
PDF issue: 2024-12-26

『源氏物語』における夕顔の人物像 : 漢詩
文との関係から

曾, 琦惠

(出版者 / Publisher)
法政大学大学院

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
大学院紀要 = Bulletin of graduate studies

(巻 / Volume)
81

(開始ページ / Start Page)
174

(終了ページ / End Page)
163

(発行年 / Year)
2018-10-31

(URL)
https://doi.org/10.15002/00021349



174
1 
 

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
夕
顔
の
人
物
像 

―
漢
詩
文
と
の
関
係
か
ら
― 

 

人
文
科
学
研
究
科 

日
本
文
学
専
攻 

博
士
後
期
課
程
二
年 

曾 

琦
惠 

 

 

は
じ
め
に 

『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
冒
頭
で
は
、
「
夕
顔
の
女
」
が
「
白
き
扇
」
を
源
氏
に
贈
る

ま
で
、
作
者
は
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
と
思
し
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、

主
に
「
白
き
扇
」
に
書
い
た
歌
の
解
釈
や
贈
歌
意
図
を
論
じ
る
も
の
で
、
ほ
か
の
視
点
に

よ
る
考
察
は
ま
だ
不
十
分
だ
と
考
え
て
い
る
。
本
論
文
で
は
漢
詩
文
と
の
関
係
か
ら
、
巻

冒
頭
部
に
登
場
し
た
「
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
」
「
白
の
花
」
や
「
白
き
扇
」
、
後
の
場
面

で
繰
り
返
し
響
い
た
「
砧
の
音
」
と
い
っ
た
夕
顔
の
宿
の
風
景
の
機
能
に
つ
い
て
分
析
を

行
い
た
い
。 

 一
、
「
眉
ひ
ら
け
た
る
」
夕
顔
の
花 

Ⅰ 

飽
か
ざ
り
し
夕
顔 

ま
ず
、
「
白
き
花
」
と
「
女
」
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
こ
の
巻
の
冒
頭
に
、
源

氏
が
五
条
大
路
に
車
を
止
め
て
見
渡
す
と
、
乳
母
の
家
の
隣
に
、
白
い
簾
を
透
か
し
て
、

可
愛
ら
し
い
女
性
の
影
が
微
か
に
見
え
る
。
ど
ん
な
女
性
の
住
処
だ
ろ
う
と
好
奇
心
が
高

ま
り
、
車
か
ら
身
を
出
し
て
さ
ら
に
見
る
と
、 

 

【
A
】 

切
懸
だ
つ
物
に
、
い
と
青
や
か
な
る
葛
の
心
地
よ
げ
に
這
ひ
か
か
れ
る
に
、
a

白
き

花
ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
。「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
と
独

り
ご
ち
た
ま
ふ
を
、
御
随
身
つ
い
ゐ
て
、「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し

は
べ
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
る
」

と
申
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

（
夕
顔
巻
・
一
三
六
頁
）

 

見
聞
き
し
た
こ
と
の
な
い
「
白
き
花
」
が
目
に
映
っ
て
、
随
身
と
「
花
の
名
」
に
つ
い
て

問
答
し
た
。「
そ
れ
」
が
「
夕
顔
」
だ
と
知
っ
た
源
氏
は
、「
一
房
折
り
て
ま
ゐ
れ
」（
夕
顔

巻
・
一
三
六
頁
）
と
随
身
に
命
じ
て
、 

 

【
B
】 

 
 

さ
す
が
に
さ
れ
た
る
遣
戸
口
に
、
黄
な
る
生
絹
の
単
袴
長
く
着
な
し
た
る
童
の
を
か

し
げ
な
る
出
で
来
て
う
ち
招
く
。
b

白
き
扇
の
い
た
う
こ
が
し
た
る
を
、
「
こ
れ
に

置
き
て
ま
ゐ
ら
せ
よ
、
枝
も
情
け
な
げ
な
め
る
花
を
」
と
て
取
ら
せ
た
れ
ば
、
門
あ
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け
て
惟
光
朝
臣
出
で
来
た
る
し
て
奉
ら
す
。 

（
夕
顔
巻
・
一
三
六
頁
～
一
三
七
頁
） 

と
、
女
童
か
ら
「
夕
顔
の
花
」
を
載
せ
る
道
具
と
し
て
「
白
き
扇
」
を
渡
し
、「
夕
顔
の
女
」

と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
。「
白
き
花
」
は
物
語
の
展
開
上
な
く
て
は
な
ら
な
い
景
物
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
源
氏
が
本
当
に
知
り
た
い
の
は
「
花
の
名
」
で

は
な
く
、「
女
の
正
体
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
白
き
花
」
は
源
氏
に
と
っ
て
「
女
」

の
譬
え
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
夕
顔
の
花
」
を
「
女
の
化
身
」
と
す
る

設
定
は
、
場
面
の
展
開
に
つ
れ
て
深
化
し
て
い
く
。 

 

こ
の
巻
で
、「
夕
顔
」
は
語
句
と
し
て
、
源
氏
と
女
と
の
贈
答
に
、
三
回
に
わ
た
っ
て
登

場
す
る
。「
白
き
扇
」
に
書
い
た
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔

の
花
」（
夕
顔
巻
・
一
四
〇
頁
）
の
歌
、
そ
の
返
歌
「
寄
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ

か
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
花
の
夕
顔
」
（
夕
顔
巻
・
一
四
一
頁
）
、
後
の
場
面
で
女
の
返
歌

「
光
あ
り
と
見
し
夕
顔
の
上
露
は
た
そ
か
れ
時
の
そ
ら
め
な
り
け
り
」（
夕
顔
巻
・
一
六
二

頁
）
の
三
首
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
問
題
の
多
い
歌
で
、
各
説
を
簡
単
に
纏
め
て
お
く
。 

「
心
あ
て
に
…
」
の
歌
は
、
源
氏
が
吟
ず
る
「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
と
い
う
句

に
対
す
る
返
事
で
、「
高
貴
な
人
が
「
花
の
名
」
を
問
う
た
こ
と
に
対
す
る
答
え
と
挨
拶
の

歌
だ
っ
た
」
と
清
水
婦
久
子
⑴

が
主
張
し
て
い
る
。
「
女
が
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
」
と
見
た

対
象
は
植
物
の
「
夕
顔
の
花
」
」
で
、
光
源
氏
や
頭
中
将
の
喩
で
は
な
い
と
す
る
の
が
工
藤

重
矩
⑵

の
説
で
あ
る
。 

女
側
の
贈
歌
理
由
な
ど
は
両
氏
の
理
解
で
処
理
で
き
る
が
、
歌
を
受
け
取
っ
た
源
氏
は

「
例
の
、
方
に
は
重
か
ら
ぬ
御
心
」（
夕
顔
巻
・
一
四
一
頁
）
と
思
わ
れ
る
好
き
人
で
、
近

寄
っ
て
確
か
め
よ
う
と
す
る
「
花
の
夕
顔
」
が
実
際
に
「
女
」
で
あ
る
こ
と
も
は
っ
き
り

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
は
「
光
あ
り
…
」
の
歌
を
通
じ
て
、
自
分
を
「
夕
顔
」
の
花
に

譬
え
て
、
源
氏
の
愛
情
を
疑
っ
た
⑶

の
で
あ
る
。
地
の
文
に
お
い
て
も
、「
か
の
夕
顔
の
し

る
べ
せ
し
随
身
」（
夕
顔
巻
・
一
五
二
頁
）
、「
か
の
夕
顔
の
宿
を
思
ひ
出
づ
る
も
恥
づ
か
し
」

（
夕
顔
巻
・
一
八
七
頁
）
、「
か
の
夕
顔
の
宿
に
は
」（
夕
顔
巻
・
一
九
三
頁
）
と
い
う
よ
う

に
、
直
接
に
女
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
が
、「
夕
顔
」
は
特
定
の
出
来
事
や
地
点
を
指

し
示
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
末
摘
花
巻
に
至
り
、
そ
の
冒
頭
に
、「
思
へ
ど
も
な
ほ
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に

後
れ
し
心
地
を
、
年
月
経
れ
ど
思
し
忘
れ
ず
」
（
末
摘
花
巻
・
二
六
五
頁
）
、
玉
鬘
巻
の
冒

頭
に
、
「
年
月
隔
た
り
ぬ
れ
ど
、
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
を
つ
ゆ
忘
れ
た
ま
は
ず
」
（
玉
鬘
巻
・

八
七
頁
）
と
あ
り
、
源
氏
は
女
の
こ
と
を
「
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
」
と
名
付
け
て
恋
し
く
偲

ん
で
い
る
。
後
で
右
近
か
ら
玉
鬘
の
存
在
を
知
り
、
源
氏
は
「
容
貌
な
ど
は
、
か
の
昔
の

夕
顔
と
劣
ら
じ
や
」
（
玉
鬘
巻
・
一
二
一
）
と
訊
ね
、
「
夕
顔
の
花
」
と
「
女
」
と
が
一
体

化
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
構
成
に
は
、
作
者
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

Ⅱ 

「
眉
ひ
ら
け
た
る
」
と
漢
詩
文 

問
題
と
す
る
「
白
き
花
ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
」
と
い
う
文
は
、

「
夕
顔
」
に
対
す
る
最
初
の
描
写
で
あ
る
。
「
眉
ひ
ら
け
た
る
」
と
い
う
表
現
は
、
『
源
氏

物
語
』
以
前
の
物
語
や
和
歌
に
存
在
せ
ず
、
漢
詩
文
か
ら
受
容
し
た
表
現
と
思
し
い
。
こ

の
点
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
、
中
国
の
詩
文
に
お
い
て
、「
開
眉
」
と
い
う
言

葉
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

中
国
の
詩
句
で
「
開
眉
」
と
い
う
言
葉
は
、
憂
い
が
解
け
て
笑
顔
に
な
る
様
子
を
表
現

す
る
。
類
似
す
る
言
葉
に
「
解
眉
」
や
「
展
眉
」
が
あ
る
。
現
存
す
る
中
国
の
文
書
・
漢

詩
な
ど
に
お
い
て
、
最
も
古
い
例
は
『
玉
台
新
詠
』
⑷

巻
五
、
沈
約
の
「
登
高
望
春
（
高

き
に
登
つ
て
春
を
望
む
）
」
で
あ
る
。 

こ
の
五
言
古
詩
の
第
八
聯
、「
解
眉
還
復
斂
、
方
知
巧
笑
難
（
眉ま

ゆ

を
解と

き
還ま

た
復ま

た
斂お

さ

む
、

方ま
さ

に
巧こ

う

笑
し
ょ
う

の
難か

た

き
を
知
る
）
」
で
は
、
二
重
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
解
眉
」
（
顰
め
た
眉

根
を
解
く
）
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
詩
人
は
こ
の
詩
に
お
い
て
女
性
に
成
り
き
っ
て
、

山
に
登
っ
て
都
を
眺
め
な
が
ら
、
恋
人
と
な
か
な
か
会
え
な
い
苦
悶
の
情
を
述
べ
て
い
る
。
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春
の
美
し
い
景
色
に
眉
は
い
っ
た
ん
解
い
た
が
ま
た
顰
め
、
そ
れ
は
愛
し
て
い
る
人
が
目

の
前
に
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

続
い
て
巻
十
、
王
臺
卿
作
の
「
同
蕭
治
中
十
詠
二
首
（

蕭
し
ょ
う

治
中

じ
ち
ゅ
う

十
じ
ゅ
う

詠え
い

に
同ど

う

ず
二
首
）
」

の
其
の
二
「
南
浦
別
佳
人
（
南
浦

な

ん

ぽ

に
佳
人

か

じ

ん

と
別わ

か

る
）
」
を
掲
げ
る
。 

斂
容
送
君
別 

 
容

か
た
ち

を
斂お

さ

め
て
君
が
別べ

つ

を
送
る
、 

一
斂
無
開
時 

 

一ひ
と

た
び
斂お

さ

め
て
開ひ

ら

く
時と

き

無な

し
。 

只
應
待
相
見 

 

只
應

た
だ
ま
さ

に
相
見

あ

い

み

る
を
待ま

ち
て
、 

還
將
笑
解
眉 

 

還ま

た

笑
わ
ら
い

を
も
っ
て
眉ま

ゆ

を
解と

く
な
る
べ
し
。 

こ
の
五
言
古
絶
句
の
結
句
に
も
「
解
眉
」
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
詩
の
題
名
の
「
佳

人
」
は
「
美
人
」
の
こ
と
で
は
な
く
、
妻
の
夫
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
。「
南
浦
」
で
「
佳

人
」
と
別
れ
て
以
来
、
顔
を
顰
め
て
綻
び
る
時
は
な
い
、
そ
れ
は
再
び
相
見
る
日
に
、
眉

を
解
い
て
笑
み
に
な
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
た
め
な
の
だ
と
い
う
詩
意
で
、
詩
人
が
「
思

婦
」
（
※

遠
く
離
れ
た
夫
を
懐
か
し
く
思
う
婦
人
、
ヤ
マ
ト
言
葉
で
い
う
「
待
つ
女
」
）
の

立
場
で
作
っ
て
い
る
。 

「
開
」
「
眉
」
こ
の
二
文
字
が
同
じ
詩
句
に
用
い
ら
れ
る
例
と
し
て
、
『
芸
文
類
聚
』
所

収
の
南
朝
・
梁
の
詩
人
鮑
泉
の
「
詠
梅
花
（
梅
花
を
詠
じ
る
）
」
の
「
客
心
屢
看
此
、
愁
眉

斂
詎
開
（
客か

く

心し
ん

し
ば
し
ば
此
を
看み

て
、
愁
眉

し
ゅ
う
び

斂お
さ

め
て
な
ん
ぞ
開ひ

ら

か
ん
）
」
の
一
聯
が
ま
ず

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
詩
は
南
朝
宮
体
詩
⑸

の
詠
物
詩
に
属
し
、
風
に
吹
か
れ
て
梅
の
ひ
ら

ひ
ら
と
落
ち
て
く
る
花
び
ら
に
託
し
て
、
深
い
閨
に
い
る
女
性
が
流
離
す
る
身
の
上
や
親

族
と
の
生
き
別
れ
に
対
す
る
哀
切
の
情
を
表
現
し
て
い
る
。 

次
に
、
南
朝
末
頃
の
詩
人
江
総
の
「
宛
轉
歌

え
ん
て
ん
か

」
と
い
う
七
言
歌
行
に
お
い
て
も
、
「
翠

眉
結
恨
不
復
開
、
寶
鬢
迎
秋
度
前
亂
（
翠す

い

眉び

恨う
ら

み
を
結む

す

び
て
復ま

た
開ひ

ら

か
ず
、
寶ほ

う

鬢び
ん

秋
を
迎

え
て
度わ

た

る
前
に
乱
る
）
」
と
、
こ
の
一
聯
が
見
ら
れ
、
秋
の
月
夜
に
、
「
促
織
（
き
り
ぎ
り

す
）
」
の
鳴
き
声
や
衣
を
打
つ
砧
の
音
に
涙
を
催
さ
れ
た
「
思
婦
」
の
惆
悵
た
る
気
持
ち
を

描
い
て
い
る
。
右
に
掲
げ
た
詩
文
例
を
見
れ
ば
、
六
朝
時
代
の
詩
歌
で
は
、「
解
眉
」
や
「
開

眉
」
の
言
葉
が
主
に
、
ア

女
性
の
「
閨
怨
」
（
※

「
思
婦
」
を
含
め
た
婦
人
の
憂
え
や
怨
み

の
情
）
を
表
現
す
る
場
合
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

唐
代
に
な
っ
て
、「
開
眉
」
と
い
う
言
葉
は
使
用
範
囲
が
よ
り
広
く
な
り
、『
白
氏
文
集
』

に
多
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
イ

お
酒
で
憂
愁
を
晴
ら
す
時
、
「
一
酌
發
好
容
、
再
酌
開
愁
眉

（
一い

っ

酌
し
ゃ
く

好
容

こ
う
よ
う

を
發は

っ

し
、
再

酌

さ
い
し
ゃ
く

愁
眉

し
ゅ
う
び

を
開ひ

ら

く
）
」
（
『
白
氏
文
集
』
巻
五
「
傚
陶
潛
體
詩
十

六
首
并
序
其
四
」
）
や
「
厭
見
薄
書
先
眼
合
、
喜
逢
杯
酒
暫
眉
開
（
薄
書

ぼ

し

ょ

を
見
る
に
厭あ

き
先ま

づ
眼
合

め

が

っ

し
、
杯は

い

酒し
ゅ

に
逢あ

ふ
を
喜
び
暫し

ば

し
眉ま

ゆ

開ひ
ら

く
）
」
（
『
白
氏
文
集
』
巻
五
十
四
「
赴
蘇
州

至
常
州
答
賈
舍
人
」
）
の
詩
句
に
詠
ま
れ
、
ウ

友
人
と
の
歓
会
や
悲
別
の
場
に
お
い
て
も
「
開

眉
笑
相
見
、
把
手
期
何
處
（
眉ま

ゆ

を
開ひ

ら

い
て
笑わ

ら

つ
て
相
見

あ

い

み

、
手
を
把と

つ
て
何い

づ

れ
の

處
と
こ
ろ

に
か
期き

す
る
）
」（
『
白
氏
文
集
』
巻
六
「
秋
日
懷
杓
直
」
）
、「
惆
悵
城
西
別
、
愁
眉
兩
不
開
（

惆

悵

ち
ゅ
う
ち
ょ
う

す
城

西

じ
ょ
う
せ
い

の
別
れ
、
愁
眉

し
ゅ
う
び

兩ふ
た

つ
な
が
ら
開ひ

ら

か
ず
）
」（
『
白
氏
文
集
』
巻
十
三
「
別
韋
蘇
州
」
）
、

「
平
生
相
見
即
眉
開
、
靜
念
無
如
李
與
崔
（
平
生
相

へ
い
ぜ
い
あ
い

見み

て

則
す
な
わ

ち
眉ま

ゆ

開ひ
ら

く
、
静
に
念お

も

ふ
に
李り

と
崔さ

い

に
如し

く
は
無
し
）
」
（
『
白
氏
文
集
』
巻
十
六
「
聞
李
十
一
出
牧
澧
州
崔
二
十
二
出
牧

果
州
因
寄
絕
句
」
）
等
々
、
度
々
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
多
数
の
用
例
が
ウ
「
友
人
と
の

歓
会
や
悲
別
」
の
場
合
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
白
居
易
が
自
ら
の
気
持
ち
を
述
べ
る
時
に
詠
じ
た
も
の
で
あ
り
、

六
朝
詩
の
伝
統
に
沿
っ
て
夫
と
別
れ
た
女
性
の
心
境
を
写
し
て
作
っ
た
詩
と
し
て
、
巻
十

九
「
思
婦
眉
（
思
婦
の
眉
）
」 

春
風
搖
蕩
自
東
來 

 

春

風

し
ゅ
ん
ぷ
う

搖
蕩

よ
う
と
う

し
て 

東
よ
り
來き

た

り
、 

拆
盡
櫻
桃
綻
盡
梅 

 

櫻お
う

桃と
う

を
拆ひ

ら

き
盡つ

く
し 

梅
を

綻
ほ
こ
ろ

ば
し
盡つ

く
す
。 

 
 

唯
餘
思
婦
愁
眉
結  

 

唯た

だ
餘あ

ま

す 

思
婦 

愁
眉

し
ゅ
う
び

の
結む

す

べ
る
を
、 

無
限
春
風
吹
不
開 

 

限
り
無
き
春

風

し
ゅ
ん
ぷ
う 

吹ふ

け
ど
開ひ

ら

か
ず
。 

と
い
う
七
言
絶
句
が
あ
る
の
に
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
詩
の
転
句
と
結
句
で
は
、「
思
婦
」
の

夫
と
離
れ
て
い
る
苦
悶
は
春
風
が
吹
い
て
も
愁
眉
は
開
か
な
い
の
だ
、
と
表
現
さ
れ
る
。

則
ち
、
女
性
を
詠
作
主
体
に
す
る
時
、
恋
人
と
の
出
逢
い
や
別
離
に
よ
っ
て
の
心
情
の
変
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化
を
眉
の
「
開
く
」
か
「
開
か
ず
」
の
状
態
で
表
現
す
る
と
い
う
、『
玉
台
新
詠
』
以
来
の

作
詩
伝
統
を
受
け
継
い
だ
様
相
を
呈
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
日
本
漢
詩
文
に
お
い
て
の
使
用
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
最
初
の
用
例

は
、
九
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
勅
撰
漢
詩
集
『
文
華
秀
麗
集
』
艶
情
部
に
、
菅
原
清
公
は

嵯
峨
天
皇
の
「
春
閨
怨
」
に
唱
和
し
て
、
「
怨
婦
含
情
不
能
寐
（
怨
婦

え

ん

ぷ

情
お
も
い

を
含ふ

く

み
て
寐ぬ

る

こ
と
能あ

た

は
ず
）
」
か
ら
切
り
出
し
、
夫
が
な
か
な
か
帰
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
怨
ん
で
、
「
生

憎
柳
葉
尚
舒
眉
（
生
憎

な
ま
に
く

し
柳
の
葉
尚な

お

し
眉ま

ゆ

を
舒の

ぶ
る
こ
と
）
」
と
い
う
句
に
お
い
て
、
「
開

眉
」
と
同
じ
意
味
の
「
舒
眉
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、
柳
葉
が
伸
ば
し
て
い
る
に
ひ
き

か
え
、
眉
を
顰
め
る
自
分
（
＝
怨
婦
）
に
と
っ
て
、
そ
の
柳
も
憎
し
と
思
わ
れ
て
く
る
こ

と
を
描
く
。 

ま
た
、
九
世
紀
末
頃
成
立
し
た
島
田
忠
臣
の
『
田
氏
家
集
』「
春
風
歌

し
ゅ
ん
ぷ
う
か

」
に
お
い
て
、「
消

除
遺
恨
柳
眉
開
（
遺
恨

い

こ

ん

を

消
し
ょ
う

除じ
ょ

し
て
柳
眉

り
ゅ
う
び

開ひ
ら

く
）
」
と
い
う
用
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

美
人
の
愁
い
の
な
い
華
や
い
だ
姿
に
対
す
る
描
写
で
あ
る
。
ほ
か
に
『
菅
家
文
草
』
と
『
菅

家
後
集
』
に
お
い
て
多
数
の
用
例
が
現
れ
る
。
例
え
ば
、「
旅
亭
歳
日
、
招
客
同
飲
（
旅
亭

の
歳
日
、
客
を
招
き
て
同と

も

に
飲
む
）
」
で
は
、
「
笑
容
今
日
両
眉
開
（
笑わ

ら

ひ
て
容ゆ

る

す
、
今
日

こ
ん
に
ち

兩ふ
た

つ
の
眉ま

ゆ

開ひ
ら

く
る
こ
と
を
）
」
と
い
う
句
で
、
客
と
の
歓
会
の
た
め
、
家
族
と
別
れ
た
旅

愁
が
晴
れ
た
こ
と
を
言
い
表
し
、「
水
邊
試
飲
（
水
辺
に
飲
を
試
み
る
）
」
で
は
、「
更
添
一

酌
覺
眉
開
（
更
に
一い

っ

酌
し
ゃ
く

を
添そ

へ
て
眉ま

ゆ

の
開ひ

ら

く
る
こ
と
を
覺し

る
）
」
と
い
う
句
で
、
お
酒
を

頼
り
に
憂
愁
を
忘
れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
賦
新
煙
催
柳
色
、
應
製
（
〔
新

煙
の
柳
色
を
催
す
〕
と
い
ふ
こ
と
を
賦
す
、
製
に
応こ

た

へ
ま
つ
る
）
」
で
は
、
「
翠
黛
開
眉
纔

畫
出
（
翠す

い

黛た
い

眉ま
ゆ

を
開ひ

ら

き
て

纔
わ
ず
か

に
畫え

が

き
出い

だ

す
）
」
と
い
う
句
で
、
柳
の
新
芽
が
生
え
た
姿
を
、

愁
眉
を
開
い
て
緑
色
の
ま
ゆ
ず
み
を
描
い
た
美
人
に
譬
え
て
い
た
。 

纏
め
る
と
、
平
安
中
期
ま
で
の
日
本
漢
詩
集
で
は
「
開
眉
」
や
「
眉
開
」
の
用
例
は
十

数
首
が
見
ら
れ
、『
白
氏
文
集
』
の
詩
句
と
同
じ
よ
う
に
、
酒
宴
に
臨
ん
だ
り
友
人
と
会
合

し
た
り
し
て
憂
い
が
解
け
る
こ
と
を
表
現
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
女
性
の
心
情
の
変
化
を

表
象
す
る
場
合
も
あ
る
。 

以
上
、
「
開
眉
」
と
い
う
詩
的
言
語
は
、
九
世
紀
頃
、
中
国
の
詩
文
集
か
ら
日
本
の
漢

詩
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
漢
詩
の
世
界
に
お
け
る
眉
を
顰
め
る
と
い
う
「
思
婦
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
具
体
的
に
ど
の
詩
集
か
ら
平
安
人
に
摂
取
さ
れ
た
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、

『
白
氏
文
集
』
は
も
ち
ろ
ん
、『
文
選
』
と
双
璧
と
称
さ
れ
る
べ
き
、
六
朝
詩
の
精
粋
を
取

り
集
め
た
『
玉
台
新
詠
』
や
江
総
の
個
人
詩
集
『
江
令
君
集
』
、
そ
れ
に
『
芸
文
類
聚
』
は

と
も
に
藤
原
佐
世
の
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
平
安
知
識
人
た
ち

の
目
に
と
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。 

夕
顔
巻
の
問
題
に
戻
る
。
漢
詩
文
の
教
養
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
作

者
は
、「
開
眉
」
と
い
う
漢
語
を
読
み
下
し
て
、「
眉
ひ
ら
け
た
る
」
と
い
う
形
で
、「
夕
顔
」

に
対
す
る
描
写
と
し
て
物
語
に
織
り
交
ぜ
た
。
そ
れ
は
、「
夕
顔
」
が
通
り
掛
っ
て
い
る
「
御

車
」
の
中
に
、
尋
ね
て
来
て
ほ
し
い
人
物
が
居
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
ふ
と
気
が
晴

れ
た
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
白
き
花
」

の
表
情
と
「
夕
顔
」
の
心
情
が
重
層
的
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
る
。 

夕
顔
が
常
々
、
家
の
前
を
行
き
来
す
る
車
の
動
静
を
心
掛
け
て
い
る
様
子
は
、
「
車
の

音
す
れ
ば
、
若
き
者
ど
も
の
ぞ
き
な
ど
す
べ
か
め
る
に
、
こ
の
主
と
お
ぼ
し
き
も
這
ひ
わ

た
る
時
は
べ
べ
か
め
る
」
（
夕
顔
巻
・
一
四
九
頁
）
と
い
う
文
章
に
描
か
れ
た
。
そ
し
て
、

「
君
は
御
直
衣
姿
に
て
、
御
随
身
ど
も
も
あ
り
し
。
な
に
が
し
、
く
れ
が
し
」（
夕
顔
巻
・

一
五
〇
頁
）
と
い
う
夕
顔
に
仕
え
て
い
る
女
童
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
頭
中
将
は
と
り
わ
け

注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
今
回
は
、「
御
車
も
い
た
く
や
つ
し
た
ま
へ
り
、
前
駆
も

追
は
せ
た
ま
は
ず
」
（
夕
顔
巻
・
一
三
五
頁
）
、
忍
び
姿
の
源
氏
の
正
体
が
、
夕
顔
の
宿
の

人
々
に
は
す
ぐ
に
把
握
で
き
ず
、
例
の
よ
う
に
「
あ
の
君
」（
＝
頭
中
将
）
で
は
な
い
か
と

疑
っ
た
が
、
期
待
が
外
れ
て
し
ま
っ
た
。 
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二
、
尋
ぬ
べ
き
ゆ
ゑ
あ
り
て
見
ゆ
る
「
白
き
扇
」 

Ⅰ 

い
た
う
こ
が
し
た
る
「
白
き
扇
」 

 

次
に
、「
白
き
花
」
を
添
え
て
、
源
氏
に
渡
さ
れ
た
「
白
き
扇
」
と
夕
顔
の
繋
が
り
に
つ

い
て
説
明
す
る
。 

【
C
】 

 
 

あ
り
つ
る
扇
御
覧
ず
れ
ば
、
c

も
て
馴
ら
し
た
る
移
り
香
い
と
し
み
深
う
な
つ
か
し

く
て
、
を
か
し
う
す
さ
び
書
き
た
り
。 

 
 

 
 

心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花 

 
 

そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
も
あ
て
は
か
に
ゆ
ゑ
づ
き
た
れ
ば
、
い
と

思
ひ
の
ほ
か
に
を
か
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。 

 

惟
光
に
、
「
こ
の
西
な
る
家
は
何
人
の
住
む
ぞ
、
問
ひ
聞
き
た
り
や
」
と
の
た
ま

へ
ば
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
夕
顔
巻
・
一
三
九
頁
～
一
四
〇
頁
） 

源
氏
は
「
白
き
扇
」
の
持
ち
主
の
女
性
の
素
性
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。「
あ
や
し
き
」

小
家
か
ら
意
外
に
も
風
流
な
や
り
と
り
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
な
小
道
具
を
手
に
し
、
源

氏
は
「
こ
の
扇
の
尋
ぬ
べ
き
ゆ
ゑ
あ
り
」
と
言
い
な
が
ら
、
夕
顔
に
近
付
こ
う
と
し
始
め

る
。
因
縁
の
種
を
撒
い
た
「
白
き
花
」
の
ほ
か
、
実
際
の
行
動
を
唆
す
小
道
具
で
あ
る
「
白

き
扇
」
の
機
能
の
重
要
さ
が
見
え
て
く
る
。
こ
こ
で
疑
問
を
持
つ
の
は
、
な
ぜ
他
の
色
で

は
な
く
、
「
白
き
扇
」
が
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。 

 

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
白
き
扇
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
例
は
夕
顔
巻
の
当
該
箇
所

以
外
に
、
東
屋
巻
の
巻
末
に
一
箇
所
が
存
在
す
る
。
夕
顔
と
の
類
似
性
を
よ
く
言
わ
れ
る

浮
舟
の
「
白
き
扇
を
ま
さ
ぐ
り
つ
つ
添
ひ
臥
し
た
る
」（
東
屋
巻
・
一
〇
〇
頁
）
姿
を
目
に

す
る
薫
は
、
不
意
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
所
収
の
漢
詩
句
「
楚
王
の

台
う
て
な

の
上
の
夜
の
琴き

ん

の

声
」（
「
雪
に
題
す
」
尊
敬
）
を
吟
じ
て
、「
扇
の
色
も
心
お
き
つ
べ
き
閨
の
い
に
し
へ
を
ば

知
ら
ね
ば
」（
東
屋
巻
・
一
〇
一
頁
）
と
思
い
つ
き
、
不
吉
を
予
感
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
楚

王
の
台
の
上
の
夜
の
琴
の
声
」
の
上
の
句
「
班
女

は
ん
じ
ょ

の
閨ね

や

の
中う

ち

の
秋
の
扇
の
色
」
は
班
婕
妤

の
故
事
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
お
り
、「
白
き
扇
」
を
手
に
す
る
浮
舟
と
、
捨
て
ら
れ
る
危

惧
の
あ
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
代
表
す
る
班
婕
妤
と
が
重
な
っ
て
見
え
て
し
ま
う
わ
け
で

あ
る
。 

文
学
に
お
け
る
「
白
き
扇
」
を
手
に
す
る
女
性
と
班
婕
妤
と
の
繋
が
り
は
、
こ
の
よ
う

な
作
中
人
物
の
言
動
か
ら
も
窺
え
る
。
従
っ
て
、
夕
顔
が
贈
っ
た
「
白
き
扇
」
も
、
作
者

は
班
婕
妤
に
愛
玩
さ
れ
て
い
た
「
紈
扇
」
を
意
識
し
て
、
意
図
的
に
選
ん
だ
と
考
え
ら
れ

る
。 以

下
、
な
ぜ
文
学
の
世
界
に
お
い
て
、
「
白
き
扇
」
が
班
婕
妤
の
人
物
像
と
緊
密
に
係

わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
行
う
。 

 

Ⅱ 

班
婕
妤
の
「
白
き
扇
」 

 

最
初
に
夕
顔
と
班
婕
妤
を
関
係
づ
け
て
論
じ
た
の
は
、
黒
須
重
彦
「
班
婕
妤
と
夕
顔
」

⑹

で
あ
る
。 

「
白
き
扇
」
へ
と
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
く
と
、「
班
婕
妤
」
と
の
関
連
が
必
然
と
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
…
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
同
じ
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、

こ
の
「
東
屋
」
の
巻
の
「
白
き
扇
」
に
は
必
ず
班
婕
妤
が
注
せ
ら
れ
る
の
に
、
片
や

「
夕
顔
」
の
巻
の
そ
れ
に
は
全
く
班
婕
妤
は
一
顧
だ
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
…
作

者
は
、
赤
い
扇
、
黄
色
い
扇
、
紫
の
扇
、
さ
て
ど
れ
に
し
よ
う
、
そ
う
だ
白
い
扇
に

し
ょ
う
、
と
思
い
つ
き
に
、
無
意
味
に
選
択
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
白
き

扇
の
「
白
き
」
に
「
東
屋
」
の
巻
と
同
じ
よ
う
に
、
或
は
そ
れ
以
上
の
作
者
の
意
図

計
算
が
あ
る
と
し
た
ら
、
私
た
ち
は
、
ま
こ
と
に
大
切
な
こ
と
を
見
逃
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。 

右
に
掲
げ
た
引
用
文
の
、
作
者
が
「
白
き
扇
」
を
夕
顔
に
持
た
せ
る
の
は
「
意
図
計
算
が

あ
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

 

班
婕
妤
は
実
在
の
歴
史
人
物
と
し
て
、
そ
の
記
録
が
『
漢
書
』「
外
戚
列
伝
」
や
『
列
女
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伝
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。「
班
」
と
い
う
姓
の
女
性
は
西
漢
の
成
帝
の
寵
を
受
け
た
も
の
で
、

「
婕
妤
」
と
い
う
妃
の
位
を
授
け
ら
れ
た
。
後
に
成
帝
の
愛
情
が
移
り
、
趙
飛
燕
・
趙
合

徳
姉
妹
の
讒
言
に
害
さ
れ
て
、
婕
妤
は
自
ら
長
信
宮
に
退
居
し
て
皇
太
后
に
仕
え
る
こ
と

を
請
い
、
賦
を
作
っ
て
自
分
を
哀
れ
ん
だ
（
通
称
「
自
悼
賦
」
⑺

）
。
成
帝
が
崩
御
後
、
婕

妤
は
成
帝
の
陵
墓
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
亡
く
な
る
ま
で
仕
え
て
い
た
と
い
う
。『
文
選
』
巻

二
十
七
に
、
班
婕
妤
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
怨
歌

え

ん

か

行こ
う

」（
『
玉
台
新
詠
』
の
巻
一
に
は
「
怨
詩
」

と
作
る
。
『
楽
府
詩
集
』
巻
四
十
二
に
も
収
録
）
が
載
る
。
全
詩
を
掲
げ
る
。 

新
裂
齊
紈
素 

 

新
た
に
齊せ

い

の
紈が

ん

素そ

を
裂さ

け
ば
、 

皎
潔
如
霜
雪 

 

皎
き
ょ
う

潔け
つ

に
し
て
霜
雪

そ
う
せ
つ

の
如
し
。 

裁
爲
合
歡
扇 

 

裁た

ち
て
合
歡

ご
う
か
ん

の

扇
お
う
ぎ

と
爲な

せ
ば
、 

團
團
似
明
月 

 

團
團

だ
ん
だ
ん

と
し
て
明
月

め
い
げ
つ

に
似
た
り
。 

出
入
君
懷
袖 

 

君
が
懷か

い

袖
し
ゅ
う

に

出

入

し
ゅ
つ
に
ゅ
う

し
、 

動
揺
微
風
發 

 

動
揺

ど
う
よ
う

し
て
微
風

び

ふ

う

發は
っ

す
。 

常
恐
秋
節
至 

 

常
に
恐
る

秋
し
ゅ
う

節せ
つ

の
至
り
て
、 

涼
風
奪
炎
熱 

 

涼

風

り
ょ
う
ふ
う

炎
熱

え
ん
ね
つ

を
奪
ひ
。 

棄
捐
篋
笥
中 

 

篋
笥

け

い

し

の
中
に
弃
捐

き

え

ん

せ
ら
れ
、 

恩
情
中
道
絶 

 

恩

情

お
ん
じ
ょ
う

中

道

ち
ゅ
う
ど
う

に
絶た

え
ん
こ
と
を
。 

 

斉
の
国
の
雪
の
よ
う
に
白
く
て
潔
い
「
紈
素
」（
白
い
絹
）
で
団
扇
を
作
る
。
こ
の
満
月

の
よ
う
な
丸
い
団
扇
は
、
夫
婦
の
和
合
を
象
徴
し
て
い
る
。
夏
頃
、
い
つ
も
「
君
」
（
夫
）

の
懐
や
袖
中
に
出
入
り
し
て
愛
さ
れ
て
い
る
が
、
秋
に
な
る
の
を
恐
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
炎
暑
は
涼
風
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
団
扇
は
箱
中
に
棄
て
ら
れ
、「
君
」
の
情
け
も
途

絶
え
て
し
ま
う
。
こ
の
五
言
楽
府
に
お
い
て
、
女
性
は
自
分
を
団
扇
に
譬
え
て
、
秋
風
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
、
容
姿
が
衰
え
る
に
つ
れ
て
、
自
分
の
位
置
が
ほ
か
の
女
性

に
奪
わ
れ
、
夫
の
情
愛
の
変
わ
り
易
さ
に
対
す
る
怨
み
を
表
現
す
る
。 

以
後
、
班
婕
妤
と
い
う
人
物
と
扇
と
い
う
ア
イ
テ
ム
が
文
学
に
お
い
て
結
び
付
く
。
白

い
「
秋
扇
」
が
捨
て
ら
れ
る
危
惧
の
あ
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
も
の
と
な
り
、「
怨
女
」

（
※

す
で
に
結
婚
す
べ
き
年
齢
に
な
っ
た
が
、
適
适
な
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
）
や
「
思

婦
」
の
気
持
ち
の
表
象
と
し
て
、
度
々
詩
作
に
見
ら
れ
る
。 

 

魏
晋
南
北
朝
時
代
で
は
、
班
婕
妤
の
心
情
を
擬
し
て
作
っ
た
「
閨
怨
詩
」
が
多
く
現
れ
、

『
楽
府
詩
集
』
巻
四
十
三
所
収
の
西
晋
の
陸
機
の
「
班
婕
妤
」
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
詩

の
第
三
句
「
寄
情
在
玉
階
（
情
を
寄
す
る
は

玉
ぎ
ょ
く

階か
い

に
在
り
）
」
の
「
玉
階
」
は
、
「
自
悼

賦
」
の
「
華
殿
塵
兮
玉
階
菭
（
華か

殿で
ん

塵け
が

し
て
玉
階
に

苔
こ
け
む

す
）
」
と
い
う
句
に
よ
っ
た
も
の

で
、
第
四
句
「
託
意
惟
團
扇
（
意
を
託
し
て
唯
だ
団
扇
の
み
）
」
の
「
団
扇
」
は
も
ち
ろ
ん

「
怨
歌
行
」
の
「
紈
素
」
で
作
ら
れ
た
「
合
歓
扇
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
楽
府
で
は
、

寵
を
失
っ
た
班
婕
妤
が
成
帝
の
足
跡
が
絶
え
た
長
信
宮
に
退
居
し
た
後
、
生
活
の
嘆
き
深

い
様
子
を
描
き
出
し
た
。 

ま
た
、
単
な
る
班
婕
妤
の
気
持
ち
を
代
弁
し
た
擬
作
の
ほ
か
に
、
「
団
扇
」
の
文
学
的

イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
、
作
詩
主
体
の
気
持
ち
を
表
現
す
る
詩
作
の
数
も
少
な
く
な
い
。

『
玉
台
新
詠
』
巻
十
、
蕭
衍
の
「
団
扇
歌

だ
ん
せ
ん
か

」
を
掲
げ
る
。 

手
中
白
團
扇 

凈
如
秋
團
月 

 

手

中

し
ゅ
ち
ゅ
う

の
白は

く

團
扇
、

浄
じ
ょ
う

た
る
こ
と
秋
の
團だ

ん

月げ
つ

の
如
し
。

 

清
風
任
動
生 

嬌
香
承
意
發 

 

清
風

せ
い
ふ
う

動
く
に
任
せ
て
生
じ
、
嬌

き
ょ
う

香こ
う

意
に
乗
じ
て
發は

っ

す
。

 

右
の
五
言
詠
物
詩
で
は
、
表
面
上
、「
白
団
扇
」
と
い
う
も
の
を
描
写
の
対
象
に
し
て
、
手

に
し
て
い
る
秋
の
満
月
の
よ
う
な
「
白
団
扇
」
を
揺
る
が
せ
ば
、
清
ら
か
な
風
と
と
も
に
、

あ
で
や
か
な
香
り
が
生
じ
て
く
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
の
詠

作
対
象
は
そ
の
香
り
の
持
ち
主
の
女
性
で
あ
る
。「
白
団
扇
」
が
女
性
と
一
体
化
し
、
扇
を

手
に
し
て
い
る
「
主
人
」
に
愛
お
し
く
思
わ
れ
る
。 

こ
の
「
嬌
香
意
に
乗
じ
て
發
す
」
「
白
団
扇
」
は
、
夕
顔
の
「
も
て
馴
ら
し
た
る
移
り

香
い
と
深
う
な
つ
か
し
く
」
に
し
た
「
白
き
扇
」
と
重
な
る
の
で
は
な
い
か
。
源
氏
は
「
い

た
う
こ
が
し
た
る
」
「
白
き
扇
」
を
手
に
し
て
、
「
な
つ
か
し
」
き
「
移
り
香
」
を
嗅
ぎ
な

が
ら
、
夕
顔
の
人
柄
を
思
い
浮
か
べ
て
、
ご
く
自
然
に
心
が
動
い
た
。
そ
し
て
、
夕
顔
の
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所
持
物
と
し
て
「
白
き
扇
」
が
登
場
し
た
時
点
、
夕
顔
の
背
後
に
は
、
班
婕
妤
の
面
影
が

見
え
て
き
て
、
夫
と
離
れ
た
「
待
つ
女
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
く
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
故
に
こ
の
点
を
察
知
し
た
源
氏
は
、「
こ
の
扇
の
尋
ぬ
べ
き
ゆ
ゑ
あ
り
て
見
ゆ
る

を
。
な
ほ
こ
の
わ
た
り
の
心
知
れ
ら
ん
者
を
召
し
て
問
へ
」
（
夕
顔
巻
・
一
四
〇
頁
）
と
、

い
っ
そ
う
夕
顔
の
情
報
を
知
る
の
に
焦
が
れ
る
。 

 

こ
の
場
面
の
最
後
で
、
源
氏
は
随
身
を
遣
わ
し
て
夕
顔
に
返
歌
を
贈
っ
た
が
、
返
事
を

も
ら
え
ず
に
、
乳
母
の
家
を
去
っ
て
ゆ
く
。 

【
D
】 

 
 

御
前
駆
の
松
明
ほ
の
か
に
て
、
い
と
忍
び
て
出
で
た
ま
ふ
。
d

半
蔀
は
下
ろ
し
て
け

り
。
隙
々
よ
り
見
ゆ
る
灯
の
光
、
蛍
よ
り
け
に
ほ
の
か
に
あ
は
れ
な
り
。 

 
 

 
（
夕
顔
巻
・
一
四
一
頁
～
一
四
二
頁
）

 

【
D
】
の
傍
線
部
、
「
蛍
よ
り
け
に
ほ
の
か
に
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
文
の
表
現
に
つ
い

て
、
諸
注
で
は
「
夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
け
に
燃
ゆ
れ
ど
も
光
見
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な
き
」（
『
古

今
和
歌
集
』
巻
十
二
・
恋
二
・
紀
友
則
）
と
い
う
歌
を
挙
げ
て
出
典
と
し
て
い
る
。
黒
須

重
彦
は
「
こ
う
い
う
場
面
に
お
け
る
女
の
気
持
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
心

情
に
は
、
班
婕
妤
と
夕
顔
と
で
共
通
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
…

こ
う
し
て
班
婕
妤
を
介
在
さ
せ
た
と
き
、
王
維
の
「
班
婕
妤
三
首
」
が
、
作
者
及
び
そ
の

創
作
と
無
縁
な
ど
い
っ
て
済
ま
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
⑻

」
と
指
摘
し
、
こ
の
部
分
と
王
維
の

「
班
婕
妤
（
第
一
首
）
」
⑼

と
の
近
似
性
を
指
摘
し
た
。 

次
に
『
楽
府
詩
集
』
巻
四
十
三
に
見
ら
れ
る
全
詩
を
掲
げ
る
。 

 
 

玉
窓
螢
影
度 

金
殿
人
聲
絶  

 

玉
ぎ
ょ
く

窓そ
う

に
蛍
の
影
度
り
て
、
金
殿
に
人
声
絶
え
る
。

 

 
 
 
 

秋
夜
守
羅
幃 

孤
燈
耿
不
滅 

 

秋
夜
羅
帷

ら

い

を
守
り
て
、
孤
灯

こ

と

う

耿て

ら
し
て
滅き

え
ず
。 

な
お
、
こ
の
詩
の
前
に
、
謝
朓
の
「
玉
階
怨
」
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
『
玉
台
新
詠
』
巻
十

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
全
詩
を
掲
げ
る
。 

夕
殿
下
珠
簾 

 

夕せ
き

殿で
ん

珠じ
ゅ

簾れ
ん

を
下く

だ

す
、 

流
螢
飛
複
息 

 

流
り
ゅ
う

蛍け
い

飛
び
て
復
た
息や

む
。 

長
夜
縫
羅
衣 

 

長
夜
羅ら

衣い

を
縫
ふ
、 

思
君
此
何
極 

 

君
を
思
う
て
此
に
何
ぞ
極
り
あ
ら
ん
や
。 

班
婕
妤
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
夫
の
訪
れ
を
望
ん
で
い
る
女
性
を
象
徴
す
る
文
学
的
な

記
号
は
「
秋
扇
」
の
ほ
か
に
、
「
長
信
宮
」
と
「
玉
階
」
こ
の
二
つ
の
題
材
が
見
ら
れ
る
。

前
に
挙
げ
た
陸
機
の
擬
作
は
「
玉
階
」
を
詩
文
に
用
い
た
最
初
の
例
で
、
こ
の
「
玉
階
怨
」

は
陸
機
の
「
班
婕
妤
」
に
啓
発
さ
れ
て
作
っ
た
の
で
あ
る
。
夕
暮
れ
の
時
、
御
殿
に
す
で

に
真
珠
の
簾
が
下
ろ
さ
れ
て
い
た
。
夜
が
更
け
て
、
飛
び
交
う
蛍
が
ち
ら
ち
ら
光
っ
て
は

止
ま
る
。
簾
に
囲
ま
れ
て
、
思
婦
が
眠
ら
ず
に
衣
を
縫
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、「
君
」（
夫
）

を
思
う
こ
と
は
こ
ん
な
に
極
ま
り
が
な
い
。
光
っ
て
は
止
ま
る
蛍
は
ま
さ
に
思
婦
の
反
復

す
る
思
い
を
表
象
し
て
い
る
。 

こ
の
詩
の
情
景
と
同
じ
よ
う
に
、
半
蔀
を
下
ろ
し
て
、
灯
に
面
し
て
座
る
夕
顔
は
、
誰

か
を
待
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
半
蔀
の
中
の
女
性
を
想
像
し
な
が
ら
、
源
氏
は
恋

心
が
ま
す
ま
す
収
ま
ら
な
い
。 

 

班
婕
妤
の
故
事
が
日
本
の
文
学
作
品
に
受
容
さ
れ
た
の
は
早
く
、
よ
く
例
に
挙
げ
ら
れ

る
の
は
『
文
華
秀
麗
集
』
艶
情
部
の
嵯
峨
天
皇
御
製
の
「
婕
妤
怨
」
と
い
う
詩
で
あ
る
。

全
詩
を
掲
げ
る
。 

 
 

昭
陽
辭
恩
寵 

長
信
獨
離
居 

 

昭
し
ょ
う

陽よ
う

恩

寵

お
ん
ち
ょ
う

を
辭
し
、

長
ち
ょ
う

信し
ん

獨ひ
と

り
離り

居き
ょ

す
。 

 
 
 
 

團
扇
含
愁
詠 

秋
風
怨
有
餘 

 

團だ
ん

扇せ
ん

愁
う
れ
え

を
含ふ

く

み
て
詠う

た

ひ
、
秋
風

怨

餘

う
ら
み
あ
ま
り

有
り
。 

 
 
 
 

閑
階
人
跡
絶 

冷
帳
月
光
虛 

 

閑か
ん

階か
い

人ひ
と

跡あ
と

絶
え
、
冷

帳

れ
い
ち
ょ
う

月
光

つ
き
か
げ

虛む
な

し
。 

 
 
 
 

久
罷
後
庭
望 

形
将
歲
時
除 

 

久
と
こ
し
へ

に
罷や

み
ぬ
後
庭

こ
う
て
い

の

望
の
ぞ
み

、
形

か
た
ち

歳
時

さ

い

じ

と
除の

か
む
。

 

右
の
漢
詩
の
第
三
句
に
お
い
て
、「
団
扇
」
を
擬
人
化
し
て
、
寵
を
奪
わ
れ
た
婕
妤
の
怨
み

を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
怨
歌
行
」
以
来
の
作
詩
趣
向
を
汲
み
入
れ
た
と
窺
え
る
。

『
文
華
秀
麗
集
』「
艶
情
部
」
の
ほ
か
に
、『
凌
雲
集
』
や
『
経
国
集
』
に
も
「
班
女
の
扇
」

を
詠
み
込
む
こ
と
で
、
班
婕
妤
と
重
な
っ
て
詠
作
主
体
の
心
情
を
表
現
す
る
詩
作
が
見
ら
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れ
る
。
つ
ま
り
、
「
「
扇
」
は
、
班
婕
妤
の
心
情
や
境
涯
を
重
層
的
に
表
す
」
⑽

ア
イ
テ
ム

と
し
て
、
平
安
人
に
認
め
ら
れ
る
点
は
疑
い
が
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
も
、
「
白
き

扇
」
の
象
徴
を
認
め
た
上
で
、
わ
ざ
と
夕
顔
の
手
に
取
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
。 

こ
の
時
点
に
お
い
て
、
源
氏
や
読
者
に
ま
だ
知
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

夕
顔
は
実
際
に
帚
木
巻
で
頭
中
将
の
体
験
談
に
出
場
し
た
常
夏
の
女
で
あ
る
。
班
婕
妤
の

故
事
を
下
敷
き
に
読
め
ば
、
夕
顔
は
夏
に
珍
愛
さ
れ
る
団
扇
（
＝
班
婕
妤
）
と
な
り
、
頭

中
将
（
＝
漢
成
帝
）
が
新
し
く
通
い
始
め
た
正
妻
で
、
右
大
臣
家
の
四
の
君
は
、
秋
に
至

っ
て
、
団
扇
に
取
っ
て
代
わ
る
涼
風
（
＝
趙
飛
燕
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
構
図

⑾

は
、
正
し
く
黒
須
重
彦
が
指
摘
し
た
通
り
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
う
し
て
班
婕
妤

と
二
重
写
し
に
し
て
、「
思
婦
」
と
し
て
描
か
れ
た
夕
顔
は
、
い
っ
た
い
何
を
、
あ
る
い
は

誰
を
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

三
、
恋
し
き
「
砧
の
音
」 

Ⅰ
か
の
砧
の
音 

 

場
面
が
移
っ
て
、
源
氏
は
夕
顔
と
縁
を
結
ん
だ
後
、
八
月
十
五
日
の
夜
、
夕
顔
の
宿
に

泊
ま
る
。 

【
E
】 

 
 

 

e
白
栲
の
衣
う
つ
砧
の
音
も
、
か
す
か
に
、
こ
な
た
か
な
た
聞
き
わ
た
さ
れ
、
空

と
ぶ
雁
の
声
と
り
集
め
て
忍
び
が
た
き
こ
と
多
か
り
。
端
近
き
御
座
所
な
り
け
れ
ば
、

遣
戸
を
引
き
開
け
て
、
も
ろ
と
も
に
見
出
し
た
ま
ふ
。
f

ほ
ど
な
き
庭
に
、
さ
れ
た

る
呉
竹
、
前
栽
の
露
は
な
ほ
か
か
る
所
も
同
じ
ご
と
き
ら
め
き
た
り
。
g

虫
の
声
々

乱
り
が
は
し
く
、
壁
の
中
の
き
り
ぎ
り
す
だ
に
間
遠
に
聞
き
な
ら
ひ
た
ま
え
る
御
耳

に
、
さ
し
当
て
た
る
や
う
に
鳴
き
乱
る
る
を
、
な
か
な
か
さ
ま
変
へ
て
思
さ
る
る
も
、

御
心
ざ
し
ひ
と
つ
の
浅
か
ら
ぬ
に
、
よ
ろ
ず
の
罪
ゆ
る
さ
る
る
な
め
り
か
し
。 

（
夕
顔
巻
・
一
五
六
頁
～
一
五
七
頁
） 

 

隣
の
人
声
や
唐
臼
の
響
き
の
「
い
と
あ
や
し
う
め
ざ
ま
し
き
音
」（
夕
顔
巻
・
一
五
六
頁
）

で
、
源
氏
が
な
か
な
か
眠
れ
な
い
。
遠
く
か
ら
空
を
飛
ぶ
雁
の
鳴
き
声
が
「
衣
う
つ
砧
の

音
」
に
伴
っ
て
伝
わ
っ
て
き
て
、「
壁
の
な
か
の
き
り
ぎ
り
す
」
な
ど
蟲
声
が
耳
の
傍
ら
に

鳴
い
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
聴
覚
的
表
現
を
駆
使
し
た
景
物
描
写
で
あ
る
。
そ
し
て
、

夕
顔
逝
去
後
の
九
月
二
十
日
ご
ろ
、
右
近
か
ら
夕
顔
の
素
性
を
聞
い
て
、
あ
の
雨
夜
の
品

定
め
の
際
、
頭
中
将
か
ら
聞
い
た
常
夏
の
女
で
あ
る
と
確
認
し
、
そ
の
宿
で
聞
い
た
「
砧

の
音
」
か
ら
、
夕
顔
の
「
も
の
づ
つ
み
」
の
性
格
に
抱
え
た
自
制
的
な
愛
情
と
そ
の
生
き

方
の
真
相
を
悟
る
。 

【
F
】 

耳
か
し
が
ま
し
か
り
し
砧
の
音
を
思
し
出
づ
る
さ
へ
恋
し
く
て
、「
正
に
長
き
夜
」
と

う
ち
誦
じ
て
臥
し
た
ま
へ
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
夕
顔
巻
・
一
八
九
頁
） 

と
、
も
と
も
と
う
る
さ
く
聞
こ
え
る
音
は
源
氏
に
恋
し
い
と
ま
で
思
わ
れ
て
く
る
。
末
摘

花
巻
に
な
っ
て
も
、 

【
G
】 

秋
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
静
か
に
思
し
つ
づ
け
て
、
か
の
砧
の
音
も
、
耳
に
つ
き
て
聞
き
に

く
し
さ
へ
、
恋
し
う
思
し
出
で
ら
る
る
ま
ま
に
… 

 
 

（
末
摘
花
巻
・
二
七
七
頁
） 

と
、「
砧
の
音
」
は
夕
顔
そ
の
人
物
と
結
び
付
け
て
、
後
々
ま
で
源
氏
の
回
想
と
と
も
に
反

芻
さ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
夕
顔
に
限
っ
て
「
砧
の
音
」
が
三
回
に
わ
た
っ
て

現
れ
た
こ
と
は
や
は
り
無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

続
い
て
、【
E
】
の
傍
線
部
が
踏
ま
え
た
漢
詩
文
の
表
現
を
検
討
し
な
が
ら
、「
砧
の
音
」

の
機
能
に
つ
い
て
説
明
す
る
。 

 

Ⅱ 

「
衣
う
つ
砧
の
音
」
と
思
婦 

 

引
用
文
【
E
】
の
傍
線
部
e
の
表
現
に
つ
い
て
、
諸
注
で
は
『
白
氏
文
集
』
巻
六
十
六

の
「
酬
夢
得
霜
夜
対
月
見
懷
（
夢
得
の
霜
夜
月
に
対
し
懐
は
る
る
に
酬
ゆ
）
」
と
い
う
五
言
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律
詩
の
第
四
句
、
「
碪
和
遠
鴈
聲
」
を
踏
ま
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
全
詩
を
掲
げ
る
。 

 
 
 
 

淒
清
冬
夜
景 

 

淒せ
い

清せ
い

た
り
冬と

う

夜や

の
景
、 

搖
落
長
年
情 

 

搖
落

よ
う
ら
く

た
り
長
年
の
情
。 

 
 
 
 

月
帶
新
霜
色 

 
月
は
新
霜

し
ん
そ
う

の
色
を
帯
び
、 

碪
和
遠
鴈
聲 

 
砧
は
遠
き
雁
の
声
に
和
す
。 

 
 
 
 

暖
憐
爐
火
近 

 

暖
か
き
は
爐ろ

火か

の
近
き
を
憐
れ
み
、 

寒
覺
裌
衣
輕 

 

寒
き
は

裌
き
ょ
う

衣い

の
輕か

ろ

き
を
覺
ゆ
。 

 
 
 
 

枕
上
酬
佳
句 

 

枕

上

ち
ん
じ
ょ
う

に
佳
句
に
酬
い
、 

詩
成
夢
不
成 

 

詩
は
成
り
て
夢
は
成
ら
ず
。 

友
人
の
劉
禹
錫
が
送
っ
て
き
た
霜
の
夜
、
月
に
対
す
る
述
懐
の
詩
に
応
酬
し
た
作
で
、「
砧

に
和
す
雁
の
声
」
は
寂
寥
た
る
冬
夜
の
情
景
や
白
居
易
の
荒
涼
た
る
心
境
を
述
べ
る
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

引
用
文
【
F
】
の
源
氏
が
口
ず
さ
ん
だ
「
正
に
長
き
夜
」
は
『
白
氏
文
集
』
巻
十
九
の

「
聞
夜
砧
」
の
第
三
句
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
全
詩
を
掲
げ
る
。 

 
 

誰
家
思
婦
秋
擣
帛 

 

誰た

が
家
の
思
婦
か 

秋
に
帛は

く

を
擣
つ
、 

月
苦
風
淒
砧
杵
悲 

 

月
苦さ

え 

風

凄
す
さ
ま

じ
く
し
て 

砧ち
ん

杵し
ょ

悲
し
む
。 

 
 
 
 

八
月
九
月
正
長
夜 

 

八
月 

九
月 

正
に
長
き
夜
、 

千
聲
萬
聲
無
了
時 

 

千
聲

せ
ん
せ
い 

万
聲

ば
ん
せ
い 

了お
わ

る
時
無
し
。 

 
 
 
 

應
到
天
明
頭
盡
白 
 

應
に
天
明

て
ん
め
い

に
到
ら
ば 

頭

儘

と
う
こ
と
ご
と

く
白し

ろ

か
る
べ
し
、 

一
聲
添
得
一
莖
絲 

 

一
聲 

添
へ
得え

た
り 

一
莖

い
っ
け
い

の
絲い

と

。 

思
婦
が
冷
た
い
秋
の
月
夜
、
遠
方
に
い
る
夫
の
冬
衣
を
作
る
た
め
、
砧
を
打
っ
て
い
る
。

こ
の
止
む
と
こ
ろ
の
な
い
哀
愁
に
満
ち
た
砧
の
音
を
聞
く
「
私
」（
白
居
易
）
は
、
夜
が
明

け
た
ら
、
頭
髪
が
真
っ
白
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
源
氏
に
と
っ
て
、
あ
の
宿
で
響
い

た
「
砧
の
音
」
は
ま
る
で
夕
顔
の
嘆
き
声
の
よ
う
に
、
時
空
を
超
え
て
聞
こ
え
て
く
る
の

だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
西
進
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

白
詩
の
思
婦
は
長
い
長
い
孤
閨
の
夜
、
夫
を
想
っ
て
砧
を
打
ち
つ
づ
け
る
。
源
氏
は

そ
れ
と
同
じ
ほ
ど
の
思
慕
を
夕
顔
に
寄
せ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
も
し
夕
顔
に

も
源
氏
へ
の
思
慕
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
夕
顔
は
思
婦
ほ
ど
に
孤
閨
を
か
こ
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
あ
の
、
伝
統
的
で
記
号
に
さ
え
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
、
人
々
の

心
に
深
く
し
み
込
ん
で
い
る
思
婦
の
悲
し
み
が
そ
れ
で
あ
る
。
⑿ 

ま
た
、
天
野
紀
代
子
は
「
砧
の
音
す
る
宿
の
、
閨
愁
の
人
妻
と
の
恋
で
あ
っ
た
と
光
源

氏
に
総
括
さ
せ
る
為
に
、
こ
の
白
詩
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
⒀

」
と
指
摘
し
、
漢

詩
文
の
「
搗
衣
」
の
意
匠
を
物
語
に
摂
取
し
た
こ
と
で
、
作
者
が
「
夕
顔
の
イ
メ
ー
ジ
を

夜
通
し
衣
を
擣
つ
「
思
婦
」
と
し
て
据
え
直
し
た
、
と
い
え
る
⒁

」
と
主
張
し
て
い
る
。

夕
顔
の
思
慕
す
る
対
象
に
つ
い
て
、
両
氏
は
異
な
っ
た
見
解
を
述
べ
た
が
、「
砧
の
音
」
と

い
う
「
記
号
」
に
よ
っ
て
、
夕
顔
が
思
婦
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
層
的
に
描
か
れ
て
い
る
点
に

つ
い
て
は
、
意
見
を
共
に
し
て
い
る
。 

先
に
、
な
ぜ
「
砧
の
音
」
が
「
思
婦
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
繫
が
っ
た
か
に
つ
い
て
、
説
明

し
よ
う
。
中
国
の
古
典
文
学
史
に
お
い
て
、
最
初
に
「
衣
を
搗
つ
」
こ
と
を
文
学
作
品
に

書
き
記
し
た
の
は
、
班
婕
妤
の
「
搗
素
賦
（
素
を
搗
つ
賦
）
」
⒂

で
あ
る
。
こ
の
賦
は
砧
の

音
の
描
写
に
重
き
を
置
い
て
、
独
り
で
閨
に
籠
る
宮
中
の
女
性
の
惨
憺
た
る
生
活
ぶ
り
を

表
現
し
て
い
る
。
以
後
、
秋
の
夜
、
冬
衣
の
支
度
で
女
性
が
衣
を
打
つ
と
い
う
場
面
が
思

婦
を
表
象
す
る
一
種
の
記
号
的
な
表
現
と
な
っ
て
、
詩
文
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

現
存
す
る
最
初
の
「
搗
衣
詩
」
は
東
晋
の
曹
毗
の
「
夜
聴
搗
衣
（
夜
搗
衣
を
聽
く
）
」（
『
玉

台
新
詠
』
巻
三
）
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
「
搗
素
賦
」
か
ら
受
け
た
影
響
が
強
い
と
見
え
て
、

同
じ
く
衣
を
打
つ
時
に
発
す
る
音
の
高
低
の
変
化
を
描
写
す
る
こ
と
で
、
離
れ
て
い
る
夫

を
思
う
女
性
の
心
情
の
変
換
を
表
現
し
て
い
る
。 

さ
て
、【
E
】
の
傍
線
部
e
と
g
の
表
現
は
、
中
国
の
詩
文
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の

だ
ろ
う
。
南
北
朝
に
な
っ
て
、
砧
の
音
以
外
、
衣
を
打
つ
場
所
、
あ
る
い
は
周
り
の
景
物

を
も
詩
に
詠
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
鮑
令
暉
の
「
雜
詩
六
首
其
三 

題
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書
後
寄
行
人
（
書
後

し

ょ

ご

に
題
し
て
行
人
に
寄
す
）
」（
『
玉
台
新
詠
』
巻
四
）
、
全
詩
を
掲
げ
る
。 

自
君
之
出
矣  

 

君
の
出
で
し
よ
り
、 

臨
軒
不
解
顏 

 

軒
に
臨
み
て
顔
を
解
か
ず
。 

 
 
 
 

砧
杵
夜
不
發  

 
 

砧ち
ん

杵し
ょ

夜
發
せ
ず
、 

高
門
晝
常
關  

 

高
門

こ
う
も
ん

晝ひ
る

も
常
に
關と

ざ

せ
り
。 

 
 
 
 

帳
中
流
熠
燿  

 
帳
中
に
熠
燿

ゆ
う
よ
う

流
れ
、 

庭
前
華
紫
蘭 

 

庭
前
に
紫
蘭
華は

な

さ
く
。 

 
 
 
 

物
枯
識
節
異 

 

物
枯
れ
て
節せ

つ

の
異
な
る
を
識
り
、 

鴻
來
知
客
寒 

 

鴻こ
う

來
り
て
客
の
寒
か
ら
ん
こ
と
を
知
る
。 

 
 
 
 

遊
用
暮
冬
盡 

 

遊
び
は
暮ぼ

冬と
う

を
用も

っ

て
盡
き
、 

除
春
待
君
還  

 

除じ
ょ

春
し
ゅ
ん

に
君
が
還か

え

る
を
待
た
ん
。 

第
一
聯
と
第
二
聯
で
描
か
れ
た
思
婦
は
、
「
君
」
（
夫
）
が
出
か
け
た
故
、
衣
を
打
つ
意
欲

さ
え
な
い
ほ
ど
憂
え
る
。「
砧
の
音
」
が
聞
こ
え
る
よ
り
も
、
夫
を
待
っ
て
い
る
悲
し
さ
が

こ
こ
の
無
声
の
「
不
發
」
に
通
じ
て
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
聯
と
第
四
聯
は
帳
の

中
の
蛍
、
庭
さ
き
の
秋
蘭
、
帰
る
雁
、
近
く
か
ら
遠
く
ま
で
、
思
婦
の
置
き
場
の
景
物
を

写
し
た
。 

ま
た
、
謝
眺
の
「
秋
夜
」
（
『
玉
台
新
詠
』
巻
四
）
で
は
、
き
り
ぎ
り
す
の
鳴
き
声
に
伴

っ
た
砧
の
音
が
せ
わ
し
い
秋
の
月
夜
、
「
君
」
（
夫
）
を
想
う
女
性
は
露
が
降
り
た
庭
を
眠

ら
ず
に
徘
徊
し
て
、
相
思
の
念
を
周
り
の
風
物
に
託
す
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。
全
詩
を

掲
げ
る
。 

秋
夜
促
織
鳴 

 

秋
夜
促そ

く

織し

鳴
く
、 

南
鄰
擣
衣
急 
 

南
隣
衣
を
擣
つ
こ
と
急
な
り
。 

思
君
隔
九
重 

 

君
を
思
う
て
九

重

き
ゅ
う
ち
ょ

を
隔
つ
、 

夜
夜
空
佇
立 

 

夜や

夜や

空
し
く
佇
立

ち
ょ
り
つ

す
。 

北
窓
輕
幔
垂 

 

北
窓
に
輕
幔

け
い
ま
ん

垂
れ
、 

西
戶
月
光
入 

 

西
戸
に
月
光
入い

る
。 

何
知
白
露
下 
 

何
ぞ
知
ら
ん
白
露
の
下
る
を
、 

坐
視
前
堦
濕 

 

坐
し
て
視
る
前
堦

濕
う
る
お

ふ
を 

誰
能
長
分
居 

 

誰
か
能よ

く
長
く
分
居
せ
ん
、 

秋
盡
冬
復
及 

 

秋
盡
き
て
冬
復
た
及
ぶ
。 

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
江
総
の
「
宛
轉
歌
」
に
お
い
て
、
「
不
怨
前
堦
促
織
鳴
、
偏

愁
便
路
擣
衣
聲
（
前
階
に
促
織
の
鳴
き
を
怨
ま
ず
、
偏
に
便
路
に
搗
衣
の
声
を
愁
え
る
）

こ
の
一
聯
で
は
き
り
ぎ
り
す
の
鳴
き
声
と
砧
の
音
を
景
物
描
写
と
し
て
対
句
に
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
南
北
朝
時
代
に
な
っ
て
「
搗
衣
詩
」
に
お
い
て
、
秋
夜
の
明
月
・
遠
く
か
ら
戻

る
雁
・
き
り
ぎ
り
す
な
ど
蟲
の
鳴
き
声
・
庭
を
じ
め
じ
め
に
し
た
露
・
枯
れ
枯
れ
の
草
花

と
い
っ
た
風
物
を
描
く
こ
と
で
、「
砧
の
音
」
の
荒
涼
さ
を
引
き
立
て
る
作
法
が
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。 

夕
顔
巻
の
引
用
文
【
E
】
の
e
で
示
し
た
文
は
、
確
か
に
白
居
易
の
「
碪
和
遠
鴈
聲
」

の
句
に
よ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
部
分
を
含
め
て
、
f
と
g
の
傍
線
部
ま
で
の
景

物
描
写
は
、
む
し
ろ
南
北
朝
時
代
以
来
の
「
搗
衣
詩
」
か
ら
影
響
を
う
け
た
と
考
え
ら
れ

る
。 九

世
紀
初
頭
以
来
、
「
砧
の
音
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
言
葉
が
『
文
選
』
や
『
玉
台
新

詠
』
を
通
じ
て
日
本
に
伝
来
し
、『
文
華
秀
麗
集
』
や
『
経
国
集
』
な
ど
日
本
漢
詩
集
の
詩

文
に
吸
収
さ
れ
、
思
婦
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
い
て
和
歌
を
含
め
た
日
本
文
学
に
定
着
し

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
天
野
紀
代
子
⒃

に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。 

夕
顔
の
側
近
に
仕
え
て
い
る
右
近
に
、
夕
顔
が
頭
中
将
を
三
年
ほ
ど
通
わ
せ
、
娘
（
後

の
玉
鬘
）
も
儲
け
た
も
の
の
、
右
大
臣
家
の
四
の
君
に
脅
か
さ
れ
て
身
を
隠
し
た
真
相
を

告
げ
ら
れ
て
、
源
氏
は
思
わ
ず
「
正
に
長
き
夜
」
と
口
ず
さ
ん
だ
。
夕
顔
と
契
る
前
に
、

惟
光
の
報
告
に
よ
っ
て
、「
隣
の
女
」
が
頭
中
将
に
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
る
女
ら
し
い
と
察
し

が
付
い
た
が
、
源
氏
は
確
認
も
せ
ず
に
夕
顔
の
宿
を
訪
い
始
め
た
。
こ
の
疑
念
に
よ
っ
て
、
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源
氏
は
夕
顔
に
対
す
る
「
あ
や
し
き
」
執
着
心
が
い
っ
そ
う
掻
き
立
て
ら
れ
な
が
ら
、「
尽

き
せ
ず
隔
て
」
も
覚
え
ら
れ
て
い
た
。
右
近
の
話
で
疑
念
が
解
か
れ
て
、
い
つ
も
何
か
を

隠
し
て
い
る
夕
顔
の
姿
が
衣
を
搗
つ
思
婦
と
重
な
っ
て
き
て
、
夕
顔
の
宿
の
「
耳
か
し
が

ま
し
か
り
し
砧
の
音
」
を
も
、
恋
し
く
さ
え
思
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
源
氏
に

と
っ
て
、
夕
顔
が
頭
中
将
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
待
ち
続
け
て
い
る
た
め
、
心
を
閉
ざ
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
。
夕
顔
物
語
に
お
い
て
、
源
氏
の
耳
元
に
繰
り
返
し
響
い

た
「
砧
の
音
」
は
、
夕
顔
の
待
た
さ
れ
て
い
る
身
の
あ
り
方
を
顕
在
化
す
る
素
材
と
し
て

設
定
さ
れ
た
と
思
し
い
。 

 

結
び 夕

顔
物
語
は
表
面
上
、
源
氏
と
夕
顔
こ
の
二
人
き
り
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
深
層
に
頭
中
将
の
姿
が
大
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
示
す
た

め
に
、
作
者
は
巻
の
最
初
に
、
物
思
い
を
す
る
女
性
の
居
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、「
笑
み
の

眉
ひ
ら
け
た
る
」
夕
顔
の
花
と
班
婕
妤
の
「
白
き
扇
」
を
登
場
さ
せ
、
そ
れ
に
終
盤
ま
で

「
砧
の
音
」
を
鳴
り
響
か
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
漢
詩
文
か
ら
受
容
し
た
言
葉
使
い
を

運
用
し
、
頭
中
将
を
夕
顔
と
源
氏
と
の
間
に
介
在
さ
せ
る
手
法
に
よ
っ
て
、
物
語
を
重
層

的
に
構
築
し
て
い
る
。 

夕
顔
は
、
班
婕
妤
と
同
じ
よ
う
に
、
愛
情
が
移
っ
た
夫
、
頭
中
将
の
も
と
か
ら
自
ら
遠

ざ
か
っ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
悲
劇
的
な
結
末
を
免
れ
な
か
っ
た
。
源
氏
は
回
想
に
浮

か
ん
で
く
る
夕
顔
の
面
影
が
愛
お
し
く
思
う
ほ
ど
、
喪
失
感
に
沈
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
、

哀
愁
に
満
ち
た
短
い
一
生
の
「
思
婦
」
で
あ
っ
た
夕
顔
が
強
く
源
氏
の
記
憶
に
残
る
こ
と

と
な
っ
た
。
読
者
に
対
し
て
も
、
二
重
の
悲
哀
・
寂
寥
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
た
に
違

い
な
い
。 

  

※
使
用
テ
キ
ス
ト 

阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

源
氏
物
語
①
～
⑥
』
（
小
学
館
、
一
九
九
四
～
一

九
九
八
） 

 

内
田
泉
之
助
訳
注
『
新
釈
漢
文
大
系 

玉
台
新
詠
下
』
（
明
治
書
院
、
一
九
七
五
） 

 

『
景
印
文
淵
閣
思
庫
全
書 

芸
文
類
聚
』
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
） 

 

岡
村
繁
『
新
釈
漢
文
大
系 

白
氏
文
集
』
（
明
治
書
院
、
一
九
八
八
～
二
〇
一
六
） 

小
島
憲
之
『
日
本
古
典
文
学
大
系 

懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
）

 

小
島
憲
之
監
修
『
田
氏
家
集
注 

巻
之
下
』
（
和
泉
書
院
、1

9
9
4

） 

 

川
口
久
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系 

菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
） 

 

内
田
泉
之
助
・
綱
裕
次
訳
注
『
新
釈
漢
文
大
系 

文
選
（
詩
編
）
下
』
（
明
治
書
院
、
一
九
六
四
） 

『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書 

楽
府
詩
集
』
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
） 

小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
） 

〔
本
文
に
引
用
し
た
『
文
選
』
『
玉
台
新
詠
』
『
白
氏
文
集
』
『
文
華
秀
麗
集
』
『
田
氏
家
集
』
『
菅
家
文
草
』

『
菅
家
後
集
』『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
の
読
み
下
し
文
は
、
右
記
の
注
釈
書
に
よ
っ
た
も
の
で
、
ル
ビ
を

現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
た
。
そ
れ
以
外
の
漢
詩
の
読
み
下
し
は
自
訓
で
あ
る
。
〕 

 注 

⑴ 

清
水
婦
久
子
『
光
源
氏
と
夕
顔
』
（
新
典
社
新
書
、
二
〇
〇
八
） 

⑵ 

工
藤
重
矩
『
源
氏
物
語
の
婚
姻
と
和
歌
解
釈
』
（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
九
） 

⑶ 

前
掲
注
⑴
清
水
婦
久
子
論
文
参
照
。 

⑷ 

『
玉
台
新
詠
』
は
南
朝
末
期
、
梁
・
陳
代
の
文
学
家
徐
陵
が
梁
簡
文
帝
蕭
綱
の
意
を
受
け
て
編
纂

し
た
詩
集
で
あ
る
。
成
立
年
代
は
不
確
か
で
あ
る
が
、
五
世
紀
中
頃
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
漢
代
か

ら
梁
ま
で
、
女
性
や
男
女
の
情
を
詠
作
主
体
と
し
た
六
百
六
十
余
首
の
詩
を
集
め
、
「
宮
体
詩
」
の

範
例
を
示
し
て
あ
る
。 

⑸ 

宮
体
詩
は
女
性
を
審
美
対
象
と
し
て
、
蕭
綱
が
太
子
で
あ
っ
た
頃
か
ら
の
詩
作
、
そ
し
て
徐
陵
の

父
徐
摛
を
は
じ
め
と
す
る
蕭
綱
の
周
辺
に
い
る
文
人
た
ち
の
「
軽
艶
」
風
の
詩
歌
に
よ
り
形
成
し
た

詩
風
と
考
え
ら
れ
る
。 

⑹ 

黒
須
重
彦
「
班
婕
妤
と
夕
顔
」
（
『
源
氏
物
語
私
論
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
〇
。
初
出
『
文
学
』
岩
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波
書
店
、
一
九
八
二
） 

⑺ 

班
婕
妤
作
の
「
自
悼
賦
」
は
『
漢
書
』
巻
九
十
七
下
「
外
戚
列
伝
第
六
十
七
下
」
に
載
せ
ら
れ
る
。

外
に
、『
芸
文
類
聚
』
巻
三
十
人
部
十
四
「
別
下
・
怨
」
と
『
初
学
記
』
巻
十
中
宮
部
「
妃
嬪
第
二
」

に
も
見
ら
れ
る
。 

⑻ 

黒
須
重
彦
「
典
故
に
つ
い
て
」
（
『
源
氏
物
語
私
論
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
〇
） 

⑼ 

黒
須
重
彦
の
論
文
で
は
、
王
維
の
「
班
婕
妤
三
首
」
の
「
第
一
首
」
を
「
第
二
首
」
と
誤
記
し
て

い
る
。 

⑽ 

山
田
尚
子
「
中
国
故
事
の
表
現
と
展
開
―
―
班
婕
妤
・
嵇
康
の
故
事
を
手
が
か
り
と
し
て
」（
『
中

古
文
学
』
百
号
、
二
〇
一
七
） 

⑾ 

黒
須
重
彦
「
「
う
ち
は
ら
ふ
袖
も
露
け
き
常
夏
に
あ
ら
し
ふ
き
そ
ふ
秋
も
来
に
け
り
」
に
つ
い
て
」

（
『
源
氏
物
語
私
論
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
〇
） 

⑿ 

中
西
進
「
夕
顔
」
（
『
源
氏
物
語
と
白
楽
天
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
） 

⒀ 

天
野
紀
代
子
「
砧
の
女
と
梟
の
院
―
夕
顔
の
巻
の
仕
掛
け
―
」（
『
源
氏
物
語
と
漢
文
学
』
汲
古
書

院
、
一
九
九
三
） 

⒁ 

前
掲
注
⒀
天
野
紀
代
子
論
文
参
照
。 

⒂ 

班
婕
妤
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
搗
素
賦
」
は
、
『
芸
文
類
聚
』
巻
八
十
五
「
百
穀
部
布
帛
部
・
素
」

に
抜
粋
が
見
ら
れ
、
『
古
文
苑
』
巻
三
に
全
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

⒃ 

前
掲
注
⒀
天
野
紀
代
子
論
文
参
照
。 


