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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―

第
四
十
四
号
、
平
成
二
十
四

(

二
〇
一
二)

年
三
月

源
氏
物
語

｢

会
合
の
歌｣

の
意
義

い
わ
ゆ
る

｢

唱
和
歌｣

の
再
検
討

倉

田

実

は
じ
め
に

『

源
氏
物
語』

に
お
け
る
和
歌
を
、
独
詠
歌
・
贈
答
歌
・
唱
和
歌
の
三
つ
に
分

類
す
る
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
分
類
は
同
一
の
場
に
い
る
詠
者
の

数
で
規
定
さ
れ
、
唱
和
歌
は
三
人
以
上
に
よ
る
和
歌
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
指

し
て
お
り
、
一
八
組
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、｢
唱
和｣

と
い
う
語
は
、

二
者
間
の
贈
答
を
言
う
の
が
本
来
の
用
法
で
あ
り
、
用
語
と
し
て
適
当
で
は
な
い
。

ま
た
、
唱
和
歌
と
さ
れ
た
和
歌
は
、
す
べ
て
人
々
が
集
ま
る

｢
会
合｣

で
詠
ま
れ

た
も
の
と
認
定
で
き
る
の
で
、｢

会
合
の
歌｣

と
規
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
五
月
二
八
日
に
行
な
わ
れ
た
中
古
文

学
会
春
季
大
会

(

於
日
本
女
子
大
学)

で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

｢

源
氏
物
語
と
和
歌｣

の
基
調
報
告

｢｢

唱
和
歌｣

規
定
の
再
検
討｣

で
述
べ
、
そ
の
概
略
は

｢

源
氏
物

語

｢

唱
和
歌｣

規
定
の
再
検
討

｢

会
合
の
歌｣

の
提
言

｣
(『

中
古
文
学』

89
、
二
〇
一
一
年
一
二
月)

に
ま
と
め
た
。
し
か
し
、『

源
氏
物
語』

の
個
別
的

な

｢

会
合
の
歌｣

に
つ
い
て
は
、
枚
数
の
制
約
が
あ
り
、
十
分
に
言
及
は
で
き
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、｢

会
合
の
歌｣

の
う
ち
、
公
的
な
場
で
な
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
最
初
の
五
組
を
再
説
し
た
い
。
本
稿
の
前
提
と
な
る
事
柄
に
つ

い
て
は
、
右
の
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。『

源
氏
物
語』

の
本
文
は
、
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
本
を
使
用
す
る
が
、
表
記
は
一
部
私
に
換
え
た
。
な
お
、
以
下
で

使
用
す
る
○
で
囲
っ
た
数
字
は
、
一
八
組
と
さ
れ
る

｢

唱
和
歌｣

に
付
し
た
通
し

番
号
で
あ
る
。

｢

会
合
の
歌｣

の
再
検
討

以
下
は
、｢

会
合｣

と
な
っ
た
場
と

｢

会
合
の
歌｣

で
あ
る
所
以
を
確
認
し
な

が
ら
、
物
語
展
開
と
の
か
か
わ
り
な
ど
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

最
初
の

｢

会
合
の
歌｣

は
、
瘧
病
の
治
療
に
北
山
を
訪
れ
た
光
源
氏
が
帰
京
す

る
段
に
あ
る
。

①

御
迎
へ
の
人
々
参
り
て
、
お
こ
た
り
た
ま
へ
る
よ
ろ
こ
び
聞
こ
え
、
内
裏

よ
り
も
御
と
ぶ
ら
ひ
あ
り
。
僧
都
、
世
に
見
え
ぬ
さ
ま
の
御
く
だ
も
の
、
何

く
れ
と
、
谷
の
底
ま
で
掘
り
出
で
、
い
と
な
み
き
こ
え
た
ま
ふ
。｢

今
年
ば

か
り
の
誓
ひ
深
う
は
べ
り
て
、
御
送
り
に
も
え
参
り
は
べ
る
ま
じ
き
こ
と
。

な
か
な
か
に
も
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
べ
き
か
な｣

な
ど
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、
大

御
酒
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。｢

山
水
に
心
と
ま
り
は
べ
り
ぬ
れ
ど
、
内
裏
よ
り
お

ぼ
つ
か
な
が
ら
せ
た
ま
へ
る
も
か
し
こ
け
れ
ば
な
む
。
い
ま
こ
の
花
の
を
り

過
ぐ
さ
ず
参
り
来
む
。

宮
人
に
行
き
て
語
ら
む
山
桜
風
よ
り
先
に
来
て
も
見
る
べ
く｣

源
氏
物
語

｢

会
合
の
歌｣

の
意
義
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と
の
た
ま
ふ
御
も
て
な
し
、
声
づ
か
ひ
さ
へ
目
も
あ
や
な
る
に
、

優
曇
華
の
花
待
ち
得
た
る
心
地
し
て
深
山
桜
に
目
こ
そ
移
ら
ね

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
ほ
ほ
笑
み
て
、｢

時
あ
り
て
一
た
び
開
く
な
る
は
、

か
た
か
な
る
も
の
を｣

と
の
た
ま
ふ
。
聖
、
御
土
器
賜
は
り
て
、

奥
山
の
松
の
と
ぼ
そ
を
ま
れ
に
あ
け
て
ま
だ
見
ぬ
花
の
顔
を
見
る
か
な

と
う
ち
泣
き
て
見
た
て
ま
つ
る
。
聖
、
御
ま
も
り
に
、
独
鈷
奉
る
。
見
た
ま

ひ
て
、
僧
都
、
聖
徳
太
子
の
百
済
よ
り
得
た
ま
へ
り
け
る
金
剛
子
の
数
珠
の

玉
の
装
束
し
た
る
、
や
が
て
そ
の
国
よ
り
入
れ
た
る
箱
の
唐
め
い
た
る
を
、

透
き
た
る
袋
に
入
れ
て
、
五
葉
の
枝
に
つ
け
て
、
紺
瑠
璃
の
壼
ど
も
に
、
御

薬
ど
も
入
れ
て
、
藤
桜
な
ど
に
つ
け
て
、
所
に
つ
け
た
る
御
贈
物
ど
も
捧
げ

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
君
、
聖
よ
り
は
じ
め
、
読
経
し
つ
る
法
師
の
布
施
ど

も
、
ま
う
け
の
物
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
取
り
に
遣
は
し
た
り
け
れ
ば
、
そ
の

わ
た
り
の
山
が
つ
ま
で
、
さ
る
べ
き
物
ど
も
賜
ひ
、
御
誦
経
な
ど
し
て
出
で

た
ま
ふ
。(

若
紫
巻
・
二
二
〇
〜
一
頁)

光
源
氏
は
暁
方
に
は
瘧
病
か
ら
回
復
し
て
い
た
。
そ
の
朝
に
は
、
迎
え
の
人
々

が
到
着
し
、
そ
の
誰
か
が
持
参
し
た
の
で
あ
ろ
う
帝
か
ら
の
お
見
舞
が
あ
る
。
徴

候
で
北
山
に
来
た
光
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
桐
壷
帝
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ

て
い
る
。
惟
光
以
外
の
供
人
た
ち
を
京
に
帰
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
者
た
ち
が
帝

に
報
告
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

北
山
僧
都
は
、
帝
か
ら
直
々
の
お
見
舞
も
あ
る
光
源
氏
を
丁
重
に
も
て
な
そ
う

と
送
別
の
宴
を
準
備
し
て
い
る
。
珍
し
い
果
物
な
ど
が
あ
れ
こ
れ
と
整
え
ら
れ
、

｢

大
神
酒｣

も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
一
介
の
賜
姓
源
氏
に
対
す
る
も
て
な
し
を
越

え
て
、
王
者
の
風
格
を
持
つ
当
代
第
二
御
子
と
し
て
待
遇
す
る
の
で
あ
る
。
一
方

の
光
源
氏
は
、
引
用
後
半
部
に
あ
る
よ
う
に
、
僧
た
ち
へ
の
お
布
施
や
贈
物

(

ま

う
け
の
物)

、
誦
経
料
な
ど
を
京
か
ら
取
り
寄
せ
て
い
た
。
北
山
で
の
接
待
が
あ

る
こ
と
を
見
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
的
な
送
別
の
宴
で
は
な
く
、
す
で
に

公
的
な
趣
と
な
っ
て
い
る
。
光
源
氏
を
も
て
な
す
、
こ
う
し
た
送
別
の
宴
が

｢

会

合｣

の
場
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
光
源
氏
・
北
山
僧
都
・
聖
以
外
に
、
光
源
氏

の
供
人
や
接
待
に
あ
た
る
僧
侶
な
ど
も
い
る
こ
と
に
な
る
。

宴
は

｢

会
合｣

な
の
で
、
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
歌
は

｢

会
合
の
歌｣

と
な
る
。
歌

の
契
機
は
、
僧
都
が

｢

大
神
酒｣

を
差
し
上
げ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、
盃
を

さ
さ
れ
て
詠
歌
に
及
ぶ
の
は
、
当
時
の
宴
席
の
風
景
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
は
辞
去

の
挨
拶
を
述
べ
て
か
ら
、
詠
歌
に
及
ん
で
い
る
。
京
に
帰
っ
た
ら
、
宮
人
に
語
り

ま
し
ょ
う
、
山
桜
の
美
し
さ
と
、
風
が
散
ら
す
前
に
見
に
来
る
よ
う
に
と
、
と
詠

ん
で
い
る
。
北
山
の

｢

山
桜｣

を
讃
美
す
る
土
地
誉
め
を
し
、
再
来
を
約
す
内
容

を
詠
み
込
ん
で
、
お
礼
と
す
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
歌
に
続
い
て
北
山
僧
都
が
詠
歌
し
て
い
る
の
は
、
盃
が
返
さ
れ
た
か

ら
に
な
る
。
僧
都
は
、｢

山
桜｣

に
対
し
て

｢

優
曇
華
の
花｣

で
応
じ
て
い
る
。

あ
た
か
も
優
曇
華
の
花
を
待
ち
に
待
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
光
源
氏
に

お
目
に
か
か
り
、｢

深
山
桜｣

な
ど
に
は
目
も
移
り
ま
せ
ん
と
し
て
い
る
。

｢

優
曇
華
の
花｣

は
、
千
年
に
一
度
開
花
し
、
そ
の
折
に
は
金
輪
王
ま
た
は
如

来
が
出
現
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
金
輪
王
は
転
輪
聖
王
の
一
で
、『

三
宝
絵』

下

｢

石
塔｣

に

｢

造
塔
延
命
功
徳
経
に
云｣

と
し
て

｢(

塔
の
高
さ
が)

四

�
ち
や
く

手し
ゆ

ナ

ル
ハ
、
金
輪
王
ト
ナ
リ
テ
、
四
天
下
ニ
王
ト
ア
ラ
ム｣

(

新
大
系
一
六
三
頁)

と

あ
る
よ
う
に
、
四
天
下
を
統
治
す
る
理
想
的
な
王
者
で
あ
る
。
光
源
氏
を

｢

優
曇

華
の
花｣

に
例
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
金
輪
王
に
例
え
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

光
源
氏
に
王
者
の
風
格
を
見
出
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
北
山
の

｢

山
桜｣

を

｢

深
山
桜｣

と
謙
退
し
、
光
源
氏
の
来
訪
を
称
え
た
の
で
あ
る
。
主
側
と
し
て
の

答
礼
の
あ
り
方
に
な
る
が
、
光
源
氏
を
金
輪
王
に
例
え
た
こ
と
は
、
字
義
通
り
の

思
い
と
な
ろ
う
。

光
源
氏
は
、『

法
華
経』

方
便
品
の

｢

優
曇
鉢
華
ノ
時
ニ
一
タ
ビ
現
ズ
ル
ガ
如

キ
ノ
ミ
ト｣

な
ど
に
よ
り
、
一
度
だ
け
咲
く
の
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
な
の
で
、

優
曇
華
の
よ
そ
え
は
相
応
し
く
な
い
と
謙
�
し
、
さ
ら
に
自
ら
聖
に
土
器
を
差
し

出
し
て
い
る
。
盃
が
回
っ
て
き
た
の
で
、
聖
も
詠
歌
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
聖
は
、｢

老
い
か
が
ま
り
て
室
の
外
に
も
ま
か
で
ず｣

｢

峰
高
く
、
深
き
岩

の
中
に
ぞ
、
聖
入
り
ゐ
た
り
け
る｣

と
さ
れ
、
山
深
く
の
庵
室
か
ら
出
る
こ
と
も

な
く
修
行
専
一
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
送
別
の
宴
に

｢

会
合｣

し
た
こ
と
な
る
。
そ
れ
は
、
北
山
僧
都
と
同
じ
よ
う
に
、
光
源
氏
に
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｢

優
曇
華
の
花｣

の
如
く
の
麗
質
を
見
出
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
出
る
こ
と

も
な
か
っ
た
奥
山
の
松
の
戸
を
開
け
て
、
ま
だ
見
た
こ
と
も
な
い
優
曇
華
の
花
の

よ
う
な
光
源
氏
の
尊
顔
を
拝
し
た
こ
と
で
す
と
歌
に
し
て
い
る
。

僧
都
と
聖
は
共
に

｢

優
曇
華
の
花｣

に
よ
そ
え
て
光
源
氏
を
讃
美
し
た
。
光
源

氏
が
土
地
誉
め
の
歌
を
詠
ん
だ
の
で
、
二
人
は
賓
客
讃
美
で
答
礼
し
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
形
式
的
な
社
交
辞
令
で
は
な
く
、｢

優
曇
華
の
花｣

へ
の
よ
そ
え
は
、

当
代
第
二
御
子
が
持
つ
王
者
の
風
格
を
認
め
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。｢

会
合
の

歌｣

と
し
て
、
僧
都
と
聖
は
お
の
ず
と
協
和
し
て
、
賓
客
と
な
る
光
源
氏
の
麗
質

を
見
出
し
て
讃
美
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
表
向
き
の
意
味
が
あ
る
一
方
で
、『

源
氏
物
語』

の

｢

会
合
の
歌｣

は
、
歌
に
詠
歌
す
る
人
物
の
心
情
が
託
さ
れ
る
こ
と
で
物
語
展
開
を
図
っ
て
い
く

働
き
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
光
源
氏
が

｢

山
桜｣

に
垣
間
見
た
紫
の
君
を

密
か
に
よ
そ
え
る
こ
と
で

(

１)

、
求
婚
譚
的
な
展
開
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

｢

山
桜
風
よ
り
先
に
来
て
も
見
る
べ
く｣
は
、
山
桜
が
風
に
散
ら
さ
れ
る
前
に
見

に
来
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
に
、
紫
の
君
が
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
う
前
に
会
い

に
来
た
い
意
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
。｢

若
紫｣

巻
は
、｢

紫
の
上
求
婚
譚

(

２)｣

と
し
て

の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の

｢

会
合
の
歌｣
の
前
後
に
は
、｢

山
桜｣

に

紫
の
君
を
よ
そ
え
る
歌
が
囲
繞
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、｢

会
合
の
歌｣

と
し

て
詠
ま
れ
た
光
源
氏
の
歌
に
も
、
紫
の
君
に
対
す
る
恋
着
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
と

し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
辞
去
に
あ
た
っ
て
、
光
源
氏
に
改
め
て
紫
の
君
に
対
す

る
恋
着
を
確
認
さ
せ
、
今
後
の
展
開
を
図
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

盃
も
回
っ
て
宴
が
一
段
落
し
て
か
ら
、
僧
都
と
聖
は
光
源
氏
に
贈
物
を
し
て
い

る
。
し
か
し
、
北
山
に
光
源
氏
が
来
訪
し
た
の
は
、
瘧
病
治
療
の
た
め
で
あ
っ
た

の
で
、
本
来
的
に
は
贈
物
は
不
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
な
の
に
贈
物
を
し
た

の
は
、
王
者
光
源
氏
の
来
臨
を
感
謝
し
た
か
ら
に
な
ろ
う
。

聖
が

｢

御
ま
も
り｣

と
し
て
独
鈷
を
贈
っ
た
よ
う
に
、
贈
物
は
病
を
得
た
王
者

を
守
護
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
僧
都
が
贈
っ
た

｢

聖
徳
太
子
の
百
済
よ
り
得
た
ま

へ
り
け
る
金
剛
子
の
数
珠｣

も
同
じ
事
情
で
あ
る
。『

枕
草
子』

｢

す
さ
ま
じ
き
も

の｣

段
に
、｢

験
者
の
、
物
の
怪
調
ず
と
て
、
い
み
じ
う
し
た
り
顔
に
、
独
鈷
や

数
珠
な
ど
を
持
た
せ｣

(

新
全
集
二
三
段
・
六
〇
頁)

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
二

つ
の
仏
具
は
、
仏
法
に
よ
っ
て
守
護
す
る
た
め
の
呪
具
で
あ
っ
た
。
僧
都
は
数
珠

と
は
別
に
、
病
を
癒
す
薬
の
入
っ
た

｢

紺
瑠
璃
の
壼｣

も

｢

捧
げ
た
て
ま
つ
り
た

ま
ふ｣

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
が
王
者
に
献
呈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
贈
与
に
対
し
て
、
光
源
氏
も
返
礼
し
た
こ
と
は
先
に
み
た
ご
と
く
で

あ
る
。｢

会
合｣

の
場
な
の
で
、
贈
与
交
換
が
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
贈

物
に
は
、
物
語
と
し
て
別
の
意
味
が
込
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
、
僧
都

の
贈
与
し
た

｢

金
剛
子
の
数
珠｣

に

｢

三
種
の
神
器
に
相
当
す
る
よ
う
な
機
能｣

を
見
出
だ
し
、｢

来
た
る
べ
き
王
権
の
予
祝｣

が
読
み
取
ら
れ
て
い
た

(

３)

。
こ
こ
は
、

独
鈷
と
数
珠
と
に
よ
っ
て
、
来
た
る
べ
き
流
離
の
苦
難
か
ら
、
優
曇
華
の
花
や
金

輪
王
に
よ
そ
え
ら
れ
る
王
者
光
源
氏
を
守
護
さ
せ
る
機
能
を
持
た
せ
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
物
語
は
、
光
源
氏
流
離
の
苦
難
を
す
で
に
予
測
し
て
い
た
。
北
山
で
国
見

を
し
た
折
に
、
光
源
氏
は
供
人
良
清
か
ら
明
石
の
浦
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
須
磨
・
明
石
へ
の
流
離
の
伏
線
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
そ
し
て
、
流

離
の
苦
難
に
耐
え
る
べ
く
、
光
源
氏
を
守
護
す
る
呪
具
が
こ
こ
で
贈
与
さ
れ
た
と

見
ら
れ
よ
う
。
北
山
僧
都
は
光
源
氏
流
離
の
折
、
紫
の
上
の
少
納
言
の
乳
母
か
ら

｢

御
祈
祷
の
こ
と｣

(

須
磨
巻
・
一
九
〇
頁)

を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
僧
都
は
、
須

磨
流
離
と
も
関
わ
る
の
で
あ
り
、
守
護
す
る
呪
具
と
し
て
の
数
珠
は
、｢

須
磨｣

巻
の

｢

会
合
の
歌｣

の
場
で
暗
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(

後
述)

。

送
別
の
宴
は
、
贈
与
交
換
を
終
え
て
お
開
き
と
な
り
、
光
源
氏
が
車
に
乗
り
込

も
う
と
し
た
時
に
、
左
大
臣
の
子
息
、
頭
中
将
や
左
中
弁
も
迎
え
に
参
上
し
て
い

る
。
そ
こ
で
、｢

岩
隠
れ
の
苔
の
上
に
並
み
ゐ
て
、
土
器
ま
ゐ
る｣

と
い
う
こ
と

に
な
り
、
さ
ら
に
別
の

｢

会
合｣

の
宴
が
さ
れ
、
興
に
乗
っ
て
管
絃
の
遊
び
も
行

な
わ
れ
て
い
る
。｢

会
合｣

を
二
つ
に
分
け
て
語
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、｢

紫
の

上
求
婚
譚｣

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
前
者
と
は
別
に
し
て
、
葵
の
上
と
の
物
語
に
連

接
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
帰
京
後
に
光
源
氏
は
父
桐
壷
帝
に
挨
拶
し
て
か
ら
、

左
大
臣
邸
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
次
第
の
た
め
に
、｢

会
合｣

は
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、｢

若
紫｣
巻
の
送
別
の
宴
で
の

｢

会
合
の
歌｣

は
、｢

優
曇
華
の
花｣

や

源
氏
物
語

｢

会
合
の
歌｣

の
意
義
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金
輪
王
に
よ
そ
え
ら
れ
る
光
源
氏
の
王
者
性
を
確
認
し
、
来
る
べ
き
流
離
の
苦
難

か
ら
守
護
す
べ
き
贈
物
が
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
と
と
も
に
、
紫
の
君
求
婚
譚
を
継

続
さ
せ
る
働
き
を
保
持
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

＊

＊

＊

次
の

｢
会
合
の
歌｣

は
、｢

賢
木｣

巻
、
桐
壺
院
崩
御
に
伴
う
藤
壷
中
宮
の
三

条
宮
遷
御
に
際
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

若
紫｣

巻
で
予
見
さ
れ
た
流
離
の
苦
難

は
、
桐
壺
院
崩
御
に
よ
る
右
大
臣
・
弘
�
殿
一
派
の
専
横
の
時
代
に
な
っ
た
こ
と

と
関
係
し
て
い
た
。
桐
壺
院
崩
御
は
、
須
磨
流
離
へ
と
続
く
苦
難
の
時
代
を
象
徴

す
る
こ
と
な
る
。
そ
れ
を
暗
示
す
る
の
が
、
こ
の
巻
の

｢

会
合
の
歌｣

と
な
る
。

②

宮
は
、
三
条
宮
に
渡
り
た
ま
ふ
。
御
迎
へ
に
兵
部
�
宮
参
り
た
ま
へ
り
。

雪
う
ち
散
り
風
は
げ
し
う
て
、
院
の
内
や
う
や
う
人
目
離
れ
ゆ
き
て
し
め
や

か
な
る
に
、
大
将
殿
こ
な
た
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
古
き
御
物
語
聞
こ
え
た
ま

ふ
。
御
前
の
五
葉
の
雪
に
し
を
れ
て
、
下
葉
枯
れ
た
る
を
見
た
ま
ひ
て
、
親

王
、

影
広
み
頼
み
し
松
や
枯
れ
に
け
ん
下
葉
散
り
ゆ
く
年
の
暮
か
な

何
ば
か
り
の
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
に
、
折
か
ら
も
の
あ
は
れ
に
て
、
大
将
の
御

袖
い
た
う
濡
れ
ぬ
。
池
の
隙
な
う
凍
れ
る
に
、

冴
え
わ
た
る
池
の
鏡
の
さ
や
け
き
に
見
な
れ
し
影
を
見
ぬ
ぞ
悲
し
き

と
思
す
ま
ま
に
、
あ
ま
り
若
々
し
う
ぞ
あ
る
や
。
王
命
婦
、

年
暮
れ
て
岩
井
の
水
も
凍
り
閉
ぢ
見
し
人
影
の
あ
せ
も
ゆ
く
か
な

そ
の
つ
い
で
に
い
と
多
か
れ
ど
、
さ
の
み
書
き
続
く
べ
き
こ
と
か
は
。

渡
ら
せ
た
ま
ふ
儀
式
変
ら
ね
ど
、
思
ひ
な
し
に
あ
は
れ
に
て
、
旧
き
宮
は
、

か
へ
り
て
旅
心
地
し
た
ま
ふ
に
も
、
御
里
住
み
絶
え
た
る
年
月
の
ほ
ど
、
思

し
め
ぐ
ら
さ
る
べ
し
。(

賢
木
巻
・
九
九
〜
一
〇
〇
頁)

天
皇
や
上
皇
の
后
妃
た
ち
は
、
崩
御
後
の
四
十
九
日
の
法
事
が
済
む
ま
で
は
御

所
に
留
ま
り
、
そ
の
後
は
私
邸
に
遷
御
す
る
の
が
決
ま
り
で
あ
っ
た
。
藤
壷
中
宮

も
、
こ
う
し
た
掟
に
よ
っ
て
、
十
二
月
二
十
日
の
ほ
ど
に
三
条
宮
に
遷
御
す
る
こ

と
に
な
る
。
遷
御
に
際
し
て
は
、
身
内
や
臣
従
す
る
者
た
ち
が
迎
え
に
御
所
に
参

上
す
る
が
、
右
大
臣
・
弘
�
殿
女
御
専
横
の
時
代
な
の
で
、
藤
壷
に
同
調
す
る
人
々

だ
け
が
供
奉
す
る
た
め
に
参
上
し
て
い
る
。
藤
壷
の
場
合
は
兄
弟
の
兵
部
�
宮

(

紫
の
上
の
父)

で
あ
り
、
光
源
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
々
が

｢

会
合｣

す
る
の

で
あ
り
、
こ
れ
は
、
遷
御
と
い
う
公
的
な
儀
礼
の
場
と
な
る
。

そ
し
て
、
遷
御
の
儀
礼
に
供
奉
す
る
た
め
に

｢

会
合｣

し
た
人
た
ち
に
よ
っ
て

｢

会
合
の
歌｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
出
発
を
待
つ
ま
で
の
間
に
、
控
え

の
間
に
い
た
人
た
ち
が
詠
歌
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
は
三
首
し
か
置
か
れ

て
い
な
い
が
、
草
子
地
に

｢

そ
の
つ
い
で
に
い
と
多
か
れ
ど
、
さ
の
み
書
き
続
く

べ
き
こ
と
か
は｣

と
あ
る
よ
う
に
、
他
の
人
々
に
も
詠
歌
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
さ
に

｢

会
合
の
歌｣

な
の
で
あ
る
。

歌
は
、
遷
御
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
所
以
と
な
っ
た
桐
壺
院
崩
御
の
悲
し
み

と
そ
の
影
響
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
三
首
と
も
桐
壺
院
や
そ
の
恩
顧
を
暗
示
す
る

｢

影｣

を
共
通
さ
せ
て
い
る
。
兵
部
�
宮
は

｢

影
広
み｣

に
桐
壺
院
の
恩
顧
・
恩

光
の
無
辺
さ
を
言
い
つ
つ
、
枯
れ
た
五
葉
の
松
に
崩
御
、｢

下
葉
散
り
ゆ
く｣

に

御
所
を
去
る
后
妃
や
中
宮
近
臣
の
あ
り
よ
う
を
よ
そ
え
て
い
る
。
光
源
氏
は
、
一

面
に
凍
り
つ
い
た
南
池
を
鏡
に
見
立
て
、
そ
こ
に

｢

見
馴
れ
し
影｣

で
あ
る
父
の

面
影
が
映
ら
な
い
崩
御
の
絶
望
を
詠
ん
で
い
る
。
王
命
婦
は
、
岩
井
の
水

(

遣
水)

が
結
氷
し
て
流
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
、
后
妃
や
近
臣
た
ち
な
ど
の

｢

見
し
人
影｣

が
御
所
に
ま
ば
ら
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
よ
そ
え
て
い
る
。
王
命
婦
の
歌
は
、
藤

壷
の
代
弁
で
も
あ
ろ
う
。
藤
壷
の
歌
が
置
か
れ
な
い
こ
と
で
、
逆
に
悲
し
み
の
深

さ
が
暗
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
い
ず
れ
も
庭
前
の
光
景
に
触
発
さ
れ
る
か
の
よ
う
に

し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
兵
部
�
宮
は
植
栽
さ
れ
て
い
た
枯
れ
た
五
葉
の
松
と
下
葉
、

光
源
氏
は
南
池
、
王
命
婦
は
岩
井
の
水
を
そ
れ
ぞ
れ
詠
み
込
ん
で
い
た
。
庭
が
悲

し
み
を
映
し
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
巻
の

｢

会
合
の
歌｣

は
、
桐
壺
院
崩
御
を
悼
み
、
遷
御
す

る
事
態
に
応
じ
た
内
容
に
な
っ
て
い
て
、
右
大
臣
・
弘
�
殿
女
御
と
対
立
す
る
、

反
主
流
派
の
藤
壷
や
光
源
氏
な
ど
の
不
遇
も
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不

遇
は
、
須
磨
流
離
の
そ
れ
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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＊

＊

＊

次
の

｢

会
合
の
歌｣

は
、｢

須
磨｣

巻
の
も
の
に
な
る
が
、
こ
こ
は
先
の
北
山

の
段
と
照
応
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
須
磨
で
迎
え
た
十
五
夜
の
段
で
あ
る
。

③

前
栽
の
花
い
ろ
い
ろ
咲
き
乱
れ
、
お
も
し
ろ
き
夕
暮
に
、
海
見
や
ら
る
る

廊
に
出
で
た
ま
ひ
て
、
た
た
ず
み
た
ま
ふ
さ
ま
の
、
ゆ
ゆ
し
う
き
よ
ら
な
る

こ
と
、
所
が
ら
は
ま
し
て
こ
の
世
の
も
の
と
見
え
た
ま
は
ず
。
白
き
綾
の
な

よ
よ
か
な
る
、
紫
苑
色
な
ど
た
て
ま
つ
り
て
、
こ
ま
や
か
な
る
御
直
衣
、
帯

し
ど
け
な
く
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
に
て
、｢

釈
�
牟
尼
仏
弟
子｣

と

名
の
り
て
、
ゆ
る
る
か
に
誦
み
た
ま
へ
る
、
ま
た
世
に
知
ら
ず
聞
こ
ゆ
。
沖

よ
り
舟
ど
も
の
う
た
ひ
の
の
し
り
て
漕
ぎ
行
く
な
ど
も
聞
こ
ゆ
。
ほ
の
か
に
、

た
だ
小
さ
き
鳥
の
浮
べ
る
と
見
や
ら
る
る
も
、
心
細
げ
な
る
に
、
雁
の
連
ね

て
鳴
く
声
楫
の
音
に
ま
が
へ
る
を
、
う
ち
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
涙
の
こ
ぼ
る

る
を
か
き
払
ひ
た
ま
へ
る
御
手
つ
き
黒
き
御
数
珠
に
映
え
た
ま
へ
る
、
古
里

の
女
恋
し
き
人
々
、
心
み
な
慰
み
に
け
り
。

初
雁
は
恋
し
き
人
の
つ
ら
な
れ
や
旅
の
空
飛
ぶ
声
の
悲
し
き

と
の
た
ま
へ
ば
、
良
清
、

か
き
つ
ら
ね
昔
の
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
雁
は
そ
の
世
の
友
な
ら
ね
ど
も

民
部
大
輔
、

心
か
ら
常
世
を
捨
て
て
鳴
く
雁
を
雲
の
よ
そ
に
も
思
ひ
け
る
か
な

前
右
近
将
監
、

｢

常
世
出
で
て
旅
の
空
な
る
雁
が
ね
も
つ
ら
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
慰
む

友
ま
ど
は
し
て
は
、
い
か
に
は
べ
ら
ま
し｣

と
言
ふ
。
親
の
常
陸
に
な
り
て

下
り
し
に
も
誘
は
れ
で
、
参
れ
る
な
り
け
り
。
下
に
は
思
ひ
く
だ
く
べ
か
め

れ
ど
、
誇
り
か
に
も
て
な
し
て
、
つ
れ
な
き
さ
ま
に
し
あ
り
く
。

月
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、
今
宵
は
十
五
夜
な
り
け
り
、

と
思
し
出
で
て
、
殿
上
の
御
遊
び
恋
し
く
、
所
ど
こ
ろ
な
が
め
た
ま
ふ
ら
む

か
し
と
、
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
月
の
顔
の
み
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
。

｢

二
千
里
外
故
人
心｣

と
誦
じ
た
ま
へ
る
、
例
の
涙
も
と
ど
め
ら
れ
ず
。
入

道
の
宮
の
、｢

霧
や
へ
だ
つ
る｣

と
の
た
ま
は
せ
し
ほ
ど
い
は
む
方
な
く
恋

し
く
、
を
り
を
り
の
事
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
、
よ
よ
と
泣
か
れ
た
ま
ふ
。

｢

夜
更
け
は
べ
り
ぬ｣

と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
な
ほ
入
り
た
ま
は
ず
。

見
る
ほ
ど
ぞ
し
ば
し
な
ぐ
さ
む
め
ぐ
り
あ
は
ん
月
の
都
は
遥
か
な
れ
ど

も

(

須
磨
巻
・
二
〇
〇
〜
三
頁)

十
五
夜
の
日
に
、
光
源
氏
と
須
磨
に
同
行
し
て
き
た
供
人
た
ち
が

｢

会
合｣

し

て
い
る
の
が
、
こ
の
場
と
な
る
。
供
人
た
ち
は
各
人
の
持
ち
場
か
ら
離
れ
、
今
は

光
源
氏
を
囲
む
よ
う
に
し
て
控
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
で
、
供
人
た
ち
か
ら
光
源
氏
は
、｢

ゆ
ゆ
し
う
き
よ
ら
な
る
こ
と
、
所

が
ら
は
ま
し
て
こ
の
世
の
も
の
と
見
え
た
ま
は
ず｣

と
見
ら
れ
て
い
る
。
不
吉
な

ほ
ど
美
し
く
、
須
磨
の
地
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
こ
の
世
の
人
と
も
思
わ
れ
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

｢

若
紫｣

巻
で

｢

優
曇
華
の
花｣

に
よ
そ
え
ら
れ
た

こ
と
と
見
合
っ
て
い
よ
う
。

ま
た
、｢

釈
�
牟
尼
仏
弟
子｣

と
名
の
っ
て
経
を
ゆ
っ
く
り
と
読
む
光
源
氏
の

声
は
、
こ
の
世
の
声
と
も
思
わ
れ
な
い
と
供
人
た
ち
に
聞
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

さ
し
ず
め
�
陵
頻
の
声
と
な
ろ
う
か
。
光
源
氏
は
仏
法
の
加
護
や
守
護
を
念
じ
て

い
る
の
で
あ
り
、
涙
を
払
う
白
き
手
は

｢

黒
き
御
数
珠｣

に
映
え
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
数
珠
は
、｢

黒
檀
の
数
珠｣

(

集
成
・
新
全
集)

と
も

｢

紫
檀
の
数
珠
か｣

(

新
大
系)

と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
北
山
僧
都
か
ら
贈
与
さ
れ
た

｢

金
剛

子
の
数
珠｣

で
は
な
か
ろ
う
か
。
金
剛
子
の
数
珠
も
、
黒
色
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
解
す
れ
ば
、｢

若
紫｣

巻
で
の
贈
与
の
意
味
を
こ
こ
に
き
て
明
ら
か
に
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。｢

黒
き
御
数
珠｣

を
手
に
し
て
経
を
読
む
光
源
氏
は
、
や
は

り
仏
法
の
守
護
に
す
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
折
し
も
、｢

雁
の
連
ね
て
鳴
く
声｣

が
聞
こ
え
て
き
て
、
光
源
氏
は

詠
歌
に
及
び
、
供
人
た
ち
は
そ
れ
に
応
じ
て

｢

会
合
の
歌｣

と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
は
、
こ
の
世
の
者
と
も
思
わ
れ
な
い
王
者
光
源
氏
の
歌
に
、
供
人
た
ち
が
応
え

た

｢

応
制
の
歌

(

制
は
天
子
の
命
令
の
意)｣

と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、｢
応
和
の
歌｣

と
新
た
に
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。｢

唱
和｣

は

二
者
間
の
贈
答
の
意
な
の
で
、
こ
の
場
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
中
心
と
な
る
人

源
氏
物
語

｢

会
合
の
歌｣

の
意
義
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物
の
歌
に
続
い
て
、
他
の
人
々
が
同
調
し
て
詠
歌
す
る
場
合
は
、｢

応
和
の
歌｣

と
す
る
の
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

｢

会
合
の
歌｣

の
後
で
、
光
源
氏
は
、
月
の
出
か
ら
今
宵
が
十
五
夜
で
あ
っ
た

こ
と
に
気
付
い
て
い
る
。
供
人
た
ち
は
、
光
源
氏
を
慰
藉
す
る
た
め
に
、
ひ
そ
か

に
月
の
宴
を
用
意
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
が

｢

殿
上
の
御
遊
び｣

を
想

起
し
た
よ
う
に
、
帝
が
主
催
す
る
殿
上
の
月
の
宴
に
な
ぞ
ら
え
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
ま
だ
月
の
出
の
な
い
夕
暮
れ
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
と
は
気
付
か

な
い
光
源
氏
は
、
雁
を
歌
に
詠
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
供
人
た
ち
は
、
そ
の
歌
に
ひ

と
ま
ず
応
答
・
応
和
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は

｢

応
制
の
歌｣

あ
る
い
は

｢
応
和
の
歌｣

の
あ
り
よ
う
と
言
え
よ
う
。
黒
い
数
珠

を
持
つ
王
者
光
源
氏
の
歌
に
、
供
人
た
ち
が
応
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

歌
は
、｢

応
制
の
歌｣

の
様
相
も
持
つ

｢

会
合
の
歌｣

と
な
っ
て
い
る
の
で
、

供
人
た
ち
は
光
源
氏
の
詠
歌
を
受
け
て

｢
雁｣

を
共
通
し
て
詠
み
込
む
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。｢

雁｣

は
ま
た
、
題
詠
の
題
の
よ
う
で
も
あ
る
。
物
語
で
は
、
都
合
四

首
並
立
す
る
場
合
は
、
二
首
同
士
が
対
応
す
る
よ
う
で
あ
り

(

４)

、
こ
こ
も
そ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
光
源
氏
と
良
清
は
、｢

恋
し
き
人｣

｢

昔
の
こ
と｣

と
い
う
よ
う

に
、
望
郷
・
懐
旧
の
思
い
を
雁
に
託
し
て
い
る
。
民
部
大
輔
惟
光
と
前
右
近
将
監

は
、｢

常
世
を
捨
て
て｣

｢

常
世
出
で
て｣

と
い
う
よ
う
に
、｢

旅
の
空｣

に
あ
る

雁
と
同
様
の
流
離
の
旅
の
途
上
に
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
新
全
集
頭

注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

四
首
は
、
各
直
前
の
歌
の
歌
詞
を
受
け
て
連
続
す
る

が
、
最
後
は
最
初
の
源
氏
の
歌
の

｢

つ
ら｣

｢

旅
の
空｣

に
も
対
応
す
る
緊
密
な

構
成｣

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
二
首
ず
つ
の
対
応
や
構
成
は
、
物

語
の
工
夫
と
い
う
問
題
で
あ
り
、｢

応
制
の
歌｣

あ
る
い
は

｢

応
和
の
歌｣
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る

｢

会
合
の
歌｣

の
あ
り
よ
う
が
一
次
的
な
こ
と
に
な
る
。

供
人
た
ち
は
、
主
の
光
源
氏
に
同
調
し
、
連
帯
共
同
す
る
こ
と
は
、
須
磨
の
地

に
お
い
て
暗
黙
の
了
解
事
項
で
あ
る
。
だ
か
ら
、｢

会
合
の
歌｣

と
な
っ
た
詠
歌

も
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の

｢

唱
和
歌｣

規
定
で
は
、
こ
と

さ
ら
に
連
帯
共
同
が
読
み
取
ら
れ
て
き
た
が
、｢

会
合
の
歌｣

と
す
れ
ば
前
提
の

問
題
と
な
る
。

夕
暮
れ
の

｢

会
合
の
歌｣

が
示
さ
れ
て
か
ら
、
や
っ
と
十
五
夜
月
の
月
の
出
と

な
る
が
、
月
見
の
宴
は
果
た
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。｢

殿
上
の
御
遊

び
恋
し
く
、
所
ど
こ
ろ
な
が
め
た
ま
ふ
ら
む
か
し
と
、
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
に
つ
け

て
も
、
月
の
顔
の
み
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ｣

と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、｢

殿
上
の
御

遊
び｣

が
想
起
さ
れ
、
月
は
見
ら
れ
て
い
て
も
、
宴
の
こ
と
は
示
唆
さ
れ
て
い
な

い
。
供
人
が

｢

夜
更
け
は
べ
り
ぬ｣

と
注
進
し
て
い
る
の
は
、
望
郷
・
流
離
の
悲

し
み
の
深
さ
の
た
め
に
宴
は
催
さ
れ
ず
、
そ
の
心
情
・
心
境
が
持
続
さ
れ
て
夜
が

更
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
流
離
の
苦
難
の
う
ち
に
あ
る
間
は
、

月
見
の
宴
は
遠
慮
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
が
月
見
の
宴
を
催
す
の
は
、
流

離
か
ら
復
権
し
て
か
ら
に
な
る

(

後
述)

。

夜
が
更
け
て
も
悲
し
み
に
沈
む
光
源
氏
は
、
さ
ら
に
詠
歌
に
及
ん
で
い
る
。
歌

は
二
首
示
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
引
用
部
で
は
一
首
目
だ
け
に
し
た
。
こ
の
二
首

は
独
詠
歌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
供
人
た
ち
に
聞
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。｢

夜
更
け
は
べ
り
ぬ｣

と
注
進
さ
れ
て
歌
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
聞
か

れ
て
い
る
蓋
然
性
は
高
い
。
も
し
、
聞
か
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
悲
し
み
の

深
さ
に
供
人
た
ち
は
黙
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、

｢

見
る
ほ
ど
ぞ
し
ば
し
な
ぐ
さ
む
め
ぐ
り
あ
は
ん
月
の
都
は
遥
か
な
れ
ど
も｣

の

歌
は
、｢

松
風｣

巻
の

｢

会
合
の
歌｣

に
照
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

前
に

｢

絵
合｣

巻
の

｢

会
合
の
歌｣

を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＊

＊

＊

｢

絵
合｣

巻
の

｢

会
合
の
歌｣

は
、
藤
壷
中
宮
の
御
前
で
行
な
わ
れ
た
初
度
の

物
語
絵
合
に
お
け
る
歌
合
の
歌
が
そ
れ
に
な
る
。
歌
合
の
歌
ま
で

｢

唱
和
歌｣

と

規
定
す
る
不
合
理
さ
は
、
す
で
に
触
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
歌
合
を
伴
う
物
語
絵

合
と
い
う

｢

会
合｣

の
場
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

④

次
に
伊
勢
物
語
に
、
正
三
位
を
合
は
せ
て
、
ま
た
定
め
や
ら
ず
。
こ
れ
も

右
は
お
も
し
ろ
く
に
ぎ
は
は
し
く
、
内
裏
わ
た
り
よ
り
う
ち
は
じ
め
、
近
き

世
の
あ
り
さ
ま
を
描
き
た
る
は
、
を
か
し
う
見
ど
こ
ろ
ま
さ
る
。
平
内
侍
、

｢

伊
勢
の
海
の
深
き
心
を
た
ど
ら
ず
て
古
り
に
し
跡
と
波
や
消
つ
べ
き
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世
の
常
の
あ
だ
ご
と
の
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
飾
れ
る
に
お
さ
れ
て
、
業
平
か
名
を

や
朽
す
べ
き｣

と
、
争
ひ
か
ね
た
り
。
右
の
典
侍
、

雲
の
上
に
思
ひ
の
ぼ
れ
る
心
に
は
千
尋
の
底
も
は
る
か
に
ぞ
見
る

｢

兵
衛
の
大
君
の
心
高
さ
は
、
げ
に
棄
て
が
た
け
れ
ど
、
在
五
中
将
の
名
を

ば
、
え
朽
さ
じ｣

と
の
た
ま
は
せ
て
、
宮
、

み
る
め
こ
そ
う
ら
ふ
り
ぬ
ら
め
年
へ
に
し
伊
勢
を
の
海
人
の
名
を
や
沈

め
む

か
や
う
の
女
言
に
て
、
乱
り
が
は
し
く
争
ふ
に
、
一
巻
に
言
の
葉
を
尽
く
し

て
、
え
も
言
ひ
や
ら
ず
。(

絵
合
巻
・
三
八
一
〜
三
頁)

絵
合
は
、
光
源
氏
の
須
磨
の
絵
日
記
に
よ
っ
て
勝
負
の
決
着
が
つ
い
た
よ
う
に
、

須
磨
流
離
の
苦
難
を
対
象
化
し
、
復
権
し
て
冷
泉
王
朝
を
出
発
さ
せ
る
藤
壷
と
光

源
氏
の
連
帯
す
る
あ
り
よ
う
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
こ
の
引

用
部
に
な
る
。

左
方
と
な
る
梅
壷
女
御
・
光
源
氏
は
、
二
番
目
の
勝
負
で

『

伊
勢
物
語』

の
絵

を
提
出
し
、
平
内
侍
が
詠
歌
し
て
い
る
。
右
方
の
弘
�
殿
女
御
・
権
中
納
言
は

『

正
三
位』

(

散
逸
物
語)

で
、
詠
歌
は
典
侍
と
な
る
。
勝
負
は

｢

ま
た
定
め
や
ら

ず｣

と
引
き
分
け
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
左
方
が

｢

争
ひ
か
ね
た
り｣

と

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
点
が
明
確
で
な
く
、
劣
勢
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
救
っ
た

の
が
判
詞
と
な
る
藤
壷
の

｢

在
五
中
将
の
名
を
ば
、
え
朽
さ
じ｣
で
あ
り
、
判
歌

で
あ
っ
た
。

藤
壷
に
は

『

伊
勢
物
語』

へ
の
思
い
入
れ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
が
判

歌
に
潜
め
ら
れ
て
い
る
。｢

み
る
め｣

は

｢

海
松
布｣

と

｢

見
る
目｣

、｢
う
ら
ふ

り｣

は

｢

心う
ら

ふ
り｣

と

｢

浦
古
り｣

の
掛
詞
で
あ
り
、｢

海
松
布｣

｢

浦｣
｢

沈
め｣

は

｢

伊
勢
を
の
海
人｣

の
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。
見
た
目
に
は
う
ら
ぶ
れ
て
古
び

て
い
よ
う
と
も
、
年
月
を
経
た
伊
勢
の
海
人
の
名
声
を
沈
め
て
よ
い
も
の
で
し
ょ

う
か
、
と
言
う
の
で
あ
る
。『

伊
勢
物
語』

へ
の
肩
入
れ
は
、
新
全
集
が
説
く
よ

う
に

｢

海
人
の
住
む
わ
び
し
い
海
辺
に
、
流
離
の
業
平
像
を
形
象
。
さ
ら
に
そ
の

業
平
像
の
う
え
に
流
離
の
こ
ろ
の
源
氏
像
を
重
ね
る｣

と
す
る
通
り
で
あ
る
。
藤

壷
の

『

伊
勢
物
語』

へ
の
思
い
入
れ
は
、
光
源
氏
の
流
離
と
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
発
言
が
再
度
の
絵
合
で
須
磨
の
絵
日
記
を
呼

び
出
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

絵
合
と
な
っ
た

｢

会
合
の
歌｣

は
、
光
源
氏
の
流
離
を
対
象
化
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て

｢

須
磨｣

巻
の

｢

会
合
の
歌｣

と
連
関
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、｢

須
磨｣

｢

絵
合｣

両
巻
は
、
次
の

｢

松
風｣

巻
と
も
連
関
す

る
こ
と
に
な
る
。

＊

＊

＊

｢

松
風｣

巻
に
は
二
組
の

｢

会
合
の
歌｣

が
あ
る
が
、｢

須
磨｣

巻
と
照
応
し
て

い
く
の
は
、
桂
の
院
で
の
大
御
遊
び
の
宴
を
語
る
段
で
あ
る
。
明
石
一
族
の
大
堰

邸
に
泊
ま
っ
た
光
源
氏
は
、
そ
の
ま
ま
帰
京
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
人
々
が

多
く
参
集
し
て
来
た
の
で
予
定
を
変
更
し
、
一
行
は
桂
の
院
に
赴
き
、
�
応
す
る

こ
と
に
な
る
。

⑤

今
日
は
、
な
ほ
桂
殿
に
と
て
、
そ
な
た
ざ
ま
に
お
は
し
ま
し
ぬ
。
に
は
か

な
る
御
�
応
と
騒
ぎ
て
、
鵜
飼
ど
も
召
し
た
る
に
、
海
人
の
さ
へ
づ
り
思
し

出
で
ら
る
。
野
に
と
ま
り
ぬ
る
君
達
、
小
鳥
し
る
し
ば
か
り
ひ
き
つ
け
さ
せ

た
る
荻
の
枝
な
ど
苞
に
し
て
参
れ
り
。
大
御
酒
あ
ま
た
た
び
順
流
れ
て
、
川

の
わ
た
り
あ
や
ふ
げ
な
れ
ば
、
酔
ひ
に
紛
れ
て
お
は
し
ま
し
暮
ら
し
つ
。
お

の
お
の
絶
句
な
ど
作
り
わ
た
し
て
、
月
は
な
や
か
に
さ
し
出
づ
る
ほ
ど
に
、

大
御
遊
び
は
じ
ま
り
て
、
い
と
今
め
か
し
。
弾
き
物
、
琵
琶
和
琴
ば
か
り
、

笛
ど
も
、
上
手
の
か
ぎ
り
し
て
、
を
り
に
あ
ひ
た
る
調
子
吹
き
た
つ
る
ほ
ど
、

川
風
吹
き
あ
は
せ
て
お
も
し
ろ
き
に
、
月
高
く
さ
し
上
が
り
、
よ
ろ
づ
の
こ

と
澄
め
る
夜
の
、
や
や
更
く
る
ほ
ど
に
、
殿
上
人
四
五
人
ば
か
り
連
れ
て
参

れ
り
。
上
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
御
遊
び
あ
り
け
る
つ
い
で
に
、｢

今
日
は

六
日
の
御
物
忌
あ
く
日
に
て
、
必
ず
参
り
た
ま
ふ
べ
き
を
、
い
か
な
れ
ば｣

と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
こ
こ
に
か
う
と
ま
ら
せ
た
ま
ひ
に
け
る
よ
し
聞
こ
し

め
し
て
、
御
消
息
あ
る
な
り
け
り
。
御
使
は
蔵
人
弁
な
り
け
り
。

｢
月
の
す
む
川
の
遠を

ち

な
る
里
な
れ
ば
桂
の
影
は
の
ど
け
か
る
ら
む

う
ら
や
ま
し
う｣

と
あ
り
。
か
し
こ
ま
り
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
上
の
御
遊

源
氏
物
語

｢

会
合
の
歌｣

の
意
義
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び
よ
り
も
、
な
ほ
所
が
ら
の
す
ご
さ
添
へ
た
る
物
の
音
を
め
で
て
、
ま
た
酔

ひ
加
は
り
ぬ
。
こ
こ
に
は
設
け
の
物
も
さ
ぶ
ら
は
ざ
り
け
れ
ば
、
大
堰
に
、

｢

わ
ざ
と
な
ら
ぬ
設
け
の
物
や｣

と
、
言
ひ
遣
は
し
た
り
。
と
り
あ
へ
た
る

に
従
ひ
て
参
ら
せ
た
り
。
衣
櫃
二
荷
に
て
あ
る
を
、
御
使
の
弁
は
と
く
帰
り

参
れ
ば
、
女
の
装
束
か
づ
け
た
ま
ふ
。

久
方
の
光
に
近
き
名
の
み
し
て
朝
夕
霧
も
晴
れ
ぬ
山
里

行
幸
待
ち
き
こ
え
た
ま
ふ
心
ば
へ
な
る
べ
し
。｢

中
に
生
ひ
た
る｣

と
う
ち

誦
じ
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、
か
の
淡
路
島
を
思
し
出
で
て
、
躬
恒
が
、｢

所
か

ら
か｣

と
お
ぼ
め
き
け
む
こ
と
な
ど
の
た
ま
ひ
出
で
た
る
に
、
も
の
あ
は
れ

な
る
酔
泣
き
ど
も
あ
る
べ
し
。

め
ぐ
り
来
て
手
に
と
る
ば
か
り
さ
や
け
き
や
淡
路
の
島
の
あ
は
と
見
し

月

頭
中
将
、

う
き
雲
に
し
ば
し
ま
が
ひ
し
月
影
の
す
み
は
つ
る
よ
ぞ
の
ど
け
か
る
べ

き

左
大
弁
、
す
こ
し
大
人
び
て
、
故
院
の
御
時
に
も
睦
ま
し
う
仕
う
ま
つ
り
馴

れ
し
人
な
り
け
り
、

雲
の
上
の
す
み
か
を
捨
て
て
夜
半
の
月
い
づ
れ
の
谷
に
影
隠
し
け
む

心
々
に
あ
ま
た
あ
め
れ
ど
、
う
る
さ
く
て
な
む
。
け
近
う
う
ち
静
ま
り
た

る
御
物
語
す
こ
し
う
ち
乱
れ
て
、
千
年
も
見
聞
か
ま
ほ
し
き
御
あ
り
さ
ま
な

れ
ば
、
斧
の
柄
も
朽
ち
ぬ
べ
け
れ
ど
、
今
日
さ
へ
は
、
と
て
急
ぎ
帰
り
た
ま

ふ
。
物
ど
も
品
々
に
か
づ
け
て
、
霧
の
絶
え
間
に
立
ち
ま
じ
り
た
る
も
、
前

栽
の
花
に
見
え
ま
が
ひ
た
る
色
あ
ひ
な
ど
、
こ
と
に
め
で
た
し
。
近
衛
府
の

名
高
き
舎
人
、
物
の
節
ど
も
な
ど
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
さ
う
ざ
う
し
け
れ
ば
、

｢

そ
の
駒｣

な
ど
乱
れ
遊
び
て
、
脱
ぎ
か
け
た
ま
ふ
色
々
、
秋
の
錦
を
風
の

吹
き
お
ほ
ふ
か
と
見
ゆ
。
の
の
し
り
て
帰
ら
せ
た
ま
ふ
響
き
、
大
堰
に
は
物

隔
て
て
聞
き
て
、
な
ご
り
さ
び
し
う
な
が
め
た
ま
ふ
。
御
消
息
を
だ
に
せ
で
、

と
大
臣
も
御
心
に
か
か
れ
り
。

桂
の
院
に
お
い
て
、
光
源
氏
を
慕
っ
て
き
た
人
々
が

｢

会
合｣

し
て
�
応
の
宴

と
な
っ
た
こ
と
を
語
る
段
で
あ
る
。｢

会
合
の
歌｣

は
引
用
後
半
部
の
三
首
に
な

る
が
、
前
半
部
に
置
か
れ
た
冷
泉
帝
と
光
源
氏
と
の
贈
答
歌
の
延
長
上
に
あ
る
よ

う
な
の
で
、
そ
の
次
第
か
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。

桂
の
院
で
は
、
に
わ
か
な
宴
と
な
っ
た
た
め
、
鵜
飼
を
召
し
て
そ
の
用
意
を
さ

せ
て
い
る
。
ま
た
、
た
ま
た
ま
小
鷹
狩
を
し
て
い
た

｢

野
に
と
ま
り
ぬ
る
君
達｣

は
、
獲
物
の
小
鳥
な
ど
を
苞
に
し
て
参
上
し
て
来
た
の
で
、
こ
れ
ら
を
酒
菜
に
し

て
宴
が
始
ま
っ
て
い
る
。
桂
の
院
に
は
、
鵜
飼
と
鷹
飼
が
い
た
こ
と
に
も
な
る
。

清
遊
先
で
の
宴
と
な
っ
た
の
で
、
盃
は
順
々
に
何
度
も
巡
っ
て
い
る
と
い
う
。

人
々
が
た
ま
た
ま

｢

会
合｣

し
て
の
宴
は
、
興
に
乗
り
、
作
文
や
大
御
遊
び
も
行

な
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
貴
族
社
会
に
見
ら
れ
る
宴
の
あ
り
方
で
あ
る
。

秋
の
月
が
高
く
さ
し
上
が
る
頃
、
さ
ら
に
宮
中
か
ら
殿
上
人
が
四
五
人
ほ
ど
連

れ
だ
っ
て
や
っ
て
来
た
。
冷
泉
帝
の
消
息
を
持
参
し
た
の
で
あ
る
。
清
涼
殿
で

｢

御
遊
び｣

が
あ
っ
た
折
、
冷
泉
帝
が
光
源
氏
の
不
参
を
気
に
し
て
殿
上
人
に
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
桂
に
逍
遥
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
わ
ざ
わ
ざ
異
例
の
消
息
を
届

け
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
消
息
中
の
歌
に
光
源
氏
が
返
歌
す
る
次

第
と
な
っ
て
い
く
。
な
お
、
こ
こ
の
月
が
十
五
夜
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
殿
上
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

｢

御
遊
び｣

は
、
十
五
夜
で
あ
っ
て
も
な
く
て

も
、
月
見
の
宴
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
な
ろ
う
。
月
の
美
し
い
夜
、
内
裏
で
は

｢

殿
上
の
遊
び｣

が
あ
り
、
桂
で
は

｢

大
御
遊
び｣

が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

冷
泉
帝
の
贈
歌
は
、
桂
で
の
逍
遥
を
羨
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の

｢

会
合｣

の
場
で
披
露
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、｢

会
合
の

歌｣

と
な
る
頭
中
将
歌
は
、
冷
泉
帝
の
歌
句
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え

よ
う
。

冷
泉
帝
の
贈
歌
は
、｢

月
の
す
む
川

(

桂
川)｣

の

｢

遠

(

向
こ
う)｣

の
桂
の

里
に
い
る
の
な
ら
ば
、｢

桂
の
影

(

月
光)｣

は
、
の
ど
か
に
澄
ん
で
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
と
し
て
い
る
。｢

月｣

に
よ
っ
て

｢

桂
川｣

を
言
い
、｢

桂｣

に
よ
っ
て

｢

月｣
を
言
う
と
い
う
当
意
即
妙
の
歌
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
措
辞
で
も
っ

て
清
涼
殿
に
光
源
氏
が
不
参
な
の
を
残
念
に
思
い
つ
つ
、
羨
ん
で
い
る
こ
と
に
な

る
。
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冷
泉
帝
の
真
意
を
理
解
し
た
光
源
氏
は
、
月
の
光
に
近
い
と
い
う
桂
の
里
は
名

ば
か
り
で
、
朝
夕
霧
の
晴
れ
間
も
な
い
山
里
で
す
と
詠
ん
で
い
る
。
実
際
は
、
月

が
澄
み
昇
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
冷
泉
帝
の
心
情
を
は
ば
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
冷
泉
帝
が
桂
の

｢

里｣

を
、｢

澄
む｣

｢

遠｣

と
し
た
の
に
対
し
て
、｢

晴

れ
ぬ｣

｢
近
き｣

と
し
て
返
し
た
こ
と
に
な
る
。
真
意
は
、
冷
泉
帝
の
ご
威
光
・

ご
光
臨
が
な
い
か
ぎ
り
、
月
は
澄
み
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ

の
意
を
草
子
地
が

｢

行
幸
待
ち
き
こ
え
た
ま
ふ
心
ば
へ
な
る
べ
し｣

と
掬
い
取
っ

て
い
る
。

冷
泉
帝
の
歌
の
構
文
は
、
次
の
伊
勢
の
歌
に
拠
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
光
源
氏
の

返
歌
も
引
歌
に
し
て
い
た
。
三
歌
を
併
記
す
る
。

・
月
の
す
む
川
の
を
ち
な
る
里
な
れ
ば
桂
の
影
は
の
ど
け
か
る
ら
む

(

冷
泉
帝

歌)

桂
に
侍
り
け
る
時
に
、
七
条
の
中
宮

(

温
子)

の
訪と

は
せ
た
ま
へ
り
け

る
御
返
事
に
奉
れ
り
け
る

・
久
方
の
中
に
生
ひ
た
る
里
な
れ
ば
光
を
の
み
ぞ
頼
む
べ
ら
な
る

(

古
今
・
雑

下
・
九
六
八
・
伊
勢)

・
久
方
の
光
に
近
き
名
の
み
し
て
朝
夕
霧
も
晴
れ
ぬ
山
里

(

光
源
氏
歌)

前
二
者
は
、
第
三
句
が
い
ず
れ
も

｢

里
な
れ
ば｣

で
共
通
し
て
い
る
。
上
の
句

が
似
た
内
容
の
条
件
句
と
な
っ
て
お
り
、
下
の
句
は
そ
れ
を
受
け
て

｢

の
ど
け
し｣

や

｢

頼
む｣

が
導
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
伊
勢
歌
の

｢

頼
む｣
を
冷
泉
帝
歌
で

は

｢

の
ど
け
し｣

に
変
換
し
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
光
源
氏
の
歌
の

｢

久
か
た
の
光｣

も
こ
の
伊
勢
歌
に
拠
っ
て
い
た
。
作

者
が
伊
勢
を
引
歌
に
し
た
の
か
、
冷
泉
帝
が
そ
う
し
た
の
か
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
伊
勢
歌
が
軸
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
光
源
氏
は
明
確
に
引

歌
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
伊
勢
歌
の
一
句

｢

中
に
生
ひ
た
る｣

を

口
ず
さ
ん
で
い
る
。

伊
勢
歌
を
背
景
に
置
く
こ
と
で
、
月
の
名
所
と
し
て
の
桂
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
桂
を
冷
泉
帝
は
羨
ま
し
が
っ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
月
に
お
い

て
光
源
氏
の
い
る
桂
の
院
が
優
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、｢

御

遊
び｣

に
お
い
て
も
桂
の
院
が
優
位
で
あ
っ
た
。
冷
泉
帝
の
歌
に
続
く
地
の
文
は
、

｢

上
の
御
遊
び
よ
り
も
、
な
ほ
所
が
ら
の
す
ご
さ
添
へ
た
る
物
の
音
を
め
で
て
、

ま
た
酔
ひ
加
は
り
ぬ｣

と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
の

｢

す
ご
さ｣

は
、｢

冷
え
冷
え

と
心
に
し
み
る
感
じ｣

(

新
全
集)

、｢

さ
び
し
さ｣

(

新
大
系)

な
ど
と
す
る
よ
り

も
、｢

ひ
と
し
お
心
に
し
み
入
る｣

(

集
成)

と
解
し
た
ほ
う
が
い
い
で
あ
ろ
う
。

殿
上
の
遊
び
よ
り
も
、
桂
の
院
の
そ
れ
の
ほ
う
が
、
す
ば
ら
し
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、｢

月｣

と

｢

御
遊
び｣

に
お
い
て
、
清
涼
殿
と
桂
の
院
が
対
比
さ
れ
、

後
者
の
優
位
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

｢

月｣

は
、
さ
ら

に
須
磨
・
明
石
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。

伊
勢
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
光
源
氏
は
、｢

淡
路
島｣

と

｢

躬
恒
が
所
か
ら
か｣

と

詠
ん
だ
歌
を
想
起
し
て
い
る
。
か
つ
て
光
源
氏
は
明
石
の
地
で
、
淡
路
島
を
見
な

が
ら
躬
恒
歌

｢

淡
路
に
て
あ
は
と
遥
か
に
見
し
月
の
近
き
今
宵
は
所
か
ら
か
も｣

の
一
句
を
口
ず
さ
ん
で
、
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
た
。

た
だ
目
の
前
に
見
や
ら
る
る
は
、
淡
路
島
な
り
け
り
。｢

あ
は
と
遥
か
に｣

な
ど
の
た
ま
ひ
て
、

あ
は
と
見
る
淡
路
の
島
の
あ
は
れ
さ
へ
残
る
く
ま
な
く
澄
め
る
夜
の
月

(

明
石
巻
・
二
三
九
頁)

光
源
氏
が

｢

淡
路
島｣

と

｢

躬
恒｣

の
歌
を
想
起
し
た
の
は
、
こ
の

｢

明
石｣

巻
の
こ
と
に
な
る
。
明
石
で
は
躬
恒
歌
の

｢

あ
は
と
遥
か
に｣

を
口
ず
さ
ん
だ
が
、

桂
で
は
同
一
歌
の
他
の
一
句

｢

所
か
ら
か｣

に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
わ
ざ
と
変

え
た
の
で
あ
ろ
う
。
桂
の
月
を
詠
み
込
ん
だ
冷
泉
帝
と
光
源
氏
の
歌
は
、
そ
う
な

る
の
が
必
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
須
磨
・
明
石
で
見
た
月
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
一
方
で
冷
泉
帝
の

｢

殿
上
の
御
遊
び｣

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
先
に
見
た

｢

須
磨｣

巻
の
十
五
夜
で
懐
古
さ
れ
て
い
た
。
月
は
主
題
性
を

持
っ
て
須
磨
・
明
石
の
流
離
と
連
関
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
連
関
は
、

｢

会
合
の
歌｣

で
も
継
続
さ
れ
て
い
く
。

流
離
の
時
代
を
想
起
し
た
光
源
氏
は
、
さ
ら
に
詠
歌
に
及
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
扈
従
し
た
人
々
が
応
答
・
応
和
し
て
、
こ
こ
も

｢

応
制
の
歌｣

に
な
る
か

の
よ
う
に

｢

会
合
の
歌｣

と
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
、
こ
の

｢

会
合
の
歌｣

の

源
氏
物
語

｢

会
合
の
歌｣

の
意
義
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｢

後
二
者
の
歌
は
応
製
詩
に
近
い
表
情
を
も
た
せ
ら
れ
て
い
る

(

５)｣

と
の
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、｢

賢
木｣

巻
と
同
じ
よ
う
に

｢

心
々
に
あ
ま
た
あ
め
れ
ど
、

う
る
さ
く
て
な
む｣

と
の
草
子
地
が
あ
り
、
他
に
も
扈
従
し
た
人
の
歌
が
多
く
詠

ま
れ
た

｢

会
合
の
歌｣

で
あ
る
こ
と
も
提
示
し
て
い
る
。

光
源
氏
の
歌
は
、
月
日
が

｢

め
ぐ
り
来
て｣

、
今
は
手
に
取
る
ば
か
り
は
っ
き

り
見
え
る
月
と
、
か
つ
て
明
石
の
浦
で
淡
路
島
の

｢

あ
は｣

と
霞
ん
で
見
え
た
月

と
は
同
じ
で
あ
ろ
う
か
と
詠
ん
で
い
る
。｢

さ
や
け
き｣

と
見
え
る
の
は
、
京
に

復
権
し
、
栄
華
の
階
梯
を
昇
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
流
離
の
時
代
と
今
を
対
比

さ
せ
る
の
で
あ
り
、｢
め
ぐ
り
来
て｣

と
の
措
辞
は
、｢

須
磨｣

巻
の

｢

会
合
の
歌｣

に
続
い
て
詠
ま
れ
た

｢
見
る
ほ
ど
ぞ
し
ば
し
慰
む
め
ぐ
り
あ
は
ん
月
の
都
は
遥
か

な
れ
ど
も｣

と
使
用
さ
れ
て
い
た
。｢

須
磨｣

巻
と

｢

松
風｣

巻
の
二
組
の

｢

会

合
の
歌｣

に
、
呼
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
歌
に
応
じ
て
、
こ
の
巻
だ
け
の
登
場
と
な
る
頭
中
将
の
歌

｢

う
き
雲

に
し
ば
し
ま
が
ひ
し
月
影
の
す
み
は
つ
る
よ
ぞ
の
ど
け
か
る
べ
き｣

も
、
そ
の
対

比
を
詠
ん
で
い
る
。｢

う
き｣

は
掛
詞
と
な
り
、｢
憂
き
雲
に
し
ば
し
ま
が
ひ
し
月

影｣

に
苦
難
の
流
離
の
時
代
を
過
ご
し
た
光
源
氏
に
よ
そ
え
、
復
権
し
て
京
に

｢

住
む｣

今
は
、
澄
み
き
っ
て
お
り
、
世
の
中
も
泰
平
で
あ
り
ま
す
と
し
て
い
る
。

｢

憂
き
雲
に
し
ば
し
ま
が
ひ
し
月
影｣

に
は
、
右
大
臣
・
弘
�
殿
一
派
専
横
の
時

代
を
暗
示
さ
せ
る
働
き
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
光
源
氏
流
離
を
も
た
ら
し
た
元
凶
で

あ
っ
た
。
ま
た
一
方
で
、
冷
泉
帝
歌
の
結
句

｢

の
ど
け
か
る
ら
む｣
も
受
け
て
お

り
、
あ
た
か
も
、
冷
泉
帝
歌
に
応
制
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
冷
泉
帝
歌
は
、

光
源
氏
の
返
歌
と
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、｢

会
合
の
歌｣

に
も
か
か
わ
っ
て
い

る
。
特
異
な
歌
の
配
置
と
言
え
よ
う
。

頭
中
将
に
続
い
て
、
同
じ
く
こ
の
巻
だ
け
に
登
場
す
る
左
大
弁
は

｢

雲
の
上
の

す
み
か
を
捨
て
て
夜
半
の
月
い
づ
れ
の
谷
に
影
隠
し
け
む｣

と
詠
ん
で
い
た
。
こ

こ
の

｢

夜
半
の
月｣

は
桐
壺
院
を
指
し
、｢

影
隠
し｣

に
そ
の
崩
御
を
よ
そ
え
つ

つ
、
頭
中
将
の

｢

憂
き
雲
に
し
ば
し
ま
が
ひ
し
月
影｣

と
同
じ
よ
う
に
、
右
大
臣
・

弘
�
殿
一
派
専
横
の
時
代
を
ひ
そ
め
て
い
よ
う
。
今
の
時
代
を
直
接
詠
み
込
ん
で

は
い
な
い
が
、
桐
壺
院
崩
御
を
言
う
こ
と
で
、
前
二
者
と
同
じ
よ
う
な
対
比
を
暗

に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
冷
泉
帝
と
光
源
氏
の
共
通
の
祖
と
し
て
桐
壺
院
を
回
顧

す
る
こ
と
に
な
る
。

桂
の
院
で
の
贈
答
歌
と

｢

会
合
の
歌｣

は
、
そ
の
地
名
と
時
節
に
触
発
さ
れ
る

か
の
よ
う
に

｢

月｣
｢

月
影｣

へ
の
志
向
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の

｢

月｣

と
は
何

で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

｢

皇
統｣

や

｢

皇
統
の

威
光｣

を
暗
示
し
て
い
る

(

６)

。
こ
の
皇
統
は
桐
壺
院
を
祖
と
す
る
一
統
で
あ
る
。
光

源
氏
が
そ
の
皇
統
に
連
な
る
も
の
と
し
て
定
位
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
桂
の
院
の
宴
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

あ
た
か
も
天
皇
の
行
幸
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
鵜
飼
と
鷹
飼
が
奉
仕
し
て
い
る
。

ま
た
、
宴
は

｢

大
御
遊
び｣

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
語
は
、｢

少
女｣

巻
の
六
条

院
行
幸
に
際
し
て
用
例
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。｢

大
御｣

は

｢

神
ま
た
は

天
皇
の
事
物
に
冠
す
る
尊
敬
の
接
頭
語
ミ
の
上
に
美
称
の
接
頭
語
オ
ホ
を
加
え
た
、

最
大
級
の
尊
敬
の
意
を
表
す｣

(『

岩
波
古
語
辞
典』)

と
説
か
れ
、｢

天
皇
に
関
す

る
最
高
の
敬
意
を
表
す
も
の｣

と
敷
衍
す
る
見
解

(

７)

も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を

受
け
れ
ば
、｢

大
御
遊
び｣

は
天
皇
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、｢

会

合
の
歌｣

で
は
、
頭
中
将
と
左
大
弁
が
詠
歌
し
て
い
た
。
折
し
も
清
涼
殿
で

｢

御

遊
び｣

が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
こ
の
二
人
は
清
涼
殿
に

い
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
皇
直
属
の
近
臣
が
頭
中
将
ま
た
は
頭
弁
と
な
ろ

う
。
ま
た
、
左
大
弁
は
弁
官
の
第
一
と
な
り
、
政
務
の
中
心
と
な
る
有
識
者
で
あ

る
。
そ
れ
な
の
に
今
は
桂
の
院
で
光
源
氏
に
奉
仕
し
て
い
る
。
頭
中
将
は
皇
統
の

威
光
の
意
と
も
な
る

｢

月
影｣

に
光
源
氏
を
よ
そ
え
て
も
い
た
。

こ
の
一
方
、
清
涼
殿
の

｢

御
遊
び｣

よ
り
も
、
桂
の
院
で
の
そ
れ
の
ほ
う
が
、

優
っ
て
い
る
と
も
さ
れ
て
い
た
。
冷
泉
帝
は
ま
だ
光
源
氏
が
実
父
と
は
知
ら
な
い

が
、
あ
た
か
も
父
院
で
あ
る
か
の
よ
う
に
待
遇
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
た
と

え
て
言
う
な
ら
ば
、｢

松
風｣

巻
は
二
所
朝
廷
が
現
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
冷
泉
王
朝
を
全
面
的
に
支
え
て
維
持
す
る
光
源
氏
の
上
皇
と
し
て

の
あ
り
よ
う
、
あ
る
い
は
、
王
者
性
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
須
磨
流
離
の
苦

難
を
乗
り
越
え
て
、
光
源
氏
は
冷
泉
帝
に
優
る
巨
大
な
王
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
語
る
の
が
、
桂
の
院
の
宴
で
あ
り
、
そ
こ
で
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の

｢

会
合
の
歌｣

な
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
一
八
組
あ
る

『

源
氏
物
語』

の

｢

唱
和
歌｣

を

｢

会
合
の
歌｣

と
し
て

把
握
し
、
最
初
の
五
組
を
検
討
し
て
み
た
。
こ
れ
ら
は

｢

若
紫｣

巻
の
北
山
で
詠

ま
れ
た

｢

会
合
の
歌｣

が
起
点
と
な
り
、
須
磨
流
離
を
軸
に
し
て
互
い
に
連
関
し

て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
み
た
。
こ
れ
ら
の

｢

会
合｣

は
、
公
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
場
で
歌
が
詠
ま
れ
る
場
合
は
、
物
語
の
大
き
な
流
れ
に
沿
う
内
容
が
詠

ま
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
須
磨
流
離
は
物
語
第
一
部
前
半
を
形
成
す
る
最
も
大

き
な
主
題
で
あ
っ
た
。
五
組
の

｢

会
合
の
歌｣

の
検
討
か
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
も

思
わ
れ
る
が
、
残
さ
れ
た
用
例
を
み
る
こ
と
で
さ
ら
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

従
来
の

｢

唱
和
歌｣

規
定
か
ら
、
ど
れ
だ
け
離
反
で
き
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、

残
さ
れ
た

｢

会
合
の
歌｣

の
検
討
を
期
し
た
い
。

注

(

1)

小
町
谷
照
彦

｢

唱
和
歌
の
表
現
性｣
(『

源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現』

東
大
出
版

会
、
一
九
八
四
年
八
月)

(

2)

拙
稿

｢

紫
の
上
求
婚
譚｣
(『

紫
の
上
造
型
論』

新
典
社
、
一
九
八
八
年
六
月)

(

3)

河
添
房
江

｢

北
山
の
光
源
氏｣

(『

源
氏
物
語
表
現
史』

�
林
書
房
、
一
九
九
八
年

三
月)

(

4)

注(

1)

に
同
じ
。

(

5)

高
田
祐
彦

｢

光
源
氏
の
復
活

松
風
巻
か
ら
の
視
点

｣
(『

源
氏
物
語
の
文

学
史』

東
大
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
九
月)

。
こ
の
論
か
ら
は
多
大
な
示
唆
を
受
け
、

結
論
的
な
と
こ
ろ
で
重
な
る
点
が
あ
る
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
い
。

(

6)

注(

5)

に
同
じ
。

(

7)

竹
田
誠
子

｢

松
風
巻
行
幸
要
請
に
つ
い
て
の
一
考
察｣

(『

物
語
文
学
論
究』

8
、

一
九
八
三
年
一
二
月)

源
氏
物
語

｢

会
合
の
歌｣

の
意
義
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