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し

│

倉　
　

田　
　
　
　
　

実

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
、
詠
者
の
数
か
ら
独
詠
歌
・
贈
答
歌
・
唱
和
歌
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
根
強
い
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
同
一
の
場
で
三
人
以
上
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
を
唱
和
歌
と
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
稿）

1
（

で
、
そ
も
そ
も
「
唱
和
」
と
い
う
語
は
、

二
者
間
の
贈
答
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
規
定
で
は
詠
歌
が
置
か
れ
た
場
を
見
え
に
く
く
す
る
の
で
、
適
当
で
な
い
こ
と
を
指
摘

し
た
。
そ
し
て
、
歌
が
置
か
れ
た
場
と
、
当
時
の
詠
歌
さ
れ
た
実
際
と
を
斟
酌
し
て
、「
唱
和
歌
」
と
さ
れ
て
き
た
歌
は
「
会
合
の
歌
」
と
す
る

の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
提
言
し
た
。
当
時
の
貴
族
た
ち
は
、
儀
式
や
行
事
、
あ
る
い
は
私
的
な
催
し
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
に
参
集
す
る
こ

と
を
「
会
合
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
「
唱
和
歌
」
は
、
す
べ
て
公
的
私
的
を
問
わ
ず
「
会
合
」
で
の
歌
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
物
語
な
ど
で
は
「
会
合
」
の
場
で
あ
っ
て
も
、
歌
が
一
首
か
二
首
し
か
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
を
ど
う
把
握

す
る
か
が
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
一
首
、
ま
た
は
二
首
し
か
な
く
て
も
、
そ
れ
を
独
詠
歌
・
贈
答
歌
と
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
場
が
「
会
合
」
で
あ
れ
ば
、
例
外
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
「
会
合
の
歌
」
と
認
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
公
的
な
晴
の
場
で
あ
る



六
二

な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
以
下
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
具
体
的
な
事
例
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
は
先
の
前
稿
で
、
示
唆
だ
け
に
と
ど
め
た
こ
と
の
別
稿
と
な
る
。
ま
た
、
逆
に
「
会
合
」
の
よ
う
な
折
で
あ
っ
て
も
、「
会
合
の
歌
」
に
な

ら
な
い
場
合
も
指
摘
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
個
々
の
歌
に
対
す
る
今
日
の
独
詠
歌
・
贈
答
歌
・
唱
和
歌
の
通
説
的
理
解
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
第
六
巻
に

付
載
さ
れ
た
鈴
木
日
出
男
氏
作
成
「
源
氏
物
語
作
中
和
歌
一
覧
」
に
依
る
こ
と
に
す
る
。
本
文
引
用
も
同
書
に
依
る
が
、
表
記
は
一
部
変
え
た
。

一　

晴
の
場
の
二
首
し
か
な
い
「
会
合
の
歌
」

こ
こ
で
は
、
晴
の
場
と
認
定
で
き
る
「
会
合
」
で
の
歌
を
検
討
す
る
。
ま
ず
問
題
に
し
た
い
の
が
光
源
氏
元
服
の
折
に
詠
ま
れ
た
桐
壷
帝
と

左
大
臣
の
歌
の
扱
い
で
あ
る
。
通
説
で
は
贈
答
歌
に
な
る
が
、
こ
れ
も
「
会
合
の
歌
」
と
認
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
清
涼
殿
で
催
行
さ
れ
た

元
服
の
儀
は
、
か
な
り
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
途
中
か
ら
引
用
す
る
。

　

さ
ぶ
ら
ひ
に
ま
か
で
た
ま
ひ
て
、
人
々
大
御
酒
な
ど
ま
ゐ
る
ほ
ど
、
親
王
た
ち
の
御
座
の
末
に
源
氏
着
き
た
ま
へ
り
。
大
臣
気
色
ば
み

き
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
あ
れ
ど
、
も
の
の
つ
つ
ま
し
き
ほ
ど
に
て
、
と
も
か
く
も
あ
へ
し
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
。

　

御
前
よ
り
、
内
侍
、
宣
旨
う
け
た
ま
は
り
伝
へ
て
、
大
臣
参
り
た
ま
ふ
べ
き
召
し
あ
れ
ば
、
参
り
た
ま
ふ
。
御
禄
の
物
、
上
の
命
婦
取

り
て
賜
ふ
。
白
き
大
袿
に
御
衣
一
領
、
例
の
こ
と
な
り
。
御
盃
の
つ
い
で
に
、

帝 

い
と
き
な
き
初
元
結
に
長
き
世
を
契
る
心
は
結
び
こ
め
つ
や

御
心
ば
へ
あ
り
て
お
ど
ろ
か
さ
せ
た
ま
ふ
。

左
大
臣 

結
び
つ
る
心
も
深
き
元
結
に
濃
き
紫
の
色
し
あ
せ
ず
は　
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と
奏
し
て
、
長
橋
よ
り
お
り
て
、
舞
踏
し
た
ま
ふ
。

　

左
馬
寮
の
御
馬
、
蔵
人
所
の
鷹
す
ゑ
て
賜
は
り
た
ま
ふ
。
御
階
の
も
と
に
、
親
王
た
ち
上
達
部
つ
ら
ね
て
、
禄
ど
も
品
々
に
賜
は
り
た

ま
ふ
。（
桐
壷
巻
・
四
六
〜
七
頁
）

理
髪
・
加
冠
の
儀
は
終
わ
り
、
光
源
氏
は
装
束
を
成
人
用
に
着
替
え
る
た
め
に
「
さ
ぶ
ら
ひ
（
休
み
所
│
こ
こ
は
着
替
え
所
）」
に
退
出
し
て

い
る
。
清
涼
殿
で
は
、
そ
の
間
に
「
大
御
酒
な
ど
ま
ゐ
る
」
と
さ
れ
て
祝
賀
の
後
宴
の
席
と
な
り
、
着
替
え
が
終
わ
っ
て
参
上
し
た
光
源
氏
は
、

「
親
王
た
ち
の
御
座
の
末
」
に
着
座
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
左
大
臣
は
娘
（
葵
の
上
）
と
の
結
婚
を
ほ
の
め
か
し
た
よ
う
だ
が
、
光
源
氏
に
は

何
の
反
応
も
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
後
宴
の
場
で
、
加
冠
役
の
左
大
臣
に
桐
壷
帝
か
ら
特
別
の
お
召
し
が
あ
っ
て
賜
禄
が
あ
り
、「
御
盃
」
を
賜
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
桐
壷

帝
か
ら
加
冠
役
を
ね
ぎ
ら
う
か
の
よ
う
に
詠
歌
が
あ
り
、
左
大
臣
が
答
歌
し
て
い
る
。
従
来
、
こ
の
歌
の
や
り
と
り
を
贈
答
歌
と
し
て
解
し
て

き
た
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
は
元
服
の
後
宴
を
場
と
し
た
「
会
合
の
歌
」
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
提
起
し
た
い
問
題
で

あ
る
。

桐
壷
帝
の
歌
は
、
加
冠
役
で
あ
っ
た
左
大
臣
が
、
光
源
氏
の
髻
を
結
う
際
に
、
娘
と
光
源
氏
と
の
末
長
き
夫
婦
の
縁
を
約
束
す
る
心
を
結
び

こ
め
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
縁
談
・
結
婚
は
、
光
源
氏
の
元
服
に
際
し
て
、
葵
の
上
が
「
添
臥
（
副
臥
）」
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
、
あ
ら
か
じ
め
桐
壷
帝
と
左
大
臣
の
間
で
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
。
父
親
同
士
で
、
息
子
と
娘
の
縁
談
が
ま
と
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
桐
壷
帝
の
歌
で
結
婚
が
取
り
決
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
桐
壷
帝
の
歌
に
対
し
て
、
新
全
集
頭
注
は
「
二
人
の
結
婚
を

督
促
す
る
歌
」
と
し
て
い
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
左
大
臣
に
対
し
て
結
婚
の
確
認
を
求
め
る
歌
と
な
る
。
歌
の
下
句
「
契
る
心
は
結
び
こ
め

つ
や
」
が
疑
問
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
形
で
確
認
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
歌
に
続
く
地
の
文
「
御
心
ば
へ
あ
り
て
お
ど
ろ
か
さ
せ
た
ま

ふ
」
は
、
桐
壷
帝
が
、
光
源
氏
と
葵
の
上
の
結
婚
と
い
う
意
向
を
詠
ん
で
、
左
大
臣
の
不
意
を
つ
い
て
は
っ
と
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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逆
に
言
え
ば
、
左
大
臣
は
こ
う
し
た
意
向
が
歌
わ
れ
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

左
大
臣
の
歌
は
、
深
い
心
で
結
び
込
め
た
元
結
な
の
で
、
組
紐
の
紫
の
色
の
よ
う
に
、
二
人
の
縁
が
変
わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
祈
念
し
ま

し
た
と
な
ろ
う
。「
紫
」
は
、
元
結
の
紐
の
色
で
あ
り
、
縁
を
結
ぶ
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
左
大
臣
は
、
結
婚
を
承
諾
し
て
い
る
こ
と
を
表
明

し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
歌
は
、
地
の
文
で
「
と
奏
し
て
、
長
橋
よ
り
お
り
て
、
舞
踏
し
た
ま
ふ
」
と
受
け
ら
れ
て
い
る
。
歌
は
奏
上
さ
れ
た
の
で
あ
り
、「
舞

踏
」
は
賜
禄
に
対
す
る
拝
舞
で
あ
り
、
さ
ら
に
御
盃
と
御
製
ま
で
賜
っ
た
光
栄
の
表
現
と
な
る
。

こ
こ
に
明
ら
か
な
の
は
、
二
人
の
歌
は
、「
会
合
」
し
た
人
々
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
内
密
に
贈
答
歌
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
場
に
は
、「
親
王
た
ち
、
上
達
部
」
も
同
席
し
て
お
り
、
清
涼
殿
で
行
わ
れ
た
桐
壷
帝
第
二
御
子
の
元
服
と
い
う
公
の
場
に

「
会
合
」
し
て
い
る
。「
会
合
」
の
場
で
披
露
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
も
そ
も
は
公
的
な
「
会
合
の
歌
」
と
な
る
。
結
果
的
に
贈
答
歌
の

装
い
だ
が
、
そ
れ
は
両
者
だ
け
が
享
受
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
元
服
の
後
宴
の
席
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
に
あ
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
「
会
合
」
し
て
い
た
「
親
王
た
ち
、
上
達
部
」
の
歌
が
置
か
れ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
桐
壷
帝
か
ら
歌
が

詠
ま
れ
た
の
で
、
光
源
氏
の
元
服
を
祝
う
応
制
の
歌
が
続
い
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
物
語
は
そ
れ
を
語
っ
て
い
な
い
。
応
制
の
歌

は
左
大
臣
の
一
首
の
み
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
形
に
な
っ
た
の
は
、
元
服
後
の
光
源
氏
と
葵
の
上
と
の
婚
姻
を
正
式
に
認
知
・
公
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。

桐
壷
帝
が
、
後
見
の
な
い
光
源
氏
を
早
く
に
左
大
臣
家
と
縁
づ
か
せ
た
か
っ
た
こ
と
は
、
元
服
年
齢
「
十
二
」
と
も
絡
め
て
指
摘）

2
（

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
世
源
氏
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
将
来
的
に
左
大
臣
と
光
源
氏
の
結
合
は
、
右
大
臣
側
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結

婚
後
の
こ
と
と
し
て
、「
右
大
臣
の
御
勢
は
、
も
の
に
も
あ
ら
ず
お
さ
れ
た
ま
へ
り
」（
桐
壷
巻
・
四
八
頁
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
葵
の

上
に
対
し
て
は
、
東
宮
か
ら
の
入
内
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
が
す
で
に
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
桐
壷
帝
も
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

光
源
氏
と
葵
の
上
と
の
結
婚
は
、
問
題
を
孕
む
の
で
あ
り
、
非
難
も
多
い
こ
と
が
予
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
桐
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壷
帝
は
、
光
源
氏
の
今
後
を
思
い
叡
断
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
叡
断
が
、
左
大
臣
を
指
名
す
る
歌
で
、「
会
合
」
し
た
人
々
に
披
露
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
東
宮
よ
り
要
請
の
あ
っ
た
入
内
を
、
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
る
左
大
臣
の
立
場
を
擁
護
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

二
人
の
結
婚
は
、
帝
の
叡
断
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
、
有
無
を
言
わ
せ
な
い
効
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

物
語
の
展
開
と
し
て
、
左
大
臣
に
続
け
て
応
制
の
歌
を
連
続
さ
せ
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
物
語
は
、
元
服
の
賀
歌
を
「
会
合
の
歌
」
と
し

て
こ
れ
以
上
置
く
こ
と
は
せ
ず
、
光
源
氏
と
葵
の
上
と
の
結
婚
を
焦
点
化
し
、
人
々
に
認
知
さ
せ
た
こ
と
を
歌
で
も
っ
て
語
っ
た
こ
と
に
な
る
。

作
中
の
歌
は
、
ど
の
よ
う
な
場
で
詠
ま
れ
た
か
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
二
人
の
詠
歌
を
贈
答
歌
と
し
て
了
解
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
物
語
で
の

意
味
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
は
宴
席
で
の
御
製
に
続
く
応
制
の
歌
の
展
開
と
な
る
は
ず
が
、
応
答
・
応
和
す
る
歌
一
首
だ
け
が
語
ら

れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
は
「
会
合
の
歌
」
な
の
で
あ
り
、
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
で
、
享
受
す
べ
き
人
は
「
親
王
た
ち
上
達

部
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
光
源
氏
と
葵
の
上
と
の
結
婚
は
、
反
対
す
る
勢
力
の
非
難
を
封
じ
込
め
、
公
的

に
認
知
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊

続
い
て
は
、「
藤
裏
葉
」
巻
、
冷
泉
帝
と
朱
雀
院
に
よ
る
六
条
院
行
幸
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
、
光
源
氏
と
太
政
大
臣
（
昔
の
頭
中
将
）、
朱
雀

院
と
冷
泉
帝
の
二
組
の
贈
答
歌
と
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
二
組
に
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
こ
こ
も
「
会
合
の
歌
」
と
認
定
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
場
と
隔
絶
し
て
二
人
だ
け
で
詠
み
合
う
贈
答
歌
が
置
か
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
見
て
お
き
た
い
。
行
幸
の
次
第
も
詳
細
に
語
ら
れ

て
い
る
が
、
二
組
の
歌
に
関
わ
る
部
分
を
中
心
に
引
用
す
る
。

　

親
王
た
ち
、
上
達
部
な
ど
の
御
設
け
も
、
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
、
常
の
こ
と
ど
も
を
変
へ
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
み
な
御
酔
に

な
り
て
、
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
楽
所
の
人
召
す
。
わ
ざ
と
の
大
楽
に
は
あ
ら
ず
、
な
ま
め
か
し
き
ほ
ど
に
、
殿
上
の
童
べ
舞
仕
う
ま
つ
る
。
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朱
雀
院
の
紅
葉
の
賀
、
例
の
古
事
思
し
出
で
ら
る
。
賀
皇
恩
と
い
ふ
も
の
を
奏
す
る
ほ
ど
に
、
太
政
大
臣
の
御
弟
子
の
十
ば
か
り
な
る
、

切
に
お
も
し
ろ
う
舞
ふ
。
内
裏
の
帝
、
御
衣
脱
ぎ
て
賜
ふ
。
太
政
大
臣
降
り
て
舞
踏
し
た
ま
ふ
。
主
の
院
、
菊
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
青

海
波
の
を
り
を
思
し
出
づ
。

源
氏 

色
ま
さ
る
籬
の
菊
も
折
々
に
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
恋
ふ
ら
し

大
臣
、
そ
の
を
り
は
同
じ
舞
に
立
ち
並
び
き
こ
え
た
ま
ひ
し
を
、
我
も
人
に
は
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
身
な
が
ら
、
な
ほ
こ
の
際
は
こ
よ
な
か

り
け
る
ほ
ど
思
し
知
ら
る
。
時
雨
、
を
り
知
り
顔
な
り
。

太
政
大
臣 

む
ら
さ
き
の
雲
に
ま
が
へ
る
菊
の
花
に
ご
り
な
き
世
の
星
か
と
ぞ
見
る

時
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

　

夕
風
の
吹
き
敷
く
紅
葉
の
い
ろ
い
ろ
濃
き
薄
き
、
錦
を
敷
き
た
る
渡
殿
の
上
見
え
ま
が
ふ
庭
の
面
に
、
容
貌
を
か
し
き
童
べ
の
、
や
む

ご
と
な
き
家
の
子
ど
も
な
ど
に
て
、
青
き
赤
き
白
橡
、
蘇
芳
、
葡
萄
染
な
ど
、
常
の
ご
と
、
例
の
角
髪
に
、
額
ば
か
り
の
け
し
き
を
見
せ

て
、
短
き
も
の
ど
も
を
ほ
の
か
に
舞
ひ
つ
つ
、
紅
葉
の
蔭
に
か
へ
り
入
る
ほ
ど
、
日
の
暮
る
る
も
い
と
惜
し
げ
な
り
。
楽
所
な
ど
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
く
は
せ
ず
。
上
の
御
遊
び
は
じ
ま
り
て
、
書
司
の
御
琴
ど
も
召
す
。
物
の
興
切
な
る
ほ
ど
に
、
御
前
に
み
な
御
琴
ど
も
ま
ゐ
れ

り
。
宇
陀
の
法
師
の
変
ら
ぬ
声
も
、
朱
雀
院
は
、
い
と
め
づ
ら
し
く
あ
は
れ
に
聞
こ
し
め
す
。

朱
雀
院 

秋
を
経
て
時
雨
ふ
り
ぬ
る
里
人
も
か
か
る
紅
葉
の
折
を
こ
そ
見
ね

恨
め
し
げ
に
ぞ
思
し
た
る
や
。
帝
、

冷
泉
帝 

世
の
常
の
紅
葉
と
や
見
る
い
に
し
へ
の
た
め
し
に
ひ
け
る
庭
の
錦
を

と
聞
こ
え
知
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
容
貌
い
よ
い
よ
ね
び
と
と
の
ほ
り
た
ま
ひ
て
、
た
だ
一
つ
も
の
と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
中
納
言
さ
ぶ
ら

ひ
た
ま
ふ
が
、
こ
と
ご
と
な
ら
ぬ
こ
そ
め
ざ
ま
し
か
め
れ
。
あ
て
に
め
で
た
き
け
は
ひ
や
、
思
ひ
な
し
に
劣
り
ま
さ
ら
ん
、
あ
ざ
や
か
に

に
ほ
は
し
き
と
こ
ろ
は
、
添
ひ
て
さ
へ
見
ゆ
。
笛
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。
唱
歌
の
殿
上
人
、
御
階
に
さ
ぶ
ら
ふ
中
に
、
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弁
少
将
の
声
す
ぐ
れ
た
り
。
な
ほ
さ
る
べ
き
に
こ
そ
と
見
え
た
る
御
仲
ら
ひ
な
め
り
。（
藤
裏
葉
巻
・
四
六
〇
〜
一
頁
）

引
用
部
の
場
は
六
条
院
春
の
町
の
寝
殿
で
あ
る
。
寝
殿
南
廂
に
は
朱
雀
院
・
冷
泉
帝
・
准
太
上
天
皇
六
条
院
光
源
氏
の
三
人
が
居
並
び
、
南

簀
子
に
は
太
政
大
臣
を
始
め
と
し
て
「
親
王
た
ち
、
上
達
部
」
が
伺
候
し
て
い
よ
う
。
御
階
の
下
の
左
右
に
は
殿
上
人
た
ち
が
座
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
他
に
、
行
幸
な
の
で
神
璽
宝
剣
と
と
も
に
多
く
の
扈
従
す
る
人
々
が
「
会
合
」
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
光
景

は
、
帝
た
ち
三
人
の
こ
と
を
除
け
ば
、『
年
中
行
事
絵
巻
』「
朝
覲
行
幸
」
の
構
図
と
な
ろ
う
。

引
用
冒
頭
部
で
は
宴
席
と
な
っ
て
お
り
、「
楽
所
の
人
」
が
召
さ
れ
、
南
庭
で
舞
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。
殿
上
童
に
よ
る
舞
で
、「
朱
雀
院
の

紅
葉
の
賀
」
の
こ
と
が
「
思
し
出
で
ら
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
語
は
曖
昧
で
あ
る
。
そ
の
場
の
雰
囲
気
が
、
懐
古
的
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
冷
泉
帝
は
未
生
な
の
で
、
光
源
氏
が
想
起
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
や
が
て
「
賀

皇
恩
」
が
舞
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
感
皇
恩
」
と
も
呼
ば
れ
、
左
方
唐
楽
の
大
食
調
の
曲
の
一
人
舞
で
、
唐
の
太
宗
作
と
も
、
嵯
峨
天
皇
の

時
代
に
大
石
峯
良
が
作
っ
た
と
も
さ
れ
、
成
立
事
情
は
未
詳
で
あ
る
。『
教
訓
抄
』
に
依
れ
ば
、
皇
恩
を
賀よ

ろ
こぶ

心
を
表
す
も
の
と
言
わ
れ
、
祝

賀
、
特
に
太
上
天
皇
の
御
賀
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。「
若
菜
上
」
巻
の
冷
泉
帝
の
命
に
よ
り
夕
霧
が
主
催
し
た
光
源
氏
四
十
の
賀
で
も
舞
わ
れ
て

い
る
。

こ
の
選
曲
は
、
光
源
氏
が
し
た
の
で
は
な
く
、
太
政
大
臣
の
采
配
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
舞
を
太
政
大
臣
の
「
御
弟
子
（
末
子
で
あ

ろ
う
）」
が
勤
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
も
っ
て
太
政
大
臣
が
指
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
の
意
向
を
汲
ん
で
の
こ
と
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
太
政
大
臣
に
そ
ん
な
こ
と
を
漏
ら
す
の
は
僭
越
で
あ
り
、
光
源
氏
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
太
政
大
臣
は
、
朱
雀
院
だ
け
で
な
く
、
准

太
上
天
皇
光
源
氏
に
献
じ
る
つ
も
り
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
舞
に
対
し
て
、
冷
泉
帝
が
御
衣
を
脱
い
で
被
物
と
し
て
い
る
。
舞
の
出
来
を
褒
め
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
曲
が
こ
の
場
で
用
い
ら
れ
た

こ
と
に
意
を
強
く
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
六
条
院
へ
の
行
幸
は
、
冷
泉
帝
の
意
図
と
し
て
、
兼
年
の
准
太
上
天
皇
算
賀
の
意
味
合
い
を
込
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す
で
に
「
明
け
む
年
四
十
に
な
り
た
ま
ふ
。
御
賀
の
事
を
、
朝
廷
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
大
き
な
る
世
の
い
そ
ぎ
な
り
」

（
藤
裏
葉
巻
・
四
五
四
頁
）
と
あ
り
、
そ
の
準
備
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。「
賀
皇
恩
」
は
我
が
意
を
得
た
こ
と
に
な
る
。

被
物
に
対
し
て
は
、
太
政
大
臣
が
息
子
に
代
わ
っ
て
拝
舞
し
て
い
る
。
こ
れ
は
童
の
場
合
は
親
な
ど
が
代
わ
り
を
す
る
作
法
に
な
る
が
、
感

極
ま
っ
た
表
現
で
も
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
こ
の
舞
が
自
ら
の
采
配
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
主
の
院
」
の
光
源
氏
は
、
菊
を

折
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
菊
は
、「
朱
雀
院
の
紅
葉
の
賀
」
の
折
の
青
海
波
演
舞
を
想
起
さ
せ
て
い
る
の
で
、
太
政
大
臣
の
挿
頭
に
さ
れ
た
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
紅
葉
の
賀
の
折
に
「
か
ざ
し
の
紅
葉
い
た
う
散
り
す
ぎ
て
、
顔
の
に
ほ
ひ
に
け
お
さ
れ
た
る
心
地
す
れ
ば
、
御
前
な
る
菊
を
折
り

て
、
左
大
将
（
系
図
不
明
）
さ
し
か
へ
た
ま
ふ
」（
紅
葉
賀
巻
・
三
一
五
）
と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
光
源
氏
の
詠
歌
と
な
っ
て
、
太
政
大
臣
が
応
和
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
の
宴
の
席
の
あ
り

よ
う
か
ら
、
二
人
の
歌
は
、
冷
泉
帝
や
朱
雀
院
に
も
聞
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
こ
の
二
人
の
帝
と
並
ん
で
座
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

座
を
立
っ
て
太
政
大
臣
と
だ
け
贈
答
歌
を
交
わ
し
た
と
は
受
け
取
れ
な
い
。
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
っ
て
、
詠
歌
さ
れ
て
い
る
と

見
る
べ
き
で
あ
る
。

光
源
氏
の
歌
は
、
直
接
的
に
は
菊
を
折
ら
せ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
お
り
、「
色
ま
さ
る
籬
の
菊
」
に
太
政
大
臣
に
昇
進
し
た
賀
意
を
込
め

つ
つ
、
青
海
波
を
二
人
で
舞
っ
た
「
袖
う
ち
か
け
し
秋
」
を
懐
旧
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
の
太
政
大
臣
は
、
光
源
氏
に
及
ば
な
か
っ

た
境
涯
を
振
り
返
り
、「
む
ら
さ
き
の
雲
に
ま
が
へ
る
菊
の
花
」
を
冷
泉
帝
聖
代
に
映
え
る
准
太
上
天
皇
光
源
氏
に
例
え
、
さ
ら
に
「
に
ご
り
な

き
世
の
星
」
と
称
え
て
い
る
。
懐
旧
の
思
い
を
歌
に
は
託
さ
ず
、
准
太
上
天
皇
と
し
て
の
栄
耀
を
言
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
も
あ
り
、
太

政
大
臣
は
末
子
に
「
賀
皇
恩
」
を
舞
わ
せ
る
よ
う
に
し
た
と
言
え
よ
う
。

両
者
は
、
互
い
に
現
在
の
晴
れ
や
か
な
地
位
に
上
っ
た
こ
と
を
称
え
あ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
容
な
の
で
、
昇
進
し
た
慶
び
を
奏
上
す
る

趣
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
慶
申
」
な
の
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
行
幸
に
際
し
て
行
幸
の
賞
が
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

す
で
に
極
位
に
昇
っ
た
両
者
に
は
、
こ
れ
以
上
の
賞
は
あ
り
得
な
い
。
准
太
上
天
皇
に
上
が
っ
た
こ
と
、
太
政
大
臣
に
昇
進
し
た
こ
と
を
、
行
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幸
の
賞
の
よ
う
に
し
て
、
二
人
は
慶
申
の
よ
う
な
形
で
歌
に
詠
み
合
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
歌
は
、
お
の
ず
と
奏
上
と
な
る
こ
と
を
前
提
に
し

て
、
現
在
の
相
手
を
称
え
合
う
こ
と
で
慶
び
を
表
現
し
て
い
る
。
二
首
し
か
な
い
が
、「
会
合
の
歌
」
な
の
で
あ
り
、
他
の
「
親
王
た
ち
、
上
達

部
」
に
も
聞
か
れ
て
慶
申
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
冷
泉
帝
と
朱
雀
院
の
歌
は
、

別
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
日
が
暮
る
る
」
よ
う
に
な
っ
て
、
地
下
の
楽
所
の
人
を
下
げ
て
、
殿
上
の
「
上
の
御
遊
び
」
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
場
の
感
興
に

触
発
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
朱
雀
院
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
自
身
を
「
時
雨
ふ
り
ぬ
る
里
人
」
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
紅
葉
の
折
」

を
在
位
中
は
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
、
心
中
が
吐
露
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
主
の
院
」
の
家
を
寿
ぐ
こ
と
で
、
御
幸
の
礼
と
な
る
が
、

一
方
で
は
、
朱
雀
帝
御
世
が
聖
代
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
慚
愧
の
思
い
の
表
出
と
な
る
。「
少
女
」
巻
の
朱
雀
院
行
幸
に
お
け
る
憂
愁
の
思
い
を

込
め
た
詠
歌
と
同
質
で
あ
る）

4
（

。
こ
う
し
た
朱
雀
帝
の
歌
に
対
し
て
は
、
御
世
の
評
価
に
か
か
わ
る
だ
け
に
、
そ
れ
に
和
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
こ
で
、
冷
泉
帝
が
、
朱
雀
院
の
東
宮
と
し
て
時
め
い
て
い
た
「
い
に
し
へ
の
た
め
し
」
に
な
ら
っ
た
庭
の
紅
葉
の
錦
な
の
で
す
と
応
じ
て
、

慰
藉
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
朱
雀
帝
御
世
の
評
価
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
冷
泉
帝
の
歌
は
、
王
権
の
帰
趨
を
暗

示
し
つ
つ
、
朱
雀
院
の
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
六
条
院
の
家
褒
め
に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
幸
に
お
け
る
「
会

合
の
歌
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

両
者
の
歌
は
、
行
幸
で
披
露
さ
れ
た
「
会
合
の
歌
」
な
の
で
あ
り
、
朱
雀
院
の
悲
哀
が
磁
場
を
孕
み
つ
つ
、
六
条
院
を
寿
い
で
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
行
幸
の
主
役
た
ち
の
感
慨
が
披
露
さ
れ
て
、
こ
の
場
が
納
ま
っ
て
い
る
。「
少
女
」
巻
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
蛍
兵
部
卿
宮
な
ど
の

詠
歌
も
置
か
れ
て
い
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
以
上
に
朱
雀
帝
の
御
世
を
言
上
げ
す
る
こ
と
は
無
用
で
あ
る
。

「
会
合
の
歌
」
は
、
二
首
で
収
束
さ
せ
る
の
が
順
当
な
の
で
あ
っ
た
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊
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公
的
な
場
で
、
二
首
の
歌
が
置
か
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
贈
答
歌
と
だ
け
見
る
の
で
は
な
く
、「
会
合
の
歌
」
と
す
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
贈
答
歌
と
し
て
お
い
た
方
が
無
難
な
例
も
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
若
菜

上
」
巻
、
玉
鬘
が
光
源
氏
四
十
の
賀
を
祝
う
席
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

　

尚
侍
の
君
も
、
い
と
よ
く
ね
び
ま
さ
り
、
も
の
も
の
し
き
気
さ
へ
添
ひ
て
、
見
る
か
ひ
あ
る
さ
ま
し
た
ま
へ
り
。

玉
鬘 

若
葉
さ
す
野
辺
の
小
松
を
引
き
連
れ
て
も
と
の
岩
根
を
祈
る
今
日
か
な

と
、
せ
め
て
お
と
な
び
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
沈
の
折
敷
四
つ
し
て
、
御
若
菜
さ
ま
ば
か
り
ま
ゐ
れ
り
。
御
土
器
と
り
た
ま
ひ
て
、

源
氏 

小
松
原
末
の
齢
に
引
か
れ
て
や
野
辺
の
若
菜
も
年
を
つ
む
べ
き

な
ど
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ひ
て
、
上
達
部
あ
ま
た
南
の
廂
に
着
き
た
ま
ふ
。（
若
菜
上
・
五
七
〜
八
頁
）

歌
の
部
分
だ
け
引
用
し
た
が
、
こ
の
場
の
説
明
は
、「
人
々
参
り
な
ど
し
た
ま
ひ
て
、
御
座
に
出
で
た
ま
ふ
と
て
、
尚
侍
の
君
に
御
対
面
あ

り
。
御
心
の
中
に
は
、
い
に
し
へ
思
し
出
づ
る
こ
と
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
り
け
ん
か
し
」（
若
菜
上
・
五
六
頁
）
と
さ
れ
て
い
た
。「
人
々
参
り

な
ど
し
た
ま
ひ
て
」
と
は
、
人
々
が
「
会
合
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
光
源
氏
は
算
賀
の
御
座
に
出
る
に
先
だ
っ
て
玉
鬘
と
対
面
し
た
こ
と
に
な

る
。
玉
鬘
は
幼
子
を
同
伴
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
は
二
人
だ
け
と
同
じ
こ
と
に
な
ろ
う
。
侍
女
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
関
係
が
な
い
。

光
源
氏
四
十
の
賀
は
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
前
に
光
源
氏
は
二
人
だ
け
の
対
面
の
場
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
人

共
に
「
い
に
し
へ
思
し
出
づ
る
こ
と
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
算
賀
の
日
な
の
で
、
玉
鬘
は
若
菜
を
「
さ
ま
ば

か
り
」
用
意
し
て
い
る
。
そ
の
若
菜
を
「
引
く
」
こ
と
に
よ
そ
え
て
、
二
人
は
現
在
の
あ
り
よ
う
を
歌
で
確
認
し
合
っ
て
い
る
。
二
人
に
し
か

了
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
公
開
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
物
語
は
わ
ざ
わ
ざ
二
人
だ
け
の
席
を
用
意
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
は

晴
の
賀
の
場
に
先
立
つ
、
私
的
な
対
面
の
場
な
の
で
あ
る
。



七
一

源
氏
物
語
の
二
首
以
下
の
「
会
合
の
歌
」

二
人
は
贈
答
歌
を
交
わ
す
こ
と
で
了
解
し
あ
い
、
上
達
部
た
ち
が
南
廂
に
着
い
た
の
で
、
光
源
氏
は
御
座
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
は
、

算
賀
の
日
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
席
で
の
賀
歌
を
置
か
ず
に
、
二
人
だ
け
の
贈
答
歌
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
折
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
物
語
は
丁
寧
に
語
っ
て
い
る
。
二
人
の
歌
は
、
算
賀
の
日
の
も
の
で
あ
っ
て
も
「
会
合
の
歌
」
と
は
な
ら
ず
、
贈
答
歌
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
人
の
特
殊
な
関
係
性
に
依
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊

さ
ら
に
二
首
し
か
な
い
晴
の
場
の
「
会
合
の
歌
」
を
見
て
い
き
た
い
。「
幻
」
巻
末
の
御
仏
名
に
際
し
て
の
、
光
源
氏
と
導
師
の
歌
で
あ
る
。

　

例
の
、
宮
た
ち
上
達
部
な
ど
、
あ
ま
た
参
り
た
ま
へ
り
。
梅
の
花
の
わ
づ
か
に
気
色
ば
み
は
じ
め
て
を
か
し
き
を
、
御
遊
び
な
ど
も
あ

り
ぬ
べ
け
れ
ど
、
な
ほ
今
年
ま
で
は
物
の
音
も
む
せ
び
ぬ
べ
き
心
地
し
た
ま
へ
ば
、
時
に
よ
り
た
る
も
の
、
う
ち
誦
じ
な
ど
ば
か
り
ぞ
せ

さ
せ
た
ま
ふ
。

　

ま
こ
と
や
、
導
師
の
盃
の
つ
い
で
に
、

源
氏 

春
ま
で
の
命
も
知
ら
ず
雪
の
う
ち
に
色
づ
く
梅
を
今
日
か
ざ
し
て
ん

御
返
し
、

導
師 

千
代
の
春
見
る
べ
き
花
と
祈
り
お
き
て
わ
が
身
ぞ
雪
と
と
も
に
ふ
り
ぬ
る

人
々
多
く
詠
み
お
き
た
れ
ど
漏
ら
し
つ
。（
幻
巻
・
五
四
九
頁
）

六
条
院
の
御
仏
名
に
「
宮
た
ち
上
達
部
な
ど
、
あ
ま
た
参
り
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
人
々
が
「
会
合
」
し
て
い
る
。
す
で
に
法
会
は
終

わ
り
、
導
師
を
引
き
留
め
て
ね
ぎ
ら
う
「
盃
な
ど
常
の
作
法
」
の
場
に
な
っ
て
い
る
。



七
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光
源
氏
が
ま
ず
導
師
に
盃
を
献
じ
て
、
詠
歌
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
導
師
が
応
答
し
て
い
て
贈
答
歌
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

後
に
は
「
人
々
多
く
詠
み
お
き
た
れ
ど
漏
ら
し
つ
」
と
の
草
子
地
あ
る
よ
う
に
、
宴
席
で
の
引
き
続
い
た
「
会
合
の
歌
」
が
省
筆
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
御
仏
名
に
関
わ
る
「
会
合
の
歌
」
が
人
々
に
詠
ま
れ
て
い
た
が
、
最
初
の
二
首
の
み
語
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
は
贈
答
歌
で
は
な
く
、「
会
合
の
歌
」
の
一
部
な
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
歌
は
、「
春
ま
で
の
命
も
知
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
死
に
行
く
命
の
哀
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
光
源
氏
の
死
は
ま
だ
先
で
、
翌
年

の
出
家
を
待
つ
だ
け
だ
が
、
深
切
な
心
境
が
吐
露
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
導
師
は
、
光
源
氏
を
「
千
代
の
春
見
る
べ
き
花
」

に
例
え
、
我
が
身
の
ほ
う
が
「
雪
と
と
も
に
ふ
り
ぬ
る
」
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
は
や
こ
う
し
た
歌
で
慰
藉
さ
れ
る
心
境
に
光
源
氏

は
い
な
い
。
出
家
を
前
に
し
た
光
源
氏
の
心
境
に
同
調
す
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
物
語
は
導
師
の
歌
に
続
い
て
い

た
「
会
合
の
歌
」
を
語
る
こ
と
を
省
い
た
の
で
あ
る
。「
会
合
の
歌
」
で
あ
り
な
が
ら
二
首
だ
け
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
孤
愁
に
佇
む
光

源
氏
の
あ
り
よ
う
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
の
物
語
は
す
で
に
終
焉
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
光
源
氏
四
十
の
賀
で
の
光
源
氏
と
玉
鬘
の
歌
を
除
い
て
、
四
か
所
の
贈
答
歌
と
さ
れ
て
き
た
歌
を
「
会
合
の
歌
」
と
認
定
し
た
こ
と

に
な
る
。
い
ず
れ
も
晴
の
場
、
儀
式
・
行
事
の
場
で
あ
る
の
で
、「
会
合
の
歌
」
と
す
る
妥
当
性
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
次
で
検
討
す
る

「
会
合
」
と
な
る
道
行
で
の
歌
は
、
一
律
に
規
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。
節
を
改
め
た
い
。

二　

道
行
の
歌

登
場
人
物
た
ち
が
牛
車
・
馬
・
舟
な
ど
で
移
動
す
る
道
行
の
途
中
で
詠
ま
れ
た
歌
が
『
源
氏
物
語
』
で
も
散
見
す
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
は
、

そ
の
認
定
に
揺
れ
が
認
め
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
独
詠
歌
と
さ
れ
た
り
、
贈
答
歌
と
さ
れ
た
り
し
、
さ
ら
に
二
首
し
か
な
い
「
唱
和
歌
」
と

提
言
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。「
会
合
の
歌
」
と
認
め
ら
れ
る
道
行
で
の
歌
は
、
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。



七
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源
氏
物
語
の
二
首
以
下
の
「
会
合
の
歌
」

最
初
は
「
須
磨
」
巻
で
、
須
磨
へ
の
出
立
を
前
に
光
源
氏
が
桐
壺
院
の
山
陵
に
詣
で
た
途
中
、
下
賀
茂
神
社
を
見
渡
し
て
詠
歌
さ
れ
る
場
面

で
あ
る
。

　

中
に
、
か
の
御
禊
の
日
仮
の
御
随
身
に
て
仕
う
ま
つ
り
し
右
近
将
監
の
蔵
人
、
得
べ
き
冠
も
ほ
ど
過
ぎ
つ
る
を
、
つ
ひ
に
御
簡
削
ら
れ
、

官
も
と
ら
れ
て
は
し
た
な
け
れ
ば
、
御
供
に
参
る
中
な
り
。
賀
茂
の
下
の
御
社
を
、
か
れ
と
見
わ
た
す
ほ
ど
、
ふ
と
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、

下
り
て
御
馬
の
口
を
取
る
。

将
監 

ひ
き
連
れ
て
葵
か
ざ
し
し
そ
の
か
み
を
思
へ
ば
つ
ら
し
賀
茂
の
瑞
垣

と
い
ふ
を
、
げ
に
い
か
に
思
ふ
ら
む
、
人
よ
り
け
に
華
や
か
な
り
し
も
の
を
、
と
思
す
も
心
苦
し
。
君
も
御
馬
よ
り
下
り
た
ま
ひ
て
、
御

社
の
方
拝
み
た
ま
ふ
。
神
に
罷
申
し
し
た
ま
ふ
。

源
氏 

う
き
世
を
ば
今
ぞ
別
る
る
と
ど
ま
ら
む
名
を
ば
た
だ
す
の
神
に
ま
か
せ
て

と
の
た
ま
ふ
さ
ま
、
も
の
め
で
す
る
若
き
人
に
て
、
身
に
し
み
て
あ
は
れ
に
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
。（
須
磨
巻
・
一
八
〇
〜
一
頁
）

引
用
部
以
前
に
、「
御
供
に
た
だ
五
六
人
ば
か
り
、
下
人
も
睦
ま
し
き
か
ぎ
り
し
て
、
御
馬
に
て
ぞ
お
は
す
る
」
と
あ
り
、
下
人
は
措
く
と
し

て
数
人
で
赴
い
て
い
る
。
光
源
氏
の
山
陵
参
拝
に
数
人
が
「
会
合
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
「
右
近
将
監
の
蔵

人
」
が
賀
茂
祭
の
折
を
思
い
出
し
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
一
行
に
聞
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
光
源
氏
も
耳
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
光
源
氏

も
詠
歌
し
て
お
り
、
新
全
集
は
こ
こ
を
贈
答
歌
と
分
類
し
て
い
る
。

道
行
は
、
日
常
性
か
ら
離
れ
た
場
に
な
り
、
そ
の
一
行
は
「
会
合
」
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
道
中
で
歌
が
詠

ま
れ
た
場
合
に
、
ど
う
位
置
付
け
た
ら
い
い
の
か
が
難
し
い
。
こ
の
場
合
も
そ
の
例
で
あ
る
。

こ
こ
は
「
会
合
の
歌
」
と
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
贈
答
歌
で
も
な
く
、
独
詠
歌
が
二
首
詠
ま
れ
た
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
の
向
か
う
方
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向
が
、
両
者
で
は
著
し
く
相
違
し
て
い
る
。
右
近
将
監
は
、
現
在
の
悲
境
を
思
う
と
、
目
に
す
る
下
賀
茂
神
社
の
瑞
垣
ま
で
恨
め
し
い
と
し
て

い
る
。
一
方
の
光
源
氏
は
、
そ
の
下
賀
茂
神
社
の
正
邪
を
糺
す
と
い
う
「
神
に
罷
申
し
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
右
近
将
監
の

歌
に
触
発
さ
れ
て
の
詠
歌
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
歌
語
は
「
神
（
そ
の
か
み
）」
が
共
通
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
下
賀
茂
神
社
を
嘱
目

し
て
の
詠
歌
で
あ
る
の
で
当
然
と
言
え
よ
う
。
右
近
将
監
と
は
違
っ
て
、
光
源
氏
は
「
神
に
罷
申
し
」
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
の
心
境
が
吐
露
さ
れ
た
独
詠
歌
と
し
て
了
解
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
供
人
の
右
近
将
監
の
歌
に
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
で
光
源
氏
が
返
歌
す

る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
道
行
で
は
、
お
の
ず
と
感
慨
が
独
詠
歌
と
し
て
吐
露
さ
れ
る
機
会
が
多
い
の
で
あ
り
、
次
の
例
も
同
じ
で

あ
る
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊

「
須
磨
」
巻
で
は
、
須
磨
行
き
の
道
行
で
光
源
氏
の
歌
が
二
首
置
か
れ
て
、
独
詠
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
そ
の
通
り
と
思
わ
れ
る
が
、
念

の
た
め
に
見
て
お
き
た
い
。

　

大
江
殿
と
言
ひ
け
る
所
は
、
い
た
う
荒
れ
て
、
松
ば
か
り
ぞ
し
る
し
な
る
。

源
氏 

唐
国
に
名
を
残
し
け
る
人
よ
り
も
行
く
方
知
ら
れ
ぬ
家
ゐ
を
や
せ
む

渚
に
寄
る
波
の
か
つ
返
る
を
見
た
ま
ひ
て
、「
う
ら
や
ま
し
く
も
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
さ
る
世
の
古
事
な
れ
ど
、
め
づ
ら
し
う

聞
き
な
さ
れ
、
悲
し
と
の
み
、
御
供
の
人
々
思
へ
り
。
う
ち
か
へ
り
み
た
ま
へ
る
に
、
来
し
方
の
山
は
霞
遥
か
に
て
、
ま
こ
と
に
三
千
里

の
外
の
心
地
す
る
に
、
擢
の
雫
も
た
へ
が
た
し
。

源
氏 

故
里
を
峰
の
霞
は
隔
つ
れ
ど
な
が
む
る
空
は
同
じ
雲
居
か

つ
ら
か
ら
ぬ
も
の
な
く
な
む
。（
須
磨
巻
・
一
八
六
〜
七
頁
）



七
五

源
氏
物
語
の
二
首
以
下
の
「
会
合
の
歌
」

舟
中
で
の
歌
で
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
の
東
下
り
を
思
わ
せ
る
段
で
あ
る
。
舟
中
の
限
ら
れ
た
空
間
に
「
い
と
近
う
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
た
る
か

ぎ
り
、
七
八
人
ば
か
り
」（
須
磨
巻
・
一
六
三
頁
）
が
同
乗
し
て
い
る
。
こ
こ
も
「
会
合
」
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
光
源
氏
の
二

首
の
歌
は
供
人
に
聞
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
「
会
合
の
歌
」
と
は
な
ら
ず
に
、
独
詠
歌
と
な
ろ
う
。
道
行
の
感
慨
が
お
の
ず
と

歌
に
な
っ
た
と
い
う
趣
で
あ
り
、「
会
合
の
歌
」
と
な
る
契
機
が
語
ら
れ
て
い
な
い
。「
会
合
の
歌
」
と
な
る
場
合
は
、
そ
れ
な
り
に
契
機
が
示

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
離
れ
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
東
下
り
の
段
を
想
起
す
れ
ば
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

三
河
の
国
、
八
橋
と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
。
そ
こ
を
八
橋
と
い
ひ
け
る
は
、
水
ゆ
く
河
の
蜘
蛛
手
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
渡
せ
る
に
よ
り

て
な
む
八
橋
と
い
ひ
け
る
。
そ
の
沢
の
ほ
と
り
の
木
の
蔭
に
下
り
ゐ
て
、
乾
飯
食
ひ
け
り
。
そ
の
沢
に
か
き
つ
ば
た
い
と
お
も
し
ろ
く
咲

き
た
り
。
そ
れ
を
見
て
、
あ
る
人
の
い
は
く
、「
か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
五
文
字
を
句
の
上
に
す
へ
て
、
旅
の
心
を
詠
め
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、

詠
め
る
。

　
　

唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ

と
詠
め
り
け
れ
ば
、
皆
人
、
乾
飯
の
う
へ
に
涙
落
し
て
ほ
と
び
に
け
り
。（
伊
勢
物
語
・
九
段
）

東
下
り
と
い
う
道
行
の
途
中
、
八
橋
で
食
事
休
憩
の
折
に
詠
ま
れ
た
歌
が
一
首
だ
け
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
独
詠
歌
で
は
な
く
、「
会
合
の

歌
」
と
な
る
。
そ
れ
は
「
か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
五
文
字
を
句
の
上
に
す
へ
て
、
旅
の
心
を
詠
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、
詠
歌
の
契
機
は
歌
会
を
し

よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
歌
会
は
明
白
な
「
会
合
の
歌
」
の
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
皆
人
」
も
「
会
合
の
歌
」
と
し
て
詠
む
は
ず
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
の
詠
歌
が
旅
の
悲
哀
を
見
事
に
折
句
で
詠
み
お
お
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
が
続
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
会
合
の

歌
」
と
し
て
詠
ま
れ
、
二
首
目
以
降
は
続
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
独
詠
歌
と
す
る
の
は
当
を
得
て
い
ま
い
。



七
六

東
下
り
の
段
で
は
、
都
鳥
を
詠
ん
だ
歌
も
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
船
頭
の
言
に
よ
っ
て
思
わ
ず
吐
露
さ
れ
た
歌
で
「
会
合
の
歌
」
で
は

な
く
、
独
詠
歌
と
な
ろ
う
。「
会
合
の
歌
」
と
な
る
事
情
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
須
磨
行
き
で
光
源
氏
が
詠
ん
だ
二
首
も
都
鳥
の
場

合
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊

舟
中
で
の
詠
歌
は
、「
玉
鬘
」
巻
で
玉
鬘
が
乳
母
に
伴
わ
れ
て
筑
紫
に
下
向
す
る
際
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　

京
の
方
を
思
ひ
や
ら
る
る
に
、
返
る
波
も
う
ら
や
ま
し
く
心
細
き
に
、
舟
子
ど
も
の
荒
々
し
き
声
に
て
、「
う
ら
悲
し
く
も
遠
く
来
に
け

る
か
な
」
と
う
た
ふ
を
聞
く
ま
ま
に
、
二
人
さ
し
向
ひ
て
泣
き
け
り
。

舟
人
も
た
れ
を
恋
ふ
と
か
大
島
の
う
ら
か
な
し
げ
に
声
の
聞
こ
ゆ
る

来
し
方
も
行
く
方
も
し
ら
ぬ
沖
に
出
で
て
あ
は
れ
い
づ
く
に
君
を
恋
ふ
ら
ん

鄙
の
別
れ
に
、
お
の
が
じ
し
心
を
や
り
て
言
ひ
け
る
。（
玉
鬘
巻
・
九
〇
頁
）

筑
紫
行
き
の
舟
に
は
、
大
宰
少
弐
・
乳
母
・
息
子
三
人
・
娘
二
人
が
少
な
く
と
も
同
乗
し
て
お
り
、
右
は
そ
の
う
ち
の
娘
二
人
が
詠
ん
だ
歌

に
な
る
。
新
全
集
は
贈
答
歌
と
し
て
、
い
ず
れ
に
も
「
姉
お
も
と
か
兵
部
の
君
」
と
し
て
い
る
。

こ
こ
も
「
会
合
の
歌
」
と
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
贈
答
歌
で
も
あ
る
ま
い
。
物
語
は
わ
ざ
わ
ざ
「
二
人
さ
し
向
ひ
て
泣
き
け
り
」
と
語
り
つ
つ

も
、「
お
の
が
じ
し
心
を
や
り
て
言
ひ
け
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
贈
答
歌
を
意
図
し
た
の
で
は
な
く
、「
心
や
り
」
の
歌
な
の
で
あ
り
、「
鄙
の

別
れ
」
の
悲
哀
を
そ
れ
ぞ
れ
が
詠
ん
で
い
る
。
贈
答
歌
の
よ
う
な
対
応
を
見
せ
て
い
る
が
、
地
の
文
か
ら
す
れ
ば
、
独
詠
歌
が
二
首
併
置
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。



七
七

源
氏
物
語
の
二
首
以
下
の
「
会
合
の
歌
」

二
人
の
娘
の
歌
は
、
同
乗
し
て
い
る
家
族
に
了
解
可
能
で
あ
り
、
享
受
者
と
な
る
。
享
受
者
の
数
か
ら
唱
和
歌
と
規
定
す
る
説）

5
（

で
は
ど
う
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
享
受
者
は
二
人
以
外
に
も
い
る
の
で
、
こ
こ
も
「
唱
和
歌
」
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
地
の
文
が
許

す
ま
い
。「
会
合
」
の
場
で
享
受
で
き
る
人
が
他
に
い
て
も
、
こ
う
し
た
語
り
が
あ
る
時
は
、
独
詠
歌
ま
た
は
贈
答
歌
と
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
は
独
詠
歌
が
二
首
並
ん
だ
の
で
あ
る
。

な
お
、「
胡
蝶
」
巻
の
船
楽
の
段
で
、
秋
好
中
宮
付
き
の
女
房
が
舟
中
で
詠
ん
だ
歌
が
四
首
並
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
が
仮
に
二
首
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
状
況
か
ら
し
て
「
会
合
の
歌
」
と
な
ろ
う
。「
玉
鬘
」
巻
の
舟
中
の
歌
は
、
そ
う
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊

こ
れ
ま
で
の
道
行
場
面
は
い
ず
れ
も
「
会
合
の
歌
」
で
は
な
か
っ
た
が
、
次
の
例
は
該
当
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
見
方
に
よ
っ
て
は
そ

の
範
囲
が
微
妙
で
あ
る
。「
早
蕨
」
巻
、
中
の
君
が
京
に
上
る
車
中
の
詠
歌
で
あ
る
。

　

御
車
に
乗
る
大
輔
の
君
と
い
ふ
人
の
言
ふ
、

大
輔 

あ
り
経
れ
ば
う
れ
し
き
瀬
に
も
逢
ひ
け
る
を
身
を
う
ぢ
川
に
投
げ
て
ま
し
か
ば

う
ち
笑
み
た
る
を
、
弁
の
尼
の
心
ば
へ
に
、
こ
よ
な
う
も
あ
る
か
な
と
、
心
づ
き
な
う
も
見
た
ま
ふ
。
い
ま
一
人
、

女
房 

過
ぎ
に
し
が
恋
し
き
こ
と
も
忘
れ
ね
ど
今
日
は
た
ま
づ
も
ゆ
く
心
か
な

い
づ
れ
も
年
経
た
る
人
々
に
て
、
み
な
か
の
御
方
を
ば
、
心
寄
せ
き
こ
え
た
め
り
し
を
、
今
は
か
く
思
ひ
あ
ら
た
め
て
言
忌
す
る
も
、
心

憂
の
世
や
、
と
お
ぼ
え
た
ま
へ
ば
、
も
の
も
言
は
れ
た
ま
は
ず
。

　

道
の
ほ
ど
の
、
遙
け
く
は
げ
し
き
山
道
の
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
に
ぞ
、
つ
ら
き
に
の
み
思
ひ
な
さ
れ
し
人
の
御
仲
の
通
ひ
を
、
こ
と

わ
り
の
絶
え
間
な
り
け
り
と
、
す
こ
し
思
し
知
ら
れ
け
る
。
七
日
の
月
の
さ
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
影
、
を
か
し
く
霞
み
た
る
を
見
た
ま



七
八

ひ
つ
つ
、
い
と
遠
き
に
、
な
ら
は
ず
苦
し
け
れ
ば
、
う
ち
な
が
め
ら
れ
て
、

中
君 

な
が
む
れ
ば
山
よ
り
出
で
て
行
く
月
も
世
に
す
み
わ
び
て
山
に
こ
そ
入
れ

さ
ま
変
り
て
、
つ
ひ
に
い
か
な
ら
む
と
の
み
、
あ
や
ふ
く
行
く
末
う
し
ろ
め
た
き
に
、
年
ご
ろ
何
ご
と
を
か
思
ひ
け
ん
と
ぞ
、
と
り
返
さ

ま
ほ
し
き
や
。（
早
蕨
巻
・
三
六
二
〜
三
頁
）

中
の
君
の
車
に
同
乗
す
る
二
人
の
女
房
の
歌
二
首
は
贈
答
歌
と
さ
れ
、
同
じ
車
中
で
の
中
の
君
の
歌
は
独
詠
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
首

を
「
唱
和
歌
」
と
す
る
説）

6
（

も
あ
る
が
、
中
の
君
の
歌
を
含
め
て
考
え
て
は
い
な
い
。
こ
こ
は
、
三
首
含
め
て
私
的
な
「
会
合
の
歌
」
と
見
る
こ

と
が
可
能
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
微
妙
で
は
あ
る
。

最
初
の
大
輔
の
歌
と
、「
い
ま
一
人
」
の
女
房
の
歌
は
、
共
に
上
京
す
る
喜
び
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
、
宇
治
に
と
ど
ま
る
こ
と
に

な
っ
た
弁
の
尼
が
、「
先
に
立
つ
涙
の
川
に
身
を
投
げ
ば
人
に
遅
れ
ぬ
命
な
ら
ま
し
」（
早
蕨
巻
・
三
五
九
頁
）
と
詠
ん
で
い
た
の
と
は
大
き
な

違
い
で
あ
る
。「
身
を
投
げ
」
て
い
た
な
ら
ば
、
大
君
の
死
と
い
う
悲
し
い
目
に
あ
う
こ
と
も
な
か
っ
た
と
し
た
の
が
弁
の
尼
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
大
輔
の
君
は
、「
身
を
う
ぢ
川
に
投
げ
て
」
い
た
な
ら
ば
、
こ
ん
な
に
嬉
し
い
上
京
の
機
会
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
違
い
に
中
の
君
は
、
情
け
な
く
思
っ
て
い
る
。

「
い
ま
一
人
」
の
女
房
も
、
大
君
を
恋
し
く
思
う
こ
と
を
詠
み
込
ん
で
は
い
て
も
、
心
は
今
後
に
向
か
っ
て
お
り
、
大
輔
の
君
と
同
じ
で
あ

る
。
こ
う
し
た
移
ろ
い
や
す
い
人
の
心
に
、
中
の
君
は
「
心
憂
の
世
」
と
す
る
思
い
を
禁
じ
得
な
い
。

も
し
こ
こ
で
二
人
の
老
女
房
が
、
弁
の
尼
と
同
じ
よ
う
な
趣
で
詠
歌
し
て
い
た
な
ら
ば
、
中
の
君
も
続
け
て
詠
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
道
行
の

感
慨
を
詠
み
、「
会
合
の
歌
」
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
人
の
歌
は
、
弁
の
尼
と
は
ま
る
で
隔
絶
し
て
い
た
。
だ
か
ら
中
の
君
は

「
も
の
も
言
は
れ
た
ま
は
ず
」
と
な
っ
て
い
る
。
言
葉
が
出
な
い
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、「
会
合
の
歌
」
と
な
る
は
ず
が
、
二
首
だ
け
に
と

ど
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。



七
九

源
氏
物
語
の
二
首
以
下
の
「
会
合
の
歌
」

し
か
し
、
同
じ
車
中
に
お
い
て
、
景
色
を
眺
め
な
が
ら
物
思
い
に
ふ
け
る
中
の
君
に
も
詠
歌
さ
れ
て
い
る
。
時
間
が
経
過
し
て
い
て
、
心
中

吐
露
の
歌
で
は
あ
る
が
、
二
人
の
女
房
の
歌
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
詠
歌
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
分
一
人
だ
け
が
、
狭
い
車
中
に
無
言

の
ま
ま
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
時
間
を
遅
ら
せ
て
、
や
っ
と
中
の
君
は
「
会
合
の
歌
」
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
独
詠
歌
の
よ
う
で

あ
り
な
が
ら
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
認
定
で
き
そ
う
だ
が
、
道
行
の
車
中
と
い
う
場
を
問
題
に
す
れ
ば
、
二
人
の
女
房
の
歌
に
続
く
「
会
合
の

歌
」
の
一
首
と
認
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

二
首
以
下
し
か
置
か
れ
な
い
、
従
来
は
独
詠
歌
ま
た
は
贈
答
歌
と
さ
れ
て
き
た
歌
を
、「
会
合
の
歌
」
と
認
定
し
て
み
た
こ
と
に
な
る
。『
伊

勢
物
語
』
か
ら
一
例
だ
け
引
く
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
こ
の
物
語
に
は
二
首
以
下
し
か
な
い
「
会
合
の
歌
」
が
置
か
れ
た
章
段
が
多
く
見
ら
れ
る
。

そ
の
認
定
は
、
以
上
の
よ
う
な
検
討
の
仕
方
で
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
続
稿
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

注（
1
）　

拙
稿
「
源
氏
物
語
「
唱
和
歌
」
規
定
の
再
検
討
│
「
会
合
の
歌
」
の
提
言
│
」（『
中
古
文
学
』
88
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）

（
2
）　

浅
尾
広
良
「
光
源
氏
の
元
服
│
「
十
二
歳
」
元
服
を
基
点
と
し
た
物
語
の
視
界
│
」（『
源
氏
物
語
の
始
発
』
竹
林
舎
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）

（
3
）　

拙
稿
「〈
紫
式
部
〉
と
建
築
・
作
庭
│
六
条
院
造
営
と
六
条
院
行
幸
の
表
現
│
」（
高
橋
亨
編
『〈
紫
式
部
〉
と
王
朝
文
芸
の
表
現
史
』
森
話
社
、
二
〇

一
二
年
二
月
）

（
4
）　

注（
1
）に
同
じ
。

（
5
）　

久
保
木
哲
夫
「
唱
和
歌
」（『
折
の
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
一
月
）

（
6
）　

注（
5
）に
同
じ
。


