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概
要
書 

 
 

『
源
氏
物
語
』
と
歌
こ
と
ば
表
現
―
―
連
想
と
変
容
―
― 

 
 
 
 
 
 
 
 

平
田 

彩
奈
惠 

   

本
論
文
は
、『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
し
た
歌
こ
と
ば
表
現
と
、
後
世
の
『
源
氏
物
語
』
受
容
作
品
に
お

け
る
歌
こ
と
ば
表
現
の
変
容
に
つ
い
て
、
歌
こ
と
ば
の
持
つ
連
想
性
に
着
目
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本

論
文
に
お
い
て
「
連
想
性
」
と
は
、
歌
こ
と
ば
に
お
い
て
、
季
節
の
つ
な
が
り
や
そ
の
歌
こ
と
ば
が
想
起
さ

せ
る
感
情
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
関
わ
り
の
あ
る
語
と
し
て
想
起
さ
れ
う
る
も
の
、
と
い
っ
た
語
の
レ
ベ

ル
か
ら
、
特
定
の
歌
こ
と
ば
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
が
複
数
、
並
列
的
に
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
つ
な
が
り
ま
で
、

網
目
状
に
つ
な
が
り
、
広
が
り
を
持
ち
う
る
歌
こ
と
ば
の
性
質
を
指
し
て
用
い
る
。
そ
の
よ
う
な
性
質
に
着

目
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
場
面
に
特
定
の
和
歌
を
引
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
一
対
一
対
応
の
行
為
に
限
ら

ず
、
和
歌
を
基
盤
と
し
て
連
想
的
に
連
な
る
「
歌
に
ま
つ
わ
る
こ
と
ば
」
と
、
そ
れ
を
組
み
込
ん
だ
テ
ク
ス

ト
を
広
く
見
渡
し
て
ゆ
き
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
ば
の
繋
が
り
を
あ
き
ら
か

に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
あ
ら
た
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
文
脈
を
捉
え
、
『
源
氏
物
語
』
や

そ
の
受
容
作
品
の
解
釈
を
示
し
た
。 

序
章
で
は
、
歌
こ
と
ば
表
現
、
一
般
的
に
「
引
歌
」
と
呼
ば
れ
る
表
現
手
法
に
関
す
る
研
究
の
問
題
点
を

確
認
し
た
。
具
体
的
に
は
、
古
注
釈
以
来
の
豊
か
な
研
究
史
の
影
響
が
あ
ま
り
に
も
強
く
、
読
み
が
固
定
化

さ
れ
が
ち
で
、
テ
ク
ス
ト
の
範
列
的
な
文
脈
を
見
過
ご
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
意

識
か
ら
、
本
論
文
で
取
り
あ
げ
る
論
題
と
し
て
、
一
ヵ
所
の
表
現
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
和
歌
、
あ
る
い
は
他
の

こ
と
ば
が
想
起
さ
れ
る
事
態
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
相
互
に
連
想
性
を
持
つ
網
目
状
の

世
界
と
し
て
の
歌
こ
と
ば
の
世
界
が
、
散
文
作
品
の
読
み
に
、
そ
の
つ
な
が
り
ご
と
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
狙
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
う
い
っ
た
連
想
性
の
中
で
編
ま
れ
た
作
品
が
、
後
世

に
受
容
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
時
代
の
連
想
性
に
あ
わ
せ
て
表
現
も
ま
た
変
容
し
、
あ
ら
た
な
言
葉
の
連
関
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
示
す
の
が
、
本
論
文
の
後
半
、
す
な
わ
ち
第
二
部
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
。 

 第
一
部 

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
歌
こ
と
ば
表
現 

第
一
章 

『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
歌
こ
と
ば
表
現
―
―
和
歌
の
知
識
共
有
に
基
づ
く
技
巧
と
し
て
―
― 

 

本
章
で
は
、「
引
歌
」
が
表
現
技
法
と
し
て
成
熟
し
た
と
言
わ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
複
雑
な
和
歌
の
利
用
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
、
三
例
の
特
徴
的
な
歌
こ
と
ば
表
現
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
一
例
目
は
、
直
接
『
蜻
蛉
日
記
』
に

引
用
さ
れ
た
和
歌
の
周
辺
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
ば
を
含
め
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
一
節
を
語
彙
の
レ
ベ
ル
で

『
蜻
蛉
日
記
』
の
記
事
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
。
二
例
目
は
、「
石
上
」
と
い
う
歌
こ
と

ば
か
ら
、
複
数
の
和
歌
が
想
起
さ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
『
蜻
蛉
日
記
』
の
場
面
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
例
。
三
例
目
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
「
五
日
」
の
項
で
並
ん
で
い
る
よ
う
な
、
連
想
性
の

あ
る
三
首
の
和
歌
を
、
『
蜻
蛉
日
記
』
の
記
事
が
ま
と
め
て
引
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
、
和
歌
の
一
節
を
単
純
に
切
り
取
っ
て
引
用
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
歌
こ
と
ば
の
複
雑
な
利

用
が
『
蜻
蛉
日
記
』
に
見
ら
れ
る
の
は
、
同
時
代
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
類
題
和
歌
集
の
『
古
今
和
歌
六
帖
』

な
ど
の
成
立
と
も
関
係
が
あ
り
う
る
こ
と
を
併
せ
て
指
摘
し
た
。
歌
こ
と
ば
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
必
要

最
低
限
の
知
識
の
レ
ベ
ル
が
、
和
歌
の
手
引
書
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
『
古
今
和
歌
六
帖
』
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に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
検
討
を
通
し
て
、
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
お
け
る
引
歌
か
ら
は
、
作
品
成
立
当
時
の
、
和
歌
の

知
識
共
有
に
対
す
る
自
覚
が
高
ま
っ
て
い
た
時
代
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。 

 

第
二
章 

『
源
氏
物
語
』
の
朱
雀
院
と
「
こ
の
道
」 

 

本
章
で
は
、『
源
氏
物
語
』
で
も
っ
と
も
多
く
引
用
さ
れ
る
「
人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
こ
を
お

も
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
に
つ
い
て
、
引
用
の
「
型
」
と
な
っ
て
い
た
「
心
の
闇
」
と
い
う
形
が
、
朱

雀
院
に
は
一
切
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
取
り
あ
げ
た
。
朱
雀
院
は
従
来
、
愛
娘
女
三
宮
の
こ
と
を
想
う
あ
ま

り
、
仏
道
修
行
に
専
念
で
き
な
い
人
物
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
心
の
闇
」
が
使
用
さ
れ
な

い
一
方
で
、
当
該
の
和
歌
が
朱
雀
院
に
か
か
わ
っ
て
引
用
さ
れ
る
時
、「
子
」「
道
」
の
二
語
が
繰
り
返
し
用

い
ら
れ
て
お
り
、
異
な
る
「
型
」
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
な
状
況
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

朱
雀
院
像
に
か
か
わ
る
表
現
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
「
道
」
の
語
で
あ
り
、「
こ
を
お
も
ふ
」
道
に
も
、

「
仏
」
の
道
に
も
、
完
全
に
は
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
朱
雀
院
の
皮
肉
な
あ
り
よ
う
が
、
新

た
な
「
型
」
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
位
置
づ
け
た
。 

従
来
、
「
人
の
親
の
」
の
歌
の
唯
一
の
「
型
」
で
あ
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
「
心
の
闇
」
か
ら
は
ず

れ
る
、
朱
雀
院
に
ま
つ
わ
る
当
該
歌
の
利
用
が
、
じ
つ
は
「
道
」
を
「
型
」
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る

本
章
は
、
一
首
の
和
歌
に
お
い
て
も
多
様
な
「
型
」
が
生
成
さ
れ
う
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
読
み
解
く

こ
と
で
人
物
造
型
な
ど
、
作
品
の
広
い
範
囲
に
か
か
わ
る
解
釈
を
あ
ら
た
に
拓
き
う
る
可
能
性
を
示
し
て

い
る
。 

 第
三
章 

『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻
に
お
け
る
「
色
こ
き
は
な
と
見
し
か
ど
も
」 

 

本
章
で
は
、『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻
の
終
盤
で
、
光
源
氏
が
末
摘
花
を
揶
揄
し
て
書
き
付
け
た
手
習
の

一
部
、「
色
こ
き
は
な
と
見
し
か
ど
も
」
に
つ
い
て
、『
源
氏
釈
』
以
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
出
典
未
詳
歌
を
引

用
し
て
い
る
可
能
性
は
認
め
つ
つ
も
、
あ
わ
せ
て
『
古
今
集
』
の
「
紫
の
色
こ
き
と
き
は
め
も
は
る
に
野
な

る
草
木
ぞ
わ
か
れ
ざ
り
け
る
」
を
こ
の
手
習
か
ら
想
起
し
う
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
し
て
末
摘
花
巻
に
お
け

る
紫
の
君
と
末
摘
花
の
対
偶
関
係
を
お
さ
え
た
上
で
、
こ
の
巻
が
「
紫
」
と
「
紅
」
の
複
層
的
文
脈
を
も
つ

こ
と
を
述
べ
た
。
結
論
と
し
て
、
巻
の
終
盤
に
描
か
れ
る
光
源
氏
の
手
習
に
つ
い
て
は
、
『
古
今
集
』
の
歌

を
想
起
し
、「
色
こ
き
と
き
」
を
「
色
こ
き
は
な
」
と
改
変
す
る
こ
と
で
、「
花
」
か
ら
「
鼻
」
の
物
語
へ
、

ま
た
「
紫
」
か
ら
「
紅
」
の
物
語
へ
と
、
こ
の
巻
の
二
重
の
お
か
し
み
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
読
み
解
く

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。 

 

有
名
な
古
歌
を
も
ど
く
よ
う
に
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
に
組
み
込
み
、
解
釈
す
る
本
章
の
姿
勢
は
、

「
物
語
本
文
に
即
し
た
和
歌
」
を
探
す
と
い
う
行
為
に
注
力
す
る
あ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
世
界
の

範
列
的
な
広
が
り
を
み
ず
か
ら
限
定
的
に
し
て
き
た
、
古
注
釈
以
来
の
豊
富
な
研
究
史
の
陥
穽
と
も
言
い

う
る
側
面
に
対
す
る
問
題
提
起
で
も
あ
る
。 

 

第
四
章 

『
源
氏
物
語
』
の
「
な
で
し
こ
」「
と
こ
な
つ
」
と
「
垣
」 

 

本
章
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
で
し
こ
」
「
と
こ
な
つ
」、
そ
し
て
「
垣
」
に
着
目
す
る
こ
と

で
、
主
に
紫
の
上
に
か
か
わ
る
文
脈
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
内
の
連
関

を
明
ら
か
に
し
た
。『
源
氏
物
語
』
正
編
に
登
場
す
る
主
要
な
「
子
」
の
う
ち
、
明
石
姫
君
と
薫
の
み
が
「
な

で
し
こ
」
に
擬
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
と
く
に
明
石
姫
君
に
か
か
わ
る
記
述
を
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
で
、
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明
石
姫
君
に
対
す
る
「
な
で
し
こ
」
の
不
使
用
は
、
育
て
の
母
で
あ
る
紫
の
上
こ
そ
が
、
光
源
氏
に
と
っ
て

唯
一
無
二
の
「
な
で
し
こ
」
で
あ
る
が
ゆ
え
だ
と
解
釈
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
紫
の
上
は
光
源

氏
の
領
有
す
る
「
垣
」
の
内
側
に
閉
ざ
さ
れ
た
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
幻
巻
の
「
な
で
し
こ
」
も
、
紫
の
上
の
象
徴
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
歌
こ
と
ば
の
連
想
性
を
手
掛
か
り
に
、『
源
氏
物
語
』
を
広
く
見
渡
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、

こ
れ
ま
で
和
歌
と
と
く
に
か
か
わ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
表
現
の
背
景
に
も
、
歌
こ
と
ば
で
他
の

場
面
と
の
連
関
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
本
章
は
、
歌
こ
と
ば
を
単
体
で
は
な
く
、
網
目
状
に
絡
み
あ

う
も
の
と
し
て
総
体
的
に
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
の
意
義
を
提
起
す
る
意
味
が
あ
る
。 

 

第
五
章 

花
散
里
巻
の
「
垣
根
」
に
植
え
ら
れ
た
「
卯
の
花
」
の
可
能
性 

 

本
章
で
は
、
花
散
里
巻
に
た
び
た
び
あ
ら
わ
れ
る
「
垣
根
」
の
語
に
着
目
し
、
歌
こ
と
ば
と
し
て
読
み
と

く
こ
と
で
、
こ
の
巻
に
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、「
卯
の
花
」
が
強
く
想
起
さ
れ
う
る
と
論

じ
た
。
花
散
里
巻
は
、
表
層
と
し
て
は
「
橘
」「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
、
懐
旧
の
情
に
つ
な
が
る
モ
チ
ー
フ
が

描
か
れ
、「
な
つ
か
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
前
面
に
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、「
卯
の
花
」
は
、
歌
こ
と
ば

と
し
て
は
「
憂
し
」
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
花
散
里
巻
は
「
垣
根
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
を
介

在
さ
せ
な
が
ら
、
深
層
で
は
「
卯
の
花
」
が
想
起
さ
れ
、
「
憂
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
通
底
し
て
い
る
と
解

釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
複
層
的
な
文
脈
を
読
み
と
く
こ
と
で
、
花
散
里
巻
は
「
憂
き
」
世
を
背
景
に
感

じ
さ
せ
、
麗
景
殿
女
御
姉
妹
の
「
な
つ
か
し
き
」
あ
り
さ
ま
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
だ
と
示
し
た
。 

 

花
散
里
巻
は
、
古
注
釈
以
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
橘
」
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
の
引
用
の

影
響
が
強
く
、
解
釈
が
固
定
化
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
本
章
は
、
前
章
に
つ
づ
き
、
こ
れ
ま
で
焦
点
化
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
「
垣
根
」
と
い
う
語
に
着
目
し
、
歌
こ
と
ば
の
連
想
性
か
ら
読
み
と
く
こ
と
で
、『
源
氏

物
語
』
の
範
列
的
な
テ
ク
ス
ト
の
深
層
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
示
し
た
。 

 

第
六
章 

「
雲
居
の
雁
も
わ
が
ご
と
や
」
考
―
―
「
出
典
未
詳
歌
」
の
捉
え
方
の
一
例
と
し
て
―
― 

 

本
章
で
は
、『
源
氏
物
語
』
少
女
巻
に
お
け
る
雲
居
雁
の
発
言
「
雲
居
の
雁
も
わ
が
ご
と
や
」
を
と
り
あ

げ
、『
源
氏
釈
』
以
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
出
典
未
詳
歌
の
引
用
で
あ
る
と
に
わ
か
に
は
首
肯
し
が
た
い
こ
と

を
述
べ
た
上
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
は
『
古
今
集
』
の
「
人
を
思
ふ
心
は
か
り
に
あ
ら
ね
ど
も
く

も
ゐ
に
の
み
も
な
き
わ
た
る
か
な
」
に
着
想
を
得
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
の
歌
を
雲
居
雁
の
発
言
の
背

景
に
お
く
こ
と
で
、
雲
居
雁
と
夕
霧
の
恋
の
物
語
を
貫
く
鍵
語
と
し
て
「
か
り
」
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
、
こ
の

恋
が
「
か
り
そ
め
」
の
も
の
で
は
な
い
と
、
周
囲
が
思
う
よ
り
は
る
か
に
強
い
「
恋
」
へ
の
思
い
が
主
張
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
た
。
そ
し
て
、
二
人
が
む
す
ば
れ
る
藤
裏
葉
巻
ま
で
、
点
描
さ
れ
る
二
人
の
恋

の
物
語
に
お
い
て
、
こ
の
雲
居
雁
の
発
言
が
響
い
て
い
る
表
現
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。 

 

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
が
、
七
音
・
五
音
と
、
特
定
の
和
歌
を
引
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
な

形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
『
源
氏
釈
』
以
来
の
指
摘
に
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
を
阻
ん
で
い
た
と
言
え
る
こ

と
を
述
べ
た
。
本
章
は
、
出
典
未
詳
歌
を
捉
え
る
方
法
の
一
例
と
し
て
、
特
定
の
和
歌
を
も
と
に
し
な
が
ら

も
、
形
と
し
て
は
新
し
く
和
歌
の
よ
う
な
形
を
作
り
出
し
て
ゆ
く
、
「
引
歌
も
ど
き
」
と
で
も
言
う
べ
き
こ

と
ば
の
使
い
方
が
あ
り
う
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
。 
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第
二
部 

後
世
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
受
容
―
―
歌
こ
と
ば
表
現
の
改
変
を
中
心
に
―
― 

第
一
章 
『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
「
見
え
ぬ
山
路
」 

―
―
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
山
路
」
と
の
か
か
わ
り
―
― 

 

本
章
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
て
い
る
と
さ
れ
る
『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
繰
り
返

し
用
い
ら
れ
る
「
よ
の
う
き
め
見
え
ぬ
山
ぢ
へ
い
ら
む
に
は
お
も
ふ
人
こ
そ
ほ
だ
し
な
り
け
れ
」
と
い
う
和

歌
の
利
用
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
で
当
該
の
歌
が
利
用
さ
れ
た
場
面
の
内
容
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

論
じ
た
。
当
該
歌
は
『
源
氏
物
語
』
を
経
て
、
お
も
に
「
見
え
ぬ
山
路
」
と
い
う
「
型
」
を
も
っ
て
後
期
物

語
で
は
利
用
さ
れ
る
が
、『
狭
衣
物
語
』
が
「
見
え
ぬ
山
路
」
と
い
う
「
型
」
を
用
い
る
と
き
は
、『
源
氏
物

語
』
で
そ
の
形
が
用
い
ら
れ
て
い
た
場
面
と
同
様
に
、「
ほ
だ
し
」
を
希
求
す
る
と
い
う
逆
説
的
な
思
い
の

あ
ら
わ
れ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
山
路
」「
山
道
」
と
い
う
こ
と
ば

ま
で
広
く
見
て
ゆ
く
と
、
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
の
、
宇
治
十
帖
の
影
響
を
強
く
受
け
、
「
恋
の
道
」
と
し

て
の
意
味
を
持
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
位
置
づ
け
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
歌
こ
と
ば
単
体
で
の
利
用
に
加
え
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
を
含
ん
で
展
開
し
て
ゆ
く

と
い
う
よ
う
に
、
歌
こ
と
ば
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
、
一

例
を
あ
げ
て
論
じ
た
。 

 

第
二
章 

梅
翁
源
氏
に
お
け
る
引
歌
―
―
『
雛
鶴
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
―
― 

 

本
章
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
初
期
俗
語
訳
で
あ
る
梅
翁
の
『
雛
鶴
源
氏
物
語
』
を
取
り
あ
げ
、
そ
の

歌
こ
と
ば
表
現
を
分
析
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
注
釈
書
と
性
質
を
異
に
し
、
そ
の
一
冊
で
内
容
を
理
解
し
う

る
こ
と
を
目
指
し
た
俗
語
訳
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
テ
ク
ス
ト
に
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
歌
こ

と
ば
を
い
か
に
扱
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
狙
い
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
梅
翁
源
氏
は
、

『
源
氏
物
語
』
よ
り
も
長
く
、
和
歌
の
歌
句
を
引
用
す
る
場
合
や
、
「
ふ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
説
明
を
付

す
等
、
解
説
に
近
い
記
述
で
の
対
応
が
大
半
で
あ
り
、
歌
こ
と
ば
表
現
と
本
文
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い

る
『
源
氏
物
語
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
和
歌
を
切
り
離
し
て
抽
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
な
ど
、
肯
定
的
に

は
捉
え
に
く
い
点
も
多
い
。
し
か
し
、
和
歌
の
知
識
を
持
た
ず
と
も
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
を
知
る
こ
と

が
で
き
、
さ
ら
に
歌
こ
と
ば
と
の
か
か
わ
り
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
源

氏
学
」
と
も
呼
ば
れ
る
注
釈
中
心
の
享
受
と
は
一
線
を
画
し
た
表
現
上
の
工
夫
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

本
章
は
、
俗
語
訳
の
黎
明
期
に
お
け
る
歌
こ
と
ば
表
現
の
扱
い
に
つ
い
て
、
享
受
史
の
一
端
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

第
三
章 

田
辺
聖
子
『
新
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
闇
」
―
―
「
恋
の
闇
」
と
し
て
の
利
用
―
― 

 

本
章
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
忠
実
な
現
代
語
訳
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
多
く
の
改
変
・
創
作
を
含
む
田

辺
聖
子
の
『
新
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
、
歌
こ
と
ば
の
観
点
か
ら
み
て
も
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
改
変
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
具
体
的
に
は
、
歌
こ
と
ば
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
本
文
で
も
特
徴
的
な
利
用
が
さ

れ
て
い
る
「
闇
」
を
切
り
口
と
し
、『
新
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
闇
」
は
、
専
ら
「
恋
の
闇
」
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
、『
源
氏
物
語
』
で
は
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
に
、『
新
源
氏
物
語
』
で
は
歌
こ
と

ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
田
辺
の
創
作
部
分
に
お
い
て
も

「
闇
」
が
鍵
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
『
新
源
氏
物
語
』
全
体
を
貫
く
テ
ー
マ
の
一
つ
に

「
恋
の
闇
」
が
あ
る
可
能
性
を
示
し
た
。 

 

『
源
氏
物
語
』
を
題
材
と
し
、
基
本
的
に
は
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
沿
っ
て
展
開
す
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
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に
敢
え
て
改
変
す
る
執
筆
姿
勢
を
取
っ
た
『
新
源
氏
物
語
』
は
、
歌
こ
と
ば
の
観
点
か
ら
も
、『
源
氏
物
語
』

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
テ
ー
マ
が
立
ち
あ
が
っ
て
く
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
享
受
史
に
お
い
て
、
意
図
的
に

改
変
す
る
こ
と
で
生
じ
る
お
も
し
ろ
さ
の
一
例
を
提
示
し
た
章
で
あ
る
。 

 

第
四
章 

宝
塚
歌
劇
『
源
氏
物
語
千
年
紀
頌 

夢
の
浮
橋
』
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容 

 
 
 
 
 
 

―
―
古
典
と
現
代
文
化
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
の
「
う
た
」
の
利
用
―
― 

 

 

本
章
は
、
宝
塚
歌
劇
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
作
品
『
源
氏
物
語
千
年
紀
頌 

夢
の
浮
橋
』
を
取
り
上
げ
、
前
章

に
続
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
を
基
と
し
な
が
ら
も
、
意
図
的
な
改
変
を
加
え
、
作
品
独
自
の
新
た
な
テ
ー
マ

を
示
し
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
享
受
作
品
の
存
在
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
宝
塚
歌
劇
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、

大
衆
演
劇
と
い
う
性
質
上
、
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
に
詳
し
く
な
い
観
客
が
多
く
い
る
こ
と
、
ま
た
表
現
手

法
と
し
て
「
う
た
」
を
用
い
て
お
り
、
歌
こ
と
ば
の
変
容
を
考
え
る
上
で
通
底
す
る
性
質
が
あ
る
こ
と
が
理

由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
当
該
の
作
品
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
あ
ら
わ
れ
る
特
徴
的
な
歌
こ
と
ば
を
、
作
品

の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
血
筋
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
ゆ
く
運
命
」
に
合
わ
せ
て
取
り
入
れ
る
一
方
で
、『
源
氏
物

語
』
に
は
な
い
歌
こ
と
ば
も
あ
ら
た
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
前
章
の
『
新
源
氏
物
語
』
同
様
、
翻
案
作
品
な

ら
で
は
の
自
由
な
歌
こ
と
ば
の
利
用
が
見
ら
れ
た
。 

 

現
代
の
『
源
氏
物
語
』
受
容
作
品
、
と
く
に
翻
案
を
伴
う
も
の
に
お
い
て
は
、
歌
こ
と
ば
は
必
ず
し
も
忠

実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
変
容
を
見
て
ゆ
く
こ
と
で
、
現
代
に
お
け
る
『
源
氏
物

語
』
の
捉
え
ら
れ
方
を
考
え
る
端
緒
に
な
る
と
位
置
づ
け
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

＊ 

 

各
章
で
論
じ
て
き
た
の
は
個
別
具
体
の
問
題
で
あ
り
、
歌
こ
と
ば
の
連
想
性
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』

の
テ
ク
ス
ト
の
繋
が
り
を
あ
き
ら
か
に
す
る
、
あ
る
い
は
時
代
を
超
え
て
『
源
氏
物
語
』
が
変
容
し
つ
つ
受

け
継
が
れ
て
ゆ
く
あ
り
さ
ま
を
あ
き
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
テ
ー
マ
の
ほ
ん
の
一
部
を
論
じ
た
に
す
ぎ
な

い
。
終
章
で
は
、
今
後
の
展
望
と
し
て
、
ま
ず
は
こ
う
い
っ
た
問
題
に
さ
ら
に
取
り
組
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
課

題
と
し
て
挙
げ
た
。
ま
た
、
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
、
和
歌
知
識
の
共
有
に
対
す
る

自
覚
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
類
題
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
散
文
作
品
の
か

か
わ
り
を
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
の
有
効
性
を
述
べ
た
。 

 

こ
れ
ら
の
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
古
注
釈
以
来
の
豊
富
な
研
究
史
が
、『
源
氏
物
語
』
の
読

み
を
固
定
化
し
、
テ
ク
ス
ト
が
本
来
持
っ
て
い
た
範
列
的
な
文
脈
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
現
状
か
ら

の
脱
却
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
触
れ
に
く
い
面
が
あ
っ
た
、
古
注
釈
に
お

け
る
出
典
未
詳
歌
の
指
摘
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
な
解
釈
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
と
問
題
を
提
起
し
た
の
が
本
論
文
で
あ
る
。 

 

一
方
で
、
第
二
部
は
、
古
く
か
ら
の
研
究
史
に
縛
ら
れ
て
き
た
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
の
読
み
を
捉
え

な
お
す
の
と
は
異
な
る
意
義
を
持
つ
。
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
作
品
は
、『
狭
衣
物
語
』
を
除
き
い
ず
れ
も
、

あ
ま
り
先
行
論
で
歌
こ
と
ば
の
切
り
口
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
源
氏
物

語
』
本
文
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
性
質
を
持
つ
こ
れ
ら
の
作
品
が
、
か
つ
て
の
受
容
研
究
で
作
品
評
価
の
基
準
と

な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
「
い
か
に
源
氏
物
語
に
忠
実
で
あ
る
か
」
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
、
評
価
さ
れ
に

く
い
こ
と
に
原
因
の
一
つ
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
と
く
に
現
代
の
作
品
に
お
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』

成
立
当
時
と
は
享
受
者
の
持
つ
和
歌
知
識
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
こ
と
ば
表
現

が
な
お
作
品
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
象
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
上
で
、
今
後
の
展
望
と
し
て
、
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今
後
は
特
定
の
歌
こ
と
ば
の
利
用
に
つ
い
て
、
通
史
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
ば
が
時
代
ご
と
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
と
連
想
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
も
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。 

 

本
論
文
を
通
し
て
、
個
別
の
歌
こ
と
ば
に
関
す
る
課
題
か
ら
、
歌
こ
と
ば
を
総
体
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る

課
題
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
見
え
て
き
た
。
今
後
は
、
歌
こ
と
ば
が
連
想
性
を
持
ち
、
か
つ
『
源
氏
物

語
』
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の
内
容
を
含
み
な
が
ら
変
容
も
し
て
ゆ
く
柔
軟
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意

識
し
た
研
究
が
求
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
結
論
付
け
た
。 

 


