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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
は
、
和
文
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
日
本
の
古
典
文
学
を
代
表

す
る
作
品
と
し
て
、
現
代
に
至
る
ま
で
読
み
継
が
れ
、
学
び
継
が
れ
て
き
た
。

そ
の
『
源
氏
物
語
』
の
日
本
文
学
史
上
に
お
け
る
絶
大
な
存
在
感
と
影
響
力

は
、
平
安
後
期
以
降
次
々
と
生
み
出
さ
れ
た
注
釈
書
の
多
さ
に
端
的
に
表
れ

て
い
る
。

　

中
世
の
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
は
、
既
出
の
注
解
の
上
に
新
た
な
説
解
を

重
ね
加
え
、
だ
ん
だ
ん
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
増
し
て
い
き
、
や
が
て
四
辻
善
成

の
『
河
海
抄
』（
一
三
六
二
年
頃
成
立
）
と
い
う
ピ
ー
ク
に
至
る
。
博
引
旁
証

た
る
こ
と
群
を
抜
く
『
河
海
抄
』
の
注
釈
方
針
は
、『
源
氏
物
語
』
の
和
語
、

和
文
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば
関
連
す
る
漢
語
、
漢
文
を
引
き
並
べ
、
ま
た
、

『
源
氏
物
語
』
の
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
故
事
や
有
職
故
実
に
関
わ
る
「
和
漢

の
先
蹤
」
を
列
挙
す
る
こ
と
を
一
特
徴
と
す
る１
。

　

そ
し
て
、
そ
の
『
河
海
抄
』
を
詳
密
に
検
証
し
つ
つ
編
ま
れ
た
一
条
兼
良

撰
『
花
鳥
余
情
』（
一
四
七
二
年
成
立
）
は
、『
河
海
抄
』
と
と
も
に
中
世
「
源

氏
」
学
の
双
璧
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る２
。『
花
鳥
余
情
』
に
お
い
て
は
、『
河

海
抄
』
に
比
べ
て
漢
字
や
漢
語
、
漢
文
を
用
い
た
注
釈
は
減
少
し
、『
源
氏

物
語
』
の
本
文
に
「
和
漢
」
文
の
交
錯
の
さ
ま
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
に
対

し
て
は
一
見
関
心
が
薄
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
『
花
鳥
余
情
』
も
ま
た
、

数
は
決
し
て
多
く
な
い
も
の
の
、
従
来
の
注
釈
が
指
摘
す
る
こ
と
の
な
か
っ

た
漢
文
や
漢
籍
と
の
関
係
を
、
ま
た
新
た
に
「
発
見
」、
提
示
し
て
い
る
。

し
か
も
そ
こ
に
、
宋
代
以
降
に
成
立
し
た
新
資
料
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
十
五
世
紀
と
い
う
時
代
と
、
一
条
兼
良
と
い
う
人
物
に
と
っ

て
の
学
問
の
あ
り
よ
う
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

小
稿
で
は
、『
花
鳥
余
情
』
が
主
と
し
て
「
漢
」
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し

つ
つ
注
解
を
施
す
箇
所
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
注
釈
と
学
問
の
方
法
に
つ
い
て

確
認
検
討
す
る
と
と
も
に
、
兼
良
が
説
く
『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
ば
と
心
の

魅
力
と
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

『
花
鳥
余
情
』
が
説
く
『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
ば
と
心

─
─ 「
漢
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て 

─
─

河
　
野
　
貴
美
子
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一
、

一
条
兼
良
の
『
源
氏
物
語
』
注
釈
─
─
『
花
鳥
余
情
』
撰

述
の
目
的

　

ま
ず
、
一
条
兼
良
と
い
う
人
物
、
そ
し
て
『
花
鳥
余
情
』
撰
述
の
目
的
に

つ
い
て
要
点
を
あ
げ
る
。

　

一
条
兼
良
（
一
四
〇
二
～
八
一
）
は
、
有
職
や
歌
学
を
は
じ
め
幅
広
い
学
識

を
有
し
た
公
卿
で
、『
花
鳥
余
情
』
を
は
じ
め
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
注

釈
書
以
外
に
も
、『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
や
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
等
の
日
本

古
典
籍
の
注
釈
書
に
加
え
、『
四
書
童
子
訓
』
と
い
っ
た
中
国
古
典
籍
の
注

釈
書
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
樵
談
治
要
』
や
『
東
斎
随
筆
』
等
、
多
岐
に
わ

た
る
著
作
を
残
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

さ
て
、
兼
良
は
、『
花
鳥
余
情
』
序
文
で
、
そ
の
撰
述
の
目
的
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
我
国
の
至
宝
」
た
る
『
源
氏

物
語
』
の
注
釈
と
し
て
、『
河
海
抄
』
の
達
成
を
高
く
評
価
し
た
う
え
で
、

そ
の
余
を
拾
い
、
過
ち
を
改
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る３
。

…
…
我
国
の
至
宝
は
源
氏
の
物
語
に
す
ぎ
た
る
は
な
か
る
べ
し
。
是
に

よ
り
て
世
々
の
も
て
あ
そ
び
物
と
な
り
て
花
鳥
の
な
さ
け
を
あ
ら
は
し

家
々
の
註
釈
ま
ち
ま
ち
に
し
て
雪
蛍
の
功
を
つ
む
と
い
へ
ど
も
な
に
が

し
の
お
と
ゞ
の
河
海
抄
は
い
に
し
へ
い
ま
を
か
ん
が
へ
て
ふ
か
き
あ
さ

き
を
わ
か
て
り
。
も
と
も
折
中
の
む
ね
に
か
な
ひ
て
指
南
の
道
を
え
た

り
。
し
か
は
あ
れ
ど
筆
の
海
に
す
な
と
り
て
あ
み
を
も
れ
た
る
魚
を
し

り
詞
の
林
に
ま
ぶ
し
ゝ
て
く
い
ぜ
を
ま
も
る
兎
に
あ
へ
り
。
の
こ
れ
る

を
ひ
ろ
ひ
あ
や
ま
ち
を
あ
ら
た
む
る
は
先
達
の
し
わ
ざ
に
そ
む
か
ざ
れ

ば
後
生
の
と
も
が
ら
な
ん
ぞ
し
た
が
は
ざ
ら
む
や
。
つ
ゐ
に
愚
眼
の
お

よ
ぶ
所
を
筆
舌
に
の
べ
て
花
鳥
余
情
と
名
づ
く
る
と
こ
ろ
し
か
な
り
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
序４
）

　

そ
れ
で
は
、
漢
籍
や
、
漢
語
、
漢
詩
、
漢
文
と
の
関
係
に
お
い
て
、『
花

鳥
余
情
』
は
い
か
な
る
注
解
を
展
開
す
る
の
か
。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、『
花
鳥
余
情
』
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
漢
籍
を
用
い
た
注
釈
は
少

な
く
、
ま
た
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
が
漢
籍
所
載
の
故
事
、
記
事
と

関
係
す
る
箇
所
に
お
い
て
も
、「
王
昭
君
の
胡
国
の
王
に
嫁
せ
し
事
は
な

に
ゝ
も
あ
る
事
な
れ
ば
事
あ
た
ら
し
く
し
る
す
に
及
ず
」（
第
八
・
須
磨
）、

「
今
案
孔
子
の
た
う
れ
と
い
ふ
事
は
む
か
し
よ
り
世
の
こ
と
わ
ざ
に
い
ひ
つ

た
へ
た
り
…
…
く
じ
の
た
う
れ
た
る
本
文
た
づ
ぬ
る
に
及
ば
ざ
る
べ
し
」

（
第
十
三
・
胡
蝶
）
等
と
述
べ
、
漢
籍
・
漢
文
に
対
す
る
関
心
は
『
河
海
抄
』

に
比
し
て
希
薄
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、『
花
鳥
余
情
』
が
、「
わ
ざ
わ
ざ
今
繰
り
返
し
て
原
典
を
取
り
あ

げ
る
ま
で
も
な
い
」
と
述
べ
る
の
は
、
そ
う
し
た
故
事
や
記
事
が
『
源
氏
物

語
』
本
文
の
背
景
に
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
『
河
海
抄
』
を
は
じ
め

と
す
る
先
行
の
注
釈
書
が
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
先
行
の
注
釈
書
が

指
摘
す
る
漢
籍
と
の
関
係
に
対
し
て
異
論
が
あ
る
場
合
に
は
、『
花
鳥
余
情
』

は
自
説
を
明
確
に
述
べ
る
。

　

ま
た
『
花
鳥
余
情
』
は
、『
河
海
抄
』
を
は
じ
め
そ
れ
ま
で
の
注
釈
書
が

指
摘
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、「
漢
」
に
関
わ
る
新
た
な
「
発
見
」
に
つ
い

て
は
、
多
く
の
場
合
原
文
を
引
用
し
つ
つ
、
新
た
な
「
読
み
」
の
可
能
性
を

提
示
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
う
し
た
先
行
の
注
釈
書
の
検
証
を
ふ
ま
え
た

「
厳
選
」
さ
れ
た
注
解
だ
か
ら
こ
そ
、『
花
鳥
余
情
』
に
お
け
る
漢
語
、
漢
文
、

漢
籍
の
引
用
は
、
そ
こ
に
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
が
見
出
さ
れ
て
い
る
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の
か
、
い
ま
改
め
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、『
花
鳥
余
情
』
に
は
、
左
に
あ
げ
る
よ
う
に
、
物
語
の
書
き
ざ
ま
、

作
り
ざ
ま
を
評
価
す
る
コ
メ
ン
ト
が
み
え
る
。
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

お
り５
、
創
作
さ
れ
た
文
章
に
対
す
る
鑑
賞
的
態
度
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
、
作

物
語
の
注
釈
が
み
せ
る
特
徴
と
い
え
る
。

あ
く
る
も
し
ら
で
と
お
ぼ
し
い
づ
る
に
な
を
あ
さ
ま
つ
り
ご
と
は
を
こ

た
り
給
ぬ
べ
か
め
り

春
宵
苦
短
日
高
起
と
長
恨
歌
に
か
き
玉
す
だ
れ
あ
く
る
も
し
ら
で
と

伊
勢
が
よ
め
る
も
唐
の
玄
宗
の
楊
貴
妃
を
寵
し
給
し
時
の
事
也
。
今

の
き
り
つ
ぼ
の
御
門
は
更
衣
に
は
な
れ
お
は
し
ま
し
て
御
歎
き
の
あ

ま
り
に
万
機
の
ま
つ
り
ご
と
を
も
打
す
て
た
ま
ふ
や
う
な
れ
ば
君
王

不
早
朝
事
は
お
な
じ
さ
ま
な
れ
ば
な
を
あ
さ
ま
つ
り
事
は
お
こ
た
り

給
ぬ
べ
か
め
り
と
か
け
り
。
か
や
う
の
か
き
ざ
ま
心
詞
す
ぐ
れ
て
お

ぼ
え
侍
る
也
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
一
・
桐
壺
）

あ
き
人
の
中
に
て
だ
に
こ
そ
ふ
る
こ
と
き
ゝ
は
や
す
人
は
べ
り
け
れ
び

わ
な
ん
ま
こ
と
に
ね
を
ひ
き
し
づ
む
る
人

文
集
の
琵
琶
行
は
白
楽
天
な
が
さ
れ
て
江
州
の
司
馬
に
な
れ
る
時
の

事
也
。
源
氏
も
又
須
磨
の
浦
に
こ
も
り
給
へ
る
お
り
な
れ
ば
尤
も
便

あ
り
…
…
（
略
）
…
…
物
が
た
り
の
つ
く
り
ざ
ま
面
白
く
か
き
な
し

た
る
べ
し
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
八
・
明
石
）

　

た
だ
、
こ
こ
で
合
わ
せ
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
右
に
あ
げ
た
『
源

氏
物
語
』
の
二
箇
所
が
と
も
に
「
長
恨
歌
」
と
「
琵
琶
行
」
と
い
う
白
居
易

の
作
品
を
ふ
ま
え
て
本
文
が
綴
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、『
花
鳥
余
情
』

は
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
白
居
易
の
詩
文
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
の
妙
を
ほ
め
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
漢
詩
文
に
由
来
し
、「
漢
」
の
世
界
と
響
き

合
い
つ
つ
も
、
新
た
な
和
文
表
現
を
再
構
築
し
て
い
く
『
源
氏
物
語
』
の

「
心
」
と
「
詞
」
に
対
す
る
『
花
鳥
余
情
』
の
注
目
は
、
他
の
箇
所
に
も
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
以
下
、『
花
鳥
余
情
』
が
、「
漢
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
注
解
を

施
す
箇
所
を
通
し
て
、『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
ば
と
心
が
い
か
に
追
究
さ
れ

て
い
る
の
か
を
み
て
い
き
た
い
。

二
、
一
条
兼
良
の
方
法　

１
─
─
漢
語
と
和
語
の
義
の
追
究

　

ま
ず
、『
花
鳥
余
情
』
に
お
い
て
、
一
語
の
義
を
漢
語
（
漢
字
）
と
の
関
係

か
ら
追
究
、
考
察
し
て
い
く
例
を
見
る
。「
箒
木
」
巻
の
左
馬
頭
の
体
験
談

で
、
女
の
も
と
を
訪
れ
た
男
が
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
、「
影
も
よ
し
な
ど
つ
づ

し
り
う
た
ふ
」、と
い
う
と
こ
ろ
の
「
つ
づ
し
る
」
と
い
う
語
の
注
解
で
あ
る
。

か
げ
も
よ
し
な
ど
つ
ゞ
し
り
う
た
ふ

…
…
つ
ゞ
し
る
は
嘰
也
。
文
選
大
人
賦
云
嘰
瓊
華
注
、
嘰
は
食
也
。

文
章
を
口
に
て
な
す
事
を
い
ふ
。
こ
ゝ
の
つ
ゞ
し
り
う
た
ふ
も
口
に

て
う
た
ふ
な
れ
ば
そ
の
心
た
が
は
ぬ
な
り
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
二
・
箒
木
）

　
『
河
海
抄
』
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
前
の
古
注
釈
で
は
、
こ
の
「
つ
づ
し
る
」

の
語
に
対
し
て
注
釈
は
施
さ
れ
な
い
が
、『
花
鳥
余
情
』
は
「
つ
づ
し
る
は

嘰
也
」
と
し
て
、「
文
選
大
人
賦
」
中
の
「
嘰
瓊
華
」
の
注
に
「
嘰
は
食
也
」

と
あ
る
こ
と
を
あ
げ
る
（『
漢
書
』
司
馬
相
如
伝
下
引
「
大
人
賦
」
と
顔
師
古
注
引

張
揖
曰
の
誤
り
か
）。



〔　　〕4

　

さ
て
、
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
「
嘰
：
小
食　

ツ
ヾ
シ
ル　

ツ
ヽ

シ
ム
／
ヨ
フ６
」
と
あ
り
、「
嘰
」
字
に
「
つ
づ
し
る
」
の
訓
が
み
え
る
。
し

か
し
本
来
「
嘰
」
字
の
訓
詁
と
し
て
は
、

・
小
食
也
（『
説
文
解
字
』
口
部
）

・
食
也
（『
漢
書
』
司
馬
相
如
伝
下
「
嘰
瓊
華
」
顔
師
古
注
引
張
揖
曰
）

・ 

唏
也
（『
大
広
益
会
玉
篇
』
口
部
（「
嘰
：
居
祈
切
。
紂
為
象
箸
而
箕
子
嘰
。
嘰
、

唏
也
」。
な
お
「
紂
為
象
箸
而
箕
子
嘰
」
の
部
分
は
『
史
記
』
十
二
諸
侯
年
表
か

ら
の
引
文
。））

な
ど
が
あ
る
の
み
で７
、「
文
章
を
口
に
て
な
す
事
」
と
い
う
義
は
な
い
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
右
に
あ
げ
た
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に

「
嘰
：
ヨ
フ
」
の
訓
が
み
え
る
こ
と
、
ま
た
、
鎌
倉
期
の
辞
書
『
名
語
記
』（
一

二
七
五
年
）
に
次
の
記
述
が
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。

経
ナ
ト
ツ
ヽ
シ
ル
如
何
。
ツ
フ
〳
〵
セ
リ
ラ
ス
ノ
反
。
ツ
ク
〳
〵
シ
キ

レ
ル
ノ
反
同
。 
（『
名
語
記
』
巻
九８
）

　

こ
こ
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
「（
経
な
ど
）
つ
づ
し
る
」
と
い
う
語
は
、
ぽ
つ

り
ぽ
つ
り
と
声
に
出
し
て
読
む
、
の
意
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
現
代
の

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版９
）
に
は
「
つ
づ
し
る
」
の
語
義
と
し
て
「
時

間
を
か
け
て
、
少
し
ず
つ
食
べ
た
り
し
ゃ
べ
っ
た
り
す
る
。
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り

と
食
べ
た
り
、
物
を
言
っ
た
り
す
る
」
と
あ
る
。
し
か
し
右
に
あ
げ
た
「
嘰
」

字
の
訓
詁
か
ら
考
え
る
と
、「
嘰
」
字
に
は
本
来
「
少
し
ず
つ
し
ゃ
べ
る
」「
ぽ

つ
り
ぽ
つ
り
物
を
言
う
」
の
字
義
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
食
べ
る
（
食
也
）」「
嘆
く
（
唏
也
）」
の
意
を
も
つ
「
嘰
」
字
の
訓
と
し
て
「
つ

づ
し
る
」
の
語
が
当
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
口
に
て
な
す
」
と
い
う

意
味
が
拡
大
し
、
や
が
て
「
文
章
を
口
に
て
な
す
」
こ
と
を
も
「
嘰
」
字
の

義
と
の
連
な
り
か
ら
解
す
る
『
花
鳥
余
情
』
の
よ
う
な
捉
え
方
も
生
じ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
花
鳥
余
情
』
の
説
解
が
妥
当
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
こ
う
し
た
注
解

は
、
漢
字
と
和
語
の
関
係
に
意
を
と
め
注
意
深
く
「
源
語
」
を
読
み
解
こ
う

と
し
て
い
る
兼
良
の
態
度
が
窺
え
る
注
解
だ
と
い
え
よ
う
。

三
、

一
条
兼
良
の
方
法　

２
─
─
「
漢
」
と
の
関
わ
り
の
新
た

な
提
示

︵
１
︶『
氏
族
大
全
』
の
利
用

　

一
条
兼
良
の
注
釈
は
、『
河
海
抄
』
な
ど
先
行
の
注
釈
が
指
摘
す
る
漢
籍

の
典
拠
を
繰
り
返
し
掲
げ
る
こ
と
は
省
き
、
し
か
し
、
漢
籍
と
の
間
に
従
来

指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
関
係
を
新
た
に
見
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
提
示
し

て
い
く
。
そ
し
て
、
兼
良
が
用
い
る
漢
籍
資
料
の
中
に
は
、『
源
氏
物
語
』

成
立
後
の
宋
代
以
降
の
新
資
料
も
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
宋
代
以
降

の
典
籍
の
利
用
は
『
河
海
抄
』
な
ど
『
花
鳥
余
情
』
以
前
の
『
源
氏
物
語
』

注
釈
書
に
お
い
て
も
既
に
確
認
で
き
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
兼
良
の
注
釈
に

お
い
て
利
用
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
籍
を
丁
寧
に
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
十
五
世
紀
後
半
の
日
本
に
お
け
る
漢
籍
受
容
の
様
相
を
具
体
的
に
知
る

一
助
と
も
な
る
。

　

ま
ず
一
例
と
し
て
、『
氏
族
大
全
』
の
記
述
を
利
用
し
た
と
お
ぼ
し
き
注

釈
を
み
る
。

ふ
で
な
げ
す
て
つ
べ
し
や

班
超
投
筆
硯
歎
曰
、
大
丈
夫
当
立
功
名
異
域
以
取
封
侯
安
能
久
事
筆

硯
間
乎
云
々
。
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今
案
筆
を
な
ぐ
る
と
い
ふ
こ
と
葉
は
お
な
じ
。
心
は
物
が
た
り
に
い

へ
る
に
か
は
る
べ
し
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
十
八
・
梅
枝
）

　

兵
部
卿
宮
が
持
参
し
た
草
子
を
見
た
源
氏
が
、
そ
の
筆
の
素
晴
ら
し
さ
に

「
筆
投
げ
棄
つ
べ
し
や
（
自
分
は
筆
を
投
げ
棄
て
て
し
ま
い
た
く
な
る
）」
と
言
う

場
面
。『
花
鳥
余
情
』
は
、
後
漢
の
班
超
が
、
筆
耕
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
た

時
に
、
大
丈
夫
た
る
も
の
が
い
つ
ま
で
も
こ
う
し
た
状
態
で
い
ら
れ
よ
う

か
、
と
言
っ
て
筆
硯
を
投
げ
た
、
と
い
う
中
国
の
故
事
を
引
き
つ
つ
、
こ
の

故
事
は
「
こ
と
葉
」
は
『
源
氏
物
語
』
に
同
じ
で
あ
っ
て
も
「
心
」
は
異
な

る
、
と
述
べ
る
。

　

こ
う
し
た
兼
良
の
説
解
は
、「
詞
は
古
き
を
慕
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
」

（『
近
代
秀
歌
』）
と
述
べ
た
藤
原
定
家
の
、
い
わ
ゆ
る
「
本
歌
取
り
」
に
関
わ

る
議
論
と
の
関
係
に
ま
ず
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
そ
れ
は
さ
て

お
き
、『
源
氏
物
語
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
る
こ
と
を
承
知
し
な
が

ら
、
兼
良
が
こ
こ
に
あ
え
て
こ
の
中
国
故
事
を
引
く
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、

『
河
海
抄
』
も
指
摘
し
な
か
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
こ
と
葉
」
と
重
な
る

記
述
が
、
漢
籍
か
ら
見
出
さ
れ
た
か
ら
に
他
な
か
ろ
う
。
当
該
の
故
事
は
、

唐
・
欧
陽
詢
等
撰
『
芸
文
類
聚
』
巻
二
十
六
・
人
部
十
・
言
志
引
「
後
漢
書
」

に
類
同
の
文
が
み
え
、
ま
た
、
宋
・
祝
穆
撰
『
事
文
類
聚
』
別
集
・
性
行
部
・

志
気
に
は
「
投
筆
封
侯
」
の
項
が
立
て
ら
れ
当
該
故
事
が
載
る
が
、『
花
鳥

余
情
』
の
引
文
と
は
異
同
が
あ
る
。
し
か
し
、『
花
鳥
余
情
』
と
一
致
す
る

本
文
は
、
次
に
あ
げ
る
『
氏
族
大
全
』（
元
代
成
立
、
編
者
未
詳
）
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

万
里
侯
：
班
超
、
字
仲
升
。
有
大
志
不
修
小
節
。
傭
書
養
母
。
投
筆
硯

歎
曰
、
大
丈
夫
当
立
功
異
域
以
取
封
侯
安
能
久
事
筆
硯
間
乎
。
…
…

 

（『
氏
族
大
全
』
巻
二
・
上
平
声
二
十
七
刪
・
班Ａ
）

　
『
氏
族
大
全
』（「
新
編
排
韻
増
広
事
類
氏
族
大
全
」）
は
、
姓
氏
を
韻
に
よ
っ

て
排
列
し
故
事
を
列
挙
す
る
事
典
で
、
日
本
で
は
早
く
は
元
刊
本
を
覆
し
た

五
山
版
が
あ
るＢ
。『
花
鳥
余
情
』
の
当
該
注
は
、
当
時
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
う
し
た
新
た
な
漢
籍
の
情
報
を
も
『
源
氏
物
語
』
の
「
研

究
」
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
兼
良
の
姿
勢
を
反
映
す
る
、
典
型

的
な
一
例
と
い
え
る
。

︵
２
︶『
通
典
』
の
利
用

　

次
に
、『
花
鳥
余
情
』
に
お
い
て
、
漢
籍
の
原
文
そ
の
も
の
は
引
用
さ
れ

て
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
漢
籍
の
情
報
に
基
づ
い
て
注
解
が
施
さ
れ
て
い
る

箇
所
を
み
る
。「
若
菜
下
」
巻
の
冒
頭
、
殿
上
の
賭
弓
が
予
定
の
二
月
を
過

ぎ
て
も
行
わ
れ
ず
、
三
月
も
ま
た
冷
泉
帝
の
母
后
の
「
御
忌
月
」
で
あ
る
た

め
延
期
さ
れ
る
も
の
と
人
々
が
残
念
に
思
っ
て
い
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。

殿
上
の
ゝ
り
弓
き
さ
ら
ぎ
と
有
し
も
す
ぎ
て
三
月
は
た
御
き
月
な
れ
ば

く
ち
お
し
と
人
々
お
も
ふ
に

殿
上
の
ゝ
り
弓
三
月
の
例
も
あ
れ
ば
故
ふ
ぢ
つ
ぼ
の
き
さ
ら
ぎ
の
御

忌
月
に
よ
り
て
停
止
せ
ら
れ
た
る
と
い
へ
り
。
忌
月
の
名
は
唐
朝
よ

り
は
じ
ま
る
。《
Ａ
》
但
晋
穆
帝
后
を
納
ん
と
し
て
九
月
九
日
こ
れ

忌
月
也
い
か
ゞ
と
あ
り
し
を
礼
記
に
忌
日
の
詞
あ
り
て
忌
月
の
文
な

し
忌
月
あ
ら
ば
忌
歳
あ
る
べ
し
と
い
ふ
儀
あ
り
。《
Ｂ
》
又
唐
武
后

の
時
契
丹
を
平
て
軍
を
か
へ
す
時
凱
旋
の
楽
を
な
さ
ん
と
せ
し
そ
れ

も
高
帝
の
忌
月
い
か
ゞ
と
い
ふ
儀
あ
り
し
を
晋
穆
帝
の
例
を
引
て
つ

ゐ
に
軍
を
お
こ
す
事
を
え
た
り
。
本
朝
に
は
な
を
忌
月
を
さ
る
事
に
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な
れ
り
。
九
月
九
日
の
宴
も
延
喜
帝
の
御
忌
月
に
あ
た
る
に
よ
り
て

十
月
に
是
を
お
こ
な
は
れ
て
残
菊
宴
と
な
づ
け
ら
れ
た
り
後
江
相
公

其
文
を
か
き
た
り
。
文
粋
に
見
え
た
り
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
廿
・
若
菜
下
）

　
『
河
海
抄
』
は
当
該
部
分
の
注
釈
と
し
て
、『
西
宮
抄
』
と
『
李
部
王
記
』

と
い
う
和
書
の
み
を
引
い
て
賭
弓
や
忌
月
の
こ
と
を
説
く
が
、『
花
鳥
余
情
』

は
「
忌
月
の
名
は
唐
朝
よ
り
は
じ
ま
る
」
と
し
て
《
Ａ
》
晋
穆
帝
と
《
Ｂ
》

唐
武
后
の
時
の
二
例
を
新
た
に
あ
げ
る
。

　

こ
の
二
例
は
、
唐
・
杜
佑
の
『
通
典
』
に
一
括
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
兼
良
が
こ
こ
で
参
照
し
て
い
る
の
は
『
通
典
』
で
あ
り
、
そ
れ

を
和
文
に
抄
訳
し
て
注
釈
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

忌
日
議
子
卯
日
附　

周
、
漢
、
大
唐

…
…
大
唐
武
太
后
天
冊
万
歳
中
、
建
安
王
攸
宜
平
契
丹
迴
、
欲
以
十

二
月
入
城
、
時
以
為
凱
旋
、
合
有
楽
、
既
属
先
帝
忌
月
、
請
備
而
不

奏
。
王
方
慶
議
曰
、
按
礼
経
但
有
忌
日
而
無
忌
月
。
若
有
忌
月
、
即

有
忌
時
、
忌
歳
、
益
無
理
拠
。
具
音
楽
篇

納
后
値
忌
月
議　
晋

晋
穆
帝
納
后
値
忌
月
、
范
汪
与
王
彪
之
書
云
、
尋
起
居
注
、
九
月
是

康
皇
帝
忌
月
。
礼
止
云
忌
日
不
楽
、
都
無
忌
月
語
、
不
審
是
疑
不
。

若
当
疑
於
九
月
、
建
八
月
其
間
当
下
六
礼
、
便
為
至
逼
、
不
復
展
、

如
此
当
伸
至
十
月
。
忌
不
応
以
為
忌
邪
。
足
下
可
以
示
曹
諸
賢
取
定

也
。
博
士
曹
耽
為
不
見
礼
有
忌
月
、
学
浅
、
不
敢
以
所
見
、
便
言
無

之
。
博
士
荀
訥
按
、
礼
唯
云
忌
日
不
楽
、
無
忌
月
之
文
。
所
謂
忌
日
、

当
是
子
卯
。
今
代
所
忌
、
更
以
周
年
日
数
、
此
似
与
古
不
同
。
王
洽

曰
、
若
有
忌
月
、
当
復
有
忌
時
、
忌
歳
。
輒
共
視
礼
無
忌
月
、
今
者

所
拠
、
正
当
以
礼
経
為
明
。
僕
射
周
閔
等
云
、
礼
止
有
忌
日
不
楽
、

了
無
忌
月
語
。
王
者
当
仗
経
典
、
存
遠
体
、
君
挙
必
書
、
動
為
代
法
。

故
当
如
皇
太
后
令
旨
、
剋
此
九
月
、
宜
以
為
定
。

 

（『
通
典
』
巻
一
百
・
礼
六
十
・
沿
革
六
十
・
凶
礼
二
十
二Ｃ
）

　
『
通
典
』
は
、
す
で
に
『
河
海
抄
』（
巻
十
五
・「
御
法
」
巻
）
に
お
い
て
も

書
名
と
と
も
に
引
用
が
確
認
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
ま
は
、「
忌
月
」

の
事
例
と
し
て
『
通
典
』
所
載
の
記
事
が
簡
便
簡
潔
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
『
通
典
』
の
利
用
例
と
し
て
、
そ
の
本
文
が
和

文
に
置
き
換
え
ら
れ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

な
お
兼
良
は
最
後
に
、「
本
朝
」
で
「
忌
月
」
が
行
わ
れ
て
い
た
例
と
し
て
、

『
本
朝
文
粋
』
巻
二
所
収
の
大
江
朝
綱
の
文
を
あ
げ
る
（「
停
九
日
宴
十
月
行

詔
」）。『
花
鳥
余
情
』
に
は
こ
の
他
に
も
、『
源
氏
物
語
』
の
内
容
や
表
現
に

関
わ
る
『
本
朝
文
粋
』
の
文
を
取
り
あ
げ
る
箇
所
が
複
数
あ
る
こ
と
も
注
意

し
て
お
き
た
い
。
そ
の
中
に
は
『
河
海
抄
』
に
は
指
摘
が
な
い
も
の
も
あ

りＤ
、
そ
れ
ら
は
ま
た
『
花
鳥
余
情
』
が
新
た
に
意
識
し
て
取
り
あ
げ
た
『
源

氏
物
語
』
と
漢
文
世
界
と
の
つ
な
が
り
と
い
え
る
。

四
、

一
条
兼
良
の
方
法　

３
─
─
杜
甫
詩
、蘇
東
坡
詩
と
詩
注
、

詩
話
の
利
用

︵
１
︶
杜
甫
詩
に
よ
る
注
釈

　
『
花
鳥
余
情
』
に
は
、『
河
海
抄
』
と
同
様
、
杜
甫
詩
や
蘇
東
坡
詩
を
注
釈

に
引
く
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。『
河
海
抄
』
に
お
け
る
杜
甫
詩
と
そ
の
注

の
引
用
は
『
集
千
家
註
分
類
杜
工
部
詩
』（
徐
居
仁
編
、
黄
希
・
黄
鶴
補
、
一
二
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一
六
年
刊
）、
蘇
東
坡
詩
と
そ
の
注
の
引
用
は
『
王
状
元
集
註
分
類
東
坡
先
生

詩
』（
王
十
朋
（
一
一
一
二
～
七
一
）
編
）
等
に
拠
る
も
の
と
思
わ
れ
るＥ
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
も
ま
た
南
宋
に
成
立
し
た
、『
源
氏
物
語
』
以
後
の
時
代
の
新
た
な

テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
た
注
釈
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
『
花
鳥
余
情
』
に

お
い
て
杜
甫
詩
や
蘇
東
坡
詩
は
、『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
と
し
て
い
か
な
る

意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
、
杜
甫
詩
を
用

い
る
注
釈
か
ら
み
る
。

わ
か
れ
と
い
ふ
も
の
か
な
し
か
ら
ぬ
は
な
し

杜
子
美
も
死
別
已ニ

呑
声
生
別
常ニ

惻
々
と
詩
に
つ
く
れ
り
。
生
死
と
も

に
別
は
か
な
し
き
も
の
な
り
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
三
・
夕
顔
）

け
し
き
ば
み
ほ
ゝ
ゑ
み
わ
た
れ
る
を

ほ
ゝ
ゑ
む
は
笑
也
。
梅
の
や
う
〳
〵
ひ
ら
け
た
る
を
い
ふ
。
索
笑
梅

と
杜
子
美
も
詩
に
つ
く
れ
り
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
四
・
末
摘
花
）

　

前
者
は
、
夕
顔
と
の
死
別
を
悲
し
む
右
近
へ
の
光
源
氏
の
慰
め
の
言
葉
に

対
し
て
、
杜
甫
の
「
夢
李
白
（
李
白
を
夢
む
）」
詩
の
句
を
引
き
、
死
別
で
あ

れ
生
き
別
れ
で
あ
れ
別
れ
と
は
い
ず
れ
も
悲
し
い
も
の
だ
、
と
い
う
表
現
が

漢
詩
に
も
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
後
者
は
、
梅
が
ほ
こ
ろ
ぶ
様
子
を
「
ほ

ほ
ゑ
み
」
と
表
現
し
た
『
源
氏
物
語
』
に
対
し
て
、
類
似
の
表
現
と
し
て
杜

甫
の
「
舎
弟
観
赴
藍
田
取
妻
子
到
江
陵
喜
寄
（
舎
弟
観
藍
田
に
赴
き
妻
子
を
取

り
江
陵
に
到
る
と
喜
び
て
寄
す
）」
詩
に
「
巡
簷
索
共
梅
花
笑
（
簷
を
巡
り
梅
花
と

共
に
笑
は
ん
こ
と
を
索も

と

む
れ
ば
）」
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
に
対
し
て
「
─
─
と
詩
に
つ
く
れ
り
」
と
い
う
体

例
で
漢
詩
を
引
き
並
べ
る
注
釈
は
『
河
海
抄
』
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ

は
遡
れ
ば
院
政
期
以
降
の
歌
学
書
の
方
法
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
注
釈
は
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
と
漢
詩
の
表
現
と
の
重
な

り
、
和
漢
の
表
現
の
広
が
り
や
連
な
り
を
意
識
、
指
摘
す
る
も
の
と
い
え
る
。

同
様
の
例
を
も
う
一
つ
あ
げ
る
。

池
の
水
ど
り
ど
も
の
は
ね
う
ち
か
は
し
つ
ゝ

水
ど
り
も
さ
え
づ
る
は
春
の
心
あ
る
也
。
又
鴛
鴦
は
雌
雄
は
な
れ
ぬ

と
り
也
。
一
が
し
ぬ
れ
ば
い
ま
一
も
や
が
て
し
ぬ
と
い
へ
り
。
杜
子

美
詩
に
も
鴛
鴦
不
独
宿
と
つ
く
れ
り
。
う
ば
そ
く
の
宮
北
の
か
た
に

は
な
れ
給
て
水
鳥
の
つ
が
ひ
は
な
れ
ぬ
を
う
ら
や
ま
し
く
見
給
ふ

也
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
廿
五
・
橋
姫
）

　

妻
を
亡
く
し
た
八
の
宮
が
水
鳥
の
つ
が
い
を
見
て
羨
む
場
面
。『
花
鳥
余

情
』
が
引
く
「
鴛
鴦
不
独
宿
（
鴛
鴦
独
り
で
は
宿
せ
ず
）」
は
杜
甫
「
佳
人
」

詩
の
一
句
で
あ
る
。
な
お
、
杜
甫
詩
に
先
立
っ
て
紹
介
さ
れ
る
、
鴛
鴦
は
雌

雄
の
ど
ち
ら
か
が
死
ね
ば
残
さ
れ
た
方
も
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
記
述
（
波

線
部
）
は
、
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
た
中
国
故
事
で
、
例
え
ば
『
和
名
類
聚
抄
』

羽
族
部
に
も
「
崔
豹
古
今
注
」
を
出
典
と
し
て
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

う
え
で
兼
良
が
こ
こ
に
杜
甫
詩
を
引
く
の
は
、
こ
の
故
事
を
ふ
ま
え
た
表
現

が
杜
甫
詩
に
も
見
出
せ
る
の
だ
、
と
い
う
「
発
見
」
を
伝
え
る
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、『
集
千
家
註
分
類
杜
工
部
詩
』
お
よ
び
南
北
朝

末
期
以
降
特
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
『
集
千
家
註
批
点
杜

工
部
詩
集
』（
劉
辰
翁
批
点
、
高
崇
蘭
編
、
元
大
徳
七
（
一
三
〇
三
）
年
原
刻Ｆ
）
の

当
該
詩
注
の
い
ず
れ
に
も
そ
の
「
古
今
注
」
が
引
か
れ
て
い
る
。

…
…
趙
曰
、
崔
豹
古
今
注
曰
、
鴛
鴦
鳬
類
也
。
雌
雄
未
嘗
相
離
、
人
得

其
一
、
一
思
而
死
。
故
謂
之
匹
鳥
。

 

（『
集
千
家
註
批
点
杜
工
部
詩
集
』
巻
五
「
佳
人
」
詩
注Ｇ
）
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仲
睦
ま
じ
い
水
鳥
の
つ
が
い
に
つ
い
て
の
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
故
事

に
基
づ
く
表
現
が
、
杜
甫
詩
に
も
存
在
し
、
当
時
よ
く
読
ま
れ
た
宋
元
の
杜

詩
附
注
本
の
詩
注
も
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
兼
良
の
注
釈

は
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
が
こ
の
よ
う
に
「
漢
」
の
世
界
に
も
通
じ
る
広

が
り
、
奥
深
さ
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
説
こ
う
と
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
花
鳥
余
情
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
杜
甫
詩
の
引
用
も
あ
る
。

い
き
を
の
べ
て
ぞ
か
な
し
き
事
も
お
ぼ
え
給
け
る

あ
ま
り
に
あ
き
れ
た
る
事
に
は
中
々
か
な
し
さ
も
お
ぼ
え
ぬ
也
。
ち

と
心
を
と
り
し
づ
む
る
時
に
な
み
だ
を
な
が
す
物
也
。
杜
子
美
詩
に

驚
定
初0

拭
涙
と
つ
く
れ
る
は
此
心
也
。 
（『
花
鳥
余
情
』
第
三
・
夕
顔
）

い
と
ゞ
か
ゝ
る
事
に
は
な
み
だ
も
い
づ
ち
か
い
に
け
ん

杜
詩
云
驚
定
却0

拭
涙
云
々
。
あ
ま
り
あ
き
れ
た
る
事
に
は
中
〳
〵
涙

は
お
ち
ぬ
物
也
。
心
を
と
り
し
づ
め
思
わ
く
時
に
か
な
し
さ
は
お
ぼ

え
て
な
が
る
ゝ
物
也
。
杜
子
美
詩
も
其
心
を
つ
ゞ
れ
る
也
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
廿
五
・
椎
本
）

　

前
者
は
「
夕
顔
」
巻
で
、
夕
顔
に
先
立
た
れ
た
源
氏
が
、
惟
光
の
顔
を
見

て
「
息
を
の
べ
（
緊
張
が
と
け
）」
た
と
た
ん
、
悲
し
み
を
思
い
出
し
て
涙
す

る
、
と
い
う
場
面
。
後
者
は
「
椎
本
」
巻
で
、
八
の
宮
臨
終
の
知
ら
せ
が
伝

わ
り
、
姫
君
た
ち
は
悲
し
み
の
余
り
「
涙
も
い
づ
ち
か
」
に
い
っ
て
し
ま
っ

た
か
の
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
場
面
。
右
の
二
箇
所
の
注
解
に
お
い
て
『
花

鳥
余
情
』
が
引
く
の
は
、
杜
甫
の
「
羌
村
」
詩
の
一
句
、
長
く
離
れ
ば
な
れ

に
な
っ
て
い
た
杜
甫
に
再
会
し
た
家
族
が
、
は
じ
め
は
た
だ
驚
く
ば
か
り
で

あ
っ
た
の
が
、
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
と
今
度
は
涙
を
こ
ぼ
す
、
と
い
う
詩

句
で
あ
る
。

　

羌
村
三
首　

其
一　
　

杜
甫Ｈ

崢
嶸
赤
雲
西　

日
脚
下
平
地　
　

  

崢
嶸
さ
う
く
わ
うた
る
赤
雲
の
西　

日
脚
平
地
に

下
る

柴
門
鳥
雀
噪　

帰
客
千
里
至　
　

  

柴
門
鳥
雀
噪
ぐ　

帰
客
千
里
よ
り
至

る

妻
孥
怪
我
在　

驚
定
還
拭
涙　
　

  

妻
孥
我
が
在
る
を
怪
し
み　

驚
く
こ

と
定
ま
り
て
還
た
涙
を
拭
ふ

世
乱
遭
飃
蕩　

生
還
偶
然
遂　
　

  

世
乱
れ
て
飃
蕩
に
遭
へ
り　

生
還
偶

然
に
遂
げ
た
り

隣
人
満
牆
頭　

感
歎
亦
歔
欷　
　

  

隣
人
牆
頭
に
満
つ　

感
歎
し
て
亦
歔

欷
す

夜
闌
更
秉
燭　

相
対
如
夢
寐　
　

  

夜
闌
に
し
て
更
に
燭
を
秉
る　

相
対

す
れ
ば
夢
寐
の
如
し

　

恋
人
や
家
族
と
の
死
別
に
際
し
て
、
悲
し
み
の
余
り
涙
も
流
れ
な
い
、
あ

る
い
は
、
気
持
ち
が
ゆ
る
ん
だ
と
た
ん
に
涙
が
あ
ふ
れ
る
、
と
い
う
『
源
氏

物
語
』
の
内
容
に
対
し
て
、
兼
良
は
、
こ
の
杜
甫
詩
も
「
此
心
也
」「
其
心

を
つ
ゞ
れ
る
也
」
と
し
、
両
者
は
「
心
」
が
通
じ
る
も
の
だ
と
の
コ
メ
ン
ト

を
加
え
る
。

　
「
心
」
あ
る
い
は
「
こ
と
ば
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
作
品
を
検
討
し
て

い
く
こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
歌
学
書
を
は
じ
め
日
本
の
古
典
学
に
共
通
の
方

法
で
あ
るＩ
が
、『
花
鳥
余
情
』
に
お
い
て
も
、『
源
氏
物
語
』
の
「
心
」
と
「
こ

と
ば
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
を
他
の
作
品
や
典
籍
と
の
関
係
に
ひ
ら
い

て
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
顕
著
に
感
じ
ら
れ
る
。
な
お
『
花
鳥
余
情
』
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が
用
い
る
「
心
」
と
「
こ
と
ば
」、
と
り
わ
け
「
心
」
の
語
の
含
意
は
複
雑

で
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
く
、
歌
学
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
慎
重
に
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
注
解
に
お
い
て
は
、
兼
良
に

よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
と
杜
甫
詩
と
の
文
学
的
表
現
方
法
や
発
想
の
連
関
が

見
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、『
源
氏
物
語
』
が
、
杜
甫
詩
に
並
ぶ
と
い
う
意

味
で
も
、
い
っ
そ
う
価
値
あ
る
「
日
本
の
古
典
」
と
し
て
当
時
の
読
み
手
に

披
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　

最
後
に
も
う
一
例
、『
花
鳥
余
情
』
が
杜
甫
詩
と
の
関
係
に
触
れ
る
箇
所

を
み
る
。

ま
じ
な
ひ
か
ぢ
な
ど

ま
じ
な
ひ
は
厭
術
也
。
さ
ま
〳
〵
の
事
ど
も
あ
り
。
杜
子
美
詩
の
手

提
髑
髏
血
と
い
ふ
句
を
誦
し
て
も
瘧
は
お
つ
る
と
い
へ
り
。
加
持
は

真
言
教
の
陀
羅
尼
の
ち
か
ら
な
り
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
四
・
若
紫
）

　
「
若
紫
」
巻
の
冒
頭
、「
わ
ら
は
や
み
」
を
患
っ
た
源
氏
が
「
ま
じ
な
ひ
か

ぢ
」
な
ど
の
効
果
な
く
北
山
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
花
鳥
余
情
』

は
、
杜
甫
の
「
手
提
髑
髏
血
」
と
い
う
句
を
誦
す
れ
ば
瘧
が
治
る
、
と
い
う

伝
説
的
記
事
を
載
せ
る
。「
手
提
髑
髏
血
と
い
ふ
句
」
と
は
、『
源
氏
物
語
湖

月
抄
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
以
下
の
杜
甫
詩
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

是レ

杜
子
美カ

花
郷ノ

歌ニ

云ク

、
子
シ
シ
ヤ
ウ
カ璋
髑ト

ク
ロ髏

血チ

模ホ
コ
ス糊
、
手ニ

提テ
イ

擲テ
キ
〆

還カ
ヘ
ス二
崔サ
イ

大
夫ヲ
一
と

い
ふ
句
也
。 

（『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
若
紫Ｊ
）

　

し
か
し
兼
良
が
依
拠
し
た
の
は
、
こ
の
杜
甫
詩
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

杜
少
陵
因
見
病
瘧
物
、
謂
之
曰
、
誦
吾
詩
可
療
。
病
者
曰
、
何
。
杜
曰
、

夜
闌
更
秉
燭
、
相
対
如
夢
寐
之
句
。
瘧
猶
是
也
、
又
曰
、
誦
吾
手
提
髑

0

0

0

髏
血

0

0

模
糊
。
其
人
如
其
言
誦
之
、
果
愈
。
言
感
鬼
神
亦
不
妄
。
古
今
詩
話

 

（『
詩
話
総
亀
』
巻
四
十
八
・
奇
怪
門Ｋ
）

　

右
に
あ
げ
た
の
は
、
宋
代
の
詩
話
『
詩
話
総
亀
』（
北
宋
・
阮
閲
編
）
が
『
古

今
詩
話
』
か
ら
引
く
一
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
兼
良
が
注
釈
に
利
用
し
て
い
る

の
は
、
宋
代
以
降
特
に
盛
ん
に
編
ま
れ
た
こ
う
し
た
詩
話
の
類
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
か
ろ
うＬ
。
た
だ
し
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
当
該
の
故
事
が
、

南
北
朝
以
降
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
元
・
陰
時
夫
編
、
陰
中

夫
注
に
な
る
韻
書
『
韻
府
群
玉
』（
巻
十
九
・
入
声
・
十
薬
・
瘧
）
に
も
引
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
るＭ
。
兼
良
が
当
該
故
事
の
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
テ
キ

ス
ト
は
複
数
存
在
し
た
わ
け
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
当
時
盛
ん
に
杜
詩

研
究
を
行
っ
て
い
た
禅
僧
ら
と
こ
う
し
た
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
兼
良
の
具
体
的
な
情
報
源
を
い
ま
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
花
鳥
余
情
』
の
当
該
注
に
利
用
さ
れ
た
の
は
、
宋

代
以
降
の
新
た
な
テ
キ
ス
ト
が
伝
え
る
、
新
た
な
情
報
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
新
時
代
の
詩
話
類
等
の
利
用
は
、
次
に
あ
げ
る
蘇
東
坡
詩

に
関
わ
る
引
用
に
お
い
て
も
同
様
に
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

︵
２
︶
蘇
東
坡
詩
に
よ
る
注
釈

　

そ
れ
で
は
次
に
、
蘇
東
坡
詩
を
ひ
く
注
釈
に
つ
い
て
み
るＮ
。

ぞ
く
ひ
じ
り
と
か
こ
の
わ
か
き
人
々
つ
け
た
な
る

東
坡
山
谷
な
ど
も
み
づ
か
ら
有
髪
僧
在
家
僧
な
ど
詩
に
も
つ
く
れ
り
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
廿
五
・
橋
姫
）

　

こ
れ
は
、
先
に
み
た
杜
甫
詩
を
引
く
注
釈
と
同
様
、「
詩
に
も
つ
く
れ
り
」

と
い
う
体
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
花
鳥
余
情
』
が
「
ぞ
く
ひ
じ

り
」
の
語
に
対
応
す
る
詩
語
と
し
て
あ
げ
る
「
在
家
僧
」
は
蘇
東
坡
「
和
黄
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魯
直
食
筍
次
韻
（
黄
魯
直
筍
を
食
す
に
和
し
て
次
韻
す
）」
や
黄
庭
堅
「
謝
楊
履

道
送
銀
茄
（
楊
履
道
が
銀
茄
を
送
る
を
謝
す
）」
等
に
み
え
る
。
ま
た
「
有
髪
僧
」

の
語
は
詩
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
黄
庭
堅
「
写
真
自
賛
」
に
「
似
僧
有
髪
」

と
い
う
表
現
が
あ
る
。
膨
大
な
数
の
蘇
東
坡
詩
、
黄
庭
堅
詩
か
ら
、
こ
の
詩

語
を
い
か
に
し
て
取
り
出
し
得
た
の
か
。
兼
良
の
『
尺
素
往
来
』
に
は
、
参

照
学
習
す
べ
き
書
物
と
し
て
「
杜
子
美
、
李
太
白
、
東
坡
、
山
谷
」
等
、
当

時
盛
行
し
て
い
た
唐
宋
の
詩
文
集
が
掲
げ
ら
れ
て
い
るＯ
。
右
の
注
釈
は
、
蘇

東
坡
や
黄
庭
堅
詩
を
基
本
的
知
識
と
し
て
徹
底
し
て
学
ぼ
う
と
し
た
当
時
の

環
境
を
反
映
す
る
も
の
と
い
え
るＰ
。

　

引
き
続
き
、
他
の
例
も
み
よ
う
。

つ
や
ゝ
か
に
か
ひ
は
い
て

貧
家
浄
掃
地
と
い
ふ
心
な
り
。
東
坡
詩
に
あ
り
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
九
・
蓬
生
）

は
る
の
光
を
こ
め
給
へ
る
大
と
の
な
れ
ど

蔵
春
塢
或
蔵
春
閣
な
ど
い
へ
る
こ
ゝ
ろ
な
り
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
十
三
・
胡
蝶
）

　

前
者
は
「
蓬
生
」
巻
で
、
末
摘
花
の
住
む
荒
れ
果
て
た
邸
を
「
つ
や
ゝ
か

に
か
ひ
は
」
く
人
も
い
な
い
、
と
い
う
箇
所
。
ま
た
後
者
の
「
胡
蝶
」
巻
は
、

あ
で
や
か
な
六
条
院
の
様
子
を
述
べ
る
箇
所
。
こ
こ
で
兼
良
が
こ
れ
ら
に

「
心
」（
趣
向
）
が
通
じ
る
も
の
と
し
て
引
く
「
貧
家
浄
掃
地
」
と
「
蔵
春
塢
」

は
、
蘇
東
坡
詩
の
詩
題
で
あ
る
が
、
い
ま
注
意
し
た
い
の
は
、「
蔵
春
閣
」

は
詩
語
や
詩
題
で
は
な
く
、
蘇
東
坡
作
の
詞
「
浣
渓
沙
」
に
付
さ
れ
た
題

（「
徐
州
蔵
春
閣
園
中
」）
に
み
え
る
語
で
あ
る
こ
と
で
あ
るＱ
。
蘇
東
坡
の
詞
が
、

当
時
い
か
な
る
テ
キ
ス
ト
で
読
ま
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
詩
題
と
詞
の
題
を

並
べ
る
当
該
の
注
釈
が
兼
良
の
「
発
見
」
に
よ
る
も
の
な
の
か
な
ど
、
詳
細

は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
兼
良
当
時
の
宋
詩
・
宋
詞
受
容
の
一

例
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
蘇
東
坡
詩
の
注
あ
る
い
は
詩
話
を
利
用
し
た
と
お
ぼ
し
き
注
釈
に

つ
い
て
み
る
。

筆
と
る
み
ち
と
碁
う
つ
事
こ
そ

碁
は
東
坡
も
三
不
能
の
一
に
い
へ
る
事
也
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
十
・
絵
合
）

　
「
絵
合
」
巻
で
帥
宮
が
書
画
と
碁
の
道
と
い
う
も
の
は
魂
（
天
分
）
が
あ
ら

わ
れ
る
も
の
だ
、
と
語
る
場
面
。『
花
鳥
余
情
』
が
注
釈
に
載
せ
る
「
碁
は

東
坡
も
三
不
能
の
一
に
い
へ
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
蘇
東
坡
の

「
次
韻
銭
穆
父
会
飲
（
銭
穆
父
が
会
飲
に
次
韻
す
）」
詩
に
は
「
我
飲
如
奕
碁
（
我

が
飲
む
こ
と
奕
碁
の
如
し
）」
の
一
句
が
あ
る
。
そ
し
て
『
王
状
元
集
註
分
類

東
坡
先
生
詩
』
巻
十
一
の
当
該
詩
句
の
注
に
は
、

世
有
作
詩
如
奕
碁
。
奕
碁
如
飲
酒
。
飲
酒
乃
戒
之
語
、
僕
此
二
事
皆
不

能
。

居
仁
：
遯
斎
閑
覧
云
、
子
瞻
嘗
自
言
平
生
三
不
如
人
、
謂
著
碁

0

0

喫
酒
唱

曲
也
。Ｒ

と
み
え
る
。
こ
の
詩
注
に
は
「
三
不
能
」
と
い
う
語
は
み
え
な
い
が
、『
花

鳥
余
情
』
が
注
釈
に
引
く
「
三
不
能
」
の
話
は
、『
遯
斎
閑
覧
』
が
語
る
記

事
（
子
瞻
（
蘇
東
坡
）
は
碁
と
酒
と
唱
曲
に
お
い
て
は
他
人
に
及
ば
な
い
と
常
々
言
っ

て
い
た
）
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

宋
・
范
正
敏
撰
『
遯
斎
閑
覧
』
は
佚
書
で
あ
る
が
、
そ
の
記
事
は
、
さ
き

に
取
り
あ
げ
た
『
詩
話
総
亀
』
な
ど
詩
話
の
書
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
兼
良
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は
、
蘇
東
坡
詩
注
、
あ
る
い
は
詩
話
の
類
か
ら
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
り
、

「
碁
」
と
い
う
も
の
が
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
人
の
天
分
に
よ
る
も

の
だ
、
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
場
面
に
添
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
蘇
東
坡
詩
が
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
故
事
と
と
も
に
注
釈
に
引

か
れ
る
例
を
も
う
一
つ
み
る
。

あ
ふ
ぎ
ば
か
り
を
し
る
し
と
に
や
と
り
か
へ
て
い
で
給
ふ

和
泉
式
部
仮
名
記
か
へ
る
人
の
あ
ふ
ぎ
を
と
り
か
へ
て
と
か
け
り
。

又
東
坡
詩
云
換
扇
惟
逢
春
夢
婆
と
つ
く
れ
り
。
春
夢
婆
は
女
の
異
名

也
。
唐
土
に
は
夫
婦
の
約
を
な
す
し
る
し
に
は
扇
を
と
り
か
ふ
る
事

あ
る
也
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
五
・
花
宴
）

　

朧
月
夜
と
の
逢
瀬
の
後
、
扇
を
逢
瀬
の
し
る
し
と
し
て
取
り
換
え
て
源
氏

が
立
ち
去
っ
て
い
く
場
面
。
こ
の
箇
所
の
注
解
と
し
て
「
和
泉
式
部
仮
名
記
」

を
引
く
こ
と
は
『
光
源
氏
物
語
抄
』
に
既
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
兼
良

が
こ
こ
に
加
え
る
の
は
蘇
東
坡
の
「
被
酒
独
行
徧
至
子
雲
威
徽
先
覚
四
黎
之

舎
（
被
酒
し
て
独
り
行
き
て
徧
く
子
雲
・
威
・
徽
・
先
覚
の
四
黎
の
舎
に
至
る
）」
詩

の
一
句
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
波
線
部
の
内
容
は
、
次
に
あ
げ
る

『
四
河
入
海
』
の
当
該
詩
に
対
す
る
抄
と
重
な
る
。

換
扇　

芳
云
、
方
輿
勝
覧
賓
州
図
経
云
、
…
…
男
女
未
昏
嫁
者
、
以
歌

詩
相
応
和
、
自
択
配
偶
、
各
以
所
執
扇
帕
相
博
、
謂
之
博
扇
。
…
…

春
夢
婆　

芳
云
、
趙
徳
麟
侯
鯖
録
、
東
坡
在
昌
化
、
常
負
大
瓢
行
歌
田

畝
間
。
蓋
哨
遍
也
。
績
婦
年
七
十
、
謂
曰
、
内
翰
昔
日
富
貴
、
一
場
春

夢
。
坡
然
之
。
里
人
因
呼
為
春
夢
婆
。
…
…

一
云
、
…
…
換
扇
ト
云
ハ
、
夫
婦
相
約
ス
ル
時
ニ
ス
ル
事
ソ
。

 

（『
四
河
入
海
』
十
七
之
二Ｓ
）

　
『
四
河
入
海
』（
一
五
三
四
年
）
は
、
笑
雲
清
三
が
蘇
東
坡
詩
に
対
す
る
四

者
の
注
を
集
め
、
さ
ら
に
自
説
を
加
え
て
編
纂
し
た
も
の
で
、
右
の
「
芳
云
」

は
大
岳
周
崇
（
一
三
四
五
～
一
四
二
三
年
）
の
『
翰
苑
遺
芳
』、「
一
云
」
は
一

韓
智
翃
が
桃
源
瑞
仙
（
一
四
三
〇
～
八
九
年
）
の
講
義
を
記
し
た
『
蕉
雨
余
滴
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。『
翰
苑
遺
芳
』
は
、
宋
・
祝
穆
撰
『
方
輿
勝
覧
』
か

ら
配
偶
者
を
選
ぶ
際
に
扇
で
打
ち
合
う
と
い
う
中
国
の
習
俗
を
紹
介
し
、
ま

た
宋
・
趙
令
畤
撰
『
侯
鯖
録
』
か
ら
、
蘇
東
坡
に
対
し
て
「
内
翰
昔
日
の
富

貴
、
一
場
の
春
夢
」
と
言
っ
た
老
婆
を
里
人
が
「
春
夢
婆
」
と
呼
ん
だ
、
と

い
う
逸
話
を
引
く
。
ま
た
『
蕉
雨
余
滴
』
は
、「
換
扇
」
が
婚
約
の
時
に
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
説
く
。

　

つ
ま
り
、
当
時
日
本
で
は
、
蘇
東
坡
の
詩
に
関
連
し
て
、
宋
の
地
方
志
や

札
記
類
等
、
日
本
に
新
た
に
伝
来
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
用
い
て
詳

細
な
注
釈
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、『
花
鳥
余
情
』
の
当
該
注
の
記

述
も
、
そ
う
し
た
環
境
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

五
、

終
わ
り
に
─
─
『
花
鳥
余
情
』
に
み
る
和
漢
の
語
文
世
界

へ
の
関
心
と
探
究

　

以
上
の
よ
う
に
『
花
鳥
余
情
』
は
、『
河
海
抄
』
が
言
及
す
る
こ
と
の
な

か
っ
た
「
漢
」
と
の
関
係
を
発
掘
し
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
よ
り
も
後
の
代

に
書
か
れ
た
詩
文
や
新
来
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
も
『
源
氏
物
語
』
の
表
現

世
界
に
関
連
さ
せ
、『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
ば
や
心
を
説
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　

な
お
、『
花
鳥
余
情
』
の
中
に
は
、
注
釈
に
お
い
て
後
代
の
資
料
を
用
い



〔　　〕12

る
こ
と
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
み
え
る
。

さ
く
ら
を
か
け
物
に
て
三
は
ん
に
か
ず
ひ
と
つ
か
ち
給
は
ん
か
た
に

宋
朝
に
王
荊
公
と
い
ふ
人
鍾
山
に
あ
り
て
蘗
秀
才
と
碁
を
か
こ
む
。

梅
詩
一
首
を
も
て
賭
と
す
。
秀
才
ま
け
て
不
能
作
詩
。
王
荊
公
代
て

つ
く
れ
る
事
あ
りＴ
。
後
代
の
事
な
れ
ど
花
を
賭
に
す
る
事
あ
ひ
に
た

る
に
や
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
廿
四
・
竹
河
）

　

こ
こ
で
兼
良
は
、
こ
れ
ら
が
「
後
代
の
事
」
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で

注
釈
に
引
く
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
兼
良
は
、『
源
氏
物
語
』
の
文
章
世
界

に
時
空
を
超
え
た
広
が
り
や
普
遍
性
を
見
出
し
、
ま
た
、
兼
良
の
時
代
の
人

び
と
に
む
け
て
『
源
氏
物
語
』
を
読
み
学
ぶ
た
め
の
最
新
の
切
り
口
や
視
点

を
発
信
す
べ
く
、
後
代
の
資
料
を
も
意
図
的
に
用
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
、『
花
鳥
余
情
』
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
も
み
え
る
。

う
き
に
ま
ぎ
れ
ぬ
恋
し
さ
の

恋
し
さ
の
う
き
に
ま
ぎ
る
ゝ
物
な
ら
ば
又
二
た
び
と
君
を
み
ま
し
や　

大
弐
三
位Ｕ

物
が
た
り
よ
り
後
の
歌
也
。
不
可
為
証
歌
也
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
廿
・
若
菜
下
）

　

こ
こ
で
は
兼
良
は
、『
源
氏
物
語
』
本
文
「
う
き
に
ま
ぎ
れ
ぬ
恋
し
さ
の
」

に
重
な
る
大
弐
三
位
の
和
歌
を
引
き
つ
つ
も
、「
物
が
た
り
よ
り
後
の
歌
」

で
あ
る
か
ら
「
証
歌
」
と
は
で
き
な
い
、
と
述
べ
る
。

　

兼
良
は
し
ば
し
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
の
基
と
な
っ
た
和
歌
を
求
め

て
、「
歌
の
詞0

あ
る
べ
し
、
可
尋
之
」（「
末
摘
花
」
巻
）、
あ
る
い
は
「
古
歌

の
詞0

あ
る
べ
し
、
た
づ
ぬ
べ
し
」（「
紅
葉
賀
」
巻
）
と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が

同
時
に
、
兼
良
は
、
後
代
の
藤
原
定
家
や
藤
原
家
隆
ら
が
『
源
氏
物
語
』
や

『
源
氏
物
語
』
が
基
づ
い
た
詩
を
詠
ん
だ
和
歌
を
も
『
花
鳥
余
情
』
に
載
せ

て
い
る
。

え
い
の
か
な
し
み
な
み
だ
そ
ゝ
く
春
の
さ
か
づ
き
の
う
ち
と

白
楽
天
が
江
州
へ
左
遷
せ
ら
れ
し
時
三
月
卅
日
に
夷
陵
と
い
ふ
所
に

と
ま
り
て
元
微
之
に
わ
か
れ
し
時
つ
く
れ
る
詩
の
句
也
。
そ
れ
を
い

ま
三
位
の
中
将
に
源
氏
の
わ
か
れ
給
ふ
時
に
思
な
ず
ら
へ
て
も
ろ
声

に
う
ち
ず
し
給
ふ
な
り
。
此
詩
の
こ
ゝ
ろ
を
定
家
卿
韻
の
歌
に
よ
み

給
へ
り
。

も
ろ
共
に
め
ぐ
り
あ
ひ
け
る
旅
枕
涙
ぞ
そ
ゝ
く
春
の
さ
か
月

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
八
・
須
磨
）

　
「
え
い
の
か
な
し
み
…
…
」
は
、
謫
所
に
あ
っ
た
白
居
易
が
元
稹
と
行
き

会
い
作
っ
た
詩
の
一
句
（「
酔
悲
灑
涙
春
盃
裏Ｖ
」）。
こ
こ
は
、
須
磨
を
訪
れ
た

三
位
中
将
と
源
氏
が
、
声
を
合
わ
せ
て
こ
の
白
詩
を
誦
ず
る
と
い
う
場
面
で

あ
る
。

　

そ
し
て
兼
良
は
、
こ
の
「
詩
の
こ
ゝ
ろ
」
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
定
家
の
和

歌Ｗ
を
も
ひ
く
。
こ
れ
は
、
白
詩
が
、
源
氏
物
語
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
（
訓

読
し
て
）
口
ず
さ
ま
れ
、
一
方
そ
の
詩
の
心
を
定
家
は
和
歌
に
詠
む
、
と
い

う
漢
詩
と
和
歌
の
交
錯
、
そ
し
て
ま
た
、
古
代
の
日
本
の
こ
と
ば
と
表
現
が

有
す
る
重
層
性
に
対
す
る
、
兼
良
の
関
心
と
問
題
意
識
を
示
す
注
釈
だ
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
兼
良
が
、「
漢
」
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
そ

の
「
こ
と
ば
」
と
「
心
」
に
言
及
す
る
箇
所
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ

る
。
こ
れ
は
、『
奥
入
』
以
来
、
つ
と
に
『
遊
仙
窟
』
を
ふ
ま
え
た
表
現
で

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
蜻
蛉
」
巻
の
一
節
に
対
し
て
の
発
言
で
あ
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る
。

な
ど
ね
た
ま
し
が
ほ
に
か
き
な
ら
し
給
ふ
と
の
給
ふ
に

遊
仙
窟
に
女
の
こ
と
ひ
く
を
き
ゝ
て
い
へ
る
也
。

に
る
べ
き
こ
の
か
み
や
は
べ
る
べ
き
と

こ
れ
も
遊
仙
窟
の
詞
也
。
一
品
宮
は
女
二
宮
の
御
こ
の
か
み
也

…
…
。

ま
ろ
こ
そ
お
ほ
ん
は
ゝ
か
た
の
お
ぢ
な
れ
と

是
も
遊
仙
窟
の
心
を
と
り
て
か
け
り
。
か
ほ
る
大
将
は
明
石
の
中
宮

の
御
弟
な
れ
ば
一
品
宮
に
は
母
か
た
の
お
ぢ
に
あ
た
れ
る
也
。

 

（『
花
鳥
余
情
』
第
廿
九
・
蜻
蛉
）

　

琴
の
爪
音
を
耳
に
し
た
薫
が
中
将
の
お
も
と
と
会
話
を
交
わ
す
場
面
。

『
花
鳥
余
情
』
は
、『
源
氏
物
語
』
当
該
場
面
の
典
拠
と
し
て
古
注
釈
が
既
に

指
摘
し
て
き
た
『
遊
仙
窟
』
の
本
文
を
改
め
て
出
す
こ
と
は
し
な
い
。
兼
良

が
加
え
る
の
は
、
こ
こ
に
『
遊
仙
窟
』
の
「
詞
」
と
「
心
」
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
の
「
詞
」
と
「
心
」、
物
語
の
表
現
や

発
想
、
趣
向
が
い
か
に
し
て
生
み
だ
さ
れ
紡
が
れ
て
き
た
も
の
か
、
と
い
う

観
点
か
ら
の
説
解
で
あ
る
。

　

ま
た
兼
良
は
、『
河
海
抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
の
注
釈
が
『
源
氏
物

語
』
の
「
詞
」
や
「
心
」
に
そ
ぐ
う
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、

き
っ
ぱ
り
と
先
人
の
釈
を
否
定
す
る
。

人
の
い
み
じ
く
お
し
む
人
を
ば
帝
釈
天
も
返
し
給
ふ
也

梵
天
帝
尺
は
人
間
を
つ
か
さ
ど
る
天
也
。
帝
尺
は
忉
利
天
の
主
也
。

或
抄
に
宇
治
大
納
言
物
語
に
浄
蔵
貴
所
が
父
善
相
卿
の
う
せ
た
る
を

い
の
り
い
か
し
た
る
事
の
あ
る
を
ひ
け
り
。
又
河
海
に
は
宋
玉
が
為

屈
原
招
魂
詞
を
つ
く
れ
る
事
を
い
へ
り
。
い
づ
れ
も
こ
ゝ
の
詞
に
か

な
は
ず
。
別
に
帝
尺
の
人
の
死
せ
る
を
返
し
た
る
本
縁
あ
る
べ
し
。

か
さ
ね
て
た
づ
ね
し
る
す
べ
し
。 

（『
花
鳥
余
情
』
第
廿
九
・
蜻
蛉
）

　

浮
舟
の
入
水
を
知
っ
た
乳
母
が
、「
せ
め
て
亡
骸
だ
け
で
も
返
し
て
ほ
し

い
」
と
い
う
場
面
。『
河
海
抄
』
は
こ
こ
で
実
は
蘇
東
坡
の
「
澄
邁
駅
通
潮
閣
」

詩
の
句
と
、『
王
状
元
集
註
分
類
東
坡
先
生
詩
』
に
お
け
る
当
該
詩
の
注
に

載
る
『
楚
辞
』
招
魂
等
を
注
釈
に
引
い
て
い
た
の
で
あ
るＸ
が
、
兼
良
は
そ
れ

は
こ
こ
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
、
さ
ら
に
別
の
「
本
縁
」
を
尋
ね
る
べ
き
だ
、

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
兼
良
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
こ
と
ば
」
の
由
来
を
求
め
、

そ
の
「
心
」
を
追
究
し
て
い
く
と
と
も
に
、『
源
氏
物
語
』
を
基
点
と
し
て
、

時
代
を
超
え
た
和
漢
の
こ
と
ば
の
世
界
の
広
が
り
、
連
な
り
を
探
究
し
て
い

く
。
こ
れ
は
、
日
本
の
語
文
が
漢
語
、
漢
文
と
の
深
い
関
わ
り
の
中
で
形
成

さ
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
作
品
が
、
そ
う
し
た
和

と
漢
の
絡
ま
り
合
う
語
文
世
界
を
考
察
す
る
に
は
格
好
の
テ
キ
ス
ト
で
あ

り
、
研
究
に
値
す
る
「
か
き
ざ
ま
」「
つ
く
り
ざ
ま
」
を
備
え
た
「
古
典
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。
兼
良
が
み
せ
る
こ
う
し
た
注
釈
の

方
法
は
、
日
本
の
「
古
典
学
」
の
あ
り
よ
う
の
重
要
な
一
面
を
伝
え
る
も
の

と
い
え
る
。

　

ま
た
本
稿
で
は
、『
花
鳥
余
情
』
に
は
宋
代
以
降
に
成
立
し
た
新
し
い
時

代
の
漢
籍
を
用
い
た
注
釈
が
存
す
る
こ
と
を
み
た
。
兼
良
の
時
代
は
、
遣
明

使
の
往
来
や
五
山
僧
の
活
動
、
宋
学
の
盛
行
や
多
数
の
漢
籍
抄
の
作
成
等
、

日
本
の
「
中
国
学
」
が
大
き
く
展
開
し
て
い
く
時
期
で
も
あ
っ
た
。
な
お
『
花
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鳥
余
情
』
の
注
釈
の
方
法
や
内
容
は
、
歌
学
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
和
歌
や

連
歌
、
漢
詩
や
聯
句
の
創
作
状
況
な
ど
文
学
、
文
芸
に
関
わ
る
当
時
の
具
体

的
環
境
と
の
関
わ
り
か
ら
も
さ
ら
に
深
く
考
究
す
べ
き
で
あ
る
。
が
、
と
も

あ
れ
、
和
漢
の
古
典
籍
双
方
に
通
じ
た
兼
良
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
『
花

鳥
余
情
』
に
は
、
兼
良
の
学
問
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
、
ま
た
そ
の
時
代
の

知
的
関
心
の
方
向
性
が
随
所
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。『
花
鳥
余
情
』
は
、『
源

氏
物
語
』
の
魅
力
と
意
義
は
も
ち
ろ
ん
、
十
五
世
紀
と
い
う
時
代
の
日
本
の

学
術
文
化
の
特
質
と
達
成
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）　

河
野
貴
美
子
「
古
注
釈
か
ら
み
る
源
氏
物
語
と
唐
代
伝
奇
」（
日
向
一
雅
編

『
源
氏
物
語
と
唐
代
伝
奇　
『
遊
仙
窟
』『
鶯
鶯
伝
』
ほ
か
』
青

舎
、
二
〇
一

二
年
二
月
）
①
、
同
「
古
注
釈
書
を
通
し
て
み
る
『
源
氏
物
語
』
の
和
漢
世
界

─
─
『
河
海
抄
』、『
花
鳥
余
情
』
─
─
」（
中
野
幸
一
編
『
平
安
文
学
の
交
響

─
─
享
受
・
摂
取
・
翻
訳
─
─
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
五
月
）
②
、
同
「
和

語
と
漢
語
が
紡
ぐ
文
─
─
古
注
釈
を
通
し
て
み
る
『
源
氏
物
語
』
と
『
白
氏
文

集
』
─
─
」（
仁
平
道
明
編
『
源
氏
物
語
と
白
氏
文
集
』
新
典
社
、
二
〇
一
二

年
五
月
）
③
、
同
「『
源
氏
物
語
』
と
漢
語
、
漢
詩
、
漢
籍
─
─
『
河
海
抄
』

が
読
み
解
く
『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
ば
と
心
─
─
」（
日
向
一
雅
編
『
源
氏
物

語　

注
釈
史
の
世
界
』
青

舎
、
二
〇
一
四
年
二
月
）
④
等
参
照
。
本
稿
は
こ

れ
ら
に
続
く
も
の
で
あ
る
。

（
２
）　

例
え
ば
本
居
宣
長
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
一
の
巻
・
註
釈
は
『
河
海
抄
』

と
『
花
鳥
余
情
』
に
つ
い
て
「
此
二
つ
の
抄
は
、
か
な
ら
ず
見
で
は
か
な
は
ぬ

も
の
也
」
と
述
べ
る
。

（
３
）　
『
花
鳥
余
情
』
と
『
河
海
抄
』、
歌
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
武
井
和
人
『
一

条
兼
良
の
書
誌
的
研
究　

増
訂
版
』
第
一
章
第
三
節
、
第
三
章
第
二
節
（
お
う

ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
）
等
参
照
。
ま
た
一
条
兼
良
の
注
釈
の
方
法
や
目

的
に
つ
い
て
は
、
前
田
雅
之
「
和
語
を
和
語
で
解
釈
す
る
こ
と
─
─
一
条
兼
良

に
お
け
る
注
釈
の
革
新
と
古
典
的
公
共
圏
」（『
文
学
』
九
─
三
、
二
〇
〇
八
年

五
月
）、
同
「『
源
氏
物
語
』
は
ど
の
よ
う
に
注
釈
さ
れ
た
か
─
─
『
花
鳥
余
情
』

の
力
学
─
─
」（
陣
野
英
則
・
新
美
哲
彦
・
横
溝
博
編
『
平
安
文
学
の
古
注
釈

と
受
容
』
第
二
集
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）、
同
「『
花
鳥
余
情
』
─
─
兼
良
の
源

氏
学
─
─
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
担
保
す
る
可
視
的
存
在
─
─
」（
前
田
雅
之
編
『
中

世
の
学
芸
と
古
典
注
釈
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
一
年
九
月
）
等
の
一
連
の
論
考
に

お
い
て
そ
の
意
義
や
革
新
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）　
『
花
鳥
余
情
』
の
本
文
は
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
二
巻　

花
鳥
余
情 

源
氏
和
秘
抄 

源
氏
物
語
之
内
不
審
条
々 

源
語
秘
訣 

口
伝
抄
』

（
武
蔵
野
書
院
、一
九
七
八
年
十
二
月
初
版
）
に
拠
り
、適
宜
句
点
等
を
加
え
た
。

（
５
）　

注（
４
）前
掲
書
解
題
等
参
照
。

（
６
）　

正
宗
敦
夫
校
訂
『
類
聚
名
義
抄
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
六
月
）
参
照
。

（
７
）　

宗
福
邦
・
陳
世
鐃
・
蕭
海
波
主
編
『
故
訓
匯
纂
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇

三
年
七
月
）
参
照
。

（
８
）　

田
山
方
南
校
閲
、
北
野
克
写
『
名
語
記
』（
勉
誠
社
、
一
九
八
三
年
一
月
）

参
照
。

（
９
）　

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
『
日

本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
九
巻
（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）
参
照
。

（
10
）　

全
国
高
校
古
籍
整
理
研
究
工
作
委
員
会
編
『
日
本
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
宋
元
版

漢
籍
影
印
叢
書
』
第
一
輯
（
線
装
書
局
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
）
参
照
。

（
11
）　

住
吉
朋
彦
『
中
世
日
本
漢
学
の
基
礎
研
究　

韻
類
編
』
序
説
二
、
第
三
章
（
汲

古
書
院
、
二
〇
一
二
年
二
月
）
参
照
。

（
12
）　

王
文
錦
他
点
校
『
通
典
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
十
二
月
）
参
照
。

（
13
）　
「
夕
顔
」
巻
、「
若
紫
」
巻
、「
賢
木
」
巻
、「
松
風
」
巻
。

（
14
）　

注（
１
）前
掲
河
野
貴
美
子
論
文
④
参
照
。

（
15
）　

太
田
亨
「
日
本
禅
林
に
お
け
る
中
国
の
杜
詩
注
釈
書
受
容
─
─
『
集
千
家
註

分
類
杜
工
部
詩
』
か
ら
『
集
千
家
註
批
点
杜
工
部
詩
集
』
へ
─
─
」（『
日
本
中

国
学
会
報
』
五
五
、
二
〇
〇
三
年
十
月
）
等
参
照
。

（
16
）　
『
集
千
家
註
批
点
杜
工
部
詩
集
』
の
引
用
は
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
漢
籍
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之
部
第
三
巻　

集
千
家
註
批
点
杜
工
部
詩
集
』
上
（
八
木
書
店
、
一
九
八
一
年

一
月
）
に
拠
る
。
な
お
『
集
千
家
註
分
類
杜
工
部
詩
』（
国
会
図
書
館
蔵
五
山
版
、

一
三
七
六
年
刊
）
に
お
け
る
「
古
今
注
」
引
文
も
異
同
は
な
い
。

（
17
）　

鈴
木
虎
雄
訳
注
『
杜
詩
』
第
二
冊
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
五
月
）
参
照
。

な
お
当
該
詩
句
（「
驚
定
還
拭
涙
」）
の
「
還
」
字
の
『
花
鳥
余
情
』
の
引
用
に

お
け
る
異
同
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
つ
。

（
18
）　
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
書
と
歌
学
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
乾
善
彦
『
漢
字

に
よ
る
日
本
語
書
記
の
史
的
研
究
』
第
三
部
第
五
章
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年

一
月
）、
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
監
修
『
古
今
集
注
釈
書
影
印

叢
刊
３　

古
今
集
素
伝
懐
中
抄
』
浅
田
徹
「
解
題
」（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇

年
十
月
）、
松
本
大
「『
河
海
抄
』
に
お
け
る
歌
学
書
引
用
の
実
態
と
方
法
─
顕

昭
の
科
学
を
中
心
に
─
」（『
詞
林
』
五
〇
、
二
〇
一
一
年
十
月
）、
同
「『
河
海

抄
』
巻
九
論
─
諸
本
系
統
の
検
討
と
注
記
増
補
の
特
徴
─
」（『
中
古
文
学
』
九

一
、
二
〇
一
三
年
五
月
）
等
参
照
。

（
19
）　
『
北
村
季
吟
古
註
釈
集
成
８　

源
氏
物
語
湖
月
鈔　

二
』（
新
典
社
、
一
九
七

七
年
八
月
）
参
照
。

（
20
）
阮
閲
編
、
周
本
淳
校
点
『
詩
話
総
亀
』
前
集
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八

七
年
八
月
）
参
照
。

（
21
）　

小
川
剛
生
氏
は
「
南
北
朝
期
の
源
氏
物
語
研
究
─
四
辻
善
成
を
中
心
に
」（
第

五
十
八
回
国
際
東
方
学
者
会
議
発
表
資
料
、
二
〇
一
三
年
五
月
二
十
四
日
）
で
、

『
河
海
抄
』
に
お
い
て
早
く
『
詩
話
総
亀
』
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
注
解
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　
『
韻
府
群
玉
』
の
中
世
日
本
に
お
け
る
受
容
に
つ
い
て
は
注（
11
）前
掲
住
吉

朋
彦
書
参
照
。

（
23
）　

注（
３
）前
掲
前
田
雅
之
論
文
（
二
〇
一
一
）
に
は
『
花
鳥
余
情
』
に
お
け
る

蘇
東
坡
の
詩
句
の
引
用
は
「
典
拠
論
」
を
「
超
克
」
す
る
も
の
と
す
る
言
及
が

あ
る
。
な
お
『
河
海
抄
』
や
『
花
鳥
余
情
』
に
お
け
る
蘇
東
坡
詩
の
引
用
に
つ

い
て
は
松
本
大
「
典
拠
か
ら
逸
脱
す
る
注
釈
─
─
中
世
源
氏
学
の
一
端
─
─
」

（
平
成
二
十
六
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
二
〇
一
四
年
十

月
十
一
日
）
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）　
『
群
書
類
従
』
第
九
輯
参
照
。

（
25
）　

な
お
『
四
河
入
海
』
の
「
和
黄
魯
直
食
筍
次
韻
」
詩
の
抄
に
は
「
復
斎
漫
録
」

の
記
事
と
し
て
黄
庭
堅
の
「
自
賛
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
万
里
集
九
説
）。『
四

河
入
海
』
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
26
）　

毛
晋
汲
古
閣
家
塾
刊
本
『
宋
六
十
名
家
詞
』
所
収
『
東
坡
詞
』。
な
お
元
延

祐
刊
『
東
坡
楽
府
』
等
に
は
当
該
題
を
缼
く
。
張
志
烈
等
主
編
『
蘇
軾
全
集
校

注
』（
河
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
六
月
等
）
参
照
。

（
27
）　

長
澤
規
矩
也
編
『
和
刻
本
漢
詩
集
成
』
第
十
二
輯
（
汲
古
書
院
、
一
九
七
五

年
九
月
）
参
照
。

（
28
）　

引
用
は
中
田
祝
夫
編
、
抄
物
大
系
『
四
海
入
海
』
８
（
勉
誠
社
、
一
九
七
一

年
十
一
月
）
に
拠
る
。
ま
た
中
田
祝
夫
「
四
河
入
海
解
説
」（
同
12
、
一
九
七

二
年
六
月
）
も
参
照
。

（
29
）　

こ
こ
に
引
用
さ
れ
る
王
荊
公
（
王
安
石
）
の
故
事
は
『
王
文
公
文
集
』
李
壁

注
引
呉
曾
『
能
改
斎
漫
録
』
等
に
み
え
る
。
注
１
前
掲
河
野
貴
美
子
論
文
②
参

照
。

（
30
）　
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
四
・
恋
四
・
七
九
二
。
な
お
、
当
該
の
注
に
つ
い

て
は
、
松
本
大
「『
花
鳥
余
情
』『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
の
後
人
詠
注
記
─
─
歌

学
か
ら
物
語
注
釈
へ
の
一
過
程
─
─
」（『
詞
林
』
五
二
、
二
〇
一
二
年
十
月
）

も
参
照
。

（
31
）　
『
白
氏
文
集
』
巻
十
七
［
一
一
〇
七
］「
十
年
三
月
三
十
日
、
別
微
之
於
澧
上
、

十
四
年
三
月
十
一
日
夜
、
遇
微
之
於
峡
中
、
停
舟
夷
陵
、
三
宿
而
別
、
言
不
尽

者
、
以
詩
終
之
、
因
賦
七
言
十
七
韻
以
贈
、
且
欲
寄
所
遇
之
地
与
相
見
之
時
、

為
他
年
会
話
張
本
也
」。

（
32
）　
『
拾
遺
愚
草
』
中
・
韻
歌
百
廿
八
首
・
旅
・
一
六
二
六
。

（
33
）　

注（
１
）前
掲
河
野
貴
美
子
論
文
④
参
照
。

【
附
記
】  　

本
稿
は
第
五
十
八
回
国
際
東
方
学
者
会
議
（ICES

）
東
京
会
議
・
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
Ⅲ
：「
源
氏
学
」
と
い
う
学
問
─
古
注
釈
の
方
法
と
古
記
録
・
漢

籍
・
仏
典
・
古
典
学
の
書
（
二
〇
一
三
年
五
月
二
十
四
日
）
に
お
け
る
口
頭

発
表
（「『
源
氏
物
語
』
と
漢
語
、
漢
文
、
漢
籍
─
古
注
釈
が
読
み
解
く
『
源
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氏
物
語
』
の
こ
と
ば
と
心
」）
の
一
部
に
基
づ
き
、
補
筆
修
正
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。
成
稿
に
あ
た
り
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
方
が
た
に
感
謝

申
し
上
げ
る
。

新　

刊　

紹　

介

渡
辺
秀
夫
著

『
和
歌
の
詩
学

 

─
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
─
』

　

副
題
の
「
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
」
は
、
著

者
の
一
冊
目
の
論
文
集
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
を
中
心
と
し
た
平
安
朝
文
学
と

漢
文
学
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
た
前
著
を
引
き
受

け
て
、
本
書
で
は
、
第
一
部
は
「
和
歌
の
詩
学
」

と
題
し
、
和
歌
の
表
現
や
思
想
と
漢
文
世
界
と
の

関
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。
第
二
部
で
は
、
物
語
や

願
文
と
い
っ
た
散
文
作
品
と
漢
文
世
界
と
の
結
び

つ
き
に
言
及
す
る
。
十
世
紀
の
和
漢
比
較
研
究
に

は
必
携
の
一
著
で
あ
る
。

　

ま
た
、
巻
末
に
中
文
要
旨
と
英
文
要
旨
を
附
け

て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
比
較
研
究
を
公
開
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
世
界
に
開
か
れ
た
研
究
と
な
っ

て
い
る
。

（
二
〇
一
四
年
六
月　

勉
誠
出
版　

Ａ
５
判　

五

四
四
頁　

本
体
一
三
〇
〇
〇
円
） 

〔
荒
井
洋
樹
〕

森
朝
男
著

『
読
み
な
お
す
日
本
の
原
風
景

 

─
古
典
文
学
史
と
自
然
─
』

　
「
自
然
は
人
間
の
想
像
力
の
起
源
で
あ
り
、
自

然
に
よ
っ
て
人
は
夢
見
る
力
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
文
学

意
識
の
形
成
に
も
関
係
し
て
い
る
。」（
第
二
章
ま

と
め
よ
り
）

　

今
日
の
社
会
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
お
い
て
、
自

然
と
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に

直
面
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
文
学
は
そ
の

成
立
か
ら
、
自
然
と
の
関
わ
り
と
密
接
な
関
係
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
古
代
か
ら
江

戸
末
に
至
る
ま
で
の
文
学
と
、
そ
の
自
然
と
の
関

わ
り
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
伝
統
的
な
日
本
の
自

然
観
を
鍛
え
な
お
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
一
冊
で

あ
る
。

　

神
話
・
物
語
・
和
歌
・
俳
諧
か
ら
仏
教
書
や
芸

道
書
に
至
る
ま
で
の
、
多
岐
に
わ
た
る
分
野
の
作

品
か
ら
例
を
採
り
、
自
然
観
の
基
盤
、
文
学
意
識

の
形
成
に
お
け
る
自
然
の
影
響
、
各
時
代
の
文
学

と
自
然
と
の
関
わ
り
を
丁
寧
に
考
察
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
引
用
に
は
、
著
者
に
よ
る
明

快
な
現
代
語
訳
が
付
さ
れ
て
お
り
、
誰
が
読
ん
で

も
わ
か
り
や
す
く
、
興
味
を
抱
き
や
す
い
内
容
と

な
っ
て
い
る
。

（
二
〇
一
四
年
一
〇
月　

塙
書
房　

新
書
判　

二

〇
七
頁　

本
体
一
三
〇
〇
円
） 

〔
木
田
博
子
〕


