
｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

︱
︱
『
源
氏
物
語
﹄
を
中
心
に
︱
︱

河

村

裕

美

【要
旨
︼﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
に
つ
い
て

再
検
討
を
行
っ
た
結
果
︑﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
男
女
間
の
問
題
を
超
え
た
義

父
の
視
点
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
︑﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
受
け
た
女

性
心
理
は
一
切
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て

﹁
夜
離
れ
﹂
は
︑
男
女
の
視
点
で
の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
を
巡
る

男
女
を
悲
し
ま
せ
て
い
る
︒

自
分
の
元
か
ら
他
の
女
性
の
元
へ
男
が
通
っ
て
い
く
際
に
は
﹁
夜
離

れ
﹂
が
用
い
ら
れ
︑﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の

た
め
﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
使
用
か
ら
男
の
深
い
愛
情
を
読
み
取
る
こ
と
は
で

き
な
い
︒
こ
こ
に
﹁
夜
離
れ
﹂
と
﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
用
法
の
違
い
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
紫
の
上
に
お
い
て
は
﹁
自
信
﹂
が
︑
六
条
御
息

所
に
お
い
て
は
﹁
自
尊
心
﹂
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ

が
れ
﹂
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
に
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
認
め
ら
れ
る
︒
だ

か
ら
こ
そ
物
語
で
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
た
場
合
︑
そ

こ
か
ら
女
性
心
理
や
人
物
造
型
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

は
じ
め
に

先
に
︑
a
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹁
夜
離
れ
﹂
考

︱
︱
紫
の
上
の
人
物
造
型

と
し
て
︱
︱
﹂︑
b
﹁﹁
夜
離
れ
﹂
の
再
検
討

︱
︱
八
代
集
を
中
心
に

︱
︱
﹂︑
c
﹁
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

︱
︱
藤
原
道
綱
母

を
中
心
に
︱
︱
﹂
と
い
う
題
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
や
八
代
集
︑﹃
蜻
蛉
日

記
﹄
を
中
心
に
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ

る(1
)

︒
か
つ
て
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
︑
離
婚
語
と
さ
れ
て
い
た
︒

五
七



そ
れ
に
対
し
て
私
見
で
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
は
︑

﹁
愛
さ
れ
る
が
ゆ
え
の
夜
離
れ
﹂
と
い
う
特
殊
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
論
じ
た
︒
次
に
八
代
集
に
お
い
て
は
︑
同
じ
﹁
夜
離
れ
﹂
で

あ
っ
て
も
︑
詞
書
と
和
歌
︑
作
者
の
性
別
に
よ
っ
て
﹁
夜
離
れ
﹂
に
込
め

る
想
い
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
さ
ら
に
﹃
後
拾
遺
和

歌
集
﹄
の
詞
書
と
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
地
の
文
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
︑

﹁
夜
離
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
た
場
合
︑﹁
歌
徳
説
話
的
構
成
﹂
と
な
っ
て
い
る

の
に
対
し
︑﹁
か
れ
が
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
た
場
合
は
和
歌
で
兼
家
の
愛
情

を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
論
じ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
ど
の
作
品
を
資
料
と
し
て
分
析
す
る
か
に
よ
っ
て
︑

﹁
夜
離
れ
﹂
は
意
味
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑

﹁
か
れ
が
れ
﹂
と
併
せ
て
再
度
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
︒

一
︑
｢か
れ
が
れ
﹂
考

︱
︱
登
場
人
物
の
視
点
を
通
し
て
︱
︱

『源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
八
例
︑﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
五

例
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
物
語
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
用
例
の
見
ら

れ
な
い
﹁
夜
離
れ
﹂
と
﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
︑
作
者
が
積
極
的
に
用
い
て
い

る
︑
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
先
の
論
文
a
で
は
﹃
源
氏
物
語
﹄

の
﹁
夜
離
れ
﹂
に
関
し
て
は
紫
の
上
の
人
物
造
型
を
中
心
に
論
じ
た
が
︑

﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
紫
の
上
に
対
し
て
一
例
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒

｢夜
離
れ
﹂
が
﹁
愛
さ
れ
る
が
ゆ
え
の
夜
離
れ
﹂
と
し
て
用
い
ら
れ
た

の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
﹁
か
れ
が
れ
﹂
も
当
然
︑
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
章
で
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

に
お
け
る
﹁
か
れ
が
れ
﹂
に
つ
い
て
以
下
︑
考
察
を
行
い
た
い
︒

ま
ず
︑
﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
用
例
数
と
用
い
ら
れ
て
い
る
巻
は
︑﹁
帚
木

巻
﹂﹁
夕
顔
巻
﹂
﹁
葵
巻
﹂
が
各
一
例
︑
﹁
賢
木
巻
﹂
が
二
例(2

)

で
あ
り
︑
そ

の
用
例
が
以
下
四
例
で
あ
る(3

)

︒

1
︑
一
日
二
日
も
見
え
た
ま
は
ず
︑
離
れ
離
れ
に
お
は
せ
し
を
だ
に
飽

か
ず
胸
い
た
く
思
ひ
は
べ
り
し
を
︑
朝
夕
の
光
失
ひ
て
は
い
か
で

か
永
ら
ふ
べ
か
ら
ん
︒

(葵
巻

六
六
頁
)

2
︑
か
の
四
の
君
を
も
︑
な
ほ
離
れ
離
れ
に
う
ち
通
ひ
つ
つ
︑
め
ざ
ま

し
う
も
て
な
さ
れ
た
れ
ば
︑
心
と
け
た
る
御
婿
の
中
に
も
入
れ
た

ま
は
ず
︒

(賢
木
巻

一
三
九
頁
)

3
︑
こ
の
人
亡
せ
て
後
︑
い
か
が
は
せ
む
︑
あ
は
れ
な
が
ら
も
過
ぎ
ぬ

る
は
か
ひ
な
く
て
︑
し
ば
し
ば
ま
か
り
馴
る
る
に
は
す
こ
し
ま
ば

ゆ
く
︑
艶
に
好
ま
し
き
こ
と
は
目
に
つ
か
ぬ
と
こ
ろ
あ
る
に
︑
う

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

五
八



ち
頼
む
べ
く
は
見
え
ず
︑
か
れ
が
れ
に
の
み
見
せ
は
べ
る
ほ
ど
に
︑

忍
び
て
心
か
は
せ
る
人
ぞ
あ
り
け
ら
し
︒

(帚
木
巻

七
七
頁
)

4
︑
気
色
ば
み
て
︑
ふ
と
背
き
隠
る
べ
き
心
ざ
ま
な
ど
は
な
け
れ
ば
︑

か
れ
が
れ
に
と
絶
え
お
か
む
お
り
こ
そ
は
︑
さ
や
う
に
思
ひ
変
る

こ
と
も
あ
ら
め
︑
心
な
が
ら
も
︑
す
こ
し
移
ろ
ふ
こ
と
も
あ
ら
む

こ
そ
あ
は
れ
な
る
べ
け
れ
と
さ
へ
思
し
け
り
︒(夕

顔
巻

一
五
五
頁
)

｢か
れ
が
れ
﹂
と
な
る
行
為
を
し
た
男
︑
受
け
た
女
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
は
︑
源
氏
↓
葵
の
上

(用
例
1
)︑
三
位
中
将
↓
右
大
臣
家
四
の

君

(用
例
2
)

左
馬
頭
↓
女

(用
例
3
)︑
源
氏
↓
夕
顔

(用
例
4
)

で

あ
る
︒

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
︑
用
例
1
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
源
氏
の
葵
の

上
︑
延
い
て
は
左
大
臣
家
へ
の
訪
れ
が
﹁
か
れ
が
れ
﹂
と
な
っ
て
い
た
こ

と
を
︑
葵
の
上
亡
き
後
に
左
大
臣
が
回
想
し
て
い
る
︒﹁
夜
離
れ
﹂
は
全

て
地
の
文
で
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
の
︑
こ
の
用
例
は
会
話
文
の
中
で
用

い
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
は
葵
の
上
と
源
氏
の
関
係
を
左
大
臣
が
女

性
側
の
父
親
︑
義
父
と
し
て
の
立
場
か
ら
不
満
を
持
ち
︑﹁
か
れ
が
れ
﹂

を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
葵
の
上
は
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
た
め
︑
他
の

ど
の
女
性
よ
り
も
多
く
通
っ
て
い
く
こ
と
が
当
然
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
で

き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
左
大
臣
は
源
氏
の
﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
嘆
い

て
い
る
の
で
あ
る
︒
八
代
集
の
詞
書
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂
は
男
が
女
に

対
し
て
︑
言
葉
や
状
況
面
で
﹁
期
待
﹂
を
さ
せ
た
と
き
に
用
い
ら
れ
る
表

現
で
あ
っ
た
︒
用
例
1
も
同
様
に
﹁
期
待
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
上
し

て
く
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
も
左
大
臣
は
葵
の
上
の
正

妻
と
い
う
立
場
か
ら
﹁
期
待
﹂
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
女

性
で
あ
る
葵
の
上
の
立
場
や
心
理
は
一
切
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
れ

は
﹁
夜
離
れ
﹂
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

用
例
2
で
は
︑
そ
の
後
の
﹁
心
と
け
た
る
御
婿
の
中
に
も
入
れ
た
ま
は

ず
︒﹂
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
︒
こ
の
用
例
は
夫
と
し
て
の
三
位
中

将
で
は
な
く
︑
婿
と
し
て
の
三
位
中
将
に
向
け
て
右
大
臣
が
用
い
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
用
例
1
と
同
様
︑
義
父
の
視
点
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
な

の
で
あ
る
︒﹁
夜
離
れ
﹂
の
用
例
は
全
て
が
女
の
元
に
通
っ
て
来
る
男
に

焦
点
を
当
て
て
い
た
︒
そ
う
な
る
と
︑
こ
れ
ら
﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
用
例
は

単
に
男
と
女
だ
け
の
問
題
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
源
氏
と

葵
の
上
︑
三
位
中
将
と
右
大
臣
家
四
の
君
は
双
方
政
略
結
婚
で
あ
り
︑
そ

こ
に
恋
愛
感
情
は
な
い
︒
ま
た
︑
左
大
臣
家
と
右
大
臣
家
は
対
比
的
に
描

か
れ
て
お
り
︑
政
治
的
問
題
も
絡
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
葵
の

上
と
右
大
臣
家
四
の
君
は
ど
ち
ら
も
正
妻
で
は
あ
る
も
の
の
︑
愛
さ
れ
る

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

五
九



が
ゆ
え
に
用
い
ら
れ
て
い
た
﹁
夜
離
れ
﹂
と
同
種
の
表
現
と
し
て
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
用
例
1
︑
2
は
︑﹁
夜
離
れ
﹂
を
受
け
た
当
事

者
の
表
現
で
は
な
い
の
で
︑
婿
と
し
て
の
務
め
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と

に
対
す
る
批
難
の
意
味
合
い
が
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(離
婚
と
無

縁
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
)︒

次
に
用
例
3
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
雨
夜
の
品
定
め
に
お
い
て
︑
左
馬
頭

が
自
身
の
体
験
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
れ
も
用
例
1
と
同
様
︑

会
話
文
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
過
去
を
回
想
し
︑
自
身
の
行
動
を

﹁
か
れ
が
れ
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
用
例
は
唯
一
自
身
の
行
動
を
﹁
か
れ

が
れ
﹂
と
し
て
お
り
︑
他
の
用
例
と
の
違
い
が
見
ら
れ
る
︒

最
後
に
︑
用
例
4
で
あ
る
︒
用
例
4
に
お
い
て
︑
源
氏
は
夕
顔
に
執
心

し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
︑
そ
れ
が
起
こ
る
こ
と
を
仮

定
し
て
い
る
源
氏
の
心
内
文
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
用
例
1
︑
3
同

様
︑
地
の
文
で
用
い
ら
れ
て
い
な
い
用
例
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒﹃
源

氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
四
例
中
︑
三
例
が
会
話
文
と
心
内

文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
対
し
て
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
全
て
地
の
文
で
用
い

ら
れ
て
お
り
︑
全
て
作
者
の
視
点
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま

た
︑
用
例
1
は
﹁
お
は
せ
し
﹂︑
用
例
2
は
﹁
う
ち
通
ひ
つ
つ
﹂︑
用
例
3

は
﹁
見
せ
は
べ
る
﹂
と
そ
の
後
に
あ
る
も
の
の
︑
用
例
4
は
︑﹁
と
絶
え

お
か
む
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
用
例
4
以
外
は
通
い
が
﹁
か
れ

が
れ
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
用
例
4
は
途
絶
え
が
﹁
か
れ
が
れ
﹂
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
意
味
が
反
対
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

｢か
れ
が
れ
﹂
も
﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
に
よ
る
と
︑
一
義
的
意
味
は

﹁
人
の
行
き
来
や
歌
の
や
り
と
り
が
絶
え
間
が
ち
で
あ
る
さ
ま
︒
こ
と
に
︑

男
女
の
間
柄
が
疎
く
な
っ
て
い
る
さ
ま
︒
男
の
通
う
の
が
と
だ
え
が
ち
で

あ
る
さ
ま
︒
﹂
で
あ
る(4

)

︒
通
常
な
ら
ば
︑
男
女
間
の
問
題
を
描
く
は
ず
で

あ
り
︑
用
例
1
か
ら
4
も
表
面
的
に
見
る
と
男
女
間
の
問
題
を
描
い
て
い

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
も
し
男
女
間
の
問
題
の
み

に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
﹁
夜
離
れ
﹂
同
様
︑
女
性
心
理
を
描

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
作
者
が
﹃
源
氏
物
語
﹄

に
お
い
て
描
い
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
も
は
や
﹁
か
れ
が
れ
﹂

は
男
女
間
と
は
別
の
表
現
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
や
は
り
︑﹁
夜
離

れ
﹂
と
﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
同
義
の
表
現
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ

う
だ
︒
次
章
で
は
︑
前
稿
a
で
扱
っ
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離

れ
﹂
の
全
八
例
を
再
度
検
討
し
︑
考
察
を
行
い
た
い
︒

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

六
〇



二
︑
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
男
女
の
悲
嘆

︱
︱
｢夜
離
れ
﹂
の
新
考
察
︱
︱

『源
氏
物
語
﹄
正
編
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
の
用
例
は
︑

5
︑
女
は
︑
い
と
も
の
を
あ
ま
り
な
る
ま
で
思
し
し
め
た
る
御
心
ざ
ま

に
て
︑
齢
の
ほ
ど
も
似
げ
な
く
︑
人
の
漏
り
聞
か
む
に
︑
い
と
ど

か
く
つ
ら
き
御
夜
離
れ
の
寝
ざ
め
寝
ざ
め
︑
思
し
し
を
る
る
こ
と

い
と
さ
ま
ざ
ま
な
り
︒

(夕
顔
巻

一
四
七
頁
)

6
︑
そ
の
こ
ろ
は
夜
離
れ
な
く
語
ら
ひ
た
ま
ふ
︒

(明
石
巻

二
六
三
頁
)

7
︑
二
条
院
に
夜
離
れ
重
ね
た
ま
ふ
を
︑
女
君
は
戯
れ
に
く
く
の
み
思

す
︒

(朝
顔
巻

四
八
八
頁
)

8
︑
尚
侍
の
君
︑
夜
離
れ
を
何
と
も
思
さ
れ
ぬ
に
︑
か
く
心
と
き
め
き

し
た
ま
へ
る
を
見
も
入
れ
た
ま
は
ね
ば
︑
御
返
り
な
し
︒
男
胸
つ

ぶ
れ
て
︑
思
ひ
暮
ら
し
た
ま
ふ
︒

(真
木
柱
巻

三
六
七
頁
)

9
︑
三
日
が
ほ
ど
は
︑
夜
離
れ
な
く
渡
り
た
ま
ふ
を
︑
年
ご
ろ
さ
も
な

ら
ひ
た
ま
は
ぬ
心
地
に
︑
忍
ぶ
れ
ど
な
ほ
も
の
あ
は
れ
な
り
︒

(若
菜
上
巻

六
三
頁
)

10
︑
そ
の
御
あ
つ
か
ひ
に
な
ん
︑
つ
れ
づ
れ
な
る
御
夜
離
れ
の
ほ
ど
も

慰
め
た
ま
ひ
け
る
︒

(
若
菜
下
巻

一
七
八
頁
)

で
あ
っ
た
︒

用
例
5
は
源
氏
と
六
条
御
息
所
に
関
す
る
﹁
夜
離
れ
﹂
で
あ
る
が
︑
こ

こ
で
は
源
氏
が
夕
顔
に
執
心
し
て
お
り
︑
六
条
御
息
所
へ
の
通
い
が
﹁
夜

離
れ
﹂
と
な
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒
源
氏
は
︑
六
条
御
息
所
の
元
に

﹁
夜
離
れ
﹂
と
な
っ
て
い
る
と
き
夕
顔
に
惑
溺
し
て
い
た
︒﹁
一
夫
多
妻

制
﹂
の
時
代
に
お
い
て
︑
源
氏
ほ
ど
の
身
分
の
男
が
一
人
の
女
の
み
を
愛

し
︑
通
い
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
︒
そ
う
な
る
と
︑﹁
夜
離
れ
﹂

は
別
の
女
の
存
在
が
浮
上
す
る
こ
と
で
問
題
と
な
る
表
現
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
紫
の
上
の
元
に
﹁
夜
離
れ
﹂

と
な
っ
て
い
た
と
き
︑
源
氏
に
は
朝
顔
の
君
や
女
三
宮
の
存
在
が
あ
っ
た
︒

ま
た
︑
鬚
黒
と
玉
蔓
が
﹁
夜
離
れ
﹂
と
な
っ
て
い
た
と
き
︑
鬚
黒
は
北
の

方
の
元
に
い
た
こ
と
か
ら
も
︑
﹁
夜
離
れ
﹂
は
や
は
り
︑
た
だ
自
分
の
元

に
通
っ
て
来
な
い
だ
け
で
は
な
く
︑
他
の
女
の
元
に
通
っ
て
い
る
こ
と
に

重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

源
氏
が
六
条
御
息
所
の
元
に
﹁
夜
離
れ
﹂
を
し
て
い
た
と
き
︑
正
妻
で

あ
る
葵
の
上
の
元
に
も
﹁
大
殿
に
は
絶
え
間
お
き
つ
つ
︑﹂
(
夕
顔
巻

一

四
六
頁
)

と
あ
る
よ
う
に
﹁
夜
離
れ
﹂
を
し
て
い
た
︒
六
条
御
息
所
が

﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
い
て
い
る
と
き
︑
葵
の
上
も
﹁
恨
め
し
く
の
み
思
ひ
き

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

六
一



こ
え
た
ま
へ
り
︒﹂
(夕
顔
巻

一
四
六
頁
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
夜
離

れ
﹂
を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
夜
離
れ
﹂

と
い
う
表
現
だ
け
を
見
る
と
︑
葵
の
上
は
源
氏
が
通
っ
て
来
な
い
状
況
を

﹁
夜
離
れ
﹂
と
認
識
し
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
を
嘆
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
文
学
作
品
で
あ
る
以
上
︑
表
現
だ
け
で
考
察
す

る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
状
況
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
葵
の
上
も
他
の
女

性
と
同
様
︑﹁
夜
離
れ
﹂
状
態
を
嘆
い
て
は
い
た
も
の
の
︑
正
妻
と
い
う

立
場
か
ら
源
氏
に
直
接
抗
議
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
道
綱
母
と
時
姫
に
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
立
場
に
よ
っ
て
﹁
夜
離
れ
﹂
の
持
つ
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
︒

用
例
6
は
︑
源
氏
が
京
へ
召
還
さ
れ
る
直
前
に
一
時
的
に
明
石
の
君
と

の
﹁
夜
離
れ
﹂
が
な
く
な
っ
た
場
面
で
あ
る
が
︑
明
石
の
君
に
と
っ
て
源

氏
が
﹁
夜
離
れ
﹂
な
く
通
う
の
は
こ
の
と
き
が
最
後
と
な
る
︒
源
氏
が
京

に
戻
り
︑
明
石
の
君
を
呼
び
寄
せ
て
も
︑
源
氏
が
明
石
の
元
に
﹁
夜
離

れ
﹂
な
く
通
う
こ
と
は
二
度
と
な
い
た
め
︑
明
石
の
君
に
と
っ
て
こ
の
と

き
は
人
生
最
後
の
思
い
出
と
な
る
︒
ま
た
︑
本
文
に
﹁
夜
離
れ
な
く
﹂
と

あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
は
︑
明
石
の
君
に
﹁
夜
離
れ
﹂
状
態
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
後
︑
明
石
の
君
は
懐
妊
す
る
の
で
あ
る
が
︑
こ

の
件
に
関
し
て
は
︑﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
﹄
(﹁
宿
木
巻

(
前

半
)﹂
)

の
鑑
賞
欄
に
︑

な
お
︑
明
石
の
君
の
例
は
﹁
夜
離
れ
な
く
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
に
続

い
て
懐
妊
の
記
事
が
見
え
︑
し
か
も
源
氏
が
都
に
召
還
さ
れ
る
折
で

あ
る
こ
と
か
ら
︑
中
の
君
の
懐
妊
・﹁
夜
離
れ
﹂
は
明
石
の
君
の
造

型
に
も
通
い
︑
深
刻
な
事
態
を
予
想
さ
せ
る
︒

(六
三
頁
)

と
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
夜
離
れ
﹂
と
懐
妊
の
関
係
に
必
然
性
を
求
め
る
こ

と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
︒
確
か
に
男
が
女
の
元
に
通
う
頻
度
が
多
け
れ

ば
多
い
ほ
ど
懐
妊
す
る
可
能
性
は
高
ま
る
だ
ろ
う
し
︑
全
く
通
わ
な
け
れ

ば
懐
妊
す
る
こ
と
は
な
い
︒
た
だ
源
氏
は
紫
の
上
の
側
に
最
も
居
た
の
に

も
関
わ
ら
ず
︑
紫
の
上
が
懐
妊
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
通
う
頻
度
は
少

な
く
て
も
懐
妊
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
し
︑
逆
に
毎
日
一
緒
に
い
て
も
懐

妊
す
る
と
は
限
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
通
う
頻
度
と
懐
妊
を
合
わ
せ
て
考
え

る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

次
に
︑
用
例
8
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
北
の
方
が
鬚
黒
の
大
将
に
灰
を
投

げ
か
け
て
︑
玉
鬘
の
も
と
に
通
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
面
で
あ
る
︒

﹁
夜
離
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
た
直
前
に
は
︑

｢心
さ
へ
空
に
み
だ
れ
し
雪
も
よ
に
ひ
と
り
冴
え
つ
る
か
た
し

き
の
袖

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

六
二



た
へ
が
た
く
こ
そ
﹂
と
白
き
薄
様
に
︑
つ
つ
や
か
に
書
い
た
ま
へ
れ

ど
︑
こ
と
に
を
か
し
き
と
こ
ろ
も
な
し
︒
手
は
い
と
き
よ
げ
な
り
︒

才
賢
く
な
ど
ぞ
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
︒

(真
木
柱
巻

三
六
七
頁
)

と
あ
る
︒
こ
の
和
歌
か
ら
︑
鬚
黒
が
玉
鬘
に
会
え
な
い
﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆

い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
は
鬚
黒
の
和
歌
に
関
し
て
地

の
文
で
は
何
の
評
価
も
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
筆
跡
な
ど
の
分
析
が
さ
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
玉
鬘
は
こ
の
鬚
黒
の
和
歌
に
返
歌
を
し
て
お

ら
ず
︑
鬚
黒
は
﹁
胸
つ
ぶ
れ
て
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
何
の
反
応
も
な
い
こ

と
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
鬚
黒
は
そ
れ
ま
で
北
の
方
と
同
居
し
て
お
り
︑
北
の
方
の
元
か

ら
玉
鬘
の
元
へ
と
通
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
他
の
用
例
と
く
ら
べ
用
例

8
は
異
色
な
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
他
の
﹁
夜
離
れ
﹂
の
用
例
は
︑

女
性
視
点
に
立
っ
た
﹁
夜
離
れ
﹂
で
あ
っ
た
︒
本
来
な
ら
ば
︑
こ
こ
で
も

﹁
夜
離
れ
﹂
を
受
け
て
い
る
玉
鬘
に
視
点
を
置
い
て
用
い
ら
れ
る
は
ず
で

あ
る
︒
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
︑
こ
こ
で
は
﹁
夜
離
れ
﹂
を
何
と
も
思
っ
て

い
な
い
玉
鬘
と
﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
く
鬚
黒
の
視
点
に
立
っ
て
用
い
ら
れ
て

い
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂
を
受
け
た
女
性
は
玉
鬘
以

外
全
員
︑﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
い
て
い
た
︒
し
か
し
︑
玉
鬘
は
何
と
も
思
わ

ず
に
︑
逆
に
鬚
黒
の
方
が
玉
鬘
に
会
え
な
い
﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
い
て
い
る

の
で
あ
る
︒
用
例
8
以
外
の
全
用
例
で
﹁
夜
離
れ
﹂
を
受
け
た
女
性
が
嘆

い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
作
者
は
や
は
り
︑
意
図
的
に
こ
こ
で
﹁
夜
離

れ
﹂
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
用
例
8
は

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
の
用
例
の
中
で
も
特
殊
な
用
い
ら

れ
方
を
し
て
い
る
︒
他
と
違
っ
て
用
い
ら
れ
た
﹁
夜
離
れ
﹂
で
あ
る
な
ら

ば
︑
作
者
が
こ
こ
で
﹁
夜
離
れ
﹂
を
用
い
た
意
図
を
く
み
取
ら
ね
ば
な
る

ま
い
︒

さ
て
︑
用
例
8
の
特
殊
性
は
次
に
あ
る
用
例
11
と
の
比
較
の
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
用
例
11
も
︑
男
側
の
視
点

に
立
っ
た
﹁
夜
離
れ
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
鬚
黒
と
玉
鬘
に
は
か
な
り
の

温
度
差
が
あ
る
の
に
対
し
︑
匂
宮
と
中
の
君
に
温
度
差
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑

鬚
黒
か
ら
玉
鬘
の
滑
稽
と
も
取
れ
る
﹁
夜
離
れ
﹂
が
匂
宮
と
中
の
君
の
愛

を
引
き
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
直
接
的
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
源
氏
も
﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
い
て
い

る(5
)

︒
源
氏
が
﹁
夜
離
れ
﹂
を
通
し
て
紫
の
上
へ
の
愛
情
や
素
晴
ら
し
さ
を

再
認
識
し
た
こ
と
は
前
稿
a
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
︒
そ
う
な
る
と
﹃
源

氏
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂
を
行
っ
た
男
は
全
員
﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆

い
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
八
代
集
の
詞
書
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂
は
︑
主

に
女
性
側
の
視
点
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討
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に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
は
男
女
双
方
の
視
点
に
立
っ
た
表
現
で
あ
る
︒
こ

れ
は
作
者
が
﹁
夜
離
れ
﹂
を
巡
る
男
女
の
悲
し
み
を
よ
り
効
果
的
に
表
現

す
る
た
め
に
︑
意
図
的
に
用
い
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
こ
の
玉
鬘
の
﹁
何
と
も
思
さ
れ
ぬ
に
﹂
と
い
う
感
情
か
ら
︑
女

三
宮
の
﹁
姫
宮
は
何
と
も
思
し
た
ら
ぬ
を
﹂
(若
菜
上
巻

八
六
頁
)

が
想

起
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
も
女
三
宮
は
源
氏
の
﹁
夜
離
れ
﹂
を
何
と
も
思
っ
て

い
な
い
の
に
対
し
︑﹁
御
後
見
ど
も
ぞ
や
す
か
ら
ず
聞
こ
え
け
る
︒﹂
(若

菜
上
巻

八
六
頁
)

と
あ
る
よ
う
に
女
房
な
ど
が
源
氏
の
﹁
夜
離
れ
﹂
を

嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
夜
離
れ
﹂
は
﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
よ
う
に
男
女

以
外
の
視
点
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
単
に
男
女
間
の
問
題
の

み
を
描
い
て
い
る
表
現
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
よ
り
分
か
る
︒
平

安
朝
に
お
い
て
結
婚
は
当
人
同
士
の
問
題
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
前
章
の

﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
検
討
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
︑
女
房
や
家
主
と
い
っ
た

家
の
問
題
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
平
安
朝
に
お
け

る
結
婚
は
時
に
当
人
の
気
持
ち
を
無
視
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ

れ
が
︑
用
例
8
に
お
け
る
﹁
尚
侍
の
君
︑
夜
離
れ
を
何
と
も
思
さ
れ
ぬ

に
﹂
と
い
う
記
述
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

最
後
に
︑
宇
治
十
帖
に
お
い
て
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
二
例
見
ら
れ
る
︒
そ

の
用
例
は
︑

11
︑
人
々
い
た
く
声
づ
く
り
も
よ
ほ
し
き
こ
ゆ
れ
ば
︑
京
に
お
は
し
ま

さ
む
ほ
ど
︑
は
し
た
な
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
と
︑
い
と
心
あ
わ
た
だ
し

げ
に
て
︑
心
よ
り
外
な
ら
む
夜
離
れ
を
か
へ
す
が
へ
す
の
た
ま
ふ
︒

(総
角
巻

二
八
三
︱
二
八
四
頁
)

12
︑
こ
こ
か
し
こ
の
御
夜
離
れ
な
ど
も
な
か
り
つ
る
を
︑
に
は
か
に
い

か
に
思
ひ
た
ま
は
ん
と
心
苦
し
き
紛
ら
は
し
に
︑

(宿
木
巻

三
八
六
頁
)

で
あ
る
が
︑
こ
の
用
例
は
ど
ち
ら
も
匂
宮
か
ら
中
の
君
に
対
す
る
﹁
夜
離

れ
﹂
で
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
の
全
用
例
の
八
例

中
三
例
が
紫
の
上
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
︑
中
の
君
に
は
二
例
用

い
ら
れ
て
い
る
︒

用
例
11
の
﹁
夜
離
れ
﹂
は
︑
結
婚
三
日
目
の
夜
半
に
匂
宮
が
中
の
君
の

も
と
に
通
っ
て
来
た
後
の
場
面
で
あ
る
︒
何
度
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑

新
婚
当
初
は
お
互
い
の
愛
を
育
む
期
間
で
も
あ
る
た
め
︑
通
常
は
﹁
夜
離

れ
﹂
と
な
ら
な
い
短
期
間
の
別
れ
で
も
﹁
夜
離
れ
﹂
と
な
る
︒
し
か
も
︑

こ
こ
は
結
婚
三
日
目
の
夜
で
あ
り
︑
宇
治
で
は
女
房
な
ど
も
匂
宮
の
訪
れ

を
心
待
ち
に
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
匂
宮
の
到
着
は
遅
れ
︑
宇
治
に
到
着

し
た
の
は
夜
半
で
あ
っ
た
︒
こ
の
後
匂
宮
と
中
の
君
は
︑﹁
中
絶
え
む
も

の
な
ら
な
く
に
橋
姫
の
か
た
し
く
袖
や
夜
半
に
ぬ
ら
さ
ん
﹂
(二
八
四

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

六
四



頁
)・﹁
絶
え
せ
じ
の
わ
が
た
の
み
に
や
宇
治
橋
の
は
る
け
き
中
を
待
ち
わ

た
る
べ
き
﹂
(二
八
四
頁
)

と
い
う
和
歌
を
詠
み
合
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ

こ
で
の
﹁
夜
離
れ
﹂
は
匂
宮
︑
つ
ま
り
男
が
感
じ
て
い
る
﹁
夜
離
れ
﹂
で

あ
る
︒
先
述
し
た
通
り
︑
こ
れ
は
用
例
8
と
酷
似
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑

玉
鬘
は
髭
黒
の
﹁
夜
離
れ
﹂
を
何
と
も
思
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
︑
中

の
君
は
﹁
絶
え
せ
じ
の
﹂
歌
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
匂
宮
の
﹁
夜
離
れ
﹂

を
悲
し
ん
で
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
﹁
夜
離
れ
﹂
を
匂
宮
︑
中
の
君
と
も

に
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
前
稿
b
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
和
歌
に

用
い
ら
れ
た
﹁
夜
離
れ
﹂
は
︑
男
性
心
理
を
一
切
問
題
に
し
て
い
な
か
っ

た
︒﹁
夜
離
れ
﹂
を
男
性
心
理
と
と
も
に
用
い
て
い
る
点
で
﹃
源
氏
物
語
﹄

の
特
異
性
が
認
め
ら
れ
る
︒

用
例
12
に
も
︑
用
例
11
の
よ
う
に
緊
迫
感
が
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
そ
の

緊
迫
感
の
質
は
違
う
︒
こ
こ
で
は
︑
匂
宮
が
夕
霧
の
娘
で
あ
る
六
の
君
と

婚
約
す
る
︒
そ
こ
で
︑
用
例
12
の
よ
う
に
今
ま
で
﹁
夜
離
れ
﹂
が
な
か
っ

た
中
の
君
を
﹁
夜
離
れ
﹂
に
慣
れ
さ
せ
る
た
め
に
あ
え
て
通
わ
な
い
日
を

作
る
︒
し
か
し
︑
六
の
君
の
身
分
を
考
え
る
と
︑
中
の
君
の
心
中
は
穏
や

か
で
な
い
︒
い
く
ら
﹁
夜
離
れ
﹂
に
匂
宮
が
慣
れ
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
︑

中
の
君
は
決
し
て
﹁
夜
離
れ
﹂
に
慣
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒
ゆ
え

に
︑
中
の
君
は
︑﹁
た
だ
つ
ら
き
方
に
の
み
ぞ
思
ひ
お
か
れ
た
ま
ふ
べ
き
﹂

(宿
木
巻

三
八
六
頁
)

と
あ
る
よ
う
に
︑
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ

る
︒こ

の
よ
う
に
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
一
方
向
に
意
味
が
固
定
で
き
る
表
現
で

は
な
く
︑
女
性
に
よ
っ
て
様
々
な
意
味
を
持
つ
表
現
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
﹁
夜
離
れ
﹂
は
女
性
の
み
が
嘆
く
表
現
で
は
な

く
︑
源
氏
や
鬚
黒
︑
匂
宮
の
よ
う
に
︑
男
も
﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
く
の
で
あ

る
︒
男
が
女
の
元
に
通
っ
て
来
な
い
以
上
︑
﹁
夜
離
れ
﹂
の
責
任
は
男
に

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
男
は
外
的
要
因

に
よ
っ
て
﹁
夜
離
れ
﹂
が
起
こ
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
夜
離
れ
﹂
を

嘆
く
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
﹁
夜
離
れ
﹂
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い

て
︑﹁
夜
離
れ
﹂
を
巡
る
男
女
を
悲
し
ま
せ
る
︒
次
章
で
は
︑
そ
の
中
の

女
性
心
理
に
着
目
し
て
考
察
を
行
う
︒

三
︑
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
女
性
心
理

︱
︱
｢夜
離
れ
﹂
を
通
し
て
︱
︱

こ
れ
ま
で
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
通

し
て
︑
そ
の
用
例
検
討
︑
考
察
を
行
っ
た
︒
本
章
で
は
︑
そ
の
中
の
女
性

心
理
に
着
目
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂

が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
︒

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

六
五



さ
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂
を
基
に
女
性
心
理
に
つ

い
て
考
察
を
行
う
と
き
︑﹁
一
夫
多
妻
制
﹂
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
︒﹁
一
夫
多
妻
制
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
同
居
妻
と
別
居
妻
が
い
る

の
で
あ
る
が
︑
同
居
妻
か
ら
見
た
﹁
夜
離
れ
﹂
と
は
自
分
の
元
か
ら
他
の

女
の
元
に
通
う
男
を
送
り
出
す
こ
と
で
あ
り
︑
別
居
妻
か
ら
見
た
﹁
夜
離

れ
﹂
は
自
分
の
元
に
男
が
通
っ
て
来
な
い
こ
と
を
指
す
︒
つ
ま
り
同
じ

﹁
夜
離
れ
﹂
で
あ
っ
て
も
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
︒

前
稿
a
で
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
二
十
三
段
の
大
和
の
女
の
悲
し
み
を
紫
の

上
は
継
承
し
て
い
る
と
述
べ
た
︒
そ
れ
は
︑
自
分
の
元
か
ら
男
を
河
内
の

女
の
元
に
送
り
出
す
と
い
う
点
に
因
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
通
常
︑﹁
夜
離

れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
か
ら
女
性
心
理
を
考
察
す
る
と
な
る
と
︑
男
が
通
っ

て
来
な
い
女
に
焦
点
は
絞
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
男
か
ら
通
わ
れ
な

い
女
よ
り
も
︑
自
分
の
元
か
ら
他
の
女
の
元
へ
送
り
出
す
女
の
悲
し
み
の

方
が
は
る
か
に
大
き
く
︑
そ
の
悲
し
み
は
計
り
知
れ
な
い
︒
そ
れ
は
︑
自

分
の
元
に
男
が
通
っ
て
来
な
い
こ
と
の
悲
し
み
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
︒
源
氏
は
紫
の
上
と
︑
鬚
黒
も
北
の
方
と
当
初
︑
同
居
し
て

い
た
︒
そ
し
て
︑
北
の
方
の
元
か
ら
玉
蔓
の
元
に
通
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

平
安
朝
に
お
い
て
︑
男
女
間
に
お
け
る
愛
情
の
深
さ
は
﹁
夜
﹂
一
緒
に
い

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑﹁
夜

離
れ
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
っ
て
﹁
昼
離
れ
﹂
と
い
う
表
現
が
な
い
と
い
う

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
︑
道
綱
母
が
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
お
い

て
︑

さ
な
が
ら
六
月
に
な
り
ぬ
︒
か
く
て
数
ふ
れ
ば
︑
夜
見
る
こ
と
は
三

十
余
日
︑
昼
見
る
こ
と
は
四
十
余
日
に
な
り
に
け
り
︒

(
中
巻
・
天
禄
元
年
五
月
～
六
月

一
九
二
頁
)

と
あ
り
︑﹁
夜
見
る
こ
と
﹂
を
第
一
に
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑﹁
夜
﹂

一
緒
に
い
る
こ
と
の
重
要
性
が
分
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
夜
﹂
一
緒
に
い

る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
道
綱
母
で
あ
る
が
︑
道
綱
母
自
身
も
夫

兼
家
を
自
分
の
元
か
ら
町
の
小
路
の
女
の
元
へ
送
り
出
し
て
い
る
︒
そ
の

用
例
が
︑

こ
れ
よ
り
︑
夕
さ
り
つ
か
た
︑﹁
内
裏
に
の
が
る
る
ま
じ
か
り
け
り
﹂

と
て
出
づ
る
に
︑
心
得
で
︑
人
を
つ
け
て
見
す
れ
ば
︑﹁
町
の
小
路

な
る
そ
こ
そ
こ
に
な
む
︑
と
ま
り
た
ま
ひ
ぬ
る
﹂
と
て
来
た
り
︒

(上
巻
・
天
暦
八
年
十
月
～
九
年
九
月

一
〇
〇
頁
)

で
あ
る
︒
こ
の
後
︑
道
綱
母
と
兼
家
は
﹁
な
げ
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の

あ
く
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
知
る
﹂
(一
〇
〇
頁
)
・﹁
げ
に

や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
真
木
の
戸
も
お
そ
く
あ
く
る
は
わ
び
し
か
り
け

り
﹂
(一
〇
一
頁
)

の
和
歌
を
送
り
合
っ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
自
分

｢夜
離
れ
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れ
が
れ
﹂
の
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の
元
か
ら
別
の
女
の
元
に
通
わ
れ
る
女
の
悲
し
み
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

し
か
し
︑
道
綱
母
は
兼
家
と
同
居
し
て
い
な
い
た
め
︑
同
居
妻
の
真
の
悲

し
み
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹁
北
の
方
︱
鬚
黒
︱
玉
鬘
﹂
と
い
う
構
造
が
﹁
紫
の
上
︱
源
氏

︱
女
三
宮
﹂
と
い
う
構
造
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
︒
こ
れ

は
︑
目
の
前
の
夫
が
新
妻
の
元
に
通
う
と
い
う
点
で
同
形
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
︒
先
述
し
た
通
り
︑
こ
の
構
造
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
二
十
三
段

と
同
様
の
構
造
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
が

﹁
歌
徳
説
話
的
構
成
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
そ
の

よ
う
な
構
成
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
︑
目
の
前
か
ら
男
が
別
の

女
の
元
に
通
う
悲
し
み
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
ま
た
︑
鬚
黒
は
北

の
方
か
ら
玉
鬘
に
気
持
ち
が
移
っ
て
い
る
の
に
対
し
︑
源
氏
は
女
三
宮
に

気
持
ち
が
移
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
︑
女
三
宮
と
の
結
婚
を
通
し
て
紫
の

上
の
素
晴
ら
し
さ
を
再
認
識
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
同
じ
構
造
で
あ
り

な
が
ら
も
︑
男
の
気
持
ち
の
変
化
に
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

そ
し
て
︑﹁
北
の
方
︱
鬚
黒
︱
玉
鬘
﹂
と
い
う
構
造
が
紫
の
上
と
源
氏
の

愛
を
よ
り
引
き
立
た
せ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
紫
の
上
や
中
の
君
が
﹁
夜
離
れ
﹂
を
す
る
源
氏
や
匂
宮
に
ど
れ

ほ
ど
不
満
を
持
と
う
と
も
︑
紫
の
上
は
源
氏
を
︑
中
の
君
は
匂
宮
を
頼
る

し
か
な
い
︒
そ
れ
は
︑
い
く
ら
源
氏
や
匂
宮
の
﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
き
悲
し

ん
だ
と
し
て
も
鬚
黒
の
北
の
方
の
よ
う
に
実
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
危
機
迫
っ
た
状
況
と
い
う
点
で
も
紫
の
上
と

中
の
君
は
類
似
点
が
見
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
類
似
点
が
見
ら
れ
る
紫
の
上
と
中
の
君
で
あ
る
が
︑
前
稿

a
で
述
べ
た
と
お
り
︑
紫
の
上
と
中
の
君
は
子
ど
も
の
有
無
と
い
う
点
で

大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
︒
当
時
︑
平
安
朝
に
お
い
て
子
ど
も
の
有
無
は

大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
︒
子
ど
も
の
い
な
い
女
性
で
正
妻
に
な
る
こ
と
は

稀
で
あ
る
︒
ま
た
︑
子
ど
も
の
存
在
は
女
性
に
自
信
を
与
え
る
︒
ま
し
て
︑

紫
の
上
の
よ
う
に
子
ど
も
が
好
き
な
女
性
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
さ
ら
だ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
紫
の
上
は
最
後
ま
で
子
ど
も
を
懐
妊
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
た
め
︑
明
石
の
姫
君
を
養
女
と
し
た
が
︑
い
く
ら
明
石
の
姫
君
を

養
女
と
し
て
も
︑
自
分
の
本
当
の
子
ど
も
で
は
な
い
︒
ゆ
え
に
︑
紫
の
上

は
源
氏
以
外
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
前
稿
a
で
紫
の
上
の

﹁
夜
離
れ
﹂
の
悲
し
み
は
中
の
君
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
︒
し
か

し
︑
今
回
改
め
て
再
検
討
を
す
る
中
で
︑
紫
の
上
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂

の
真
の
悲
し
み
は
中
の
君
に
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と

考
え
る
︒
確
か
に
︑
現
在
で
も
子
ど
も
の
有
無
は
女
性
に
と
っ
て
大
き
な

問
題
で
あ
る
が
︑
平
安
朝
に
お
け
る
女
性
の
悲
し
み
と
質
を
異
に
す
る
︒

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討
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つ
ま
り
︑
紫
の
上
と
中
の
君
は
状
況
面
で
は
類
似
点
が
多
々
見
ら
れ
る
も

の
の
︑
両
者
は
﹁
夜
離
れ
﹂
を
通
し
た
後
の
結
果
で
相
反
す
る
立
場
に
置

か
れ
る
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
男
が
通
っ
て
来
な
い
状
況
を
﹁
夜
離
れ
﹂
と
認
識
し
嘆
く
の
は
︑

六
条
御
息
所
︑
紫
の
上
︑
中
の
君
で
あ
る
が
︑
紫
の
上
は
源
氏
に
︑
中
の

君
は
匂
宮
に
最
も
愛
さ
れ
た
女
性
で
あ
っ
た
︒
最
も
愛
さ
れ
た
時
期
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
後
起
こ
っ
た
﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
き
悲
し
み
︑
苦

し
む
の
で
あ
る
︒
末
摘
花
や
花
散
里
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
ら
な
か
っ

た
た
め
に
︑﹁
夜
離
れ
﹂
と
い
う
状
況
を
何
と
も
思
っ
て
お
ら
ず
︑
む
し

ろ
問
題
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
六
条
御
息
所
は
︑
元
東
宮
妃

で
あ
り
︑
源
氏
よ
り
年
上
で
あ
る
と
い
う
﹁
自
尊
心
﹂
が
あ
っ
た
︒
そ
の

﹁
自
尊
心
﹂
ゆ
え
﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
き
悲
し
み
︑
苦
し
み
︑
物
の
怪
と

な
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
用
例
7
と
9
︑
10
で
は
七
︑
八
年
の
差
が
あ
る
︒
用
例
7
は
結

婚
十
年
目
で
あ
る
た
め
︑
恋
愛
中
期
︑
用
例
9
︑
10
は
恋
愛
後
期
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
︒
同
じ
紫
の
上
に
対
す
る
﹁
夜
離
れ
﹂
で
も
こ
の
三
例

を
同
種
の
表
現
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹁
夜
離
れ
﹂
は
男
へ
の

﹁
期
待
﹂
が
前
提
と
な
っ
て
起
こ
る
表
現
で
あ
っ
た
も
の
の
︑
紫
の
上
に

対
す
る
こ
れ
ら
三
例
は
全
て
最
も
愛
さ
れ
た
女
性
と
い
う
安
定
し
た
﹁
自

信
﹂
が
前
提
に
あ
る
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
源
氏
が
明
石
に
移
住

し
た
と
き
︑
本
来
な
ら
ば
結
婚
後
す
ぐ
で
あ
る
た
め
︑
明
石
の
君
の
元

に
﹁
夜
離
れ
﹂
な
く
通
う
の
が
当
然
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
も
関
ら
ず
︑
不

在
の
紫
の
上
の
こ
と
を
想
い
︑
源
氏
は
明
石
の
君
の
元
へ
通
わ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
自
信
﹂
が
紫
の
上
に
﹁
夜
離
れ
﹂
を
意
識
さ

せ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
中
の
君

が
﹁
夜
離
れ
﹂
と
認
識
し
た
の
は
全
て
恋
愛
初
期
で
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で

も
紫
の
上
と
中
の
君
に
は
相
違
点
が
見
ら
れ
る
︒
前
稿
c
で
考
察
し
た

よ
う
に
︑
結
婚
当
初
に
男
が
通
っ
て
来
な
け
れ
ば
そ
れ
は
﹁
夜
離
れ
﹂

と
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
そ
う
す
る
と
︑
用
例
11
が
﹁
夜
離

れ
﹂
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
も
納
得
が
い
く
︒
こ
の
点
か
ら
︑
中
の
君
の

﹁
夜
離
れ
﹂
に
対
す
る
意
識
は
︑
藤
原
道
綱
母
と
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
そ
れ
は
︑
道
綱
母
は
自
身
の
詠
ん
だ
和
歌
や
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
お
い

て
﹁
夜
離
れ
﹂
を
用
い
て
い
な
い
も
の
の
︑﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
詞
書

で
は
︑
結
婚
当
初
に
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
紫
の
上

は
ど
の
﹁
夜
離
れ
﹂
も
恋
愛
中
期
・
後
期
に
起
こ
っ
て
い
る
︒
や
は
り
︑

紫
の
上
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
の
前
提
に
は
﹁
自
信
﹂
が
あ
る
こ
と
が
分

か
る
︒

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
に

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
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と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
持
つ
多
様
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

分
か
る
︒
ゆ
え
に
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
の
心
理
や
人
物
造

型
を
考
え
る
上
で
重
要
な
表
現
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ

が
れ
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
持
つ
意
味
も
︑
そ
の
重
み
も
違
う
︒

﹁
一
夫
多
妻
制
﹂
の
時
代
で
あ
る
の
だ
か
ら
︑﹁
夜
離
れ
﹂
が
起
こ
る
こ
と

は
必
然
で
あ
る
︒
か
つ
て
﹁
夜
離
れ
﹂
や
﹁
か
れ
が
れ
﹂
と
な
る
行
為
を

し
た
で
あ
ろ
う
左
大
臣
や
右
大
臣
も
義
父
の
立
場
に
な
る
と
自
分
の
娘
の

元
に
常
に
い
る
こ
と
を
望
む
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
愛
情
の
独
占
を
願
う
の

で
は
な
く
︑
政
治
的
意
味
合
い
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

女
と
男
︑
そ
し
て
義
父
と
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
用
い
ら
れ
方
が
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
従
来
の
和
歌
や
詞
書
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
は
女
性
側
の
視

点
に
立
っ
た
表
現
で
あ
り
︑
多
く
男
側
の
視
点
に
は
立
っ
て
お
ら
ず
︑
義

父
の
視
点
に
立
っ
た
表
現
は
一
例
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
や
は
り
︑﹃
源

氏
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
本
来
持
つ
意
味
を
越

え
て
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
意
味
の
拡
大
が
認
め
ら
れ
る
︒

ま
と
め

以
上
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
に
つ
い
て

再
度
︑
検
討
︑
考
察
を
行
っ
た
︒
ま
ず
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
か

れ
が
れ
﹂
は
︑
男
女
間
の
問
題
を
超
え
た
義
父
の
視
点
に
お
い
て
も
用
い

ら
れ
て
お
り
︑
﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
受
け
た
女
性
心
理
は
一
切
無
視
さ
れ
て

い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
男
女
の
視
点
の
み
で
用
い
ら
れ
て

お
り
︑
そ
れ
を
巡
る
男
女
を
悲
し
ま
せ
た
︒
ま
た
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お

け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
は
会
話
文
や
心
内
文
で
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
地
の

文
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
﹁
夜
離

れ
﹂
は
第
三
者
が
用
い
る
表
現
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
り
︑

和
歌
の
詞
書
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂
の
用
例
が
異
常
に
多
い
こ
と
に
も
納

得
が
い
く
︒

加
え
て
︑
自
分
の
元
か
ら
他
の
女
の
元
へ
男
が
通
っ
て
行
く
と
い
う
こ

と
に
も
﹁
夜
離
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
は
﹁
か
れ
が
れ
﹂

で
は
一
切
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
﹁
か
れ
が
れ
﹂
か
ら
男
か
ら
の
深
い
愛

情
と
い
っ
た
心
理
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
や
は
り
︑

﹁
夜
離
れ
﹂
と
比
べ
︑
愛
情
面
に
関
し
て
一
段
階
落
ち
る
表
現
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
︒

最
後
に
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
夜
離
れ
﹂
を
通
し
て
み
る
と

﹁
北
の
方
︱
鬚
黒
︱
玉
鬘
﹂
と
い
う
構
造
が
﹁
紫
の
上
︱
源
氏
︱
女
三
宮
﹂

と
い
う
構
造
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
構
造
は
﹃
伊
勢
物

語
﹄
第
二
十
三
段
と
同
様
の
構
造
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
︑
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﹃
伊
勢
物
語
﹄
が
﹁
歌
徳
説
話
的
構
成
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹃
源
氏
物

語
﹄
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
構
成
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑

目
の
前
か
ら
男
が
別
の
女
の
元
に
通
う
悲
し
み
を
見
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
た
め
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
︑
女
性
心
理
や
人
物
造
型
を
考
え
る
上
で

重
要
な
表
現
で
あ
る
︒
和
歌
や
詞
書
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が

れ
﹂
は
男
か
ら
の
﹁
期
待
﹂
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
︑﹃
源

氏
物
語
﹄
の
紫
の
上
に
お
い
て
は
﹁
自
信
﹂
が
︑
六
条
御
息
所
に
お
い

て
は
﹁
自
尊
心
﹂
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
夜
離
れ
﹂

﹁
か
れ
が
れ
﹂
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
見

ら
れ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
物
語
の
中
で
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
が
用
い

ら
れ
た
場
合
︑
女
性
心
理
や
人
物
造
型
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
︒

〔注
︺

(1
)

河
村
裕
美
a
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
夜
離
れ
﹂
考

︱
︱
紫
の
上
の
人
物
造

型
と
し
て
︱
︱
﹂
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
22
・
二
〇
一

〇
年
六
月
︑
b
﹁﹁
夜
離
れ
﹂
の
再
検
討

︱
︱
八
代
集
を
中
心
に

︱
︱
﹂
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
24
・
二
〇
一
二
年
六
月
︑

c
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

︱
︱
藤
原
道
綱
母
を
中
心

に
︱
︱
﹂
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
26
・
二
〇
一
四
年
六

月
︒

(2
)
﹁
賢
木
巻
﹂
の
一
例
は
︑

秋
の
花
み
な
お
と
ろ
へ
つ
つ
︑
浅
茅
が
原
も
か
れ
が
れ
な
る
虫
の

音
に
︑
松
風
す
ご
く
吹
き
あ
は
せ
て
︑
そ
の
こ
と
と
も
聞
き
わ
か

れ
ぬ
ほ
ど
に
︑
物
の
音
ど
も
絶
え
絶
え
聞
こ
え
た
る
︑
い
と
艶
な

り
︒

(
賢
木
巻

八
五
頁
)

で
あ
る
が
︑
こ
の
用
例
は
︑﹃
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
で
は
浅
茅

が
原
の
﹁
枯
れ
枯
れ
﹂
と
虫
の
音
の
﹁
嗄
れ
嗄
れ
﹂
の
掛
詞
と
さ
れ
て

い
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
対
象
外
と
す
る
︒

(3
)

本
論
文
の
用
例
は
︑
特
別
に
注
記
し
て
い
る
も
の
を
除
き
全
て
﹃
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
よ
り
引
用
す
る
︒
な
お
︑
必
要
に
応
じ
て
傍
線

等
を
施
し
た
︒

(4
)
﹃
角
川
古
語
大
辞
典

第
一
巻
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
離
れ
離
れ
﹂
の
意
味
は
︑

語
幹
は
﹁
か
る

(
離
)﹂
の
連
用
形
の
畳
語
︒
和
歌
で
は
﹁
枯
れ
枯

れ
﹂
に
か
け
て
い
う
こ
と
が
多
い
︒
①
人
の
行
き
来
や
歌
の
や
り

と
り
が
絶
え
間
が
ち
で
あ
る
さ
ま
︒
こ
と
に
︑
男
女
の
間
柄
が
疎

く
な
っ
て
い
る
さ
ま
︒
男
の
通
う
の
が
と
だ
え
が
ち
で
あ
る
さ
ま
︒

②
虫
の
音
が
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
聞
こ
え
る
さ
ま
︒
一
説
に
は
︑
枯

れ
衰
え
て
い
る
声
の
さ
ま
︒
③
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
る
さ
ま
︒

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
ぽ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
あ
る
さ
ま
︒

で
あ
る
︒

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

七
〇



(5
)

用
例
9
の
後
に
︑

な
ど
て
︑
よ
ろ
づ
の
こ
と
あ
り
と
も
︑
ま
た
人
を
ば
並
べ
て
見
る

べ
き
ぞ
︑
あ
だ
あ
だ
し
く
心
弱
く
な
り
お
き
に
け
る
わ
が
怠
り
に
︑

か
か
る
こ
と
も
出
で
来
る
ぞ
か
し
︑
若
け
れ
ど
中
納
言
を
ば
え
思

し
か
け
ず
な
り
ぬ
め
り
し
を
︑

(
若
菜
上
巻

六
三
-六
四
頁
)

と
い
う
源
氏
の
心
内
文
が
あ
る
︒

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

七
一


