
『
源
氏
物
語
』
の
贈
答
歌
試
論
（
田
渕
） 

一
七

『
源
氏
物
語
』
で
、
光
源
氏
は
、
時
に
女
性
に
対
し
て
高
慢
で
無
礼
な
物
言
い

を
し
た
り
、
傲
慢
な
趣
の
贈
答
歌
を
詠
む
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
、
高
貴
な
女
性
に
対
し
て
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
贈
答
歌
の
表
現
に
は
、

身
分
関
係
が
深
く
関
わ
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
つ
の
場
面
を
中
心
に
検
討

し
、
あ
わ
せ
て
い
く
つ
か
の
詠
歌
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

一

　葵
巻
の
六
条
御
息
所
と
の
贈
答

葵
巻
で
、
光
源
氏
の
正
妻
葵
上
が
突
然
に
逝
去
し
、
悲
嘆
に
沈
む
源
氏
の
も
と

へ
、
六
条
御
息
所
か
ら
の
弔
い
の
消
息
が
届
く
場
面
を
、
次
に
掲
げ
る
。

　「
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
に
も
書
い
た
ま
へ
る
か
な
、
と
さ
す
が
に
置
き
が
た

う
見
給
ふ
も
の
か
ら
、
つ
れ
な
の
御
と
ぶ
ら
ひ
や
と
心
憂
し
。（
中
略
）
わ

ざ
と
あ
る
御
返
り
な
く
は
、
情
け
な
く
や
と
て
、
紫
の
鈍
め
る
紙
に
、

「
こ
よ
な
う
ほ
ど
経
は
べ
り
に
け
る
を
、
思
ひ
た
ま
へ
お
こ
た
ら
ず
な
が

ら
、
つ
つ
ま
し
き
ほ
ど
は
、
さ
ら
ば
思
し
知
る
ら
む
や
、
と
て
な
む
。

　
　
と
ま
る
身
も
消
え
し
も
同
じ
露
の
世
に
心
お
く
ら
む
程
ぞ
は
か
な
き

　
か
つ
は
思
し
消
ち
て
よ
か
し
。
御
覧
ぜ
ず
も
や
と
て
、
こ
れ
に
も
。」

と
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。

　
里
に
お
は
す
る
ほ
ど
な
り
け
れ
ば
、
忍
び
て
見
た
ま
ひ
て
、
ほ
の
め
か
し

た
ま
へ
る
気
色
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
。
な
ほ
い
と
限
り
な
き
身
の
憂
さ
な
り
け
り

1

。

 （
葵
巻
）

二
人
の
贈
答
歌
を
み
る
と
、
六
条
御
息
所
が
「
お
く
る
る
袖
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
」

と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
光
源
氏
の
返
歌
は
、
涙
に
濡
れ
る
袖
（
人
）
の
映
像
を

消
し
去
り
、
悲
し
み
の
共
有
を
拒
否
す
る
。
ま
た
「
と
ま
る
身
も
」
と
「
消
え
し

も
」
と
を
並
立
・
連
続
し
て
上
句
に
示
し
、
夫
婦
と
し
て
の
二
人
の
絆
を
強
調
し
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一
八

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
生
者
も
死
者
も
い
ず
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
、
と
言

う
。
そ
し
て
、
そ
し
て
散
乱
す
る
「
消
ゆ
」「
露
」「
置
く
」、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
露

の
世
」「
は
か
な
き
」、
こ
れ
ら
で
形
成
さ
れ
る
消
失
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
、「
身
」

と
対
比
す
る
よ
う
に
し
て
「
心
」
と
い
う
語
を
あ
え
て
挿
入
し
て
お
り
、
人
の
生

死
は
は
か
な
い
露
の
よ
う
な
こ
の
世
の
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
世
に
心
を
残
す
こ

と
も
は
か
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
返
し
た
。
こ
の
源
氏
の
歌
は
、
御
息
所
の
弔
問

の
歌
の
こ
と
ば
を
受
け
、
表
面
上
は
丁
寧
な
返
し
な
が
ら
、
心
理
的
に
そ
れ
に
寄

り
添
わ
ず
、
亡
き
妻
と
の
絆
を
そ
れ
と
な
く
強
調
し
た
上
で
、
は
か
な
い
人
の
世

の
運
命
に
転
換
し
、
そ
し
て
ひ
そ
か
に
御
息
所
を
非
難
す
る
「
心
お
く
」
と
い
う

言
葉
を
し
の
ば
せ
た
、
巧
み
な
返
歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、「
か
つ
は
思
し
消
ち
て
よ
か
し
」
の
部

分
で
あ
る
。
現
在
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
代
表
的
な
注
釈
書
で
は
、「
お
恨
み

を
さ
り
な
が
ら
、
ど
う
か
一
方
で
は
つ
と
め
て
お
忘
れ
く
だ
さ
い
ま
し
」（
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
）、「（
思
い
つ
め
る
の
も
当
然
だ
が
）
ど
う
か
一
方
で
は
、

そ
の
執
心
を
捨
て
て
お
し
ま
い
な
さ
い
ま
し
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）、「
か

た
が
た
、
あ
な
た
も
そ
の
執
着
（
私
の
身
の
上
を
思
い
や
っ
て
下
さ
る
こ
と
）

を
、
お
さ
ま
し
下
さ
い
ま
せ
」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）、「
や
は
り
、
一
方
で
は

ご
執
着
を
お
忘
れ
く
だ
さ
い
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
9 

葵
』
至
文

堂
）
と
訳
さ
れ
、
い
ず
れ
も
自
分
（
光
源
氏
）
へ
の
執
着
を
捨
て
て
忘
れ
よ
、
と

御
息
所
に
言
っ
た
意
味
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語

玉
の
小
櫛
』
で
「
恨
め
し
く
は
お
ぼ
す
と
も
、
か
つ
は
そ
の
恨
み
を
お
ぼ
し
け
ち

て
、
思
ひ
い
れ
給
ふ
な
と
也
」
と
す
る
解
釈
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、『
河

海
抄
』
で
は
、「
か
つ
は
お
ぼ
し
け
ち
て
よ
か
し
。
御
ら
ん
ぜ
ず
も
や
と
て
」
に

対
す
る
注
と
し
て
、「
此
程
の
を
こ
た
り
を
思
ひ
け
ち
給
へ
と
あ
る
か
。
神
事
な

れ
は
、
穢
所
の
文
を
もハ
イ

よ
も
御
ら
ん
ぜ
じ
と
う
た
が
ふ
也

2

」
と
注
し
て
お
り
、
源

氏
が
自
分
の
無
沙
汰
を
お
気
に
か
け
な
い
で
く
だ
さ
い
、
と
述
べ
て
い
る
と
い
う

別
の
解
釈
を
示
し
て
い
る

3

。
ま
た
『
花
鳥
余
情
』
は
、「
な
に
事
も
あ
だ
な
る
世
に
、

さ
の
み
な
お
ぼ
し
い
り
そ
と
い
ふ
は
、
物
の
気
に
入
給
ふ
を
ほ
の
め
か
し
た
る
詞

也

4

」
と
注
す
る
。

私
見
で
は
、「
思
し
消
ち
て
よ
か
し
」
は
、
裏
側
で
は
、
諸
注
が
述
べ
る
よ
う

に
、
自
分
（
光
源
氏
）
へ
の
執
着
を
捨
て
よ
と
い
う
意
味
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
表
の
意
味
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
六
条
御
息

所
の
歌
の
下
句
に
あ
る
「
お
く
る
る
袖
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
」、
そ
し
て
「
た
だ
今

の
空
に
思
ひ
た
ま
へ
あ
ま
り
て
な
む
」
と
い
う
慰
め
の
見
舞
を
受
け
た
言
葉
で
あ

り
、
ど
う
ぞ
お
気
に
か
け
な
い
で
く
だ
さ
い
、
私
の
悲
し
み
を
思
い
や
っ
て
く
だ

さ
る
お
気
持
ち
は
あ
り
が
た
い
で
す
が
お
忘
れ
く
だ
さ
い
、
と
い
っ
た
意
味
に
解

す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
注
釈
書
の
中
で
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
は
、
前
掲
の

よ
う
に
そ
れ
を
（
　
）
内
に
記
し
て
お
り
、
そ
れ
が
表
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
ほ
か
に
「
思
ひ
消
つ
」
は
八
例
、「
お
ぼ
し
消
つ
」
は
二

例
あ
る
が
、
①
見
下
す
、
な
い
が
し
ろ
に
す
る
、
②
気
に
懸
け
な
い
、
③
思
い
を

抑
え
て
出
さ
な
い
、
思
い
を
消
す
、
等
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。
①
の
例
は
、「
人

の
思
ひ
消
ち
、
な
き
も
の
に
も
て
な
す
さ
ま
な
り
し
御
禊
の
後
」（
葵
巻
）
と
「
こ

よ
な
く
思
ひ
消
ち
た
り
し
人
」（
藤
裏
葉
巻
）
は
、
い
ず
れ
も
葵
上
や
左
大
臣
家
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一
九

側
が
六
条
御
息
所
を
見
下
し
て
い
た
こ
と
を
さ
す
。
②
の
例
は
、「
事
に
も
あ
ら

ず
思
し
消
て
も
て
な
し
た
ま
ふ
な
る
べ
し
」（
桐
壺
巻
）
は
、
弘
徽
殿
女
御
が
帝

の
深
い
嘆
き
を
気
に
か
け
ず
に
振
る
舞
う
さ
ま
を
さ
す
。
執
着
や
妄
執
を
捨
て
て

忘
れ
る
と
い
う
意
味
の
も
の
は
な
く
、
近
い
も
の
と
し
て
は
「
今
日
は
こ
の
御
こ

と
も
思
ひ
消
ち
て
」（
賢
木
巻
）
と
、「
よ
ろ
づ
の
こ
と
す
さ
び
に
こ
そ
あ
れ
、
と

思
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
」（
澪
標
巻
）
が
、
思
い
を
抑
え
る
・
う
ち
消
す
意
で
あ
る
。

「
思
し
消
ち
て
よ
か
し
」
も
、
思
い
を
抑
え
る
・
う
ち
消
す
と
い
う
意
味
に
近
い

と
思
わ
れ
、
③
に
該
当
す
る
。

源
氏
は
御
息
所
に
何
か
を
言
う
と
き
に
は
敬
語
を
用
い
て
丁
寧
に
語
っ
て
お

り
、
た
と
え
ば
、
懐
妊
中
の
葵
上
に
付
き
添
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
て

ほ
し
い
と
御
息
所
に
言
う
時
に
も
、
源
氏
は
「
…
よ
ろ
づ
を
思
し
の
ど
め
た
る
御

心
な
ら
ば
、
い
と
う
れ
し
う
な
む
」（
葵
巻
）
と
、
丁
寧
に
頼
ん
で
い
る
。
ま
た
、

消
息
は
誰
に
見
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
表
現
に
十
分
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
は
、
源
氏
自
身
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
若

菜
下
巻
）。
消
息
で
、
命
令
形
を
用
い
て
御
息
所
に
、
表
側
で
は
、
自
分
へ
の
執

着
を
絶
て
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
周
囲
の
女

房
な
ど
が
こ
の
手
紙
を
見
た
時
に
も
、
不
自
然
に
思
わ
な
い
よ
う
な
言
葉
・
意
味

に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る

5

。

『
源
氏
物
語
』
本
文
で
は
こ
の
後
、「
ほ
の
め
か
し
給
へ
る
気
色
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
」
と
あ
る
よ
う
に
、
六
条

御
息
所
は
源
氏
が
暗
に
ほ
の
め
か
し
た
言
葉
、「
心
置
く
」「
思
し
消
ち
て
よ
か

し
」
の
裏
側
の
意
味
を
的
確
に
理
解
し
、
御
息
所
が
怨
霊
と
な
っ
た
こ
と
を
源
氏

が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
悟
っ
て
、
深
く
苦
し
む
。
こ
う
し
た
後
の
文
脈
が
あ
る
ゆ

え
に
、
当
該
部
分
は
諸
注
釈
書
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
当

該
部
分
は
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
表
の
意
味
と
し
て

は
あ
く
ま
で
も
、
歌
意
を
受
け
て
、「
こ
の
世
は
は
か
な
い
も
の
で
す
。
ご
心
配

は
あ
り
が
た
い
で
す
が
、
ど
う
ぞ
お
気
に
か
け
な
い
で
下
さ
い
」
と
い
う
挨
拶
で

あ
る
と
示
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
ん
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ず
、
無
駄
な
論
か
も
し
れ
な

い
が
、
源
氏
が
高
貴
な
六
条
御
息
所
に
対
し
て
、
誰
に
見
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い

消
息
文
で
、
命
令
形
を
用
い
て
自
分
へ
の
執
着
を
正
面
か
ら
「
思
し
消
ち
て
よ
か

し
」
と
言
う
は
ず
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
、
裏
側
に
巧
妙
に
隠
さ
れ
た
暗

示
な
の
で
あ
る
。

二

　朝
顔
巻
の
前
斎
院
と
の
贈
答
―
朝
顔
を
め
ぐ
っ
て
―

朝
顔
巻
の
光
源
氏
と
前
斎
院
と
の
贈
答
歌
は
、
解
釈
に
問
題
が
あ
り
、
疑
問
が

呈
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
場
面
の
本
文
を
掲
げ
る
。

　
と
く
御
格
子
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
朝
霧
を
な
が
め
た
ま
ふ
。
枯
れ
た
る

花
ど
も
の
な
か
に
、
朝
顔
の
こ
れ
か
れ
に
這
ひ
ま
つ
は
れ
て
、
あ
る
か
な
き

か
に
咲
き
て
、
匂
ひ
も
こ
と
に
変
れ
る
を
、
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
奉
れ
た
ま
ふ
。

　「
け
ざ
や
か
な
り
し
御
も
て
な
し
に
、
人
わ
ろ
き
心
地
し
は
べ
り
て
、

後
ろ
手
も
い
と
ど
い
か
が
御
覧
じ
け
む
、
と
ね
た
く
。
さ
れ
ど
、

　
　
見
し
折
の
つ
ゆ
忘
ら
れ
ぬ
朝
顔
の
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
む
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二
〇

年
ご
ろ
の
つ
も
り
も
、
あ
は
れ
と
ば
か
り
は
、
さ
り
と
も
思
し
知
る
ら

む
や
、
と
な
む
、
か
つ
は
。」

な
ど
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。
大
人
び
た
る
御
文
の
心
ば
へ
に
、
お
ぼ
つ
か
な
か

ら
む
も
、
見
知
ら
ぬ
や
う
に
や
と
思
し
、
人
々
も
御
硯
と
り
ま
か
な
ひ
て
聞

こ
ゆ
れ
ば
、

　「
秋
は
て
て
霧
の
籬
に
む
す
ぼ
ほ
れ
あ
る
か
な
き
か
に
う
つ
る
朝
顔

似
つ
か
は
し
き
御
よ
そ
へ
に
つ
け
て
も
、
露
け
く
。」

と
の
み
あ
る
は
、
何
の
を
か
し
き
ふ
し
も
な
き
を
、
い
か
な
る
に
か
、
置
き

が
た
く
御
覧
ず
め
り
。
青
鈍
の
紙
の
、
な
よ
び
か
な
る
墨
つ
き
は
し
も
を
か

し
く
見
ゆ
め
り
。

光
源
氏
の
「
見
し
折
の
…
」
と
い
う
贈
歌
の
解
釈
は
、
物
語
中
で
問
題
と
な
る

和
歌
の
一
つ
で
あ
る
。
一
般
に
通
行
す
る
注
釈
書
の
訳
・
注
な
ど
を
列
挙
す
る
。

昔
お
目
に
か
か
っ
た
と
き
の
こ
と
が
今
も
っ
て
少
し
も
忘
れ
ら
れ
な
い
朝
顔

の
花
の
盛
り
―
あ
な
た
の
盛
り
の
お
美
し
さ
は
過
ぎ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

か
つ
て
見
た
時
の
こ
と
が
少
し
も
忘
れ
ら
れ
な
い
朝
顔
の
花
の
盛
り
―
あ
な

た
の
盛
り
の
美
し
さ
は
も
う
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
の
意
。

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

昔
拝
見
し
た
折
の
こ
と
が
一
向
に
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
美
し
い
朝
顔
（
あ
な
た

の
お
顔
）
の
盛
り
は
も
う
過
ぎ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
／
「
朝
顔
」
は
女
の

寝
起
き
の
顔
の
意
を
掛
け
る
。 

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

昔
見
た
時
の
こ
と
が
少
し
も
忘
れ
ら
れ
な
い
朝
顔
の
花
の
盛
り
は
、
そ
し
て

あ
な
た
の
美
し
さ
の
盛
り
は
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
／
「
朝
顔
」

は
女
性
の
朝
の
寝
起
き
の
素
顔
を
連
想
さ
せ
、「
見
し
」
と
と
も
に
情
交
関

係
を
暗
示
す
る
。 

（
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
33
）

以
上
の
注
釈
書
で
は
す
べ
て
、「
朝
顔
の
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
む
」
が
、

間
接
的
に
せ
よ
朝
顔
姫
君
の
容
貌
の
衰
え
を
言
う
も
の
と
解
し
て
お
り
、
そ
れ
が

通
説
と
な
っ
て
い
る

6

。
通
説
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
源
氏
の
歌
は
非
常
に
無

礼
な
物
言
い
と
な
る

7

。
そ
の
よ
う
な
失
礼
か
つ
傲
慢
な
和
歌
を
、
源
氏
が
長
年
恋

を
訴
え
て
い
る
朝
顔
姫
君
に
送
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
大
き
な
疑
問
と
な

る
。
こ
の
点
を
問
題
と
し
て
か
、
諸
注
釈
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
解
釈
を
加
え
て

い
る
。一

首
の
底
意
、
あ
な
た
が
私
を
ば
か
に
す
る
の
は
勝
手
だ
が
、
ご
自
身
だ
っ

て
、
盛
り
を
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
戯
れ
の
切
り
返
し
を
、

疑
問
に
も
解
せ
る
よ
う
に
形
を
あ
い
ま
い
に
し
た
か
。「
朝
顔
」（
朝
の
素

顔
）」
と
「
見
し
」
で
、
あ
り
も
し
な
か
っ
た
情
交
を
あ
っ
た
か
の
ご
と
く

に
い
う
。 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

「
朝
顔
」
は
朝
の
女
の
素
顔
の
意
で
も
あ
り
、
情
交
を
暗
示
。
こ
こ
で
は
「
見

し
」
と
も
あ
り
、
あ
た
か
も
情
交
関
係
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
言
い
、
さ
ら

に
盛
り
が
衰
え
た
か
と
大
胆
に
問
い
、
相
手
の
反
応
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
。

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

ま
た
姥
野
隆
司

8

は
、
通
説
の
よ
う
に
解
釈
す
る
が
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
の
は
、

「
源
氏
と
朝
顔
宮
両
者
の
関
係
は
一
般
の
恋
愛
関
係
と
は
異
な
っ
た
〈
風
雅
の
友
〉
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二
一

と
し
て
共
感
的
情
調
を
基
調
と
す
る
特
異
な
感
情
の
交
流
が
あ
っ
た
た
め
」
と
論

じ
て
い
る
。
こ
の
他
、
こ
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
論
ず
る
論
は
、
後
掲
の
加
藤
睦
の

論
を
除
い
て
、
す
べ
て
通
説
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
朝
顔
姫
君
は
、
格
の
高
い
宮
家
の
姫
君
で
、
世
間
的
に
は
光

源
氏
と
正
式
に
結
婚
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
み
な
さ
れ
る
身
分
が
あ
り
、
斎
院

を
つ
と
め
た
神
聖
か
つ
高
貴
の
女
性
で
あ
る
。
物
語
中
で
六
条
御
息
所
と
対
比
さ

れ
る
形
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
六
条
御
息
所
と
並
ぶ
よ
う
な
身
分
の
女
性
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
紫
上
が
朝
顔
姫
君
と
光
源
氏
の
結
婚
の
可
能
性
を
心

配
し
、「
お
ぼ
え
こ
と
に
、
昔
よ
り
や
む
ご
と
な
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
、
御
心
移

り
な
ば
、
…
…
」
と
苦
悩
し
て
い
る
の
は
、
父
が
逝
去
し
た
と
は
い
え
、
朝
顔
姫

君
の
社
会
的
地
位
が
高
い
こ
と
を
物
語
る
。
そ
の
よ
う
な
貴
女
に
対
し
て
、
間
接

的
に
せ
よ
、
ま
た
長
年
の
交
誼
が
あ
る
に
せ
よ
、
あ
な
た
は
容
貌
が
衰
え
た
の
で

は
な
い
か
と
聞
く
無
礼
な
問
い
か
け
、
あ
る
い
は
か
つ
て
情
交
が
あ
っ
た
か
の
よ

う
に
言
い
な
し
た
不
躾
な
戯
れ
を
言
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
場
合
で

も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
ら
、
朝
顔
姫
君
は
源
氏
の
無
礼
さ
に
不
快
感
を

示
す
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
気
配
は
な
く
、
姫
君
の
不
快
感
や
困
惑
、
不
信
な
ど

は
全
く
記
さ
れ
ず
、
姫
君
は
無
礼
・
侮
辱
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
十
分
注
意
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

女
性
が
不
快
感
を
示
し
て
い
る
場
面
と
し
て
、
椎
本
巻
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
つ
て
に
見
し
宿
の
桜
を
こ
の
春
は
霞
隔
て
ず
折
り
て
か
ざ
さ
む

と
、
心
を
や
り
て
の
た
ま
へ
り
け
り
。
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
、
と
見
た
ま

ひ
な
が
ら
、
い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
ほ
ど
に
、
見
ど
こ
ろ
あ
る
御
文
の
、
う
は

べ
ば
か
り
を
も
て
消
た
じ
と
て
、

　
　
い
づ
く
と
か
尋
ね
て
折
ら
む
墨
染
に
霞
こ
め
た
る
宿
の
桜
を

匂
宮
は
中
君
に
こ
の
歌
を
贈
り
、
花
を
折
っ
て
か
ざ
し
た
い
と
い
う
表
の
意
味

に
、
あ
な
た
に
じ
か
に
逢
っ
て
わ
が
も
の
に
し
た
い
と
い
う
意
を
重
ね
、
直
截
過

ぎ
る
比
喩
で
そ
の
ま
ま
に
言
い
放
っ
て
い
る
。
中
君
は
世
間
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
た

落
魄
し
た
宮
家
の
姫
君
で
あ
り
、
帝
位
に
つ
く
か
も
し
れ
な
い
匂
宮
と
は
身
分

的
・
社
会
的
に
隔
た
り
が
あ
る
立
場
だ
が
、
そ
の
中
君
で
す
ら
、
匂
宮
の
傲
慢
な

言
い
方
に
、「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
」
と
強
い
不
快
感
を
感
じ
、
そ
っ
け
な
い

歌
を
返
す
さ
ま
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
関
係
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
男
性
が
言
い
な
す
歌
に
対
し
て
、
女
性
が

拒
否
感
を
示
す
歌
も
あ
る
。
総
角
巻
で
、
薫
が
大
君
に
送
っ
た
歌
は
、「
小
夜
衣

き
て
な
れ
き
と
は
い
は
ず
と
も
か
ご
と
ば
か
り
は
か
け
ず
し
も
あ
ら
じ
、
と
、
お

ど
し
き
こ
え
た
ま
へ
り
」、
あ
な
た
と
衣
を
重
ね
て
な
じ
み
か
わ
し
た
と
は
言
わ

な
い
が
何
も
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
、
と
情
事
は
な
く
と
も
添
い
臥
し
た
と
所

有
感
を
ち
ら
つ
か
せ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
君
は
す
ぐ
さ
ま
返
歌
で
そ
れ
を
否

定
し
、「
へ
だ
て
な
き
心
ば
か
り
は
通
ふ
と
も
な
れ
し
袖
と
は
か
け
じ
と
ぞ
思
ふ
」

と
詠
ん
だ
。
大
君
は
薫
の
「
お
ど
し
」
を
受
け
入
れ
ず
、
あ
な
た
と
通
い
合
っ
て

い
る
の
は
心
だ
け
で
あ
る
、
と
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
朝
顔
姫
君
と
源
氏
の
贈
答
歌
に
も
、
類
似
の
歌
が
あ
る
。
賢
木
巻
で
、
斎

院
卜
定
さ
れ
た
後
、
源
氏
は
「
か
け
ま
く
は
か
し
こ
け
れ
ど
も
そ
の
か
み
の
秋

お
も
ほ
ゆ
る
木
綿
襷
か
な
」
と
、
秋
に
何
か
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
歌
を
送
っ
て
き

た

9

。
源
氏
の
歌
は
、
情
事
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
っ
て
お
ら
ず
、
無
礼
と
い
う
ほ
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二
二

ど
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
姫
君
は
「
そ
の
か
み
や
い
か
が
は
あ
り
し
」、
昔
い
っ

た
い
何
が
あ
っ
た
と
言
う
の
か
、
と
強
く
反
発
し
て
返
歌
し
た
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、
朝
顔
巻
の
源
氏
の
歌
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
れ
、
無
礼
な
ほ
の
め
か
し

で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
の
間
に
は
、
か
つ
て
逢
瀬
や
、
朝
の
顔
を
見
る

機
会
が
あ
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か

0

。
こ
の
賢
木
巻
の
姫
君
の
「
そ
の

か
み
や
…
」
の
歌
は
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
お
り
、
こ
の
条
か
ら
だ
け
で
も
情
事

な
ど
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
朝
顔
」
と
い
う
言

葉
に
関
連
す
る
点
を
見
て
お
く
。
朝
顔
姫
君
が
初
め
て
物
語
で
話
題
と
な
っ
て
い

る
の
は
帚
木
巻
で
あ
り
、
紀
伊
守
邸
の
女
た
ち
が
光
源
氏
の
噂
を
し
て
い
る
の
を

聞
き
、「
こ
と
な
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
聞
き
さ
し
た
ま
ひ
つ
。
式
部
卿
宮
の
姫
君

に
朝
顔
奉
り
し
歌
な
ど
を
、
少
し
ほ
ほ
ゆ
が
め
て
語
る
も
聞
こ
ゆ
。」
と
あ
る
。

こ
の
贈
答
歌
は
『
源
氏
物
語
』
に
な
く
、
欠
巻
の
「
か
が
や
く
日
の
宮
」
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
（『
奥
入
』
な
ど
）
の
も
と
に
な
る
部
分
だ
が
、

そ
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
帚
木
巻
で
は
、
光
源
氏
は
彼
女
達
が
し
て
い
る
自
分
の

噂
話
を
聞
き
、
も
し
や
自
分
と
藤
壺
と
の
こ
と
が
噂
さ
れ
て
は
い
な
い
か
と
気
に

し
て
い
る
が
、
自
分
と
式
部
卿
姫
君
と
の
噂
を
し
て
い
る
の
は
全
く
気
に
懸
け
て

い
な
い
。
こ
れ
が
姫
君
と
光
源
氏
と
の
秘
め
た
る
出
会
い
や
逢
瀬
に
ま
つ
わ
る
歌

と
は
思
え
な
い
し
、
そ
も
そ
も
朝
の
顔
を
詠
む
よ
う
な
秘
め
た
る
逢
瀬
の
歌
が
、

紀
伊
守
邸
の
女
た
ち
の
よ
う
な
受
領
階
級
の
女
性
た
ち
に
ま
で
伝
わ
る
は
ず
は
な

い

!

。
も
し
そ
ん
な
歌
が
人
口
に
膾
炙
す
れ
ば
、
桐
壺
帝
の
姪
に
あ
た
る
高
貴
な
未

婚
の
姫
君
に
と
っ
て
恥
辱
で
あ
り
、
源
氏
の
反
応
も
異
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ

う
で
は
な
く
、
単
に
朝
顔
の
花
を
め
ぐ
る
風
雅
な
恋
の
や
り
と
り
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
こ
の
歌
は
、
姫
君
の
女
房
た
ち
の
視
線
と
耳
に
さ
ら
さ
れ
、
女
房
た

ち
の
口
を
通
し
て
流
布
し
て
い
っ
た
、
風
雅
で
あ
る
が
秘
密
で
は
な
い
恋
歌
と
し

て
、
物
語
中
で
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

朝
顔
姫
君
と
の
な
れ
そ
め
や
初
め
て
の
贈
答
な
ど
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』

は
語
っ
て
い
な
い
が
、
藤
壺
、
六
条
御
息
所
、
花
散
里
の
場
合
も
書
か
れ
て
お
ら

ず
、
別
に
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
垣
間
見
な
ど
か
ら
偶
然
に
恋
が
始

ま
る
空
蝉
、
軒
端
荻
、
夕
顔
ら
中
の
品
の
女
と
、
こ
れ
ら
の
貴
女
と
が
は
っ
き
り

区
別
さ
れ
て
い
る
証
左
で
あ
ろ
う
。

従
来
、
二
人
の
間
に
逢
瀬
が
あ
っ
た
、
も
し
く
は
源
氏
が
姫
君
の
朝
の
顔
を
見

た
と
い
う
推
定
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
当
該
の
朝
顔
巻
の
歌
と
、
帚
木
巻
の
こ

の
条
を
除
い
て
、
あ
と
一
つ
あ
り
、
そ
れ
は
前
掲
の
賢
木
巻
の
姫
君
と
の
贈
答
の

後
に
、「
ま
し
て
朝
顔
も
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
ら
む
か
し
と
、
思
ひ
や
る
も
た
だ

な
ら
ず
、
恐
ろ
し
や
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
、「
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
ら

む
か
し
」
と
い
う
心
中
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
姫
君
の
姿
か
顔
な
ど
を
、
か
つ

て
垣
間
見
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
こ
の
点

か
ら
、
高
田
祐
彦

@

が
「
何
ら
か
の
事
情
で
（
た
と
え
ば
、
野
分
巻
の
夕
霧
に
よ
る

紫
の
上
か
い
ま
見
の
よ
う
な
）、
源
氏
が
姫
君
の
朝
の
顔
を
見
た
こ
と
が
あ
り
、

そ
れ
を
朝
顔
の
花
を
贈
る
こ
と
で
相
手
に
知
ら
せ
た
。
そ
れ
は
、
他
者
か
ら
す

れ
ば
、
と
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
二
人
の
間
に
逢
瀬
が
あ
っ
た
よ
う
に
と
ら
れ
る
た

め
、
世
間
で
は
二
人
の
間
に
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、「
ね
び
ま
さ
り
た

教育研紀要29号_タテ02田渕先生.indd   22 19/02/18   20:15



『
源
氏
物
語
』
の
贈
答
歌
試
論
（
田
渕
） 

二
三

ま
へ
ら
む
か
し
」
と
い
う
言
は
、
夕
霧
の
紫
上
垣
間
見
に
似
た
よ
う
な
、
偶
然
に

よ
る
垣
間
見
が
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
源
氏
が
、
垣
間
見

し
た
こ
と
を
朝
顔
の
花
を
贈
る
こ
と
で
相
手
に
知
ら
せ
た
、
と
考
え
る
必
要
は
な

い
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
加
藤
睦
（
前
掲
論
文
）
が
高
田
論
に
対
し
て
「
仮
に

垣
間
見
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
源
氏
が
そ
れ
を
宮
に
知
ら
せ
る
と
い
う
、
配
慮
に

欠
け
る
ふ
る
ま
い
に
及
ぶ
と
は
思
わ
れ
な
い
。」
と
否
定
し
て
い
る
通
り
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
無
礼
な
こ
と
を
す
る
筈
が
な
い
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
垣
間
見
と
、「
朝
顔
」
の
歌
と
は
、
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

垣
間
見
が
あ
っ
た
と
し
て
も
朝
の
顔
と
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
。

「
朝
顔
」
と
い
う
歌
語
に
つ
い
て
は
諸
氏
の
論
で
述
べ
ら
れ

#

、
そ
こ
で
も
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
、
寝
起
き
の
朝
の
顔
、
つ
ま
り
逢
瀬
と
い
う
使
わ
れ
方
も
あ
る

$

。

が
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
も
多
く
、
源
氏
の
歌
の
よ
う
に
「
露
」
と
共
に
詠
ま
れ

る
場
合
は
、
は
か
な
さ
を
強
く
表
わ
す
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
朝
顔
斎

院
だ
け
が
朝
顔
に
よ
そ
え
ら
れ
る
の
で
も
な
い
。
例
え
ば
宿
木
巻
の
薫
と
中
君
の

次
の
贈
答
で
、「
朝
顔
」
は
歌
の
核
と
な
る
言
葉
で
あ
る
が
、
逢
瀬
と
は
無
関
係

で
あ
る
。

よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る
白
露
の
契
り
か
お
き
し
朝
顔
の
花
（
薫
）

消
え
ぬ
ま
に
枯
れ
ぬ
る
花
の
は
か
な
さ
に
お
く
る
る
露
は
な
ほ
ぞ
ま
さ
れ
る

（
中
君
）

朝
顔
は
す
ぐ
に
し
ぼ
む
花
で
あ
り
、
そ
こ
に
置
く
露
は
さ
ら
に
は
か
な
く
消
え

る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
の
は
か
な
さ
が
愛
さ
れ
、
無
常
を
象
徴
す
る
。
こ
の

よ
う
に
朝
顔
は
、
常
に
逢
瀬
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
る
言
葉
で
は
な
く
、
状

況
・
文
脈
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
。

つ
ま
り
、
姫
君
が
噂
話
で
登
場
し
た
当
初
か
ら
「
朝
顔
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

源
氏
と
姫
君
が
情
交
を
も
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
朝
顔
巻
の
源
氏

の
歌
の
「
朝
顔
」
は
、
か
つ
て
逢
瀬
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
し
て
そ
の
時
に
見
た
姫
君
の
朝
の
顔
で
も
な
く
、
情
交
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
な

戯
れ
た
詠
み
ぶ
り
を
し
て
い
る
の
で
も
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
「
帚
木
」
に
見
え
る
源
氏
の
か
つ
て
の
歌
、「
式
部
卿
宮
の
姫
君
に
朝
顔

奉
り
し
歌
」
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
を
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
前

掲
の
宿
木
巻
の
贈
答
で
は
、
薫
が
自
邸
の
庭
に
下
り
て
自
ら
朝
顔
を
折
り
、
手
に

持
っ
た
ま
ま
二
条
院
へ
行
き
、
中
君
に
会
い
、
扇
に
載
せ
て
御
簾
の
中
に
差
し
入

れ
、
朝
顔
の
歌
を
詠
み
か
け
て
贈
答
し
て
い
る
。
ま
た
夕
顔
巻
で
は
、
六
条
御
息

所
の
も
と
か
ら
光
源
氏
が
帰
る
際
、
源
氏
を
見
送
る
女
房
中
将
君
の
美
し
さ
に
源

氏
が
目
を
と
め
て
、
隅
の
間
の
高
欄
に
中
将
を
す
わ
ら
せ
、
朝
顔
（
こ
れ
は
朝
の

顔
と
掛
け
て
い
る
）
の
歌
を
詠
み
か
け
る
が
、
傍
ら
で
そ
の
贈
答
を
聞
い
て
い
た

侍
童
が
、
指
貫
の
裾
を
露
に
濡
ら
し
て
、
庭
の
朝
顔
を
折
っ
て
奉
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
こ
う
し
た
贈
答
は
周
囲
に
い
る
人
々
の
耳
や
目
に
当
然
入
る
わ
け
で
あ
り
、

秘
密
で
も
な
く
、
風
雅
な
や
り
と
り
と
し
て
伝
播
し
て
い
く
。
帚
木
巻
に
あ
る
よ

う
に
、
世
の
人
々
に
噂
さ
れ
る
「
式
部
卿
宮
の
姫
君
に
朝
顔
奉
り
し
歌
」
は
、
そ

う
し
た
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
朝
顔
巻
の
源
氏
の
歌
に
「
見
し
折
」
と

あ
る
の
で
、
こ
の
過
去
の
場
面
は
光
源
氏
邸
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
帚
木
巻
以
前
に
、

源
氏
は
式
部
卿
宮
邸
を
訪
問
し
た
折
、
庭
の
朝
顔
を
見
て
、
そ
の
場
で
一
枝
折
り
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取
っ
て
、
歌
と
と
も
に
姫
君
に
奉
る
よ
う
な
場
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想

像
さ
れ
る

%

。
そ
の
よ
う
な
場
面
で
詠
ま
れ
た
朝
顔
の
歌
が
、
女
房
た
ち
を
通
し
て

世
間
の
人
々
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
。
こ
う
し

た
こ
と
は
、
当
時
の
読
者
に
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
了
解
事
項
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
状
況
は
、
あ
え
て
物
語
の
読
者
の
想
像
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
朝
顔
に
限
ら
ず
、
花
や
枝
を
歌
と
と
も
に
御
簾

中
の
女
性
に
差
し
入
れ
る
場
面
は
多
い
。『
源
氏
物
語
』
の
賢
木
巻
で
、
六
条
御

息
所
を
訪
れ
た
源
氏
は
、「
榊
を
い
さ
さ
か
折
り
て
持
た
ま
へ
り
け
る
を
さ
し
入

れ
て
」、
歌
を
贈
答
す
る
。
藤
袴
巻
で
は
、「
蘭
の
花
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
持
た

ま
へ
り
け
る
を
、
御
簾
の
つ
ま
よ
り
さ
し
入
れ
て
」
と
あ
り
、
夕
霧
が
蘭
の
花
を

玉
鬘
の
御
簾
の
つ
ま
か
ら
差
し
入
れ
て
、
歌
を
詠
み
か
け
て
言
い
寄
る
。
ま
た
男

女
で
は
な
い
が
、
早
蕨
巻
で
、
薫
が
匂
宮
の
も
と
に
参
り
、
そ
の
庭
の
梅
の
下
枝

を
折
っ
て
匂
宮
に
進
上
し
、
歌
を
贈
答
す
る
。
歌
集
や
物
語
に
も
多
く
あ
る
が
、

た
と
え
ば
『
後
撰
集
』
一
五
一
に
は
、
女
の
垣
根
に
咲
く
卯
の
花
を
折
っ
て
歌
と

と
も
に
女
に
差
し
入
れ
る
こ
と
が
見
え
、『
清
輔
集
』
二
六
に
は
三
条
女
御
（
後

白
河
院
女
御

子
）
の
も
と
に
参
上
し
、
軒
先
の
梅
を
折
っ
て
歌
と
と
も
に
女
房

に
差
し
入
れ
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。

そ
し
て
初
句
「
見
し
折
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
句
が
逢
瀬
を
も
っ
た
こ
と
の
証

左
と
と
ら
え
る
場
合
も
あ
る
が
、
一
条
天
皇
へ
の
哀
傷
歌
「
去
年
の
け
ふ
今
宵
の

月
を
見
し
折
に
か
か
ら
む
も
の
と
思
ひ
か
け
き
や
」（『
栄
花
物
語
』
ひ
か
げ
の
か

づ
ら
・
八
七
・
行
成
）
や
、「
見
し
折
の
花
は
匂
ひ
も
変
ら
ね
ど
人
ぞ
昔
の
春
と

な
り
ぬ
る
」（『
風
葉
集
』
六
〇
九
・
皇
太
后
宮
）
が
あ
る
よ
う
に
、
逢
瀬
に
限
る

言
葉
で
は
な
く
、
む
し
ろ
懐
旧
の
念
が
強
く
漂
う
表
現
で
あ
る
。

以
上
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、「
見
し
折
の
つ
ゆ
忘
ら
れ
ぬ
朝
顔
」
は
、
決
し

て
逢
瀬
を
も
っ
た
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
く
、
姫
君
の
朝
の
顔
で
も
な
く
、
景
の

朝
顔
の
花
で
あ
り
、
か
つ
て
姫
君
に
歌
と
と
も
に
奉
っ
た
朝
顔
か
と
想
像
さ
れ

る
。
こ
の
二
人
が
逢
瀬
を
も
っ
た
こ
と
は
な
い
と
断
言
で
き
よ
う
。

源
氏
の
歌
は
、「
か
つ
て
（
あ
な
た
の
邸
に
う
か
が
っ
た
折
に
ご
一
緒
に
）
見

た
朝
顔
の
花
の
美
し
さ
は
、
今
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。（
あ
な
た
の
邸
の
）
朝
顔

は
も
う
そ
の
盛
り
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
か
。（
ご
覧
の
よ
う
に
、
私
の

邸
の
朝
顔
は
こ
の
よ
う
に
色
あ
せ
て
咲
い
て
い
る
だ
け
で
す
が
。）」
と
い
う
意
で

あ
る
と
考
え
る
。

す
る
と
、「
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
む
」
の
部
分
は
、
現
行
の
注
釈
が
み

な
述
べ
る
如
く
、
姫
君
の
容
貌
の
衰
え
を
暗
に
言
う
、
と
解
釈
し
て
良
い
の
だ
ろ

う
か
。
上
句
が
姫
君
の
こ
と
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
な
ら
、
下
句
も
無
関
係
と
な

り
そ
う
だ
が
、
改
め
て
下
句
の
表
現
自
体
か
ら
考
え
た
い
。

三

　「花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
む
」
を
め
ぐ
っ
て

結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
和
歌
の
表
現
史
か
ら
、
こ
の
「
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や

し
ぬ
ら
む
」
が
女
の
美
貌
の
衰
え
を
さ
し
て
言
う
言
葉
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
現

代
で
は
、
花
の
盛
り
が
過
ぎ
た
と
言
う
表
現
が
、
女
性
の
容
貌
の
衰
え
を
あ
ら
わ

す
こ
と
は
あ
る
が
、
平
安
期
の
和
歌
で
は
基
本
的
に
、
景
物
の
花
の
盛
り
が
過
ぎ

た
こ
と
を
純
粋
に
惜
し
む
心
を
詠
む
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
。
平
安
和
歌
で
「
花
」
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五

の
よ
う
な
女
の
容
貌
が
衰
え
た
こ
と
は
、
小
野
小
町
の
「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け

り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
」（『
古
今
集
』
春
下
・

一
一
三
）
の
よ
う
に
、「
色
」
が
「
う
つ
る
」「
う
つ
ろ
ふ
」
等
と
言
う
こ
と
が
多

い
。
ま
た
同
じ
く
小
町
の
「
今
は
と
て
我
が
身
時
雨
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
言
の
葉
さ
へ

に
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」（『
古
今
集
』
恋
五
・
七
八
二
）
を
嚆
矢
と
し
、「
身
」
が
「
ふ

る
」（
古
る

^

）
と
も
詠
ま
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
女
が
自
分
自
身
を
言
う
も
の

で
あ
り
、
男
が
女
に
向
か
っ
て
言
う
表
現
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
贈
答
歌
で
女
が

自
分
を
「
う
つ
る
」「
ふ
る
」
と
言
っ
て
も
、
男
は
返
歌
で
決
し
て
同
調
し
な
い
。

『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
で
、
道
綱
母
は
夫
兼
家
の
夜
離
れ
を
嘆
き
、
自
分
の
容
貌

の
衰
え
を
重
ね
て
、「
わ
が
宿
の
な
げ
き
の
下
葉
色
深
く
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
な
が

め
ふ
る
ま
に
」
と
詠
ず
る
。
こ
こ
で
も
「
う
つ
ろ
ふ
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の

歌
を
聞
い
た
兼
家
は
、
決
し
て
そ
れ
に
は
同
調
し
た
り
は
せ
ず
、「
折
な
ら
で
色

づ
き
に
け
る
も
み
ぢ
葉
は
時
に
あ
ひ
て
ぞ
色
ま
さ
り
け
る
」
と
詠
み
、
逆
に
「
色

ま
さ
り
け
る
」
と
道
綱
母
の
美
し
さ
を
賛
美
す
る
の
で
あ
る
。

「
花
の
盛
り
」
は
春
秋
の
花
に
対
し
て
詠
ま
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
過
ぎ
」「
過
ぐ
」

を
詠
む
歌
は
、
文
字
通
り
景
物
の
花
の
盛
り
が
過
ぎ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の

哀
惜
を
詠
む
も
の
が
多
い
。

は
か
な
く
て
春
ひ
と
春
は
過
ぎ
に
け
り
花
の
盛
り
は
す
ぎ
が
て
に
せ
よ

（『
古
今
和
歌
六
帖
』
五
一
）

　
　
花
の
盛
り
に
ふ
る
さ
と
の
花
を
お
も
ひ
や
り
て
、
い
ひ
や
り
し

見
て
も
又
ま
た
も
見
み
ま
く
の
ほ
し
か
り
し
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
に
け
む

（『
高
光
集
』
三
七
）

後
者
は
高
光
出
家
後
の
詠
と
み
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
朝
顔
巻
な
ど
三
巻

に
多
武
峰
少
将
高
光
の
和
歌
・
説
話
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
清
水
婦
久
子

&

が

論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
こ
の
『
高
光
集
』
三
七
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
お
り
、「
ふ

る
さ
と
」
は
高
光
が
か
つ
て
住
ん
だ
桃
園
邸
を
さ
す
可
能
性
を
指
摘
し
、『
源
氏

物
語
』
の
朝
顔
姫
君
の
桃
園
邸
と
重
ね
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。
す
る
と
ま
す
ま

す
、
高
光
歌
と
重
ね
ら
れ
た
当
該
歌
の
「
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
む
」
が
表

す
の
は
、
哀
惜
・
懐
旧
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、「
花
の
盛
り
」
が
「
過
ぎ
」「
過
ぐ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
女
性

の
容
貌
の
う
つ
ろ
い
・
年
齢
に
よ
る
変
化
を
言
う
も
の
は
、
若
干
で
あ
る
が
み
ら

れ
る
。『
躬
恒
集
』
に
「
い
か
で
我
が
折
ら
む
と
お
も
ひ
し
山
吹
の
花
の
盛
り
の

過
ぎ
に
け
る
か
な
」（
三
九
七
）
が
あ
り
、
春
の
歌
で
あ
る
が
、
第
二
句
に
「
あ

は
む
と
お
も
ひ
し
」
と
い
う
異
文
が
存
在
す
る
の
で
、
こ
の
歌
が
暗
に
女
性
の
容

貌
を
た
と
え
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。
ま
た
平
安
末
の
例
で
あ
る
が
、
藤
原

隆
信
の
「
絶
久
恋
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
／
人
知
れ
ず
む
す
び
そ
め
て
し
若
草
の

花
の
盛
り
も
す
ぎ
や
し
ぬ
ら
ん
」（
千
載
集
・
恋
四
・
八
八
八
）
が
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
題
詠
で
あ
り
、
具
体
的
な
場
面
性
は
な
い
が
独
詠
の
ふ
う
で
あ
る
。
こ
う

し
た
詠
み
方
は
例
外
的
で
、
こ
れ
以
降
に
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
「
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
む
」
は
、
基
本
的
に
哀
惜
・
懐
旧
の
表

現
で
あ
り
、
女
の
容
貌
の
衰
え
を
重
ね
て
言
う
例
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
そ
れ
も
独

詠
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
女
の
容
貌
の
衰
え
を
、
男
が
、
目
の
前
に
い
る
女
・
手
紙

を
送
る
女
に
向
か
っ
て
詠
み
か
け
る
こ
と
は
全
く
な
い
。『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、

女
は
高
貴
な
前
斎
院
で
あ
り
、
い
か
に
光
源
氏
で
あ
っ
て
も
、
朝
顔
姫
君
に
対
し
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て
彼
女
の
容
貌
の
衰
え
を
言
う
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

当
該
の
朝
顔
巻
の
贈
答
歌
の
前
の
場
面
で
、
源
氏
は
故
式
部
卿
宮
邸
を
訪
問
し

た
折
に
、
姫
君
の
方
の
庭
に
目
を
や
り
、「
あ
な
た
の
御
前
を
見
や
り
た
ま
へ
ば
、

枯
れ
枯
れ
な
る
前
栽
の
心
ば
へ
も
こ
と
に
見
わ
た
さ
れ
て
」
と
あ
る
。
源
氏
邸
の

朝
顔
は
わ
ず
か
に
咲
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
姫
君
の
邸
の
前
栽
も
枯
れ
枯
れ

で
あ
る
こ
と
を
、
源
氏
は
こ
の
よ
う
に
見
て
取
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
朝
顔
は

日
の
光
に
す
ぐ
に
し
ぼ
む
花
で
あ
る
が
、
一
方
で
「
か
れ
ぬ
と
は
日
ご
と
に
み
れ

ど
朝
顔
の
花
の
盛
り
ぞ
久
し
か
り
け
る
」（『
東
撰
和
歌
六
帖
』
二
三
二
・
真
昭
）、

「
朝
顔
の
朝
露
ご
と
に
ひ
ら
く
れ
ば
秋
は
久
し
き
花
と
こ
そ
み
れ
」（『
恋
路
ゆ
か

し
き
大
将
』
二
三
）
等
の
よ
う
に
、
秋
の
間
長
く
咲
き
続
け
る
特
徴
が
あ
り
、
歌

に
も
詠
ま
れ
る
。
ゆ
え
に
源
氏
は
、
故
式
部
卿
宮
邸
の
朝
顔
に
つ
い
て
、「
花
の

盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
む
」
と
あ
え
て
尋
ね
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
「
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
む
」
は
、
こ
う
し
た
自
然
の
景
に
、
人
事

の
何
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
二
人
の
間
に
過
ぎ

去
っ
た
時
間
の
長
さ
、
遠
く
過
ぎ
去
っ
た
青
春
の
時
間
を
言
う
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
続
く
源
氏
の
消
息
文
に
「
年
ご
ろ
の
つ
も
り
も
、
あ
は
れ

と
ば
か
り
は
、
さ
り
と
も
お
ぼ
し
知
る
ら
む
や
、
と
な
む
、
か
つ
は
」
と
書
か
れ

て
お
り
、
歌
の
意
図
を
説
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
自
分
の
愛
が
長
い
年
月
に
か
け

て
続
い
て
い
る
こ
と
を
殊
更
に
訴
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
は
、
和

歌
を
補
完
す
る
機
能
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
朝
顔
巻
全
体
が
懐
旧
・
回
顧
に
彩
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
諸
氏
の
指
摘
が
あ

り
、
光
源
氏
自
身
の
若
く
は
な
い
年
齢
の
自
覚
・
感
懐
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い

る
。
姥
澤
隆
司
（
前
掲
）
は
回
顧
と
哀
傷
の
情
調
を
読
み
取
り
、
加
藤
睦
は
「
花

の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
ん
」
に
「
長
い
年
月
の
経
過
を
振
り
返
る
懐
旧
の
思
い

が
託
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
懐
旧
歌
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り

*

、
首
肯
さ
れ
る
。

ま
た
木
村
祐
子
（
前
掲
）
は
、「
源
氏
の
歌
は
、
礼
を
失
し
た
と
の
感
が
あ
る
こ

と
は
否
め
な
い
」
と
す
る
が
、
一
方
で
「「
朝
顔
の
花
の
さ
か
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ

ら
む
」
―
青
春
時
代
は
儚
く
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
―
と
は
、
宮
ば

か
り
で
は
な
く
彼
と
も
無
縁
の
言
葉
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
し
、「
朝
顔
巻
の
主

題
は
源
氏
の
青
春
時
代
の
終
焉
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
諸
論
に
お
け
る
歌
の
解
釈
は

私
見
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
句
が
過
ぎ
去
っ
た
青
春
・
時
間
を
詠
嘆
す
る
も
の
と

考
え
る
点
は
首
肯
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
朝
顔
巻
の
贈
答
で
は
、
姫
君
自
身
が
、
返
し
の
消
息
の
歌
と
文
で
初
め
て

色
あ
せ
た
朝
顔
を
自
分
に
な
ぞ
ら
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

。
も
し
も
源
氏
の

贈
歌
の
「
朝
顔
」
が
自
分
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
自
明
の
こ
と
な
ら
ば
、
改
め
て

「
似
つ
か
わ
し
き
御
よ
そ
へ
に
つ
け
て
も
、
露
け
く
。」
と
わ
ざ
わ
ざ
繰
り
返
し
て

書
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
贈
答
歌
の
方
法
で
あ
る
転
換

に
よ
る
切
り
返
し
で
あ
り
、
姫
君
は
こ
こ
で
初
め
て
、
相
手
の
言
葉
を
利
用
し
て

「
朝
顔
の
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
む
」
が
自
分
へ
の
言
葉
で
あ
る
と
故
意
に

曲
解
し
て
み
せ
、
返
し
で
「
あ
る
か
な
き
か
に
う
つ
る
朝
顔
」、
色
あ
せ
て
わ
ず

か
に
咲
く
朝
顔
は
、
ま
さ
に
自
分
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
、
切
り
返
し
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
や
は
り
「
う
つ
る
」
と
い
う
歌
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、

「
う
つ
る
」
が
ま
さ
し
く
意
味
す
る
よ
う
に
、
姫
君
は
、
若
さ
が
失
わ
れ
て
さ
だ

過
ぎ
た
自
分
を
投
影
し
て
い
る

)

。
ま
た
「
あ
る
か
な
き
か
」
は
、
例
え
ば
「
心
ち
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例
な
ら
ず
お
ぼ
さ
れ
け
る
頃
よ
み
給
け
る
／
よ
そ
に
み
し
尾
花
が
末
の
白
露
は
あ

る
か
な
き
か
の
我
が
身
な
り
け
り
」（『
詞
花
集
』
雑
下
・
三
五
五
・
円
融
天
皇
中

宮
遵
子
）、「
朝
顔
の
花
に
空
蝉
の
つ
き
た
る
を
、
人
の
が
り
や
る
と
て
／
空
蝉
の

心
と
ど
め
ぬ
世
の
中
に
あ
る
か
な
き
か
の
朝
顔
の
花
」（『
肥
後
集
』
二
〇
四
）
の

よ
う
な
類
歌
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
自
身
が
父
を
喪
い
、
社
会
的
に
も
あ
る
か
な
き

か
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

朝
顔
の
歌
か
ら
十
五
年
と
い
う
長
い
歳
月
が
流
れ
、
そ
の
間
に
二
人
の
青
春
の

日
々
は
過
ぎ
去
り

a

、
源
氏
は
色
々
な
恋
、
流
離
、
帰
京
、
そ
し
て
栄
華
に
到
る
今

が
あ
り
、
姫
君
の
ほ
う
は
斎
院
と
な
っ
て
神
に
仕
え
、
八
年
後
に
父
宮
の
死
と
と

も
に
斎
院
を
退
下
す
る
な
ど
、
多
く
の
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
間

も
源
氏
は
か
つ
て
の
朝
顔
の
花
の
美
し
い
景
を
忘
れ
ず
、
二
人
の
間
に
流
れ
た
時

間
の
長
さ
と
自
分
の
愛
の
永
続
性
を
、
今
な
お
あ
ざ
や
か
に
残
る
朝
顔
の
記
憶
に

重
ね
て
訴
え
た
。
そ
れ
は
「
お
と
な
び
た
る
御
文
の
心
ば
へ
に
、
お
ぼ
つ
か
な
か

ら
む
も
見
知
ら
ぬ
や
う
に
や
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
穏
や
か
で
円
熟
し
た
表
現
で

あ
り
、
い
つ
も
は
冷
淡
な
姫
君
の
心
を
動
か
し
、
返
歌
を
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
か
つ
て
あ
な
た
の
朝
の
顔
を
見
た
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
も
う
花
の
盛
り

を
過
ぎ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
無
礼
極
ま
り
な
い
贈
歌
の
は
ず
は
な

く
、
そ
れ
は
「
お
と
な
び
た
る
御
文
の
心
ば
へ
」
と
決
定
的
に
矛
盾
し
て
し
ま
う
。

こ
の
源
氏
の
歌
は
あ
く
ま
で
も
礼
儀
正
し
く
丁
寧
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

姫
君
の
返
歌
は
、「（
お
っ
し
ゃ
る
通
り
花
の
盛
り
は
過
ぎ
）
秋
も
終
わ
っ
て
、

（
私
の
邸
の
）
霧
の
た
ち
こ
め
る
垣
根
に
か
ら
み
つ
い
て
い
る
朝
顔
は
、
も
う
あ

る
か
な
き
か
に
咲
い
て
色
あ
せ
て
い
ま
す
」
と
い
う
、
特
に
新
た
な
趣
向
を
凝
ら

し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
淡
々
と
し
た
返
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
似
つ
か
わ

し
き
御
よ
そ
へ
に
つ
け
て
も
、
露
け
く
。」
と
い
う
言
葉
を
添
え
て
歌
意
を
説
明

し
、
こ
こ
で
初
め
て
、
色
あ
せ
た
朝
顔
は
ま
さ
し
く
自
分
で
あ
る
と
と
と
り
な
し

た
の
で
あ
る
。
返
し
の
方
法
と
し
て
常
套
的
な
、
意
識
的
な
曲
解
に
よ
る
切
り
返

し
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
る
か
な
き
か
に
う
つ
る
朝
顔
」
は
、
さ
だ
過
ぎ
た
自
分
、

社
会
的
に
も
あ
る
か
な
き
か
の
存
在
の
自
分
を
形
象
し
て
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た

自
己
把
握
は
、
姫
君
自
身
に
と
っ
て
は
自
虐
で
も
卑
下
で
も
な
く
、
姫
君
の
基
本

的
な
姿
勢
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
朝
顔
姫
君
の
特
異
な
人
物
造
型
と
、
光
源
氏
と

の
精
神
的
断
裂
が
、
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

四

　無
礼
・
傲
慢
が
あ
ら
わ
れ
る
と
き

　―
玉
鬘
な
ど
―

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
朝
顔
の
贈
答
は
、
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
光
源
氏

の
歌
は
決
し
て
無
礼
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
が
、
光
源
氏
は
常
に

こ
の
よ
う
に
女
性
に
礼
儀
正
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
源
氏
は
、
朝
顔
姫
君
の
よ
う

な
高
貴
な
身
分
で
は
な
い
、
い
わ
ゆ
る
女
房
階
層
の
女
性
た
ち
に
は
、
時
と
し
て

か
な
り
傲
慢
な
態
度
を
露
わ
に
し
、
無
礼
な
言
葉
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
い
く
つ

か
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

軒
端
荻
が
、
蔵
人
少
将
を
通
わ
せ
て
い
る
と
聞
い
た
源
氏
は
、
歌
を
贈
る
。

　
　
ほ
の
か
に
も
軒
端
の
荻
を
む
す
ば
ず
は
露
の
か
ご
と
を
何
に
か
け
ま
し

（
夕
顔
巻
）
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源
氏
は
、
偶
然
に
関
係
に
持
っ
た
軒
端
荻
に
、
執
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

結
婚
し
た
女
の
様
子
に
対
し
て
好
奇
心
を
も
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
な
の

に
こ
の
歌
で
は
、
契
り
を
結
ん
だ
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
「
軒
端
の
荻
を
む
す
ば
ず
は
」

と
言
葉
に
出
し
て
言
い
、
ま
る
で
所
有
感
を
見
せ
つ
け
て
い
る
よ
う
な
表
現
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
あ
ら
わ
な
意
味
の
こ
の
歌
を
、
も
し
使
者
が
ひ
そ
か
に

届
け
る
の
に
失
敗
し
て
少
将
が
見
つ
け
て
も
、
相
手
が
自
分
な
ら
少
将
は
許
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
驕
っ
た
心
が
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
若
紫
巻
で
、
光
源
氏
が
若
紫
邸
か
ら
の
帰
る
時
、
恋
人
と
の
一
夜
で
は

な
い
の
で
「
さ
う
ざ
う
し
く
思
ひ
お
は
す
」
と
い
う
欲
求
不
満
の
気
分
の
帰
途
、

以
前
に
愛
人
で
あ
っ
た
女
の
家
の
前
を
た
ま
た
ま
通
り
か
か
り
、
そ
の
女
の
家
で

あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
門
を
叩
く
が
、
女
は
門
を
開
け
な
い
。

朝
ぼ
ら
け
霧
立
つ
空
の
ま
よ
ひ
に
も
行
き
過
ぎ
が
た
き
妹
が
門
か
な

門
外
か
ら
随
身
に
こ
の
歌
を
歌
わ
せ
る
が
、
こ
れ
は
あ
な
た
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に

思
慕
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
恋
歌
で
は
な
い
。
霧
に
迷
う
中
で
偶
々
通
り
か

か
っ
た
け
れ
ど
行
き
過
ぎ
難
い
で
す
（
寄
っ
て
も
良
い
で
す
か
）、
と
い
う
よ
う

な
、
傲
慢
さ
の
匂
う
言
葉
づ
か
い
で
あ
る
。
そ
し
て
女
に
拒
否
さ
れ
て
し
ま
う
。

葵
巻
で
は
、
葵
祭
の
日
に
源
氏
の
車
に
詠
み
か
け
て
き
た
源
典
侍
に
対
し
て

は
、「
か
ざ
し
け
る
心
ぞ
あ
だ
に
思
ほ
ゆ
る
八
十
氏
人
に
な
べ
て
あ
ふ
ひ
を
」（
葵

巻
）
と
、
あ
か
ら
さ
ま
に
そ
の
好
色
心
を
咎
め
る
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
お
り
、

明
ら
か
に
源
典
侍
を
見
下
し
た
姿
勢
が
見
え
る
。

光
源
氏
だ
け
で
は
な
い
。
先
に
あ
げ
た
、
椎
本
巻
の
匂
宮
か
ら
中
君
へ
の
歌
、

ま
た
総
角
巻
の
薫
か
ら
大
君
へ
の
歌
に
も
、
か
な
り
無
礼
な
も
の
が
あ
り
、
明
ら

か
に
最
高
身
分
の
女
性
へ
の
贈
歌
に
は
使
わ
れ
な
い
よ
う
な
表
現
を
含
ん
で
い

る
。
大
君
・
中
君
は
女
房
階
層
で
は
な
い
が
、
権
勢
と
は
無
縁
の
落
魄
し
た
宮
家

の
姫
君
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
女
房
階
層
へ
転
落
す
る
か
も
し
れ
な
い

b

よ
う

な
弱
い
立
場
で
あ
る
。
薫
は
こ
の
姫
君
達
に
対
し
て
社
会
的
・
経
済
的
支
援
を
す

る
後
援
者
と
い
う
立
場
に
あ
り
、
控
え
め
な
が
ら
、
ど
こ
か
強
者
の
意
識
が
見
え

隠
れ
し
て
い
る
よ
う
だ
。

特
に
、
光
源
氏
か
ら
玉
鬘
へ
の
歌
に
は
、
同
様
の
意
識
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
「
う
ち
と
け
て
ね
も
見
ぬ
も
の
を
若
草
の
こ
と
あ
り
顔
に
む
す
ぼ
ほ
る

ら
む
／
幼
く
こ
そ
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
」（
胡
蝶
巻
）
に
は
、
源
氏
の
所
有
者
的

な
姿
勢
が
あ
ら
わ
で
あ
り
、
玉
鬘
が
返
歌
を
拒
否
し
た
の
も
当
然
だ
が
、
こ
こ

で
は
野
分
巻
に
あ
る
、
玉
鬘
が
自
分
を
女
郎
花
に
た
と
え
て
源
氏
に
歌
を
詠
み
か

け
、
源
氏
が
返
歌
し
た
贈
答
を
見
て
み
よ
う
。

吹
き
乱
る
風
の
け
し
き
に
女
郎
花
し
を
れ
し
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
（
玉
鬘
）

下
露
に
な
び
か
ま
し
か
ば
女
郎
花
荒
き
風
に
は
し
を
れ
ざ
ら
ま
し
（
光
源
氏
）

玉
鬘
は
養
父
の
源
氏
が
言
い
寄
る
の
を
か
わ
そ
う
と
し
、
自
分
を
卑
下
し
て
女
郎

花
に
た
と
え
、
吹
き
乱
れ
る
風
の
よ
う
に
横
暴
な
あ
な
た
の
ふ
る
ま
い
に
、
私
は

翻
弄
さ
れ
、
し
お
れ
て
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
に
苦
し
い
、
と
訴
え
る
。

「
女
郎
花
」
は
、「
名
に
め
で
て
折
れ
る
ば
か
り
ぞ
女
郎
花
わ
れ
お
ち
に
き
と
人

に
語
る
な
」（『
古
今
集
』
秋
下
・
二
二
六
・
遍
昭
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
美

し
く
あ
だ
な
る
女
性
、
そ
の
女
性
と
の
恋
の
戯
れ
を
表
象
す
る
言
葉
で
あ
り
、
平

安
前
期
を
最
盛
期
と
し
て
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
。

近
藤
み
ゆ
き

c
は
、『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
、『
古
今
集
』
の
歌
こ
と
ば
の
ジ
ェ
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二
九

ン
ダ
ー
規
範
と
総
合
的
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
脱
規
範
的
側
面
か
ら
、
作
者
が
物
語

の
虚
構
の
男
女
を
ど
の
よ
う
に
描
き
分
け
た
か
、
精
細
な
検
証
を
行
っ
た
。
そ
し

て
、「
物
語
の
中
核
を
担
う
女
の
命
が
ゆ
ら
ぐ
時
、
あ
る
い
は
、
源
氏
、
夕
霧
、

薫
と
い
っ
た
男
性
主
人
公
が
そ
の
欲
望
を
む
き
出
し
に
し
た
時
、
ま
さ
に
そ
れ
ら

に
あ
ら
が
う
場
面
で
、
女
の
歌
の
「
こ
と
ば
」
は
、
規
範
を
超
え
て
特
殊
な
ゆ
ら

ぎ
を
見
せ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
的
確
で
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。「
女

郎
花
」
は
男
性
に
偏
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
使
わ
れ
る
前
掲
の
玉
鬘
の
歌
、

後
掲
の
一
条
御
息
所
の
歌
も
、
男
性
の
欲
望
や
そ
の
横
暴
さ
に
あ
ら
が
う
時
の
歌

で
あ
る
と
読
み
解
い
て
い
る
。
ま
た
小
山
香
織

d

は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
女

郎
花
」
は
、『
古
今
集
』
以
来
の
浮
気
な
女
性
を
連
想
さ
せ
る
花
と
い
う
以
上
に
、

「
そ
の
よ
う
に
男
性
か
ら
見
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
、
女
の
身
の
生
き
難
さ
を
示
す

こ
と
ば
」
と
し
、
首
肯
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、「
女
郎
花
」
は
主
に
男
性
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
が
、
貴
族
女
性
に
真

剣
に
思
い
を
訴
え
る
時
に
相
手
を
賛
美
し
喩
え
て
使
う
言
葉
で
は
な
い
。
藤
壺
、

六
条
御
息
所
、
紫
上
、
朝
顔
姫
君
、
朧
月
夜
の
よ
う
な
貴
女
に
、
源
氏
が
恋
慕
を

訴
え
る
際
に
は
決
し
て
使
わ
れ
な
い
表
現
で
あ
る
。
夕
霧
巻
で
、
娘
落
葉
宮
と
夕

霧
の
一
夜
の
関
係
を
誤
解
し
た
一
条
御
息
所
が
、
あ
え
て
娘
を
女
郎
花
に
喩
え
る

卑
下
し
た
言
い
方
で
、「
女
郎
花
し
を
る
る
野
辺
を
い
づ
こ
と
て
一
夜
ば
か
り
の

宿
を
借
り
け
む
」
と
い
う
、
強
い
詰
問
の
歌
を
夕
霧
に
詠
む
。
し
か
し
夕
霧
は
こ

の
「
女
郎
花
」
と
い
う
言
葉
は
繰
り
返
さ
な
い
で
返
歌
し
て
お
り

e

、
そ
れ
は
「
女

郎
花
」
と
い
う
言
葉
が
発
す
る
語
感
を
避
け
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
相
手
は
自
分

が
恋
す
る
落
葉
宮
の
母
で
あ
り
、
御
息
所
と
い
う
高
貴
な
身
分
の
女
性
で
あ
る
か

ら
、
当
然
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
源
氏
は
、
前
掲
の
返
歌
で
玉
鬘
が
「
女
郎
花
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す

る
ど
こ
ろ
か
、「
女
郎
花
」
を
繰
り
返
し
、
下
葉
の
露
の
よ
う
に
密
か
な
私
の
思

い
に
靡
い
て
く
れ
れ
ば
、
女
郎
花
は
激
し
い
風
に
し
お
れ
て
苦
し
ん
だ
り
し
な
い

で
し
ょ
う
に
、
と
言
う
。「
女
郎
花
」
と
「
露
」
は
夫
婦
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ

（『
拾
遺
集
』
秋
・
一
六
〇
な
ど
）、
そ
の
よ
う
に
自
分
を
わ
ざ
わ
ざ
「
下
露
」
に

た
と
え
る
関
係
性
を
返
歌
に
持
ち
込
み
、
さ
ら
に
「
な
よ
竹
を
見
た
ま
へ
か
し
」、

折
れ
ず
に
撓
む
な
よ
竹
の
よ
う
に
柔
軟
に
な
っ
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う
意
の
言
葉

を
添
え
る
。
こ
の
源
氏
の
歌
と
言
葉
に
は
、
玉
鬘
へ
の
支
配
的
な
意
識
が
あ
ら
わ

で
あ
る
。
草
子
地
で
語
り
手
が
、
源
氏
の
言
に
対
し
て
「
ひ
が
耳
に
や
あ
り
け
む
、

聞
き
よ
く
も
あ
ら
ず
ぞ
」、
聞
き
苦
し
い
こ
と
だ
と
批
判
す
る
の
は
、
歌
の
不
出

来
で
は
な
く
、
そ
こ
に
漂
う
強
者
の
驕
っ
た
口
調
に
対
す
る
不
快
感
を
、
読
者
に

語
っ
て
見
せ
る
行
為
で
は
な
い
か
。

光
源
氏
は
他
人
に
対
し
て
丁
寧
で
配
慮
あ
る
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
そ
れ
は
、
傍
若
無
人
に
振
る
舞
う
匂
宮
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
通
り
な
の

だ
が
、
や
は
り
光
源
氏
の
場
合
も
、
身
分
関
係
・
人
物
関
係
に
よ
っ
て
、
態
度
の

み
な
ら
ず
詠
歌
の
姿
勢
・
表
現
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

権
力
を
も
つ
上
流
貴
族
か
ら
女
性
に
対
し
て
歌
を
詠
む
時
、
歌
を
贈
る
相
手

が
、
身
分
の
高
い
貴
女
な
の
か
、
女
房
階
層
の
女
性
な
の
か
、
自
分
と
相
手
と
の

身
分
関
係
が
ど
う
な
の
か
は
、
詠
歌
の
姿
勢
と
言
葉
と
を
左
右
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
和
歌
に
は
基
本
的
に
敬
語
が
な
く
、
時
に
は
身
分
を
超
越
し
、
心
と
心
が

教育研紀要29号_タテ02田渕先生.indd   29 19/02/18   20:15



『
源
氏
物
語
』
の
贈
答
歌
試
論
（
田
渕
） 

三
〇

響
き
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
一
方
で
は
逆
に
、
敬

語
と
い
う
形
で
は
和
歌
に
あ
ら
わ
れ
な
い
身
分
関
係
・
人
間
関
係
が
、
詠
者
の
言

葉
使
い
や
詠
歌
姿
勢
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
物
語

に
仕
組
ま
れ
た
贈
答
歌
に
対
し
て
は
、
物
語
作
者
の
叙
述
の
意
図
を
読
み
解
く
上

で
、
こ
う
し
た
身
分
構
造
へ
の
注
視
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
）　
以
下
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に

よ
り
、
句
読
、
漢
字
、
改
行
等
の
表
記
は
私
意
に
よ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
大
成
』

（
中
央
公
論
社
）
に
よ
っ
て
異
文
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
示
し
た
。
こ
こ
で
は

「
か
つ
は
」
の
部
分
に
異
同
が
あ
り
、
青
表
紙
本
系
で
は
「
か
つ
は
」「
か
つ
」、
河

内
本
で
は
「
よ
ろ
づ
を
」、
御
物
本
（
東
山
御
文
庫
蔵
本
）
で
は
「
よ
ろ
づ
の
つ
み

を
」、
陽
明
文
庫
本
で
は
「
よ
ろ
づ
は
」
で
あ
り
、
本
文
に
か
な
り
揺
れ
が
見
ら
れ

る
の
で
、「
か
つ
は
」
は
除
い
て
解
釈
す
る
。

　（
2
）　
本
文
は
玉
上
琢
彌
編
『
紫
明
抄 

河
海
抄
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
に
よ
る

が
、
句
読
・
清
濁
等
の
表
記
は
私
意
に
よ
る
。

　（
3
）　
こ
の
解
釈
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
源
氏
は
既
に
消
息
で
「
思
ひ
た
ま
へ
お
こ
た
ら

ず
な
が
ら
…
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
重
複
す
る
と
い
う
感
も
あ
る
。

　（
4
）　
本
文
は
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
第
二
巻
（
武
蔵
野
書
院
、

一
九
七
八
年
）
に
よ
る
が
、
句
読
・
清
濁
等
の
表
記
は
私
意
に
よ
る
。

　（
5
）　
な
お
、
岩
波
文
庫
『
源
氏
物
語
』（
二
）（
二
〇
一
七
年
）
で
は
、「
こ
れ
に
も
」

を
「
た
れ
に
も
」
と
し
、「
ど
な
た
が
見
て
も
よ
い
よ
う
に
」
と
注
す
る
。

　（
6
）　
な
お
『
花
鳥
余
情
』
で
は
、
こ
の
歌
に
「
式
部
卿
の
姫
君
に
朝
顔
た
て
ま
つ
り

し
事
は
帚
木
の
巻
に
見
え
た
り
。
そ
れ
を
み
し
折
の
露
忘
れ
ぬ
と
は
よ
み
侍
る
也
」

と
記
し
、
特
に
姫
君
の
容
貌
の
衰
え
と
は
解
し
て
い
な
い
。

　（
7
）　
こ
の
点
を
問
題
と
し
、
玉
上
琢
弥
（『
源
氏
物
語
評
釈 

四
』
角
川
書
店
、

一
九
八
〇
年
）
は
反
語
と
解
釈
す
る
が
、
反
語
と
取
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

　（
8
）　「
哀
傷
と
交
情
の
構
図
―
朝
顔
巻
の
光
源
氏
と
朝
顔
宮
―
」（『
帯
広
大
谷
短
期
大

学
紀
要
』
二
三
、一
九
八
六
年
三
月
）。

　（
9
）　
物
語
は
こ
こ
で
「
な
れ
な
れ
し
げ
に
」
と
記
し
、
源
氏
が
何
も
な
か
っ
た
こ
と
を

事
あ
り
顔
に
言
う
こ
と
に
、
読
者
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

　（
10
）　
鈴
木
日
出
男
は
か
つ
て
一
度
だ
け
情
交
が
あ
っ
た
と
す
る
が
（「
朝
顔
・
夕
顔
」

『
源
氏
物
語
歳
時
記
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）、
原
岡
文
子
『
源
氏
物

語
の
人
物
と
表
現
―
そ
の
両
義
的
展
開
―
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
））
は
そ

れ
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
両
説
あ
る
が
、
木
村
祐
子
「
朝
顔
の
花
の

さ
か
り
―
源
氏
物
語
「
朝
顔
」
巻
の
主
題
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
〇
四
年

四
月
）
は
、
姫
君
が
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
こ
と
等
な
ど
か
ら
、「
実
事
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
を
広
く
世
間
に
知
ら
れ
て
い
た
」
と
す
る
。
加
藤
睦
「『
源
氏
物
語
』

の
和
歌
を
読
む
（
三
）
―
朝
顔
の
花
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
―
」（『
立
教
大
学
大
学
院 

日
本
文
学
論
叢
』
一
〇
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）
も
、
姫
君
の
心
境
の
描
写
な
ど
か

ら
「
宮
の
一
貫
し
た
拒
否
の
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
の
で
、
二
人
の
間
に
逢
瀬
が
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　（
11
）　
ま
た
賢
木
巻
で
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
の
密
会
を
見
つ
け
た
右
大
臣
が
、
弘
徽
殿
大

后
に
事
の
次
第
を
訴
え
て
い
る
中
で
、「
斎
院
を
も
な
ほ
聞
こ
え
犯
し
つ
つ
、
忍
び

に
御
文
通
は
し
な
ど
し
て
、
け
し
き
あ
る
こ
と
な
ど
、
人
の
語
り
は
べ
り
し
」
と

述
べ
、
斎
院
と
な
っ
た
神
聖
な
る
朝
顔
姫
君
に
光
源
氏
が
な
お
言
い
寄
っ
て
い
る

こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
右
大
臣
は
こ
う
し
た
情
報
を
早
く
入
手
で
き
る
立
場

に
あ
る
が
、
朝
顔
姫
君
と
光
源
氏
が
逢
瀬
を
持
ち
後
朝
の
歌
を
か
わ
し
た
な
ど
と

は
言
っ
て
い
な
い
。『
源
氏
物
語
』
作
者
は
こ
の
二
人
が
情
交
を
も
っ
た
と
示
唆
し

て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　（
12
）　『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）。

　（
13
）　
原
岡
文
子
（
前
掲
書
）、
越
野
優
子
「
喩
と
し
て
の
朝
顔
―
源
氏
物
語
の
朝
顔
の

姫
君
を
中
心
に
―
」（『
中
古
文
学
』
一
九
九
七
年
五
月
）、
そ
の
他
。

　（
14
）　
逢
瀬
を
暗
示
す
る
用
法
で
は
、「
折
る
」「
う
ち
と
け
」「
ね
く
た
れ
」「
お
も
か
げ
」

な
ど
、
情
交
の
イ
メ
ー
ジ
の
語
が
共
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　（
15
）　
偶
然
の
垣
間
見
は
こ
の
時
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
賢
木
巻
の
源
氏
の
歌
に

「
そ
の
か
み
の
秋
お
も
ほ
ゆ
る
」
と
あ
り
、
季
節
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
空
蝉
巻
に
「
か
く
う
ち
と
け
た
る
人
の
あ
り
さ
ま
垣
間
見
な
ど
は
、
ま
だ
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『
源
氏
物
語
』
の
贈
答
歌
試
論
（
田
渕
） 

三
一

し
た
ま
は
ざ
り
つ
る
こ
と
な
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
こ
の
後
に
あ
た
る
が
、
女
性
の

日
常
の
姿
を
自
分
か
ら
垣
間
見
す
る
行
動
は
初
め
て
と
い
う
意
で
あ
り
、
訪
問
し

た
貴
女
を
偶
然
に
目
に
す
る
よ
う
な
垣
間
見
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　（
16
）　「
身
」
が
「
ふ
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
室
田
知
香
「「
ふ
る
」
と
「
な

る
」
―
恋
の
時
間
・
結
婚
の
時
間
」（『
国
語
国
文
』
八
七
―
四
、
二
〇
一
八
年
四
月
）

で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　（
17
）　『
源
氏
物
語
の
巻
名
と
和
歌
―
物
語
生
成
論
へ
―
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
四
年
）、

「
源
氏
物
語
の
巻
名
・
和
歌
と
登
場
人
物
―
歌
か
ら
物
語
へ
―
」（『
源
氏
物
語
と
ポ

エ
ジ
ー
』（
青

舎
、
二
〇
一
五
年
）。

　（
18
）　
加
藤
睦
は
「
昔
を
懐
か
し
む
歌
で
あ
る
と
と
も
に
、
衰
え
を
嘆
く
歌
」
で
、「
朝

顔
宮
で
は
な
く
、
源
氏
自
身
の
衰
え
で
あ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、

三
四
句
の
連
接
が
や
や
不
自
然
に
思
え
る
こ
と
と
、
源
氏
が
自
身
の
衰
え
を
殊
更

に
歌
で
姫
君
に
訴
え
る
意
図
が
不
明
に
思
わ
れ
、
私
見
と
は
異
な
る
。

　（
19
）　『
源
氏
物
語
』
で
は
葵
巻
以
降
、「
朝
顔
の
姫
君
」「
朝
顔
の
宮
」
な
ど
と
呼
ば
れ

る
の
は
、
帚
木
巻
で
話
題
に
さ
れ
て
い
る
朝
顔
の
歌
（
歌
は
不
明
）
に
基
づ
く
物

語
中
の
呼
称
で
あ
り
、
姫
君
自
身
は
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
会
話
文
で
は
「
斎
院
」

（『
帚
木
』
右
大
臣
の
言
葉
）、「
前
斎
院
」（『
若
菜
上
』
乳
母
の
言
葉
）、「
斎
院
」（『
若

菜
下
』
源
氏
の
言
葉
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　（
20
）　
同
じ
朝
顔
巻
で
、
姫
君
は
自
身
の
こ
と
を
「
世
の
末
に
、
さ
だ
過
ぎ
、
つ
き
な
き

ほ
ど
に
て
」
と
思
い
、
ま
た
梅
が
枝
巻
で
薫
物
を
送
る
時
、「
散
り
過
ぎ
た
る
梅
の

枝
」
に
文
を
つ
け
、
和
歌
は
「
花
の
香
は
散
り
に
し
枝
に
と
ま
ら
ね
ど
う
つ
ら
む

袖
に
浅
く
し
ま
め
や
」
と
詠
み
、
自
身
を
「
散
り
に
し
枝
」
と
寓
し
、
再
び
さ
だ

過
ぎ
た
自
分
を
景
に
重
ね
て
詠
じ
て
い
る
。

　（
21
）　
朝
顔
姫
君
は
前
述
の
よ
う
に
さ
だ
過
ぎ
た
自
分
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
源
氏
と

自
分
の
こ
と
を
「
昔
、
我
も
人
も
若
や
か
に
…
」
と
回
顧
し
て
い
る
。

　（
22
）　
同
様
の
身
分
の
例
で
は
、
式
部
卿
宮
（
光
源
氏
・
八
宮
の
異
父
兄
弟
）
の
姫
君
は
、

大
切
に
養
育
さ
れ
た
が
、
父
没
後
に
境
遇
が
変
化
し
、
宮
の
君
と
呼
ば
れ
る
上
臈

女
房
に
な
っ
て
い
る
（
蜻
蛉
巻
）。
な
お
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
成
立
当
時
、
道
長
・

彰
子
ら
が
、
道
長
一
族
以
外
の
最
上
層
階
級
の
貴
女
を
、
い
わ
ゆ
る
高
貴
の
女
房

と
し
て
、
道
長
一
族
の
中
宮
・
皇
后
に
出
仕
さ
せ
た
こ
と
の
反
映
と
み
ら
れ
る
。

　（
23
）　『
王
朝
和
歌
研
究
の
方
法
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

　（
24
）　「『
源
氏
物
語
』
の
女
郎
花
―
玉
鬘
の
詠
歌
を
起
点
と
し
て
―
」（『
む
ら
さ
き
』

二
〇
〇
四
年
一
二
月
）。

　（
25
）　
夕
霧
の
返
歌
は
「
秋
の
野
の
草
の
し
げ
み
は
分
け
し
か
ど
仮
寝
の
枕
む
す
び
や
は

せ
し
」
で
あ
り
、「
女
郎
花
」
で
は
な
く
「
秋
の
野
の
草
の
し
げ
み
」
と
言
い
換
え
、

何
も
な
か
っ
た
の
だ
と
釈
明
す
る
。
し
か
し
返
歌
が
雲
井
雁
の
妨
害
で
大
幅
に
遅

れ
、
一
条
御
息
所
は
懊
悩
し
て
、
病
が
悪
化
し
死
に
到
る
。
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