
引
喩

と
暗
喩

(
七
)

源
氏
物
語

に
お
け
る
白
氏
文
集
、
「
生
離
別
」
な
ど

中

西

進

引喩と暗喩(七)

一

生
離
別
-
総
角

宇
治

の
大
君
に
思
い
を
寄

せ
る
薫
は
、

一
夜
大
君
を
お
と
ず
れ
て
意
中
を
伝

え
る
が
、
大
君
の
心
に
は
強
く
亡
き
父

の
遺
誠
が
あ

っ
て
、
決
心
が

で
き
な
い
。

薫
は
大
君
に
添
い
臥
し
を
し
な
が
ら
、
何
事
も
な
く
秋

の

一
夜
が
明
け
る
。
そ

の
折

の
描
写
は
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

は
か
な
く
明
け
方
に
な
り
に
け
り
。
御
供
の
人
々
起
き
て
声
づ
く
り
、
馬

や
ど
り

ど
も
の
い
ば
ゆ
る
音
も
、
旅

の
宿

の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
思
し
や
ら

さ
う
じ

れ
て
、
を
か
し
く
思
さ
る
。
光
見
え

つ
る
方

の
障
子
を
押
し
開
け
た
ま
ひ

て
、
空
の
あ
は
れ
な
る
を
も
ろ
と
も

に
見
た
ま
ふ
。

(総
角
)

と
り
と
め
も
な
く
明
け
方
と
は
な

っ
て
も
、
御
供
の
人
は
出
立

の
合
図

の
咳

ば
ら

い
を
し
、
馬
は
い
な
な
く
。
そ
れ
を
聞
く
と
薫
は
旅

の
宿
駅
の
様
子
な
ど
、

聞
き
知

っ
て
い
た
も

の
を
思
い
合
わ
せ
る
。
光
が
射

し
て
く
る
方
の
襖
を
開
け

て
、
空
の
趣
深
い
色
を
、
大
君
と
い

っ
し
ょ
に
御
覧

に
な
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
、
こ
の

「
馬
ど
も

の
い
ば
ゆ
る
音
も
」
と
い
う
く
だ
り
に
、

『河
海
抄
』

は
白
氏
文
集

の
引
用
を
指
摘
す
る
。
「晨
鶏
再
ビ
鳴
イ
テ
残
月
没

ス

し
き
り

い
ば

征
馬
連

二
嘶

ツ
テ
行
人
出
ヅ
」

で
、
こ
れ
は
次
の
詩

の

一
節
で
あ
る
。

食
檗
不
易
食
梅
難

未
如
生
別
之
為
難

晨
鶏
再
鳴
残
月
没

回
看
骨
肉
哭

一
声

黄
河
水
白
黄
雲
秋

天
寒
野
曠
何
処
宿

生
離
別

生
離
別

憂
従
中
来
無
断
絶

未
年
三
十
生
白
髪

檗
能
苦
兮
梅
能
酸

苦
在
心
兮
酸
在
肝

征
馬
連
嘶
行
人
出

梅
酸
檗
苦
甘
如
蜜

行
人
河
辺
相
対
愁

棠
梨
葉
戦
風
贈
々

憂
極
心
労
血
気
衰
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(文
集
巻
十
二
、
生
離
別
)

例

に
よ

っ
て
中
国

の
巨
大
な
風
景
と
日
本
の
そ
れ
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

一

読

の
印
象
は
こ
の
詩
を
源
氏

に
な
ぞ
ら
え

る
こ
と
を
、
躊
躇
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
夜
明
け

の
出
立
で
あ
り
、
そ

の
出
立
を
征
馬
し
き
り
に
嘶
く
こ
と

に
よ

っ
て
象
徴
し
よ
う
と
す
る
あ
り
様

は
、

一
つ
の
心
意
上

の
約
束
と
し
て
理

解
さ
れ
る
。

し
か
も

「総
角
」

で
は
こ
の
描
写
を
引
き

つ
い
で
や
や
先

の
と
こ
ろ
に
、

む
ら
鳥

の
立
ち
さ
ま
よ
ふ
羽
風
近
く
聞
こ
ゆ
。
樹
齶
き
轣
が
鐘

の
部
か
す

か
に
響
く
。

(総
角
)

と
い
う
暁

の
描
写
が
あ
り
、
さ
ら
に
、

「あ
な
苦
し
や
。
暁

の
別
れ
や
、
ま
だ
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
げ

に
ま
ど
ひ

こ
ま
と
り

ぬ
べ
き
を
」
と
嘆
き
が
ち
な
り
。
亭鶏

も
、
い
つ
方

に
か
あ
ら
む
、
ほ
の
か

に
音
な
ふ
に
、
京
思
ひ
出
で
ら
る
。

(同
)

と
鶏
鳴

に
ふ
れ
る
。

時
も
同
じ
秋
で
あ
り
、
場
所
も
同
じ
河
辺
で
あ

っ
て
、
読
者

の
イ
メ
ー
ジ
を

乱
す
こ
と
は
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、
上
掲
の

『河
海
抄
』
指
摘

の
個
所
の
直
前

の
、

も
の
の
み
悲
し
く
て
、
水

の
音
に
流

れ
そ
ふ
心
地
し
た
ま
ふ
。

(同
)

の
個
所
に
は
、
大
江
朝
綱

の
、

辺
風
吹
キ
断

ツ
秋

ノ
心
ノ
緒

隴
水

流
レ
添

フ
夜

ノ
涙
ノ
行

(『和
漢
朗
詠
集
』
王
昭
君
)

の
引
用
が
知
ら
れ
て
い
る
。
「流
れ
そ
ふ
」
と
い
う
や
や
特
殊
な
表
現
で
あ

る

こ
と
か
ら
も
、
こ
の
引
用
を
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
王
昭
君
の
物
語

に
そ
う
悲
別

の
詩

で
、
す
で
に
大
君
と
薫
と
の
別
れ

の
心
情
の
上

に
、
王
昭
君

の
悲
愁
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
な
る
と
、

こ
の
生
別

の
悲

し
み
を
延
長
し
て
、
当
面
の

「生
離
別
」

の
詩

に
文
脈
を
導
く
こ
と
も
、

大

い
に
推
測
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。

王
昭
君

の
詩
は

「辺
風
」
と
い
い

「秋
ノ
心
」
と
い
う
。
そ
し
て

「隴
水
」

と
い
う
水
辺
の
イ

メ
ー
ジ
を
も
ち
、

こ
れ
ら
は
た
だ
ち
に
白
詩

の

「黄
河
水
白

黄
雲
秋

行
人
河
辺
相
対
愁
」
に
流
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

こ
し
て
み
る
と

『河
海
抄
』

の
直
感
は
正
し
か
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

(
1

)

(2

)

(
3

)

こ
の
指
摘
は
古
沢
未
知
男
氏
、
丸
山
キ
ヨ
子
氏
、
古
典
全
集
本
に
も
継
承
さ
れ

て
い
る
。

源
氏
の
作
者
が

こ
こ
に

「生
離
別
」
を
思
い
起
こ
し
、
さ
り
気
な
く
文
脈
に

こ
れ
を
潜
め
た
理
由
は
何
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に

「総
角
」

の
こ
の
部
分
も
亡
き
八
の
宮

へ
の
思
慕
、

逆
に
い
え
ぽ
八
の
宮

の
死
後
の
影
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
深
々

と
し
て
宇
治
全
編
を
蔽
う
八
の
宮
と
の
死
別

の
悲
し
み
の
、
そ
の

一
部
を
な
す

の
だ
が
、
当
面

の
個
所
で
も
、

宮

の
の
た
ま
ひ
し
さ
ま
な
ど
思
し
出
つ
る
に
、
げ

に
、
な
が
ら

へ
ば
心
の

外

に
か
く
あ
る
ま
じ
き
こ
と
も
見
る
べ
き
わ
ざ
に
こ
そ
は
と
、(総

角
)

102



引喩 と暗喩(七)

と
い
っ
て
、
朝
綱

の
詩
を
引
用
す
る
と

い
っ
た
個
所

へ
つ
づ
く
。

死
別
の
悲
し
み
が
直
接
に
語
ら
れ
る

の
に
つ
づ
く
別
れ
が
、
当
該
個
所
で
あ

る
。
し
か
も

「
な
が
ら

へ
ぽ
心

の
外
に
か
く
あ

る
ま
じ
き
こ
と
」
と
、
生
き
て

あ
る
こ
と
の
苦
し
み
を
対
比
的
に
述

べ
た
上
で
当
面
の
描
写

に
な
る
。

つ
ま
り
作
者

は

「死
離
別
」

の
悲
し

み
に

つ
づ
け
て

「生
離
別
」
も
ま
た

「
心
の
外
」

の
こ
と
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
い
う
人
間

の
業
を
、
心
の
底

に
ひ

め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
喚
起
さ
れ
た
も
の
が
白
詩
だ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。

右

の
文
脈
を
注
意
し
て
よ
む
と
、
生
き

て
い
る
ぽ

っ
か
り
に
薫
と

一
夜
を
す

ご
し
、
し
か
し
そ
れ
は
結
ぼ
れ
な
い
宿
命

に
あ
る
ー

「生
離
別
」

の
定
め
に

あ
る
と
い
う

「
心
の
外
に
か
く
あ
る
ま
じ
き
こ
と
も
見

る
」
と
思

っ
て
お
り
、

そ
れ
を
原
因
と
し
て
、
「見
る
べ
き
わ
ざ

に
こ
そ
は
と
、
も

の
の
み
悲
し
」

い

と
思
う
。

そ
の
上
で
王
昭
君
が
辺
風

の
吹
く
河
辺

に

「生
離
別
」
を
し
た
と
い
う
故
事

に
及
び
、
「水

の
音
に
流
れ
そ
ふ
心
地
」
が
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

隴
水

の
流
れ
は
宇
治
川

の
流
れ
に
転
移

し
て
い
る
が
、
そ
の
文
脈

の
中

で
黄

河
も
登
場
す
る
必
然
性
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
宇
治
全
編
を
宇
治
川

の
流
れ
が

お
お

っ
て
い
る
こ
と
も
、
顕
著
な
特
色
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
気

に
な
る
個
所
が
あ

る
。
「馬
ど
も

の
い
ぼ
ゆ
る
音

も
、
旅

の
宿

の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
思
し
や
ら
れ
て
」
が
そ
れ
だ
。
単
純
に

「
馬

ど
も

の
い
ば
ゆ
る
音
」
だ
け
を
な
ぜ

い
わ

な
か
っ
た
の
か
。
「旅

の
宿

の
あ
る

や
う
」
を
思
い
出
す
と
い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

例

の
夕
顔
の
許
で

一
夜
を
明
か
し
た
光
源
氏
は
、
も
の
珍
し
い
庶
民

の
生
活

に
ふ
れ
て
、
お
も
し
ろ
が

る
。
こ
れ
も
そ
の

コ
ピ
ー
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

こ
ち
ら
は
宇
治
と
い
う
鄙
の
住
ま
い
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
夕
顔

の
く
だ
り
で

は
、
庶
民

の
問
に
埋
没
し
て
い
る
女

で
あ
る
こ
と
を
言
う
必
要
が
あ
る
。

一
つ

の
落
魄

の
モ
チ
ー
フ
も
あ
る
し
、
う
わ
な
り
嫉
み
も
あ
る
。
物
語
と
し
て
は
庶

民
の
世
俗
と
の
交
渉
と
い
う
大
き
な
要
素
が
あ
る
。

し
か
し
今

の
場
合

に
は
、
そ
れ
ら
の
必
然
性
が
な

い
。
ま
し
て
や

「旅

の

宿
」
と
い
い
、
そ
の
あ
り
様
を
人
が
語
る
の
を
思

い
出
す
と
い
う
か
ら
に
は
、

思

い
出
さ
れ
る
べ
き

「人
が
語
る
」
こ
と
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

私
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
さ
り
気
な
く
白
詩
を
し
の
び
込
ま
せ
た
、
い
く

ば
く
か
の
機
智
を
感
じ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
機
智
も
も

て
あ
そ
び
な
が
ら
作
者
が

「生
離
別
」
を
引
用

し
た
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
喩
と
し
て
の
効
果
を
、
ど
の
よ
う
に
狙

っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

こ
の
時
薫
は
二
十
四
歳

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
白
詩
に
よ
る
と
心
労
し
血
気
衰

、兄
て

「未
年
三
十
生
白
髪
」
と
い
う
。
ま
さ

に
こ
れ
は
薫

の
心
境
で
あ
ろ
う
。

と
か
く
道
心
の
厚

い
薫

で
あ
る
。
し
か
も
今

の
場
合
は
、
何
事
も
な
か

っ
た

後

の
後
朝

の
別
れ
と

い
う
異
常
さ
を
描
く
部
分
で
あ
り
、
か
つ
傍
目
に
は
知
ら

れ
て
い
な
い
内
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
秘

め
て

「憂
従
中
来
無
断
絶

憂
極
心
労

血
気
衰
」
と
い
う
情
態
に
あ
る
。
こ
れ
を
比
喩
的

に
い
え
ぽ

「未
年
三
十
生
白
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髪
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
老
を
も
よ
び
寄
せ
る
ほ
ど
の

「生
離
別
」
の
憂

愁
を
薫
の
上
に
投
影
す
る
こ
と
が
、
こ
の
引
用
の
狙

い
だ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

二

代
書
詩

一
百
韻
寄
微
之
-
藤
袴

白
楽
天
と
元
槇
と

の
友
情
は
、
も
は
や
喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
。
詩
に
も
そ

の
影
は
強
く
現
わ
れ
て
い
る
が
、
「代
書
詩

一
百
韻
寄
微
之
」
も
そ
の

一
つ
で

あ

る

(白
氏
文
集
巻
十
三
、
律
詩
所
収
)。

元
頑
は
元
和
五
年

(八

一
〇
)
江
陵
府

士
曹
参
軍
に
左
降
さ
れ
て
、
江
陵
に

赴
く
。
白

の
再
三
の
歎
願
書
も
空
し
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
江
陵
の
元

稘

に
向

か
っ
て
白
は
長
詩
を
贈
る
。
元
か
ら
の
答
詩
も
あ

る
。
「代
書
云
々
」

詩

は
そ

の

一
つ
で
、
同
じ
時

の

「和
夢
遊

春
詩

一
百
韻
并
序
」
(巻
十
四
)
と

ひ
と
し
い
長
詩

で
あ
る
。
千
字
に
及
ぶ
長
詩

の
主
旨
を
要
約
す
る
こ
と
は
む
つ

(
4
)

か
し
い
が
、
堤
留
吉
氏

の
要
約
が
あ
る
の
で
、
掲
げ

て
お
こ
う
。

秘
書
省
校
書
郎
を
授
け
ら
れ
て
以
来
、
心

に
隔

て
の
な
い
親
友
と
な
り
、

詩
を
闘
わ
し
、
遊
び
を
共
に
し
て
来

た
。
君
は
拾
遺
か
ら
監
察
御
史
に
進

み
、
さ
ら
に
東
川

に
使
い
し
、
東
都

に
分
司
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
あ
ま

り
に
も
剛
直
厳
正
な
態
度
が
禍

い
し
て
、

つ
い
に
江
陵
士
書
に
貶
せ
ら
れ

た
。
し

か
も
妻
を
喪
い
、
子
供
を
擁

し
て
の
艱
苦
、

い
く
ら
気
負

っ
て
忠

勤
を
励
ん
で
も
報

い
ら
れ
ぬ
愁
嘆
、

こ
れ
ら
を
除
く
に
は
唯
仏
道

に
よ
る

ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

時

に
白
三
十
九
歳

で
十
分
春
秋
に
富
み
、
さ
ら
に
七
歳
も
若
い
元
と
と
も
に
、

心
中

の
抱
負
も
大
き
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
「秦
中
吟
十
首
」
(巻
二
)
も
同
年

の

作
ら
し
く
、
善
政

へ
の
希
望
も
強
く
も

っ
て
い
た
。

そ
こ
で
不
当
に
左
降
さ
れ
た
元
稘

へ
の
同
情
と
政
府

へ
の
怒
り
が
心
中

に
み

ち
み
ち
て
、
親
友
を
失
う
悲
嘆
と
と
も
に
こ
れ
ら
長
詩
を
書

か
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

し
た
が

っ
て

一
詩

は
む
し
ろ
遠
く
別
れ
住
む
境
涯

の
悲
嘆
を
切
々
と
訴
え
る

も

の
と
な

っ
て
い
る
が
、
さ
て
、
そ
の
詩

の

一
節
に
次

の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

一
点
寒
燈
滅

藍
袗
経
雨
故

念
涸
誰
濡
沫

耳
垂
無
伯
楽

負
気
衝
星
剣

金
言
自
銷
鑠

伸
屈
須
看
蠖

定
知
身
是
患

想
子
今
如
彼

三
声
暁
角
吹

駱
馬
臥
霜
贏

嫌
醒
自
歡
酳

舌
在
有
張
儀

傾
心
向
日
葵

玉
性
肯
隣
緇

窮
通
莫
問
亀

当
用
道
為
医

嗟
予
独
右
斯

直
言

の
た
め
に
故
な
く
禍
を
蒙
り
、
天
涯
に
あ

い
別
れ
る
身
と
な

っ
た
こ
と

を
嘆
く
の
だ
が
、
こ
の

「傾
心
向
日
葵
」
l
I
向
日
葵
が

一
途

に
太
陽
を
向
く

(
5

)

と

い

う

一
句

が

、

源

氏

の
中

に

も

見

え

る
。
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宮

の
御
返
り
を
ぞ
、
い
か
が
思
す
ら

む
、
た
だ
い
さ
さ
か
に
て
、

心
も
て
光
に
む
か
ふ
あ
ふ
ひ
だ

に
朝
お
く
霜
を
お
の
れ
や
は
消

つ

と
ほ
の
か
な
る
を
、
い
と
め
づ
ら

し
と
見
た
ま
ふ
に
、

み
つ
か
ら
は
あ
は

れ
を
知
り
ぬ
べ
き
御
気
色
に
か
け

た
ま

へ
れ
ば
、
露
ば

か
り
な
れ
ど
、
い

と
う
れ
し
か
り
け
り
。

(藤
袴
)

歌
は
玉
鬘
、
宮
と
は
蛍
兵
部
卿
宮

で
あ

る
。
折
し
も
玉
鬘

は
多
く

の
男
性
か

ら
求
婚
を
受
け
て
い
る
。
尚
侍
と
し
て
の
出
仕
が
き
ま
り
、
男
性
た
ち
は
焦
燥

の
中

に
い
る
。
夕
霧
、
柏
木
、
鬚
黒
大
将
、
左
兵
衛
督
そ
し
て
兵
部
卿
宮
。
ま

る
で

「
藤
袴
」

一
巻
は
玉
鬘
と
い
う
影
と

し
て
見
え
な
が
ら
現
し
身

の
と
ぼ
し

い
女
性
を
と
り
巻
く
男
性
群
像

の
絵
巻
を
描
く
、
源
氏
作
者

の
い
さ
さ
か
の
遊

び

の
様
相
を
す
ら
見
せ
る
巻
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
玉
鬘
は
め

っ
た
に
心
を
許

さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
中
で

一
人
だ

け
蛍
宮

に
だ
け
歌
を
返
す
。
そ
れ
が
右

の

一
首

で
、
心
を
も

っ
て
太
陽

に
向

か

う
向
日
葵
は
、
そ
れ
な
り
の
意
志
と
自
由

を
も

っ
て
い
る
の
に
、
わ
が
身

に
お

り
る
露
を
は
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
露
を
は
ら
え
な
い

と
は
、
蛍
宮
の
求
婚
を
拒
否
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
蛍
宮
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な

こ
と
ぽ
だ
と
し
て
も
、
大
層
う
れ
し
く

思
う
。
ち
な
み
に
宮

の
贈
歌
は
、

は

わ
け

け

朝
日
さ
す
ひ
か
り
を
見
て
も
玉
笹

の
葉
分

の
霜
を
消
た
ず
も
あ
ら
な
む

と
い
う
も
の
で
、
出
仕
し
て
も
私
を
忘
れ

な
い
で
ほ
し
い
と
訴
え
た

一
首

で
あ

っ
た
。

こ
の
向
日
葵

の
習
性
-

太
陽
を
向
く
習
性
は
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
た
も

の
だ

し
、
漢
語

に
は

「傾
葵
」
と
い
う
熟
語
ま
で
あ

っ
て
、
向
日
葵

の
よ
う
に
心
を

傾
け
る
こ
と
を
い
う
か
ら
、
「心
も
て
光

に
む
か
ふ
あ
ふ
ひ
」
と
は
、
必
ず
し

も
白
詩
に
限

っ
て
理
解
す
る
も

の
で
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
玉
鬘
の
歌
を
白
詩
に
引
合
わ
せ
る
こ
と
も

で
き
る
。
白
詩
の
当
該
個
所
は
気
鋭

の
直
言
を
も

っ
て
正
し
い
道
を
志
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
り

っ
ぽ
な
意
見
も
す
ぐ
に
と
け
て
し
ま
い
、
す
ぐ
れ
た
素
質

も
く
す
ん
で
し
ま
う
と
い
う
も

の
で
、
傾
心

の
向
日
葵
は
必
ず
し
も
心
を
も

っ

て
光
に
向

い
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、
銷
鑠
し
隣
緇
と
な

っ
て
し
ま
う
も
の
が
金
言
、
玉
性
で
あ
り
、

い
わ
ぽ
降
霜

の
ご
と
き
災
を
蒙
り
、
左
降
さ
れ
る
運
命
を
さ
け
る
こ
と
す
ら
で

き
な
い
。
全
く
無
謀
な
こ
と
に
、
あ

の
長
恨
歌
を
句
題
と
し
て
和
歌
を
よ
ん
だ

伊
勢
集
な
ど
の
よ
う

に
、
こ
の
歌
を

「代
書
云
々
」
の
詩

の
和
歌
化
と
し
て
も
、

少
し
も
不
都
合
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
元
祺

の
、
心
を
も

っ
て
天
に
向
う
向

日
葵
は
、
し
か
し
霜
害
を
避
け
ら
れ
ず
江
陵
に
遷
さ
れ
た
、
と
。

も
ち
ろ
ん
玉
鬘

の
い
う
霜
は
蛍
宮

の
愛
情
を
さ
す
。
蛍
宮
が
贈
歌

の
中

で

「葉
分

の
霜
」
と

い
っ
た
の
を
う
け
た
も
の
だ
か
ら
、
元
稘
が
苫豕
っ
た
左
降

の

運
命
と
は
、
似
て
も
似

つ
か
な

い
。
ま

っ
た
く
別
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
を
愛
情

の
表
象
と
し
て
見
て
も
ま
た
、
ふ
し
ぎ
な
偶
合
が
あ

る
。
そ
も
そ
も
玉
鬘
は
こ
う
し
た
蛍
宮

へ
の
思

い
を
述
べ
な
が
ら
、

一
方
で
鬚

黒
の
妻
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
い
て
蛍
宮
を
忘
れ
去

っ
て
し
ま
う
か
と
い
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う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。

一
方
蛍
宮
は
も

っ
と
も
玉
鬘

に
近
か

っ
た
人
物
で
あ
り
、
人

一
倍
求
婚

に
も

熱
心
で
あ

っ
た
。
曲
折
を
経
な
が
ら
二
人

の
交
渉
は
長

い
。

そ
う
で
あ
り
な
が
ら
二
人
は
別
々
の
道

を
歩
む
こ
と
に
な
り
、
け

っ
し
て
生

活
を
共
に
す
る
の
で
は
な

い
。

こ
う
し
た
関
係

の
二
人
に
お
い
て
、
玉
鬘
が
蛍

宮

に
だ
け
当

の
歌
を
返
す
理
由
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
長

い
交
渉
と
結
果
と
し

て
の
別
離
、
そ
の
中

で
の
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
志

の
伝
達
は
、
元
白

の

間
に
も
近
い
も

の
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
し
当

の
歌
を
返
し
、
そ

の
成
行

の
中

で
生
涯
を
共
に
し
た
と
い
う

の
が
常

道
だ
ろ
う
が
、
常
道

に
反
す
る
と
こ
ろ
に
蛍
宮
と
の
関
係

の
特
別
さ
が
あ
り
、

そ

の
特
別
な
関
係
が
、
場
合
を
類
似
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ま
し
て
や

「光
」
と
玉
鬘

の
い
う
も
の
が
朝
廷
や
天
子
を
さ
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
白
詩
の
向
日
葵

で
あ
る
。
「朝
日
さ
す
ひ
か
り
」
と

い
う
蛍
宮

の
表
現
も
ひ
と
し
く
、
そ
れ
ら

の
蔭

に
か
く
れ
た
と
こ
ろ
に
存
在
す

る
霜

の
よ
う
な
愛
情
を
い
う
と
す
れ
ば
、
朝
廷

の
動
向
に
か
か
わ
り
な
く
続
く

元
白

の
愛
情
も
、
そ
れ
と
ひ
と
し
い
。

あ
れ
こ
れ
と
符
合
し
合
う
も

の
を
白
詩

と
の
問

に
も

つ
玉
鬘

の

一
首
は
、
白

詩
を
思

い
出
さ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
読

者
も
持

っ
た
で
あ
ろ
う
。
長

い

「傾

葵
」

の
語
史

の
中
で
も
、
当
時

の
人
々
に
も

っ
と
も
身
近
だ

っ
た
も
の
の

一
つ

が
白
詩

の
こ
の

「傾
葵
」
だ

っ
た
の
だ
か
ら
、
な
お
の
こ
と
そ
れ
を
拒
否
し
が

た
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

白
詩

に
親
し
ん
だ
作
者
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
白
詩

を
想
起
し
な
い
方
が
む

つ
か
し
い
。
そ
う
し
た
あ
り
方

の
中

で
こ
の

一
首
が
作

ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
や
が
て
仮
り
に
玉
鬘
が
鬚
黒
の
許
に
赴

い
た
と
し
て
も
、

蛍
宮
と
の
心
的
距
離
は
元
白

の
ご
と
く
保
た
れ
る
の
だ
と
い
う
、
前
ぶ
れ
が

こ

の

一
首
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

三

開
元
九
詩
書
巻
-
橋
姫

「橋
姫
」

の
末
尾
は
重

い
。
薫
が
老
女
の
弁
か
ら
黴
く
さ

い
反
故

の
入

っ
た
袋

を
受
取
り
、
開
け
て
み
る
と
柏
木

の
遺
書
が
入

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
出
生

の
秘

密
を
知
る
。
激
越
な
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の

一
つ
で
あ
る
。

柏
木

の
書

は

「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
や
し
き
鳥
の
跡

の
や
う
に
書
き

て
」
あ
り
、

死
を
間
近

に
し
た
心
身

の
衰
え
を
訴
え
て
い
る
が
、
さ
ら
に
女
三
の
宮

へ
の

一

首
を
書
き
、

ふ
た
ま

ま

た

、

端

に
、

「
め

づ

ら

し

く

聞

き

は

べ

る

二
葉

の

ほ

ど

も

、

う

し

ろ

め

た
う

思

う

た

ま

ふ

る

方

は
な

け

れ

ど

、

お

命
あ
ら
ば
そ
れ
と
も
見
ま
し
人
し
れ
ぬ
岩
根

に
と
め
し
松

の
生
ひ
す
ゑ

書
き
さ
し
た
る
や
う
に
い
と
乱
り
が
は
し
う
て
、
「侍
従

の
君

に
」
と
上

に
は
書
き

つ
け
た
り
。

(橋
姫
)

と
い
う
。
本
文

の
筆
跡
す
ら
乱
れ
て
い
る
の
に
、
さ
ら
に
右

の
重
大
な
発
言
は

端
に
書
き

つ
け
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
り

っ
ぱ

に
生
ま
れ
た
と
聞
く
薫
も
、

将
来
何

の
不
安
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
自
分
も
見
守
り
た
い
と
思
う
。
し
か
し
も
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う
命
は
な
い
。
こ
の
歌
も
中
途
は
ん
ぽ

な
書
き
よ
う
で
乱
雑

に
書
い
て
あ
り
、

「侍
従

の
君
に
」
と
宛
先
が
あ

っ
た
。

こ
の

「
人
し
れ
ぬ
岩
根

に
と
め
し
松

」
と
い
う

こ
と
ば
が
、
す
べ
て
を
語
る
。

薫

は
自
分
が
柏
木
と
女
三
の
宮
と
の
不
義

の
恋
に
生
ま
れ
た
の
だ
と
い
う
秘
事

を
、
す
で
に
弁

の
口
か
ら
は
聞
い
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
確
認
す
る

こ
と
と
な
る
。

そ
ん
な
に
重
要
な
文
章
だ
が
、
す
で

に
古

い
。
二
十

二
年
前

の
こ
と
だ
。
だ

か
ら
、し

み

紙
魚
と
い
ふ
虫
の
住
み
処
に
な
り
て
、
古
め
き
た
る
黴
く
さ
さ
な
が
ら
、

跡
は
消
え
ず
、
た
だ
今
書
き
た
ら
ん
に
も
違
は
ぬ
言

の
葉
ど
も
の
、
こ
ま

ご
ま
と
さ
だ
か
な
る
を
見
た
ま
ふ
に
、
げ
に
落
ち
散
り
た
ら
ま
し
よ
と
、

う
し
ろ
め
た
う
い
と
ほ
し
き
事
ど

も
な
り
。

(同
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
紙
魚
が

つ
き
黴
が
生
え
て
い
る
。

し
か
し
筆
跡
は
紛
れ
も
な
く
目
に
と
び
込
ん
で
く
る
。

た
っ
た
今
書

い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
と
い
う

の
も
、
事
柄
の
鮮
烈
さ
で
あ
ろ
う
。
こ
ま
ご
ま
と
し
た

事
ま
で
は
っ
き
り
と
書
い
て
あ

る
。
だ

か
ら
こ
れ
が
世

に
漏
れ
た
ら
ど
う
な
る

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
衝
撃
的
で
あ

っ
た
。
そ

の
こ
と
が
薫
を
不
安
に
も

さ
せ
る
が
、

一
方
父
や
母
を

い
と
お
し
く
さ
せ
る
の
も
、
人
情
で
あ
ろ
う
。

(
6
)

さ
て
、
こ
の

「橋
姫
」

の
段

に
対
し
て
、
白
詩
の
指
摘
が
あ
る
。

開
元
九
詩
書
巻

紅
箋
白
紙
両
三
束

半
是
君
詩
半
是
書

経
年
不
展
縁
身
病

今
日
開
看
生
蠹
魚

(文
集
巻
十
四
、
律
詩
)

し

み

こ
の
結
句
が
そ
れ
で
あ
る
。
元
稘

の
書
巻
を
開

い
て
み
た
ら
蠹
魚
が
い
た
と

い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
を
白
楽
天
は
久
し
く
病
気
だ

っ
た
か
ら
だ
と

い
う
。

先
に
あ
げ
た
源
氏
で
は

「紙
魚
と
い
ふ
虫

の
住
み
処

に
な
り
て
」
と
あ
り
、

内
容
上
の

一
致
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

も

っ
と
も
書
籍
、
文
反
故
が
古
く
な

っ
て
紙
魚
を
生
じ
る
こ
と
は
ご
く
当
り

前

の
こ
と
で
あ
り
、
何
も
白
詩

に
限
る
わ
け
で
は
な

い
。
単
に
古

い
書
物
だ
と

い
う
の
な
ら
、
白
詩
と
の
関
係
は
な
い
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
は
あ
ま
り
に
も
情
況
が
似

て
い
る
。
元
槇
と
白
楽
天
と
の
友

情
は
す
で
に
見
た
ご
と
く
で
、
そ
の
間
に
と
ど
め
ら
れ
た
詩
書
の
巻
は
、
源
氏

の
父
と
子
と

の
問

に
残
さ
れ
た
反
故
と
、
ま

っ
た
く
同

一
の
重
み
を
も

っ
て
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
長
年
を
距
て
た
こ
と
が
け

っ
し
て
往
事
を
風
化
さ
せ

ず
、

い
や

一
層
懐
旧
の
情
を
強
め

つ
つ
、
文
章

に
対
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

白
氏

の
前
に
展
げ
ら
れ
た
詩
書
巻
が
、
紙
魚

の
た
め
に
ボ

ロ
ボ

ロ
に
な

っ
て

い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
う
白
氏
の
心

の
破
綻

の
よ
う

に
思
え
る
。
友
を
想

い
既
往
を
顧
み
、
今
や
落
魄

の
思
い
が
強
い
。
心
は
過
去

に
向
け
ら
れ
、
さ
ま

ざ
ま
な
交
友
の
景
が
生
起
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
薫

に
は
父

の
思
い
出
は
な
い
。
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
父
を

失

っ
た
薫
は
、
父

の
顔
を
知
ら
な
い
が
、
そ
れ
な
り
に
暗

い
疑
惑
と
と
も

に
過

ご
し
た
二
十
年
間
で
あ

る
。
す
で
に
七
年
前
に
、
薫

は
出
生

へ
の
疑
念
を
抱

い

て
い
る
。
以
後
は
な
お
の
こ
と
、
父
な
る
者

の
面
影
を
求
め
た
で
あ
ろ
う
。
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二
つ
な
が
ら
、
こ
ん
な
過
去
を
封
じ
こ
め
た
文
書

で
あ
り
、
過
去
は
紙
魚
と

と
も
に
古
く
な

っ
て
い
る
も

の
で
あ

っ
た
。

私
は
、
源
氏

の
作
者
が
古
い
反
故
を
開
く
く
だ
り
を
書
く
に
当

っ
て
、
柏
木

と
薫
と
の
間
に
な
ぞ
ら
え
る
べ
き
関
係
を
、
元
白

に
求
め
た
に
違

い
な
い
と
思

う
。
さ
り
気
な

い
記
述
な
が
ら

「紙
魚
と

い
ふ
虫

の
住
み
処

に
な
り
て
」
と
い

う

一
句
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
読
者
が
元
白
を
想
起
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
の

だ
と
考
え
る
。

そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
元
白

の
細
や
か
な
愛
情

の
交
流
は
柏
木
親
子
の
も
の

と
な
る
。
も
と
よ
り
柏
木
の
そ
れ
は
無
言

で
あ
る
。
薫

の
思
慕
も
ま
た
闇

の
中

を
手
さ
ぐ
り
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

四

暮
立
-
蜻
蛉

文
集
巻
十
四
に

「暮
立
」
と
題
す
る
詩
が
あ
る
。

黄
昏
独
立
仏
堂
前

満
地
槐
花
満
樹
嬋

大
抵
四
時
心
総
苦

就
中
腸
断
是
秋

天

こ
の

"悲
秋
"
と
い
う
べ
き
抒
情
は
い
か
に
も
日
本
人

の
好
み
に
か
な
い
そ

う
で
、
事
実
、
多
く
翻
案
さ
れ
て
来
た
。

い
つ
は
と
は
時
は
わ
か
ね
ど
秋
の
夜

ぞ
物
思
ふ
こ
と
の
か
ぎ
り
な
り
け
り

よ
み
人
知
ら
ず

(古
今
集
、
巻
四
、

一
八
九
)

い
つ
と
て
も
恋
し
か
ら
ず
は
あ
ら
ね
ど
も
秋

の
タ

ベ
は
あ
や
し
か
り
け
り

よ
み
人
知
ら
ず

(同
、
巻
十

一
、
五
四
六
)

の
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ

こ
こ
で

「秋
天
」
が

「秋

の
夜
」
「秋

の
タ
ベ
」

に

代

っ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
、
こ
れ
ま
た
日
本
的
な
好
み

へ
の
変
容
で
あ

ろ
う
。

そ
う
し
た
変
容

の
中

で
考
え
れ
ば
、
源
氏
物
語

の
次
の
よ
う
な
く
だ
り
も
、

こ
の
中
に
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
、
こ
と
さ
ら
に
作
り
出

で
た
ら
む
や
う

な
り
。

あ
か

つ
き

の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
知
ら
ぬ
秋
の
空
か
な

(賢
木
)

折
し
も
六
条
御
息
所

は
野
の
宮

に
い
る
。
そ
こ
を
源
氏
が
訪
れ
、
や
が

て
立

ち
去
る
。
そ
の
時

の
源
氏
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
も
秋
の
夜
明
け
の
風
景
で
先
と

ひ
と
し
い
が
、
そ
の
中

で
、
い
つ
も
涙
に
濡
れ
が
ち
だ
が
、

こ
の
秋

の
空
は
い

ま
だ
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
ほ
ど
悲
し
い
と
、
秋
を
と
り
立
て
る
。
そ
の
点
で

『古
今
集
』
と
ひ
と
し
い
発
想
で
あ
る
。
事
実
、
こ
こ
に
白
詩

の
引

用
を
認

め

(7

)

る
説

が

あ

る

の

は
、

『
古

今

集

』

を

間

に

お

い

て

み

る

と

、

よ

く

理

解

で
き

る

で
あ

ろ

う

。

「
賢

木

」

は
、

こ

の
歌

の
次

に

、

出

で
が

て

に
、

御

手

を

と

ら

へ
て

や

す

ら

ひ

た

ま

へ
る
、

い

み

じ

う

な

つ

ひ
や

か
し
。
風

い
と
冷
や
か
に
吹
き
て
、
松
虫

の
鳴
き
か
ら
し
た
る
声
も
、
を

り
知
り
歌
な
る
を
…
…

(同
)

と

つ
づ
け
、
御
息
所
の
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お
ほ
か
た
の
秋
の
別
れ
も
か
な
し
き

に
鳴
く
普
な
添

へ
そ
野
遅

の
松
虫

と
い
う

一
首
を
の
せ
る
。
秋
を
さ
ら
に
細

分
し
て
、

い
つ
で
も
秋

の
別
れ
が
悲

し
い
中
で
も
、
虫

の
音
を
聞
く
と

一
層
悲

し
い
と

い
っ
た
の
は
、
四
時
に
対
す

る
秋
か
ら
、
何
事
も
な
い
秋

の
別
れ
に
対
す
る
虫

の
音

の
別
れ

へ
と
、
同
じ
文

脈
を
た
ど

っ
た
も

の
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

こ
の
虫

の
音
を

「満
樹
嬋
」
に
あ

て
て
み
る
と
、
関
係
は

一
層
深
く
な
る
。

(
8
)

も
う

一
つ
、
「暮
立
」
を

「宿
木
」

の

一
部

に
擬
す
る
こ
と
も
あ
る
。
薫
が

中

の
君
の
許
を
訪
れ
意
中
を
伝
え
る
く
だ

り
で
、
薫
は
、
源
氏
が
な
く
な

っ
た

後

の
六
条
院

の
荒
廃
を
語
る
冒
頭
、

秋

の
空
は
、

い
ま
す
こ
し
な
が
め
の
み
ま
さ
り
は
べ
る
。

つ
れ
づ
れ
の
紛

ぢ

さ
い

う

ら
は
し
に
も
、
と
思
ひ
て
、
先

つ
こ
ろ
、
宇
治

に
も
の
し
て
は
べ
り
き
。

庭
も
籬
も
ま
こ
と
に
い
と
ど
荒
れ
は

て
て
は
べ
り
し
に
、
た

へ
が
た
き
こ

と
多
く
な
ん
。

(宿
木
)

と
言

い
出
す
。
こ
の

「秋

の
空

は
他

の
季
節

の
空
以
上

に
物
思

い
が

ま
し
ま

す
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
白
詩

の
一
節
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
意
見
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
例

は
右
に
あ
げ

た

『古
今
集
』
や
源
氏

の

「賢
木
」
の
段
が
、
よ
り
多

く
恋

の
情
緒
と
か
か
わ

っ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
よ
り
広
く
秋
な
る
も
の
を
言

う
点
、
白
詩
に
近

い
。

ま
た
、
秋
天
が

「秋

の
夜
」
や

「秋

の
タ
ベ
」
に
変

っ
て
い
る
こ
と
は
す
で

に
ふ
れ
た
が
、
そ
の
点

に
つ
い
て
も
、

こ
ち
ら
は

「秋

の
空
」
で
あ
る
。
「賢

木
」

の
歌
は

「秋

の
空
」
と
い
い
、
こ
こ
に
近
い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ま
た
後
朝

の
歌

の
趣

で
、
明
け
て
ゆ
く
空
を
問
題
と
す
る
の
だ
か
ら
、
純
粋
な

「秋

の

空
」

で
は
な
い
。
や
は
り

「宿
木
」

の
こ
の
く
だ
り
は
、
他
と
は
異
質
に
白
詩

に
近

い
と

い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
秋

の
空
は
他

の
時
よ
り
す
こ
し
物
思

い
を
し
が
ち
だ
と
い
う

の
と
、

秋
天
が
断
腸

の
思
い
を
与
え
る
と
い
う
の
で
は
、
や
は
り
逕
庭
は
大
き

い
。

一

般
論
と
し
て
の
悲
秋

古
く
か
ら
の
こ
と
ば

で
い
え
ぽ

「秋
思
」
と
、
白
詩

が
と
く
に
こ
こ
で
断
腸

の
秋
天
と
い
う
の
と
は
、
別
で
な
け
れ
ば
白
詩

の
存
在

意
義
が
な
い
。

む
し
ろ
以
上

の
源
氏
の
例
は
、
日
本
的
な
悲
秋
の
情
が
白
詩
と
矛
盾
し
な
い

の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
矛
盾
し
な
い
か
ら
白
詩
は
納
得
さ
れ
、
伝

統
と
相
乗
効
果
を
も

っ
て
と
も
ど
も
に
、
次

々
と
作
品
の
文
脈
に
入
り
込
む
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
も
う

一
つ
の
源
氏

の
場
合

は
、
以
上
と
異
質
で
あ

る
。

鶇
が
け
薦
櫞
に
お
し
か
か
り
て
、
夕
影

に
な
る
ま
ま
に
、
花

の
ひ
も
と
く

御
前

の
草
む
ら
を
見
わ
た
し
た
ま
ふ
。
も
の
の
み
あ
は
れ
な
る
に
、
「中

は
ら
わ
た
た

つ
に
就
い
て
腸

断
ゆ
る
は
秋

の
天
」
と
い
ふ
こ
と
を
、

い
と
忍
び
や
か
に

ず
ん誦

じ

つ
つ
ゐ
た
ま

へ
り
。

(蜻
蛉
)

誦
じ
た
の
は
薫

で
あ

る
。
誦
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て
作
者
が
、
明
ら
さ
ま
に

「暮
立
」
を
読
者

に
示
す
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
意
図
を
考
え
な
け
れ
ば

な

ら
な
い
。
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そ
も
そ
も

「暮
立
」
は
下
郢

(渭
上
)
で
の
作
で
、
白
楽
天
は
貞
元
二
十
年

(八
〇
四
)
下
郢

に
居
を
ト
し
、
翌
年
こ
こ
を
離
れ
る
も

の
の
元
和
六
年

(八

一

一
)
母
陳
氏

の
死
に
よ

っ
て
下
郢
で
喪

に
服
し
た
。
そ
し
て
三
年
後

の
元
和
九

年

(八

一
四
)
冬

に
太
子
左
賛
善
大
夫
を
拝
命
す
る
ま
で
を
こ
こ
に
過
ご
し
た
。

こ
の
下
郢
時
代
、
と
く
に
白
楽
天
を
悲

し
ま
せ
た
の
は
、
母
の
死
に
重
な
る

女
児
金
鑾

の
死
で
あ

っ
た
。
母
は
五
十
七
歳
だ

っ
た
が
、
女
児
は
三
歳
で
あ
る
。

こ
の
悲
痛
を
如
実

に
示
す
か

の
よ
う

に

「念
金
鑾
子
二
首
」

(巻
十
)、
「病
中

哭
金
鑾
子
」
(巻
十
四
)、
「重
傷
小
女
子
」
(巻
十
四
)
な
ど
を
作

る
。

い
ず
れ

も
下
郢
で
の
作
で
あ
る
。

金
鑾

の
生
前
、
生
後

一
年

の
元
和
五
年

(八

一
〇
)
に
は

「
金
鑾
子
碎
日
」

(巻
九
)
を
作
り
、

若
無
夭
折
患

則
有
婚
嫁
牽

便
我
帰
山
計

応
遅
十
五
年

と
ま
で
将
来
を
想
像
し
て
い
た
か
ら
、
文
字
ど
お
り
の

「夭
折
」
は
、
ど
れ
ほ

ど
か
悲
痛

で
あ

っ
た
ろ
う
。

「暮
立
」
を
と
り
ま
く
情
況
は
、
か
く
の
ご
と
く
で
あ

っ
た
。
第

一
句

「黄
昏

独
立
仏
堂
前
」
と
は
、
そ
う
し
た
死
者

へ
の
哀
悼
、
母
と
子
の
死
と
い
う
、
死

に
浸
さ
れ
た
心
情

の
中
か
ら
発
せ
ら
れ
た
句
で
あ

っ
た
。
仏
堂
と
い
う

の
も
、

そ
の
背
景
を
背
負

っ
た
た
め
に
、
歌

い
出
さ
れ
た
も
の
で
、
何

の
建
物
で
も
よ

か
っ
た
の
で
は
な

い
。

は
た
し
て
、
「蜻
蛉
」
の
情
景
は

「暮

立
」

の
そ
れ
と
似
通

っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
「蜻
蛉
」
で
は
上
掲

の
ご
と
く

「夕
影

に
な
る
ま
ま
に
」
と
、
夕
暮

に
時
間
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

「花

の
ひ
も
と
く
御
前

の
草
む
ら
を
見

わ
た
し
た
ま
ふ
」
と

い
う

の
は
、
口
吟

の
契
機

と
も
な
る
情
景

で
、
こ
れ
が

「満
地
槐
花
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
情
景
が

「東

の
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
」
い
た
薫
を
と
り
ま
く
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
楽
天
が

「黄
昏
独
立
仏
堂
前
」
と
い
う
中
で
認

め
た
風
景
と

一
致
し
た
た
め
に
、
薫
が
白
詩
を
吟
ず
る
結
果
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
「暮
立
」
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
の
物
語

の
筋
は
ど

の

よ
う
に
影
響
を
う
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く

「暮
立
」
は
季

節

の
秋
の
悲
し
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
金
鑾
子
の
死
を
前
提
と
し
た
悲
秋
で
あ

っ

た
が
、
そ
れ
と
同
じ
心
情
を
薫

に
考
え
る
な
ら
、
こ
こ
に
も

「
死
者
」
の
浮
舟

が

い
る
。

浮
舟
は
こ
の
年

の
春
、
突
如
失
踪
す
る
。
入
水
し
た
と
誰
も
が
思
い
、
右
近

は
葬
式
を
す
ま
せ
る
。
薫
や
匂
宮
の
驚
き
も
大
き
く
、
夏
に
は
薫
も
四
十
九
日

の
供
養
を

い
と
な
む
。

そ
し
て
秋
、
薫
は
六
条
院

で
し
み
じ
み
と
わ
が
生
涯
の
回
想
に
ふ
け
り
、
宇

治

の
姫
君
た
ち
と
の
宿
世
を
考
え
る
。
薫

は
い
ま
中

の
君
が
も

っ
と
も
心
に
か

か

っ
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
宇
治
の
八
の
宮
の

一
族
と
し
て

「
か
の

一
つ
ゆ
か

り
を
ぞ
思
ひ
出

で
た
ま
ひ
け
る
」
(蜻
蛉
)
と
い
う
う
ち
の

一
人

で
あ
る
。

「死
者
」
と
し
て
の
浮
舟
が
軽

い
わ
け
で
は
な

い
。

の
み
な
ら
ず
、
周
知

の
よ

う
に

「蜻
蛉
」
の
裏
側

に
は
、
生
き
て
い
る
浮
舟

の
世
界
が

「手
習
」
と
し
て
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併
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
生
と
死

と
の
両
面
を
照
ら
し
な
が
ら
物
語

は

進
行
す
る
。

こ
こ
で
そ
の
こ
と
を
い
う
の
は
当
を
得

て
い
な
い
が
、
ま
る
で
複
式
能

の
よ

う
な
こ
の
構
成
は
、
偽
死

(夜
半
の
寝
覚
)
を
信
じ
転
生

(浜
松
中
納
言
物
語
)

を
考
え
た
古
代
人

の
生

の
ド
ラ

マ
と
し
て
、
ま
こ
と
に
見
事
だ
と
い
わ
ざ
る
を

え
な

い
。

こ
の
構
成
は
深
い
人
生
観

の
上

に
試
み
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
口
吟
が
浮
舟
を
思

っ
て
の
こ
と
だ

と
す
る
と
、
こ
の
虚

の
中
に
、
た
し

か
に
生
き
て
い
る
死
者
を
思

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
し
か
さ
は
白

に

お
け
る
金
鑾
子

の
た
し
か
さ
と
、
ひ
と
し
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

「手
習
」

の
巻
で
は
僧
都
が
浮
舟
を
訪
ね

る
く
だ
り
に
、
白
詩

の
引
用
が
あ
る
。

(
9

)

先
稿
で
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
「陵
園
妾
」

の

一
節
、

松
門
到
暁
月
徘
徊

の
僧
都

の
口
吟
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
白
詩
的
世
界
に
か
こ
ま
れ
な
が
ら
浮
舟

は
、

聞
嬋
聴
燕
感
光
陰

眼
看
菊
蕊
重
陽
涙

手
把
梨
花
寒
食
心

把
花
掩
涙
無
人
見

と
い
う
心
境
に
い
る
。

「蜻
蛉
」
の

「暮
立
」

は

「手
習
」
の

「陵
園
妾
」
と
対
立
的
に
引
用
さ
れ
た

に
相
違
な
く
、
薫

の
心
境
と
浮
舟

の
心
境

と
は
、
こ
の
二
詩

の
対
立
的
引
用
の

中
に
呼
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
先
稿

で
も

「陵
園
妾
」
の

引
用
が
、
浮
舟

の
世
界
を
死

の
世
界
に
見
立
て
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
っ
た
が
、

こ
う
し
た
世
界
に

「
死
」
せ
る
浮
舟

へ
の
哀
悼

の
深
さ
を
、
源
氏
の
作
者
は
金

鑾
子

へ
の
白
の
そ
れ
と
比
較
し
た
か

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

薫

の
浮
舟

へ
の
思
慕

の
強
さ
は
他

に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
口
吟
の
あ
と
で
匂

宮
が
や

っ
て
来
、
す
ぐ
に
後
姿
を
み
と
め
た
女
房

の
名
を

「
こ
れ
よ
り
あ
な
た

に
参
り
つ
る
は
誰
そ
」
と
他
の
女
房

に
聞
く
。
他

の
女
房
が
す
ぐ
に

「
か
の
御

方

の
中
将

の
君
」
と
答
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
薫
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
軽
率

に
名
を
明
か

し
て
よ
い
も
の
か
、
な
ど
と
。

そ
れ
は
好
色
な
匂
宮

へ
の
い
ま
い
ま
し
さ
に
発
展
し
、
意
趣
返
し
を
し
た
い

と
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
、

わ
が
思
ひ
し
や
う
に
、
や
す
か
ら
ず
と
だ

に
も
思
は
せ
た
て
ま

つ
ら
ん
。

(蜻
蛉
)

と
考
え
る
ま
で
に
到
る
。

つ
ま
り
浮
舟
を
思
慕
し
な
が
ら
匂
宮

に
奪
わ
れ
て
し

ま

っ
た
過
去
を
思

い
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
場
面
に
も
浮
舟
が

生
き
て
い
る
こ
と
を
証
拠
立
て
て
い
る
。

「暮
立
」

の
口
吟
か
ら
好
色
な
匂
宮

の
話
題

へ
と
物
語
が
展
開
す
る
の
は
、
比

喩
的
に
い
え
ぽ
浮
舟
を

「死
」
に
追

い
や

っ
た
経
緯
を
、
口
吟
の
後
に
追
認
す

る
意
図

に
も
よ
る
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て

「暮
立
」

の
引
用
に
よ

っ
て
、
六
条
院
は

「仏
堂
」
に
す
ら
変
る
。

秋
の
あ
わ
れ
は
、
実
は
死
者
の
あ
わ
れ
だ

っ
た
の
だ
し
、
金
鑾
子
の
喪
失
と
も

比
べ
ら
れ
る
浮
舟

へ
の
思
慕
を
読
者

に
訴
え
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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五

贈
内
i
宿
木

「暮
立
」
を
作

っ
た
下
郢

で
、
白
楽
天
は

「贈
内
」
と
い
う
詩
も
作

っ
た
。
妻

に
送

っ
た
詩

で
あ
る
。

白
楽
天
は
元
和

二
年

(八
〇
七
)
の
こ

ろ
妻
楊
氏
と
結
婚

し
、
同
じ
題

の

「贈
内
」
(文
集
巻

一
)
を
始
め
と
し
て

「
寄
内
」
(巻
十
四
)、
「
贈
内
」

(同
)
、

「舟
夜
贈
内
」
(巻
十
五
)、
「贈
内
子
」
(巻
十
七
)、
「
二
年
三
月
五
日
斎
畢
開
素

当
食
偶
吟
贈
妻
弘
農
郡
君
」
(巻
六
十
九
)
ほ
か
を
作
る
。
最
後

の
も

の
は
武

宗
の
会
昌
二
年

(八
四
二
)
七
十

一
歳

の
時

の
作

で
、
死

に
四
年
先
立

つ
。
三

十
五
年
間
に
わ
た
る
と
い
っ
て
も
、
数
の
多
さ
は
印
象
的
で
あ
る
。

こ
の
中

の

一
つ

「贈
内
」
は
次

の
ご
と

く
で
あ
る
。

漠
々
闇
苔
新
雨
地

微
々
涼
露
欲
秋
天

莫
対
月
明
思
往
事

損
君
顔
色
減
君
年

(巻
十
四
)

初
秋

の
雨

の
中
、

一
面
に
地
上
に
は
苔
が

ひ
ろ
が
り
、
わ
ず
か
な
露
を
ふ
く

ん
で
天
は
秋
ら
し
く
な

っ
て
来
た
。
こ
う

し
た
時
に
月
を
見
て
昔
の
事
を
考
え

な
い
よ
う
に
せ
よ
。
顔
色
が
悪
く
な
り
、

ふ
け
込
ん
で
し
ま
う
か
ら
、
と
い
う

一
首

で
あ
る
。

こ
の

一
首
は
今
ま
で
源
氏

に
引
用
さ
れ
た
と
し
て
、
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
き

た
。
そ
れ
を
否
定

し
た
研
究
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
あ

っ
た
と
し
て
も
、
お

そ
ら
く
僅
少

で
あ
ろ
う
。

源
氏
は
次

の
よ
う
に
引
用
す
る
。

中
将

の
参
り
た
ま

へ
る
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
さ
す
が
に
か
れ
も
い
と
ほ
し

け
れ
ば
、
出

で
た
ま
は
ん
と
て
、
「
い
ま
、

い
と
と
く
参
り
来
ん
。
独
り

月
な
見
た
ま
ひ
そ
。
心
そ
ら
な
れ
ば

い
と
苦
し
」
と
聞
こ
え
お
き
た
ま
ひ

て
、
な
ほ
か
た
は
ら
い
た
け
れ
ば
、
隠
れ

の
方
よ
り
寝
殿

へ
渡
り
た
ま
ふ
。

老
人
ど
も
な
ど
、
「今
は
入
ら
せ
た
ま
ひ
ね
。
月
見
る
は
忌
み
は
べ
る
も

の
を
。
あ
さ
ま
し
く
、
は
か
な
き
御
く
だ
も
の
を
だ
に
御
覧
じ
入
れ
ね
ば
、

い
か
に
な
ら
せ
た
ま
は
ん
。
…
…

(宿
木
)

い
ま
匂
宮

は
六
条
院

の
六
の
君

の
婿
と
し
て
迎
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、

一
方
宇
治

の
中
の
君
と
の
関
係
も
続

い
て
い
る
。
そ
こ
で
六
条
院
か
ら

の
使
者

と
し
て
中
将
の
君
が
や

っ
て
来
た
の
で
そ
こ

へ
赴

こ
う
と
し
、
女
君
に

「
す
ぐ

帰

っ
て
く
る
か
ら
独
り
で
月
を
見
た
り
し
て
は
い
け
な

い
」
と
い
い
お
い
て
、

寝
殿

の
方
か
ら
そ

っ
と
外
出
す
る
。

残
さ
れ
た
中

の
君
は
物
思

い
が
絶
え
ず
、
月
が
の
ぼ
る
に
つ
げ
て
も
思
い
は

募
る
。
そ
こ
で
老
人
が

「も
う
内

へ
お
入
り
な
さ
い
。
月
を
見
る
の
は
忌
む
こ

と
で
す
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
食
物
さ
え
も
御
覧
に
な
ら
ず
、
ど
う
な

っ
て

し
ま
う
の
で
し
ょ
う
」
と
心
配
す
る
。

こ
の

「独
り
月
な
見
た
ま
ひ
そ
」
「月
見
る
は
忌
み
は
べ
る
も

の
を
」
が
白

詩

の
引
用
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
古
典
全
集
本
の
頭
注

で
は

「月

を
見
る
の
を
忌
む
発
想
は
」
と
し
て
こ
の
白
氏
文
集

の

「贈
内
」
を
あ
げ
、
こ

(
10

)

れ

「な
ど

の
中
国
伝
来

の
思
想
で
、
和
歌

に
も
多

い
」
と
い
う
。
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引喩 と暗喩(七)

た
し
か
に
、
右
の
頭
注

に
も
引
か
れ
る
よ
う
に
、

ひ
と
り
寝

の
わ
び
し
き
ま
ま
に
起
き
居

つ
つ
月
を
あ
は
れ
と
忌
み
そ
か
ね

つ
る

(小
町
集
、
後
撰
集
、
六
八
五
)

大
方
は
月
を
も
め
で
じ
こ
れ
ぞ
こ

の
積
れ
ぽ
人

の
老
と
な
る
も

の

在
原
業

平

(古
今
集
、
巻
十
七
、
八
七
九
)

な
ど
が
す
で
に
あ
り
、
他
に
も
、

あ
る
人
の
、
「月

の
顔
見
る
は
忌
む

こ
と
」
と
制
し
け
れ
ど
も
、
と
も
す

れ
ば
人
ま
た
も
月
を
見
て
は
、
い
み
じ
く
泣
き
給
ふ
。

翁
、
「月
な
見
給
ひ
そ
。
こ
れ
を
見
給

へ
ば
、
物
思
す
気
色

は
あ
る
ぞ
」

と
言

へ
ば
、

(竹
取
物
語
)

が
先
立

つ
例
と
し
て
見
え

る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
れ
ら

の
中

に
す

で
に

「贈

内
」

の
引
用
が
あ
り
、
そ
れ
を
源
氏
が
継
承
し
た
か
、
他

の
多
く
と
同
じ
よ
う

に
文
集

の

一
首
を
源
氏
が
引
用
し
た
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
り
方

は
、
右

に
問
題
と
し
た
悲
秋

の
あ
り
方
と
、
ま

っ
た
く

一
致
し
て
い
て
、
興
味

ぶ
か
い
。

(11
)

し
か
し
私
は
右

の
通
説
に
反
対

の
立
場
を
と

っ
て
き
た
。
月
を
忌
む
こ
と
は

広
く
世
界
的
に
分
布
し
た
習
俗
で
、
わ
が
国

の
古
代

に
も
見
ら
れ
、
何
も
白
詩

を
俟
た
ず
と
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
習
俗
に
属
す

る
ご
と
き
も
の
は
、
た

っ
た

一
編

の
詩

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
は
別
だ

か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
実
は
、
白
詩
は
月
を
見
る
な
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
月
を
見
て
往

事
を
思
う
な
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
年
を
と
り
顔
色
を
損
な
う
と
い

う

の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
月
を
不
吉
な
も

の
と
し
て
忌
む
こ
と
と
異
質
で
あ

る
。

そ
の
点
業
平
の

「
月
が

つ
も
る
と
老
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
の
が

一

番
近

い
に
す
ぎ
な
い
。
総
じ
て
白

は
月
に
対
し
て
香
定
的
で
、
上
述

の

「舟
夜

贈
内
」

で
も
、

莫
凭
水
窓
南
北
望

月
明
月
闇
総
愁
人

へ

む

と

し
う

要
す
る
に
白
詩
と
源
氏
と

の
一
対

一
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ

る
。
源
氏

は
も

っ
と
広

い

「月
を
忌
む
」
こ
と
の
中
に
あ
り
、
そ
の
点
は
白
詩

と
て
同
じ
だ

っ
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
同
じ
情
況
の
中
で
、
も
ち
ろ
ん
源
氏
の
作
者
は

「贈
内
」
を
知

っ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

源
氏

の
当
該
個
所
は
月
を
め
ぐ

っ
て
出
色

の
出
来
ば
え
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
夜
の
情
景
は
六
条
院

の
準
備
が
と
と
の
い
、
匂
宮
を
待

つ
ば
か

り
だ

の
に
、

十
六
日
の
月
や
う
や
う
さ
し
あ
が

る
ま
で
心
も
と
な
け
れ
ば

(宿
木
)

と
、
月

の
出

に
よ

っ
て
時
間
が
過
ぎ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
、

つ
い
で
、
こ
の
后

を
心
理
に
重
ね
て
ダ
霧

の
次

の
よ
う
な

一
首
を
語
る
。

大
そ
ら
の
月
だ
に
や
ど
る
わ
が
宿

に
待

つ
宵
す
ぎ

て
見
え
ぬ
君
か
な

一
方
、
二
条
院

の
匂
宮
も
同
じ
月
を
眺

め
て
い
る
。
六
の
君

の
婿
と
な
る
に

113



し
て
も
中

の
君
が
忘
れ
ら
れ
ず
、

ら
う
た
げ
な
る
あ
り
さ
ま
を
見
棄

て
て
出
づ

べ
き
心
地
も
せ
ず
、
い
と
ほ

し
け
れ
ぽ
、
よ
う
つ
に
契
り
慰
め
て
、
も
ろ
と
も
に
月
を
な
が
め
て
お
は

す
る
ほ
ど
な
り
け
り
。

(同
)

と
。そ

こ
に
上
述

の
よ
う
に
使
者
を
迎
え
、

い
よ
い
よ
腰
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
そ
こ
で

「独
り
」
月
を
見
る
な
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。

し
か
し
匂
宮
が
出

か
け
た
後
も
、
月
は
物
語

か
ら
離
れ
な
い
。
す
ぎ

こ
し
を

女
房

に
嘆
く
中

の
君
の
物
思

い
は
尽
き
な

い
ま
ま
に
、

ふ

姨
捨
山

の
月
澄
み
の
ぼ
り
て
、
夜
更

く
る
ま
ま
に
よ
う
つ
思
ひ
乱
れ
た
ま

ふ
。

(同
)

と
あ
り
、
匂
宮

の
心
づ
か
い
と
は
裏
腹

に
、
月
が
心
を
乱
す
方
向

へ
と
筋
を
導

い
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
老
人
が
上
述

の
よ
う

に
、
ふ
た
た
び
月
を
見
る
な
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
の
叙
述

は
、
忌
む
べ
き
月

の
力
を
む

し
ろ
積
極
的
に
用

い
た
と
い
う
べ
き

だ
ろ
う
。
そ
し
て
積
極
的
に
用

い
た
意
図

は
、
中

の
君
の
死
の
予
兆
に
あ

っ
た
。

老
人

の
心
配
は
、

ゆ
ゆ
し
う
思
ひ
出
で
ら
る
る
こ
と
も

は
べ
る
を
、

い
と
こ
そ
わ
り
な
く

(同
)

と
い
う
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
大
君
が
同
じ
よ
う
に
食
欲
を
失

っ
て
死
ん
で
い
っ

た
こ
と
を
思

い
出
す
点

に
あ

る
。

つ
ま
り
は
月
下

の
死

へ
の
お
そ
れ
で
あ
る
。

後
の
作
品
だ
が

『更
級
日
記
』
の
死
ん
だ
姉
を
照
ら
し
て
い
た
月
光
が
、
す

ぐ
思

い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫

は
昇
天
と

い
う

一

種

の
死
を
、
月
明
の
夜

に
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
当

の
源
氏
で
い
え
ば
、
紫

の
上

も
ほ
と
ん
ど
満
月

の
頃

に
死
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
た
文
脈

の
中

で
の
、
月

の

殺
害
を
、
作
者
は
ほ
の
め
か
す

の
で
あ
る
。

こ
の
、
源
氏

の
展
開

の
中
に
は
、
月
を
畏
怖
す
る
と
い
う
古
来
の
伝
統
が
十

分
に
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ

「老
人
ど
も
な
ど
」
が

「月
見
る
は
忌

み
は
べ
る
も

の
を
」
と
い
っ
た
と
い
う
表
現
は
、
こ
れ
が
古
老
相
伝

の
こ
と
だ

と
い
い
た
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
竹
取

の

「
翁
」
を
匂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。上

掲
の
小
町

の
歌
も
、
竹
取

の
伝
統

の
中

に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

詞
書

に
は
、

月
の
い
と
あ
は
れ
な
る
を
見
て
、
寝
む
ご
ど

こ
そ
い
と
口
惜
し
け
れ
ど
、

す

の
こ
に
な
が
む
れ
ば
、
男
、
忌
む
な
る
も

の
を
と
い
ひ
け
れ
ば
、
…
…

と
あ
り
、

一
般
論
と
し
て
忌
む
べ
き
こ
と
を
男
が
告
げ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
小
町
は
、
ひ
と
り
寝
が
わ
び
し
い
の
で
忌
み
か
ね
る
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
に
、
ひ
と
り
で
眺
め
る
月
が
登
場
し
た
。
源
氏
が
ま
ず
最
初

に
月
を
見
る

な
と
い
っ
た
の
が
、
け

っ
し
て

一
般
論
と
し
て
の
月
の
忌

で
は
な
く
、
「独
り

月
な
見
た
ま
ひ
そ
」

で
あ

っ
た
の
は
、
こ
の
流
れ
を
汲
ん
だ
も
の
に
ち
が

い
な

い
。と

す
る
と

「宿
木
」
の
二
つ
の
月
の
禁
忌
は
、
後
者
が
竹
取
か
ら
小
町
・へ
の
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男

の
せ
り
ふ

へ
と
続
く
文
脈
を
受
け

つ
ぎ

、
前
者
が
小
町
の
歌
か
ら
の
文
脈
を

受
け

つ
ぐ
も

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
で
は
源
氏
は
古
今

の
業
平
の
歌
と
無
関
係
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は

な
い
証
拠

は
、
右

に
あ
げ
た

「姨
捨
山
の
月
澄
み
の
ぼ
り
て
」
が
、
『古
今
集
』

の
、

我
が
心
慰
め
か
ね

つ
蘇
繊
や
姨
捨
山

に
照
る
月
を
見
て

(巻
十
七
、
八
七
八
)

を
踏
ま
、兄
た
も
の
と
思
わ
れ
る
上
に
、
こ

の

一
首
が

『古
今
集
』

で
当
の
業
平

の
歌
の

一
首
前

に
並
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
姨
捨
山

の
歌

に
暗
示
さ
れ

た
老

の
上
で
、
業
平
歌
が
よ
ま
れ
る
と
い
う
古
今
の
趣
好
を
、
そ
の
ま
ま
利
用

し
た
の
が
源
氏
で
あ
る
。
源
氏

は
中
の
君

の
物
思
い
を
語
り
、
そ

の
上

に

「姨

捨
山

の
月
」
を
出
し
て
、
こ
の
物
思
い
の
果

に
中
の
君
が
年
を
と
る
こ
と
を
暗

示
し
、
そ
の
上
で
老
人
に
月
を
見
る
な
と

い
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

こ
の
構
成

の
中
に
、
白
詩
も
介
入
す
る
余
地
が
あ

っ
た
。
く
り
返

す
と

「損
君
顔
色
減
君
年
」
と

い
う

の
が
白
詩
だ

っ
た
か
ら
、
年
を
と
る
こ
と

を
月
に
か
け
て
い
う

の
で
あ
り
、
月
と
老

と
の

『古
今
集
』
以
来

の
流
れ
に
抵

触
し
な
い
。

そ
れ
で
は
抵
触
し
な
い
だ
け
で
、
積
極
的
な
引
用
と
は
見
な
し
が
た
い
の
か
。

白
詩

「贈
内
」
は

「莫
対
月
明
思
往
事
」

と
い
う
。
往
事
を
思
う
こ
と
こ
そ
を

禁
じ
て
い
て
、
直
接
月
見
を
禁
ず
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
だ

が
、
こ
の
限
定

の
中

で
、
さ
て
こ
そ
源
氏

は
、
中

の
君
が
月
明
の
中
で
往
事
を

回
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「幼
き
ほ
ど
よ
り
」
と
八
の
宮

一
家

の
す
ぎ

こ
し
を
語
り
、
父
宮
や
姉

の
死
を

回
想
し
、

き来
し
方
行
く
先
み
な
か
き
乱
り
、
心
細
く
い
み
じ
き
が
、
わ
が
心
な
が
ら

思
ひ
や
る
方
な
く
心
憂
く
も
あ
る
か
な
。

(宿
木
)

と
思
う
。
そ
の
次
に
姨
捨
山
の
月
が

の
ぼ
る
と
い
い
、
老
人
が
月
を
見
る
な
と

い
う
。
ま
さ
に

「莫
対
月
明
思
往
事
」

こ
そ
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
「老
人
」
は

「月
見
る
は
忌
み
は
べ
る
も

の
を
」
と

い
う

か
わ
り
に

「莫
対
月
明
思
往
事
」
と
い
っ
た
方
が
、
よ
り
直
接
的
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
往
事
を
思
う
と
い
う

モ
チ
ー
フ
は
、
竹
取
に
も
小
町
集
、
古
今

に
も
な

い
。
白
詩
独
特

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
源
氏
は
こ
こ
に
白
詩
を
ひ

そ
め
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
例
に
よ

っ
て
源
氏
は
当
面

の
情
景
を

一
層
深
く
す

る
。
当

の
中

の
君
の
周
辺
は
、

松
風

の
吹
き
来
る
部
も
、
荒
ま
し
か
り
し
山
お
ろ
し
に
思
ひ
く
ら
ぶ
れ
ば
、

い
と

の
ど
か
に
な
つ
か
し
く
め
や
す
き
御
住
ま
ひ
な
れ
ど
、
今
宵
は
さ
も

お
ぼ
え
ず
、
欟
の
葉

の
蔀

に
は
劣
り
て
思
ほ
ゆ
。

と
あ
る
て
い
ど

で
、
詳
し
い
情
景
を
読
者
が
感
じ
と
る
の
は
困
難
だ
が
、
白
詩

に
よ

っ
て
、

漠
々
闇
苔
新
雨
地

微
々
涼
露
欲
秋
天

と
い
う

一
景
を
中

の
君
の
周
辺
に
思
い
描
く
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
、
匂
宮

の
月
を
見

る
な
と
い
い
、

「心
そ
ら
な
れ
ば

い
と
苦
し
」
と

い

う
気
持
は
、
ま
る
で

「贈
内
」
の
よ
う
に
中
の
君

に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
「心
そ
ら
な
れ
ぽ
」
と
い
う

の
は
、

と
り
と
め
も
な
い
心
境
を

い
う

の

で
あ
ろ
う
。
白
詩
が
年
を
と
る
こ
と
と
並

べ
て
顔
色
を
損
じ
る
と
い
う

の
は
、

心
が
そ
ら
に
な

っ
た
果
の
こ
と
で
あ
る
。

「贈
内
」
は
、
古
来

の
月
の
禁
忌
の
文
脈

の
中

に

「思
往
事
」
と

い
う

一
点
を

も

っ
て
参
加
し
、
中

の
君

の
周
辺
の
風
景

を
深
く
し
、
六
の
君
よ
り
も
中

の
君

を
妻
と
考
え
る
匂
宮

の
愛
情
を
暗
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
愛
情

は
、
い

ま
六
の
君
と
中

の
君
と

の
対
立
と
い
う
、
微
妙
な
関
係

の
中
で
、
と
く
に
大
事

な
も
の
で
あ

っ
た
。

六

盧
侍
御
与
崔
評
事
為
予
於
黄
鶴
楼
置
宴
宴
罷
同
望
-
篝
火

白
楽
天
に
は
先
稿
で
と
り
上
げ
た
作
品

「琵
琶
行
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の

基
と
な

っ
た

「夜
聞
歌
者
」
が
あ
る
。
「
夜
聞
歌
者
」
は
元
和
十
年

(八
一
五
)

四
十
四
歳
で
江
州

へ
赴
く
途
中
、
鄂
州
で

の
作

で
あ

っ
た
が
、
同
じ
鄂
州
、
武

昌

(武
漢
)
で
の
作
に
、
「盧
侍
御
与
崔
評
事
為
予
於
黄
鶴
楼
置
宴
宴
罷
同
望
」

(文
集
巻
十
五
)
な
る
七
言
律
詩
が
あ
る
。

江
辺
黄
鶴
古
時
楼

労
置
華
筵
待
我

遊

楚
思
森
茫
雲
水
冷

商
声
清
脆
管
絃
秋

白
花
浪
濺
頭
陀
寺

紅
葉
林
籠
鸚
鵡
洲

撼
是
平
生
未
行
処

酔
来
堪
賞
醒
堪
愁

白

の
潯
陽
到
着
は
十
月
で
、
そ
れ
に
わ
ず
か
先
立

つ
こ
ろ
の
作
で
あ
ろ
う
。

黄
鶴
楼
の
名
は
聞
き
知

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
で
の
置
宴

に
感
謝
し
つ

つ
、
し
か
し
旅

に
お
け
る
秋
思
は
深

い
。
そ
の
冷
た
く
澄
ん
だ
秋
韻

は
管
絃

の

響
き
を
と
も
な

っ
て
第
三
、
四
句
に
み
ご
と
に
歌
わ
れ
、
初
め
て
接
す
る
頭
陀

寺
や
鸚
鵡
洲
が
旅
愁
を
そ
そ
る
情
を
も

っ
て
結
句
を
し
め
く
く

っ
て
い
る
。
酔

っ
て
興
ず
れ
ば
こ
れ
ら
は
珍
し
く
も
美
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
流
謫
の
情
に
目
ざ

め
て
み
れ
ぽ
、
愁
に
堪
え
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
か
ん
ず
く
こ
の
詩

は
、
季
節
そ
の
も

の
の
調
べ
が
音
楽

の
調
べ
の
よ
う
に

歌
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
色
を
も

つ
が
、
源
氏

の
中

に
も
音
楽
と
季
節
と
が
、
調

べ
を
分
か
ち
が
た
く
す
る

一
節
が
あ
る
。

「篝
火
」

の
巻
は
玉
鬘
を
め
ぐ

っ
て
光
源
氏
や
柏
木

の
心
の
動
き
を
語
る
短
章

だ
が
、
特
に
音
楽
が
多
用
さ
れ
、
源
氏
が
、

忍
び
か
ね

つ
つ
、

い
と
し
ぼ
し
ば
渡
り
た
ま
ひ
て
、
歯
は
し
ま
し
暮
ら
し
、

こ
と

御
琴
な
ど
も
習
は
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。

御
琴
を
枕
に
て
、
も
ろ
と
も

に
添
ひ
眺
し
た
ま

へ
り
。

鶇
が
け
対
の
方
に
、
お
も
し
ろ
き
笛
の
普
、
爨

に
吹
き
あ
は
せ
た
り
。

(篝
火
)

な
ど
と
あ
り
、
源
氏
が
西

の
対
に
夕
霧
、
柏
木
、
弁
少
将
を
誘
う
と
、

う
ち
連
れ

て
三
人
参
り
た
ま

へ
り
。
「
風
の
音
秋
に
な
り

に
け
り
、
と
聞
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こ
え

つ
る
笛

の
普

に
忍
ば
れ
で
な
む
」
と
て
、
御
輩
ひ
き
出
で
て
、
な

つ

か
し
き
ほ
ど

に
彈
き
た
ま
ふ
。
源
中
将
は
、
讎
沸
誘

に
い
と
お
も
し
ろ
く

吹
き
た
り
。

(同
)

と
い
う
遊
び
に
な
る
。

は
た
し
て
秋

の
宴

は
、
こ
の
黄
鶴
楼

の
詩
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

『河
海
抄
』
は

「風
の
音
…
…
」
の
条
に
こ
の
詩
を
あ
げ

る

(但
し
、
「森
」
は

(
12

)

「
渺
」)
。
具
体
的

な
事
柄

に
お
け
る
関
係

は
見
出

し
が

た
い
。
詩

の
中

に
は

「商
声
」

(宮
を
主
音

と
す
る
音
階

の
第

二
音
)
と
あ
り
、
源
氏

に
は
盤
渉
調

(盤
渉
の
音
を
宮
と
す
る
律

の
調
子
)
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
意
図
的
な
も
の
で

は
あ
る
ま
い
。

む
し
ろ
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

「風
の
音
秋
に
な
り

に
け
り
」
と
聞

い
た
と
い
う
笛
が

「秋
風
楽
」

(唐
楽

で
盤
渉
調
)
を
吹

い
て
い
た
こ
と
と
、

季
節

の
秋

の
到
来
と
を
か
ね
、
ま
た
著
名

な

『古
今
集
』
の
藤
原
敏
行
の

「秋

来

ぬ
と
」

(巻
四
、

一
六
九
)
を
重
ね
て
い
た
こ
と

の
方
が
、
「商
声
清
脆
管
絃

秋
」
と
い
う
句

の
気
持
と
、
よ
く
通
じ
合

う
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

五
行
説

で
商
は
秋

で
あ
り
、
白
詩
も
そ

の
上

で
歌
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
白
詩
は
盧
、
崔
両
友
が
白
の
た
め
に
集
ま

っ
て
宴
を
設
け
て
く
れ
た

と

い
い
、
こ

の
三
人
が

「菅
絃
秋
」
を
楽

し
ん
で
い
る
。

こ
の
趣
好
が

「篝

火
」

の
四
人
の
合
奏
と
共
通
す
る
。
源
氏
が
ま
ず
琴
を
弾
き
、
夕
霧
が
笛
を
吹

く
。
弁
少
将

は
歌
い
、
柏
木
は
ま
た
琴
を
弾
じ
た
。

し
か
し
、
な
お
こ
れ
ら
と
て
ご
く
普
通

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
引
用

を
積
極
的
に
認

め
る
こ
と
は
む

つ
か
し
い
。

む

つ
か
し
い
が
、
全
体
を
お
お

っ
て
い
る
楽
宴
を
雰
囲
気
と
し
て
感
じ
る
側

に
立

て
ぽ
、
詩

の
末
句

「撼
是
平
生
未
行
処

酔
来
堪
賞
醒
堪
愁
」
は
、
鮮
烈

な
ひ
び
き
を
も

っ
て
く
る
。

こ
の
気
持
は
こ
も
ご
も
に
、
源
氏
の
心
で
あ
り
柏
木

の
心
で
も
あ
り
、
ま
た

玉
鬘

の
心
で
も
あ
る
。
と
く
に
真
剣
な
の
は
柏
木
で
、

こ
の
中
将
は
、
心

の
限
り
尽
く
し
て
、
思
ふ
筋
に
ぞ
、
か
か
る
つ
い
で
に

も
、
え
忍
び
は
つ
ま
じ
き
心
地
す
れ
ど
、
さ
ま
よ
く
も
て
な
し
て
、
を
さ

を
さ
心
と
け
て
も
樹
き
わ
た
さ
ず
。

と
い
う
心
は
、
た
と
え
官
詩
が
頭
陀
寺
や
鸚
鵡
洲
と
い
う
旦
ハ体
的
な
場
所
を
さ

し
て

「平
生
未
行
処
」
と
い
い
、
そ
れ
を
醒
め
て
堪
え
が
た
く
愁
う
と
い
っ
て

い
る
に
し
て
も
、
そ
の
心
を
、
十
分
な
比
喩
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

玉
鬘

へ
の
気
持
は
柏
木
に
と

っ
て
、
ま
だ
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
感
情
で
あ
り
、

堪
え
が

た
い
心
な
の
で
あ
る
。

楽

の
音

に
酔

っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
賞
す
る
に
…堪
え
る
が
、
醒
め
る
と

そ
れ
も
か
な
わ
な
い
と
い
う
思
慕

は
、
源
氏

に
も
あ
り
、

い
つ
か
玉
鬘

の
心
に

も
き
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
。
白
楽
天
の
江
州
流
謫
と
い
う
荒
涼
と
し
た
心
を
も

重
ね
て
比
喩
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
こ
の

「管
絃
秋
」
は
切
な
く
哀
し
い
。

七

庚
楼
暁
望
-
若
菜
上

m

「若
菜
上
」
は
長
大
な
巻
だ
が
、
長
大

で
あ
る
ぼ
か
り
か
重
要
な
問
題
も
こ
の



中
で
語
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
女
三
の
宮
の
降
嫁

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
も

っ
と
も
深
刻
だ

っ
た
の
は
紫

の
上
で
あ

っ
た
。
新
婚
三
日
の

夜
、
源
氏
は
夢
に
紫

の
上
を
見
、
お
ど
ろ
い
て

「夜
深
き
も
知
ら
ず
顔
に
急
ぎ

出
で
た
ま
ふ
」
。
そ
し
て
紫

の
上

の
許
に
も
ど
る
。
以
下
は
、
そ
の
立
ち
も
ど

っ
た
と
こ
ろ
の
描
写
で
あ
る
。

雪
は
所
ど
こ
ろ
消
え
残
り
た
る
が
、

い
と
白
き
庭

の
、
ふ
と
け
じ
め
見
え

な
ほ

わ
か
れ
ぬ
ほ
ど
な
る
に
、
「猶
残
れ

る
雪
」
と
忍
び
や
か
に
口
ず
さ
み
た

み

か
う
し

た
た

ま
ひ
つ
つ
、
御
格
子
う
ち
叩
き
た
ま
ふ
も
、
久
し
く
か
か
る
こ
と
な
か
り

つ
る
な
ら
ひ
に
、
人
々
も
餐
變
を
し

つ
つ
、
や
や
待
た
せ
た
て
ま

つ
り
て

ひ
き
上
げ
た
り
。

(若
菜
上
)

作
者

は
い
さ
さ
か
光
源
氏

に
つ
ら
く
当

っ
て
い
る
よ
う
で
、
多
少
み
じ
め
な

光
源
氏
が
描
か
れ
る
が
、
こ
の

「猶
残
れ
る
雪
」
は
白
氏
文
集

の
詩

の
口
吟
で

あ
る
。独

憑
朱
檻
立
凌
晨

山
色
初
明
水
色
新

竹
霧
暁
籠
銜
嶺
月

蘋
風
煖
送
過
江
春

子
城
陰
処
猶
残
雪

衙
鼓
声
前
未
有
塵

三
百
年
来
庚
楼
上

曾
経
多
少
望
郷
人

庚
楼
暁
望

(文
集
巻
十
六
)

こ
の
詩

は
元
和
十

一
年

(八

一
六
)
四
十
五
歳

の
時

の
作
と
さ
れ
て
お
り
、

前
年
十
月

に
江
州
司
馬
と
し
て
着
任
、
元
和
十
三
年
十
二
月
に
忠
州
刺
史

に
転

ず
る
ま
で
の
間
の
作
で
あ
る
。

庚
楼
は
晋
の
庚
亮

に
よ

っ
て
揚
子
江
に
臨
ん
だ
九
江
県
に
建

て
ら
れ
た
も
の

で
、
庚
公
楼
と
も

い
わ
れ
る
。
江
州

に
来
て
、
珍
し
く
、
こ
こ
に
遊
ん
だ
も
の

で
あ
ろ
う
。

当
時
こ
の
詩

は
有
名
だ

っ
た
ら
し
く
、
「竹
霧
云
々
」
以
下

の
第
二
、
三
句

は

『和
漢
朗
詠
集
』
に
も
と
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
部
分
で
は
な
く
、
次

の
句
を
口
吟
し
た
と
す
る
と
こ
ろ
に
作
者

の
陳
腐
に
な
ず
ま
な
い
気
持
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
口
吟
で
き
る
ほ
ど
に
、
詩
は
今

の
情
況

に
通
じ
合
う
。
源
氏
は
先

立

っ
て
女
三
の
宮
を
迎
え
た
日
と
し
て

「
二
月

の
十
余
日
に
」
(若
菜
上
)
と

あ
り
、
春
の
半
ば

で
あ
る
。
詩
が

「蘋
風
煖
送
過
江
春
」
と
い
う

の
と
、
季
節

を
共
通
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

時
刻
も
源
氏
が

「明
け
ぐ
れ
の
空
」
と
い
う
の
に
対
し
て
白
詩
は

「
凌
晨
」

「竹
霧
暁
籠
」
と
い
い
、
何
よ
り
も

「暁
望
」
と
い
う
詩
題

に
も
時
刻

は
明
記

さ
れ
る
。
「衙
鼓
声
前
」
と
い
う
の
も
早
朝
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
「衙
鼓
」
の

音
は
源
氏

の

「鶏

の
音
」
と
も

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
肝
心
の
残
雪
も
上
掲

の
源
氏

の
中
に
見
え
る
ほ
か
、
「雪

の
光
見
え

て
お
ぼ

つ
か
な
し
」
と
も
あ
る
。

情
況

の
設
定
は
周
到
と
い
う
べ
き

で
、
作
者
は
そ
の
上
で
安
心
し
て
口
吟
さ

せ
る
こ
と
が

で
き
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
口
吟
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
は
な
い
。
物
語

の
仮
構
の
中
で
、

な
ぜ

口
吟
さ
せ
た
か
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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引喩 と暗喩(七)

(
13
)

古
典
大
系
本

の
補
注
は

『細
流
抄
』

の
意
見
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、
子

城
は
北

で
あ
り
、
紫

の
上
も
北

で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
こ
れ
を
誦
し
た
、
と
い

う
説
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
妙
な
こ
じ
つ
け
だ
と
い
う
こ
と
は
、
誰

の
目

に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

(
14

)

ま
た
古
典
全
集
本

の
頭
注
は

「源
氏

の
心
境
と
、
と
り
ま
く
風
情
と
が
、

こ

の
白
詩

の
句
を
口
ず
さ
ま
せ
た
」
と
い
う
。
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
が
、
さ
て

そ
れ
で
は
ど
ん
な
心
境
で
あ
り
、
ど
ん
な
風
情
が
と
り
ま
い
て
い
た
の
か
が
、

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

す
で
に
あ
げ
た
朝
帰
り
の
源
氏

へ
の
、

少
々
残
酷
な
仕
打
ち
は
、
恨
み
が
ま

し
い
紫
の
上

の
気
持
と
し
て
、
引
き

つ
づ

き
描
写
さ
れ
る
。

よ
う
つ

い
に
し

へ
の
事
を
思
し
出

で

つ
つ
、
と
け
難
き
御
気
色
を
恨
み
き

こ
え
た
ま
ひ
て
、
そ
の
日
は
暮
ら
し
た
ま

へ
れ
ぽ
…
…

(若
菜
上
)

の
ご
と
く
だ
が
、
さ
て
こ
の

「
い
に
し

へ
の
事
」
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
須
磨

に
源
氏
が
い
た
こ
ろ
の
こ
と
と
理
解
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
う
考
え
る
と
、
逆
に

先
立

っ
て
も
、
紫

の
上
は
女
三
の
宮

の
許

に
源
氏
を
送

っ
て

一
人
残
さ
れ
た
心

地
に
つ
け
て
、

か
の
須
磨

の
御
別
れ

の
を
り
な
ど
を
思
し
出
つ
れ
ば
、
「今
は
、
と
か
け

う
ち

離

れ

た

ま

ひ

て

も

、

た
だ

同

じ

世

の
中

に
聞

き

た

て

ま

つ
ら

ま

し

か
ば

、

と

わ
が

身

ま

で

の

こ
と

は

う

ち

お

き

、

あ

た

ら

し

く
悲

し

か
り

し
あ

り

さ

ま
ぞ

か

し

。

…

…

(同
)

と

思

う

と
あ

り

、

紫

の
上

に
と

っ
て
、

今

の
夜

離

れ

は

か

つ

て

の
須

磨

へ
の
退

居

の
、
再
体
験
と
し
て
受
取
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「猶
残
れ
る
雪
」

は
、
こ
の
須
磨
別
離

に
挟
ま
れ
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

上
述

の
よ
う
に

「庚
楼
暁
望
」
は
江
州
で
の
詩

で
あ
る
。
こ
の
残
雪
は
流
謫

の
人
が
見
た
も
の
で
あ
り
、
「曾
経
多
少
望
郷
人
」
と

い
う

「望
郷
」

の
念
を

投
影
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
も
そ
も
源
氏
物
語

の
中

に
江
州
で
の
白
詩
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
丸
山
キ
ョ
子
氏
が
、
そ
の
多
用
と
江

(
15

)

州
詩

の
利
用

に
よ
る
須
磨

の
描
写
を
詳
説
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

い
ま
女
三
の
宮
の
出
現

に
よ
っ
て
再
体
験
さ
れ
て
い
る
紫

の

上
と
光
源
氏
と
の
須
磨
の
別
離

の
、

一
節
を
構
成
す
る
も
の
が

「庚
楼
暁
望
」

の
江
州
詩
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
顕
在
化
し
て
流
れ
る
筋
は

女
三
の
宮
の
出
現

に
よ
る
別
離

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
陰

の
筋
と
し
て
流
れ
る

も
う

一
つ
の
別
離
が
あ
り
、
「
い
に
し

へ
の
こ
と
」
が

「
い
に
し

へ
」
に
消
え

去
ら
な
い
世

の
条
理
を
示
す
も

の
が
、
こ
の
詩
が
暗
喩
す
る
と
こ
ろ
だ

っ
た
。

残
雪
は

「子
城
陰
処
」
に
あ
る
と
い
う
。
ま
さ
に
雪
は
陰

の
中
に
見
え
か
く

れ
し
て
い
る
。
し
か
も
残
雪
で
あ
る
。
新
し
く
や

っ
て
来
て
い
る
も

の
は
春
、

そ
の
中
に
な
お
過
去

の
も
の
と
な
り
き
ら
な

い
で
、
雪
が
残

っ
て
い
る
。
女
三

の
宮
と
い
う
春
が
、
す

べ
て
紫

の
上
と
い
う
雪
を
消

し
去
る
の
で
は
な

い
。
と

く
に
源
氏

の
心
に
は

「猶
残
れ
る
雪
」
と
し
て
の
紫

の
上
が

い
る
。

そ
う
な
る
と
、
紫

の
上
す
な
わ
ち
雪
と
い
う
強
引
な
図
式
も
成
り
立

っ
て
し

ま
う
。
た
し
か
に
、
雪
は
紫

の
上
で
あ
る
。
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雪
の
光
見
え
て
お
ぼ

つ
か
な
し
。
…
…

雪
は
所
ど
こ
ろ
消
え
残
り
た
る
が
、

い
と
白
き
庭

の
、
ふ
と
け
じ
め
見
、兄

わ
か
れ
ぬ
ほ
ど
な
る
に
、
「猶
残
れ
る
雪
」
と
忍
び
や
か
に
口
ず
さ
み
た

ま
ひ

つ
つ
、
…
…

「今
朝
の
雪
に
心
地
あ
や
ま
り
て
、

い
と
悩
ま
し
く
は
べ
れ
ば
、
-
…
・

中
道
を

へ
だ

つ
る
ほ
ど
は
な
け
れ
ど

と
心
み
だ
る
る
け
さ
の
あ
は
雪

(源

氏
の
、
宮

へ
の
贈
歌
)
…
…

友
待

つ
雪

の
ほ
の
か
に
残
れ
る
上
に
、
…
…

は
か
な
く
て
う
は
の
空

に
ぞ
消
え
ぬ
べ
き
風
に
た
だ
よ
ふ
春

の
あ
は
雪

(宮
の
返
歌
)

こ
の
よ
う

に
雪
を
と
り
出
し
て
み
る
と
、
最
後
を
除

い
て
、
す

べ
て
が
源
氏

の
心
に
投
影
し
た
紫

の
上

で
は
な

い
か
。

最
後

の
歌
は
宮
が
自
身
を
と
り
な
し

た
か
ら
変

っ
た
だ
け
で
あ
る
。

江
州
詩
は
望
郷

の
念

に
み
ち
て
い
る
。
南

の
方
江
州
に
来

て
江
上
を
渡
る
春

風
を
身

に
う
け
な
が
ら
、
白
氏
は
な
お
見
出
し
た
雪
に
故
郷
を
感
じ
、
望
郷
の

念
に
堪
え
が
た
く

い
る
。

そ
の
点

か
ら

い
え
ぽ
、
こ
の
望
郷
の
思
念

に
も
似
た
思

い
を
寄
せ
る
の
は
紫

の
上

に
対
し
て
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
紫
の
上
は
単
な
る
雪
で
は
な

い
。

望
郷
に
似
た
強

い
思
慕
を
も

つ
、
愛
の
根

源
の
世
界
が
紫

の
上
と
の
世
界
に
あ

る
こ
と
を
、
こ
の
残
雪
は
訴
え
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
女
三
の
宮

の
降
嫁
は
、
ほ
ん
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の

と
お
り
に
宮
は
源
氏
と
の
愛

の
関
係
に
ゆ
が
み
を
、
や
が

て
も
た
ら
す
。

紫

の
上

の
死
は
、
や
が
て
光
源
氏
を
死
に
追
い
や
る
ば

か
り
と
な
る
。

八

官
舎
閑
題
-
宿
木

一
方

白
楽
天
は
右
の

「庚
楼
暁
望
」
を
作

っ
た
の
と
同
じ
元
和
十

一
年
に

「官
舎

閑
題
」
と
い
う

一
首
を
作
る
。

職
散
優
間
地

身
慵
老
大
時

送
春
唯
有
酒

銷
日
不
過
棊

禄
米
麑
牙
稲

園
疏
鴨
脚
葵

飽
餐
晨
晏
起

余
暇
弄
亀
児

(文
集
、
巻
十
六
)

時

に
白
楽
天
四
十
五
歳
、
そ
れ
ほ
ど

の

「老
大
」
と
は
思
え
な

い
が
、
江
州

司
馬
は
職
と
し
て

「優
間
地
」
に
あ
る
と
い
う
実
感
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
酒
を
飲

み
棊

(碁
)
に
興
ず
る
と
は
、
交
遊
を
尽
く
す
こ
と
で
も
あ
り
、

け

っ
し
て
懶
怠
と
い
う
の
で
は
な

い
。
し
か
し
食

に
恵
ま
れ
時
間
を
与
え
ら
れ
、

亀
児
と
遊
ぶ
心
の
ゆ
と
り
も
あ
る
。
亀
児
は

「
即
小
姪
名
」
と
注
が
あ
る
よ
う

に
、
弟
白
行
簡
の
子
で
あ
る
。

(
16

)

さ
て
、
古
来
こ
の
詩
が
引
用
さ
れ
た
と
さ
れ
る
源
氏

の
個
所
が
あ
る
。

し

ぐ

れ

「今
日
の
時
雨
、
常
よ
り
こ
と
に
の
ど
か
な
る
を
、
遊
び
な
ど
す
さ
ま
じ

き
方
に
て
・

い
と

つ
れ
づ
れ
な
る
を
・

い
た
づ
ら
に
日
を
送
る
麟
ゼ

に
て
、

こ
れ
な
ん
よ
か
る
べ
き
」
と
て
、
碁
盤
召
し
出
で
て
、
御
碁

の
艦
ビ
召
し

寄
す
。

(宿
木
)
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引喩 と暗喩(七)

今
上
が
薫
を
召
し
て
碁

の
相
手
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。
今
上

は
今
ま
で
、

し
ぐ
れ

御
碁
な
ど
打
た
せ
た
ま
ふ
。
暮
れ
ゆ

く
ま
ま
に
、
時
雨
を
か
し
き
ほ
ど
に

ま

て
、
花

の
色
も
夕
映
え
し
た
る
を
御
覧
じ
て
、
…
…

(同
)

と
あ
り
、
こ
の
相
手
は
女
二
の
宮
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
今
上
は
薫
を
こ
の

宮

の
婿
に
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
心
か
ら
今
薫
を
召
す
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
碁
は
帝

の
敗
と
な
り
、
そ
れ
で
は

「
ま
つ
、
今
日
は
、
こ
の
花
」と
攤

ゆ
る
す
」
と
い
わ
れ
て
薫
は
階
を
お
り
て

一
枝
を
折
る
。
し
か
し
、

世

の
つ
ね
の
垣
根

に
に
ほ
ふ
花
な
ら
ぽ
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
折
り
て
見
ま
し

を

(同
)

と
薫
が
奏
上
す
る
の
は
、
花
に
女

の
寓
意
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
も
そ
も
今
上
が

一
枝
を
ゆ
る
す
と

い
っ
た
の
も
婉
曲
な
女

二
の
宮

の
慫
慂
で
あ

っ
た
。

し
か
し
薫

は
む
し
ろ

一
の
宮

に
憧
れ
て

い
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
婉
曲

に
断

っ

た

一
首
を
た
て
ま
つ
っ
た
。

こ
の

一
場

の

「
い
た
づ
ら
に
日
を
送

る
戯
れ
に
て
、
こ
れ
な
ん
よ
か
る
べ

き
」
と
碁
を
も
ち
出
す
と
こ
ろ
が
、
先

の
白
詩

の

「銷
日
不
過
棊
」
を
引

い
た

も

の
と
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
源
氏

の
引
用
が

「唯
単
に
偶
然
や
思
ひ
つ
き

の
も
の
で

な
く
、
予
め

一
定

の
企
図

・
計
画
の
存
す
る
所
に
重
要
な
特
色
を
見
る
」
と
す

(
17

)

る
の
が
古
沢
未
知
男
氏
で
あ

る
。
氏

の
い
う
と
こ
ろ
は
二
点
あ

っ
て

「物
語

の

内
容
を
豊
か
に
し
て
居
る
」
、
「引
用
に
際
し
て
…
…
具
体
化
し
散
文
化
し
地

の

文
と
し
て
融
け
こ
ま
せ
る
」
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
具
体
的
な
こ
と
ぽ
を
拾
う
と

「暗

に
引
用
句
を
利
か
し

つ
〉
既

に
立

派
な
地

の
文
と
し
て
叙
述
を
続
け
て
行
く
」
、
「此

の

一
段

の
構
想
、
根
源

は

『碁
』
に
在
り
、
…
…
文
集
や
朗
詠

の
引
用
に
よ

っ
て
企
図
さ
れ
た
も

の
」
だ

と
い
う
。

た
だ
、
ど

の
よ
う
に
立
派
な
の
か
、
な
ぜ
碁
に
よ

っ
て
企
図
さ
れ
た
と
い
え

る
か
は
、
明
言
が
な
い
。

こ
こ
で
い
う
朗
詠
と
は
、
こ
れ
ま
た
諸
注
が
指
摘
す
る
も
の
で
、

聞
得
園
中
花
養
艶

請
君
許
折

一
枝
春(和

漢
朗
詠
集
、
巻
下
、
七
八
四
)

と
い
う
無
名
氏

(
一
説
に
紀
斉
名
)

の
詩

で
、
古
沢
氏
は
こ
れ
と
白
詩
を
こ
も

ご
も
に
使

っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
私
は
、
こ
う
し
て
定
説
化
し
た
引
用
を
前

に
、
い
さ
さ
か
の
躊
躇
を
禁

じ
え
な

い
。
白
詩
は
春

で
あ
り
源
氏
は
秋
で
あ
る
。
白
楽
天

に
比
す
べ
き
は
主

上
で
あ
る
。
片
や
江
州

の
謫
地
で
あ
り
片
や
宮
中

に
お
い
て
で
あ
る
。

朗
詠
集
に
し
て
も
、
「折

一
枝
春
」
と

い
う
の
で
あ
り
、
秋

の
源
氏

に
そ
れ

を
応
用
す
べ
く
も
な
い
。
源
氏
は

「花

一
枝
を
ゆ
る
す
」
と
い
う
。

白
状
す
る
と
こ
の
問
題
に
、
私
は
長
い
こ
と
頭
を
悩
ま
し
て
き
た
。
そ
の
結

論
は
次

の
ご
と
く
だ
。

ま
ず
白
詩
は
、
や
は
り
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
秋
と
い
っ
て
も

「常
よ

り
こ
と
に
の
ど
か
」
で
碁
を
楽
し
む
雰
囲
気
は
距
り
が
な
い
。
江
州
と
宮
廷
の
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区
別
も

「官
舎
」
に
お
い
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
今
上
は

最
初
女
二
の
宮
を
相
手
と
し
て
お
り
、
二

の
宮
は
時

に
十
四
歳
で
あ
る
。
こ
の

俤
は

「小
姪
亀
児
」
に
通
う
も
の
が
あ
る

で
は
な

い
か
。
ま
た
後

に
は
薫
を
相

手
と
す
る
の
だ
が
、
薫
は
今
上

に
と

っ
て
、
女
三
の
宮
を
介
し
た

「姪
」

(今

い
う
甥
)
で
あ
る
。
二
十
四
歳
、
も
う

「
小
姪
」
と
は
い
え
な
い
が
、
女

二
の

宮
と

「姪
」

(甥
)
の
薫
と
の
間

に
、
イ
メ
ー
ジ
上

の
重
な
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
時
今
上
は
白
楽

天
と
同
じ
四
十
五
歳
で
あ
る
。
今
上

は
三
歳

で
立
太
子
し
、
二
十
歳

で
即
位
、

長
い
長
い
生
涯
を
歩
い
て
こ
こ
ま
で

来
た
。
四
十
も
す
ぎ

「老
大
」

の
感
も
自

ら
深
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
同
年
に
、

私
は
き
わ
め
て
作
為
的
な
も

の
を
感
じ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
い
さ
さ
か
不
安
が
残
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
私
が

引
用
だ
と
思
う
の
は
、
実
は
例

の
朗
詠
集

を
引
く
と
考
え
る
の
は
間
違

い
で
、

別

の
白
詩
を
引
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
朗
詠
集
の

(18

)

無
名
氏
の
詩
に
つ
い
て
類
例
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
白
詩
だ
が
、

晩
桃
花

一
樹
紅
桃
亜
払
地

竹
遮
松
蔭
晩
開
時

非
因
斜
日
無
由
児

不
是
間
人
豈
得
知

寒
地
生
材
遺
校
易

貧
家
養
女
嫁
常
遅

春
深
欲
落
誰
憐
惜

白
侍
郎
来
折

一
枝

(文
集
、
巻
二
十
八
)

が
そ
れ
で
あ
る
。
太
和
三
年

(八
二
九
)、
白
氏
五
十
八
歳

の
時

の
作
。
主
旨

は
人
知
れ
ず
咲
く
花
を
折
る
と
こ
ろ
に
あ

り
、
も
ち
ろ
ん
女
を
寓
意
す
る
。
こ

の
人
知
れ
ぬ
と
こ
ろ
に

「貧
家
養
女
」
を
強
く
意
識
す
れ
ば
事
柄
は
逸
れ
て
い

く
が
、
同
じ
白
詩

の

一
枝
を
折

る
と
い
う
詩
句
を

「官
舎
閑
題
」
と
併
用
し
て

源
氏

の

一
節
が
作
ら
れ
た
と
考
え
る
と
、
こ
の
段
の
構
成

の
基
礎
が
固
く
思
わ

れ
る
。
そ
の
上
で
な
ら
、
先

の
朗
詠
詩
が
さ
ら
に
あ

っ
て
も
、
問
題
は
な
い
。

「宿
木
」
の
こ
の
あ
た
り
は

「総
角
」
と
も

「紅
梅
」
と
も
時
期
が
重
な

っ
て

い
る
。

こ
れ
ま
た
周
到
な
配
慮

の
中
の
こ
と
で

「紅
梅
」
は
匂
宮

の
世
界
で
あ

り
、
「総
角
」
と

「宿
木
」
は
と
も
に
薫

の
世
界
だ
が
、
「総
角
」
が
宇
治
を
舞

台
と
す
る
点
が

「宿
木
」
と
ち
が
う
。

こ
の
宇
治
で
薫
は
熱
心
に
大
君
ま
た
中

の
君
を
求
め
て
お
り
、
こ
の
世
界
こ

そ

「晩
桃
花
」
の
女

の
世
界

で
あ

る
。
こ
れ
と
明
暗
を
分

っ
て
皇
女
た
ち
の

「宿
木
」

の
世
界
が
あ
り
、
そ
の
中

で
、
こ
の
折
花

の
こ
と
が
話
題
と
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
全
体
を
、
白
詩

の
花
を
折

る
詩

の
モ
チ
ー
フ
が
お
お

っ
て
い
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

薫
は

一
方
で
后
腹

の

一
の
宮

に
憧
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

一
概

に
こ
の
紅
桃
花

が
よ
い
と

い
う

の
で
は
な

い
が
、
し
か
ら
ば
な
お
の
こ
と
、
寒
地

・
貧
家

の

「花
」
や

「
世
の
つ
ね
の
垣
根
に
に
ほ
」
わ
な
い
花
を
問
題

に
す
る
こ
と
が
、

意
味
を
も

っ
て
来
よ
う
。

し
た
が

っ
て
こ
の
く
だ
り
は
白
詩
が
二
詩
と
も
ど
も
に
用
い
ら
れ
、
閑
日
の

情
と
花

へ
の

「憐
惜
」

の
情
と
を

「総
角
」
「紅
梅
」

の
巻
ま
で
と
り
こ
み
な

が
ら
語
ろ
う
と
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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引喩 と暗喩(七)

実
は
、
当

の

「紅
梅
」

の
巻
も
、
花
を
折
る
こ
と
を
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
す

る
巻
で
あ
る
。

按
察
大
納
言
は
庭
前

の
紅
梅

の
一
枝
を
折

っ
て
匂
宮
に
届
け
る
。

ひ
む
が
し

の
き

こ
の
東

の
つ
ま
に
、
軒
近
き
紅
梅

の
い
と
お
も
し
ろ
く
匂
ひ
た
る
を
見
た

ま
ひ
て
、

(紅
梅
)

大
納
言
は
匂
宮
の
許

へ

一
枝
折
り
て
ま
ゐ
れ
。

(同
)

と
若
君

に
命
ず
る
の
で
、
若
君
は
、

花
折
ら
せ
て
、
急
ぎ
参
ら
せ
た
ま
ふ
。

(同
)

大
納
言
は
、

心
あ
り
て
風

の
に
ほ
は
す
園
の
梅
に
ま
つ
う
ぐ
ひ
す
の
と
は
ず
や
あ
る
べ

き

(同
)

の
一
首
も
添
え
る
。

若
君
が
匂
宮

に

「
こ
の
花
を
奉
れ
ぽ
」

(同
)、
宮
は
梅
が

こ
と
に
好
き
な
宮

で
あ

っ
た
か
ら

「
か
ひ
あ

り
て
も
て
は
や
し
た
ま
ふ
」
(同
)。
若
君

は
宮

を

「花
も
恥
つ
か
し
く
思
」
う
が
、
宮

は
、

あ
る
じ

こ
の
花

の
主
は
、
な
ど
春
宮
に
は
う

つ
ろ
ひ
た
ま
は
ざ
り
し
、

(同
)

と
、
宮
の
御
方
が
東
宮

の
許

へ
い
か
な
か

っ
た
こ
と
を
尋
ね
る
。
そ
し
て
、
大

納
言

へ
の
返
歌
を
す
る
。

花

の
香

に
さ
そ
は
れ
ぬ
べ
き
身
な
り

せ
ぽ
風

の
た
よ
り
を
過
ぐ
さ
ま
し
や

は

(同
)

大
納
言
と
匂
宮

は
さ
ら
に
歌
を
贈
答
す
る
。

も
と

か

本

つ
香

の
に
ほ

へ
る
君
が
袖
ふ
れ
ぽ
花
も
え
な
ら
ぬ
名
を
や
散
ら
さ
む

大
納
言

(同
)

花

の
香
を
に
ほ
は
す
宿

に
と
め
ゆ
か
ぽ
い
う
に
め
つ
と
や
人
の
と
が
め
ん

匂
宮

(同
)

そ
し
て
大
納
言
は
妻

の
真
木
柱

に
、
匂
宮
が
梅
を
愛
す
る
人
だ
か
ら
、

あ
な
た
の
つ
ま
の
紅
梅
い
と
盛
り
に
見
え
し
を
、
た
だ
な
ら
で
、
折
り
て

奉
れ
た
り
し
な
り
。

(同
)

な
ど
と
語
り
、
筋
は
首
尾
照
応
す
る
。

こ
の
段
階
で

「紅
梅
」
の
巻
は
終
り
に
近
く
、
梅
を
折

っ
て
送
る
こ
と
が
全

編
に
わ
た

っ
て
語
ら
れ
、
華
麗
な
花
絵
巻
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
も

っ
て
、
上
に
述

べ
た

「宿
木
」
や
そ
の
引
喩
に
よ

っ
て
喚
起

さ
れ
る

「総
角
」
と
好
対
照
を
な
す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
・
こ
こ
に
も
白
詩
が

『河
海
抄
』
以
下
・
従
来
連
想
さ
れ
て
翹

・

た
し
か
に
最
初

に
あ
げ
た

「東

の
つ
ま
に
、
軒
近
き
紅
梅

の
い
と
お
も
し
ろ
く

匂

ひ
た
る
を
」
を
読
む
と
、
「晩
日
東
園

一
樹
花
」
の
句
を
思

い
出
す
こ
と
も

あ
ろ
う
。
と
く
に

「暁
日
東
簷

一
樹
花
」

の
本
文
を
と
る
と
、
な
お
の
こ
と
で

あ

る
。

北
亭
招
客

疎
散
郡
丞
同
野
客

幽
問
官
舎
抵
山
家

春
風
北
戸
千
茎
竹

晩
日
東
園

一
樹
花
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小
盞
吹
酷
甞
冷
酒

深
炉
敲
火
炙
新
茶

能
来
尽
日
観
棊
否

太
守
知
慵
放
晩
衙

(文
集
、
巻
十
六
)

こ
の
詩

は

一
読
し
て

「官
舎
」
「棊
」

(碁
)
と
、
前
詩

と
の
共
通
が
知
ら
れ

る
だ
ろ
う
し
、
も
ち
ろ
ん
同
じ
江
州

に
あ

っ
て
同
じ
年
に
作
ら
れ
た
も

の
、
文

集
に
も
二
首
を
距
て
て
載
せ
ら
れ
、
連
作

と
し
て
も
読
め
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ

の
中

の
第
四
句
が

「紅
梅
」
に
配
置
さ
れ

た
か
も
し
れ
な

い
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
第
四
句
だ
け
を
見
る
と
、
源
氏
と
何
程
の
か
か
わ
り
が
あ
る
か
と
、

思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
近
代
の
注
が
多
く
引
用
に
与
し
な

い
こ
と
も
わ
か
る
。

し
か
し
こ
の
詩
は

「招
客
」

の
詩

で
あ

り
、
「紅
梅
」
は
た

っ
た

一
つ
、
匂

宮
の
お
と
ず
れ
を
促
す
点
を
主
と
し
て
い
た
。
右

に
長
々
と
引
用
し
た
と
お
り

で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
大
納
言
と
匂
宮
と
の
贈
答

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
こ
こ
で
も

折
花
が
求
婚
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
両
巻
に
共
通
さ
せ
、
両
巻

に
白
詩
を
引
用
し
て
有
機
的
な
ら
し
め
、

か

つ

「寒
地
」
「貧
家
」
と

い
え

る

宇
治

の
世
界
を

「宿
木
」
の
宮
廷
世
界
の
裏
側

に
推
測
さ
せ
る
の
が
、
こ
の
並

び

の
巻
々
の
意
図
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

見
事

で
あ
る
。

九

香
炉
峰
下
新
ト
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
ー
須
磨

白
楽
天
は
江
州
に
あ

っ
た
元
和
十

二
年

(八

一
七
)、
四
十
六
歳

の
時
に
香

炉
峰

の
下
に
新
居
を
営
ん
だ
。
三
月
二
十

七
日
の
完
成
で
あ

る
。

香
炉
峰
は
山
頂
に
雲
が
湧
い
て
香
炉

の
ご
と
く
で
あ
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら

れ
た
と

い
う
。
景
勝

の
地

の
新
居
だ
が
五
架
三
問
、
そ
う
大
き

い
も
の
で
は
な

い
。白

楽
天
は
こ
の
新
居
を
詩
に
う
た
い
、
重
ね
て
歌
う

「重
題
」

の
詩
四
首
を

作

っ
た
。
そ
の
最
初

の
、
東
壁
に
記
し
た

一
編
は
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

五
架
三
問
新
草
堂

石
階
桂
柱
竹
編
墻

南
簷
納
日
冬
天
暖

北
戸
迎
風
夏
月
涼

灑
砌
飛
泉
纔
有
点

払
窓
斜
竹
不
成
行

来
春
更
葺
東
廂
屋

紙
閣
芦
簾
著
孟
光

(文
集
、
巻
十
六
)

こ
の
詩
を
目
に
し
た
源
氏
の
作
者
が
、
須
磨

の
謫
居
の
描
写

に
利
用
し
な
い

は
ず
が
な
い
。
は
た
せ
る
か
な
、

住
ま
ひ
た
ま

へ
る
さ
ま
、
言
は
む
方
な
く
麒
め
い
た
り
。
所
の
さ
ま
絵

に

か
き

は
し

あ

か
き
た
ら
む
や
う
な
る
に
、
竹
編

め
る
垣
し
わ
た
し
て
、
石
の
階
、
松

の

柱
、
お
ろ
そ
か
な
る
も
の
か
ら
、

め
づ
ら
か
に
を
か
し
。

(須
磨
)

ま
ず

「唐

め
い
た
り
」
と
い
い
、
「竹
編
め
る
垣
」
(竹
編
墻
)
、
「松

の
柱
」

(桂
柱
)
と
す
る
あ
た
り
に
、
は

っ
き
り
と
意
図
的
な
引
用
が
見

て
と
れ
よ
う
。

季
節
も
源
氏

に
は
先
立

っ
て
二
月
二
十
日
の
日
付
が
あ
り
、
後

に
三
月
上
巳
と

あ

っ
て
、
二
月
下
旬

の
こ
ろ
を
伺
わ
せ
る
が
、
こ
れ
も
三
月
二
十
七
日
の
竣
功

と
そ
れ
ほ
ど
ち
が
わ
な
い
。

須
磨

の
住
居
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
、

熟
肆
ど
も
、
醗
ふ
け
る
飃
め
く
肆
な
ど
、
を
か
し
う
し

つ
ら
ひ
な
し
た
り
。
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(同
)

と
あ
る
が
、

こ
の
漠
然
と
し
た
表
現
を
傍
ら
に
お
く
と
、

一
層
白
詩
に
依
存
し

た
表
現
を
す
る
ぞ
と
い
う
意
図
が
、
は

っ
き
り
と
見
、兄
る
。

何
し
ろ
光
源
氏
は
須
磨

に
い
く
に
当

っ
て
、

ふ
み

こ

と

さ

ら

よ

そ

ひ

も

な

く

こ

と

そ

ぎ

て
、

さ

る

べ
き

書

ど

も

、

文

集

な

ど

き
ん

入
り
た
る
箱
、
さ
て
は
琴

一
つ
ぞ
持

た
せ
た
ま
ふ
。

(同
)

と
い
う
く
ら

い
だ
か
ら
、
態
度
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
部
分
自
身
も
、

漆
琴

一
張
、
儒
道
仏
書
各
三
両
巻
、
楽
天
既
来
為
主

草
堂
記

(文
集
、
巻
四
十
三
)

に
よ

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
草
堂
が
今

あ
げ
た
香
炉
峰
下
の
住
居

で
あ
る
。

新
居
は

「香
炉
峰
下
…
…
」
に
よ
る
と
来
春
に
東

の
廂
屋
を
葺
こ
う
と

い
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ぽ
今
は
三
室

で
妻
屋
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
狭
少
さ
も
読
者

に
感
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
か
。

し
か
し
、
上
に
明
ら
さ
ま
だ
と
い
っ
た
と
お
り
に
漢
籍

の
引
用
を
目
立
た
せ

る
の
は
、
も

っ
と
大
き
な
意
図
を
も

っ
て
い
た
ら
し
い
。
実
は

「香
炉
峰
下
…

…
」
引
用
の
個
所
は
頭
中
将
が
須
磨
を
訪

ね
て
き
た
場
面
で
あ
り
、
久
闊
を
叙

し
、
二
人
は
、

夜
も
す
が
ら
ま
ど
ろ
ま
ず
、
文
作
り
あ
か
し
た
ま
ふ
。

(須
磨
)

つ
ま
り

一
晩
中
漢
詩
を
作
り
合

っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

親
友
同
士
詩
を
作
り
合
う
と
い
え
ば
、

す
ぐ
に
白
楽
天
と
元
槇

の
こ
と
が
思

い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
、'
須
磨

の
住
居
は
白
楽
天

の
江
州
謫
居
と
似

て
お
り
、
そ
こ
に
は
白
楽
天
自
身
の
本
が
多
い
と
い
っ
た
。
こ
の
時
点
で
光
源

氏

は
楽
天
と
紛
ら
わ
し
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
も
う

一
人
頭
中
将
が
加
わ

っ
て
く

れ
ば
、
彼
も
ま
た
元
積
と
紛
ら
わ
し
い
。
す
な
わ
ち
、
源
氏

の
作
者
は
頭
中
将

と
光
源
氏
と
を
、
元
白

に
比
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
す
で
に
古
沢
未
知
男
氏
が

「恰
も
楽
天
と
元
頑

の
再
会
を
思
は

(
20
)

せ
る
も

の
さ

へ
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

そ
の
証
拠
に
、
源
氏

は
二
人

の
別
れ
ぎ
わ
に
、
元
稘
と
別
れ
る
時

の
白
詩

の

さ
か
づ
き

そ
そ

一
節
を

「酔
ひ
の
悲
し
び
涙
灑
く
春
の
盃

の
裏
」
と
口
吟
し
た
と
い
う
。

こ
れ

は

「十
年
三
月
三
十
日
別
微
之
於
澄
上
十
四
年
三
月
十

一
日
夜
遇
微
之
於
峡
中

停
舟
夷
陵
三
宿
而
別
言
不
尽
者
以
詩
終
之
因
賦
七
言
十
七
韻
以
贈
且
欲
記
所
遇

之
地
与
相
見
之
時
為
他
年
会
話
張
本
也
」

(文
集
、
巻
十
七
)
と
い
う
長

い
題
名

の
詩

の

一
節

「酔
悲
灑
涙
春
盃
裏
」
で
あ

る
。

こ
こ
に
は
二
度

に
ま
で
わ
た
る
二
人

の
別
れ
が
歌
わ
れ
、
い
や
で
も
別
れ
が

強
調
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
後
に
も
、

黒
駒
奉
り
た
ま
ふ
。
「
ゆ
ゆ
し
う
思
さ
れ
ぬ
べ
け
れ
ど
、
風
に
当
り
て
は
、

エ
ま嘶

え
ぬ
べ
け
れ
ば
な
む
」
と
申
し
た
ま
ふ
。

(同
)

り

ま

と
別
れ
を
漢
語

(驪
周
。
『漢
書
』
王
式
伝
)
や

『文
選
』

の
古
詩

に
よ

っ
て
語

り

つ
づ
け
る
。

驪
馬
を
別
れ
に
用
い
る
の
は
大
伴
旅
人

(万
葉
集
、
巻
五
)
に
前
例
が
あ
り
、

か
つ
旅
人
の
親
友
、
山
上
憶
良
は
、
自
ら
を
李
陵
に
旅
人
と
蘇
武
に
な
ぞ
ら
え

(21
)

て
、
別
れ
の
悲
し
み
を
述
べ
る
。
源
氏
は
こ
れ
を
踏
襲
し
た
。
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元
祺
は
江
州

に
白
楽
天
を
訪
れ
る
こ
と
こ
そ
な
か

っ
た
が
、
古
沢
氏
も
指
摘

す
る
よ
う
に

「
八
月
十
五
日
夜
禁
中
独
直
対
月
憶
元
九
」

(文
集
、
巻
十
四
)
が

「須
磨
」
に
引

か
れ
て
お
り
、
光
源
氏

の
心
中
に
、
「元
稘
」

は
近
々
と
存
在
し

た
。元

槇
は

「香
炉
峰
下
…
…
」

の
作
詩
と
同
じ
年
、
緑
糸

の
布
と
白

い
軽
穃
を

送

っ
て
く
れ
た
。
白

の
病
妻
は
あ
え
て
親

し
く
裁

っ
て
衣
服
を
作
る
。
白
は
そ

れ
を
詩
に
し
て
友

に
送

っ
た

(文
集
、
巻
十
七

「元
九
以
緑
糸
布
白
軽
穃
見
寄
製

成
衣
服
以
詩
報
知
」
)。

こ
う
し
た
友
情
を
も

っ
て
、
源
氏

の
作
者
は
、
よ
く
光
源
氏
と
頭
中
将
と
の

邂
逅
に
元
白
を
擬
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
元

・
白
凵
頭

・
光
の
文
脈

の
中
に

「香
炉
峰
下
…
…
」
も
あ

っ
て

み
れ
ぽ
、
こ
の
草
堂
は
頭
中
将
の
友
情
を
待
ち
あ
ぐ
ね
る
建
物
で
あ
り
、
友

へ

の
思
慕
に
み
ち
た
謫
地

の
小
屋
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
思
慕
は
流
謫

の
情
に

よ

っ
て

一
層

つ
の
る
で
あ
ろ
う
し
、
流
謫

の
悲
し
み
は
よ
り
強
く
思
慕
を
深
め

る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
思
慕
と
謫
情
を
暗
喩

す
る
も

の
が
、
白
詩
で
あ

っ
た
。

十

重
題
四
首
、
そ
の
第
三
首
1

「
須
磨
」

こ
こ
で

「重
題
」
と
い
う

の
は
右
の

「香
炉
峰
下
…
…
」
の
詩
に
つ
い
で
四

首
が
重
ね
て
題
さ
れ
た
も

の
の
こ
と
で
、
文
集
で
は

「
…
…
題
東
壁
五
首
」
と

一
括
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
重
題

の
第
四
首
が
著
名
な
次
の
詩

で
あ
る
。

日
高
睡
足
猶
慵
起

小
閣
重
衾
不
怕
寒

遺
愛
寺
鐘
欹
枕
聴

香
炉
峰
雪
撥
簾
看

匡
廬
便
是
逃
名
地

司
馬
仍
為
送
老
官

心
泰
身
寧
是
帰
処

故
郷
何
独
在
長
安

(文
集
、
巻
十
六
)

こ
の
詩
を
有
名

に
し
た
の
は
第
三
、
四
句

を

『和
漢
朗
詠
集
』

(山
家
)
が

採
用
し
た
こ
と
に
よ
る
が
、
引
用
は
源
氏
に
も
見
ら
れ
る
。
須
磨
が
秋
を
迎
え

た
こ
ろ
で
あ
る
。

ず
く

ひ
と

御
前

に
い
と
人
少
な
に
て
、
う
ち
休
み
わ
た
れ
る
に
、
独
り
目
を
さ
ま
し

ま
く
ら

よ

も

あ
ら
し

て
、
枕
を
そ
ば
だ

て
て
四
方

の
嵐
を
聞
き
た
ま
ふ
に
、
…
…

(須
磨
)

こ
の

「枕
を
そ
ば
だ

て
て
」
聞
く
と
い
う
表
現
は
、
特
殊
な
だ
け
に
白
詩
由

来

の
も
の
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
と
く
に
こ
の
あ
と
に
も

「枕
浮
く
ば
か

り
に
な
り
に
け
り
」
と
あ
り
、
枕
を
中
心
と
し
て
叙
述
が
進
め
ら
れ
る
の
は
、

白
詩

の
力
に
よ
る
に
ち
が

い
な
い
。

ア
ン
ニ
ユ
イ

白
詩

は
初
句

に

一
種

の
倦
怠
を
叙
し

「
猶
慵
起
」
と
い
え
ぽ
、
頭
は
ま
だ
枕

に
あ

る
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
次

の

「重
衾
」
も
ま
だ
寝

て
い
る
趣
だ
か
ら
、
そ

こ
で

「枕
を
そ
ば
た
て
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

一
方

の

「撥
簾
」
も
ま
だ

床

に
あ

っ
て
簾
を
垂
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
閑
居
の
情

も
あ
る
と
い
う
気
持

で
あ
る
。

だ
か
ら

一
種

の
隠
逸
を
楽
し
む
風
情
に
な

っ
て
い
る
が
、
源
氏

の
方
は
悲
傷

の
情
が
深
く
涙
が
と
め
ど
も
な
い
。
白
詩
を
知

っ
て
い
る
者

は
、
こ
の
変
化
に

と
ま
ど

い
す
ら
あ
る
だ
ろ
う
。
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引喩と暗喩(七)

し
か
し
、
読
者
は
こ
の

一
節
か
ら
白
詩
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
仕
組
ん
だ
作
者

の
意
図
は
何
だ

っ
た
の
か
。

白

の
隠
逸
を
す
ら
否
定
し
た
流
竄

の
思

い
を
言

い
た
か

っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

白
詩
は
長
安
だ
け
が
故
郷
で
は
な
い
と

い
う
結
論

で
自
分
を
納
得
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
真
向
か
ら
否
定

し
、
光
源
氏
に
は
故
郷
は
都
に
し
か
な

い
の
だ
と
い
う
主
張
が
よ
み
と
れ
る
。

「須
磨
」
は
ま
る
で

つ
づ
れ

の
錦

の
よ
う

に
漢
詩
を
ち
り
ば

め
な
が
ら
叙
述
を

進
め
る
が
、
と
く
に
白
詩

の
引
用
を
飛
び
石

の
よ
う
に
し
て
、
語
ら
れ
る
光
源

氏

の
心
情
は
、
哀
愁
を
き
わ
め
た
も
の
で
あ
る
。
上
述

の
よ
う
に

「
二
千
里
外

古
人
心
」
を
口
吟
し
、
草
堂
が
語
ら
れ
、

そ
し
て
元
白

の
悲
別
詩
が
口
に
の
ぼ

る
。こ

の
飛
び
石

の

一
つ
と
し
て
、
鐘
の
声

は
嵐

に
か
え
ら
れ
、
よ

っ
て

一
途
な

望
郷
を
強
調
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

十

一

重
題
四
首
、
そ
の
第
三
首
-
朝
顔

「朝
顔
」
の
巻

に
、
光
源
氏
が
紫
の
上

に
し
み
じ
み
と
回
顧
談
を
す
る
雪
の

一

夜
が
あ
る
。
源
氏
全
体
に
お
い
て
も

一
、

二
を
争
う
名
場
面
だ
と
い
・見
る
が
、

月
光
に
照
ら
さ
れ
る
雪
を
見
な
が
ら
、
光

源
氏
は
、

「時
時

に
つ
け
て
も
、
人
の
心
を
う

つ
す
め
る
花
紅
葉

の
盛
り
よ
り
も
、

冬
の
夜

の
澄
め
る
月

に
雪
の
光
り
あ
ひ
た
る
空

こ
そ
、
あ
や
し
う
色
な
き

も
の
の
、
身
に
し
み
て
、
こ
の
世

の
外
の
こ
と
ま
で
思
ひ
流
さ
れ
、
お
も

た
め
し

し
ろ
さ
も
あ
は
れ
さ
も
残
ら
ぬ
を
り
な
れ
。
す
さ
ま
じ
き
例

に
言
ひ
お
き

け
む
人
の
心
浅
さ
よ
」
と
て
、
紛
簾
巻
き
上
げ
さ
せ
た
ま
ふ
。(朝

顔
)

と
あ
る
。
月
が
雪
を
照
ら
す
の
で
は
な
い
。
月
に
雪
の
光
が
映
え
る
と
い
う
あ

た
り
、
見
事
と
し
か
い
い
よ
う

の
な
い
把
握
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
周
到
な
月

ほ
か

と
雪

の
理
解

は
、
は
た
せ
る
か
な

「
こ
の
世

の
外

の
こ
と
ま
で
思
ひ
流
さ
れ
」

る
と
い
う
。
月
と
雪

の
映
発
し
あ
う
情
景
は
、
人
の
心
を
死

の
世
界

へ
と
運
ぶ

の
で
あ
る
。

月
光
が
人
を
死

に
い
ざ
な
う
こ
と
は
、
周
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

上
に
ふ
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
雪
月
花
と
い
う
花
も
ま
た
こ
の
傾
向
が
著
し
く
、

雪
も
例
外
で
は
な
い
。
人
は
、
こ
れ
ら
の
美
が
も

つ
力
に
抗
し
が
た
い
の
で
あ

る
。そ

こ
で
、
こ
の
死
の
世
界

へ
の
連
想
と
は
、
今
の
場
合
旦
ハ体
的
で
あ
る
。
先

立

つ
こ
の
年

の
晩
春
、
藤
壷
が
身
ま
か
っ
た
。
そ
の
年

の
冬

で
あ
り
、
以
後
に

ふ

つ
づ
く
会
話

に
、
藤
壷

の
回
想
が
あ
り
、
「昔
今

の
御
物
語
に
夜
更
け
ゆ
く
」

と
、

月
い
よ
い
よ
澄
み
て
、
静
か
に
お
も
し
ろ
し
。

(同
)

そ
し
て
雪

の
戸
外
を
眺
め
る
紫
の
上
に

「恋

ひ
き
こ
ゆ
る
人
」
藤
壺

の
面
影

が
し

の
ば
れ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
世

の
外

の
こ
と
」
と
は
、
死
の

世
界
に
い
る
藤
壷

の
こ
と
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
右

の

「御
簾
巻
き
上
げ
さ
せ
た
ま
ふ
」

に

「重
題
」
第
三
首

の
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上
掲
句
、

香
炉
峰
雪
撥
簾
看

を
連
想
す
る
の
は
、
ご
く
自
然

で
あ
ろ
う
。
『河
海
抄
』
以
後
、
多
く
の
研
究

(
22
)

が

こ
の
指
摘
を
踏
襲
し
て
き
た
。
こ
れ
ほ
ど
著
名
な
句

で
あ
り
、
雪
を
簾
を
上

げ

て
み
る
と
い
え
ば
、
関
係
は
も
う
無
視

し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
引
用
を
ご
く
自
然

に
考
え
れ
ば
、

白
詩
は
い
つ
も
な
が
ら
の
江
州
詩
で

あ
る
。
流
謫

に
ま
が
う
気
持
を
光
源
氏
が

も

っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
主
張
を
匂

わ
せ
る
も

の
と
見
る
こ
と
に
な
る
。
か
り

に
朝
顔

へ
の
気
持
が
光
源
氏
の
中
に

あ

っ
た
に
せ
よ
、
や
は
り
藤
壺
の
死
と
い
う
打
撃

の
中

で
、
無
惨
な
思
い
に
ひ

し
が
れ
た
境
遇
は
、
辺
陬
の
精
神
風
土
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
い
で
な
が
ら

『枕
草
子
』
の
有
名
な
定
子
と
清
少
納
言

の
会
話
に
し
て
も
、

こ
れ
が
江
州
詩
だ
と
い
う
枠
は
外
れ
て
い
な

い
と
私

は
思

っ
て
き
た
。
定
子
の

問
は
す

で
に
そ
こ
に
き
ざ
し
て
お
り
、
清
少
納
言
が
答
え
た
こ
と
は
、
負

の
意

識
が
よ
く
流
通
し
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

い
ま
の
場
合
も
例
外
で
は
な

い
。

し
か
し
上
述

の
よ
う
に
、
第
三
首

の
こ

の
詩

に
は
、
む
し
ろ
逆
に
現
状
を
享

.
受
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
あ
る
。
そ
れ
を
無
視
し
て
、
と
か
く
感
傷
的

に
理
解

す
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
漢
詩
人
と
し
て
流
謫
に
堪
え
、
さ
ら
に
翌
年
ま
た

忠
州

に
移
さ
れ
る
境
遇
に
あ
る
し
た
た
か
さ
も
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
詩
は
、
十
分
に
負

の
世
界
に
い
な
が
ら
、
し
か
し
文
人
と
し
て
の
誇
り

を
持

っ
て
閑
居
を
楽
し
も
う
と
す
る

一
首

で
あ
る
。

こ
の
気
持
ち
を
、
源
氏
の
作
者
が

こ
の
段
落

に
こ
め
た
と
見
る
こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う
。
現
実

に
は
紫
の
上
が
お
り
、
不
完
全
な
関
係
な
が
ら
も
朝
顔
が

い

て
、

い
わ
ぽ

一
つ
の

「草
堂
」

の
世
界
が
あ
る
。
妻
も
あ
り
、
今
年
二
歳

に
な

る
阿
羅
も
い
る
の
が
草
堂
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
強
が
り
を
い

っ
て
み
て
も
白
楽
天
は
や
は
り
長
安
を
慕

っ
て
い
る
。

こ
の
あ
り
方
は
、
や
は
り
藤
壺
を
忘
れ
が
た
い
気
持
と

一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
揺
れ
動
く
心
は
、
光
源
氏
の
こ
と
ば

に
、
見
事

に
現
わ
れ
て
い
る
で
は

な
い
か
。
目
前

の
景
色
が

「
す
さ
ま
じ
き
例

に
言
」
わ
れ
る
の
が
普
通
だ
と
い

う
。
「あ
や
し
う
色
な
き
も
の
」
が
月
と
雪

の
景
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
の

一
見
や
通
常
を
破

っ
て
、
今
や
こ
れ
こ
そ
が

「
お
も
し
ろ
さ

も
あ
は
れ
さ
も
残
ら
ぬ
を
り
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
お
も
し
ろ
さ
も
あ
わ
れ

さ
も
、
常
識
的

に
人
気
が
あ
る
花
、
紅
葉

の
盛
り
以
上
で
あ
る
。

こ
の
価
値

の
対
置
の
仕
方
は
、
ま
さ
に
当
の
白
詩

の
も
の
で
は
な
い
か
。

負
の
中

に
住

み
定
め
て
、
そ
こ
か
ら
正
の
価
値
を
汲
み
上
げ
て
く
る
た
め
に

は
、
御
簾
を
上
げ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

十
二

重
題
四
首
、
そ
の
第
三
首
-
総
角

実
は
、
右
と
き
わ
め
て
似
た
部
分
が
源
氏
に
登
場
す
る
。
「総
角
」

の

一
節
、

主
人
公
は
薫

で
あ
る
。

雪

の
か
き
く
ら
し
降
る
日
、

ひ
ね
も
す
に
な
が
め
暮
ら
し
て
、
世

の
人
の

し

は

す

す
さ
ま
じ
き
事

に
言
ふ
な
る
十

二
月

の
月
夜
の
、
曇
り
な
く
さ
し
出

で
た
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る
を
、
簾
捲
き
上
げ

て
見
た
ま

へ
ぽ
、
向
ひ
の
寺
の
鐘

の
声
、
枕
を
そ
ぼ

だ
て
て
、
今
日
も
暮
れ
ぬ
、
と
か
す

か
な
る
を
聞
き
て
、
…
…(総

角
)

十
二
月

の
月
を

「世

の
人
の
す
さ
ま
じ
き
事
に
言
ふ
」
と
い
い
、
し
か
し
そ

の
月
が
雪

の
上

に
皎
々
と
輝
く
と
簾
を
捲

き
上
げ
て
見
、
折
し
も

の
鐘
の
声
を

枕
を
そ
ぼ
だ
て
て
聞
い
た
と
い
う
。
白
詩

は
、
二
句
を
引
く
こ
と
を
も

っ
て
、

右
以
上
に
確
実

で
、
構
想
は
ま

っ
た
く
ひ
と
し
い
。

し
か
も
、

つ
い
先
月
、
薫
は
懸
恋

の
大

君
を
失

っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
ま
で

同
じ
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
こ
の
場
面

の
設
定

は
意
図
的

に

「朝
顔
」
を
真
似

た
も

の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
右
の
叙
述

の
あ
と
で
薫
は
、

お
く
れ
じ
と
空
ゆ
く
月
を
し
た
ふ
か
な
つ
ひ
に
す
む
べ
き
こ
の
世
な
ら
ね

ぽ

(同
)

の

一
首
を
よ
み
、
大
君
の
死

の
世
界
に
心

ひ
か
れ
る
様
子
を
告
げ
る
。

そ
れ
で
い
て
薫

に
は
中
の
君
が
残
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
情
況
も
同
じ
で
、
先

の
節
に
述

べ
た
心

の
動
き
は
、
こ
こ
で
も

ひ
と
し
い
こ
と
を
、
源
氏
の
作
者

は

訴
え
た
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
多
少

の
違

い
も
用
意
さ
れ
た
。
「
朝
顔
」
が
簾
を
上
げ
る
だ
け

で
あ

っ

た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
枕
を
欹

て
る
こ
と
が
引
用
さ
れ
る
。
し
か
も

「向

ひ
の
寺
」
と
い
い
、
近
々
と
寺

の
鐘
が
鳴

る
の
で
あ
り
、
薫

の

つ
づ
く
歌
は

「空
を
ゆ
く
月
を
し
た
う
」
と

い
い
、
西
方
浄
土

へ
の
憧
れ
を
強
く
出
し
て
い

る
。
「
今
日
も
暮
れ
ぬ
」
が
、

山
寺

の
入
相
の
鐘

の
声
ご
と
に
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
聞
く
そ
悲
し
き

よ
み
人
知
ら
ず

(拾
遺
集
)

を
引
歌
と
す
る
先
説
に
従
う
な
ら
、
仏
教
的
無
常
は

一
層
濃

い
。

さ
ら
に

『大
般
涅
槃
経
』
そ
の
他
に
見
え
る
と
い
う
雪
山
童
子
の
故
事
も
引

か
れ
、
薫

の
心
が
大
き
く
仏
教
的
な
境
地

に
傾
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
ま
り
白
詩

の
も
う

一
句

の
追
加
は
や
み
く
も
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

薫

の
仏
心
を
導
く
た
め
に
準
備
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

先
節

に
述
べ
た
、
負
を
正
と
す
る
主
張
は
、
情
景
を
肯
定
す
る
も

の
で
あ

っ

た
が
、

こ
こ
で
は
さ
ら
に
仏
心

の
安
ら
ぎ
を
加
え
て
、
正
の
主
張
を
よ
り
強
く

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

白
楽
天
は
詩
集
を
香
山
寺
に
お
さ
め
る
程

に
仏
心
を
深
め
た
詩
人
で
あ

る
。

し
か
も
そ
れ
は
後
半
生

に
強
く
な
る
。
京
に
あ

っ
て
諷
喩
詩
な
ど
を
作

っ
て
い

た
時
は
、
覇
気
に
み
ち
た
社
会
派

の
俤
を
強
く
も

つ
が
、
こ
う
し
て
流
謫
を
重

ね
年
輪
を
加
え
て
仏
心

は
増
大
し
て
い
っ
た
。

こ
の
間
の
こ
と
は
堤
留
吉
氏

に

従
え
ぱ

「
四
十
四
歳
頃
ま
で
は
だ

い
た
い
儒
家
思
想
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
」
が
、
「
四
十
四
五
歳
以
後
は
主
と
し
て
道
家
・仏
家
的
思
想
に
支
配
さ

(23

)

れ
、
晩
年

に
は
と
く
に
仏
家
的
思
想

に
支
配
さ
れ
」
た
と

い
う
。
「重
題
」
詩

は
四
十
六
歳
三
月
の
作

で
あ
る
。
源
氏

の
作
者
は
も
ち
ろ
ん
全
白
氏
像
を
知

っ

て
い
る
。
そ
の
上
で
、

い
ち
早
く
香
炉
峰

の
草
堂

に
そ
れ
を
嗅
ぎ
と

っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。

道
家
的
に
い
え
ぽ
詩
中

に
は

「匡
廬
」
と
あ
り
、
匡
裕
と
い
う
仙
人
が
か
つ
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て
こ
こ
に
住
ん
だ
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
も

っ
て
自
分
も

こ
こ
に
安
住
し
よ
う
と
い
う
気
持
が
働

い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

堤
氏

の
い
う
道
家
と
仏
家
と
の
併
存
す

る
世
界
を
私
も
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
反
対
に

「
帰
処
」
が

こ
こ
だ
と

い
い
、
「故
郷
」
は
長
安
だ
け

で
は
な

い
と

い
う
の
は
、
律
義
な
儒
教
精
神
を
放
棄
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
ご
と
く

で
あ
る
。

一
連

の

「香
炉
峰
下
…
…
」
と
い
う
詩

の
中

に
は

「孟
光
」
な
る
語
が
見
、兄

る
。
東
漢
の
梁
鴻

の
妻
で
賢
妻

の
誉
高
い
女
性
だ
が
、
梁
鴻

は
貧
し
か

っ
た
。

こ
こ
で
孟
光
を
あ
げ

る
の
は
、
む
し
ろ
白
楽
天
自
身

の
貧
を
い
い
た
い
か
ら
で

あ
ろ
う
。

清
貧
に
甘
ん
じ
、
「名
を
逃
れ
」

て

「老

を
送
る
」、
ま
さ
に
隠
逸

の
境
地
を

こ
の
詩
に
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
仏
教
的
な
境
地

も
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
遺
愛
寺
の
鐘
を
、
あ
え
て
枕
を
欹
て
て
き

く
態
度
で
あ
る
。

実
は
、
枕
を
そ
ば
だ
て
て
聞

い
た
こ
の
鐘
が
遺
愛
寺
の
鐘

で
あ

っ
た
こ
と
も
、

看
過
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

遺
愛
と
い
う
そ
の
名

の
中
に
、
大
君
が
死

に
、
後
に
遺
さ
れ
た
の
が
薫

で
あ

り
、
中

の
君
で
あ

っ
た
。
薫
が

い
ま

「
お
く
れ
じ
」
と
い
う
よ
う
に
、
薫

は
死

に
お
く
れ
た
の
で
あ
り
、
死
者

に
先
立
た
れ
て
、
愛
ぼ
か
り
が
い
た
ず
ら
に
残

っ
て
い
る
。

遺
愛
と
い
う
こ
と
ぽ
は
、
中
の
君
を
薫

に
託
し
て
死
ん
だ
大
君
に
と

っ
て
は
、

中

の
君
を
い
う
こ
と
ば
で
も
あ
ろ
う
。

も
し
こ
の
推
測
が
当

っ
て
い
る
と
す
る
と
、
藤
壺
を
死
者
と
し
て
も
、
今
ほ

ど
の

「遺
愛
」

の
情
は
な
か

っ
た
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
の
計
測
も
、
源
氏
の
作

者

は
正
し
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏

に
と

っ
て
は
藤
壺

の
死
は
愛
の
遺
恨

で
あ

っ
た
が
、
中

の
君

に
当
た
る
よ
う
な
存
在
は
、
紫

の
上
で
は
な

い
。
「朝

顔
」
に
加
え
た
も

の
と
し
て
、
仏
心
と
と
も
に
、
こ
の
鐘

の
音
も
大
事
な
も
の

だ

っ
た
。

と
に
か
く
他

の
作
品
-

『大
鏡
』
に
し
ろ

『曾
我
物
語
』

に
し
ろ

「重

題
」
第
三
首
の
引
用
は
必
ず
流
謫

に
関
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
源
氏
物
語
は

光
源
氏
も
薫
も
都
世
界
に
い
る
。

源
氏

の
作
者

に
と

っ
て
大
事
な
の
は
旦
ハ体
的
な
土
地

で
は
な
く
て
、
も

っ
ぱ

ら
精
神

に
お
け
る
風
土
で
あ

っ
た
。
そ
の
本
質
的
な
適
用
と
、
結
果
と
し
て
も

た
ら
さ
れ
る
比
喩
の
世
界

の
深
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
し
て
も
驚

か
ざ
る
を

え
な
い
。

注(1
)

古

沢
未
知

男

『漢
詩

文
引

用

よ
り

見

た
源
氏
物

語

の
研
究

』

(2
)

丸

山

キ

ヨ
子

『源
氏

物

語

と
白

氏

文
集
』

一
〇
六

ペ
ー
ジ
。

似

」

と
し
、

「
引

用
」

と

は
し
な

い
。

(
3
)

阿

部
秋

生

・
秋
山

虔

・
今
井

源
衛

校
注

・
訳

『源

氏
物

語
』

七

ペ
ー

ジ
。

(
4
)

堤
留
吉

『白

楽

天
研
究

』

一
四
七

ペ
ー
ジ
。

九

ペ
ー
ジ
。

た
だ

し

「
類

第

五

巻

二
二
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(5
)

こ

の
引
用

を
認

め
る
も

の
に
注

1

の
著

書

が
あ

る
。

一
〇

ペ
ー
ジ

(6
)

注

1

の
前
掲

書

一
〇

ペ
ー
ジ
。

注

2

の
前

掲
書

一
〇

七

ぺ

ー
ジ

。

こ
れ
も

「
類
似

」
。

(
7
)

注

1

の
前
掲

書

一
〇

ペ
ー
ジ
。

注

2

の
前
掲

書

一
〇

七

ぺ
ー
ジ
。

た
だ
し

「
類
似

」

と
す

る
。

(
8
)

注

7
に
同

じ
。

(
9
)

「引

喩

と
暗
喩

(
三
)

ー
源

氏
物
語

に
お
け

る
白
氏

文
集

、

『
李
夫

人
』

な

ど
」

『
日
本

研
究
』

第

三
集
。

(
10
)

第

五
巻

三
九

一
ペ

ー
ジ
。

(
11
)

「月

を

忌

む

こ
と
」

全

国
大

学

国
語

国
文

学

会
春

季

大
会

報

告
、

一
九

八

九
年

六

月
十

一
日

。

(12
)

最

近

の
研
究

で

は
注

2

の
前
掲

書

(
一
〇
七

ペ
ー
ジ
)
が

「類

似
」

と

し

て
あ
げ

る
。

(13
)

日
本

古
典

文
学

大
系

『
源
氏
物

語
』

第

三
巻
、

三

二
〇

ペ
ー
ジ
。

(14
)

日
本

古
典

全
集

『源

氏
物

語
』

第

四
巻
、

六

三

ペ
ー
ジ
。

(15
)

注

2

の
前

掲
書

一
七

一
ー

一
九

一
ペ
ー
ジ
。

(16
)

注

1
、

2
、

3

の
諸

書
。

(
17
)

注

1

の
前

掲
書

一
四
二
ー

一
四
四

ペ

ー
ジ
。

(
18
)

た

と
え

ば
川

口
久
雄

氏

校
注

『和

漢

朗

詠
集
』

(
日
本
古

典

文

学

大
系

)

二
五

二

ペ

ー
ジ

な
ど
。

(
19
)

注

2

の
前

掲

書

一
〇

七

ペ
ー
ジ
。

『河

海
抄

』

の
引

く
本

文

は

「
暁

日

東

簷

一
樹

花
」
。

(
20
)

注

1

の
前
掲

書

=

二
一
ペ
ー
ジ
。

(
21
)

拙

稿

「
良
陵

の
間

」

『
日
本

文
学

の
特
質

』

所
収

。

(
22
)

た
だ

し
注

1

の
前

掲
書

は
あ

げ

な

い
。

(23
)

堤
留
吉

『白
楽
天
研
究
』
五
六
ペ
ー
ジ
。

な
お
、
文
中
に
引
用
し
た
本
文
は
、
次
の
も
の
に
よ
る

(た
だ
し
、
白
氏
文
集

は
他
本
を
参
照
し
た
個
所
が
あ
る
)。

e

『源
氏
物
語
』

阿
部
秋
生

・
秋
山
虔

・
今
井
源
衛
校
注

・
訳

『源
氏
物
語
』

(日
本
古
典
文
学
全
集
)

小
学
館

一
九
七
〇
年
ー

一
九
七
六
年
。

口

『白
氏
文
集
』
『白
氏
長
慶
集

上
下
』
(長
沢
規
矩
也
編

『和
刻
本
漢
詩
集

成
』)

汲
古
書
院

一
九
七
四
年
。
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