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源
氏
が
「
常
夏
」
の
花
に
付
け
て
贈
っ
た
「
よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
慰
ま
で
露
け
さ
ま
さ

る
な
で
し
こ
の
花
」
歌
に
対
し
、
王
命
婦
か
ら
藤
壷
の
「
ほ
の
か
に
書
き
さ
し
た
る
や
う
な
る
」

「
袖
ぬ
る
る
」
の
歌
が
届
け
ら
れ
た
。
源
氏
と
藤
壷
両
歌
と
も
に
、
従
来
い
く
つ
か
の
点
に
お

い
て
解
釈
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
。
中
で
も
、
藤
壷
歌
の
「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
の
「
ぬ
」
を
助

紅
葉
賀
巻
に
お
い
て
源
氏
は
桐
壷
帝
の
御
前
で
藤
壷
の
若
宮
と
初
め
て
対
面
を
す
る
が
、
帝

の
若
宮
へ
の
鍾
愛
を
目
に
し
、
源
氏
と
藤
壷
は
様
々
の
感
懐
を
抱
い
て
退
出
す
る
。
そ
の
後
源

氏
は
藤
壷
に
文
を
や
り
、
二
人
の
歌
が
交
わ
さ
れ
た
。

序

と
ば
か
り
、
ほ
の
か
に
書
き
さ
し
た
る
や
う
な
る
を
、
喜
び
な
が
ら
奉
れ
る
…
（
紅
葉
賀

①
三
一
一
一
○
）
（
注
１
）

花
に
咲
か
な
ん
と
恩
ひ
た
ま
へ
し
も
、
か
ひ
な
き
世
に
は
べ
り
け
れ
ば
」
と
あ
嶮

ぬ
べ
き
隙
に
や
あ
り
け
む
、
御
覧
ぜ
さ
せ
て
、
「
た
だ
塵
ば
か
り
、
こ
の
花
び
ら

こ
ゅ
る
を
、
わ
が
御
心
に
も
、
も
の
い
と
あ
は
れ
に
思
し
知
ら
る
る
ほ
ど
に
て
、

御
前
の
前
栽
の
何
と
な
く
青
み
わ
た
れ
る
中
に
、
常
夏
の
は
な
や
か
に
咲
き
出
で
た
る
を

折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
命
婦
の
君
の
も
と
に
書
き
た
ま
ふ
こ
と
多
か
る
べ
し
。

袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
Ⅷ
回
国
倒
劃
口
剥
剤
割
引
列
臼
詞
刹
鯏
圏
判
ヨ
ヨ
倒
司
ｕ
。

言よ
そ
〈
つ
つ
見
る
に
心
は
慰
割
調
斜
噌
酬
剴
ヨ
コ
ヨ
ｑ
飼
司
Ⅱ
。
。
ｕ
梱

え
に
し

〈
露
〉
の
縁
の
〈
な
で
し
｝
」
〉
の
花

源
氏
と
藤
壺
の
贈
答
歌
解
釈

れ
ば
」
と
あ
り
。

こ
の
花
び
ら
に
」

とさ
問り

右
歌
に
は
「
贈
皇
后
宮
に
添
ひ
て
春
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
時
、
少
将
義
孝
久
し
く
参
ら
ざ
り

け
る
に
、
刺
制
服
邸
弓
卿
禰
に
つ
け
て
遣
は
し
け
る
」
の
詞
書
が
あ
り
、
「
な
で
し
こ
の
花
」
を
愛

し
子
義
孝
に
引
き
寄
せ
並
べ
て
見
て
も
、
慰
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
母
の
心
情
を
詠
じ
た
も
の

動
詞
の
完
了
・
打
梢
い
ず
れ
に
解
す
る
の
か
、
解
釈
が
対
立
し
て
い
る
。
完
了
説
の
「
そ
っ
け

な
い
も
の
に
思
っ
て
し
ま
う
」
「
新
大
系
」
）
「
い
と
お
し
む
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
」
（
『
新
全
集
』
）
、

打
消
説
の
「
疎
む
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
」
（
『
全
集
」
、
い
ず
れ
に
捉
え
る
に
し
て
も
、
藤
壷
の

若
宮
へ
の
愛
お
し
い
気
持
ち
が
通
底
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
逵
巡
し
つ
つ
も
や

は
り
疎
ま
れ
て
し
ま
う
の
か
、
或
い
は
や
は
り
疎
む
こ
と
の
で
き
な
い
愛
し
子
で
あ
る
と
詠
じ

る
の
か
、
そ
れ
は
藤
壷
物
語
解
釈
の
上
か
ら
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
従
来
は
藤
壷
歌
の
「
な

ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
に
重
点
を
置
き
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
贈
答
歌
で
あ
る
こ
と
に
留

意
し
、
贈
歌
で
あ
る
源
氏
の
歌
に
も
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
若
宮
へ
の
思
い
を
託
し

た
源
氏
と
藤
壷
両
歌
の
真
意
を
考
察
し
て
み
た
い
。

は
じ
め
に
、
源
氏
の
「
よ
そ
へ
つ
Ｃ
歌
で
あ
る
が
、
次
の
恵
子
女
王
歌
が
引
歌
と
さ
れ
る
。

１ 人
文
科
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻

博
士
後
期
課
程
二
○
○
六
年
度
満
期
退
学
山
崎
和
子

よ
そ
へ
つ
つ
見
れ
ど
つ
ゆ
だ
に
慰
ま
ず
い
か
に
か
す
べ
き
な
で
し
こ
の
花
（
義
孝
集
七

三
、
新
古
今
集
巻
一
六
雑
上
一
四
九
二
）

「
よ
そ
へ
つ
つ
」
歌
に
つ
い
て
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例
２
は
源
氏
が
葵
上
と
の
遺
児
夕
霧
を
「
な
で
し
こ
」
と
詠
み
、
「
撫
子
」
の
花
に
付
け
て
贈

っ
た
の
に
対
し
、
３
の
大
宮
の
返
歌
で
は
「
大
和
な
で
し
こ
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
４
で
は
、

頭
中
将
に
と
っ
て
「
大
和
撫
子
」
は
幼
子
の
玉
露
を
指
し
、
愚
詞
掛
『
口
据
ゑ
じ
と
ぞ
思
ふ
咲
き

し
よ
り
銅
と
わ
が
寝
る
潮
創
呵
掴
」
（
古
今
集
巻
三
夏
歌
・
凡
河
内
躬
恒
一
六
七
）
を
引
歌
と
す

る
こ
と
で
、
「
常
夏
の
花
」
た
る
母
親
の
夕
顔
を
対
照
的
に
導
き
出
し
て
い
る
。
５
の
「
常
夏
」

は
、
源
氏
が
頭
中
将
と
夕
顔
の
贈
答
歌
（
「
咲
き
ま
じ
る
色
は
い
づ
れ
と
分
か
れ
ど
も
な
ほ
と
こ

詞
可
に
し
く
も
の
ぞ
な
き
」
「
う
ち
払
ふ
袖
も
露
け
き
ｕ
ゴ
扣
列
可
に
嵐
吹
き
そ
ふ
秋
も
来
に
け

り
」
（
帯
木
①
八
二
～
八
三
）
）
を
踏
ま
え
、
夕
顔
を
指
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
な
で
し
こ
」
は
「
撫

で
し
子
」
を
、
「
と
こ
な
つ
」
に
は
「
床
」
を
掛
詞
と
す
る
こ
と
で
、
共
寝
を
す
る
妻
や
恋
人
を

連
想
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
も
、
葵
上
と
夕
霧
、
夕
顔
と
玉
璽
の
母
子
連
想
が
あ
る
よ
う

に
、
冒
頭
例
の
「
常
夏
」
と
「
な
で
し
こ
の
花
」
も
藤
壷
と
若
宮
母
子
を
形
象
化
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
な
で
し
こ
」
に
は
「
撫
で
し
子
」
と
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
若
い
女
性
の
連

想
も
あ
る
。
落
葉
宮
母
御
息
所
の
山
荘
に
咲
く
「
垣
ほ
に
生
ふ
る
綱
引
の
う
ち
な
び
け
る
色
も

で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
や
平
安
和
歌
に
お
い
て
「
と
こ
な
つ
」
「
な
で
し
こ
」
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」

は
同
じ
く
カ
ワ
ラ
ナ
デ
シ
コ
を
指
し
、
中
国
渡
来
の
「
唐
な
で
し
こ
」
（
セ
キ
チ
ク
）
と
は
区
別

さ
れ
る
。
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
六
の
草
「
な
で
し
こ
」
に
は
、
「
な
で
し
こ
」
七
首
、
「
と
こ
な

つ
」
六
首
、
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
三
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
は
「
と
こ
な

つ
」
五
例
、
「
な
で
し
こ
」
一
六
例
（
襲
の
色
目
一
例
は
除
く
）
、
「
な
で
し
こ
の
花
」
「
や
ま
と

な
で
し
こ
」
各
三
例
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

５４３ 

２
枯
れ
た
る
下
草
の
中
に
、
竜
胆
、
撫
騨
調
な
ど
の
咲
き
出
で
た
る
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、

中
将
の
立
ち
た
ま
ひ
ぬ
る
後
に
、
…

九
和
掘
割
刑
を
ぱ
さ
し
お
き
て
、
ま
づ
塵
を
だ
に
な
ど
親
の
心
を
と
る
。
（
帯
木
①
八
三
）

な
ほ
か
の
頭
中
将
の
常
夏
疑
は
し
く
、
語
り
し
心
ざ
ま
ま
づ
恩
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
へ
ど
、

（
夕
顔
①
’
五
五
）

源
氏
「
草
枯
れ
の
ま
が
き
に
残
る
詞
冠
司
リ
コ
を
別
れ
し
秋
の
か
た
み
と
ぞ
見
る

…
」
（
葵
②
五
六
～
五
七
）

大
宮
今
も
見
て
な
か
な
か
袖
を
朽
す
か
な
垣
ほ
荒
れ
に
し
刈
訓
剖
剣
Ⅱ
Ⅵ
．
（
同
五
七

ま
づ
塵
を
だ
に
な
ど
親
の
心
を
と
る
。

」
（
同
五
七
）

（
帯
木
①
八
三
）

を
か
し
う
見
ゆ
」
（
夕
霧
④
四
○
二
）
の
「
撫
子
」
は
、
夕
霧
に
落
葉
宮
を
妨
佛
さ
せ
る
花
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
玉
墜
が
六
条
院
世
界
で
「
な
で
し
こ
」
と
語
ら
れ
る
時
、
そ
れ
は
本
来
の
「
撫

で
し
子
」
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
夏
の
町
の
西
の
対
の
庭
に
「
欄
刊
の
色
を
と
と
の
へ
た
る
、

唐
の
、
大
和
の
、
雄
い
と
な
つ
か
し
く
結
ひ
な
し
て
、
咲
き
乱
れ
た
る
」
（
常
夏
③
二
二
八
）
花

と
し
て
、
若
君
達
が
「
心
の
ま
ま
に
も
折
り
取
ら
ぬ
を
飽
か
ず
思
ひ
つ
つ
や
す
ら
ふ
」
（
同
）
、

恋
愛
対
象
の
女
君
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
和
歌
に
お
い
て
も
同
様
で
、
「
わ
が
宿
の
垣
根
に
植
ゑ
し
創
刊
ｕ
コ
は
花
に
咲
か
な
む

よ
そ
へ
つ
つ
見
む
」
（
後
撰
集
巻
四
夏
・
読
人
知
ら
ず
一
九
九
）
は
、
源
氏
の
歌
に
続
く
文
の
言

葉
「
花
に
咲
か
な
ん
」
の
引
歌
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
な
で
し
こ
」
も
本
来
は
恋
し
い
女
性
の

面
影
に
重
ね
て
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
「
な
で
し
こ
」
に
お
け
る
象
徴
表

現
の
二
面
性
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

次
に
、
源
氏
が
「
よ
そ
へ
つ
つ
見
る
」
と
詠
じ
た
時
、
そ
れ
は
何
を
何
に
「
よ
そ
へ
」
て
見

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
行
注
釈
書
で
は
次
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
。

イ
・
ロ
は
「
若
宮
」
と
「
常
夏
」
或
は
「
な
で
し
こ
」
、
ハ
は
「
藤
壷
」
と
「
な
で
し
こ
」
、

一
一
は
「
若
宮
」
と
「
藤
壷
」
の
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ハ
解
釈
の
小
町
谷
照
彦
氏
は
、
問

題
の
贈
答
歌
二
首
に
お
い
て
源
氏
が
藤
壷
を
「
な
で
し
こ
」
に
、
藤
壷
が
若
宮
を
「
大
和
な
で

し
こ
」
に
準
え
て
歌
を
詠
む
こ
と
が
、
「
対
照
的
」
な
二
人
の
乖
離
す
る
心
を
表
す
と
捉
え
、
贈

答
歌
で
あ
る
こ
と
の
特
質
に
留
意
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
源
氏
が
「
な
で
し

こ
の
花
」
に
込
め
た
の
は
、
藤
壷
か
若
宮
か
、
い
ず
れ
か
一
方
に
限
定
さ
れ
る
表
現
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
恵
子
女
王
歌
で
「
な
で
し
こ
」
は
「
撫
で
し
子
」
と
し
て
〈
愛
し
子
〉

の
面
影
を
揺
曳
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
『
後
撰
集
』
一
九
九
番
歌
を
は
じ
め
、

６ 
第
六
な
で
し
こ
・
几
河
内
躬
恒
三
六
二
六
）

７
天
暦
御
時
、
広
幡
の
宮
す
所
久
し
く
参
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
御
文
遣
は
し
け
る
に

山
が
っ
の
垣
ほ
に
生
ふ
る
綱
引
に
恩
ひ
卿
ａ
『
ぬ
時
の
間
ぞ
な
き
（
拾
遺
集
巻
一
三
恋

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
行
注
釈
書
で
は
次
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
。

イ
常
夏
を
若
宮
に
…
…
…
…
…
「
全
譜
』
・
『
新
大
系
』
・
『
新
全
集
』

ロ
若
宮
を
な
で
し
こ
の
花
に
…
『
集
成
』
・
吉
見
健
夫
（
注
２
）
・
『
鑑
賞
と
基
礎
知
搬
』

ハ
藤
壷
を
な
で
し
こ
の
花
に
…
小
町
谷
照
彦
（
注
３
）

一
一
若
宮
を
藤
壷
に
：
…
…
・
…
…
『
全
集
』
・
『
大
系
』
・
木
船
重
昭
（
注
４
）

な
れ
ば
な
く
て
人
に
は
見
せ
ん
と
も
せ
ず
（
古
今
六
帖
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見
ょ
見
る
ま
ま
に
に
ほ
ひ
に
ま
さ
る
創
矧
Ⅱ
引
副
判
型
歌
を
贈
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

’
一
人
の
間
に
生
ま
れ
た
愛
し
子
を
「
な
で
し
こ
の
花
」
に
準
え
て
「
あ
は
れ
と
も
見
よ
」
と
言

う
も
の
で
、
歌
意
に
不
明
な
点
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
源
氏
の
歌
は
今
少
し
複
雑
な
要
素
を
持

ち
、
『
帳
江
入
楚
」
（
注
５
）
に
お
い
て
は
「
二
つ
の
心
」
と
し
て
「
な
で
し
こ
の
花
↓
若
宮
」
「
若

宮
↓
藤
壷
」
へ
の
連
想
を
指
摘
し
て
い
た
。
「
全
集
』
（
小
学
館
一
九
七
○
年
）
は
頭
注
で
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
な
で
し
こ
」
は
「
常
夏
」
と
同
じ
花
、
い
ま
庭
前
に
あ
る
。
歌
中
で
は
「
撫
で
し
子
」

（
愛
撫
す
べ
き
若
宮
）
と
す
る
。
常
夏
の
花
↓
（
な
で
し
こ
）
↓
若
宮
↓
藤
壷
と
、
次
々

に
イ
メ
ー
ジ
の
移
っ
て
い
く
歌
。
「
よ
そ
へ
つ
つ
見
れ
ど
露
だ
に
慰
ま
ず
い
か
に
か
す
べ
き

な
で
し
こ
の
花
」
（
新
古
今
・
雑
上
恵
子
女
王
）
に
よ
る
歌
で
あ
る
が
、
単
純
に
「
な
で

し
こ
」
を
「
子
」
に
な
ぞ
ら
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。

「
さ
ら
に
複
雑
」
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
と
捉
え
、
「
な
で
し
こ
の
花
ｌ
若
宮
を
あ
な
た
様
に

一
」
と
寄
せ
て
忍
ぶ
つ
も
り
で
お
り
ま
し
た
が
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。
或
い
は
、
木
船
重
昭

氏
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
重
複
は
「
よ
そ
へ
つ
つ
」
の
機
能
に
あ
る
と
捉
え
た
。
氏
は
、
「
つ
つ
」

が
「
な
で
し
こ
の
花
を
藤
壷
の
宮
に
」
「
な
で
し
こ
の
花
を
若
宮
に
」
「
若
宮
を
藤
壷
に
」
と
い

う
「
は
な
や
か
に
咲
き
出
で
た
る
と
一
」
夏
の
花
に
お
い
て
、
い
ま
三
重
写
し
と
な
り
相
交
錯
し

て
映
ず
る
」
（
注
６
）
働
き
を
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

「
よ
そ
へ
つ
つ
」
に
お
け
る
動
詞
「
よ
そ
ふ
」
は
、
ヨ
シ
（
寄
）
ソ
へ
（
添
）
の
約
か
。
甲

を
乙
に
引
き
寄
せ
て
並
べ
、
両
者
を
関
係
が
あ
る
と
す
る
意
」
（
「
岩
波
古
語
辞
典
」
’
九
七
四

「
源
氏
物
語
』
を
模
し
た
『
夜
の
目
覚
』
（
巻
二
）
で
も
、
大
納
言

た
姫
君
を
引
き
取
っ
た
後
、
中
君
に
手
折
っ
た
撫
子
の
花
を
添
え
「

三
・
村
上
天
皇
御
製
八
一
一
一
○
）

な
ど
「
と
こ
な
つ
」
「
な
で
し
こ
」
を
恋
歌
と
し
て
詠
む
歌
が
あ
る
。
源
氏
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま

え
た
上
で
、
ま
ず
「
常
夏
」
に
藤
壷
の
面
影
を
重
ね
て
見
て
い
た
と
思
う
。
そ
れ
を
歌
で
は
「
な

で
し
こ
の
花
」
と
詠
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
常
（
床
）
夏
」
か
ら
「
撫
で
し
子
」
へ
と
連
想
を

紡
ぐ
、
重
層
的
表
現
が
な
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
次
章
で
は
、
藤
壷
か
ら
若
宮
へ
と
連

想
を
繋
ぐ
歌
の
重
層
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
「
常
夏
」
か
ら
「
な
で
し
こ
の
花
」
へ

大
納
言
は
中
君
と
の
間
に
生
ま
れ

（
寄
）
ソ
へ
（
添
）
の
約
か
。
甲

弓
岩
波
古
語
辞
典
』
’
九
七
四

よ
そ
へ
つ
つ
あ
は
れ
と
も

例
８
は
父
故
桐
壷
院
の
「
な
き
か
げ
」
を
「
月
」
に
、
９
の
曽
禰
好
忠
歌
は
「
消
え
残
る
雪

を
」
「
花
に
」
引
き
寄
せ
並
べ
る
こ
と
を
反
復
し
な
が
ら
「
な
が
」
め
、
「
見
る
」
の
で
あ
る
。

１
０
で
は
野
分
に
垣
間
見
た
紫
の
上
を
「
樺
桜
」
、
玉
霞
を
「
山
吹
」
に
楡
え
た
夕
霧
が
、
今
ま

た
目
に
し
た
明
石
の
姫
君
は
「
藤
の
花
」
に
重
ね
て
自
然
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
表
し
、
、
の

紀
貫
之
歌
も
「
北
に
た
な
び
く
雨
雲
を
」
越
の
方
に
居
る
「
君
に
」
引
き
寄
せ
て
眺
め
た
こ
と

を
詠
ず
る
も
の
で
あ
る
。
「
よ
そ
ふ
」
は
、
今
眼
前
に
存
在
す
る
あ
る
も
の
に
他
の
こ
こ
に
は
な

い
も
の
を
引
き
寄
せ
て
並
べ
、
そ
の
類
似
性
や
同
質
性
に
お
い
て
見
た
り
、
言
っ
た
り
、
思
っ

た
り
す
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
。

皿
は
、
大
君
が
中
君
と
自
分
と
の
結
婚
を
望
ん
で
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
匂
宮
と
結
婚
さ
せ

て
し
ま
っ
た
蕪
が
、
亡
き
大
君
の
代
わ
り
に
中
君
と
結
婚
す
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
と
後
悔
す
る

歌
で
あ
る
。
「
白
露
」
に
大
君
を
、
「
朝
顔
の
花
」
に
中
君
を
見
立
て
、
「
朝
顔
の
花
」
に
は
必
ず

や
「
露
」
が
置
く
こ
と
か
ら
、
「
白
露
」
が
「
朝
顔
の
花
」
と
前
世
か
ら
の
約
束
を
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
と
詠
じ
て
い
る
。
前
述
の
木
船
氏
は
こ
の
例
に
つ
い
て
も
、
「
よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
」
こ

と
は
「
ま
ず
は
あ
さ
が
お
の
花
を
中
君
に
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
中
君
を
大
君
に
「
よ

そ
へ
て
み
る
』
」
と
い
う
二
重
の
「
継
起
的
反
復
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ

は
「
つ
つ
」
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
「
白
露
」
「
朝
顔
の
花
」
に
「
大
君
」
「
中
君
」
を
取
り
合
わ

年
）
と
説
か
れ
、
ま
た
「
つ
つ
」
は
、
同
主
体
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
は
同
じ
行
為
の
反

復
を
表
す
接
続
助
詞
と
捉
え
ら
れ
る
（
注
７
）
。
従
っ
て
こ
こ
は
、
主
体
で
あ
る
源
氏
の
「
よ
そ

ふ
」
行
為
の
反
復
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
「
源
氏
物
語
」
に
は
「
よ
そ
ふ
」
’
六
例
、
「
動
詞

十
よ
そ
ふ
」
形
で
一
七
例
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
平
安
和
歌
に
も
用
例
が
多
い
。

１２１１ 

ﾖ： 
てぱ

1０９ 

８
謡
勤
罵
姻
ｍ
や
い
か
が
見
る
ら
む
卦
割
引
『
つ
つ
概
叔
識
琲
露
郎
も
雲
が
く
れ
ぬ
る
（
須
磨
②

別
剴
可
ぺ
て
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る
回
鯛
の
ち
ぎ
り
か
お
き
し
馴
饗
鋼
卿
梱
（
宿
木
⑤
’
’
’
九
四
）

か
の
見
つ
る
さ
き
ざ
き
の
、
桜
、
山
吹
と
い
は
ぱ
、
ご
池
傾
麟
亟
抱
“
増
川
ぷ
ぺ
‐
溌
隣

が
１
湘
高
劃
湘
鈍
眺
暁
劃
斌
斌
眺
己
１
風
慢
輯
覗
き
起
詮
但
瞬
出
感
１
餌
○
召
麺
詮
斌

ｕ
蝿
．
‐
“
甸
矧
矧
剴
司
引
ら
る
。
（
野
分
③
二
八
四
～
二
八
五
）

一
八
二
）

山
陰
の
う
つ
ぎ
垣
根
ぞ
消
え
残
る
雪
を
ぞ
花
「
に
狙
石

て
な
が
め
つ
る
か
な
（
貫
之
集
八
○
四
）

つ
つ
見
る
（
好
忠
集
四
○
）
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せ
る
こ
と
は
暗
愉
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
「
よ
そ
へ
」
る
の
は
、
蕪
が

一
中
君
」
を
「
大
君
」
に
引
き
寄
せ
並
べ
見
る
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
の
歌
も
、
歌
の
文
脈
か
ら

は
、
眼
前
の
「
な
で
し
こ
の
花
」
を
何
か
に
「
よ
そ
ふ
」
行
為
を
反
復
し
な
が
ら
見
て
い
る
こ

と
を
表
す
。

と
こ
ろ
で
、
源
氏
の
文
に
は
歌
に
続
き
「
花
に
咲
か
な
ん
と
思
ひ
た
ま
へ
し
も
、
か
ひ
な
き

世
に
は
べ
り
け
れ
ば
」
の
一
文
が
添
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
歌
を
補
足
す
る
内
容
と
し
て
、

「
露
け
さ
ま
さ
る
」
理
由
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
注
釈
書
で
は
「
花
に
咲
か
な
ん
」
を
次
の

よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

イ
早
く
花
に
咲
い
て
ほ
し
い
意
…
…
…
…
…
…
…
…
『
全
書
』
・
『
大
系
』

ロ
若
宮
が
美
し
く
成
長
し
て
ほ
し
い
意
を
こ
め
る
…
『
全
集
」
・
『
新
全
集
』

ハ
若
宮
が
お
生
れ
に
な
っ
た
ら
：
…
…
…
・
『
集
成
』
・
「
新
大
系
』
・
『
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』

「
花
に
咲
く
」
の
は
、
引
歌
の
『
後
撰
集
』
歌
「
わ
が
宿
の
垣
根
に
植
ゑ
し
な
で
し
こ
は
掴

集
」
の
大
伴
家
持
歌
「
わ
が
屋
戸
に
蒔
き
し
な
で
し
こ
い
つ
し
か
も

文
の
文
脈
か
ら
も
「
な
で
し
こ
」
で
あ
る
。
「
花
に
咲
か
な
ん
」
そ
の
も
の
が
子
供
の
誕
生
の
楡

と
し
て
詠
ま
れ
た
例
は
見
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
む
し
ろ
和
歌
の
伝
統
に
お
い
て
「
花
に
咲
く
」

の
は
恋
歌
の
表
現
で
あ
る
。
『
後
撰
集
』
歌
も
部
立
は
夏
で
あ
る
が
、
本
歌
と
見
ら
れ
る
『
万
葉

剣
劇
湖
」
（
巻
八
一
四
四
八
）
は
「
春
の
相
聞
」
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
（
伝
為
氏
筆
本
巻
末
所

載
の
小
式
部
内
侍
本
）
に
見
ら
れ
る
異
伝
歌
「
わ
が
宿
に
蒔
き
し
な
で
し
こ
い
つ
し
か
も
楢
憾

、
掴
困
州
到
姻
む
虫
そ
へ
つ
つ
見
れ

り
て
」
の
詞
書
が
あ
る
。

旧
鶴
ざ
出
盟
朝
な
朝
な
見
む

る
｡ 

こ
」
が
「
花
に
咲
く
」
こ
と
は
、
本
来
１

面
影
を
重
ね
て
そ
の
女
を
想
う
と
い
う
、

咲
か
な
ん
よ
そ
〈
て
も
旨

1３ 

し
か
し
一
方
で
は
、

遺
集
巻
七
賀
・
花
山
院
御
製
四
四
一
）

お
も
ふ
こ
と
今
は
な
き
か
な

み
こ
た
ち
を
冷
泉
院
親
王
に
な
し
て
の
ち
よ
ま
せ
た
ま
へ
る

『
万
葉
集
』

」
に
も
「
む
か
し
、
を
と
こ
、
え
あ
ふ
ま
じ
か
る
人
を
恋
ひ
わ
た

勾
葉
集
』
「
夏
の
相
聞
」
に
「
隠
り
の
み
恋
ふ
れ
ば
苦
し
搬
寧
打
回
栖

」
（
巻
十
一
九
九
二
）
な
ど
の
類
似
歌
も
あ
る
よ
う
に
、
「
な
で
し

は
、
本
来
は
美
し
く
咲
い
た
「
な
で
し
こ
」
の
花
に
恋
し
い
女
の

う
と
い
う
、
明
ら
か
に
恋
歌
と
し
て
詠
じ
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ

」
（
後
撰
集
巻
四
夏
・
読
人
知
ら
ず
一
九
九
）
に
し
て
も
、
問
題

輯
司
飛
リ
コ
か
相
に
咲
く
ば
か
り
な
り
ぬ

花
に
咲
き
戦
む
な
そ
へ
つ

と
思
へ
ぱ
（
後
拾

の
よ
う
に
、
「
な
で
し
こ
の
花
に
咲
く
」
こ
と
を
子
の
成
長
に
準
え
た
歌
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
な
で
し
こ
」
が
「
撫
で
し
詞
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
が
故
に
、
そ
れ
が
「
花
に
咲
く
」

こ
と
は
子
の
成
長
を
表
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
源
氏
も
「
な
で
し
こ
（
撫
で
し
子
）
」

と
し
て
結
実
し
た
若
宮
の
成
長
を
「
花
に
咲
く
」
と
捉
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
源
氏
は
、
ま
ず
「
常
夏
」
の
花
に
共
寝
を
し
た
藤
壷
を
重
ね
て
見
、
恋
情
を
忍
ぶ
べ

く
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
藤
壷
と
は
恋
の
成
就
す
る
こ
と
の
な
い
宿
命
故
に
心
慰
む
こ
と
は
な
く
、

涙
に
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
涙
は
「
露
」
と
な
っ
て
「
な
で
し
こ
の
花
」
に
置
き
添
う
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
慕
わ
し
い
藤
壷
を
思
い
こ
が
れ
る
涙
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
方
で
は
、
無
事

に
生
ま
れ
て
成
長
し
て
欲
し
い
と
願
っ
た
若
官
は
、
わ
が
子
と
は
名
乗
る
｝
」
と
の
で
き
な
い
「
撫

で
し
子
（
愛
し
子
）
」
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
今
、
「
な
で
し
こ
の
花
」
に
注
が
れ
る
涙
と
な

っ
て
、
〈
常
夏
（
Ⅱ
藤
壺
）
〉
と
〈
な
で
し
こ
の
花
丁
若
宮
）
〉
の
象
徴
性
と
連
想
が
、
一
首
を

二
重
の
意
味
を
帯
び
た
歌
へ
と
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
よ
そ
〈
つ
つ
見
る
」
に
は
、
｜
つ
に

は
「
常
夏
」
の
花
に
藤
壷
を
重
ね
て
見
る
こ
と
、
今
一
つ
に
は
「
常
夏
」
の
異
名
で
あ
る
「
な

で
し
こ
」
に
若
宮
を
重
ね
て
見
る
と
い
う
、
表
現
と
し
て
の
一
一
重
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
木
船
氏
の
言
わ
れ
る
「
つ
つ
」
の
働
き
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
源
氏
が
藤
壷
へ

の
恋
慕
を
語
り
な
が
ら
、
わ
が
子
へ
の
愛
情
へ
と
転
位
さ
せ
て
い
く
の
は
、
「
な
で
し
こ
」
の
象

徴
表
現
と
し
て
の
二
面
性
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

今
一
つ
問
題
歌
を
考
察
す
る
上
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
「
な
で
し
こ
（
と
こ
な

つ
ど
と
「
露
」
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
。

後
、
硯
瓶
に
挿
し
て
あ
る
「
撫
子
」
を
東
宮
（
当
時
四
才
の
敦
成
親
至
が
取
り
散
ら
か
し
た

の
を
見
て
上
東
門
院
（
藤
原
彰
子
）
が
涙
す
る
『
栄
花
物
語
』
の
例
応
も
、
「
撫
子
の
花
」
に

は
幼
い
東
宮
を
、
こ
ぼ
れ
る
「
露
」
は
「
涙
」
を
暗
楡
し
て
い
る
。
「
露
」
が
「
涙
」
の
瞼
で
あ

る
こ
と
は
、
平
安
朝
文
学
に
お
い
て
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
露
」

と
「
な
で
し
こ
（
常
夏
）
」
に
お
け
る
深
い
縁
が
源
氏
歌
の
み
な
ら
ず
藤
壷
歌
に
お
い
て
も
重
要

例
以
の
葵
上
亡
き
後
、
払
う
床
の
「
露
」
は
源
氏
の
涙
で
あ
る
。
ま
た
、
｜
条
天
皇
の
崩
御

1５１４ 

君
な
く
て
塵
積
も
り
ぬ
る
ｕ
Ｊ
Ⅲ
倒
司
の
鋼
う
ち
払
ひ
い
く
夜
寝
ぬ
ら
む
（
葵
②
六
五
）

見
る
ま
ま
に
鋼
ぞ
こ
ぼ
る
る
後
れ
に
し
心
も
知
ら
ぬ
欄
引
回
桐
（
栄
花
物
語
・
巻
第
九

い
は
か
げ
）
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藤
壷
の
「
袖
ぬ
る
る
」
歌
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
特
に
「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
の
「
ぬ
」
が

問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
逵
巡
し
な
が
ら

も
や
は
り
若
宮
を
疎
ま
し
く
思
っ
て
し
ま
う
苦
渋
の
心
中
を
述
べ
た
四
句
切
れ
の
歌
と
な
り
、

打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
疎
む
こ
と
の
で
き
な
い
愛
し
子

で
あ
る
と
詠
じ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
古
く
「
孟
津
抄
』
「
湖
月
抄
』
な
ど
は
完
了
説
、
『
源

氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
（
注
８
）
『
源
氏
物
語
評
釈
」
な
ど
は
打
消
説
に
立
つ
が
、
二
説
は
今
な
お

解
決
さ
れ
な
い
で
い
る
。

イ
完
了
…
「
大
系
』
・
「
集
成
』
・
『
新
全
集
』
・
『
新
大
系
』
・
川
島
絹
江
（
注
９
）
・
鈴
木
宏

子
（
注
⑭
）
・
『
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
・
工
藤
重
矩
径
Ⅲ
）

ロ
打
消
…
『
全
書
」
・
『
全
集
』
・
「
玉
上
評
釈
」
木
船
重
昭
（
注
旭
）
・
小
町
谷
照
彦
（
注

旧
）
・
吉
見
健
夫
（
注
Ⅱ
）
・
柏
木
由
夫
（
注
応
）

ハ
両
説
を
認
め
る
…
徳
岡
涼
（
注
旧
）
・
石
阪
晶
子
（
注
Ⅳ
）

対
立
す
る
イ
・
ロ
説
に
対
し
、
近
年
徳
岡
氏
は
「
『
用
心
』
の
歌
」
と
い
う
観
点
か
ら
一
．
両
義

を
兼
ね
備
え
た
も
の
」
と
捉
え
た
。
し
か
し
、
氏
の
言
う
「
第
三
者
の
目
を
意
識
し
」
た
配
慮

と
は
、
漏
洩
し
た
場
合
を
考
え
、
瞼
と
し
て
詠
み
明
確
に
は
表
現
し
な
い
と
い
う
配
慮
で
あ
り
、

な
核
と
な
っ
て
い
る
点
に
留
意
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

更
に
、
今
日
の
注
釈
書
で
は
「
露
け
さ
ま
さ
る
」
を
「

こ
ぼ
れ
ま
し
た
」
（
『
全
集
』
『
新
全
集
』
、
『
新
大
系
』
も
ほ
ぼ
同
意
）
な
ど
、
源
氏
の
涙
と
花
の

「
露
」
を
比
較
す
る
意
に
解
釈
す
る
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
は
元
々
露
を
置
い
て
い
た
「
な
で

し
こ
」
の
花
に
源
氏
の
泣
く
「
涙
」
が
「
露
」
と
な
っ
て
加
わ
り
、
二
層
露
の
置
き
添
わ
る
」

「
集
成
』
）
意
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
、
源
氏
の
「
よ
そ
へ
つ
つ
」
歌
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

〈
常
夏
〉
の
花
に
あ
な
た
の
面
影
を
重
ね
な
が
ら
見
ま
す
に
、
心
は
慰
め
ら
れ
ず
、
こ
ぼ

れ
る
涙
が
「
露
」
と
な
っ
て
置
き
添
う
こ
と
で
す
が
、
ま
た
、
そ
の
「
な
で
し
こ
の
花
」

・
に
は
愛
し
子
で
あ
る
若
宮
の
面
影
も
重
な
り
、
愛
お
し
さ
に
一
層
の
涙
を
添
え
て
お
り
ま

三
「
袖
ぬ
る
る
」
歌
に
つ
い
て

す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、か
え
っ
て

後
の
藤
壺
歌
を
論
じ
る
所
で
詳

の
露
に
も
ま
し
て
涙
が

『
源
氏
物
語
」
以
前
の
『
古
今
集
』
２
例
で
は
、
例
附
は
、
浮
気
な
鳥
と
さ
れ
る
「
ほ
と
と

ぎ
す
」
を
詠
じ
た
歌
で
、
「
な
ほ
…
ぬ
」
と
下
接
す
る
「
思
ふ
も
の
か
ら
」
の
間
は
明
ら
か
に
切

れ
て
お
り
、
四
句
切
れ
で
あ
る
。
Ⅳ
も
同
意
趣
歌
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
一
・
一
一
句
と
三
～
五

句
が
倒
置
し
た
、
二
句
切
れ
と
見
る
べ
き
で
、
い
ず
れ
も
「
完
了
」
の
終
止
形
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
烟
・
山
は
、
体
言
に
掛
か
る
連
体
修
飾
格
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
打
梢
」
の
連
体
形
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
文
法
的
に
は
「
完
了
」
「
打
梢
」
と
も
に
可
能
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
地

の
文
に
お
い
て
も
、
「
な
ほ
…
ぬ
べ
し
」
と
連
接
す
る
場
合
は
「
完
了
」
で
あ
り
、
「
創
倒
梅
壷

ゐ
た
ま
ひ
剣
」
（
少
女
③
三
一
）
と
い
う
「
完
了
」
例
も
あ
る
が
、
多
く
は
「
な
ほ
か
く
人
知
れ

ぬ
こ
と
は
苦
し
か
り
け
り
」
（
夕
顔
①
’
九
五
）
の
よ
う
に
「
打
梢
」
例
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
従
っ
て
や
は
り
、
「
な
ほ
…
ぬ
」
例
の
検
討
か
ら
は
解
決
が
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

藤
壷
が
「
疎
む
」
か
「
疎
ま
な
い
」
か
の
表
現
性
と
は
次
元
の
異
な
る
認
識
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
に
先
立
つ
『
源
氏
研
究
」
第
７
号
（
二
○
○
一
一
年
四
月
）
の
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
、

三
田
村
雅
子
、
河
添
房
江
各
氏
の
対
談
に
お
い
て
も
、
河
添
氏
は
打
消
説
に
立
ち
な
が
ら
も
、

「
光
源
氏
は
、
打
ち
消
し
と
完
了
の
両
方
を
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
彼
自
身
は
打

ち
消
し
に
と
っ
た
。
少
な
く
と
も
そ
う
取
り
た
か
っ
た
」
と
述
べ
、
同
じ
く
打
消
説
に
立
つ
ツ

ベ
タ
ナ
氏
も
「
両
義
的
な
読
み
の
可
能
性
を
『
開
く
』
た
め
」
に
敢
え
て
作
者
の
選
ん
だ
表
現

で
は
な
い
か
と
捉
え
て
い
る
。
確
か
に
表
現
の
内
包
す
る
多
面
性
を
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
物
語
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
登
場
人
物
た
ち
の
真
意
を
今
少
し
慎
重
に
表
現
の

中
に
探
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
。

今
一
度
、
「
な
ほ
…
ぬ
」
例
を
見
て
み
よ
う
。
「
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
問
題
の
歌
以
外

に
「
な
ほ
…
ぬ
」
の
表
現
を
持
つ
歌
は
見
ら
れ
な
い
。

1９ 1８ 1７ 1６ 

時
鳥
汝
が
鳴
く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
潤
う
と
ま
れ
倒
思
ふ
も
の
か
ら
（
古
今
集
巻
三
夏

歌
一
四
七
）

恩
へ
ど
も
潤
う
と
ま
れ
劇
春
霞
か
か
ら
ぬ
山
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ぱ
（
古
今
集
巻
一
九
雑

体
一
○
三
二
）

見
れ
ば
な
ほ
野
辺
に
枯
れ
せ
剣
た
ま
ざ
さ
の
は
わ
き
の
露
は
い
つ
も
絶
え
せ
じ
（
中
務

集
一
二
七
）

わ
が
恋
は
七
夕
つ
め
に
か
し
つ
れ
ど
掴
た
だ
な
ら
刺
心
地
こ
そ
す
れ
（
公
任
集
三
一
一
）
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従
来
の
解
釈
で
は
、
木
船
重
昭
氏
は
、
『
源
氏
物
語
』
と
「
紫
式
部
集
」
の
四
句
切
れ
か
つ
体

言
止
め
の
歌
と
、
花
で
体
言
止
め
と
な
る
歌
を
検
討
し
た
上
で
、
当
該
歌
は
「
一
一
一
句
で
中
止
し

体
言
止
め
」
で
あ
る
た
め
「
打
消
」
と
結
論
づ
け
た
。
吉
見
健
夫
氏
も
、
当
時
の
和
歌
の
典
型

的
用
例
に
四
句
切
れ
の
歌
は
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
打
消
説
に
立
つ
。
｜
方
、
藤
壺
歌
は
「
『
古

今
集
』
の
強
力
な
磁
場
の
中
に
あ
」
り
、
『
古
今
集
』
歌
と
同
じ
く
「
完
了
」
の
用
法
で
あ
る
と

す
る
鈴
木
宏
子
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、

「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
と
は
、
「
思
ふ
・
一
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
愛
着
が
あ
る
も
の
の

許
容
で
き
な
い
欠
点
が
あ
っ
て
や
は
り
う
と
ま
し
く
思
わ
れ
る
、
と
い
う
あ
や
に
く
な
感

情
を
表
現
す
る
こ
と
ば
な
の
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
う
が
、
「
思
ふ
」
と
「
う
と
む
」
こ
と
の
は
ざ

ま
で
揺
れ
る
心
の
表
現
と
し
て
「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
を
支
え
る
た
め
に
は
『
古
今
集
』
歌
附
・

ロ
に
は
あ
る
、
逆
態
的
前
提
と
な
る
「
思
ふ
も
の
か
ら
」
「
思
へ
ど
も
」
に
当
た
る
表
現
が
藤

壷
歌
に
は
な
い
。
ま
た
、
「
う
と
む
」
が
「
否
定
形
に
な
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
」
と
さ
れ

る
点
に
つ
い
て
も
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
う
と
む
」
略
例
中
「
や
う
や
う
目
馴
れ
て
、
い
と
し

も
鯏
引
き
こ
え
た
ま
は
刑
」
（
常
夏
③
二
三
五
）
１
例
と
「
な
～
そ
」
の
禁
止
表
現
２
例
が
あ
り
、

｜
慨
に
そ
う
と
も
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

同
じ
く
「
完
了
」
説
の
工
藤
重
矩
氏
は
、
「
完
了
」
と
結
論
づ
け
る
前
提
と
し
て
、
〈
袖
が
濡

れ
る
〉
こ
と
は
「
負
の
事
態
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
「
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
恩
ふ
」
こ

と
は
「
負
の
事
態
・
感
情
」
で
あ
る
が
故
に
、
「
大
和
撫
子
の
花
」
は
〈
や
は
り
依
然
と
し
て
〉

〈
疎
ま
し
く
思
わ
れ
る
〉
負
の
感
情
と
し
か
整
合
性
が
な
い
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
「
…
に
も
」

が
「
な
ほ
疎
ま
れ
ぬ
」
理
由
・
原
因
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
、
が
し
か
し
、
「
ゆ

か
り
と
思
ふ
」
こ
と
目
体
を
、
最
初
か
ら
〈
負
〉
と
決
め
て
か
か
る
こ
と
に
疑
問
は
生
じ
な
い

も
の
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
鈴
木
宏
子
氏
も
「
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
が
当
該
歌
に
と
っ
て
重
要

で
あ
る
と
説
く
が
、
そ
の
立
場
か
ら
は
、
若
宮
が
「
ゆ
か
り
（
源
氏
の
子
）
」
で
あ
る
こ
と
は
「
許

容
で
き
な
い
欠
点
」
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
工
藤
氏
は
〈
負
〉
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

後
半
部
の
解
釈
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
露
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
の
好
悪
を

論
じ
る
と
す
れ
ば
、
「
露
」
と
「
な
で
し
こ
（
や
ま
と
な
で
し
こ
）
」
の
間
に
あ
る
縁
と
し
て
の

「
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
が
好
悪
を
左
右
す
る
重
要
な
語
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
次
に
「
ゆ
か

り
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
ゆ
か
り
」
は
、
藤
壷
の
姪
で
あ
る
紫
の
上
を
「
紫
の
ゆ
か
り
」

ｌ
薑
の
緯
血
縁
者
と
語
る
例
が
最
も
印
象
的
で
あ
る
が
右
近
が
玉
露
を
「
ば
か
瀧
く

消
え
た
ま
ひ
に
し
例
詞
詞
劉
鋼
呵
御
刷
則
楜
川
」
宝
霞
③
一
二
○
）
と
語
り
、
「
守
の
ゆ
か
り
」
「
お

の
が
心
ひ
と
つ
に
も
あ
ら
ぬ
人
の
ゆ
か
り
三
春
宮
の
御
ゆ
か
り
」
な
ど
人
間
関
係
に
お
け
る
縁

者
・
係
累
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
地
の
文
で
は
そ
の
「
ゆ
か
り
」
対
象
へ
の
心
情
は
好

悪
両
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
和
歌
に
お
け
る
「
ゆ
か
り
」
は
、

次
の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

例
別
の
、
た
だ
一
本
の
紫
草
が
生
え
て
い
る
が
故
に
武
蔵
野
の
草
す
べ
て
が
懐
か
し
く
心
に

し
み
て
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
愛
す
る
人
に
繋
が
る
す
べ
て
の
も
の
を
「
あ
は
れ
」
と
見
る
愛

憐
の
情
を
詠
む
「
古
今
集
」
歌
を
踏
ま
え
、
右
歌
で
は
「
ゆ
か
り
」
対
象
へ
の
「
む
つ
ま
し
」

く
、
「
う
と
き
も
の
な
く
」
「
ゆ
か
し
き
」
「
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
」
心
を
詠
じ
て
い
る
。
中
で
も
例

別
の
「
根
」
と
「
寝
」
を
掛
詞
と
す
る
源
氏
の
歌
は
、
紫
の
上
が
藤
壷
の
「
草
の
ゆ
か
り
」
で

あ
る
か
ら
こ
そ
「
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
」
の
で
あ
る
。
藤
壷
の
言
う
「
露
の
ゆ
か
り
」
も
、
例
別

の
『
古
今
集
』
歌
を
基
底
に
「
あ
は
れ
」
と
捉
え
る
べ
き
対
象
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
り
、
藤
壺

に
と
っ
て
「
や
ま
と
な
で
し
こ
は
「
露
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
愛
情
を
注
ぐ
対

2４ 2３ 2２ 2１ 2０ 四
「
露
の
ゆ
か
り
」
の
「
な
で
し
こ
」
の
花

雪
降
れ
ば
う
と
「
き
も
の
な
く
草
も
木
も
ひ
と
つ
ゆ
か
り
に
な
り
い
く
ら
な
り
（
貫
之
集

一一一一一一一）

渕
圃
斜
創
刊
引
例
洲
川
と
聞
け
ば
ま
だ
見
ね
ど
雲
に
う
づ
め
る
あ
と
ぞ
醐
瀦
弧
凶
討
（
安
法

集
六
九
）

紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野
の
草
は

上
・
読
人
知
ら
ず
八
六
七
）

ね
は
見
ね
ど
誠
瞬
獄
聰
呉
働
践
科
武
蔵
野
の
露
わ
け
わ
ぶ
る
劃
却
引
例
洲
刎
を
（
若
紫
①
二

五
八
～
二
五
九
）

油
割
引
〕
の
、
濁
罰
矧
切
か
り
と
聞
く
か
ら
に
お
な
じ
野
辺
と

六
帖
第
二
雑
の
野
一
一
五
七
）

刎
到
則
刹
Ⅵ
刎
引
に
な
り
い
く
ら
な
り

皆
承
ら
「
あ
は
れ
と
ぞ
見
る

も
む
１
つ
虫
し
ぎ
か
な
（
古
今

（
古
今
集
巻
二
雑

（
貫
之
集
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象
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
来
、
歌
に
お
い
て
「
露
」
と
「
な
で
し
こ
（
や
ま
と
な
で
し
こ
）
」
を
詠
じ
る
時
、
両
者
の

間
に
は
深
い
縁
が
あ
る
故
に
取
り
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
ゆ
か
り
」
関
係
に
あ
る
こ
と
を
嫌

な
も
の
と
し
て
「
う
と
む
」
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
」
が
「
な

ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
理
由
・
原
因
を
表
す
榊
文
で
あ
る
以
上
、
藤
壷
も
縁
深
い
「
露
一
と
「
や
ま

と
な
で
し
こ
」
の
い
ず
れ
を
も
疎
む
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
、
『
源

氏
物
語
』
中
の
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
３
例
は
、
い
ず
れ
も
が
〈
幼
い
愛
し
子
〉
を
暗
愉
す
る

表
現
で
あ
る
。
確
か
に
、
不
義
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
若
宮
は
社
会
的
に
は
許
さ
れ
な
い
罪
の
子

で
あ
り
、
疎
ま
れ
て
し
か
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
藤
壷
は
「
露
」
と
の
深
い
縁

に
お
い
て
、
源
氏
が
父
親
で
あ
る
が
故
に
、
や
は
り
疎
む
こ
と
の
で
き
な
い
〈
愛
し
子
〉
で
あ

る
と
、
源
氏
の
子
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
告
白
し
、
源
氏
と
の
間
に
生
ま
れ
た
わ
が
子
を
愛
お
し

む
母
の
心
情
を
漏
ら
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

そ
の
時
藤
壷
が
「
わ
が
御
心
に
ｕ
、
劃
、
州
皿
針
酊
厩
刈
口
思
し
知
ら
る
る
ほ
ど
」
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
源
氏
ば
か
り
で
な
く
、
藤
壷
も
「
い
と
あ
は
れ
」
と
も
の
の
道
理
を
深
く
心
に
知
覚

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
若
宮
を
疎
む
心
情
に
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
「
う
と
む
」
は
対
象
を
嫌

悪
し
、
自
分
と
は
関
係
な
い
も
の
と
し
て
隔
て
を
お
き
、
拒
む
行
為
で
あ
る
（
注
旧
）
。
「
う
と

む
」
は
対
象
へ
の
深
い
愛
憐
の
情
を
表
す
「
あ
は
れ
」
（
注
朋
）
と
は
相
容
れ
な
い
心
情
で
あ
り
、

わ
が
子
を
拒
否
す
る
行
為
で
あ
る
。
藤
壷
の
一
な
ほ
」
と
い
う
思
い
は
、
真
実
を
露
わ
に
述
べ

る
こ
と
へ
の
逵
巡
と
葛
藤
を
経
た
上
で
「
な
ほ
」
と
万
感
を
込
め
て
応
じ
た
思
い
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
は
、
や
は
り
疎
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
打

梢
」
の
表
現
で
あ
り
、
藤
壷
歌
も
三
句
で
中
止
す
る
体
言
止
め
の
歌
と
し
て
、
形
態
の
上
か
ら

も
源
氏
歌
と
密
接
に
響
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
「
完
了
」
説
で
も
、
当
然
藤
壷
が
若
宮
を
愛
お
し
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
は
認
め

て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
前
述
の
川
島
絹
江
氏
は
、
む
し
ろ
歌
は
藤
壷
の
「
表
面
上
の

強
い
拒
絶
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
源
氏
に
「
期
待
を
与
え
」
て
は
な
ら
な
い
故
に
、
「
毅
然

と
自
己
規
制
を
強
め
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
わ
が
御
心
に
も
、
も
の

い
と
あ
は
れ
に
思
し
知
ら
る
る
ほ
ど
」
で
あ
っ
た
藤
壷
の
、
そ
の
時
わ
ず
か
に
こ
ぼ
れ
出
た
思

い
ま
で
も
が
、
「
拒
絶
」
の
歌
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
あ
か
ら
さ
ま
な
源
氏
へ
の
返

歌
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
藤
壷
の
本
心
が
漏
ら
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
袖
ぬ
る
る
」
主
体
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
現
行
注
釈
書
の
多
く
が
「
あ
な
た
の

い
ず
れ
も
「
袖
濡
る
る
」
は
下
接
の
「
こ
ひ
ぢ
」
「
荒
磯
波
」
を
修
飾
す
る
語
で
あ
る
。
例
茄

の
「
こ
ひ
ぢ
」
は
「
泥
」
と
「
恋
路
」
を
掛
詞
と
し
、
「
袖
ぬ
る
る
」
に
は
田
子
の
袖
が
泥
に
濡

れ
る
こ
と
と
六
条
御
息
所
自
ら
の
袖
が
恋
の
涙
に
濡
れ
る
こ
と
を
掛
け
て
詠
じ
ら
れ
た
、
源
氏

へ
の
「
異
例
と
さ
れ
る
女
か
ら
の
贈
歌
」
（
「
新
全
集
』
で
あ
る
。
『
更
級
日
記
」
例
珊
も
、
荒

磯
波
に
袖
が
濡
れ
る
よ
う
に
、
自
ら
が
泣
く
こ
と
が
多
い
と
知
り
な
が
ら
共
に
宮
仕
え
を
し
た

女
房
仲
間
と
の
懐
旧
の
歌
で
あ
る
。
同
様
に
、
藤
壷
歌
に
お
い
て
も
「
袖
ぬ
る
る
」
の
は
、
作

歌
主
体
で
あ
る
藤
壷
の
袖
が
濡
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
袖
が
濡
れ
る
所
以
は
「
露
の
ゆ
か

り
」
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
一
袖
ぬ
る
る
」
は
「
露
」
に
掛
か
る
の
で
は
な
く
、
「
露
の
ゆ
か
り
」

に
掛
か
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
「
露
の
ゆ
か
り
」
は
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
の
拠
っ
て
来
る
所

以
を
言
う
も
の
で
、
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
が
「
露
」
の
縁
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
藤
壷
は
涙
し

て
「
や
ま
と
な
で
し
こ
（
若
宮
ご
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
贈
答
歌
と
し
て
も
、
藤

壷
の
袖
を
も
濡
ら
す
「
露
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花
（
若
宮
）
」
に
置
く
「
露
」
は
、
源
氏
の

〈
涙
〉
で
あ
り
、
「
や
ま
と
な
で
し
こ
（
若
宮
）
」
が
「
露
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
、

「
露
」
は
父
親
の
源
氏
を
暗
嘘
す
る
こ
と
に
な
る
。

工
藤
氏
の
言
う
〈
負
〉
の
概
念
の
照
応
に
つ
い
て
は
、
羽
・
川
の
「
袖
ぬ
る
る
」
主
体
は

〈
袖
が
濡
れ
る
〉
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
「
下
り
立
」
ち
、
「
か
づ
き
」
濡
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
下
り
立
」
ち
「
か
づ
き
」
す
る
こ
と
も
〈
負
〉
と
言
う
の
で
な
け
れ
ば
整
合
性
は
成
り
立
た

な
い
こ
と
に
な
る
が
、
右
例
の
「
下
り
立
」
ち
、
「
か
づ
き
」
す
る
こ
と
も
含
め
て
〈
負
〉
と
限

定
す
る
べ
き
か
は
疑
問
が
残
る
。
従
っ
て
、
藤
壷
歌
の
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
は
「
露
」
と
の

お
袖
を
濡
ら
す
涙
の
露
」
「
新
全
集
』
）
な
ど
、
「
源
氏
」
の
袖
と
解
し
て
い
る
中
で
、
前
掲
の

吉
見
健
夫
氏
、
柏
木
由
夫
氏
、
工
藤
重
矩
氏
は
、
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
が
「
初
句
、
御
み
づ

か
ら
の
也
」
と
す
る
、
古
い
注
釈
に
多
い
「
藤
壷
」
説
を
再
提
示
し
て
い
る
。
「
袖
ぬ
る
る
」
と

い
う
形
で
の
例
は
、
「
源
氏
物
語
』
で
は
当
該
と
次
の
六
条
御
息
所
歌
の
み
で
あ
り
、
平
安
和
歌

の
中
に
も
多
く
は
な
い
。

2６ 2５ 

棚
刺
引
引
こ
ひ
ぢ
と
か
つ
は
知
り
な
が
ら
下
り
立
つ
田
子
の
み
づ
か
ら
ぞ
う
き
（
葵
②

三
五
）

柵
創
引
句
引
荒
磯
波
と
知
り
な
が
ら
と
も
に
か
づ
き
を
せ
し
ぞ
恋
し
き
（
更
級
日
記
・
初

瀬
）
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贈
歌
で
源
氏
は
恋
し
い
藤
壷
へ
の
変
わ
ら
ぬ
思
慕
と
、
わ
が
子
へ
の
愛
お
し
み
を
「
な
で
し

こ
の
花
」
に
込
め
て
重
層
的
に
詠
じ
た
。
し
か
も
、
和
歌
に
添
え
た
「
花
に
咲
く
」
こ
と
の
な

い
「
か
ひ
な
き
世
」
に
は
、
藤
壷
と
の
成
就
す
る
こ
と
の
な
い
恋
と
、
父
親
と
名
乗
る
こ
と
の

で
き
な
い
わ
が
子
へ
の
哀
し
み
を
訴
え
た
が
た
め
に
、
藤
壷
は
心
動
か
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
藤
壷
は
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
が
「
露
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
に
準
え
て
、

若
宮
が
源
氏
の
子
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
の
で
あ
っ
た
。
藤
壷
の
歌
は
「
ほ
の
か
に
書
き
さ

し
た
る
や
う
」
な
筆
跡
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
注
釈
書
で
は
「
墨
色
も
か
す
か
に
」
（
「
全
集
』

｜
墨
色
簿
く
」
『
集
成
」
）
な
ど
、
墨
色
の
薄
さ
と
し
て
の
み
捉
え
て
い
る
が
、
「
ほ
の
か
」
は

「
心
の
奥
に
ぬ
く
も
り
や
温
か
さ
を
感
じ
る
場
合
に
用
い
る
」
（
注
汕
）
語
で
あ
る
。
結
果
と
し

て
現
れ
出
た
も
の
は
墨
色
を
押
さ
え
る
と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
、
わ
が
子
へ
の
愛
情
を
抑
制
し
、
葛
藤
し
逢
巡
し
つ
つ
も
わ
ず
か
に
語
ら
れ
出
た
藤
壷
の
本

心
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
表
現
で
あ
る
と
思
う
。

若
紫
巻
で
藤
壷
懐
妊
後
見
た
「
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
さ
ま
異
な
る
夢
」
（
①
二
三
三
）
を
夢
解

き
が
「
及
び
な
う
思
し
も
か
け
ぬ
筋
の
こ
と
」
（
同
）
と
合
わ
せ
た
こ
と
か
ら
、
源
氏
は
藤
壷
の

御
子
が
わ
が
子
で
あ
る
こ
と
を
予
測
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
藤
壷
自
ら
に
あ
な
た
の
「
ゆ

か
り
（
子
ご
と
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
胸
う
ち
さ
わ
ぎ
て
い
み
じ
く
う
れ
し
き
に
も

涙
落
ち
ぬ
」
（
紅
葉
賀
①
三
一
一
一
一
）
の
で
あ
る
。
若
宮
が
源
氏
の
子
で
あ
る
こ
と
は
、
読
者
に
と

っ
て
周
知
の
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
藤
壺
の
恋
情
に
つ
い
て
多
く
を
語
ら
な
い
こ
の
物
語
に

お
い
て
、
和
歌
で
し
か
語
り
得
な
い
真
実
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
後
二
人
は
「
春
宮
の
御
た

め
」
（
賢
木
②
一
一
三
）
、
「
わ
が
身
を
な
き
に
な
し
て
も
春
宮
の
御
世
を
た
ひ
ら
か
に
お
は
し
ま

「
ゆ
か
り
」
に
お
い
て
愛
お
し
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
ゆ
一

し
て
も
藤
壷
に
「
う
と
む
」
心
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
」

し
て
も
還
流
し
て
い
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
歌
は
「
露
の
ゆ
②

こ
（
愛
し
子
）
」
へ
と
収
散
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
首
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
よ
う
。

結
び 私
も
涙
に
濡
れ
な
が
ら
見
る
〈
な
で
し
こ
〉
は
、
「
露
の
ゆ
か
り
」
（
あ
な
た
の
子
）
と
思

う
に
つ
け
て
も
、
や
は
り
疎
む
こ
と
の
で
き
な
い
「
や
ま
と
な
で
し
こ
（
愛
し
子
）
」
で
す
。

５
、
「
ゆ
か
り
」
関
係
に
あ
る
い
ず
れ
に
対

話
そ
れ
は
源
氏
へ
の
秘
め
ら
れ
た
思
い
と

「
露
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
「
や
ま
と
な
で
し

注
１ 

さ
ば
」
（
同
②
一
三
人
）
と
冷
泉
帝
即
位
の
た
め
に
結
束
し
て
事
に
当
た
っ
て
い
く
が
、
そ
こ
に

は
こ
こ
で
若
宮
が
二
人
の
御
子
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
お
互
い
に
愛
し
子
で
あ
る
と
い
う
確
信

が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
。
若
宮
が
紛
れ
も
な
く
二
人
の
愛
し
子
で
あ
る
、
そ
の

こ
と
を
暗
黙
の
内
に
も
了
解
し
得
た
の
は
こ
こ
を
措
い
て
は
な
い
の
で
あ
る
。

11 10 ５ ４３ ２ ９ ８７６ 

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
本
に
よ
り
、
（
）
に
は
巻
名
、
新
全
集

本
の
巻
号
、
頁
を
示
す
。
他
は
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
本
に
よ
っ
た
。
上
記
と
「
日
本
古
典
全
書
」

「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
本
、
『
源
氏
物
語
評

釈
』
宝
上
琢
彌
）
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
は
略
称
し
て
記
し
た
。
和
歌
は
『
新
編
国
歌

大
観
』
（
角
川
書
店
）
に
よ
る
が
、
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

吉
見
健
夫
「
紅
蕊
賀
巻
の
鱸
壼
ｌ
贈
答
歌
の
解
釈
か
ら
ｌ
」
（
『
中
古
文
学
論
孜
』
’
七
、

’
九
九
六
年
一
二
月
）
。

小
町
谷
照
彦
『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
（
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
四
年
）
’
二
六
頁
。

木
船
璽
昭
「
猶
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま
と
態
て
し
こ
’
藤
鑿
の
富
の
成
長
と
位
魔
と
’
一
（
『
平

安
文
学
研
究
』
第
四
六
輯
一
九
七
一
年
六
月
）
。

「
私
に
云
此
歌
に
二
つ
の
心
あ
る
へ
き
歎
。
一
つ
に
は
只
今
折
て
お
く
り
給
へ
る
ま
こ
と
の
な
て
し

こ
の
花
を
わ
か
宮
に
よ
そ
へ
て
見
奉
れ
は
い
よ
’
～
若
宮
の
事
の
恋
し
く
て
露
け
さ
ま
さ
る
と
な

り
。
又
一
つ
に
は
今
日
若
宮
を
み
奉
り
藤
つ
ぼ
に
よ
そ
へ
て
見
奉
る
か
ら
露
け
さ
の
ま
さ
る
と
也
・

其
時
は
な
て
し
こ
の
花
と
は
若
宮
を
さ
し
て
い
へ
る
也
。
次
の
詞
も
本
歌
の
心
よ
く
か
な
へ
り
…
種

ま
き
な
が
ら
我
物
に
な
ら
い
を
か
ひ
な
き
と
い
へ
る
也
」
（
第
七
）
。

注
４
に
同
じ
。

山
崎
良
幸
『
日
本
語
の
文
法
機
能
に
関
す
る
体
系
的
研
究
』
（
風
間
書
房
一
九
六
五
年
）
。

「
四
の
句
、
猶
う
と
ま
れ
ざ
る
也
、
に
も
猶
と
い
ふ
に
て
し
る
べ
し
。
此
ぬ
を
、
墨
い
と
い
へ
る
は
、

猶
を
、
俗
意
の
猶
に
見
た
る
ひ
が
こ
と
池
」
と
す
る
。

川
島
絹
江
「
藤
壷
の
和
歌
ｌ
『
源
氏
物
籍
』
に
鐙
け
る
『
伊
勢
物
語
』
受
容
の
方
法
ｌ
」
（
『
国

語
国
文
』
一
九
九
二
年
一
○
月
）
。

鈴
木
宏
子
「
藤
霞
の
流
儀
ｌ
『
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
恩
ふ
に
も
』
’
一
（
『
日
本
文
学
』

Ｖ
ｏ
Ｌ
５
３
、
二
○
○
四
年
一
二
月
）
。

工
藤
蘆
矩
「
源
氏
物
語
の
和
歌
の
読
み
方
ｌ
夕
顔
『
心
あ
て
に
』
と
藤
霞
『
袖
ぬ
る
る
』
の
和

歌
解
釈
ｌ
」
（
『
源
氏
物
語
の
屡
望
第
一
輯
』
三
弥
井
書
店
二
○
○
七
隼
）
．
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徳
岡
涼
「
紅
葉
賀
巻
の
藤
壷
詠
に
つ
い
て
」
含
国

石
阪
晶
子
「
裁
き
に
抗
う
ｌ
藤
竈
の
富
身

氏
物
語
藤
壷
の
宮
』
勉
誠
出
版
二
○
○
五
年
）
。

山
崎
良
幸
・
和
田
明
美
『
源
氏
物
語
注
釈
二

山
崎
良
幸
ヨ
あ
は
れ
」
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の

の
情
の
表
現
、
’
四
一
頁
～
’
四
六
頁
。

注
旧
に
同
じ
。
三
八
○
頁
。

注
２
に
同
じ
。

柏
木
由
夫
『
紅
葉
賀
』
の
藤
壷
の
←

の
新
展
望
』
竹
林
舎
二
○
○
三
年
）
。

注
４
に
同
じ
。

注
３
に
同
じ
。

の
藤
壷
の
和
歌
『
袖
ぬ
る
る
…
』
の
解
釈
に
つ
い
て
」
（
『
王
朝
女
流
文
学

皐
詠
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
国
文
学
研
究
』
一
一
一
八
、
二
○
○
’
’
一
年
三
月
）
。

ｌ
藤
竈
の
富
身
体
に
刻
印
さ
れ
る
『
宿
世
』
」
（
『
人
物
で
読
む
鱸

の
研
究
』
（
風
間
書
房
一
九
八
六
年
）
親
子
の
恩
愛

（
風
間
書
房
一
九
九
九
年
）
一
二
七
頁
。

３３８ 
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