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Abstract

This is the final round of the first Japanese commentary on the work that I wrote the 
world of “Genjimonogatari” in Chinese poetry. “Tenarai” “Yumeukihashi” accompanied by the 
volume and accompanying “Murasakishikibu” in the text of the song, reading and 
interpretation, part of the vocabulary and expression discussed in detail, “Hosetsu” consists. In 
the “Hosetsu” received a preliminary research, put forward the interpretation of the preface, 
and mention the rhyming system. It was thought that this was caused by the lost rhyming 
system of Tang dynasty (based on the “Setsuin” -based verse and based on Hyosho 32 In 
integrated), and that we should reexamine the significance of that morning. In addition, I also 
wrote my personal opinion about the character of this book.
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（
要
旨
）

『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
漢
詩
に
詠
ん
だ
作
品
の
本
邦
初
の
注
解
稿
の
最
終
回
。

「
手て

習な
ら
い

」「
夢ゆ
め

浮う
き
は
し橋
」
の
巻
と
添
え
ら
れ
た
「
紫
式
部
」
を
称
え
た
詠
の
本
文
に
、

訓
読
文
・
解
釈
を
施
し
、
語
彙
や
表
現
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
部
分
と
、「
補

説
」
か
ら
成
る
。「
補
説
」
で
は
先
行
研
究
を
受
け
て
序
文
の
通
釈
を
掲
げ
、
押

韻
の
体
系
に
言
及
。
失
わ
れ
た
唐
代
の
押
韻
体
系
（『
切せ
つ

韻い
ん

』
系
韻
書
を
基
本
と
し
、

平ひ
ょ
う
し
ょ
う
声
三
十
二
韻
に
統
合
さ
れ
た
も
の
を
用
い
る
）
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
そ
の

本
朝
に
残
さ
れ
た
意
義
を
改
め
て
見
直
す
べ
き
だ
と
説
い
た
。
ま
た
、
本
書
の
性

格
の
一
端
に
つ
い
て
も
私
見
を
述
べ
て
い
る
。

五
十
四
　
手
習

山
家
草
樹
此
棲
勝　

山
家
の
草
樹　

此
の
棲す
み
か

勝す
ぐ

る

寂
寞
松
門
月
下
排　

寂
寞
た
る
松
門　

月
下
に
排
お
し
ひ
ら

く

心
信
法
華
修
仏
道　

心
は
法
華
を
信
じ
て　

仏
道
を
修
む

身
同
朽
木
送
生
涯　

身
は
朽
木
に
同ひ
と

し
く　

生
涯
を
送
ら
ん
と
す

渓
流
声
絶
氷
空
閉　

渓
流
声お
と

絶
え
て　

氷
空
し
く
閉
づ

巌
径
跡
稀
雪
幾
埋　

巌
径
跡
稀ま
れ

に
し
て　

雪
幾
ば
く
か
埋う
づ

む

対
鏡
看
形
顦
顇
尽　

鏡
に
対む
か

ひ
て
形す
が
た

を
看
れ
ば　

顦
顇
し
尽
き

閑
中
手
習
僅
攄
懐　

閑
中
の
手て

習な
ら
ひ

に　

僅わ
づ

か
に
懐お
も

ひ
を
攄の

ぶ
る
の
み

〈
七
律
。
排
・
涯
・
埋
・
懐
（
上
平
声
佳
韻
）〉

巻
名
は
末
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
。
横
川
の
僧
都
の
母
と
妹
が
願
か
け
に
初
瀬

詣
し
た
帰
途
、
母
が
病
み
、
知
人
の
宇
治
の
家
（
故
朱
雀
院
の
御
領
の
宇
治
院
）

に
身
を
寄
せ
る
こ
と
と
な
り
、
か
け
つ
け
た
僧
都
が
下
見
に
出
向
く
。
す
る
と
、

邸
内
の
大
木
の
根
元
に
激
し
く
泣
く
女
を
発
見
。
知
ら
せ
を
受
け
た
妹
の
尼
君
は

彼
女
を
介
抱
し
、
亡
き
娘
の
代
わ
り
と
思
い
世
話
を
す
る
。
母
の
尼
君
が
小
康
を

得
て
、
一
行
は
比
叡
坂
本
の
小
野
の
住
居
に
戻
る
。
人
事
不
省
の
女
の
身
の
上
を

あ
れ
こ
れ
臆
測
す
る
と
共
に
、
療
治
に
困
惑
す
る
妹
尼
は
、
兄
の
僧
都
に
加
持
祈

祷
を
依
頼
。
彼
は
美
し
く
清
ら
か
な
女
に
改
め
て
驚
き
つ
つ
も
、
物
怪
を
調
伏
し

た
。
彼
女
が
意
識
を
回
復
し
、
記
憶
を
辿
り
、
あ
の
浮
舟
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
が
、
彼
女
は
出
家
を
願
っ
て
五
戒
を
受
け
、
半
生
を
振
返
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
折
、
妹
の
尼
君
の
亡
き
娘
の
夫
の
中
将
が
横
川
を
訪
れ
る
途
次
訪
問
す
る
。

尼
君
は
喜
び
も
て
な
す
が
、
彼
は
目
敏
く
浮
舟
を
発
見
し
心
を
動
か
す
。
更
に
僧

都
に
も
会
っ
て
事
の
子
細
を
聞
き
、
帰
途
小
野
に
立
寄
り
彼
女
に
歌
を
贈
る
。
彼

は
そ
の
後
も
訪
れ
、
尼
君
の
勧
め
も
あ
る
も
の
の
、
彼
女
は
誰
に
も
見
ら
れ
る
こ

と
の
な
い
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
た
い
と
臥
せ
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
中
将

が
笛
、
尼
君
が
琴
を
奏
し
、
大
尼
君
も
感
に
堪
え
か
ね
、
和あ
づ
ま
ご
と琴
を
弾
く
一
方
で
、

浮
舟
は
経
を
習
い
仏
に
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
尼
君
は
初
瀬
へ
御
礼
詣
に
出
か
け
、

浮
舟
は
気
分
す
ぐ
れ
ず
居
残
り
、
少
将
の
尼
と
碁
で
気
晴
ら
し
を
し
て
い
る
。
す

る
と
、
月
下
に
中
将
が
訪
れ
歌
を
詠
み
か
け
る
。
だ
が
、
彼
女
は
大
尼
君
の
も
と

に
避
け
て
臥
せ
り
、
眠
れ
ぬ
ま
ま
思
い
に
沈
む
の
で
あ
っ
た
。
時
に
女
一
の
宮

（
匂
宮
の
妻
）
が
病
み
、
そ
の
修
法
奉
仕
に
下
山
し
た
僧
都
に
願
っ
て
、
浮
舟
は

受
戒
し
尼
姿
と
な
っ
た
。
彼
女
は
手
習
い
に
歌
を
詠
み
、
書
く
な
ど
し
て
日
々
を

過
ご
し
、
心
の
区
切
り
も
つ
い
た
の
か
、
中
将
と
の
歌
の
贈
答
も
し
て
い
る
。
だ

が
、
帰
宅
し
た
妹
の
尼
君
は
落
胆
を
隠
せ
な
い
。
女
一
の
宮
の
病
は
僧
都
に
よ
り

平
癒
し
、
彼
が
宇
治
の
女
の
こ
と
を
語
る
と
、
そ
れ
を
女
一
の
宮
に
仕
え
て
い
た

宰
相
の
君
が
聞
き
つ
け
る
。
一
方
、
心
を
入
れ
経
を
読
み
精
進
し
て
い
る
浮
舟
の

姿
に
、
中
将
と
尼
君
は
各
々
の
思
惑
で
話
を
交
わ
す
の
だ
っ
た
。
年
明
け
て
、
大

尼
君
の
孫
の
紀
伊
守
が
小
野
の
家
を
訪
れ
、
仕
え
て
い
る
薫
や
彼
の
通
っ
て
い
た

故
人
の
宮
の
娘
の
こ
と
な
ど
を
詳
し
く
語
る
。
そ
れ
を
側
聞
し
た
浮
舟
は
切
な
い

思
い
に
駆
ら
れ
、
母
（
中
将
の
君
）
を
思
っ
た
り
し
て
涙
す
る
。
浮
舟
一
周
忌
も

過
ぎ
、
薫
は
宰
相
の
君
か
ら
浮
舟
の
情
報
を
得
て
驚
き
、
僧
都
を
訪
れ
、
浮
舟
と

再
会
す
べ
く
行
動
す
る
の
だ
っ
た
。
以
上
が
当
巻
の
概
略
だ
が
、
次
に
聯
毎
に
訳

を
記
し
て
み
よ
う
。

（
小
野
の
）
山
里
の
家
は
草
木
も
（
趣
深
く
）
生
え
、
住
居
と
し
て
勝
れ
た

処
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ひ
っ
そ
り
と
物
淋
し
い
（
小
野
の
里
の
）
松
の

植
え
ら
れ
た
そ
の
門
は
、
月
下
に
押
し
開
か
れ
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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（
浮
舟
様
は
そ
の
家
で
）
心
を
入
れ
て
『
法
華
経
』
を
読
誦
な
さ
り
仏
道
に

精
進
し
て
お
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ご
自
身
は
朽
ち
は
て
た

木
に
等
し
く
（
こ
の
世
の
未
練
を
断
ち
切
っ
て
）
一
生
を
送
る
つ
も
り
で
い

ら
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

谷
川
の
水
音
も
せ
ず
、
氷
に
た
だ
閉
ざ
さ
れ
る
（
よ
う
な
小
野
の
山
里
の
）

た
た
ず
ま
い
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
岩
山
道
を
通
う
人
も
稀ま
れ

で
、
雪
で
ど
れ
程

埋う
ず

も
れ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
。

鏡
に
照
ら
し
て
容
貌
に
見
入
り
ま
し
た
な
ら
、
す
っ
か
り
や
つ
れ
た
（
こ
と

を
お
知
り
に
な
っ
た
）
こ
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、（
浮
舟
様
は
勤お
つ
と
め行
の
）
隙ひ
ま

に（
慰
め
の
）手
習
い
な
ど
な
さ
り
、
さ
さ
や
か
な
御
自
身
の
思
い
な
ど（
歌

に
）
し
た
た
め
な
さ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

首
聯
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
小
野
の
住
居
の
記
述
を
背
景
と
し
て
い
る
。

昔
の
山
里
（
宇
治
）
よ
り
は
水
の
音
も
な
ご
や
か
な
り
。
造
り
ざ
ま
ゆ
ゑ
あ

る
所
の
、
木
立
お
も
し
ろ
く

4

4

4

4

4

4

4

、
前
栽
な
ど
も
を
か
し
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
ゆ
ゑ
を
尽
く
し
た

4

4

4

4

4

4

4

り4

。
秋
に
な
り
ゆ
け
ば
、
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
な
る
を
、
門
田
の
稲
刈
る

と
て
、
所
に
つ
け
た
る
も
の
ま
ね
び
し
つ
つ
、
若
き
女
ど
も
は
歌
う
た
ひ
興

じ
あ
へ
り
。
引ひ

板た

ひ
き
鳴
ら
す
音
も
を
か
し
。
見
し
東あ
づ
ま国
路
の
こ
と
な
ど
も

思
ひ
出
で
ら
れ
て
。
か
の
夕
霧
の
御
息
所
の
お
は
せ
し
山
里
よ
り
は
い
ま
す

こ
し
入
り
て
、
山
に
片
か
け
た
る
家

4

4

4

4

4

4

4

4

な
れ
ば
、
松
蔭
し
げ
く

4

4

4

4

4

、
風
の
音
も
い

4

4

4

4

4

と
心
細
き
に

4

4

4

4

4

、
つ
れ
づ
れ
に
行
ひ
を
の
み
し
つ
つ
、
い
つ
と
も
な
く
し
め
や

か
な
り
。�

（
⑥
301
頁
１
～
13
行
）

「
山
家
」
は
小
野
の
山
里
の
家
。「
垣
ほ
に
植
ゑ
た
る
撫
子
も
お
も
し
ろ
く
、
女
郎

花
、
桔
梗
」（
⑥
305
頁
2
～
3
行
）
や
「
紅
梅
」（
⑥
356
頁
1
行
）
も
咲
き
、
趣
向

を
凝
ら
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
疎
散
郡
丞
同
二
野
客
一
、
幽
閑
官
舎
抵
二

山
家

4

4

一
」（「
北
亭
招
レ
客
」『
白
氏
文
集
』
巻
一
八
）「
従
レ
属
二
金
商
一
興
有
レ
餘
、

山
家

4

4

尋
到
訪
二
閑
居
一
」（
中
原
広
俊
「
山
家
秋
意
」『
本
朝
無
題
詩
』
巻
七
・
452
）

は
そ
の
和
漢
の
語
例
。「
草
樹
」
は
草く
さ
き木
。「
江
亭
乗
レ
暁
閲
二
衆
芳
一
、
春
妍
景
麗

草
樹

4

4

光
」（「
江
亭
翫
レ
春
」『
白
氏
文
集
』
巻
一
九
）「
榭
楼
皆
白
玉
、
草
樹

4

4

総
花
梅
」

（
大
枝
永
野
「
詠
レ
雪
」『
経
国
集
』
巻
一
三
）
他
よ
く
見
え
る
語
。「
寂
寞
」
は

物
淋
し
く
静
か
な
様
。「
寂
寞

4

4

深
村
夜
、
残
雁
雪
中
聞
」（「
村
雪
夜
坐
」『
白
氏
文

集
』
巻
六
）「
寂
寞

4

4

山
家
秋
晩
暉
、
門
前
紅
葉
掃
人
稀
」（
紀
長
谷
雄
「
山
家
秋
歌

八
首
」其
八『
本
朝
文
粋
』巻
一
・
29
）等
、
白
詩
や
王
朝
詩
に
用
例
も
多
い
。「
松

門
」
は
松
の
植
え
ら
れ
た
（
家
の
）
門
。
こ
こ
は
、
僧
都
が
女
一
の
宮
の
病
の
療

治
に
下
山
し
て
帰
山
す
る
途
中
、
小
野
の
家
に
立
寄
る
次
の
場
面
も
想
起
さ
せ
る
。

「
…
か
か
る
林
の
中
に
行
ひ
勤
め
た
ま
は
ん
身
は
、
何
ご
と
か
は
恨
め
し
く

も
恥
づ
か
し
く
も
思
す
べ
き
。
こ
の
あ
ら
ん
命
は

4

4

、
葉
の
薄
き
が
如
し

4

4

4

4

4

4

4

」
と

言
ひ
知
ら
せ
て
、（
僧
都
）「
松
門
に
暁
到
り
て
月
徘
徊
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
と
、
法
師
な
れ

ど
、
い
と
よ
し
よ
し
し
く
恥
づ
か
し
げ
な
る
さ
ま
に
て
の
た
ま
ふ
こ
と
ど
も

を
、
思
ふ
や
う
に
も
言
ひ
聞
か
せ
た
ま
ふ
か
な
と
聞
き
ゐ
た
り
。

�

（
⑥
348
頁
14
行
～
349
頁
3
行
）

白
詩
「
陵
園
妾
」（『
白
氏
文
集
』
巻
四
）
の
「
顔
色
如
レ
花
命
如
レ
葉
、
命
如

4

4

二
葉4

薄4

一
将
奈
何
、
…
青
糸
髪
落
叢
鬢
疎
、
紅
玉
膚
銷
繋
裙
縵
、
憶
昔
宮
中
被
二
妬
猜
一
、

因
讒
得
レ
罪
配
レ
陵
来
、
…
山
宮
一
鎖
無
二
開
日
一
、
未
レ
死
此
身
不
レ
合
レ
出
、
松0

門0

到
レ
暁
月0

徘
徊
、
柏
城
尽
日
風
蕭
瑟
」
を
ふ
ま
え
る
こ
と
と
言
う
ま
で
も
な
い

（
古
注
参
照
。
猶
、
新
間
一
美
「
新
楽
府
「
陵
園
妾
」
と
源
氏
物
語
」『
源
氏
物
語

と
白
居
易
の
文
学
』
和
泉
書
院
、
平
成
十
五
年
、
参
照
）。「
月
下
排4

」
は
白
詩
の

「
山
宮
一
鎖
無

4

4

二
開
日

4

4

一
」
を
意
識
し
て
恐
ら
く
綴
ら
れ
て
お
り
、
山
宮
（
陵
園
の

居
）
と
こ
の
小
野
の
山
家
は
違
っ
て
、
後
者
は
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で
は
な
い
と
い

う
含
意
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
心
を
鎖と
ざ

し
自
ら
の
意
志
で
籠
居
す
る
浮
舟
は

陵
園
の
妾
に
重
ね
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
松
門
は
本
来
陵
園
の
門
な
の
だ
が
、

こ
こ
で
は
山
家
の
門
な
の
だ
。
記
す
迄
も
な
く
、「
月
の
明
き
夜
な
夜
な
、
老
人

ど
も
は
艶
に
歌
よ
み
、
い
に
し
へ
思
ひ
出
で
つ
つ
さ
ま
ざ
ま
の
物
語
な
ど
す
る
」

（
⑥
302
頁
12
～
13
行
）
の
で
あ
る
が
、
月
を
な
が
め
る
歌
の
贈
答
（
妹
の
尼
君
と

中
将
。
⑥
318
頁
9
～
14
行
）
も
あ
り
、
九
月
の
頃
の
「
月
さ
し
出
で
て
を
か
し
き

ほ
ど
」（
⑥
327
頁
3
行
）
に
中
将
が
訪
れ
る
、
と
言
う
よ
う
に
尼
君
達
の
山
家
は

物
淋
し
い
所
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
外
部
に
対
し
鎖
さ
れ
て
は
い
な
い
。
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頷
聯
は
、
浮
舟
が
仏
道
に
勤
め
て
い
る
場
面
、
例
え
ば
、

…
行
ひ
な
ど
を
し
た
ま
ふ
も
、
な
ほ
数
珠
は
近
き
几
帳
に
う
ち
懸
け
て
、
経4

に
心
を
入
れ
て
読
み
た
ま
へ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

さ
ま
、
絵
に
も
描
か
ま
ほ
し
。

�

（
⑥
351
頁
4
～
5
行
）

思
ひ
寄
ら
ず
あ
さ
ま
し
き
こ
と
も
あ
り
し
身
な
れ
ば
、
い
と
疎う
と

ま
し
。
す
べ

て
朽
木
な
ど
の
や
う
に
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
人
に
見
棄
て
ら
れ
て
や
み
な
む
と
も
て
な
し
た

ま
ふ
。
さ
れ
ば
、
月
ご
ろ
に
た
ゆ
み
な
く
む
す
ぼ
ほ
れ
、
も
の
を
の
み
思
し

た
り
し
も
…
行
ひ
も
い
と
よ
く
し

4

4

4

4

4

4

4

4

て
、
法
華
経

4

4

4

は
さ
ら
な
り
、
こ
と
法
文
な

4

4

4

ど
も

4

4

、
い
と
多
く
読
み

4

4

4

4

4

4

た
ま
ふ
。�

（
⑥
354
頁
4
～
10
行
）

あ
た
り
を
背
景
と
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。「
朽
木
」は
腐
っ
た
木
の
意
で
、「
宰

予
昼
寝
。
子
曰
、
朽
木

4

4

不
レ
可
レ
雕
」（『
論
語
』
公
冶
長
）「
使
二
布
衣
之
士
不
一
レ

得
レ
為
二
枯
木
朽
株

4

4

4

4

之
資
一
也
」（
鄒
陽
「
於
レ
獄
上
書
自
明
」『
文
選
』
巻
三
九
）「
翰

苑
為
二
単
孼
一
、
詞
林
作
二
朽
株

4

4

一
」（
藤
原
敦
光
「
初
冬
述
懐
百
韻
」『
本
朝
続
文
粋
』

巻
一
）
の
よ
う
に
、
役
立
た
ず
や
老
人
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

猶
、「
徒
送4

二
生
涯

4

4

一
無
レ
所
レ
作
、
罪
障
難
レ
尽
涙
先
紅
」（
藤
原
忠
通
「
遊
二
山
寺
一
」

『
本
朝
無
題
詩
』
巻
一
〇
・
713
）
は
「
送
生
涯
」
の
一
例
。

頸
聯
も
小
野
の
山
家
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
、

年
も
返
り
ぬ
。
春
の
し
る
し
も
見
え
ず
、
凍
り
わ
た
れ
る
水
の
音
も
せ
ぬ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

さ

へ
心
細
く
て
…
。�

（
⑥
354
頁
13
～
14
行
）

と
あ
る
と
こ
ろ
や
、
そ
れ
に
続
く「
か
き
く
ら
す
野
山
の
雪4

」（
⑥
355
頁
2
行
）「
山

里
の
雪4

間
」（
同
上
8
行
）「
雪4

ふ
か
き
野
辺
の
」（
同
上
11
行
）
な
ど
と
い
っ
た

和
歌
を
意
識
し
て
詩
句
を
成
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
山
家
は
「
比
叡
坂
本
に
、
小
野

と
い
ふ
所
」（
⑥
290
頁
13
行
）
に
在
っ
た
と
い
う
か
ら
、
現
在
の
八
瀬
あ
た
り
、

高
野
川
に
沿
う
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
。「
渓
流
」
や
「
巌
径
」（
岩
山
道
）
と

表
現
さ
れ
る
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。「
渓
流

4

4

一
曲
尽
、
山
路
九
峰
長
」（
孫

逖
「
尋
二
龍
瑞
一
」）「
渓
門
税
レ
駕
応
レ
尋
レ
艶
、
巌
径

4

4

ト
レ
居
為
饒
レ
匀
」（
菅
原
定

義
「
依
レ
花
只
愛
レ
山
」『
類
聚
句
題
抄
』
105
）
は
そ
の
語
例
。「
不
レ
酔
争
辞
温
樹
下
、

建
春
門
外
雪
埋

4

4

春
」（
三
善
清
行
「
元
日
賜
宴
」『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
上
・
早
春

9
）
は
「
雪
埋
」
の
例
。「
氷
閉4

」
は
「
氷
封9

」（
封
の
訓
「
ト
ヅ
」）、
又
「
氷
結
」

「
氷
合
」
の
意
に
同
じ
。
氷
が
融
け
る
こ
と
を
「
氷
開
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
思

い
合
わ
さ
れ
よ
う
。

尾
聯
の
第
七
句
は
、
浮
舟
が
衰
弱
し
、「
生
く
ま
じ
き
人
に
や
」（
⑥
291
頁
15
行
）

「
久
し
う
わ
づ
ら
ふ
人
」（
⑥
293
頁
1
～
2
行
）
な
ど
と
見
え
、
し
ば
し
ば
臥
せ
っ

て
い
る
様
子
も
窺
え
る
こ
と
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
物
語
文
中

に
は
鏡
を
手
に
自
ら
を
照
ら
し
見
る
浮
舟
の
姿
は
な
い
。
ま
た
、
第
八
句
は
、
浮

舟
が
手
習
い
に
和
歌
を
作
り
、
思
い
を
書
き
つ
け
て
い
る
こ
と
が
幾
度
も
記
さ
れ

る
が
、
そ
れ
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
。
代
表
的
な
と
こ
ろ
を
挙
げ
て
お
く
こ
と

と
し
よ
う
。

た
だ
硯
に
向
か
ひ
て
、
思
ひ
あ
ま
る
を
り
は
、
手
習

4

4

を
の
み
た
け
き
こ
と
に

て
書
き
つ
け
た
ま
ふ
。

（
浮
舟
）「
亡
き
も
の
に
身
を
も
人
を
も
思
ひ
つ
つ
棄
て
て
し
世
を
ぞ
さ
ら
に

棄
て
つ
る

今
は
、
か
く
て
、
限
り
つ
る
ぞ
か
し
」
と
書
き
て
も
、
な
ほ
、
み
づ
か
ら
い

と
あ
は
れ
と
見
た
ま
ふ
。

（
浮
舟
）
限
り
ぞ
と
思
ひ
な
り
に
し
世
の
中
を
か
へ
す
が
へ
す
も
そ
む
き
ぬ

る
か
な�

（
⑥
341
頁
2
～
9
行
）

「
対
鏡
」
は
鏡
に
向
か
い
見
る
こ
と
。「
閑
看4

二
明
鏡4

一
坐
二
清
晨
一
、
多
病
姿
容
半

老
身
」（「
対4

レ
鏡4

吟
」『
白
氏
文
集
』
巻
一
七
）「
対4

レ
鏡4

容
華
改
、
調
レ
琴
怨
曲
催
」

（
嵯
峨
天
皇
「
長
門
怨
」『
文
華
秀
麗
集
』
巻
中
）
な
ど
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、

大
抵
は
老
い
や
衰
え
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。「
形
」は
顔
か
た
ち
、
姿
。
形
容
・

形
貌
の
こ
と
。「
顦
顇
」
は
憔
悴
に
同
じ
く
、
や
つ
れ
衰
え
る
こ
と
。「
常
嗟
薄
命

形
顦
顇

4

4

4

、
若
比
二
弘
貞
一
是
幸
人
」（「
見
二
楊
弘
貞
詩
賦
一
…
」『
白
氏
文
集
』
巻
一

五
）「
愁
苦
辛
勤
顦
顇
尽

4

4

4

、
如
今
却
似
二
画
図
中
一
」（「
王
昭
君
」『
和
漢
朗
詠
集
』

巻
下
・
王
昭
君
697
『
白
氏
文
集
』
巻
一
四
）「
強
対

4

4

二
鏡
台

4

4

一
試
払
レ
塵
、
影
中
唯

見
憔
悴

4

4

人
」（
小
野
岑
守
「
奉
レ
和
二
聖
製
春
女
怨
一
」『
凌
雲
集
』）
な
ど
は
そ
の
例
。

「
手
習
」
は
和
習
語
。「
攄
懐
」
は
思
い
を
述
べ
る
意
。「
攄4

二
懐
レ
旧
之
蓄
念4

一
、
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発
二
思
レ
古
之
幽
情
一
」（
班
固
「
西
都
賦
」『
文
選
』
巻
一
）「
至
人
攄4

レ
思4

、
製

為�
二
雅
琴
一
」（
嵇
康
「
琴
賦
」
同
上
巻
一
八
）「
玄
陰
云
暮
倶
談
話
、
僧
舎
炉
辺

思4

自
攄4

」（
藤
原
周
光
「
歳
暮
述
懐
」『
本
朝
無
題
詩
』
巻
五
・
346
）
な
ど
と
見
え

る
類
い
。五

十
五
　
夢
浮
橋

幕
下
松
明
蛍
共
照　

幕
下
の
松
明　

蛍
と
共
に
照あ
き

ら
か
な
り

見
之
旧
好
不
能
忘　

之
を
見
て
は　

旧
好
忘
る
能あ
た

は
ず

橫
川
路
側
浅
々
水　

横
川
の
路
の
側
か
た
は
ら

に
は　

浅
々
た
る
水か
は

青
葉
山
辺
寂
々
房　

青
葉
の
山
の
辺ほ
と
り

に
は　

寂
々
た
る
房い
へ

入
道
姫
君
雖
有
思　

入
道
の
姫
君　

思
ふ
こ
と
有
り
と
雖
も

出
家
功
德
定
無
量　

出す

け家
の
功
徳　

定
め
て
無
量
な
ら
ん

瓊
篇
都
五
十
餘
巻　

瓊け
い
へ
ん篇　

都す
べ

て
五
十
余
巻
も

至
夢
浮
橋
一
部
疆　

夢
の
浮
橋
に
至
り
て　

一
部
疆き
は

ま
れ
り

〈
七
律
。
忘
・
房
・
量
・
疆
（
下
平
声
陽
韻
）〉

巻
名
は
末
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
。
物
語
最
終
巻
と
な
り
、
薫
が
再
登
場
。
比

叡
山
に
登
り
、
経
や
仏
像
の
供
養
を
さ
せ
て
、
横
川
の
僧
都
を
訪
れ
、
小
野
の
家

の
事
を
問
い
、
自
分
が
世
話
す
る
は
ず
の
女
（
浮
舟
）
が
隠
れ
住
み
、
受
戒
ま
で

世
話
に
な
っ
た
と
述
べ
た
て
る
。
僧
都
は
合
点
す
る
と
共
に
事
の
始
終
を
詳
し
く

語
り
、
薫
も
ま
た
彼
女
と
の
関
わ
り
を
告
げ
て
い
る
。
僧
都
は
小
野
の
山
家
へ
の

案
内
を
請
わ
れ
た
も
の
の
断
わ
り
、
薫
の
供
人
小
君
（
浮
舟
の
異
父
弟
）
に
浮
舟

宛
書
簡
を
託
す
の
だ
っ
た
。
帰
洛
後
、
薫
は
こ
の
小
君
を
使
い
に
立
て
る
。
小
君

を
見
た
浮
舟
は
懐
し
く
往
時
を
思
い
、
母
君
の
こ
と
を
と
て
も
気
に
か
け
て
い
る
。

尼
君
は
姉
弟
の
対
面
を
勧
め
る
が
、
浮
舟
は
人
違
い
と
し
て
断
っ
て
欲
し
い
と
願

う
。
小
君
は
薫
か
ら
の
手
紙
を
届
け
る
も
の
の
、
浮
舟
は
心
を
乱
し
苦
し
げ
に
臥

せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
姉
の
返
事
も
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
も
な
く
無
念
の
思
い
で

小
君
が
帰
参
す
る
と
、
薫
も
あ
れ
こ
れ
と
思
い
惑
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。

以
下
聯
毎
に
訳
し
て
み
た
い
。

近
衛
大
将
（
薫
）
様
の
（
一
行
の
山
に
登
ら
れ
た
帰
途
の
）
松た
い
ま
つ明
の
灯
火
と

（
小
野
の
山
家
の
遣
水
の
昔
を
思
う
慰
め
に
も
な
る
）
蛍
が
共
に
輝
い
て
お

り
ま
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
光
景
を
見
て
、（
浮
舟
様
は
）
昔
の
こ

と
を
お
忘
れ
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

横
川
へ
の
道
の
傍
か
た
わ
ら

に
は
、
川
の
水
が
浅
く
速
く
流
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
青
葉
の
山
に
向
か
う
小
野
の
山
里
の
ほ
と
り
に
は
、
ひ
っ
そ
り
と
し

た
住
ま
い
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

仏
の
道
に
入
ら
れ
た
姫
君
（
浮
舟
）
様
に
は
様
々
に
物
思
う
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
が
、
御
出
家
な
さ
い
ま
し
た
功
徳
は
き
っ
と
無
量
の
も
の
が
ご
ざ
い
ま

し
ょ
う
ね
。

す
ば
ら
し
い
作
品
、
す
べ
て
五
十
余
巻
も
、
こ
の
夢
の
浮
橋
の
巻
に
至
り
、

一
つ
の
物
語
の
終
わ
り
と
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

首
・
頷
聯
は
、
薫
が
叡
山
に
登
り
僧
都
と
語
ら
っ
た
後
、
下
山
す
る
帰
途
の
光

景
を
記
す
場
面
と
関
わ
る
。

小
野
に
は
、
い
と
深
く
茂
り
た
る
青
葉
の
山

4

4

4

4

に
向
か
ひ
て
、
紛
る
る
こ
と
な

く
、
遣
水
の
蛍4

ば
か
り
を
昔
お
ぼ
ゆ
る
慰
め
に
て
な
が
め
ゐ
た
ま
へ
る
に
、

例
の
、
遙
か
に
見
や
ら
る
る
谷
の
軒
端
よ
り
、
前さ

き駆
心
こ
と
に
追
ひ
て
、
い

と
多
う
と
も
し
た
る
灯
の
の
ど
か
な
ら
ぬ
光

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
見
る
と
て
、
尼
君
た
ち
も
端

に
出
で
ゐ
た
り
。�

（
⑥
382
頁
13
行
～
383
頁
3
行
）

月
日
の
過
ぎ
ゆ
く
ま
ま
に
、
昔
の
こ
と
の
か
く
思
ひ
忘
れ
ぬ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

も
、
今
は
何
に

す
べ
き
こ
と
ぞ
と
心
憂
け
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
に
思
ひ
紛
ら
は
し
て
、
い
と
ど

も
の
も
言
は
で
ゐ
た
り
。
横
川
に
通
ふ
人
の
み
な
ん

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
こ
の
わ
た
り
に
は
近

4

4

4

4

4

4

4

4

き
た
よ
り

4

4

4

4

な
り
け
る
。�

（
⑥
383
頁
10
～
13
行
）

「
浅
々
水
」
は
物
語
文
中
に
は
見
え
な
い
が
、
あ
た
り
を
流
れ
る
高
野
川
（「
手
習
」

巻
の
詩
参
照
）
と
み
て
良
か
ろ
う
。「
寂
々
房
」
は
「
そ
の
わ
た
り
に
は
、
た
だ

近
き
こ
ろ
ほ
ひ
ま
で
、
人
多
う
住
み
は
べ
り
け
る
を
、
今
は

4

4

、
い
と
か
す
か
に
こ

4

4

4

4

4

4

4

そ
な
り
ゆ
く
め
れ

4

4

4

4

4

4

4

」（
⑥
374
頁
5
～
6
行
）
と
も
あ
り
、
先
の
引
用
文
中
に
も
見

え
た
よ
う
に
、
横
川
に
往
来
す
る
人
だ
け
が
意
識
す
る
と
こ
ろ
に
過
ぎ
な
い
山
里
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の
家
（
尼
君
や
浮
舟
が
住
む
）
を
指
し
て
い
る
。「
幕
下
」
は
幕
府
の
下
の
意
。

幕
府
と
は
近
衛
大
将
の
唐
名
（『
職
原
鈔
』
下
）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
近
衛
大
将

の
薫
を
指
す
。「
松
明
」
は
「
唐
式
云
、
毎
城
油
一
斗
、
松
明

4

4

十
斥
〈
今
案
、
松

明
者
今
之
続
松
乎
〉」（『
和
名
鈔
』
巻
一
二
）「
松
明

4

4

〈
タ
ヒ
マ
ツ
〉
続
松
〈
同
。

俗
用
レ
之
〉」（『
色
葉
字
類
抄
』）
な
ど
と
見
え
る
。「
浅
々
」
は
（
浅
瀬
の
）
水

流
の
速
や
か
に
流
れ
る
様
子
。「
石
瀬
兮
浅
々

4

4

」（『
楚
辞
』「
湘
君
」『
文
選
』
巻

三
二
）
と
見
え
、
王
逸
注
に
「
浅
々
、
流
疾
貌
」
と
あ
る
。「
寂
々
」
は
物
さ
び

し
く
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
様
子
。「
西
軒
草
レ
詔
暇
、
松
竹
深
寂
々

4

4

」（「
禁
中
寓

直
夢
遊
二
仙
遊
寺
一
」『
白
氏
文
集
』
巻
五
）「
秋
山
寂
々

4

4

葉
零
々
、
麋
鹿
鳴
音
数

更
聆
」（『
新
撰
万
葉
集
』
巻
上
・
秋
歌
『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
上
・
鹿
315
）
は
そ
の

語
例
。

頸
聯
第
六
句
は
、
僧
都
が
小
君
に
託
し
た
浮
舟
宛
の
手
紙
の
中
に
見
え
る
こ
と

ば
、

も
と
の
御
契
り
過
ち
た
ま
は
で
、
愛
執
の
罪
を
は
る
か
し
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、

一
日
の
出
家
の
功
徳
は
は
か
り
な
き
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
れ
ば
、
な
ほ
頼
ま
せ
た
ま
へ
と

な
ん
。�
（
⑥
387
頁
4
～
6
行
）

を
ふ
ま
え
る
も
の
。
第
五
句
は
、
浮
舟
が
小
君
を
見
て
、
母
を
尋
ね
て
み
た
い
と

思
い
つ
つ
も
で
き
ず
、
尼
姿
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
不
用
意
に
弟
に
も
会
え
な
い

な
ど
と
、
揺
れ
動
く
心
を
見
せ
て
い
る
様
を
背
景
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
二

十
身
出
家

4

4

、
四
十
心
離
レ
塵
」（「
題
二
贈
定
観
上
人
一
」『
白
氏
文
集
』
巻
九
）
は
「
出

家
」（
仏
門
に
入
る
こ
と
）
の
一
例
。「
功
徳
」
は
善
行
を
な
す
こ
と
、
ま
た
、
そ

の
結
果
と
し
て
の
御
仏
の
め
ぐ
み
。「
百
千
万
劫
菩
提
種
、
八
十
三
年
功
徳

4

4

林
」

（「
題
僧
五
首
〈
鉢
塔
院
如
大
師
〉」『
白
氏
文
集
』
巻
五
七
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・

仏
事
589
）「
何
啻
孤
峰
寒
更
暖
、
所
生
功
徳

4

4

万
民
承
」（「
感
二
雪
朝
一
」『
菅
家
文
草
』

巻
五
）
な
ど
と
あ
る
。「
無
量
」
は
は
か
り
知
れ
な
い
意
。「
具
二
無
量
功
徳

4

4

4

4

一
、

能
救
二
護
一
切
一
」（『
法
華
経
』
化
城
喩
品
）「
是
施
主
、
但
施
二
衆
生
一
切
楽
具
一
、

功
徳
無
量

4

4

4

4

」（
同
上
、
随
喜
功
徳
品
）
等
、
二
語
と
も
『
法
華
経
』
頻
出
語
彙
で

あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

尾
聯
は
大
尾
の
こ
と
ば
。「
瓊
篇
」
は
す
ば
ら
し
い
作
品
の
こ
と
（
瓊
は
美
玉
）。

「
素
緘
署
二
丹
字
一
、
中
有
二
瓊
瑶
篇

4

4

4

一
」（「
酬
二
呉
七
見
一
レ
寄
」『
白
氏
文
集
』
巻
六
）

に
同
じ
く
、「
瓊
篇

4

4

尋
レ
我
暁
凌
レ
寒
、
暫
恥
二
報
詞
一
曰
已
闌
」（
具
平
親
王
「
戸

部
尚
書
重
賦
二
丹
字
一
見
レ
贈
二
妙
詞
一
…
」『
本
朝
麗
藻
』
巻
下
）
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
一
部
」
は
こ
こ
で
は
書
物
の
一
組
、
一
揃
え
の
意
。「
頃
年
以
二
累
代
侍
読
之
苗

胤
一
、
以
二
尚
書
一
部

4

4

十
三
巻
毛
詩
一
部

4

4

二
十
巻
文
選
一
部

4

4

六
十
巻
及
礼
記
文
集
一
、

侍
二
聖
主
御
読
一
…
」（『
江
吏
部
集
』
巻
中
の
詩
題
よ
り
）
な
ど
と
見
え
る
例
参
照
。

五
十
六
　
賦
二
物
語
作
者
紫
式
部
一

智
女
越
州
循
吏
女　

智
女
は
越
州
循
吏
の
女む
す
め

椒
園
労
績
更
非
𠆩　

椒
園
の
労
績　

更
に
𠆩か
ろ

き
に
非
ず

浅
香
山
井
藻
詞
勝　

浅あ
さ

香か

山や
ま

井ゐ

の
藻
詞
勝す
ぐ

る

或
説
曰
、
依
レ
作
二
源
氏
物
語
芳
紫
巻
一
、
号
二
紫
式
部
一
云
々
。
彼
巻
歌

中
、
有
二
浅
香
山
井
之
篇
一
。
以
二
采
女
詠
一
為
二
本
歌
一
。
且
如
二
古
今

并
新
古
今
序
一
者
。
彼
采
女
一
首
者
、
為
二
和
歌
之
大
体
一
之
由
所
レ
見

也
。
式
部
依
レ
酌
二
山
井
之
流
一
、
専
染
二
邦
国
之
風
一
。
豈
不
レ
感
乎
。

故
有
二
此
興
一
。

武
蔵
野
原
草
号
厳　

武
蔵
野
の
原
の
草
名
厳い
つ
く

し

蔡
琰
文
章
無
混
俗　

蔡さ
い

琰え
ん

が
文
章　

俗
に
混ま

じ
る
こ
と
無
し

恵
班
書
紀
争
称
凡　

恵け
い

班は
ん

が
書
紀　

争い
か

で
か
凡
を
称
せ
ん

二
女
才
行
、
見
二
後
漢
書
一
。

彼
皆
漢
室
此
和
国　

彼
れ
ら
は
皆み
な

漢
室　

此
れ
は
和
国
な
る
も

筆
海
艤
舟
共
挙
帆　

筆
海
に
舟
を
艤よ
そ

ひ
て
共
に
帆
を
挙
ぐ

〈
七
律
。
𠆩
・
厳
・
凡
・
帆
（
下
平
声
厳
韻
）。
猶
「
争
」
は
仄
声
字
の
「
豈
」

あ
た
り
で
あ
り
た
い
〉

本
物
語
詩
の
末
尾
に
、
作
者
紫
式
部
を
称
賛
す
る
詩
を
付
し
た
も
の
で
、
通
釈

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
こ
の
物
語
を
書
い
た
）
賢
い
女
性
は
越
前
の
良
吏
（
越
前
守
藤
原
為
時
）
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の
娘
で
ご
ざ
い
ま
す
。
後
宮
に
お
仕
え
い
た
し
ま
し
た
業
績
も
さ
ら
に
軽
い

も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。（
彼
女
が
詠
ん
だ
）「
浅
香
山
あ
さ
く
も
人
を
思

は
ぬ
に
な
ど
山
の
井
の
か
け
離
る
ら
む
」
の
歌
は
歌
と
し
て
と
て
も
勝
れ
た

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

〈
注
記
部
分
の
訳
〉
あ
る
人
の
説
に
よ
り
ま
す
と
、
源
氏
物
語
の
若
紫

の
巻
を
執
筆
し
ま
し
た
こ
と
で
、
紫
式
部
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
か
、
申
し
ま
す
。
そ
の
（
若
紫
の
）
巻
の
歌
の
中
に
「
浅
香
…
山
の

井
」
の
歌
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
采
女
の
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ

る
山
の
井
の
浅
き
心
を
わ
が
念お
も

は
な
く
に
」（『
万
葉
集
』
3807
）
の
歌
を

本
歌
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
か
つ『
古
今
集
』や『
新

古
今
集
』
の
序
で
は
、
か
の
采
女
の
一
首
が
和
歌
の
大
い
な
る
手
本
と

な
る
も
の
で
あ
る
と
見
え
て
お
り
ま
す
。
紫
式
部
は
そ
の
山
の
井
の
歌

の
流
れ
を
汲
む
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
わ
が
国
の
風
雅
に
心

を
染
め
ら
れ
た
も
の
に
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
感
動
せ

ず
に
お
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
心
持
ち
の
句
と

な
っ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
ま
た
）
武
蔵
野
の
野
原
の
草
（
の
歌
「
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野
の

草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
」『
古
今
集
』
867
）
の
名
（
に
通
う
の
）

も
美
し
い
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

（
後
漢
の
）
蔡
琰
女
史
の
成
し
た
「
悲
憤
詩
二
首
」「
古
笳
十
八
拍
」
と
い
っ

た
す
ぐ
れ
た
作
品
は
世
に
埋
れ
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

班
昭
女
史
は
（
兄
班
固
の
後
を
受
け
）
漢
書
（
の
表
と
天
文
志
）
を
執
筆
さ

れ
ま
し
て
、
と
て
も
平
凡
と
は
言
い
難
く
称た
た

え
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

蔡
琰
・
班
昭
の
二
女
の
才
能
と
そ
の
行
い
は
、『
後
漢
書
』
に
見
え
て

お
り
ま
す
。

彼
女
達
は
（
後
）
漢
の
方
々
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
方
（
紫
式
部
）
は
（
わ
が
）

日
本
の
方
で
、
文
筆
の
海
原
（
と
い
う
世
界
）
に
舟
を
仕
立
て
て
、
共
に
帆

を
高
々
と
掲
げ
て
お
ら
れ
る
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

「
智
女
」
は
知
恵
の
あ
る
女
性
。
智
者
で
も
良
い
の
だ
が
、
女
史
彤
管
（
女
性
の

執
筆
者
）
の
身
を
強
調
す
る
。「
越
州
循
吏
」
は
越
前
・
越
後
守
と
な
っ
た
父
藤

原
為
時
（
？
～
一
〇
一
八
～
？
）
を
指
す
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼
が
申
文
の

「
除
目
春
朝
、
蒼
天
在
レ
眼
云
々
」
の
佳
句
を
も
っ
て
主
上
を
感
涙
さ
せ
、
越
前

守
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
は
『
続
本
朝
往
生
伝
』（
一
条
天
皇
）『
今
昔
物
語
集
』（
巻

二
四
）『
古
事
談
』（
第
一
）『
今
鏡
』（
巻
九
）『
十
訓
抄
』（
第
一
〇
）
な
ど
の
説

話
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
『
賦
光
源
氏
物
語
詩
』
が
作
ら
れ
た
頃

を
少
し
遡
る
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
『
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
』（
紫

式
部
）
に
は
、「
越
後
守

4

4

4

為
時
女
。
名
紫
式
部
有
二
二
説
一
。
一
者
、
作
二
源
氏
物

語
一
之
時
、
所
レ
載
件
紫
之
巻
甚
深
作
之
。
故
得
二
此
名
一
。
一
者
、
一
条
院
御
乳

母
子
也
。
而
上
東
門
院
令
レ
奉
給
ト
テ
、
吾
ユ
カ
リ
ノ
者
也
。
ア
ハ
レ
ト
思
食
ト

令
レ
申
給
之
故
、
彼
此
名
武
蔵
野
ノ
義
也
云
々
」
と
あ
る
（
猶
、
こ
の
記
述
は
第

三
句
付
注
や
第
四
句
と
も
関
わ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
）。「
循
吏
」
は
法
に
の
っ

と
り
よ
く
民
を
治
め
る
良
吏
（
良
い
役
人
）。「
慎
択
二
循
良
吏

4

4

4

一
、
令
三
其
長
二
子

孫
一
」（「
贈
レ
友
五
首
」
其
四
『
白
氏
文
集
』
巻
二
）「
循
良
吏

4

4

4

、
著
作
郎
、
万
代

賢
名
遠
近
揚
」（
藤
原
敦
光
「
秋
日
於
二
河
陽
旅
宿
一
…
」『
本
朝
続
文
粋
』
巻
一
）

に
同
じ
。『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』
等
史
書
の
列
伝
に
は
循
吏
伝
が
立
て
ら

れ
て
お
り
、「
詳
二
循
吏

4

4

一
対
策
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
三
所
収
の
対
策
題
）
は
例
の

一
端
。「
椒
園
」
は
後
宮
の
こ
と
。
椒
閣
・
椒
屋
・
椒
房
・
椒
殻
な
ど
と
も
。
山

椒
は
暖
気
を
保
ち
、
芳
香
を
添
え
、
悪
気
を
除
く
と
さ
れ
、
そ
の
居
室
の
壁
に
塗

り
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
言
う
（『
芸
文
類
聚
』
巻
一
五
・
后
妃
に
引
く
『
応
劭
漢

官
儀
』な
ど
参
照
）。
ま
た
、
紫
式
部
が
中
宮
彰
子
に
仕
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
、

そ
の
詳
細
な
一
端
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
窺
わ
れ
る
。「
労
績
」
は
そ
の
宮
仕
え

の
実
績
を
言
う
。「
計
二
労
績

4

4

一
而
後
進
二
爵
秩
一
」（「
翰
林
待
詔
李
景
亮
授
二
左
司

禦
率
府
長
吏
依
レ
前
待
詔
一
制
」『
白
氏
文
集
』
巻
三
四
）「
篤
茂
、
任
寮
之
後
、

十
箇
年
矣
。
忠
貞
不
レ
怠
、
労
績

4

4

已
深
」（
藤
原
篤
茂
「
請
レ
被
下
殊
蒙
二
天
恩
一
拝
中

大
内
記
紀
伊
輔
木
工
頭
源
方
光
申
二
他
官
一
所
并
淡
路
国
守
欠
上
状
」『
本
朝
文
粋
』

巻
六
・
156
）
と
見
え
る
。「
𠆩
」
は
一
般
的
に
は
殆
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
い
字
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だ
が
、「
軽
。
又
孚
剣
反
」（『
王
仁
昫
刊
謬
補
欠
切
韻
』
巻
三
）「
相
軽
、
謂
二
之

𠆩
一
。
方
言
、
接
剣
反
」（『
斐
務
斉
正
字
本
刊
謬
補
欠
切
韻
』）「
𠆩
〈
カ
ロ
シ
〉」

（『
童
蒙
頌
韻
』）
と
あ
り
、
軽
い
意
。「
藻
詞
」
は
詞（
詩
）藻
に
同
じ
く
、
詩
歌
の
こ
と
。

「
旧
譜
遺
レ
家
華
髪
少
、
新
詩
遇
レ
境
藻
詞

4

4

瑩
」（
菅
原
資
忠
「
尚
歯
会
後
菅
閣
書

尚
歎
レ
不
レ
逢
二
彼
会
一
…
…
」『
粟
田
左
府
尚
歯
会
詩
』）「
雖
レ
飾
二
詞
藻

4

4

一
、
豈

動�

二
心
根
一
」（
菅
原
文
時
「
答
下
貞
信
公
辞
二
関
白
一
表
上
勅
」）『
本
朝
文
粋
』
巻
二
・

52
）
は
そ
の
例
。「
蔡
琰
」
は
後
漢
の
女
流
詩
人
で
、
蔡
邕
の
娘
。
音
楽
に
も
す

ぐ
れ
た
才
を
発
揮
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
字
は
文
姫
。
夫
に
死
別
後
、
興
平

年
間
の
天
下
大
乱
で
胡
騎
に
捕
え
ら
れ
、
匈
奴
に
在
る
こ
と
十
二
年
、
二
子
を
生

む
。
後
、
曹
操
が
蔡
邕
の
後
嗣
無
き
を
痛
み
、
匈
奴
に
使
い
を
遣
っ
て
購
い
、
救

出
さ
れ
て
、
董
祀
に
嫁
い
だ
。
そ
の
混
乱
の
時
代
を
体
験
し
た
こ
と
を
追
懐
悲
憤

し
て
作
っ
た
の
が
「
悲
憤
詩
二
首
」「
胡
笳
十
八
拍
」
と
伝
え
ら
れ
る
。「
文
章
」

は
詩
文
。「
世
間
富
貴
応
レ
無
レ
分
、
身
後
文
章

4

4

合
レ
有
レ
名
」（「
編
二
集
拙
詩
一
成
二

一
十
五
巻
一
…
」）『
白
氏
文
集
』
巻
一
六
）「
案
牘
初
慙
従
二
政
理
一
、
風
雲
暫
謝

属
二
文
章

4

4

一
」（「
拝
二
戸
部
侍
郎
一
聊
書
レ
所
レ
懐
呈
二
田
外
史
一
」『
菅
家
文
草
』
巻
一
）

な
ど
は
殊
に
漢
詩
を
指
す
。「
恵
班
」
は
班
昭
の
字
。
後
漢
の
班
彪
の
娘
で
、
班

固
の
妹
。
和
帝
の
命
に
よ
り
、
兄
の
『
漢
書
』
の
未
完
部
分
（
八
表
・
天
文
志
）

を
補
い
成
し
、『
女
誡
』
の
著
書
も
あ
る
。
曹
世
叔
に
嫁
す
も
早
く
に
未
亡
人
と

な
り
、
宮
中
に
し
ば
し
ば
招
か
れ
皇
后
や
貴
人
の
師
と
な
り
、「
曹
大
家
」
と
も

称
さ
れ
た
。
猶
、
以
上
の
二
人
の
こ
と
は
『
後
漢
書
』（
巻
八
四
・
列
女
伝
第
七
四
、

「
扶
風
曹
世
叔
妻
」「
陳
留
董
祀
妻
」）
に
見
え
て
い
る
。「
筆
海
」
は
文
筆
（
学
問
）

の
世
界
、
詩
文
の
世
界
の
意
。「
請
振
二
詞
鋒
一
、
用
開
二
筆
海

4

4

一
」（
駱
賓
王
「
秋

日
餞
二
尹
大
官
往
一
レ
京
序
」）「
鑑
レ
流
開
二
筆
海

4

4

一
、
攀
レ
桂
登
二
談
叢
一
」（
肖
奈
行

文
「
秋
日
於
二
長
王
宅
一
宴
二
新
羅
客
一
」『
懐
風
藻
』）「
筆
海

4

4

之
浪
、
遂
レ
日
競
起
、

詞
林
之
花
、
随
レ
春
交
開
」（
大
江
以
言
「
松
竹
策
文
」『
本
朝
文
粋
』
巻
三
・

87
）
は
そ
の
語
例
。「
艤
舟
」
は
舟
を
出
す
準
備
を
す
る
こ
と
。「
烏
江
亭
長
艤4

レ

舟4

待
」（『
史
記
』
項
羽
本
紀
）「
文
峯
案
レ
轡
日
駒
景
、
詞
海
艤4

レ
舟4

紅
葉
声
」（
大

江
以
言
「
秋
未
レ
出
二
詩
境
一
」『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
九
月
尽
276
）
な
ど
と
見

え
る
。「
挙
帆
」
は
帆
を
高
く
揚
げ
舟
を
出
す
意
。
文
筆
の
世
界
に
進
み
出
る
、

存
在
を
示
す
と
い
う
こ
と
の
比
喩
で
あ
る
。

五
十
七
　
補
説
一

さ
て
、
本
書
に
は
冒
頭
に
序
文
（
正
応
四
年
〈
一
二
九
一
〉
八
月
付
）
が
付
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
行
届
い
た
注
釈）

1
（

が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
そ
れ
を
参
考

に
し
つ
つ
、
そ
の
試
訳
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
『
光
源
氏
物
語
』
は
本
朝
神
秘
の
書
で
人
智
で
は
は
か
り
知
れ
ぬ
程

の
書
で
あ
る
。
見
識
浅
く
狭
い
者
は
、
こ
の
作
品
を
遊
戯
的
な
も
て
あ
そ
び
物
だ

と
し
、
物
事
を
深
く
考
え
る
好
学
の
徒
は
、
真
心
の
こ
も
っ
た
教
え
の
依
り
ど
こ

ろ
と
な
る
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
神
代
の
事
か
ら
人
代
の
事
に
及
ぶ

ま
で
載
せ
記
し
て
い
る
点
で
は
、
舎
人
親
王
の
優
れ
た
書
『
日
本
書
紀
』
に
比
肩

し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
多
く
の
人
々
の
書
物
の
記
事
を
集
め
収
め
て
、
独

自
の
書
を
編
修
し
て
い
る
点
で
は
、
司
馬
遷
の
実
録
『
史
記
』
に
並
ぶ
も
の
と
さ

え
言
え
よ
う
。
一
体
誰
が
花
鳥
の
使
い
（
男
女
の
間
を
と
り
も
つ
使
い
）
の
書
な

ど
と
言
う
の
か
。
本
書
は
和
漢
の
『
書
紀
』
や
『
史
記
』
に
通
う
も
の
な
の
で
あ

る
。こ

の
物
語
の
内
容
は
、
仁
徳
あ
る
天
皇
四
代
（
桐
壺
・
朱
雀
・
冷
泉
・
今
上
）

が
皇
位
を
継
承
し
、
そ
の
広
大
な
慈
愛
が
遍
く
ゆ
き
わ
た
り
、
三
公
は
じ
め
す
べ

て
の
官
人
が
感
化
さ
れ
て
敬
仰
し
、
水
魚
の
交
わ
り
を
結
ぶ
こ
と
の
深
き
を
物

語
っ
て
い
る
。
あ
る
時
は
、
後
宮
の
奥
深
き
帳と
ば
り

に
立
入
っ
て
密
や
か
な
契
り
を

結
ぶ
と
い
う
よ
う
に
、
あ
の
『
伊
勢
物
語
』
で
在
原
業
平
が
美
人
に
耽
溺
す
る
様

に
似
せ
て
み
た
り
（
光
源
氏
と
藤
壺
の
関
係
を
暗
示
）、
ま
た
あ
る
時
は
賤
し
い

身
分
の
出
な
が
ら
貴
人
の
良
き
伴
侶
と
な
る
と
い
う
、
あ
の
『
交
野
少
将
』
に
見

え
る
少
女
の
栄
華
を
表
現
し
て
い
る
か
の
様
（
明
石
の
君
を
暗
示
）
な
の
で
あ
る
。

お
お
よ
そ
、
皇
太
子
が
そ
の
地
位
を
輝
か
せ
、
摂
関
家
が
朝
廷
の
重
要
な
職
務

を
お
さ
め
て
ま
と
め
、
後
宮
の
薄
絹
を
纏
う
佳ひ
め

人ぎ
み

や
、
天
下
を
治
め
守
る
堅
固
な
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基も
と
い

と
な
る
貴
顕
の
嫡あ
と
と
り子
達
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
し
こ
き
御

代
の
帝
の
治
政
の
模
範
と
し
て
追
い
求
め
、
帝
の
左
右
に
在
る
記
録
官
（
史
官
）

と
し
て
も
記
さ
ず
に
は
お
れ
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ま
し
て
、
政ま
つ
り

事ご
と

の
道
理
を
論
じ
て
、
三
綱
五
常
（
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
の
道

と
仁
義
礼
智
信
を
指
す
。
儒
教
的
倫
理
を
云
う
）
の
道
徳
を
お
さ
め
正
し
、
狩
に

言
及
し
て
大
原
の
小
塩
山
に
出
遊
さ
れ
、
霊
妙
な
る
御
神
を
敬う
や
ま

い
て
斎
宮
齋
院

を
お
定
め
申
す
べ
く
議
し
、
御
仏
に
帰
依
し
て
顕
密
（
顕
教
・
密
教
は
対
と
な
る

概
念
だ
が
、
こ
こ
で
は
広
く
御
仏
の
教
え
と
い
う
程
の
意
で
あ
ろ
う
）
の
奥
深
い

趣
を
示
す
と
な
れ
ば
猶
更
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
し
て
帝
は
、
た
だ
宮
中
遊
宴
の

う
る
わ
し
き
春
花
・
秋
月
の
庭
に
美
し
い
帳と
ば
り

を
掲
げ
て
宴
を
賜
り
、
離
宮
・
別

邸
の
美
し
い
泉
や
石
畳
み
に
御
車
を
め
ぐ
ら
し
楽
し
ま
れ
る
の
み
で
あ
ろ
う
か
、

そ
う
で
は
な
い
の
だ
。

あ
の
須
磨
や
明
石
の
海
辺
で
光
源
氏
は
不
遇
の
身
を
嘆
き
吟
じ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
太
上
天
皇
に
准
ず
る
尊
い
位
に
ま
で
昇
る
こ
と
と
な
り
、
葵
の
上
や
紫
の

上
の
死
に
際
し
て
は
、
独
り
世
に
残
さ
れ
る
道
理
を
示
す
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
に
世
の
中
に
在
っ
て
は
禍
福
に
定
め
な
く
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
運
命
も

は
か
な
い
胡
蝶
の
夢
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
身
を
任
せ
、
人
と
し
て
の
哀
楽
も
変

わ
り
易
く
、
露
の
如
き
は
か
な
い
命
を
芒
山
の
秋
に
傷
む
他
な
い
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
光
源
氏
に
は
家
督
を
継
ぐ
愛
児
（
夕
霧
）
が
あ
り
、
大
学
寮
の
学

生
と
し
て
身
を
列
ね
て
い
た
。
夜
も
学
問
に
倦
む
こ
と
な
く
、
華
や
か
な
灯
火
な

ら
ぬ
雪
明
り
の
下
で
勤い
そ
し

み
、
繰
返
し
習
い
修
め
て
怠
り
な
く
、
蛍
火
を
集
め
て
、

美
し
い
学
び
の
場
で
あ
る
筵む
し
ろ

を
照
ら
す
と
い
う
程
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
遂
に

省
試
に
准
ず
る
帝
前
の
放
島
試
に
詩
を
奉
り
、
竜
門
に
昇
る
の
通
り
合
格
し
、
拘

わ
れ
る
こ
と
な
く
才
能
を
発
揮
し
て
侍
従
に
任
じ
ら
れ
、
帝
に
忠
節
を
尽
く
し
て
、

朝
廷
に
飛
ぶ
鳥
の
勢
い
で
栄
達
し
、
そ
の
名
声
は
世
上
の
遠
く
ま
で
聞
こ
え
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

学
問
を
好
み
父
に
仕
え
る
の
は
孝
の
始
め
で
あ
る
。
貴
い
身
分
の
生
ま
れ
で
右

大
臣
の
地
位
に
昇
る
。
そ
の
間
、
朝
廷
の
政
務
を
助
け
て
、
夕
霧
の
名
を
称
揚
さ

れ
、
明
君
の
時
世
に
逢
い
天
下
の
政
事
を
や
わ
ら
げ
治
め
た
の
だ
っ
た
。
文
を
以

て
世
を
治
む
と
い
う
、
そ
の
意
味
は
こ
こ
に
明
ら
か
で
、
本
書
の
要
点
は
た
だ
こ

の
こ
と
に
在
る
の
で
あ
る
。

あ
あ
、
あ
の
左
思
「
三
都
賦
」
で
は
東
呉
王
の
王
孫
や
西
蜀
の
公
子
、（
そ
れ

に
魏
国
先
生
）
と
い
っ
た
虚
構
の
人
物
を
仮
り
、
各
々
の
お
国
自
慢
を
事
実
に
即

し
て
鮮
や
か
に
表
現
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
、『
法
華
経
』
で
は
、
さ
る

長
者
の
子
供
達
を
危
難
か
ら
救
い
、
或
は
、
導
師
が
遠
く
険
し
い
道
途
を
力
づ
け

た
故
事
の
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
仏
教
の
譬
喩
を
も
っ
て
人
々
に
倖
さ
い
わ
い

を
も
た
ら

す
教
化
は
高
く
す
ぐ
れ
た
も
の
と
知
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
儒
林
の
風
雅
な
言
葉

を
用
い
る
の
み
な
ら
ず
、
霊
鷲
山
の
世
尊
の
教
え
（『
法
華
経
』）
に
も
依
り
、
意

味
や
詞
章
は
内
外
の
典
籍
を
貫
き
、
古
今
の
書
物
を
十
分
心
得
て
い
る
、
こ
の

『
光
源
氏
物
語
』
と
い
う
著
作
の
趣
は
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。

私
は
暇
な
時
に
こ
の
物
語
を
披
見
し
、
様
々
な
感
慨
を
催
し
、
そ
の
旨お
も

趣む
き

を
詩

に
賦
し
て
み
た
。
五
十
四
巻
の
一
巻
も
残
す
こ
と
な
く
詠
じ
、
三
十
二
韻
の
押
韻

体
系
の
一
韻
も
漏
ら
す
こ
と
な
く
用
い
た
。
加
え
て
、
末
尾
に
六
義
（
巻
毎
に
詠

ん
だ
詩
そ
の
も
の
）
と
は
離
れ
た
も
の
と
な
る
が
、
物
語
の
素
晴
ら
し
さ
を
称
美

せ
ん
と
す
る
気
持
ち
抑
え
難
く
、
に
わ
か
に
作
者
紫
式
部
の
品
行
を
も
賦
し
た
次

第
で
あ
る
。
但
し
、
愚
昧
な
小
生
の
性
分
は
変
わ
ら
ず
、
た
だ
た
だ
白
太
保
（
居

易
）
の
昔
の
詩
の
詠
み
ぶ
り
と
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
り
、
ま
た
、『
毛
詩
』
の

周
頌
（
周
室
の
功
徳
を
称
賛
す
る
祭
祀
の
楽
歌
）
の
よ
う
に
熟
し
親
し
め
る
格
調

の
も
の
と
は
言
い
難
い
作
ば
か
り
で
、
作
者
紫
式
部
の
著し
る

し
た
物
語
を
も
て
あ
そ

ん
で
い
る
こ
と
を
心
に
慙
ぢ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
荘
子
』
に
云
う

と
こ
ろ
の
井
中
の
蛙
の
智
は
海う
み

鼇が
め

を
知
る
こ
と
な
く
、
宋
玉
「
対
二
楚
王
問
一
」

や
『
荘
子
』
な
ど
に
見
え
る
よ
う
に
、
垣
根
に
住
む
鷃こ
と
り

の
楽
し
み
は
雲
遥
か
に

飛
翔
す
る
鵬
お
お
と
り

を
羨
む
こ
と
も
な
い
と
云
う
喩
え
の
如
く
、
己
の
見
識
の
狭
さ
を

指
し
て
言
う
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
あ
り
の
ま
ま
に
記
し
お
く
。
時
に
正
応

の
御
代
の
四
年
、
自
然
の
秩
序
正
し
く
冷
や
か
な
時
を
迎
え
た
八
月
に
、
以
上
の

よ
う
に
序
を
認し
た
た

め
る
。
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こ
の
序
に
つ
き
、
こ
れ
迄
の
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
者
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し

て
き
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
後
藤
昭
雄
論
文
（
注
（
１
）
参
照
）
に
詳
し
い

の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
た
だ
、
序
に
「
三
十
二
韻
、
無
レ
漏
二
一
韻
一
」（
三

十
二
韻
の
う
ち
の
一
韻
も
漏
ら
す
こ
と
な
く
用
い
て
詩
を
賦
し
た
と
い
う
こ
と
）

と
あ
る
部
分
に
つ
き
少
し
付
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
藤
論
文
に

「『
童
蒙
頌
韻
』
の
韻
の
体
系
に
拠
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る

が
、
ま
た
更
に
後
の
『
文
鳳
抄
』（
巻
十
・
略
韻
）
の
記
述
と
も
一
致
す
る
こ
と

を
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
で
は
、
更
に
そ
の
こ
と
を
基
に
少
し
広
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
猶
、
後
藤

論
文
で
は
煩
雑
を
避
け
省
略
し
て
い
る
が
、
本
作
品
の
桐
壺
巻
か
ら
最
後
の
作
者

紫
式
部
迄
の
賦
詩
の
押
韻
を
ま
と
め
る
と
下
記
の
如
く
で
あ
る
（
写
本
に
も
「
目

録
」
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
。
猶
、
本
注
釈
の
旧
稿
に
は
若
干
の
校
正
ミ
ス
が
あ

る
が
、
そ
れ
を
改
め
た
上
で
挙
げ
て
い
る
）。

挙
げ
ら
れ
た
韻
目
の
順
序
は
、
後
の『
広
韻
』や
所
謂
平
水
韻
と
は
異
な
り
、『
切

韻
』
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
唐
代
写
本
の
『
王
仁
昫
刊
謬
補
欠
切
韻
』
と

照
合
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。『
切
韻
』
で
は
上
平
声
二
十
六
韻
・
下
平
声
二
十

八
韻
（
計
五
十
四
韻
目
）
に
分
か
れ
て
文
字
が
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、『
童
蒙
頌
韻
』

で
は
通
押
（『
広
韻
』
で
云
う
「
同
用
」）
も
あ
っ
て
、
平
声
上
下
各
々
十
六
韻
（
計

三
十
二
韻
）
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
早

く
小
川
環
樹『
唐
詩
概
説
』（
岩
波
書
店
、
中
国
詩
人
選
集
別
巻
、
昭
和
33
年
初
刊
）

157
頁
注
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
一
部
抄
出
）。

注
1　

�

広
韻
そ
の
他
宋
代
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
韻
書
で
は
す
べ
て
平
声
（
上
）

五
支
六
脂
七
之
（
上
・
去
声
も
こ
れ
に
準
ず
る
）
の
三
韻
を
通
用
と
し
、

従
っ
て
平
水
韻
で
も
一
韻
に
ま
と
め
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
「
童
蒙

頌
韻
」（
天
仁
二
年
一
一
〇
一
編
集
、
群
書
類
従
本
）
に
よ
る
と
、
五

支
（
四
紙
・
五
寘
）
が
独
用
で
、
六
脂
七
之
を
同
用
と
す
る
。
こ
れ
は

恐
ら
く
唐
代
の
規
定
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

注
2　

�

二
十
一
欣
の
韻
の
名
は
唐
代
の
末
ま
で
殷
で
あ
っ
た
。
欣
と
改
め
た
の

〈
上
平
声
〉

韻
目

巻
名
（
押
韻
字
）

東

若
紫
（
僮
・
宮
・
夢
・
櫳
）

末
摘
花
（
功
・
通
・
怱
・
紅
）

紅
葉
賀
（
忠
・
風
・
中
・
躬
）

絵
合
（
雄
・
翁
・
同
・
終
）

冬鐘

柏
木
（
封
・
松
・
蹤
・
重
）

江

澪
標
（
邦
・
降
・
江
・
双
）

支

薄
雲
（
誰
・
悲
・
遺
・
詞
）

未
通
女
（
遅
・
思
・
姿
・
姫
）

浮
舟
（
危
・
奇
・
崎
・
宜
）

脂之

松
風
（
滋
・
司
・
尼
・
時
・
詩
）

微魚

紅
梅
（
機
・
闈
・
帰
・
輝
）

虚
蝉
（
居
・
虚
・
餘
・
諸
）

虞模

柀
柱
（
図
・
吾
・
殊
・
途
）

斉

玉
鬘
（
棲
・
西
・
渓
・
妻
）

佳皆

手
習
（
排
・
涯
・
埋
・
懐
）

灰咍

花
宴
（
陪
・
才
・
催
・
摧
）

常
夏
（
開
・
台
・
盃
・
哉
・
材
）

鈴
虫
（
財
・
胎
）

真諄臻

箒
木
（
新
・
身
・
臣
・
倫
）

葵
（
神
・
辰
・
塵
・
匀
）

初
音
（
均
・
晨
・
春
・
茵
・
親
）

蛍
（
陳
・
人
・
因
・
頻
）

文殷

御
法
（
芬
・
君
・
文
・
雲
）

元魂痕

蓬
生
（
園
・
門
・
繁
・
言
）

寄
生
（
番
・
魂
・
恩
・
根
）

寒桓

野
分
（
端
・
寒
・
難
・
看
）

若
菜
下
（
冠
・
闌
・
残
・
干
）

刪山

関
屋
（
関
・
間
・
山
・
還
）

〈
下
平
声
〉

先仙

明
石
（
憐
・
船
・
煙
・
然
）

竹
川
（
絃
・
筵
・
前
・
川
）

蕭宵

若
菜
上
（
朝
・
嬌
・
猫
・
飄
）

横
笛
（
焦
・
調
・
条
・
招
）

肴

総
角
（
肴
・
交
・
梢
・
抛
）

豪

椎
本
（
濤
・
皐
・
毫
・
労
）

歌

榊
（
多
・
和
・
何
・
磨
）

蜻
蛉
（
他
・
波
・
河
・
過
）

麻

藤
裏
葉
（
霞
・
花
・
加
・
斜
）

覃談

早
蕨
（
覃
・
談
・
嵐
・
甘
）

陽唐

御
幸
（
皇
・
場
・
箱
・
觴
）

蘭
（
望
・
商
・
霜
・
遑
）

梅
枝
（
香
・
芳
・
方
・
光
・
傷
）

夢
浮
橋
（
忘
・
房
・
量
・
疆
）

庚耕清

桐
壺
（
明
・
程
・
情
・
成
）

夕
霧
（
声
・
鳴
・
名
・
生
）

青

胡
蝶
（
汀
・
聴
・
庭
・
形
）

幻
（
霊
・
蛍
・
馨
・
形
）

尤侯幽

陬
磨
（
流
・
幽
・
遊
・
憂
）

匂
兵
部
卿
宮
（
侔
・
秋
・
求
・
由
）

侵

夕
顔
（
臨
・
碪
・
禁
・
吟
）

花
散
里
（
琴
・
音
・
今
・
襟
）

槿
（
任
・
深
・
心
・
淫
）

塩添

篝
火
（
兼
・
炎
・
添
・
厭
）

蒸登

橋
姫
（
澄
・
朋
・
僧
・
昇
）

咸銜

東
屋
（
芟
・
巌
・
衫
・
緘
）

厳凡

作
者
紫
式
部
（
𠆩
・
厳
・
凡
・
帆
）
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は
、
殷
の
字
が
宋
の
皇
帝
の
先
祖
の
諱
で
あ
る
の
を
避
け
た
結
果
で
あ

る
。
こ
の
二
十
一
欣
も
…
…
唐
代
で
は
独
用
で
あ
り
、
二
十
文
の
韻
を

通
用
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。

注
4　

�
平
声
二
十
四
塩
以
下
は
平
水
韻
で
は
二
つ
に
ま
と
め
る
が
、「
童
蒙
頌

韻
」
で
は
塩
添
・
咸
銜
・
厳
凡
の
三
つ
と
す
る
。
下
平
声
は
十
六
韻
に

な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
も
古
い
伝
承
で
あ
る
ら
し
い
。
室
町
時
代
の

「
聚
分
韻
略
」
で
も
こ
の
点
は
古
い
形
を
の
こ
し
て
い
る
。

こ
の
中
に
は
『
童
蒙
頌
韻
』
と
異
な
る
と
こ
ろ
（
欣
は
文
と
通
用
し
な
か
っ
た
ら

し
い
と
小
川
は
記
す
）
も
あ
っ
て
、
当
時
の
中
国
の
韻
書
の
研
究
者
に
そ
の
根
拠

を
改
め
て
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
『
童
蒙
頌
韻
』
の
韻
体
系

が
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し

ろ
こ
れ
自
体
が
唐
代
の
押
韻
体
系
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、
唐
代
の

通
押
体
系
が
本
朝
に
残
っ
て
い
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
童
蒙
頌
韻
』
や
『
文
鳳
抄
』（
巻
十
・
略
韻
）
が
平
声
字
の
み
提

示
す
る
に
と
ど
ま
り
、
所
謂
仄
声
字
（
上
声
・
去
声
・
入
声
。
ま
と
め
て
本
朝
で

は
他
声
と
呼
ぶ
の
が
一
般
）
を
採
挙
げ
な
い
の
は
何
故
か
。
一
見
不
十
分
な
韻
書

と
し
か
思
わ
れ
か
ね
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
方
法
こ
そ
本
朝
人
に
と
っ
て

は
実
に
効
率
的
な
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
在

り
方
は
、
平
声
字
（『
童
蒙
頌
韻
』
序
で
は
「
凡
二
千
九
百
五
十
五
言
、
除
二
重

点
三
十
七
字
一
」
と
あ
る
）
を
覚
え
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
仄
声
字

で
あ
る
か
ら
、
詩
を
作
る
に
困
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い

（『
童
蒙
頌
韻
』
自
体
平
声
字
を
口
ず
さ
ん
で
覚
え
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
）。
平

安
朝
漢
詩
は
中
国
詩
の
世
界
と
は
異
な
り
、
基
本
的
に
平
声
押
韻
詩
で
あ
り
、
仄

声
押
韻
詩
を
作
る
こ
と
自
体
念
頭
に
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
（
現
存
の
も

の
を
検
し
て
も
仄
韻
詩
は
な
い
、
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
極
め
て
稀
な
も
の
と
言

う
べ
き
で
あ
る
）。
こ
う
し
た
本
朝
人
に
と
っ
て
は
極
め
て
現
実
的
な
対
応
か
ら

先
の
二
書
の
よ
う
な
提
示
の
在
り
方
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

猶
、
本
作
品
に
つ
い
て
、
付
足
に
な
る
が
、
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
も
う

一
つ
あ
る
。
先
の
韻
字
表
を
見
れ
ば
わ
か
る
様
に
、
同
韻
目
の
中
の
使
用
文
字
も

殆
ど
重
複
を
避
け
て
お
り
、
た
だ
一
ヶ
処
だ
け
胡
蝶
巻
と
幻
巻
の
「
形
」（
今
の

と
こ
ろ
異
同
は
な
い
よ
う
だ
）
が
二
度
用
い
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
稿
者
と

し
て
は
そ
れ
が
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
実
は
胡
蝶
巻
の
末
句
「
黄
色
衣
軽
宛
転

形4

」
は
「
黄
色
衣
軽
宛
転
翎4

」
で
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
残

る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
、
三
十
二
韻
す
べ
て
用
い
て
作
っ

た
と
い
う
他
に
、
同
韻
目
押
韻
の
詩
を
多
く
賦
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
押
韻

に
同
じ
文
字
を
重
複
し
て
用
い
る
こ
と
を
避
け
る
試
み
も
行
っ
た
と
言
え
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五
十
八
　
補
説
二

次
に
本
作
品
の
性
格
を
論
じ
た
も
の
で
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
小
野
泰

央
氏
の
論）

2
（

で
あ
ろ
う
。
そ
の
骨
子
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一　

�

巻
名
を
詩
句
に
詠
込
む
の
は
、
句
題
詩
・
題
詠
詩
の
手
法
や
和
歌
の
結
題

と
関
係
す
る
だ
ろ
う
。

二　

�

対
句
表
現
や
典
故
を
意
識
し
て
い
る
も
の
の
律
詩
の
形
式
と
し
て
は
完
全

で
は
な
い
。

三　

�

そ
の
表
現
は
『
和
漢
朗
詠
集
』『
白
氏
文
集
』『
新
古
今
集
』
等
の
初
歩
的

な
詩
学
に
基
づ
く
が
『
源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
と
も
通
底
し
、
そ
の
知
識

と
同
様
の
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、「
光
源
氏
物
語
」
と
い
う
巻
名
も

当
時
の
古
注
釈
の
概
念
で
、
極
論
す
れ
ば
古
注
釈
の
本
文
を
読
む
だ
け
で

詩
が
作
ら
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

四　
�

作
者
は
尾
州
家
河
内
本
系
統
の
『
源
氏
物
語
』
を
利
用
し
、
河
内
家
の
源

氏
学
に
関
わ
り
の
あ
る
人
物
で
、『
蒙
求
和
歌
』『
百
詠
和
歌
』『
楽
府
和
歌
』

の
著
述
（
源
光
行
）
の
機
運
と
も
重
な
る
も
の
。
ま
た
、
仏
教
的
視
点
よ

り
儒
者
の
視
点
に
立
ち
、『
紫
明
抄
』
に
近
い
河
内
源
氏
学
を
踏
襲
し
た

関
東
の
人
物
で
、
武
家
か
官
人
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

一
読
戴
け
ば
理
解
さ
れ
る
と
思
う
が
、
実
に
行
届
い
た
論
証
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
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う
。思

う
に
、
こ
の
作
品
の
賦
詩
は
、
基
本
的
に
は
物
語
の
粗
筋
を
詠
む
と
い
う
傾

向
に
あ
る
。
物
語
の
展
開
を
作
者
な
り
に
漢
詩
化
し
た
、
と
言
っ
て
も
良
い
。
そ

の
中
に
巻
名
が
詠
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
巻
名
と
な
る
和
歌
の
存
在
を
象
徴
す
る

も
の
と
稿
者
は
考
え
る
。
物
語
の
展
開
の
中
に
巻
名
と
な
る
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い

る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
詩
の
句
中
に
指
し
示
し
た
も
の
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
句
題
詩
と
は
関
係
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
七
律
と
い
う
形
式

は
確
か
に
句
題
詩
の
形
式
で
は
あ
る
が
、
実
は
無
題
詩
で
も
採
ら
れ
る
形
式
で
あ

り
、
例
え
ば
『
本
朝
無
題
詩
』
で
も
七
割
以
上
の
作
品
が
そ
の
形
式
に
依
っ
て
い

る
。
要
す
る
に
平
安
時
代
に
あ
っ
て
は
、
七
律
は
ご
く
一
般
的
な
形
式
だ
っ
た
も

の
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
小
野
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
対
句
の
不
完
全
な
も
の
も

存
す
る
が
、
序
文
に
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
作
者
の
表
現
力
の
限
界
で
あ
っ
た
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
れ
迄
の
拙
い
施
注
で
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
作
者
の
表
現
（
故
事
・

語
彙
・
措
辞
）
手
法
は
院
政
期
頃
の
漢
詩
人
の
範
疇
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
（
も
っ
と
も
『
源
氏
』
の
古
注
『
紫
明
抄
』
や
『
河
海
抄
』
の
漢
学
関
係

の
記
事
自
体
が
、
殆
ど
こ
の
範
疇
に
入
る
だ
ろ
う
）。
小
野
氏
は
極
論
と
し
て
、

古
注
釈
の
本
文
を
読
む
だ
け
で
詩
が
作
れ
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
が
、
必
ず
し
も

全
巻
の
賦
詩
が
そ
う
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。
先
述
し
た
様
に
、
本
詩
群

は
ス
ト
ー
リ
ー
を
略
述
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
て
、
作
者
の
見
解
を
詠
む
こ

と
は
余
り
多
く
な
い
。
ま
ず
作
品
の
展
開
が
作
者
の
脳
裏
に
入
力
さ
れ
て
賦
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
本
文
に
付
さ
れ
た
注
と
重
な
る
こ
と
に
は
何
の
不
思
議
も
な
い
と

稿
者
に
は
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
例
え
ば
光
源
氏
の
誕
生
を
（
格
別
珍
し
い
表
現

で
は
な
い
が
）「
桑
弧

4

4

祥
顕
承
恩
後
」（
桐
壺
）
な
ど
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
古
注

に
は
見
え
な
い
作
者
自
身
の
工
夫
も
随
処
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
が
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

だ
が
、
小
野
氏
の
論
は
基
本
的
に
首
肯
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
是
非

読
ま
れ
ん
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

〈
注
〉

（
１
）　�

後
藤
昭
雄
「
賦
光
源
氏
物
語
詩
序
」（『
平
安
朝
漢
文
学
史
論
考
』
勉
誠
出
版
、
二

〇
一
二
年
）
に
詳
し
く
、
他
に
長
瀬
由
美
「
賦
光
源
氏
物
語
詩
序
」（『
源
氏
物
語

と
仏
教
仏
典
・
故
事
・
儀
礼
』
青
簡
舎
、
二
〇
〇
九
年
）
も
あ
り
、
学
恩
を
被
っ
た
。

（
２
）　�「
賦
光
源
氏
物
語
詩
の
表
現
形
成
に
つ
い
て
」（『
中
央
大
学
国
文
』
51
号
、
平
成
二

十
年
。『
中
世
漢
文
学
の
形
象
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
再
録
）。

�

（
了
）

付
記本

注
解
稿
は
、
大
学
時
代
の
恩
師
津
本
信
博
先
生
が
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基

礎
知
識　

手
習
』（
至
文
堂
、
平
成
十
七
年
五
月
刊
）
を
担
当
さ
れ
た
こ
と
と
関

わ
る
。
そ
の
折
、
先
生
は
稿
者
に
『
源
氏
』
に
つ
い
て
何
か
書
く
よ
う
に
と
、
頻

り
に
慫
慂
下
さ
っ
た
。
勿
論
稿
者
は
全
く
の
門
外
漢
な
の
で
辞
退
し
続
け
た
の
で

あ
っ
た
が
、
結
局
は
拒
み
き
れ
ず
平
成
十
六
年
の
春
休
み
頃
に
、「
漢
詩
で
よ
む

浮
舟
物
語
」
な
ど
と
題
す
る
駄
文
を
手
書
き
原
稿
で
お
送
り
し
た
。
し
ば
ら
く
す

る
と
、
そ
れ
を
奥
様
が
パ
ソ
コ
ン
で
入
力
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
校
正
す
る
よ

う
に
、
と
先
生
の
御
手
紙
と
共
に
返
送
さ
れ
て
来
た
の
に
は
と
て
も
恐
縮
し
た
。

そ
し
て
、
御
手
紙
の
中
で
、
拙
文
の
つ
ま
ら
な
さ
に
は
一
切
触
れ
ず
、
ど
う
せ
な

ら
「
賦
光
源
氏
物
語
詩
」
を
全
部
わ
か
り
易
く
注
解
し
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
、

と
書
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
実
は
本
稿
に
取
組
む
契
機
と
な
っ
た
。
学
生
時
代
、

学
部
に
着
任
さ
れ
た
先
生
の
最
初
の
ゼ
ミ
生
で
、
進
路
の
こ
と
で
何
か
と
心
配
し

て
下
さ
っ
た
こ
と
も
想
い
出
さ
れ
て
、
稿
を
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
か
ら
程

な
く
、
何
と
先
生
は
御
定
年
を
待
た
ず
急
逝
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
の
驚
き

と
悲
嘆
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
今
で
も
（
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
の
時
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

の
か
）「
京
都
に
し
ば
ら
く
住
み
ま
す
」
と
い
う
御
電
話
を
頂
戴
し
た
時
の
こ
と

が
脳
裏
に
甦
る
。
す
っ
か
り
遅
く
な
っ
て
し
ま
い
、
し
か
も
拙
い
稿
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
謹
ん
で
本
注
解
稿
を
亡
き
津
本
信
博
先
生
に
捧
げ
ま
す
。


