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１
か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
雪
も
よ
に
あ
は
れ
を
添
ふ
る
鴛
鴦
の

う
き
れ
か

２
と
け
て
寝
ぬ
寝
覚
め
さ
び
し
き
冬
の
夜
に
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
の
み

じ
か
さ

３
な
き
人
を
し
た
ふ
心
に
ま
か
せ
て
も
か
げ
見
ぬ
み
つ
の
瀬
に
や
ま

（
１
）
・

ど
は
む
（
朝
顔
②
四
九
四
～
四
九
六
）

右
は
源
氏
物
語
の
朝
顔
巻
末
に
お
け
る
源
氏
の
歌
三
首
で
あ
る
。
薄
雲

巻
に
お
け
る
春
の
藤
壷
崩
御
か
ら
季
節
は
巡
り
、
冬
の
雪
の
夜
に
紫
の
上

と
語
ら
い
、
１
の
歌
を
詠
じ
て
眠
り
に
つ
い
た
源
氏
の
夢
に
「
夢
と
も
な

く
ほ
の
か
に
」
現
れ
た
藤
壷
は
、
「
ぽ
み
じ
く
恨
み
た
ま
へ
る
御
気
色
」

で
恨
み
言
を
言
う
。
折
し
も
紫
の
上
に
起
こ
さ
れ
た
源
氏
は
、
身
じ
ろ
ぎ

も
せ
ず
に
臥
し
た
ま
ま
２
の
歌
を
詠
む
。
そ
し
て
翌
朝
諸
処
の
寺
で
御
調

源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
藤
壺
物
語
〉
の
終
焉

ｌ
「
結
ぼ
ほ
れ
三
夢
」
の
辱
’

は
じ
め
に

経
を
さ
せ
、
極
楽
往
生
で
き
ず
に
〈
中
有
〉
を
妨
復
っ
て
い
る
藤
壷
の
た

め
に
、
自
ら
も
心
の
内
に
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
「
お
な
じ
蓮
に
と
こ
そ
は
」

と
願
っ
た
後
、
藤
壷
に
関
わ
る
最
後
の
歌
と
な
る
３
を
詠
じ
て
い
る
。

朝
顔
巻
に
つ
い
て
藤
本
勝
義
氏
は
「
過
去
を
振
り
返
り
、
そ
の
過
去
に

け
じ
め
を
つ
け
る
巻
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
「
回
顧
と
喪
失
の
主
題
化
」

（
２
）

を
捉
え
て
い
る
。
巻
末
部
に
つ
い
て
も
、
清
水
好
子
氏
の
一
盲
う
よ
う
に
「
怨

霊
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
藤
壷
宮
の
姿
は
生
前
の
面
影
を
く
つ
が
え
す
す

（
３
）

ざ
ま
じ
さ
が
あ
」
り
、
源
氏
が
「
藤
壷
の
霊
安
か
れ
と
祈
る
」
こ
と
に
お

い
て
、
「
藤
壷
鎮
魂
の
営
み
の
中
に
幕
を
閉
じ
る
」
ｓ
新
全
集
』
）
。
従
来
、（
４
）

藤
壷
物
語
は
薄
雲
巻
の
藤
壷
崩
御
を
も
っ
て
終
わ
る
と
も
見
ら
れ
て
い
た

が
、
こ
の
朝
顔
巻
末
で
今
一
度
藤
壺
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
塚

原
明
弘
氏
が
「
許
さ
れ
な
い
恋
の
行
方
を
辿
っ
て
来
た
物
語
は
、
死
別
に

（
５
）

続
い
て
も
う
一
つ
の
終
止
符
を
打
っ
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
巻
末

が
藤
壷
物
語
の
終
焉
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
も
そ
の
終
焉
は
、
冒
頭
の
三
首
い
ず
れ
も
が
源
氏
の
亡
き
藤
壺
恋

山
崎

和
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源氏物語におけるく藤壷物語〉の終焉

か
な
し
さ
」
（
後
撰
集
巻
一
一
○
哀
傷
Ⅶ
）
と
詠
じ
た
も
の
を
は
じ
め
、
『
栄

ｌ花
物
語
』
（
巻
第
九
・
い
は
か
げ
）
の
長
歌
に
は
「
憂
き
身
を
嘆
く
を

２
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
、
１
．
３
の
歌
を
見
て
お
き
た
い
。

１
「
か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
雪
も
よ
に
あ
は
れ
を
添
ふ
る
鴛
鴬
の

う
き
れ
か
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
鴛
鴬
」
が
問
題
と
な
る
。
本
来
「
鴛

鴦
」
は
夫
婦
の
和
合
を
象
徴
す
る
鳥
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
吉
岡
曠
氏
は
「
仲

（
７
）

の
よ
い
夫
婦
の
た
と
え
」
と
見
た
。
し
か
し
、
鈴
木
裕
子
氏
は
「
「
独
り

寝
」
の
孤
独
を
募
ら
せ
る
鴛
鴦
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
」
を
持
ち
、
理
想

（
８
）

の
夫
婦
像
を
雪
叩
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
、
前
述
の
藤
本
勝
義
氏
な
ど
も
、

独
り
寝
の
悲
哀
の
比
嶮
表
現
と
見
て
い
る
。
今
井
上
氏
は
、
鴛
鴬
は
「
ひ

と
り
寝
」
と
も
「
共
寝
」
と
も
詠
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
二
者
択
一

的
に
で
は
な
く
、
「
こ
の
源
氏
歌
の
持
つ
暖
味
さ
、
両
義
性
を
一
首
の
本
性

（
９
）

と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
提
示
を
し
て
い
る
。

平
安
和
歌
に
お
け
る
〈
鴛
鴦
〉
は
、
藤
原
冬
嗣
が
死
ん
だ
女
を
恋
う
歌

と
し
て
「
夕
さ
れ
ば
寝
に
ゆ
く
を
し
の
ひ
と
り
し
て
妻
恋
ひ
す
な
る
声
の

慕
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
藤
壷
鎮
魂
」
を
語
る
に
違
い
な
い
が
、

そ
こ
に
は
「
藤
壷
の
救
わ
れ
が
た
い
罪
障
を
、
自
ら
の
罪
障
と
し
て
も
か

（
６
）

か
え
こ
ま
ざ
る
を
え
な
い
」
源
氏
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
一
一
一
一
口
う
。
こ
こ

で
は
、
冒
頭
の
歌
三
首
、
特
に
従
来
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
２
の

歌
に
お
け
る
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
が
、
源
氏
と
藤
壷
の
密
通
に
関
わ
る

比
楡
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
、
〈
藤
壷
物
語
〉
の
終
焉
を
論
じ
て

い
き
た
い
と
思
う
。

「
か
き
つ
め
て
」
と
「
な
き
人
を
」
の
歌
に
つ
い
て

我
ば
か
り
思
ひ
し
も
せ
じ
冬
の
夜
に
つ
が
は
い
鴛
鴬
の
浮
き
寝

な
り
と
も
（
巻
一
一
①
一
一
三
一
一
一
）

こ
れ
ら
の
鴛
鴦
は
、
「
ひ
と
り
」
「
浮
き
寝
」
を
す
る
弓
が
は
い
」
鴛

鴦
で
あ
る
と
と
も
に
、
１
．
４
の
「
う
き
ね
」
は
「
浮
き
寝
」
「
憂
き
寝
」

「
憂
き
音
」
を
掛
詞
と
し
、
「
鴛
鴦
の
う
き
ね
」
で
、
番
で
は
な
い
鴛
鴬
の

妻
恋
の
鳴
き
声
や
独
り
寝
の
悲
哀
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
、
１
の
歌
を
、
高
橋
亨
氏
は
「
外
に
向
け
て
は
紫
上
へ
の
返
歌
で

あ
り
つ
つ
、
心
の
内
で
は
藤
壷
を
偲
ん
で
の
独
詠
と
い
う
、
表
現
の
二
重

（
皿
）

化
」
を
捉
え
、
針
本
正
行
氏
も
、
紫
の
上
へ
の
答
歌
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
禁
忌
の
恋
に
生
き
て
い
た
「
む
か
し
」
を
回
想
し
、
死
霊
藤
壷
の
魂
へ

（
、
）

呼
び
か
け
る
招
魂
歌
と
も
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
今
井
上
氏
は
前
述
と

同
様
の
立
場
か
ら
、
「
源
氏
と
紫
上
の
融
和
の
場
面
か
ら
藤
壷
と
の
永
別

の
場
面
へ
と
」
繋
ぐ
「
結
節
点
」
と
な
る
歌
だ
と
捉
え
て
い
る
。

こ
の
歌
が
紫
の
上
の
「
こ
ほ
り
と
ぢ
石
間
の
水
は
ゆ
き
な
や
み
そ
ら
す

む
月
の
か
げ
ぞ
な
が
る
る
」
へ
の
返
歌
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
源
氏

の
歌
に
贈
答
歌
特
有
の
呼
応
す
る
語
が
見
ら
れ
な
い
点
に
あ
る
。
氷
に
閉

じ
込
め
ら
れ
た
石
間
の
水
と
空
を
澄
み
渡
る
月
の
情
景
を
詠
じ
た
紫
の
上

の
歌
は
、
通
説
で
は
「
石
間
の
水
」
に
紫
上
を
、
「
月
」
に
源
氏
を
準
え

し
ど
り
の
つ
が
ひ
離
れ
て
」
「
番
は
い
鴛
鴦
は
寂
し
く
て
」
の
表
現

や
、
特
に
「
狭
衣
物
語
』
に
は
、
出
家
し
た
女
二
宮
の
屋
敷
に
忍
び
入
っ

た
狭
衣
が
、
ま
さ
に
１
の
歌
を
踏
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
次
の
独
詠
歌
を
詠

ん
で
い
る
。

４
池
に
た
ち
居
る
鴛
鴦
の
音
な
ひ
、
つ
が
は
い
に
や
と
耳
と
ま
り
た

ま
ひ
て
、
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た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
源
氏
の
歌
は
、
昔
恋
し
い
雪
の
降
り

し
き
る
夜
、
耳
に
し
た
鴛
鴬
の
鳴
き
声
か
ら
独
り
寝
の
寂
し
い
鴛
鴦
の
姿

に
、
自
ら
を
重
ね
て
い
る
。
両
歌
は
贈
答
歌
の
形
に
は
あ
り
な
が
ら
、
二

人
は
異
な
る
情
景
を
見
、
二
人
の
思
惟
、
苦
悩
が
そ
れ
ぞ
れ
の
心
象
風
景

と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
鴛
鴬
の
鳴
き
声
を
耳
に
し
た
源
氏
は

「
か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
」
思
い
に
囚
わ
れ
、
そ
の
「
鴛
鴬
の
う
き

ね
」
が
２
の
歌
の
「
と
け
て
寝
ぬ
」
に
繋
が
る
と
い
う
、
ひ
た
す
ら
藤
壷

回
顧
に
向
か
っ
て
い
る
。
〈
独
り
寝
の
鴛
鴬
〉
を
詠
む
こ
と
で
、
紫
の
上

の
歌
と
は
直
接
呼
応
し
な
い
独
詠
的
で
あ
る
こ
と
が
、
す
れ
違
う
二
人
の

心
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

次
に
、
３
の
「
な
き
人
を
し
た
ふ
心
に
ま
か
せ
て
も
か
げ
見
ぬ
み
つ
の

瀬
に
や
ま
ど
は
む
」
で
は
、
「
み
つ
の
瀬
」
が
問
題
と
な
る
。
「
み
つ
の
瀬
」

は
「
み
つ
せ
川
」
の
瀬
の
こ
と
。
「
奥
義
抄
』
に
「
渡
り
川
と
は
二
途
河

を
い
ふ
也
。
み
つ
せ
河
と
も
い
へ
り
」
と
あ
る
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
「
み

つ
の
瀬
」
は
当
該
の
み
、
「
み
つ
せ
川
」
「
渡
り
川
」
が
真
木
柱
巻
に
各
一

例
、
他
に
「
道
綱
母
集
」
な
ど
の
和
歌
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
源
氏
お
り
た
ち
て
汲
み
は
み
ね
ど
も
渡
り
川
人
の
せ
と
は
た
契
ら

ざ
り
し
を

玉
鍵
み
つ
せ
川
わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
い
か
で
な
ほ
涙
の
み
を
の
泡
と

消
え
な
ん
（
真
木
柱
③
三
五
四
～
一
一
一
五
五
）

６
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
て
、

み
つ
せ
川
浅
さ
の
ほ
ど
も
知
ら
せ
じ
と
思
ひ
し
わ
れ
や
ま
づ
渡
り

な
ん

返
し
、

み
つ
せ
川
わ
れ
よ
り
先
に
渡
り
な
ば
み
ぎ
は
に
わ
ぶ
る
身
と
や
な

り
な
む
（
道
綱
母
集
羽
・
皿
、
新
千
載
集
巻
一
九
哀
傷
歌
川
・
型

５
は
、
鬚
黒
の
手
中
に
落
ち
た
玉
璽
に
源
氏
が
、
私
が
三
瀬
川
を
渡
そ

う
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
と
、
未
だ
執
着
す
る
心
を
詠
み
か
け
、
玉
鬘
は

死
ん
で
三
瀬
川
を
渡
る
よ
り
先
に
涙
河
の
泡
と
な
っ
て
消
え
て
し
ま
い
た

い
と
応
じ
て
い
る
。
６
は
「
新
千
載
集
」
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
道
綱
が
病

を
患
っ
た
際
、
道
綱
母
が
代
詠
し
た
贈
答
歌
で
、
背
負
っ
て
渡
ろ
う
と
思
っ

た
三
瀬
川
を
私
は
き
っ
と
一
人
で
先
に
渡
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
と
い

う
男
の
嘆
き
に
対
し
、
女
は
、
あ
な
た
が
先
に
渡
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、

私
は
き
っ
と
三
瀬
川
の
水
際
で
途
方
に
く
れ
る
身
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で

し
ょ
う
か
、
と
返
し
た
も
の
。
返
歌
の
「
み
ぎ
は
に
わ
ぶ
る
身
」
は
、
男

女
の
立
場
こ
そ
入
れ
替
わ
る
が
、
藤
壷
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
「
ま

ど
ふ
」
源
氏
の
姿
と
重
な
る
。

「
み
つ
の
瀬
」
「
み
つ
せ
川
」
は
、
平
安
後
期
の
日
本
に
お
け
る
偽
撰
と

（
胆
）

さ
れ
る
「
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
に
見
ら
れ
、
渡
る
瀬
に
は
浅
瀬

（
山
水
瀬
）
。
深
い
瀬
（
江
深
瀬
）
・
橋
の
三
つ
が
あ
り
、
〈
死
後
、
女
は
初

め
て
契
っ
た
男
に
背
負
わ
れ
て
三
瀬
川
を
渡
る
〉
と
あ
る
。
前
掲
論
文
に

お
い
て
塚
原
明
弘
氏
は
、
３
は
当
時
の
「
三
瀬
川
」
の
俗
信
を
背
景
に
、

「
ま
ま
な
ら
な
い
男
女
」
の
「
喪
失
感
漂
う
」
場
面
で
の
歌
で
あ
り
、
三

蓮
托
生
と
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
三
瀬
川
の
再
会
」
そ
の
も
の
が
、
源
氏

の
藤
壷
と
の
「
永
訣
の
慨
嘆
」
を
描
く
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と

言
う
。
原
岡
文
子
氏
は
、
一
一
一
途
の
川
で
行
き
暮
れ
る
源
氏
の
絶
望
は
、
「
並

（
脚
）

な
ら
ぬ
一
一
人
の
濃
密
な
関
係
を
証
し
立
て
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
」
と

指
摘
し
、
金
裕
千
氏
も
「
三
瀬
川
の
俗
信
は
、
源
氏
と
藤
壷
の
密
通
の
関

（
皿
）

係
を
改
め
て
照
ら
し
返
す
」
「
独
自
の
位
相
」
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

源
氏
は
歌
の
直
前
に
「
同
じ
蓮
に
こ
そ
は
」
と
来
世
極
楽
浄
土
で
の
藤

1４
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こ
こ
か
ら
は
、
２
の
歌
を
考
え
て
い
こ
う
。
塚
原
明
弘
氏
は
、
源
氏
物

語
に
お
け
る
「
結
ぼ
ほ
る
」
は
、
「
恋
愛
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
姫
君
た

壷
と
一
蓮
托
生
の
願
い
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
夫
婦
で
は
な
い
二
人

に
そ
の
願
い
が
叶
う
は
ず
も
な
く
、
た
と
え
来
世
に
ま
で
慕
っ
て
行
こ
う

と
も
、
三
瀬
川
の
川
瀬
で
藤
壷
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
き
っ
と
途

方
に
暮
れ
惑
う
の
だ
ろ
う
か
と
、
そ
う
な
る
可
能
性
を
予
測
し
つ
つ
詠
じ

た
の
が
３
の
歌
で
あ
る
。
「
評
釈
」
（
玉
上
琢
弥
）
は
、
源
氏
が
藤
壷
に
巡

り
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
藤
壺
を
「
桐
壷
の
帝
が
背
負
っ
て
渡
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
」
と
言
う
。
こ
の
「
み
つ
の
瀬
」
に

お
い
て
源
氏
と
藤
壷
の
「
密
通
の
関
係
」
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
『
拾

遺
集
』
に
お
け
る
「
地
獄
の
形
を
描
き
た
る
を
見
て
み
つ
せ
河
渡
る
水

竿
も
な
か
り
け
り
何
に
衣
を
脱
ぎ
て
か
く
ら
ん
」
（
巻
九
雑
下
・
菅
原
道

雅
女
廻
や
、
こ
の
瀬
で
「
顧
罪
低
昂
」
と
い
う
、
罪
の
高
低
が
決
め
ら

れ
た
と
い
う
「
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
」
の
記
述
と
関
連
す
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
が
、
『
道
綱
母
集
』
の
贈
答
歌
、
源
氏
物
語
に
お
け
る

「
み
つ
せ
川
」
や
「
み
つ
の
瀬
」
そ
の
も
の
に
〈
罪
障
意
識
〉
は
読
み
取

れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
源
氏
の
３
の
歌
は
、
藤
壷
出
家

の
際
、
源
氏
が
「
月
の
す
む
雲
居
を
か
け
て
し
た
ふ
と
も
こ
の
よ
の
闇
に

（
嘔
）

な
ほ
や
ま
ど
は
む
」
（
賢
木
②
一
一
一
一
一
二
）
と
詠
じ
た
、
藤
壷
を
「
し
た
ふ
」

が
故
に
闇
に
「
ま
ど
ふ
」
愛
執
の
心
と
呼
応
し
、
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
。

生
前
の
み
な
ら
ず
、
藤
壷
亡
き
今
と
な
っ
て
も
や
は
り
藤
壷
を
「
し
た
ふ

心
」
に
「
ま
ど
ふ
」
源
氏
の
強
い
執
着
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
一
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
」
の
解
釈

ち
に
と
っ
て
」
「
男
性
と
結
ば
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
物
思
い
や
苦

悩
を
示
す
こ
と
ば
」
で
あ
り
、
亡
き
後
の
茶
毘
の
「
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
煙

に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
の
は
、
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
思
い
ゆ
え
に
あ
の
世
に

（
応
）

行
き
か
ね
て
中
有
に
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
る
魂
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
２
の
歌
へ
の
詳
し
い
言
及
は
な
い
。

今
日
の
注
釈
書
で
は
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
を
、

『
集
成
』
…
…
結
ば
れ
た
夢
の
気
が
か
り
な
ま
ま
は
か
な
く
終
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
よ
・
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
は
、
結
ば
れ
る
意

と
気
に
か
か
る
意
と
を
掛
け
る
。

「
新
大
系
』
…
結
ん
で
は
か
な
く
終
っ
た
夢

『
新
全
集
」
…
「
夢
を
結
ぶ
」
の
意
に
、
心
が
鯵
屈
す
る
意
を
含
む
。

．
結
局
、
夢
が
覚
め
て
、
た
ち
ま
ち
恋
し
い
藤
壷
の
姿
が

消
え
た
悲
し
さ
を
い
う
。

な
ど
、
い
ず
れ
も
「
夢
を
結
ぶ
」
「
結
ば
れ
た
夢
」
と
捉
え
、
そ
の
上
に

「
結
ぼ
ほ
る
」
に
は
「
心
が
鯵
屈
す
る
意
」
ｓ
全
集
』
『
新
全
集
」
）
、
「
気

に
か
か
る
意
」
ｓ
集
成
」
）
、
「
心
に
わ
だ
か
ま
り
が
あ
っ
て
憂
鯵
に
な
る
、

の
意
」
ｓ
鑑
賞
壱
も
あ
る
と
注
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
安
ら
か
に
眠
る

こ
と
も
な
ら
ぬ
寂
し
い
冬
の
夜
の
寝
覚
め
に
、
燃
耐
輔
。
綿
財
濁
劇
は
な

ん
と
短
か
っ
た
こ
と
よ
」
ｓ
新
全
集
』
）
と
い
う
現
代
語
訳
に
は
、
「
心
が

醤
屈
す
る
意
」
は
ま
っ
た
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
歌
の
眼
目
は
〈
は
か

な
い
夢
を
見
た
〉
こ
と
に
あ
る
と
見
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
〈
は
か
な
さ
〉

は
「
夢
」
の
語
に
よ
る
連
想
で
あ
り
、
「
夢
の
黙
以
斌
創
］
に
お
い
て
「
は

か
な
く
終
っ
た
」
と
言
え
る
。
む
し
ろ
こ
の
歌
で
は
、
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
」

が
重
要
な
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
来
に
も
木
船
重
昭
氏
は
、
賀
茂
真
淵
ｓ
源
氏
物
語
新
釈
乞
の
説
く
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「
さ
て
御
恨
が
ほ
な
り
し
こ
と
を
す
へ
く
む
す
ぽ
ほ
れ
た
る
と
は
い
ひ

名
残
を
し
き
ゆ
ゑ
に
夢
の
短
さ
と
は
い
ふ
也
」
が
「
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
の

語
義
に
即
し
た
解
釈
」
で
あ
り
、
「
通
説
の
釈
く
た
だ
〃
結
ば
れ
た
夢
“

で
は
な
い
。
繼
結
し
て
と
け
よ
う
も
な
い
悔
い
の
み
と
ど
め
た
、
あ
ま
り

に
も
み
じ
か
か
っ
た
夢
」
、
藤
壷
に
「
申
し
わ
け
す
る
い
と
ま
も
な
く
、

（
Ⅳ
）

た
ち
ま
ち
さ
め
て
し
ま
っ
た
夢
」
の
こ
と
と
述
べ
て
い
る
。

源
氏
物
語
に
は
「
結
ぼ
ほ
る
」
朋
例
、
「
思
ひ
結
ぼ
ほ
る
」
５
例
、
「
思

し
結
ぼ
ほ
る
」
１
例
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

７
「
こ
れ
は
い
か
な
れ
ば
、
か
く
結
ぼ
ほ
れ
た
る
に
か
」
（
胡
蝶
③
一

七
七
）

８
い
ま
は
と
て
燃
え
む
煙
も
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残

ら
む
（
柏
木
④
二
九
二

９
秋
は
て
て
霧
の
ま
が
き
に
む
す
ぼ
ほ
れ
あ
る
か
な
き
か
に
う
つ
る

朝
顔
（
朝
顔
②
四
七
六
）

鮴
Ｊ

１
、
う
ち
と
け
て
ね
も
み
ぬ
も
の
を
若
草
の
こ
と
あ
り
顔
に
む
す
ぼ
ほ

る
ら
む
（
胡
蝶
③
一
九
○
）

例
７
は
、
柏
木
か
ら
玉
鬘
へ
の
懸
想
文
が
「
い
と
細
く
小
さ
く
結
び
た

る
」
様
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
源
氏
が
「
手
紙
の
形
を
い
う
と
と
も
に
、

差
出
人
の
心
が
「
結
ぼ
ほ
れ
る
」
（
恋
の
た
め
に
心
が
鯵
屈
し
て
い
る
）

の
意
を
ひ
び
か
せ
て
言
っ
た
酒
落
」
ｓ
新
全
集
」
）
と
注
さ
れ
て
い
る
。

８
は
柏
木
が
、
自
分
の
茶
毘
の
煙
が
、
女
三
の
宮
へ
の
未
練
故
に
「
絶
え

ぬ
思
ひ
」
と
な
っ
て
こ
の
世
に
漂
い
残
る
こ
と
を
詠
じ
た
歌
。
９
は
、
秋

も
果
て
た
「
霧
の
ま
が
き
に
む
す
ぼ
ほ
れ
」
て
い
る
朝
顔
の
花
に
自
ら
を

準
え
た
、
朝
顔
の
姫
君
か
ら
源
氏
へ
の
返
歌
で
あ
る
。
藤
田
加
代
氏
は
、

こ
の
「
霧
の
ま
が
き
」
を
「
自
ら
女
の
華
や
ぎ
を
断
っ
て
孤
独
に
生
き
る

朝
顔
姫
君
の
、
閉
ざ
さ
れ
た
精
神
空
間
と
生
活
空
間
を
枠
づ
け
る
心
象
表

（
肥
）

現
」
と
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
〈
閉
ざ
さ
れ
た
精
神
空
間
と
生
活
空
間
〉

に
在
る
心
の
有
様
を
動
作
・
作
用
概
念
と
し
て
捉
え
た
の
が
「
結
ぼ
ほ

る
」
で
あ
る
。
ｎ
は
、
「
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
の
「
う
ら
若
み
ね
よ
げ

に
見
ゆ
る
若
草
を
ひ
と
の
む
す
ぱ
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ
」
を
踏
ま
え
、

「
ね
」
は
「
寝
」
と
「
根
」
の
掛
詞
、
「
若
草
」
に
玉
鬘
を
見
立
て
て
源
氏

が
恋
情
を
告
白
し
た
歌
で
、
こ
こ
で
も
「
う
ち
と
け
」
「
む
す
ぼ
ほ
る
」

が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

Ⅱ
か
の
過
ぎ
た
ま
ひ
に
け
ん
も
舞
洲
駄
鹸
鴎
耐
ば
制
釧
剛
側
刈
て
や
、

な
ど
推
し
は
か
る
に
、
（
匂
兵
部
卿
⑤
二
四
）

、
さ
る
ま
じ
き
こ
と
ど
も
の
心
苦
し
き
が
あ
ま
た
は
く
り
し
中
に
、

つ
ひ
に
⑬
部
己
胱
箭
剃
引
圃
倒
川
て
や
み
ぬ
る
こ
と
、
二
つ
な
む

は
べ
る
。
（
薄
雲
②
四
五
九
～
四
六
○
）

右
は
、
「
心
に
あ
ま
る
ま
で
」
「
安
か
ら
ぬ
思
ひ
に
」
「
も
の
を
の
み
思

し
」
「
心
も
と
け
ず
」
な
ど
と
協
調
す
る
、
物
思
い
の
様
を
語
る
も
の
で
、

ｕ
は
薫
が
、
あ
の
き
っ
と
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
人
（
柏

木
）
は
、
母
女
三
の
宮
と
の
密
通
に
よ
り
生
じ
た
、
人
に
は
語
る
こ
と
の

で
き
な
い
鯵
屈
す
る
思
い
に
囚
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る

例
。
血
の
「
二
つ
」
は
、
今
も
源
氏
の
心
に
わ
だ
か
ま
り
と
な
っ
て
残
る
、

六
条
御
息
所
と
藤
壷
と
の
こ
と
を
指
し
、
「
つ
ひ
に
心
も
と
け
ず
む
す
ぼ

ほ
れ
て
や
み
ぬ
る
」
と
は
、
源
氏
と
六
条
御
息
所
、
源
氏
と
藤
壷
の
心
の

わ
だ
か
ま
り
が
消
え
る
こ
と
な
く
、
鯵
屈
し
た
思
い
を
抱
い
た
ま
ま
亡
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
う
。
つ
ま
り
「
結
ぼ
ほ
る
」
は
、
「
文
・
煙

・
心
・
思
ひ
・
本
性
・
霜
・
つ
ら
ら
・
朝
顔
・
若
草
・
夢
」
な
ど
を
主
体

と
し
、
「
解
く
」
と
の
対
語
関
係
に
お
い
て
、
閉
塞
的
に
凝
固
し
鯵
屈
す

1６

Hosei University Repository



源氏物語におけるく藤壷物語〉の終焉

次
に
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
夢
」
「
御
夢
」
川
例
は
、
１
睡
眠
時
に

見
る
も
の
、
２
古
代
的
な
神
託
を
揺
曳
さ
せ
る
も
の
、
３
恋
の
表
現
に
お

る
主
体
の
有
様
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
心
の
様
を
語
る
語
で
あ
る
。

２
に
お
い
て
藤
壷
の
夢
を
見
た
源
氏
は
危
害
を
加
え
ら
れ
る
よ
う
な
感

じ
が
し
て
、
目
覚
め
て
も
動
悸
が
収
ま
ら
ず
、
涙
も
流
れ
る
寝
覚
め
の
寂

し
さ
を
味
わ
い
、
藤
壺
は
「
う
き
名
」
の
顕
れ
た
こ
と
が
「
恥
づ
か
し
」

み
っ
と
も
な
い
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
夢
」
が
漏
れ
て
は
な

ら
な
い
二
人
の
密
事
に
関
わ
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ

れ
故
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
は
、
単
に
「
夢
を
結
ぶ
」
「
結
ば
れ
た
夢
」

の
こ
と
で
は
な
い
。
直
前
の
「
む
か
し
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
源
氏
と

藤
壷
の
密
通
・
不
義
の
子
誕
生
に
関
わ
る
〈
鯵
屈
し
、
閉
ざ
さ
れ
た
思
い

の
夢
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
Ｅ
で
「
心
も
と
け
ず
む
す
ぼ
ほ
れ
て
や

み
ぬ
る
こ
と
」
と
語
ら
れ
た
「
二
つ
」
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
ｕ
の
女

三
の
宮
と
の
密
通
故
に
生
じ
た
柏
木
の
「
む
す
ぼ
ほ
れ
」
た
「
安
か
ら
ぬ

思
ひ
」
と
も
共
通
す
る
襖
悩
を
抱
え
た
夢
で
あ
っ
た
。
し
か
も
２
に
は
、

積
極
的
、
行
動
的
動
作
を
表
す
動
詞
に
下
接
す
る
こ
と
の
多
い
助
動
詞

（
い
〉

「
つ
」
が
下
接
し
て
い
る
こ
と
は
、
行
為
の
主
体
が
意
図
的
に
心
を
閉
ざ

し
、
鯵
屈
す
る
状
態
に
し
て
い
た
と
い
う
確
認
判
断
を
表
す
。
従
っ
て
、

「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
」
は
、
塚
原
氏
の
説
く
「
物
思
い
や
苦
悩
を
示
す
こ
と

ば
」
と
し
て
、
清
水
婦
久
子
氏
が
「
自
ら
凍
結
し
た
よ
う
な
、
解
放
さ
れ

（
印
）

な
い
思
い
」
の
「
頑
な
な
心
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、
自
ら
積
極
的
に
閉

塞
し
醤
屈
す
る
心
の
有
様
を
語
る
の
で
あ
る
。

一
一
一
〈
夢
〉
と
く
う
つ
つ
〉
の
交
錯

君
）
と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
は
か
な
い
く
う
つ
ｅ
認
識
の
系
譜
が
あ

る
。源
氏
物
語
に
お
い
て
も
、
定
め
な
く
は
か
な
い
こ
の
世
や
男
女
の
逢
瀬
、

人
の
死
が
、
比
楡
的
に
「
夢
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
御
法
巻
で
は
紫
の
上

の
死
を
「
明
け
ぐ
れ
の
夢
」
（
④
五
○
六
、
五
一
二
）
と
語
る
よ
う
に
、

「
寝
て
も
見
ゆ
寝
で
も
見
え
け
り
お
ほ
か
た
は
う
つ
せ
み
の
世
ぞ
夢
に
は

あ
り
け
る
」
（
古
今
集
同
・
紀
友
紀
塑
、
赤
染
衛
門
が
〈
維
摩
経
十
職
（
ま

ぼ
ろ
し
の
ご
と
し
）
〉
に
お
い
て
「
夢
や
夢
う
つ
つ
や
夢
と
わ
か
ぬ
か
な

い
か
な
る
よ
に
か
さ
め
む
と
す
ら
ん
」
（
赤
染
衛
門
集
型
と
、
「
夢
」
「
う

つ
巳
を
交
錯
す
る
も
の
と
し
て
詠
じ
、
「
堤
中
納
言
物
語
』
に
も
「
人

｡：

は
春
の
夜
の
夢
の
残
り
を
さ
む
る
な
い
け
り
」
（
貫
之
集
凹
と
、
「
夢
の

残
り
」
が
こ
の
上
も
な
く
愛
お
し
く
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
く
う
つ
ｅ
が

「
夢
の
心
地
し
」
「
夢
の
や
う
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
〈
夢
〉
と
く
う
つ
ｅ

の
境
界
は
暖
昧
に
な
り
、
く
う
つ
ｅ
が
〈
夢
〉
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

「
古
今
集
」
で
は
、
「
あ
ひ
し
れ
り
け
る
人
の
み
ま
か
り
に
け
る
時
に
よ
め

る
寝
る
が
う
ち
に
見
る
を
の
み
や
は
夢
と
い
は
む
は
か
な
き
世
を
も
う

つ
っ
と
は
見
ず
」
（
古
今
集
巻
一
六
哀
傷
歌
・
壬
生
忠
岑
脇
、
忠
岑
集
岡
）
、

け
る
は
か
な
い
逢
瀬
や
、
４
「
う
つ
つ
」
の
こ
の
世
を
比
嶮
的
に
表
す
語

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
３
．
４
に
は
、
「
夢
の
や
う
」
妬
例
、
「
夢
の

心
地
す
」
昭
例
な
ど
、
「
夢
」
と
対
比
さ
れ
る
く
う
つ
ｅ
の
認
識
を
基

底
に
置
き
つ
つ
、
く
う
つ
つ
〉
の
時
空
を
「
夢
」
に
準
え
、
〈
夢
の
よ
う
な

現
実
〉
世
界
を
語
る
比
況
の
表
現
が
あ
る
。
・

本
来
睡
眠
中
に
見
る
「
夢
」
は
覚
め
る
も
の
で
あ
り
、
覚
め
て
し
ま
う

か
ら
こ
そ
は
か
な
い
夢
を
追
慕
し
、
覚
め
て
は
「
忘
ら
れ
ず
恋
し
き
も
の

夢
ま
ぼ
ろ
し
の
や
う
な
る
世
に
、
た
れ
か
と
ま
り
て
」
（
虫
め
づ
る
姫
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現
実
と
は
認
め
が
た
く
受
け
入
れ
が
た
い
、
く
う
つ
ｅ
と
語
る
に
は
輝

ら
れ
る
事
象
を
「
夢
」
と
表
象
し
た
。
入
水
を
決
意
し
た
浮
舟
が
母
に
あ

て
た
辞
世
歌
の
一
つ
「
の
ち
に
ま
た
あ
ひ
見
む
こ
と
を
思
は
な
む
こ
の
世

の
夢
に
心
ま
ど
は
で
」
（
浮
舟
⑥
一
九
五
）
と
詠
じ
た
「
こ
の
世
の
夢
」

は
、
匂
宮
と
通
じ
、
薫
と
の
間
で
揺
れ
た
日
々
は
、
く
う
つ
ｅ
で
は
あ

り
な
が
ら
、
し
か
と
し
た
実
体
を
認
識
し
が
た
い
〈
夢
〉
の
よ
う
な
く
う

つ
つ
〉
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。
従
っ
て
２
の
歌
で
も
、
「
む
か
し
」
に

よ
り
回
顧
さ
れ
た
源
氏
と
藤
壷
の
く
う
つ
つ
〉
は
、
〈
禁
忌
の
恋
〉
〈
密
通
〉

〈
罪
の
子
誕
生
〉
更
に
は
〈
皇
統
の
侵
犯
〉
と
い
う
、
到
底
人
に
は
語
る

こ
と
の
で
き
な
い
罪
意
識
に
お
い
て
、
孤
独
で
閉
塞
的
に
繼
屈
す
る
心
を

抱
え
た
く
う
つ
ｅ
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
に
込
め

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
「
夢
」
は
、
男
女
の
逢
瀬
を
表
象
す
る
こ

と
に
お
い
て
も
、
源
氏
と
藤
壷
の
〈
禁
忌
の
恋
〉
を
形
象
化
し
得
る
語
で

あ
っ
た
。

前
述
の
金
裕
千
氏
が
「
三
瀬
川
の
俗
信
は
、
源
氏
と
藤
壷
の
密
通
の
関

係
を
改
め
て
照
ら
し
返
す
」
と
言
う
の
も
、
実
は
「
み
つ
の
瀬
」
を
詠
じ

る
前
に
、
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
と
二
人
の
密
事
を
形
象
化
し
た
こ
と
に

よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
前
藤
壷
は
出
家
し
勤
行
に
努
め
て
は
い

た
が
、
こ
の
世
で
そ
の
「
濁
り
」
を
す
す
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
死
後
に
「
知

る
人
な
き
世
界
」
を
坊
復
い
苔
し
い
目
に
あ
っ
て
い
る
の
も
、
「
こ
の
一

つ
事
」
で
あ
る
源
氏
と
の
密
事
に
よ
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
（
朝

顔
②
四
九
五
～
四
九
六
）
。
夢
の
後
源
氏
は
、
「
罪
に
も
か
は
り
き
こ
え
ば

や
」
と
「
罪
」
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
が
、
藤
壷
と
源
氏
の
罪
は
、
須

磨
退
去
を
決
め
た
源
氏
が
藤
壷
に
「
思
う
た
ま
へ
あ
は
す
る
こ
と
の
一
ふ

し
に
な
む
、
空
も
恐
ろ
し
う
は
く
る
」
（
須
磨
②
一
七
九
）
と
語
っ
た
よ

と
こ
ろ
で
、
当
時
人
々
が
亡
き
人
の
夢
を
見
て
、
歌
に
詠
む
こ
と
で
哀

悼
す
る
と
い
う
哀
傷
歌
の
世
界
が
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
で
夢
を
見
た
後
に

歌
を
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
藤
壷
と
常
陸
宮
で
あ
る
。
常
陸
宮
の
場
合
は
、

昼
寝
の
夢
に
父
宮
を
見
た
末
摘
花
が
、
「
亡
き
人
を
恋
ふ
る
快
の
ひ
ま
な

き
に
荒
れ
た
る
軒
の
し
づ
く
さ
へ
添
ふ
」
（
蓬
生
②
三
四
五
）
と
詠
じ
て
、

「
夢
」
の
語
は
用
い
て
い
な
い
が
、
涙
に
濡
れ
て
父
を
偲
ん
で
い
る
。
２

の
歌
も
単
に
源
氏
が
亡
き
藤
壷
の
「
夢
」
を
見
た
、
そ
の
こ
と
を
語
る
の

み
な
ら
ず
、
や
は
り
藤
壺
を
哀
悼
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

咀
昔
も
の
な
ど
言
ひ
侍
り
し
女
の
亡
く
な
り
し
が
、
あ
か
月
が

た
に
夢
に
見
え
侍
り
し
か
ぱ

命
に
も
ま
さ
り
て
惜
し
く
あ
る
も
の
は
見
果
て
ぬ
夢
の
覚
む
る
な

り
け
り
（
忠
岑
集
虹
、
古
今
集
巻
一
二
恋
歌
・
壬
生
忠
岑
棚
に
は

詞
書
が
な
い
）

Ⅲ
宮
の
御
前
か
へ
す
が
へ
す
思
し
歎
か
せ
た
ま
ひ
て
、
大
殿
篭
り
た

る
暁
方
の
夢
に
、
院
の
ほ
の
か
に
見
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、

逢
ふ
こ
と
を
今
は
泣
き
寝
の
夢
な
ら
で
い
つ
か
は
君
を
ま
た

は
見
る
べ
き

と
て
、
い
と
ど
御
涙
堰
き
あ
へ
さ
せ
た
ま
は
ず
。
（
栄
花
物
語
巻

第
十
・
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
）

週
は
詞
書
の
な
い
「
古
今
集
」
で
は
「
恋
歌
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、

う
に
、
二
人
の
密
通
そ
の
も
の
が
、
天
罰
を
受
け
て
し
か
る
べ
き
罪
科
と

し
て
畏
擢
さ
れ
、
二
人
の
罪
障
意
識
の
基
底
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

四
哀
傷
の
「
夢
」
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源氏物語におけるく藤壷物語〉の終焉

「
忠
岑
集
」
の
詞
書
か
ら
哀
傷
歌
で
あ
る
。
亡
き
女
の
夢
が
途
中
で
覚
め

て
し
ま
っ
た
悔
し
さ
は
「
命
に
も
ま
さ
」
る
と
詠
じ
て
い
る
。
ｕ
の
一
条

院
亡
き
後
、
｜
月
一
五
日
の
御
念
仏
の
日
、
院
を
夢
に
見
た
彰
子
も
、
泣

き
寝
の
夢
で
し
か
逢
う
こ
と
の
叶
わ
ぬ
夫
を
偲
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の

人
々
と
同
様
に
源
氏
も
、
藤
壷
の
夢
が
覚
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
こ
の
上

も
な
く
口
惜
し
く
思
い
、
涙
を
流
し
な
が
ら
２
の
歌
を
詠
み
、
際
限
の
な

い
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
た
。
逆
に
、
紫
の
上
へ
の
深
い
哀
惜
と
鎮
魂
を
語

る
幻
巻
に
は
、
「
白
氏
文
集
」
（
巻
一
二
「
長
恨
歌
」
）
の
「
魂
魂
不
曾
来

入
夢
（
魂
晩
曾
テ
来
リ
テ
夢
二
入
ラ
ズ
）
」
を
踏
ま
え
て
「
大
空
を
か
よ

ふ
ま
ぼ
ろ
し
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
く
方
た
づ
ね
よ
」
（
幻
④
五
四

五
）
と
、
夢
に
さ
え
も
現
れ
来
な
い
紫
の
上
の
魂
を
幻
術
士
に
探
し
て
ほ

し
い
と
訴
え
る
源
氏
の
歌
が
あ
る
。
こ
の
世
で
亡
き
人
を
見
る
夢
は
は
か

な
い
。
し
か
し
、
人
々
が
せ
め
て
も
亡
き
人
と
再
会
で
き
る
の
は
夢
で
あ

る
。
人
々
は
亡
き
人
の
夢
を
見
て
は
、
懐
か
し
く
も
つ
ら
い
悲
し
み
の
心

を
歌
に
託
し
た
。

源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
に
留
め
た
「
恨
め
し
」
「
あ
は
れ
」
「
つ

ら
し
」
な
ど
の
二
念
」
「
執
」
「
心
の
執
」
に
よ
っ
て
往
生
で
き
ず
、
亡

き
魂
は
「
長
き
夜
の
闇
（
長
夜
の
闇
と
を
祐
僅
う
の
だ
と
語
ら
れ
て
い

る
が
、
死
後
夢
枕
に
立
つ
人
物
に
は
、
夕
顔
、
桐
壺
院
、
常
陸
宮
、
藤
壷
、

柏
木
、
八
宮
が
い
る
。
六
条
御
息
所
は
明
ら
か
に
物
の
怪
と
し
て
源
氏
の

夢
と
も
う
つ
っ
と
も
言
い
難
い
意
識
の
中
に
出
現
す
る
が
、
こ
の
時
の
藤

壷
も
「
す
さ
ま
じ
」
い
も
の
、
怨
霊
化
し
う
る
ま
が
ま
が
し
い
も
の
と
し

（
皿
）

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
夢
枕
に
立
つ
死
霊
は
、
夢
を
見
た
人
物
が
そ
の
人

を
心
に
思
っ
て
い
た
り
、
話
題
に
し
た
上
で
就
寝
し
、
う
た
た
寝
を
し
た

時
に
現
れ
る
こ
と
が
多
く
、
藤
壷
も
源
氏
が
紫
の
上
と
往
時
を
語
り
合
い
、

「
か
き
つ
め
て
」
の
歌
を
詠
じ
て
藤
壷
の
こ
と
を
思
い
つ
つ
床
に
就
い
た
、

そ
の
時
で
あ
っ
た
。
生
前
藤
壺
は
若
紫
巻
で
、
永
遠
に
覚
め
る
こ
と
の
な

い
「
夢
」
の
中
に
密
通
し
た
わ
が
身
、
わ
が
罪
を
封
印
し
た
い
と
願
い
、

（
理
）

密
通
が
露
顕
し
「
世
壷
叩
り
」
に
な
る
こ
と
を
怖
れ
て
い
た
が
、
源
氏
は
藤

壷
が
「
こ
の
一
つ
事
」
の
た
め
に
、
こ
の
世
で
の
罪
を
す
す
ぐ
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
思
い
、
藤
壷
自
ら
も
臨
終
間
際
、
冷
泉
帝
に
源
氏
が
父
親

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
な
い
こ
と
が
、
死
後
「
う
し
ろ
め
た
く
む
す

ぼ
ほ
れ
た
る
」
（
薄
雲
②
四
四
五
）
思
い
と
な
っ
て
残
る
こ
と
を
語
っ
て

い
た
。
直
裁
に
は
冷
泉
帝
に
実
父
が
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
な
か
っ

た
こ
と
に
対
す
る
〈
心
の
執
〉
で
あ
る
と
し
て
も
、
藤
壺
は
源
氏
と
の
密

通
の
罪
を
背
負
い
、
こ
の
世
に
麓
屈
し
た
思
い
を
残
し
て
い
た
。
そ
の
妄

執
の
た
め
死
後
「
知
る
人
な
き
世
界
」
を
祐
復
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
源
氏

（
注
別
に
同
じ
）

に
紫
の
上
と
の
間
で
話
題
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
呼
び
だ
さ
れ
た
」

藤
壷
は
、
封
印
し
た
は
ず
の
二
人
の
密
事
が
漏
れ
て
「
う
き
名
」
が
顕
れ

て
し
ま
っ
た
か
ら
、
「
恨
み
」
「
恥
づ
か
し
」
「
つ
ら
し
」
と
い
う
情
念
に

お
い
て
、
源
氏
の
夢
に
立
ち
現
れ
た
の
だ
と
語
る
が
、
そ
れ
は
源
氏
側
か

ら
言
え
ば
、
薄
雲
巻
で
僧
の
密
奏
に
よ
り
秘
密
を
知
っ
た
冷
泉
帝
の
不
審

な
態
度
か
ら
、
源
氏
が
藤
壷
に
対
し
て
「
い
と
ほ
し
」
、
申
し
訳
な
い
と

い
う
思
い
を
抱
い
て
い
た
（
②
四
五
七
）
、
そ
の
心
の
呵
責
が
夢
の
形
を

と
っ
て
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

源
氏
の
歌
は
、
く
う
つ
ｅ
の
こ
の
世
や
男
女
の
逢
瀬
を
「
夢
」
と
表

象
す
る
比
楡
表
現
と
、
亡
き
人
の
夢
を
見
て
哀
悼
す
る
哀
傷
歌
の
世
界
に

よ
っ
て
、
〈
禁
忌
〉
故
に
閉
ざ
さ
れ
鯵
屈
す
る
心
を
抱
え
て
い
た
く
う
つ

ｅ
を
「
夢
」
と
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
松
井
健
児
氏
は
２
の
歌
は
「
藤

（
瀦
）

壷
へ
の
哀
傷
歌
」
、
３
は
「
藤
壷
へ
の
鎮
魂
歌
」
と
捉
え
、
前
述
の
針
本
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（
お
）

正
行
氏
ｊ
、
、
２
は
「
紫
の
上
を
「
を
そ
」
う
死
霊
の
魂
を
鎮
め
よ
う
」

と
す
る
源
氏
の
言
葉
と
し
て
機
能
し
、
「
結
果
と
し
て
死
霊
藤
壷
の
怨
霊

化
も
回
避
さ
せ
る
鎮
魂
歌
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
な
ど
、
こ
れ
ら
の

歌
を
含
む
巻
末
表
現
が
哀
傷
、
鎮
魂
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
清
水
好
子

氏
以
来
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
源
氏
の
見
た
「
夢
」

が
右
の
哀
傷
歌
と
異
な
る
の
は
、
二
人
の
密
事
に
関
わ
る
長
懐
す
る
べ
き

内
容
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
」
と
い
う
、
閉
塞
す
る
〈
冬

の
夜
の
夢
〉
と
表
象
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

肥
風
に
散
る
木
の
葉
み
だ
る
る
露
霜
に
結
ぼ
ほ
れ
ゆ
く
冬
の
夜
の
夢

（
夫
木
抄
巻
一
六
冬
一
・
冬
剛
）

旧
は
、
平
安
朝
に
お
い
て
た
だ
一
首
「
冬
の
夜
の
夢
」
と
詠
じ
た
源
順

の
歌
で
あ
る
。
刑
は
、
俊
成
卿
女
が
、
露
霜
の
凝
固
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ

に
重
ね
て
、
心
の
鯵
屈
す
る
「
冬
の
夜
の
夢
」
を
詠
じ
た
も
の
で
、
源
氏

物
語
の
２
の
歌
の
影
響
下
に
詠
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
「
冬
の
夜
の
夢
」

と
「
結
ぼ
ほ
る
」
が
呼
応
し
て
い
る
。
「
夫
木
抄
」
に
は
も
う
１
首
、
「
神

無
月
」
の
明
け
方
に
見
る
と
も
な
く
見
る
〈
冬
の
夢
〉
を
、
木
の
葉
に
閉

最
後
に
、
〈
冬
の
夢
〉
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
源
氏
物
語
に
お
い

て
、
「
結
ぼ
ほ
る
」
と
「
夢
」
の
呼
応
、
或
い
は
〈
冬
の
夜
の
夢
〉
を
語

る
の
も
２
の
歌
の
み
で
あ
る
。
「
新
編
国
歌
大
観
」
（
Ｃ
Ｄ
ｌ
Ｒ
ｏ
Ｍ
版
）

を
検
す
る
に
も
〈
冬
の
夢
〉
を
詠
じ
た
も
の
は
数
少
な
い
。

1５ 五
〈
冬
の
夜
の
夢
〉
の
瞼

ぬ
る
ご
と
に
衣
を
か
へ
す
冬
の
夜
の
夢
に
だ
に
や
は
君
が
見
え
こ

ぬ
（
順
集
冬
別
）

の
夜
の
夢
の
な
か
に
も
恩
ひ
き
や
君
な
き
宿
を
ゆ
き
て
見
ん
と
は
」
（
同

巻
二
十
哀
傷
Ⅲ
）
な
ど
〈
春
の
夜
の
夢
〉
詠
で
あ
る
。
「
春
」
「
恋
」
「
哀

傷
」
の
部
立
に
各
１
首
見
ら
れ
る
「
後
撰
集
』
に
お
い
て
、
七
六
番
歌
は

「
寝
ら
れ
ぬ
を
し
ひ
て
寝
て
見
る
春
の
夜
の
夢
の
限
り
は
今
宵
な
り
け
り
」

（
貫
之
集
第
五
恋
剛
）
の
「
詠
み
換
え
で
あ
ろ
う
」
（
新
大
系
「
後
撰
和
歌

集
」
脚
注
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
部
立
は
「
春
」
で
あ
る
が
、
『
貫
之
集
」

と
同
じ
く
恋
歌
で
あ
ろ
う
。
恋
歌
で
は
、
「
春
の
夜
の
夢
」
は
恋
し
い
人

に
逢
う
こ
と
の
で
き
る
甘
美
な
夢
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
三
八
七
番
歌

は
、
詞
書
に
「
兄
の
服
に
て
、
一
条
に
ま
か
り
て
」
と
あ
る
哀
傷
歌
で
、

は
か
な
い
「
春
の
夜
の
夢
」
は
一
方
で
は
人
の
死
を
連
想
さ
せ
る
表
象
で

も
あ
っ
た
。

源
氏
物
語
に
は
〈
春
の
夜
の
夢
〉
も
〈
秋
〉
〈
夏
〉
の
夢
詠
も
な
く
、

朝
顔
巻
例
の
み
が
〈
冬
の
夜
の
夢
〉
を
、
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
」
と
詠
じ
て

（
型
）

い
る
。
源
氏
物
垂
叩
以
前
、
「
源
順
集
』
の
一
首
は
、
衣
を
返
す
ま
じ
な
い

を
夜
毎
に
し
て
訪
れ
を
待
っ
て
も
、
夢
に
さ
え
現
れ
な
い
男
の
薄
情
さ
を

嘆
い
た
も
の
で
、
冷
え
冷
え
と
し
た
「
冬
の
夜
の
夢
」
に
は
孤
愁
が
醸
成

じ
込
め
ら
れ
凝
固
す
る
様
に
準
え
た
藤
原
家
隆
の
歌
（
巻
一
六
唖
が
あ

る
。和
歌
に
は
多
く
の
「
夢
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
古
今

集
』
『
拾
遺
集
」
に
は
、
季
節
を
冠
し
た
夢
の
歌
が
見
ら
れ
な
い
。
「
古
今

六
帖
」
に
は
春
２
首
、
秋
１
首
、
「
後
撰
集
』
に
春
３
首
、
夏
１
首
が
あ

る
が
、
冬
の
夢
詠
は
な
い
。
平
安
中
期
頃
ま
で
の
私
家
集
で
も
、
春
ｎ
首
、

夏
１
首
、
秋
２
首
が
あ
る
が
、
冬
の
夢
は
右
の
「
源
順
集
」
の
１
首
の
み

で
あ
る
。
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
「
寝
ら
れ
ぬ
を
し
ひ
て
わ
が
寝
る
春
の

夜
の
夢
を
う
つ
つ
に
な
す
よ
し
も
が
な
」
（
後
撰
集
巻
二
春
中
乙
、
「
春

2０
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さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
比
愉
の
表
現
性
は
な
い
。
若
紫
巻
の
密
通
の
後
、
源

氏
と
藤
壷
が
異
質
な
「
夢
」
を
詠
み
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
重
ね

合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
と
存
在
が
示
さ
れ
、
藤
壺
は
わ
が
「
宿
世
」

を
「
心
憂
し
」
「
あ
さ
ま
し
」
と
受
け
止
め
て
い
た
。
源
氏
の
恋
情
に
危

倶
を
抱
き
出
家
し
た
後
も
、
藤
壷
と
源
氏
は
「
な
で
し
こ
」
（
愛
し
子
）

（
路
）

で
あ
る
東
宮
（
冷
泉
帝
）
を
介
し
て
、
「
運
命
共
同
体
」
と
い
う
意
識
を

持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
こ
の
二
人
の
「
共
同
関
係
」

す
ら
、
「
た
が
い
に
心
開
け
る
よ
う
な
自
由
さ
と
は
ま
っ
た
く
対
極
の
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
」
、
「
彼
ら
は
た
が
い
に
、
日
常
の
時
空
で
は
己
が
情
動
を

非
日
常
の
密
室
に
封
じ
こ
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
」
「
憂
愁
」
を
抱
え
る
人

（
妬
）

生
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
「
非
日
常
の
密
室
に
封
じ
こ
め
」
ら
れ
た
「
憂
愁
」
こ
そ
が
、
「
心

の
中
に
飽
か
ず
思
ふ
こ
と
」
（
薄
雲
②
四
四
五
）
、
「
心
に
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ

る
こ
と
」
（
若
菜
下
④
二
○
六
）
と
し
て
、
生
涯
藤
壷
と
源
氏
の
心
に
内

在
し
て
い
た
情
動
で
あ
り
、
源
氏
が
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
」
と
詠
じ
た
内
面

世
界
で
あ
る
。
氷
に
閉
ざ
さ
れ
た
冬
の
雪
の
降
り
し
き
る
夜
、
く
う
き
ね
〉

に
孤
愁
を
噛
み
し
め
る
源
氏
の
回
想
す
る
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
は
、
藤

壺
と
源
氏
が
密
通
と
罪
の
子
誕
生
の
秘
密
を
抱
え
て
鯵
屈
す
る
思
い
に
生

き
た
、
閉
塞
的
で
孤
独
な
く
う
つ
ｅ
の
精
神
世
界
を
表
象
す
る
、
独
自

の
象
徴
表
現
で
あ
る
。
そ
の
「
夢
の
み
じ
か
さ
」
も
、
藤
壷
が
三
十
七
歳

と
い
う
早
世
で
あ
っ
た
こ
と
に
繋
が
る
と
思
う
。

薄
雲
巻
の
春
、
藤
壷
崩
御
の
際
に
源
氏
は
、
墨
染
の
桜
と
と
も
に
、
落

お
わ
り
に

日
の
光
景
に
象
徴
さ
れ
る
「
入
日
さ
す
」
の
哀
傷
歌
に
よ
り
深
い
哀
悼
と

（
〃
）

愛
慕
の
心
を
詠
じ
た
。
そ
し
て
、
季
節
の
巡
っ
た
冬
の
こ
の
夜
、
紫
の
上

と
往
時
を
語
り
、
回
顧
さ
れ
る
藤
壷
恋
慕
に
安
眠
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

く
う
き
ね
〉
の
夢
に
藤
壷
を
見
た
。
そ
の
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
は
、
従

来
の
解
釈
の
よ
う
に
、
は
か
な
い
「
夢
を
結
ぶ
」
「
結
ば
れ
た
夢
」
を
詠

じ
た
も
の
で
は
な
い
。
夢
の
内
容
が
密
通
に
関
わ
る
閉
塞
的
鯵
屈
感
を
伴

う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
と
同
時
に
、
藤
壺
と
の
密
通
・
罪
の
子
誕

生
の
秘
密
故
に
、
閉
塞
的
鯵
屈
感
を
内
包
し
て
生
き
て
き
た
く
う
つ
ｅ

を
回
想
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
藤
壷
が
若
紫
巻
で
「
醒
め
ぬ
夢
に
な
し
て

も
」
と
語
り
始
め
、
源
氏
が
冬
の
夜
に
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
と
回
想
す

る
「
夢
」
は
、
源
氏
と
藤
壷
の
物
語
を
語
る
上
で
呼
応
す
る
「
夢
」
で
あ

り
、
二
人
の
〈
禁
忌
の
恋
〉
を
形
象
化
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
の
閉
塞
的
に
鯵
屈
す
る
精
神
世
界
を
形
象
す
る
〈
冬
の
夜
の
夢
〉

（
班
）

は
、
源
氏
に
密
通
の
罪
意
識
を
再
確
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

朝
顔
巻
に
続
く
少
女
巻
冒
頭
は
「
年
か
は
り
て
、
宮
の
御
は
て
も
過
ぎ
」

た
初
夏
の
卯
月
、
物
語
は
夕
霧
物
語
に
転
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、
朝
顔
巻

末
は
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
過
去
を
振
り
返
り
、
そ
の
過
去
に
け

じ
め
を
つ
け
る
」
こ
と
に
お
い
て
、
〈
藤
壺
物
語
〉
の
終
焉
を
語
る
も
の

で
あ
る
。
源
氏
が
独
り
寝
の
悲
哀
を
言
う
「
鴛
鴦
の
う
き
ね
」
に
今
も
藤

壷
を
慕
い
、
冬
の
夜
の
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
に
回
想
さ
れ
る
藤
壺
を
来

世
に
ま
で
慕
っ
て
行
こ
う
と
も
、
夫
婦
で
は
な
い
二
人
が
同
じ
蓮
の
上
に

乗
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
契
り
合
っ
た
男
女
が
共
に
渡
る
「
み
つ
の
瀬
」
で

す
ら
再
会
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
後
藤
壷
の
霊
が
現
れ

な
い
こ
と
か
ら
、
死
者
藤
壷
に
と
っ
て
冒
頭
に
示
し
た
２
．
３
の
歌
は
鎮

魂
歌
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
醒
め
ぬ
夢
」
の
ま
ま
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注（
１
）
用
例
は
、
『
伊
勢
物
語
」
『
源
氏
物
語
」
『
堤
中
納
言
物
語
」
『
狭
衣
物
語
」

「
栄
花
物
語
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角

川
書
店
）
、
「
源
氏
物
語
新
釈
」
ｓ
賀
茂
真
淵
全
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八
二
年
）
「
奥
義
抄
」
（
日
本
歌
学
大
系
第
一
巻
、
風
間
書
房
、
一

九
五
七
年
）
に
よ
る
。
『
源
氏
物
語
評
釈
」
（
玉
上
琢
弥
）
「
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
」
「
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
」
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
は
略
称
し
た
。

（
２
）
藤
本
勝
義
「
回
顧
と
喪
失
の
構
造
ｌ
「
朝
顔
」
巻
１
１
」
（
「
源
氏
物

語
の
入
こ
と
ば
文
化
」
新
典
社
、
一
九
九
九
年
）

（
３
）
清
水
好
子
『
源
氏
の
女
君
増
補
版
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
）

（
４
）
加
納
重
文
『
源
氏
物
語
の
研
究
」
（
望
稜
舎
、
’
九
八
六
年
）
で
は
、
「
藤

壷
物
語
は
薄
雲
の
巻
で
終
末
を
つ
げ
る
」
と
す
る
池
田
亀
鑑
（
初
出
は
、

季
刊
文
芸
誌
『
望
郷
」
第
八
号
、
一
三
一
一
一
頁
、
一
九
四
九
年
六
月
）
や
、

風
巻
景
次
郎
ｓ
源
氏
物
語
の
成
立
」
風
巻
景
次
郎
全
集
第
４
巻
、
桜
楓

社
、
一
九
六
九
年
）
の
見
解
に
賛
意
を
寄
せ
て
い
る
。
池
田
亀
鑑
『
新
講

源
氏
物
語
」
（
至
文
堂
、
一
九
五
一
年
）
で
は
、
朝
顔
巻
を
最
後
と
見
る
。

（
５
）
塚
原
明
弘
「
か
げ
見
ぬ
三
の
瀬
に
や
霞
ど
は
む
ｌ
三
瀬
川
の
俗
信
と

「
朝
顔
」
巻
末
の
余
韻
」
ｓ
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
○
○
○

年
七
月
）
．
「
三
瀬
川
」
に
つ
い
て
は
、
「
三
瀬
川
を
渡
る
時
ｌ
「
源

「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
と
し
て
今
一
度
回
想
さ
れ
た
く
藤
壺
物
語
〉
は
、
〈
禁

忌
〉
で
あ
る
が
故
に
密
通
の
罪
意
識
と
、
愛
執
故
に
永
遠
に
救
済
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
深
い
喪
失
感
に
惑
う
源
氏
の
姿
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
閉
じ

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

氏
物
語
』
の
浄
土
信
仰
ｌ
」
（
「
源
氏
物
語
こ
と
ば
の
連
環
」
お
う
ふ

う
、
二
○
○
四
年
。
初
出
は
「
王
朝
文
学
史
稿
』
第
二
十
号
、
一
九
九

五
年
六
月
）
も
あ
る
。

（
６
）
鈴
木
日
出
男
「
藤
壷
か
ら
紫
の
上
へ
ｌ
「
朝
顔
」
巻
論
」
（
「
源
氏
物

語
虚
構
論
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
三
年
。
初
出
は
「
源
氏
物
語

試
論
集
論
集
平
安
文
学
４
』
勉
誠
社
、
’
九
九
七
年
）

（
７
）
吉
岡
礦
「
鴛
鴬
の
う
き
ね
〈
下
）
Ｉ
朝
顔
巻
の
光
源
氏
夫
妻
ｌ
」

ｓ
中
古
文
学
』
第
一
四
号
、
一
九
七
四
年
一
○
月
）

（
８
）
鈴
木
裕
子
「
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
ｌ
朝
顔
巻
の
光
源
氏
と
紫
の
上

ｌ
」
（
「
想
像
す
る
平
安
文
学
一
第
４
巻
、
勉
誠
出
版
二
九
九
九
年
）

（
９
）
今
井
上
「
氷
閉
づ
る
月
夜
の
歌
ｌ
朝
顔
巻
の
和
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
ｌ
」
（
「
源
氏
物
語
表
現
の
理
路
」
笠
間
書
院
二
○
○
八
年
）

（
、
）
高
橋
亨
「
物
語
想
像
力
の
根
源
ｌ
琴
も
の
の
け
中
有
」
（
『
源
氏

物
語
の
対
位
法
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
。
注
６
鈴
木
日

出
男
の
よ
う
に
、
「
孤
立
す
る
自
分
を
包
摂
し
て
い
る
自
然
を
詠
ん
だ

歌
」
（
五
五
二
頁
）
と
解
す
る
も
の
も
あ
る
。

（
Ⅱ
）
針
本
正
行
「
光
源
氏
の
独
詠
歌
」
ｓ
平
安
女
流
文
学
の
表
現
」
お
う
ふ

う
、
二
○
○
一
年
）

（
、
）
『
新
全
集
』
の
漢
籍
・
史
書
・
仏
典
引
用
一
覧
（
②
五
○
九
頁
）
に
も

訓
読
し
た
も
の
が
あ
る
。

（
Ⅲ
）
原
岡
文
子
「
朝
顔
巻
の
読
み
と
「
視
点
」
」
（
『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表

現
そ
の
両
義
的
展
開
」
翰
林
書
房
、
二
○
○
三
年
。
初
出
は
『
共
立

女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
」
’
九
八
七
年
二
月
）
。
注
６
鈴
木
日
出
男

も
「
罪
障
を
思
い
つ
つ
も
、
藤
壷
と
と
も
に
極
楽
の
蓮
の
上
に
よ
み
が

え
り
た
い
と
願
っ
た
歌
」
と
述
べ
て
い
る
。
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（
ｕ
）
金
裕
千
「
朝
顔
巻
末
の
「
み
つ
の
瀬
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
藤
壷
追
慕
と

罪
の
救
済
ｌ
」
｛
「
文
学
語
学
」
二
○
○
○
年
五
月
）

（
燗
）
「
し
た
ふ
」
は
、
単
に
恋
し
く
思
う
の
み
な
ら
ず
、
〈
下
・
迫
ふ
〉
が
語

源
か
と
さ
れ
る
ｓ
岩
波
古
語
辞
典
』
）
よ
う
に
、
強
く
心
惹
か
れ
て
、

後
を
追
い
行
く
愛
着
の
行
為
を
表
す
。

（
肥
）
塚
原
明
弘
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
思
い
の
物
語
」
（
『
源
氏
物
語
こ
と
ば
の

連
環
」
お
う
ふ
う
、
二
○
○
四
年
）

（
Ⅳ
）
木
船
重
昭
『
源
氏
物
語
の
研
究
続
』
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
七
三
年
）

（
蛆
）
藤
田
加
代
「
霧
の
イ
メ
ー
ジ
」
ｓ
源
氏
物
語
の
「
表
現
」
を
読
む
」
風

間
書
房
、
一
九
九
九
年
。
初
出
は
、
『
霧
の
雛
』
考
１
１
源
氏
物
語
に

お
け
る
自
然
把
握
の
方
法
ｌ
」
「
日
本
文
学
研
究
」
第
犯
号
、
一
九
九

五
年
三
月
）

（
四
）
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
）

（
別
）
清
水
婦
久
子
「
朝
顔
の
巻
の
女
君
」
（
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
和

泉
書
院
、
一
九
九
七
年
）

（
Ⅲ
）
従
来
、
注
３
清
水
説
が
あ
り
、
藤
井
貞
和
『
源
氏
物
語
論
」
（
岩
波
書

店
、
二
○
○
○
年
）
も
、
「
怨
霊
そ
の
も
の
の
出
現
と
し
て
あ
る
」
（
三

四
八
頁
）
と
述
べ
、
藤
壷
の
怨
霊
は
宵
居
の
僧
都
の
密
奏
に
よ
り
冷
泉

帝
に
知
ら
れ
た
こ
と
を
恨
ん
で
出
現
し
た
と
す
る
。

（
皿
）
拙
稿
「
藤
壺
の
「
醒
め
ぬ
夢
」
」
（
『
日
本
文
学
誌
要
」
第
七
二
号
、
二

○
○
五
年
七
月
）

（
羽
）
松
井
健
児
「
源
氏
物
語
独
詠
歌
に
お
け
る
浄
化
の
希
求
ｌ
罪
意
識
に

よ
る
独
詠
歌
ｌ
」
（
「
王
朝
文
学
史
稿
」
第
十
号
二
九
八
三
年
二
月
）

（
皿
）
漢
詩
の
引
用
に
は
、
須
磨
で
雪
の
降
り
荒
れ
る
冬
、
源
氏
が
琴
を
弾
き

付
記
本
稿
は
、
二
○
’
○
年
法
政
大
学
博
士
学
位
論
文
と
し
て
受
理
さ
れ
た

も
の
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
霜
の
後
の
夢
」
と
論
じ
る
（
須
磨
②
二
○
八
）
例
が
あ
る
。
大
江
朝

綱
の
七
言
律
詩
「
王
昭
君
」
の
頸
聯
「
胡
角
一
声
霜
後
夢
漢
宮
万
里

月
前
腸
（
胡
角
一
声
霜
の
後
の
夢
漢
宮
万
里
月
の
前
の
腸
）
」
ｓ
和

漢
朗
詠
集
」
「
王
昭
君
」
（
冬
川
）
）
に
よ
る
も
の
で
、
胡
に
嫁
が
さ
れ

た
王
昭
君
の
寂
蓼
、
孤
独
、
望
郷
の
思
い
を
託
す
「
霜
の
後
の
夢
」
は
、

政
界
か
ら
失
脚
し
須
磨
に
流
離
し
た
源
氏
の
失
意
、
孤
独
、
都
へ
の
思

い
と
重
な
る
、
霜
夜
の
〈
冬
の
夢
〉
で
あ
る
。

（
妬
）
森
一
郎
「
藤
壷
の
実
像
」
（
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
』
笠
間
叢
書
伽
、

一
九
七
九
年
）

（
別
）
鈴
木
日
出
男
「
天
上
の
恋
ｌ
藤
壷
と
光
源
氏
（
一
）
」
（
「
源
氏
物
語

虚
構
論
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
三
年
）

（
〃
）
拙
稿
「
輝
く
日
の
宮
の
〈
落
日
〉
ｌ
哀
傷
歌
の
象
徴
性
ｌ
」
（
「
中

古
文
学
」
第
八
一
号
、
二
○
○
八
年
六
月
）

（
肥
）
鈴
木
日
出
男
「
天
上
の
女
藤
壺
」
ｓ
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』

一
九
九
三
年
一
○
月
）
が
、
若
紫
巻
の
源
氏
と
藤
壺
の
贈
答
歌
に
お
け

る
「
「
夢
」
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
暗
闇
が
、
源
氏
と
藤
壷
を

つ
な
ぎ
と
め
る
紐
帯
と
な
っ
て
い
る
」
、
源
氏
と
藤
壺
の
物
語
は
「
暗

い
無
彩
色
の
密
室
的
な
場
面
を
構
成
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
の
も
、
藤

壷
の
「
醒
め
ぬ
夢
」
が
覚
め
ぬ
ま
ま
に
、
源
氏
の
言
う
「
結
ぼ
ほ
れ
つ

る
夢
」
と
し
て
継
続
さ
れ
た
こ
と
に
繋
が
る
見
解
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
や
ま
ざ
き
か
ず
こ
・
本
学
兼
任
講
師
）
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