ん
で
届
け
ら
れ
、
源
氏
を
激
し

く
感
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（
同
傍
線
部
９
、
10
）。
例
に
な
く
藤
壺
の
答
歌

を
え
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
二
人
の
子
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
つ
つ
皇
子
へ

の
情
愛
を
美
し
く
表
現
し
て
源
氏
に
切
り
返
し
た
、
そ
の
内
容
そ
の
も
の
に

深
く
心
を
動
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
物
語
展
開
に
お
い
て
、
源
氏
と
藤
壺
は
皇
子
の
帝
位
実
現
の
た

め
に
心
を
合
わ
せ
て
協
力
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
藤
壺
は
「（
皇
子
の
）
御

後
身
の
な
き
を
う
し
ろ
め
た
う
思
ひ
き
こ
え
て
、
大
将
の
君
に
よ
ろ
づ
聞
こ

え
つ
け
た
ま
ふ
」（
葵
巻
②
17
頁
）「
ま
た
頼
も
し
き
人
も
も
の
し
た
ま
は
ね

ば
、
た
だ
こ
の
大
将
の
君
を
よ
ろ
づ
に
頼
み
き
こ
え
た
ま
へ
る
」（
賢
木
巻
②

１
０
７
頁
）
な
ど
、
後
見
役
と
し
て
源
氏
（
大
将
の
君
）
に
深
い
信
頼
を
寄
せ

続
け
る
。
一
方
、
源
氏
も
ま
た
「
大
臣
（
源
氏
）
の
よ
ろ
づ
に
思
し
い
た
ら

ぬ
こ
と
な
く
、
公
方
の
御
後
身
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
明
け
暮
れ
に
つ
け
て
、

こ
ま
か
な
る
御
心
ば
へ
の
い
と
あ
は
れ
に
見
え
た
ま
ふ
を
、（
藤
壺
は
）
頼
も

し
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
」（
澪
標
巻
②
３
２
２
頁
。
カ
ッ
コ
内
稿
者
）

な
ど
、
皇
子
を
支
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
二
人
の
皇
子
を
め

ぐ
る
深
い
信
頼
関
係
は
、
前
述
の
贈
答
歌
以
前
に
は
み
ら
れ
ず
、
親
と
し
て

の
真
情
を
互
い
に
確
認
し
あ
っ
た
そ
の
贈
答
歌
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
、
そ
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の
よ
う
な
関
係
成
立
の
必
然
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
贈
答
歌
の
表

現
内
容
が
、
そ
の
後
の
物
語
展
開
の
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

本
稿
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
源
氏
と
藤
壺
の
贈
答
歌
は
、
直
前
に
語
ら
れ

る
皇
子
と
の
対
面
場
面
に
お
け
る
状
況
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
生
じ
た
心
情
が
眼
前
の
季
節
の
景
物
に
託
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
。
源

氏
物
語
で
は
、
各
巻
は
柱
と
な
る
複
数
の
場
面
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
そ
の

各
場
面
に
付
随
し
て
必
ず
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
和
歌
が
詠
じ
ら
れ
るＬ
。
源

氏
物
語
の
場
面
と
は
、
そ
こ
に
語
ら
れ
る
状
況
と
密
接
に
対
応
し
て
表
現
さ

れ
る
こ
の
物
語
の
和
歌
に
お
い
て
は
、
平
安
摂
関
期
和
歌
の
詠
出
条
件
と
な

る
〈
折
〉
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
うＭ
。

　

源
氏
物
語
は
当
時
の
和
歌
詠
出
の
あ
り
方
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
高
度
の
文

体
で
形
成
さ
れ
た
場
面
状
況
と
対
応
す
る
心
情
を
和
歌
が
表
現
す
る
と
と
も

に
、
さ
ら
に
そ
の
心
情
を
根
拠
と
し
な
が
ら
長
編
の
物
語
が
展
開
す
る
と
い

う
、
固
有
の
仕
組
み
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
和
歌
は
、

不
義
の
子
へ
の
秘
め
ら
れ
た
思
い
を
詠
ず
る
こ
の
贈
答
歌
の
よ
う
に
、
長
編

の
物
語
な
ら
で
は
の
独
自
で
根
底
的
な
心
情
を
、
和
歌
表
現
史
を
ふ
ま
え
つ

つ
き
わ
め
て
美
的
に
形
象
す
る
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
和
歌
の
難
解
さ
と
重

要
性
、
そ
し
て
そ
の
魅
力
の
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

注（
１
）　

源
氏
物
語
の
本
文
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
巻
名
・

冊
数
・
頁
数
を
付
す
。

（
２
）　

例
え
ば
、
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』
の
訳
に
は
「
若
宮

に
擬
え
て
眺
め
て
も
心
を
慰
め
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
花
の
露
に
も
ま
し
て
涙
の

添
え
加
わ
る
撫
子
の
花
だ
」
と
あ
る
。
結
句
「
な
で
し
こ
の
花
」
を
藤
壺
の
比

喩
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
の
歌
が
皇
子
と
の
対
面
後
の
心
情
を
表
現
す
る

引
用
文
Ａ
傍
線
部
１
を
ふ
ま
え
る
こ
と
や
、
歌
の
後
の
引
歌
と
の
関
わ
り
（
後

述
）
な
ど
か
ら
、
皇
子
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
来
の
諸
説
は
、
注（
８
）参
照
。

（
３
）　

和
歌
の
本
文
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
が
、
私
家
集
は
私
家
集
大
成
（
Ｃ
Ｄ

─
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
）
に
よ
る
。
適
宜
漢
字
を
宛
て
る
な
ど
、
表
記
を
直
し
た
と
こ
ろ

も
あ
る
。
ま
た
万
葉
集
に
は
旧
歌
番
号
を
付
す
。

（
４
）　

伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注 

四
』（
一
九
九
六
年
、
集
英
社
）
は
「
な
で
し
こ
に

寄
せ
て
、
相
手
（
稿
者
注
・
家
持
の
婚
約
者
）
の
坂
上
大
嬢
が
美
し
く
成
長
す

る
の
を
待
ち
遠
し
く
思
う
気
持
ち
」
と
す
る
。

（
５
）　

片
桐
洋
一
校
注
、
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』
の
注
。

（
６
）　

大
野
晋
編
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』（
二
〇
一
一
年
、
角
川
学
芸
出
版
）
は
、

助
動
詞
「
き
」
と
「
け
り
」
の
基
本
的
な
用
法
に
つ
い
て
、「
キ
の
意
味
は
、

過
去
の
こ
と
に
つ
い
て
自
分
に
確
実
な
記
憶
が
あ
る
こ
と
を
表
す
の
で
、
回
想

と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
」
と
す
る
。
一
方
、「
ケ
リ
は
、
過
去
・
現
在
の
こ

と
に
対
し
て
、「
そ
う
だ
っ
た
の
だ
と
は
じ
め
て
気
が
つ
い
た
」
と
い
う
意
を

表
」
す
が
、「
単
に
過
去
の
記
憶
を
表
す
の
で
は
な
く
、
現
在
の
時
点
で
認
識

を
新
た
に
し
た
と
い
う
意
を
示
す
」
と
す
る
。

（
７
）　

な
お
、
源
氏
の
歌
と
多
く
の
表
現
が
類
似
す
る
歌
「
よ
そ
へ
つ
つ
見
れ
ど
つ

ゆ
だ
に
慰
ま
ず
い
か
がゝ
は
す
べ
き
な
で
し
こ
の
花
」（
義
孝
集
Ⅰ
・
73
、
恵
子

女
王
）
を
作
者
が
参
考
に
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
恵
子
の
歌
は
無

沙
汰
の
続
く
息
子
義
孝
の
来
訪
を
求
め
る
歌
（
恵
子
女
王
は
摂
政
藤
原
伊
尹
の

妻
、
東
宮
妃
懐
子
や
少
将
義
孝
の
母
で
、
こ
の
歌
の
詞
書
に
は
「
母
う
へ
、
東

宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
給
し
に
、
い
と
ま
に
て
久
し
う
ま
い
り
侍
ら
ざ
り
し
か
ば
、
な

で
し
こ
に
つ
け
て
た
て
ま
つ
り
し
、
母
う
へ
」
と
あ
る
）
で
あ
り
、
わ
が
子
へ

の
悲
し
み
を
独
詠
的
に
詠
ず
る
源
氏
の
歌
と
は
趣
旨
が
大
き
く
異
な
る
。

（
８
）　

以
下
の
諸
説
（
参
考
文
献
）
は
そ
れ
ぞ
れ
著
作
年
順
。

︿
テ
キ
ス
ト
等　

↓
略
称
﹀
⑨
日
本
古
典
全
書
『
源
氏
物
語
一
』（
一
九
四
六

年
、
朝
日
新
聞
社
）
→
全
書
、
①
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』（
一

九
五
八
年
、
岩
波
書
店
）
→
旧
大
系
、
⑩
『
源
氏
物
語
評
釈
第
二
巻
』（
玉
上

琢
彌
、
一
九
六
五
年
、
角
川
書
店
）
→
玉
上
評
釈
、
⑪
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
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氏
物
語
（
１
）』（
一
九
七
〇
年
、
小
学
館
）
→
旧
全
集
、
②
新
潮
日
本
古
典
集

成
『
源
氏
物
語
二
』（
一
九
七
七
年
、
新
潮
社
）
→
集
成
、
③
新
日
本
古
典
文

学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』（
一
九
九
三
年
、
岩
波
書
店
）
→
新
大
系
、
④
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
①
』（
一
九
九
四
年
、
小
学
館
）
→
新
編
全
集
、

⑤
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
22　

紅
葉
賀
・
花
宴
』（
伊
藤
博
編
、
二

〇
〇
二
年
、
至
文
堂
）
→
鑑
賞
と
基
礎
知
識
、『
源
氏
物
語
注
釈
三
』（
山
崎
良

幸
、
和
田
明
美
、
梅
野
き
み
子
、
二
〇
〇
二
年
、
風
間
書
房
）
→
注
釈

︿
論
文
﹀
木
船
重
昭
「
藤
壺
宮 

若
宮
誕
生
以
後
」（『
源
氏
物
語
の
研
究
（
続
）』

一
九
七
三
年
、
大
学
堂
書
店
）、
小
町
谷
照
彦
「
光
源
氏
の
「
す
き
」
と
「
う
た
」」

（『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
一
九
八
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）、
⑥
川

島
絹
江
「
藤
壺
の
和
歌
─
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
受
容
の
方

法
─
」（『
源
氏
物
語
の
源
泉
と
継
承
』
二
〇
〇
九
年
、
初
出
一
九
九
二
年
、
笠

間
書
院
）、
⑫
吉
見
健
夫
（
旧
稿
）「
紅
葉
賀
巻
の
藤
壺
─
贈
答
歌
の
解
釈
か
ら

─
」（『
中
古
文
学
論
攷
』
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
」（『
王
朝
女
流
文
学
の
新
展

望
』
二
〇
〇
三
年
、竹
林
社
）、徳
岡
涼
「
紅
葉
賀
巻
の
藤
壺
詠
に
つ
い
て
」（『
国

語
国
文
学
研
究
』
二
〇
〇
三
年
三
月
）、
⑦
鈴
木
宏
子
「
藤
壺
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
』
二
〇
一
二
年
、笠
間
書
院
、初
出
二
〇
〇
四
年
）、⑧
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
』
二
〇
〇
九
年
、
風
間
書
房
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）、
⑬
山

崎
和
子
「〈
露
〉
の
ゆ
か
り
の
〈
な
で
し
こ
〉
の
花
」（『
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
藤

壺
」
の
表
現
と
解
釈
』
二
〇
一
二
年
、
風
間
書
房
、
初
出
二
〇
〇
八
年
）、
上

原
作
和
「
転
移
す
る
「
主
題
論
」
─
意
味
生
成
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
源
氏

物
語
』
─
」（『
テ
ー
マ
で
読
む
源
氏
物
語
１
「
主
題
論
」
の
過
去
と
現
在
』
二

〇
〇
八
年
、
勉
誠
出
版
）、
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
』
二
〇
〇
九
年
八
月
）、
⑭
ツ
ベ
タ
ナ
・

ク
リ
ス
テ
ワ
「
助
詞
助
動
詞
の
マ
ジ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
」（『
心
づ
く
し
の
日
本
語
』

二
〇
一
一
年
、
筑
摩
書
房
）

（
９
）　

旧
稿
（
注（
８
）⑫
）
で
は
、
こ
の
藤
壺
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
、
他
の
藤
壺

の
歌
二
首
と
と
も
に
考
察
し
、
主
に
体
言
止
め
の
歌
の
形
式
の
類
型
に
照
ら
し

て
、
四
句
切
（
完
了
説
）
と
は
見
な
し
が
た
い
こ
と
な
ど
を
論
じ
た
。
本
稿
で

は
、
場
面
状
況
や
源
氏
の
贈
歌
と
の
対
応
関
係
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
さ
ら
に
和

歌
表
現
史
、
国
語
学
的
分
析
な
ど
を
新
た
に
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
詳
細
か
つ

全
面
的
に
考
察
し
直
す
。

（
10
）　

注（
８
）⑧
に
同
じ
。
六
節
資
料
３
⑧
の
現
代
語
訳
参
照
。

（
11
）　

拾
遺
集
５
４
０
、
紫
式
部
集
Ⅰ
７
８
、
和
泉
式
部
集
Ⅱ
５
５
５
、
源
氏
物
語

６
２
０
、
実
方
集
Ⅲ
２
０
９
、
千
載
集
９
９
９
、
千
載
集
１
１
３
５
の
計
７
首
。

（
12
）　
「
と
思
ふ
に
も
」
は
、
六
節
資
料
３
で
は
諸
説
す
べ
て
が
順
接
関
係
で
解
し

て
い
る
。

（
13
）　

注（
８
）⑧
に
同
じ
。

（
14
）　

実
方
集
Ⅱ
２
８
１
で
は
「
水
深
み
な
に
か
ふ
せ
り
と
思
ふ
ら
む
あ
ら
は
れ
や

す
き
芹せ
り

に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
あ
る
。

（
15
）　

田
中
新
一
（『
紫
式
部
集
新
注
』
二
〇
〇
八
年
、
青
簡
社
）
は
、「
人
忘
れ
や

ご
無
沙
汰
は
悲
し
い
世
の
な
ら
い
と
思
う
に
つ
け
（
そ
れ
な
ら
ば
、
と
い
っ

て
）、
身
の
処
し
よ
う
と
て
な
く
、
つ
ら
い
思
い
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
わ
。」

と
訳
し
、「
自
分
に
も
よ
く
あ
る
「
人
忘
れ
」
か
と
思
い
、
一
旦
は
慰
撫
す
る

も
の
の
、
そ
の
た
ま
の
来
訪
は
心
待
ち
さ
れ
る
人
だ
け
に
、
一
層
落
胆
を
誘
う
」

（
傍
線
は
稿
者
）
と
あ
り
、「
と
思
ふ
に
も
」
の
上
下
句
を
逆
接
関
係
と
し
て
解

説
す
る
。
そ
の
他
、
紫
式
部
全
歌
評
釈
（
小
町
谷
照
彦
、「
国
文
学 

解
釈
と
教

材
の
研
究
」
一
九
八
二
年
一
〇
月
、
学
燈
社
）、
紫
式
部
全
評
釈
（
南
波
浩
、

一
九
八
三
年
、
笠
間
書
院
）、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
千
載
和
歌
集
』（
一
九

九
三
年
、
岩
波
書
店
）
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。

（
16
）　
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
八
三
年
）
の
「
に
も
」
の
項
に
は
、「「
に
」

の
意
に
従
っ
て
種
々
の
意
を
表
す
」
と
い
い
、「
い
み
じ
く
う
れ
し
き
ー
（
＝

ウ
レ
シ
イ
ニ
ツ
ケ
テ
モ
）
涙
落
ち
ぬ
」〈
源
氏
・
紅
葉
賀
〉」
の
用
例
を
挙
げ
る
。

（
17
）　

山
口
堯
二
「
古
文
に
お
け
る
接
続
表
現
─
順
接
と
逆
接
─
」（
山
口
明
穂
編

『
国
文
学
講
座
３ 

古
典
解
釈
と
文
法
─
助
詞
の
機
能
』
一
九
八
七
年
、
明
治
書

院
）
は
、
助
詞
「
に
」
の
用
法
に
つ
い
て
「
意
味
関
係
か
ら
い
え
ば
順
接
的
な

も
の
と
逆
説
的
な
も
の
と
が
あ
り
、
ど
ち
ら
に
も
片
寄
ら
な
い
」
と
し
て
、
文
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脈
依
存
的
に
順
接
・
逆
接
な
ど
多
様
な
意
味
関
係
が
定
め
ら
れ
る
と
す
る
。
ま

た
助
詞
「
も
」
は
、
一
般
に
係
助
詞
と
し
て
「
並
列
・
添
加
・
強
調
」
な
ど
の

意
を
表
す
が
、
他
の
接
続
助
詞
「
に
」「
て
」
な
ど
に
下
接
す
る
場
合
は
「
逆

接
的
な
条
件
関
係
を
顕
示
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
少
な
く
な
い
」（
同
氏

「
条
件
形
式
の
成
立
」『
古
代
接
続
法
の
研
究
』
第
二
章
、
１
９
８
０
年
、
明
治

書
院
）
と
す
る
。

（
18
）　

六
節
資
料
２
の
現
行
の
主
要
な
諸
説
の
中
で
、
本
稿
の
よ
う
に
、
袖
の
主
体

を
藤
壺
、「
ぬ
」
を
打
消
、
さ
ら
に
上
下
句
を
逆
接
と
解
す
る
の
は
、
Ⅳ
⑫
の

旧
稿
（
注（
８
）⑫
）
以
外
に
は
な
い
。
ま
た
、
藤
壺
の
歌
は
明
確
な
表
現
形
式

を
も
つ
こ
と
か
ら
、
Ⅴ
⑭
の
よ
う
に
両
義
説
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

（
19
）　
ｇ
ｈ
は
、
注（
８
）⑦
鈴
木
論
文
が
古
今
集
の
影
響
力
の
大
き
さ
な
ど
か
ら

「
ぬ
」
を
完
了
と
解
す
る
根
拠
と
す
る
。

（
20
）　

な
お
注（
８
）⑦
鈴
木
論
文
は
、
打
消
説
の
よ
う
に
、「
う
と
む
」
が
否
定
形

を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
歌
の
例
は
稀
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
藤
壺
の
歌
で

は
、
次
節
に
述
べ
る
よ
う
に
、
密
通
の
結
果
生
ま
れ
た
わ
が
子
を
、
つ
ら
い
悲

し
み
は
あ
る
が
や
は
り
疎
め
な
い
と
い
う
、
ｇ
ｈ
の
例
と
は
ち
ょ
う
ど
逆
の
、

特
異
な
心
情
を
表
現
す
る
た
め
に
あ
え
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
21
）　

清
水
好
子
「
源
氏
物
語
の
作
風
」「
場
面
と
時
間
」（『
源
氏
物
語
の
文
体
と

方
法
』
一
九
八
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
な
ど
参
照
。

（
22
）　

久
保
木
哲
夫
『
折
の
文
学 

平
安
和
歌
文
学
論
』（
二
〇
〇
七
年
）
の
「
序
に

代
え
て
」
に
は
、〈
折
〉
の
定
義
が
、
歌
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
の
作
者
や
享
受

者
の
お
か
れ
て
い
る
「
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
」（
場
面
・
状
況
）
で
あ
り
、季
節
・

天
候
・
人
間
関
係
・
心
理
状
態
な
ど
、
そ
の
表
現
に
深
く
影
響
す
る
「
歌
の
詠

ま
れ
る
場
」
な
ど
と
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

＊
本
稿
は
、
平
成
二
十
四
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
秋
季
大
会
で
の
研
究
発
表

を
発
展
さ
せ
て
成
稿
し
た
も
の
で
す
。
会
場
そ
の
他
で
御
意
見
を
賜
っ
た
皆
様

方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

新　

刊　

紹　

介

大
津
雄
一
著

『『
平
家
物
語
』
の
再
誕

 

─
─
創
ら
れ
た
国
民
叙
事
詩
』

　
『
平
家
物
語
』
は
い
か
に
し
て
叙
事
詩
的
文
学

た
り
え
た
の
か
。
今
日
で
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ

う
こ
の
認
識
に
着
目
し
「
国
民
的
叙
事
詩
」
と
し

て
ど
う
確
立
し
、
近
代
以
降
の
社
会
に
お
い
て

「
利
用
」
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
追
い
、

解
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

第
一
章
・
第
二
章
で
は
、
明
治
の
急
激
な
時
代

変
動
期
に
高
ま
る
「
国
民
文
学
」
の
希
求
、
さ
ら

な
る
国
文
学
の
普
及
等
を
経
、『
平
家
物
語
』
を

「
国
民
的
叙
事
詩
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
な
さ
れ

る
に
至
っ
た
事
情
が
述
べ
ら
れ
る
。
第
三
章
で

は
、
大
正
か
ら
昭
和
の
戦
下
、
例
え
ば
武
士
道
の

精
神
を
学
ぶ
も
の
と
し
て
等
日
本
人
の
精
神
教
育

の
た
め
の
教
材
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
論
じ
、
そ

れ
を
う
け
て
第
四
章
で
は
、
国
文
学
が
戦
後
の
復

興
期
に
い
か
に
し
て
残
り
、『
平
家
物
語
』
が
「
国

民
的
叙
事
詩
」
と
し
て
再
び
受
容
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
、
そ
の
様
子
が
国
文
学
者
た
ち
の
動
向
を
辿

り
つ
つ
語
ら
れ
る
。

　

時
代
毎
の
影
響
を
受
け
る
古
典
文
学
の
享
受
の

あ
り
方
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

　

諸
分
野
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
『
平
家
物

語
』。
そ
の
享
受
の
一
側
面
を
つ
ぶ
さ
に
捉
え
た

一
冊
で
あ
る
。

（
二
〇
一
三
年
七
月　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版　

Ｂ
６
判　

二
五
三
頁　

本
体
一
〇
〇
〇
円
） 

〔
篠
崎
惇
子
〕


