
〔
要
旨
〕

夕
顔
を
め
ぐ
る
謎
は
、
ど
う
や
ら
随
身
の
勘
違
い
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
源
氏
の
発
し
た
「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
と
い
う
問
い
は
、

随
身
に
で
は
な
く
夕
顔
側
（
遠
方
人
）
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
が
、
源
氏
が
顔
を
出
し
て
さ
し
の
ぞ
い
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
古
歌
の

一
節
が
朗
詠
さ
れ
た
こ
と
で
、
つ
い
随
身
は
自
分
に
質
問
さ
れ
た
と
思
い

込
ん
で
、
「
夕
顔
で
す
」
と
答
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
物
語
展

開
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
、
読
者
の
誤
読
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
「
ひ
と
り
ご
つ
」
に
注
目
し
て
み
た
。
こ
の
「
ひ
と
り
ご
つ
」

は
、
決
し
て
つ
ぶ
や
き
め
い
た
「
独
り
言
」
で
は
な
く
、
歌
の
一
節
が
朗

詠
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
声
は
一
部
始
終
を
覗
い
て
い
た
夕
顔

側
に
も
届
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
夕
顔
側
も
そ
れ
に
応
じ

て
、「
心
あ
て
に
」
歌
を
返
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、

決
し
て
夕
顔
側
（
女
側
）
か
ら
歌
を
読
み
か
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。

看
過
さ
れ
て
い
た
「
ひ
と
り
ご
つ
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
誤

読
の
様
相
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
。
要
す
る
に
夕
顔
巻
の
謎
は
、
随

身
の
勘
違
い
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
読
者
が
誤
読
し
た
こ

と
が
最
大
の
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
、
夕
顔
巻
の
再
確
認

夕
顔
物
語
は
、
五
条
大
路
に
お
け
る
光
源
氏
と
随
身
の
や
り
と
り
か
ら

展
開
し
て
お
り
、
そ
の
場
面
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
従
来
は
こ
の
部
分
の
解
釈
を
い
さ
さ
か
疎
か
に
し
て
い
た
た
め
に
、

続
く
夕
顔
の
宿
か
ら
贈
ら
れ
て
き
た
「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈
に
謎
が
生

じ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
長
く
論
争
が
続
い
て
き
た
。
そ
の
謎
を
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解
消
す
る
た
め
に
、
か
つ
て
こ
の
場
面
を
〈
垣
間
見
〉
と
い
う
手
法
で
分

析
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
（
１
）。
そ
の
際
、
聴
覚
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お

い
た
。
も
ち
ろ
ん
決
し
て
視
覚
を
軽
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
冒
頭
附
近
は
、

簾
な
ど
も
い
と
白
う
涼
し
げ
な
る
に
、
を
か
し
き
額
つ
き
の
透 す
き影 か
げあ

ま
た
見
え
て
の
ぞ
く
。
立
ち
さ
ま
よ
ふ
ら
む
下
つ
方
思
ひ
や
る
に
、

あ
な
が
ち
に
丈 た
け高
き
心
地
ぞ
す
る
。

（
新
編
全
集

135頁
）

と
あ
っ
て
、
夕
顔
の
宿
側
の
複
数
の
女
房
達
が
、
牛
車
の
中
に
い
る
源
氏

の
方
を
覗
い
て
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
従
来
、
垣
間
見
は
一
方

通
行
で
あ
り
、
の
ぞ
く
側
は
の
ぞ
い
て
い
る
こ
と
を
相
手
に
悟
ら
れ
な
い

と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
垣
間
見
の
実
体
は
、
必
ず
し

も
一
方
通
行
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
も
源
氏
は
、
自
分
が
の
ぞ
か
れ
て
い

る
こ
と
を
「
透
影
」
に
よ
っ
て
察
知
し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の

時
点
で
垣
間
見
は
終
了
せ
ず
、
む
し
ろ
源
氏
は
の
ぞ
か
れ
て
い
る
こ
と
を

承
知
の
上
で
、
と
い
う
以
上
に
相
手
方
に
興
味
を
抱
い
て
、

御
車
も
い
た
く
や
つ
し
た
ま
へ
り
。
前 さ

駆 き

も
追
は
せ
た
ま
は
ず
、
誰

と
か
知
ら
む
と
う
ち
と
け
た
ま
ひ
て
、
す
こ
し
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ

れ
ば
、
門 か
どは
蔀 し
と
みの
や
う
な
る
押
し
上
げ
た
る
、
見
入
れ
の
ほ
ど
な
く

も
の
は
か
な
き
住
ま
ひ
を
、

（

136頁
）

云
々
と
、
こ
ち
ら
か
ら
わ
ざ
と
「
さ
し
の
ぞ
」
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
が
、
奇
妙
な
〈
相
互
垣
間
見
〉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
源
氏
が
「
さ
し
の
ぞ
」
い
て

も
、
相
手
側
が
よ
く
見
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
ど
う
や
ら
こ
の
「
さ
し

の
ぞ
く
」
と
は
、
単
に
「
の
ぞ
く
」
の
で
は
な
く
「
顔
を
出
し
て
見
る
」

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
源
氏
は
安
心
し
て
と
い
う
以
上
に
わ
ざ
と
「
さ
し

の
ぞ
く
」
（
２
）
こ
と
で
、
相
手
方
に
自
分
の
顔
を
は
っ
き
り
見
せ
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
。
も
し
源
氏
の
こ
の
行
為
が
な

け
れ
ば
、
「
心
あ
て
に
」
の
歌
も
詠
ま
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
証
拠
に
夕
顔
の
宿
側
は
、
そ
れ
を
「
い
と
し
る
く
思
ひ
あ
て
ら
れ
た
ま

へ
る
御
側
目
」
（

141頁
）
と
見
て
い
た
。
こ
こ
で
「
さ
し
の
ぞ
く
」
と
い

う
語
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
「
の
ぞ
く
」
と
は
異
な
る
新
し
い

視
点
が
浮
上
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

次
に
視
覚
か
ら
離
れ
て
聴
覚
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
該

当
本
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

切
懸
だ
つ
物
に
、
い
と
青
や
か
な
る
葛 か
づ
らの
心
地
よ
げ
に
這
ひ
か
か
れ

る
に
、
白
き
花
ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
。
「
を

ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
と
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
、
御
随
身
つ
い
ゐ

て
、
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
。
花
の
名

一
四



は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
る
」
と

申
す
。
げ
に
い
と
小
家
が
ち
に
、
む
つ
か
し
げ
な
る
わ
た
り
の
、
こ

の
面
も

か
の
面 も

あ
や
し
く
う
ち
よ
ろ
ぼ
ひ
て
、
む
ね
む
ね
し
か
ら
ぬ
軒

の
つ
ま
な
ど
に
這
ひ
ま
つ
は
れ
た
る
を
、「
口
惜
し
の
花
の
契
り
や
、

一
房
折
り
て
ま
ゐ
れ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
こ
の
押
し
上
げ
た
る
門
に

入
り
て
折
る
。

（
同
頁
）

牛
車
か
ら
夕
顔
の
宿
を
観
察
し
て
い
た
源
氏
は
、
そ
こ
に
名
も
知
ら
ぬ

白
い
花
が
咲
い
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
そ
の
途
端
、
源
氏
は
「
う
ち
わ

た
す
遠
方
人
に
も
の
申
す
わ
れ
そ
の
そ
こ
に
白
く
咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
」

（
『
古
今
集
』
一
〇
〇
七
番
）
と
い
う
旋
頭
歌
の
一
節
、
「
を
ち
か
た
人
に

も
の
申
す
」
を
口
に
し
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
引
歌
表
現
で
あ
り
、
引
用

さ
れ
て
い
な
い
「
そ
こ
に
白
く
咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
」
に
真
意
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
源
氏
は
白
い
花
の
名
前
を
知
り
た
か
っ
た
の
で

あ
る
。

で
は
源
氏
は
、
一
体
誰
に
そ
れ
を
尋
ね
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が

従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
勘
違
い
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
一
つ
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
「
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
」
つ
ま
り
「
独
り
言
」

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
独
り
言
」
で
あ
る
以
上
、
相
手
の
詮
索

は
不
要
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
源
氏
の
さ
さ
や
か
な
「
独
り
言
」
に
控

え
て
い
た
随
身
が
即
座
に
反
応
し
、
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔

と
申
し
は
べ
る
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
こ
で
源
氏
は
そ
れ
を
「
げ
に
」
と

受
け
、
続
い
て
「
一
房
折
り
て
ま
ゐ
れ
」
と
命
じ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と

文
脈
上
、
源
氏
は
随
身
に
質
問
し
た
と
い
う
こ
と
で
済
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。

『
古
今
集
』
か
ら
の
引
歌
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
答
え
て
い
る
点
、

さ
す
が
源
氏
の
随
身
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
と
い
う
評
価
も
与
え
ら
れ
て
い

る
（
３
）。

こ
う
い
っ
た
物
語
の
流
れ
を
す
ん
な
り
納
得
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

読
者
は
以
後
の
読
み
を
大
き
く
誤
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

打
破
す
る
ヒ
ン
ト
は
、
ま
さ
し
く
「
ひ
と
り
ご
つ
」
の
解
釈
に
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
語
は
新
編
全
集
の
注
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
独

り
言
を
お
っ
し
ゃ
る
と
」
と
そ
の
ま
ま
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
、
そ
こ
に
問
題
の
あ
る
こ
と
に
さ
え
気
付
い
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
古
語
辞
典
で
「
ひ
と
り
ご
つ
」
を
引
い
て
み
れ
ば
一
層
明
ら

か
で
あ
る
。
「
独
り
言
を
い
う
」
以
外
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
岩
波
の
『
古
語
辞
典
』
で
す
ら
「
相
手
な
し
に
一
人

で
つ
ぶ
や
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
頼
み
の
小
学
館
の
『
古
語
大
辞
典
』

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
私
自
身
、
常
識
の

落
と
し
穴
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

一
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唯
一
、
角
川
『
古
語
大
辞
典
』
だ
け
は
、
源
氏
物
語
夕
顔
巻
と
須
磨
巻

の
例
を
出
し
て
、

独
り
言
を
言
う
。
聞
き
手
が
い
な
い
と
き
、
ま
た
聞
か
せ
る
つ
も
り

が
な
く
て
、
詩
歌
を
誦
し
、
口
に
出
し
て
歌
を
詠
む
こ
と
に
い
う
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
二
番
目
の
意
味
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
よ
う
や
く

「
詩
歌
を
誦
し
、
口
に
出
し
て
歌
を
詠
む
」
と
い
う
意
味
が
登
場
し
た
わ

け
で
あ
る
。
つ
い
で
に
「
聞
き
手
が
い
な
い
と
き
、
ま
た
聞
か
せ
る
つ
も

り
が
な
く
て
」
に
つ
い
て
も
詳
し
く
検
証
し
た
い
。

二
、「

ひ
と
り
ご
つ
」
の
用
例

こ
こ
で
参
考
ま
で
に
『
古
典
対
照
語
い
表
』
（
笠
間
書
院
）
を
調
べ
て

み
た
と
こ
ろ
、「
ひ
と
り
ご
つ
」
は
『
蜻
蛉
日
記
』
二
例
、『
枕
草
子
』
二

例
、
『
源
氏
物
語
』
四
六
例
、
『
紫
式
部
日
記
』
二
例
、
『
更
級
日
記
』
二

例
と
な
っ
て
い
た
（
４
）。
奈
良
時
代
の
作
品
に
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
な
の

で
、
平
安
時
代
語
と
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
他
、
『
土
佐
日
記
』
一
例
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
五
例
、『
平
中
物
語
』
一
例
、『
大
和
物
語
』
三
例
、『
落

窪
物
語
』
二
例
、『
和
泉
式
部
日
記
』
一
例
を
加
え
て
お
き
た
い
。

そ
の
う
ち
の
『
土
佐
日
記
』
一
月
九
日
条
に
は
、

船
に
も
思
ふ
こ
と
あ
れ
ど
、
か
ひ
な
し
。
か
か
れ
ど
、
こ
の
歌
を
ひ

と
り
ご
と
に
し
て
、
や
み
ぬ
。

思
ひ
や
る
心
は
海
を
わ
た
れ
ど
も
ふ
み
し
な
け
れ
ば
知
ら
ず
や

あ
る
ら
む

（
新
編
全
集

25頁
）

と
出
て
い
た
。
「
こ
の
歌
を
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
和
歌
を
朗
詠
し
た

こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
最
初
の
用
例
か
ら
し
て
こ
れ
で
あ
る
。
新
編

全
集
の
頭
注
一
八
に
は
、
「
独
詠
。
贈
答
歌
が
成
立
す
る
心
の
一
体
感
は

以
後
途
絶
す
る
。
」
と
い
う
興
味
深
い
コ
メ
ン
ト
が
施
さ
れ
て
い
た
。
こ

こ
は
一
般
的
な
独
り
言
で
は
な
く
、
ま
た
単
に
歌
を
朗
詠
す
る
の
で
も
な

く
、
「
ひ
と
り
ご
と
に
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
共
感
は
得
ら
れ
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
独
詠
（
相
手
の
答
歌
を
求
め
な
い
）
し
た
こ
と
に
意

味
が
あ
り
そ
う
だ
。

続
い
て
『
平
中
物
語
』
二
十
二
段
に
は
、
興
味
深
い
用
例
が
見
つ
か
っ

た
。

は
て
は
、
も
の
い
ひ
ふ
れ
む
人
も
な
か
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
の
言
葉

を
ひ
と
り
ご
ち
け
れ
ど
、
さ
ら
に
答
へ
す
る
人
も
な
か
り
け
れ
ば
、

い
ひ
わ
び
て
ぞ
、
い
で
て
来
に
け
る
。

（
新
編
全
集

490頁
）

こ
れ
も
一
般
的
な
独
り
言
で
は
な
く
、
「
答
へ
す
る
人
」
を
期
待
し
て

の
発
言
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
相
手
が
聞
い
て
く
れ
な
い
・
答
え
て
く
れ
な

一
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い
こ
と
で
会
話
が
成
立
せ
ず
、
や
む
な
く
一
方
的
に
し
ゃ
べ
り
続
け
て
い

る
例
で
あ
る
。
新
編
全
集
に
は
「
独
演
」
と
訳
し
て
あ
っ
た
が
、
非
常
に

面
白
い
用
例
で
あ
ろ
う
。
次
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
全
五
例
は
、
俊
蔭
巻
の

三
例
す
べ
て
が
和
歌
の
朗
詠
で
あ
っ
た
（
５
）。
ま
ず
、

わ
び
人
は
月
日
の
数
ぞ
知
ら
れ
け
る
明
け
暮
れ
ひ
と
り
空
を
な

が
め
て

な
ど
、
ひ
と
り
ご
ち
て
な
が
め
け
る
。

（
新
編
全
集

49頁
）

は
俊
蔭
女
の
独
詠
で
あ
る
。
次
に
、

か
か
る
と
こ
ろ
に
住
む
ら
む
人
を
思
ひ
や
り
て
、
独
り
ご
と
に
、

虫
だ
に
も
あ
ま
た
声
せ
ぬ
浅
茅
生
に
ひ
と
り
住
む
ら
む
人
を
こ

そ
思
へ

と
て
、
深
き
草
を
分
け
入
り
た
ま
ひ
て
、

（
新
編
全
集

52頁
）

は
若
小
君
の
独
詠
で
あ
っ
た
。
三
例
目
の
、

た
づ
が
音
に
い
と
ど
も
落
つ
る
涙
か
な
同
じ
河
辺
の
人
を
見
し

か
ば

あ
は
れ
」
と
ひ
と
り
ご
ち
て
、

（
新
編
全
集

63頁
）

も
若
小
君
の
独
詠
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
は
和
歌
の
後
の
「
あ
は
れ
」
と

だ
け
口
に
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
和
歌
を
含
め
て
の
「
ひ
と
り
ご
ち
」
な

の
か
、
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
和
歌
を
含
め
て
考

え
て
お
き
た
い
。『
落
窪
物
語
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

あ
こ
き
、
御
文
を
脂
燭
さ
し
て
見
れ
ば
、
た
だ
か
く
の
み
あ
り
。

君
あ
り
と
聞
く
に
心
を
つ
く
ば
ね
の
見
ね
ど
恋
し
き
嘆
き
を
ぞ

す
る

「
を
か
し
の
御
手
や
」
と
ひ
と
り
ご
ち
ゐ
た
れ
ど
、
か
ひ
な
げ
な
る

御
け
し
き
な
れ
ば
、
お
し
巻
き
て
御
櫛
の
箱
に
入
れ
て
立
ち
ぬ
。

（
新
大
系

11頁
）

少
将
か
ら
の
手
紙
を
見
た
あ
こ
き
が
、
姫
君
の
興
味
を
引
く
よ
う
に
多

少
演
技
し
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
は
「
を
か
し
の
御

手
や
」
だ
け
で
は
な
く
、
書
か
れ
て
い
る
和
歌
も
詠
じ
ら
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
聞
こ
え
よ
が
し
に
「
ひ
と
り
ご
ち
」
て

い
る
こ
と
に
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。

次
に
『
蜻
蛉
日
記
』
の
全
二
例
の
内
の
一
例
（
６
）
が
上
巻
天
暦
十
年
六

月
条
に
、

六
月
に
な
り
ぬ
。
つ
い
た
ち
か
け
て
長
雨
い
た
う
す
。
見
出
だ
し
て
、

ひ
と
り
ご
と
に
、

わ
が
宿
の
な
げ
き
の
下
葉
色
ふ
か
く
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
な
が
め

ふ
る
ま
に

な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
、
七
月
に
な
り
ぬ
。

（
新
編
全
集

104頁
）

一
七



と
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
も
「
独
り
言
」
を
つ
ぶ
や
く
と
い
う
以
上
に
、
和

歌
を
詠
じ
て
い
る
と
解
せ
そ
う
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
兼
家
に
対
し
て
贈

る
べ
き
歌
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
紙
に
書
き
付
け
る
手
習
歌
（
独
詠
）
と

近
い
も
の
と
も
考
え
ら
え
ら
れ
る
。
女
流
日
記
で
は
『
和
泉
式
部
日
記
』

に
も
、
「
目
を
さ
ま
し
て
、
「
風
の
前
な
る
」
な
ど
ひ
と
り
ご
ち
て
」
（
新

編
全
集

65頁
）
と
あ
る
。
「
風
の
前
な
る
」
に
関
し
て
新
編
全
集
の
頭
注

一
一
に
は
、
「
仏
典
か
ら
の
引
用
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
仏
典
の
一
節
を
口
ず
さ
ん
だ
と
し
て
も
い
い
し
、
仏
典
を
踏
ま
え
た
和

歌
の
一
節
を
詠
じ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

同
様
の
例
は
、
『
枕
草
子
』
二
七
四
段
に
、
「
雪
こ
そ
め
で
た
け
れ
。

「
忘
れ
め
や
」
な
ど
ひ
と
り
ご
ち
て
、
し
の
び
た
る
こ
と
は
さ
ら
な
り
」

（
新
編
全
集

428頁
）
と
見
え
て
い
る
（
７
）。
こ
れ
も
古
歌
（
出
典
未
詳
）
の

一
節
を
詠
じ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、

年
く
れ
て
わ
が
世
ふ
け
ゆ
く
風
の
音
に
心
の
う
ち
の
す
さ
ま
じ

き
か
な

と
ぞ
ひ
と
り
ご
た
れ
し
。

（
新
編
全
集

185頁
）

と
あ
っ
た
。
こ
れ
な
ど
独
詠
と
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
で
あ
る
。
な

お
『
更
級
日
記
』
に
は
、

わ
が
ご
と
ぞ
水
の
う
き
ね
に
明
か
し
つ
つ
上
毛
の
霜
を
は
ら
ひ

わ
ぶ
な
る

と
ひ
と
り
ご
ち
た
る
を
、
か
た
は
ら
に
臥
し
た
ま
へ
る
人
聞
き
つ
け

て
、

ま
し
て
思
へ
水
の
仮
寝
の
ほ
ど
だ
に
ぞ
上
毛
の
霜
を
は
ら
ひ
わ

び
け
る

（
新
編
全
集

332頁
）

と
出
て
い
る
。
こ
こ
で
は
作
者
の
独
詠
を
聞
い
た
同
僚
の
女
房
が
歌
で
応

じ
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
贈
答
と
な
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
和
歌
の
独
詠
を
意
味
す
る
「
ひ
と
り
ご
つ
」
の
用
例

は
決
し
て
少
な
い
数
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
単
な
る
独
り
言
の
方
が
用

例
的
に
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
の
辞
書
は
、

安
易
に
「
独
り
言
」
と
し
て
済
ま
せ
て
き
た
（
問
題
に
し
な
か
っ
た
）
。

果
た
し
て
こ
れ
で
本
当
に
真
意
が
伝
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、『

源
氏
物
語
』
の
「
ひ
と
り
ご
つ
」（
Ⅰ
）

さ
て
「
ひ
と
り
ご
つ
」
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
倉
田
実
・
上
村
希
・

田
辺
玲
子
三
氏
の
論
文
が
あ
げ
ら
れ
る
（
８
）。
た
だ
し
夕
顔
巻
の
用
例
は
必

ず
し
も
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
改
め
て
検
討
し
て
み
た
次
第
で

あ
る
。
早
速
、
源
氏
物
語
の
「
ひ
と
り
ご
つ
」
の
用
例
数
を
『
源
氏
物
語

一
八



大
成
』
の
索
引
で
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、

ひ
と
り
ご
ち
あ
ま
る
１
例
（
早
蕨
）

ひ
と
り
ご
ち
お
は
す
３
例
（
賢
木
・
幻
・
椎
本
）

ひ
と
り
ご
ち
ゐ
る

１
例
（
手
習
）

ひ
と
り
ご
つ

32例
（
夕
顔
２
・
末
摘
花
・
紅
葉
賀
・
賢
木
・

須
磨
３
・
澪
標
２
・
蓬
生
・
薄
雲
・

少
女
２
・
玉
鬘
・
初
音
・
野
分
２
・

若
菜
上
・
若
菜
下
２
・
横
笛
・
夕
霧
・

匂
宮
・
早
蕨
・
宿
木
２
・
東
屋
・
蜻

蛉
２
・
手
習
２
）

う
ち
ひ
と
り
ご
つ

２
例
（
帚
木
・
明
石
）

ひ
と
り
ご
と

６
例
（
葵
・
澪
標
２
・
少
女
・
夕
霧
・
椎
本
）

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
（
総
計
四
五
例
）
。
源
氏
物
語
以
前
の
作
品
に
比

べ
る
と
、
異
常
な
程
に
用
例
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
巻
別
で
は
、
澪
標

巻
四
例
・
須
磨
巻
三
例
・
少
女
巻
三
例
・
手
習
巻
三
例
が
や
や
多
い
よ
う

で
あ
る
が
、
特
に
用
例
が
偏
向
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
人
物
別
で
は
源
氏
と
薫
に
用
例
が
集
中
し
て
い
る
が
、
主
人
公
で

あ
る
か
ら
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
横
笛
巻
に
あ
る
、

昔
を
し
の
ぶ
独
り
ご
と
は
、
さ
て
も
罪
ゆ
る
さ
れ
は
べ
り
け
り
。

（
新
編
全
集

357頁
）

に
は
「
琴
」
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
や
や
特
殊
な
用
法
と
な
っ
て
い
る
の

で
用
例
数
か
ら
除
外
し
た
。
全
体
を
見
渡
す
と
、
や
は
り
和
歌
を
朗
詠
し

て
い
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
便
宜
的
に
二
分
し

て
、
①
「
古
歌
」
や
「
漢
詩
」
の
一
節
を
詠
じ
る
も
の
と
、
②
自
詠
を
吟

じ
る
も
の
に
分
け
て
み
た
い
（
９
）。
も
っ
と
も
須
磨
巻
に
は
、
源
氏
の
独
詠

が
一
箇
所
に
混
在
し
て
い
る
。

入
り
方
の
月
影
す
ご
く
見
ゆ
る
に
、
「
た
だ
是
れ
西
に
行
く
な
り
」

と
独
り
ご
ち
た
ま
ひ
て
、

い
づ
か
た
の
雲
路
に
わ
れ
も
ま
よ
ひ
な
む
月
の
見
る
ら
む
こ
と

も
は
づ
か
し

と
独
り
ご
ち
た
ま
ひ
て
、
例
の
ま
ど
ろ
ま
れ
ぬ
暁
の
空
に
千
鳥
い
と

あ
は
れ
に
鳴
く
。

友
千
鳥
も
ろ
声
に
な
く
あ
か
つ
き
は
ひ
と
り
寝
ざ
め
の
床
も
た

の
も
し

ま
た
起
き
た
る
人
も
な
け
れ
ば
、
か
へ
す
が
へ
す
独
り
ご
ち
て
臥
し

た
ま
へ
り
。

（
新
編
全
集

209頁
）

こ
れ
ほ
ど
近
接
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
三
例
も
集
中
し
て
い
る
例
は
、
他

に
澪
標
巻
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
（
後
述
）
。
最
初
の
用
例
は
漢
詩

一
九



（『
菅
家
後
集
』「
代
月
答
」）
の
一
節
を
朗
詠
し
た
も
の
で
、
二
番
目
の
用

例
は
「
い
づ
か
た
の
」
歌
を
朗
詠
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三
番
目
は

「
友
千
鳥
」
歌
を
源
氏
が
繰
り
返
し
朗
詠
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ん
と
源

氏
は
一
人
で
三
回
も
「
ひ
と
り
ご
ち
」
続
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
孤
独
を
表
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
に
あ
げ
た

『
平
中
物
語
』
と
同
じ
く
、
独
演
会
風
（
饒
舌
）
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
あ

る
い
は
呪
術
的
な
意
味
合
い
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
側
に
い
た
惟
光

達
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
起
き
た
る
人

も
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
が
、
本
当
に
眠
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

①
古
歌
の
一
節
の
例
と
し
て
、
少
女
巻
に
は
、

幼
き
心
地
に
も
、
と
か
く
思
し
乱
る
る
に
や
、
「
雲
居
の
雁
も
わ
が

ご
と
や
」
と
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
け
は
ひ
若
う
ら
う
た
げ
な
り
。

（
新
編
全
集

48頁
）

と
、
夕
霧
と
の
仲
を
引
き
離
さ
れ
た
雲
居
の
雁
が
、
有
名
な
古
歌
（
『
奥

入
』
所
収
）
の
一
節
を
朗
詠
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
直

後
に
、独
り
言
を
聞
き
た
ま
ひ
け
る
も
恥
づ
か
し
う
て
、
あ
い
な
く
御
顔
も

引
き
入
れ
た
ま
へ
ど
、

（
同
頁
）

と
あ
り
、
夕
霧
に
「
独
り
言
」
な
ら
ぬ
独
詠
を
聞
か
れ
た
と
思
っ
た
雲
居

の
雁
は
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
相
手
に
聞
か
せ
る
つ
も
り
の

な
い
独
詠
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
た
だ
し
朗
詠
し
た
こ
と
で
、
確
実

に
夕
霧
の
耳
に
も
届
い
た
の
で
あ
る
。

逆
に
考
え
れ
ば
、
相
手
に
聞
か
せ
た
い
「
ひ
と
り
ご
つ
」
も
あ
っ
て
い

い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
手
習
巻
の
、

前
近
き
女
郎
花
を
折
り
て
、
「
何
に
ほ
ふ
ら
ん
」
と
口
ず
さ
び
て
、

独
り
ご
ち
て
立
て
り
。

（
新
編
全
集

309頁
）

は
、
浮
舟
に
懸
想
す
る
中
将
が
、
『
拾
遺
集
』
一
〇
九
八
番
歌
の
一
節
を

独
詠
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
口
ず
さ
び
て
、
独
り
ご
ち
」
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
「
口
ず
さ
ぶ
」
も
和
歌
を
朗
詠
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
は
類
似
表
現
を
重
ね
て
い
る
こ
と
に
な
る
（「
う
そ
ぶ
く
」「
口
遊
び
」

な
ど
も
類
義
語
）
。
こ
れ
な
ど
中
将
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
一
種
で
あ
ろ

う
か
ら
、
む
し
ろ
相
手
に
聞
か
せ
た
い
（
見
せ
た
い
）
・
聞
い
て
ほ
し
い

は
ず
で
あ
る
。
浮
舟
に
対
す
る
中
将
の
働
き
か
け
は
、

忍
び
や
か
に
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
て
、
「
鹿
の
鳴
く
音
に
」
な
ど
独
り

ご
つ
け
は
ひ
、
ま
こ
と
に
心
地
な
く
は
あ
る
ま
じ
。
（
手
習
巻

317頁
）

と
も
あ
り
、
こ
こ
も
浮
舟
側
に
自
己
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

決
し
て
相
手
に
聞
か
れ
た
く
な
い
「
独
り
言
」
な
ど
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。
む
し
ろ
こ
こ
は
相
手
に
聞
こ
え
よ
が
し
に
（
相
手
の
気
を
引
こ
う
と
）

二
〇



『
古
今
集
』
二
一
四
番
歌
の
一
節
を
朗
詠
し
て
い
る
と
見
た
い
。

四
、『

源
氏
物
語
』
の
「
ひ
と
り
ご
つ
」（
Ⅱ
）

一
方
、
②
自
詠
を
吟
じ
る
例
と
し
て
は
、
夕
顔
巻
の
も
う
一
例
が
あ
げ

ら
れ
る
。

空
の
う
ち
曇
り
て
、
風
冷
や
か
な
る
に
、
い
と
い
た
く
な
が
め
た
ま

ひ
て
、見
し
人
の
煙
を
雲
と
な
が
む
れ
ば
夕
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な

と
、
独
り
ご
ち
た
ま
へ
ど
、
え
さ
し
答
へ
も
聞
こ
え
ず
。

（
新
編
全
集

189頁
）

源
氏
は
亡
く
な
っ
た
夕
顔
の
こ
と
を
思
っ
て
歌
を
詠
じ
た
。
そ
の
後
に

「
え
さ
し
答
へ
も
聞
こ
え
ず
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
単
な
る
「
独
り
言
」

で
は
な
く
、
右
近
の
返
歌
を
期
待
し
て
の
発
言
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
な
る
と
こ
の
「
ひ
と
り
ご
つ
」
は
独
り
言
を
言
う
の
で
は

な
く
、
ま
た
独
詠
を
意
図
し
て
い
る
の
で
も
な
く
、
返
歌
を
期
待
し
て
歌

を
吟
詠
す
る
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
。
そ
の
場
合
、
必
ず
し
も
小
さ
な
声

で
な
く
て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
返
歌
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
相
手
に
は
っ
き
り
聞
こ
え
る
よ
う
に
意
識
し
て
詠
じ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
意
外
に
多
い
。
初
音
巻
で
は
末
摘

花
を
訪
問
し
た
源
氏
が
、

ふ
る
さ
と
の
春
の
梢
を
た
づ
ね
来
て
世
の
つ
ね
な
ら
ぬ
は
な
を

見
る
か
な

独
り
ご
ち
た
ま
へ
ど
、
聞
き
知
り
た
ま
は
ざ
り
け
ん
か
し
。

（
新
編
全
集

155頁
）

と
、
紅
梅
と
末
摘
花
の
鼻
を
掛
け
た
歌
を
朗
詠
し
て
い
る
。
歌
の
後
に

「
聞
き
知
り
た
ま
は
ざ
り
け
ん
か
し
」（
草
子
地
？
）
と
あ
る
点
、
逆
に
こ

の
朗
詠
が
末
摘
花
に
も
聞
こ
え
て
い
た
、
聞
こ
え
る
よ
う
に
朗
詠
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
た
だ
し
真
意
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
）
。
こ
れ
に
対
し

て
東
屋
巻
の
例
は
や
や
特
殊
で
あ
る
。

か
た
み
ぞ
と
見
る
に
つ
け
て
は
朝
露
の
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
ぬ
る

る
袖
か
な

と
、
心
に
も
あ
ら
ず
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、
い
と
ど
し
ぼ
る

ば
か
り
尼
君
の
袖
も
な
き
濡
ら
す
を
、

（
新
編
全
集

96頁
）

薫
の
独
詠
は
、
当
然
牛
車
に
同
乗
し
て
い
る
浮
舟
・
尼
君
・
侍
従
の
三

人
に
聞
こ
え
て
い
る
は
ず
だ
が
、
亡
き
大
君
の
こ
と
は
弁
の
尼
に
し
か
理

解
（
共
感
）
さ
れ
な
い
か
ら
、
共
感
し
た
弁
の
尼
だ
け
が
反
応
し
て
泣
い

二
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て
い
る
の
で
あ
る
（

�）。
宿
木
巻
に
は
、

や
ど
り
木
と
思
ひ
い
で
ず
は
木
の
も
と
の
旅
寝
も
い
か
に
さ
び

し
か
ら
ま
し
と
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、
尼
君
、

荒
れ
は
つ
る
朽
木
に
も
と
を
や
ど
り
木
と
思
ひ
お
き
け
る
ほ
ど
の
悲

し
さ

（
新
編
全
集

462頁
）

と
あ
っ
て
、
薫
の
「
ひ
と
り
ご
ち
」 （

�）
に
弁
の
尼
が
返
歌
し
た
こ
と
で
、

結
果
的
に
は
贈
答
形
式
に
な
っ
て
い
る
（
前
述
の
『
更
級
日
記
』
に
類
似
）。

「
ひ
と
り
ご
ち
」
は
決
し
て
返
歌
を
期
待
し
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

だ
。
ま
た
椎
本
巻
に
は
、

色
か
は
る
浅
茅
を
見
て
も
墨
染
に
や
つ
る
る
袖
を
思
ひ
こ
そ
や

れ

と
独
り
言
の
や
う
に
の
た
ま
へ
ば
、

色
か
は
る
袖
を
ば
つ
ゆ
の
や
ど
り
に
て
わ
が
身
ぞ
さ
ら
に
お
き

ど
こ
ろ
な
き
は
つ
る
る
糸
は
」

（
新
編
全
集

199頁
）

と
出
て
い
る
。
「
独
り
言
の
や
う
に
」
と
朧
化
さ
れ
て
い
る
が
、
薫
の
独

詠
に
大
君
が
返
歌
し
た
こ
と
で
、
や
は
り
結
果
的
に
は
贈
答
に
な
っ
て
い

る
。一
方
、
返
歌
が
期
待
で
き
な
い
例
と
し
て
賢
木
巻
で
は
、

霧
い
た
う
降
り
て
、
た
だ
な
ら
ぬ
朝
ぼ
ら
け
に
、
う
ち
な
が
め
て
独

り
ご
ち
お
は
す

行
く
方
を
な
が
め
も
や
ら
む
こ
の
秋
は
逢
坂
山
を
霧
な
へ
だ
て

そ
（
新
編
全
集

95頁
）

と
、
源
氏
は
伊
勢
へ
下
向
し
た
六
条
御
息
所
を
偲
ん
で
和
歌
を
詠
じ
て
い

る
。
「
う
ち
な
が
め
て
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
は
返
歌
を
期
待
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
る
ま
い
（
読
者
に
は
聞
こ
え
る
）。
ま
た
野
分
巻
で
は
、
そ
っ

け
な
く
帰
っ
た
源
氏
に
対
し
て
明
石
の
君
が
、

お
ほ
か
た
に
荻
の
葉
す
ぐ
る
風
の
音
も
う
き
身
ひ
と
つ
に
し
む

心
地
し
て

と
独
り
ご
ち
け
り
。

（
新
編
全
集

277頁
）

と
独
詠
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
源
氏
の
耳
に
は
届
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

（
し
か
し
読
者
に
は
聞
こ
え
る
）。
こ
れ
な
ど
呪
術
的
な
意
味
合
い
を
含
ん

で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
長
々
と
列
記
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
「
ひ
と
り
ご
ち
」
は
相
手
に

聞
こ
え
た
か
ど
う
か
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
和
歌
を
詠
じ
る
意
味
と
見

て
問
題
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
い
や
そ
う
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
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五
、『

源
氏
物
語
』
の
「
ひ
と
り
ご
つ
」（

Ⅲ
）

そ
れ
に
対
し
て
玉
鬘
巻
の
例
は
、

硯
ひ
き
寄
せ
た
ま
ふ
て
、
手
習
に
、

恋
わ
た
る
身
は
そ
れ
な
れ
ど
玉
か
づ
ら
い
か
な
る
す
ぢ
を
尋
ね

来
つ
ら
む

あ
は
れ
」
と
や
が
て
独
り
ご
ち
た
ま
へ
ば
、
（
新
編
全
集

132頁
）

と
や
や
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
歌
の
前
に
「
手
習
に
」
と
あ
る
の
で
、
和

歌
は
書
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
「
あ
は
れ
」
と
や
が
て
独

り
ご
ち
た
ま
へ
ば
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
口
に
し
た
の
は
「
あ
は
れ
」
だ

け
と
も
解
釈
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
朗
詠
と
い
う
よ
り
歎
息
の
意
味
か
も

し
れ
な
い
。
こ
れ
な
ど
前
述
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
巻
の
例
と
類
似

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
近
い
例
が
澪
標
巻
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
も
須
磨
巻
と
同
様
に

三
例
が
集
中
し
て
お
り
、

う
ち
返
し
見
た
ま
ひ
つ
つ
、
「
あ
は
れ
」
と
長
や
か
に
独
り
ご
ち
た

ま
ふ
を
、
女
君
、
後 し
り

目 め

に
見
お
こ
せ
て
、
「
浦
よ
り
を
ち
に
漕
ぐ
舟

の
」
と
、
忍
び
や
か
に
独
り
ご
ち
な
が
め
た
ま
ふ
を
、「
ま
こ
と
は
、

か
く
ま
で
と
り
な
し
た
ま
ふ
よ
、
こ
は
た
だ
か
ば
か
り
の
あ
は
れ
ぞ

や
。
所
の
さ
ま
な
ど
う
ち
思
ひ
や
る
時
々
、
来
し
方
の
こ
と
忘
れ
が

た
き
独
り
言
を
、
よ
う
こ
そ
聞
き
す
ぐ
い
た
ま
は
ね
」

（
新
編
全
集

296頁
）

と
な
っ
て
い
る
。
源
氏
が
明
石
の
君
か
ら
の
返
歌
を
見
て
、
「
あ
は
れ
」

と
歎
息
を
漏
ら
す
と
、
傍
に
い
た
紫
の
上
が
即
座
に
反
応
し
て
「
浦
よ
り

を
ち
に
漕
ぐ
舟
の
」
と
伊
勢
の
歌
の
一
節
を
「
忍
び
や
か
に
」
朗
詠
し
て

い
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
源
氏
は
あ
く
ま
で
「
忘
れ
が
た
き
独
り
言
」
だ
と

弁
解
し
て
い
る
。
最
初
の
「
長
や
か
に
独
り
ご
ち
」
を
新
編
全
集
で
は

「
長
大
息
」
と
訳
し
て
お
り
、
こ
れ
も
玉
鬘
の
例
と
近
似
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
し
わ
ざ
わ
ざ
「
長
や
か
に
」
と
あ
る
の
で
、
単
な
る
歎
息

で
は
な
く
返
歌
を
朗
詠
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
宿
木
巻
の
、

今
朝
の
ま
の
色
に
や
め
で
ん
お
く
露
の
消
え
ぬ
に
か
か
る
花
と

見
る
見
る

は
か
な
」
と
独
り
ご
ち
て
、

（
新
編
全
集

391頁
）

も
、
前
述
の
「
あ
は
れ
」
に
準
じ
て
考
え
る
と
歌
の
独
詠
で
は
な
く
、
薫

は
「
は
か
な
」
と
だ
け
歎
息
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
和
歌
も

詠
じ
た
と
取
り
た
い
。
早
蕨
巻
の
、

「
も
の
に
も
が
な
や
」
と
、
か
へ
す
が
へ
す
独
り
ご
た
れ
て
、

二
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し
な
て
る
や
に
ほ
の
湖
に
漕
ぐ
舟
の
ま
ほ
な
ら
ね
ど
も
あ
ひ
見

し
も
の
を

と
ぞ
言
ひ
く
た
さ
ま
ほ
し
き
。

（
新
編
全
集

365頁
）

で
は
、
『
源
氏
釈
』
所
引
の
古
歌
を
薫
が
繰
り
返
し
朗
詠
し
て
い
る
。
こ

こ
は
「
か
へ
す
が
へ
す
」
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
も
前
述
の
須
磨
巻

の
例
と
類
似
し
て
い
る
。

有
名
な
葵
巻
の
、

雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て
な
が

め
む

行
く
方
な
し
や
」
と
独
り
言
の
や
う
な
る
を
、

見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら

す
こ
ろ

と
の
た
ま
ふ
御
気
色
も
浅
か
ら
ぬ
ほ
ど
し
る
く
見
ゆ
れ
ば
、

（
新
編
全
集

55頁
）

は
、
葵
上
の
死
後
、
女
房
の
中
将
が
源
氏
に
向
か
っ
て
和
歌
を
詠
じ
た
と

こ
ろ
、
源
氏
が
そ
れ
に
返
歌
を
し
て
お
り
、
贈
答
（
共
感
）
の
形
式
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
も
「
行
く
方
な
し
や
」
と
い
う
古
歌
の
部
分
だ
け
を
朗
詠

し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
返
歌
は
贈
歌
の
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る

の
で
、
歌
を
含
め
て
考
え
た
い
。
「
や
う
な
る
」
と
あ
る
の
は
、
源
氏
が

そ
れ
を
「
ひ
と
り
ご
と
」
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
即
座
に
返
歌

を
し
て
い
る
点
、
中
将
の
和
歌
が
詠
じ
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
源
氏
は
歌
を

返
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

末
摘
花
巻
の
例
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。

紅
の
ひ
と
は
な
衣
薄
く
と
も
ひ
た
す
ら
く
た
す
名
を
し
た
て
ず

は

心
苦
し
の
世
や
」
と
、
い
と
い
た
う
馴
れ
て
独
り
ご
つ
を
、

（
新
編
全
集

300頁
）

大
輔
命
婦
は
「
心
苦
し
の
世
や
」
と
だ
け
「
独
り
言
」
を
言
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
和
歌
を
含
め
て
な
の
か
判
別
し
に
く
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
源
氏

の
歌
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
源
氏
に
聞
こ

え
る
よ
う
に
「
い
と
い
た
う
馴
れ
て
」
歌
を
詠
じ
た
と
見
た
い
。
そ
う
な

る
と
贈
歌
で
も
答
歌
で
も
、
「
ひ
と
り
ご
ち
」
が
可
能
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

六
、「

ひ
と
り
ご
つ
」
に
注
目
し
た
仮
説

以
上
、
長
々
と
「
ひ
と
り
ご
つ
」
の
用
例
を
分
析
し
て
き
た
。
そ
の
結

果
源
氏
物
語
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
独
り
言
」
で
は
解
釈
で
き
な
い
用
例
が
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少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
歎
息
」
す
る
例

も
多
少
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
大
半
は
古
歌
も
し
く
は
自
詠
を
吟
じ

る
こ
と
で
あ
り
、
音
量
的
に
も
他
者
に
聞
こ
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

中
に
は
近
く
に
い
る
人
に
聞
こ
え
よ
が
し
に
独
詠
し
て
い
る
例
も
あ
る
し
、

当
た
り
前
の
よ
う
に
そ
れ
に
歌
が
返
さ
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
う
な
る
と
「
ひ
と
り
ご
つ
」
の
用
例
の
多
く
は
、
字
面
通
り
に
「
独

り
言
」
と
訳
す
の
は
間
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
辞
書
の
説
明
も
改
訂

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
肝
心
の
夕
顔
巻
の
場
合
も
、
源
氏
は
「
を
ち
か
た
人

に
も
の
申
す
」
と
古
歌
を
朗
詠
し
た
と
訳
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
必
ず
し
も
小
さ
な
声
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
光
源
氏
の
発

し
た
問
い
か
け
は
、
随
身
の
耳
に
届
い
た
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
遠
く
の

夕
顔
の
宿
ま
で
届
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
源
氏
は
「
を
ち
か
た
人
」、
つ
ま
り
遠
方
の
人
（
夕
顔
の
宿
）

に
向
か
っ
て
尋
ね
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
牛
車
の
そ
ば
に
い
る
随
身
は
、

位
置
的
に
も
「
を
ち
か
た
人
」
と
は
言
え
ま
い
。
要
す
る
に
源
氏
は
近
く

の
随
身
に
問
い
か
け
た
の
で
は
な
く
、
今
自
分
を
の
ぞ
い
て
い
る
夕
顔
の

宿
（
い
わ
ば
観
客
）
に
向
か
っ
て
、
聞
こ
え
よ
が
し
に
（
聞
こ
え
る
程
の

声
量
で
）
古
歌
の
一
節
を
詠
じ
た
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
と
解
釈
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
他
に
人
は
存
在
し
な
い
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
ば
に
い
た
随
身
が
答
え
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
か
ら
（

�）、
そ
の
後
の

展
開
が
随
身
を
主
体
と
し
て
変
更
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
源
氏

も
「
げ
に
」
と
同
調
し
て
し
ま
っ
て
い
る
）。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
中
澤
氏
は
、
源
氏
が
「
さ
し
の
ぞ
」
い
て
い
た
こ

と
か
ら
、

少
な
く
と
も
随
身
が
源
氏
の
表
情
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
程
度

に
は
、
顔
が
見
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
源
氏
の
顔
が
見
え
て
い
な

け
れ
ば
、
随
身
は
、
源
氏
の
「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
と
い
う

独
り
言
に
応
答
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
源
氏
の
視
線

の
先
に
夕
顔
の
花
を
認
め
て
い
な
け
れ
ば
、
「
か
の
白
く
咲
け
る
を

な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
」
と
返
答
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（

�）。
こ
こ
で
中
澤
氏
は
「
ひ
と
り
ご
つ
」
を
そ
の
ま

ま
「
独
り
言
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
し
、
引
歌
の
解
釈
な
ど
で
本
論
と
は

解
釈
を
異
に
し
て
い
る
も
の
の
、
「
さ
し
の
ぞ
」
い
て
い
る
源
氏
の
顔
を

随
身
が
見
て
い
た
と
す
る
点
に
は
賛
意
を
表
し
た
い
。
随
身
は
源
氏
が

「
さ
し
の
ぞ
」
い
た
こ
と
で
、
自
分
に
質
問
し
て
い
る
と
勘
違
い
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
「
さ
し
の
ぞ
く
」
に
は
二
重
の
効
果
が
あ
っ
た
の
だ
。
あ
る

い
は
随
身
は
、
源
氏
の
腹
心
の
部
下
で
あ
る
惟
光
不
在
を
好
機
と
見
て
、
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自
分
の
教
養
の
高
さ
を
売
り
込
も
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点

が
謎
を
解
明
す
る
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
中
澤
氏
は
、

結
局
、
夕
顔
に
し
て
み
れ
ば
、「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」「
白
く

咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
す
る
返
歌
と
い
う

意
識
で
歌
を
贈
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
女
の
方
か
ら
歌
を
詠
み

か
け
た
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
清
水
婦
久
子
氏
も
、

源
氏
は
、
花
の
そ
ば
の
「
遠
方
人
」
に
「
そ
の
そ
こ
に
白
く
咲
け
る
」

と
問
う
た
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
側
に
い
る
随
身
が
「
か
の
白
く
咲
け

る
」
と
答
え
た
こ
と
は
、
本
来
の
趣
旨
に
あ
っ
て
い
な
い
。
答
え
る

べ
き
人
は
「
遠
方
人
」
で
、
で
き
れ
ば
引
歌
に
対
し
て
は
歌
で
答
え

て
ほ
し
か
っ
た
。

（
62頁

）

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
（

�）。
本
来
で
あ
れ
ば
源
氏
の
問
い
か
け
に
は
、
夕
顔

の
宿
側
が
答
え
る
は
ず
だ
っ
た
の
だ
。
そ
う
解
釈
す
れ
ば
、
夕
顔
は
決
し

て
女
性
側
か
ら
先
に
歌
を
贈
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
問
わ
れ
た
こ
と
に
対

し
て
た
だ
返
歌
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
夕
顔
像
を
考
え
る
上
で
も
、

大
き
な
変
更
点
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と

め

本
論
で
は
「
心
あ
て
に
」
歌
の
謎
を
解
明
す
る
た
め
に
、
源
氏
の
動
き

を
丹
念
に
再
検
証
し
て
み
た
。
特
に
こ
の
場
面
が
①
相
互
垣
間
見
に
な
っ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
②
「
さ
し
の
ぞ
く
」
の
意
味
が
「
顔
を
出
し
て
見
せ

る
」
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
③
「
ひ
と
り
ご
つ
」
が
古
歌
を
朗
詠

す
る
意
味
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
あ
ら
た
め
て
源
氏
の
口
に
し
た
「
を

ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
の
真
意
を
総
合
的
に
検
討
し
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
随
身
の
誤
解
と
い
う
か
、
さ
か
し
ら
と
い
う
新
解
釈
が
浮

上
し
て
き
た
。
と
い
っ
て
も
、
随
身
は
単
に
源
氏
の
「
ひ
と
り
ご
つ
」
に

反
応
し
た
の
で
は
な
く
、
源
氏
が
「
さ
し
の
ぞ
」
い
て
朗
詠
し
た
も
の
だ

か
ら
誤
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
読
者
も
、
本
来
答
え
る
は
ず
の
存

在
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
し
か
し
タ
イ
ミ
ン
グ
は
ず
れ
て

し
ま
っ
た
も
の
の
、
夕
顔
側
か
ら
の
「
心
あ
て
に
」
歌
は
、
ま
さ
し
く
源

氏
の
「
そ
こ
に
白
く
咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
」
と
い
う
問
い
（
ひ
と
り
ご

ち
）
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
「
夕
顔
の
花
で
す
」
と
返
さ
れ
た
も
の
と

見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
始
め
て
問
い
と
答
え
が
完
結
し

た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

失
念
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
源
氏
と
随
身
は
ず
っ
と
夕
顔
の
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宿
側
か
ら
の
ぞ
か
れ
続
け
て
い
た
。
当
然
、
両
者
の
一
連
の
会
話
も
ず
っ

と
聞
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
夕
顔
の
宿
（
演
劇
の
観
客
）

側
は
、
花
を
手
折
り
に
き
た
随
身
に
「
ど
な
た
で
す
か
」
と
か
「
何
か
御

用
で
す
か
」
と
い
う
質
問
な
し
に
、「
こ
れ
に
置
き
て
ま
ゐ
ら
せ
よ
」（

137

頁
）
と
ス
ム
ー
ズ
に
対
応
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
歌
を

贈
ら
れ
た
源
氏
の
方
も
、
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
る
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
従
来
問
題
視
さ
れ
て
き
た
夕
顔

（
女
性
）
か
ら
の
贈
歌
と
い
う
不
審
は
、
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
謎
は
読
者
の
本
文
誤
読
が
生
み
出
し
た
幻
想
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

〔
注
〕

（
１
）
吉
海
直
人
「
夕
顔
巻
の
相
互
垣
間
見
」
『
「
垣
間
見
」
る
源
氏
物

語
』（
笠
間
書
院
）
平
成

20年
７
月
。

（
２
）「
さ
し
の
ぞ
く
」
に
つ
い
て
は
、
中
澤
宏
隆
氏
「『
夕
顔
巻
』
冒
頭

部
に
関
す
る
一
考
察

夕
顔
は
な
ぜ
源
氏
に
歌
を
詠
み
か
け
た
の

か
」
國
學
院
雑
誌

107－

９
・
平
成

18年
９
月
で
検
討
さ
れ
、

「
顔
を
出
す
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
敬
子
氏
「
源
氏
物
語
夕

顔
巻
「
心
あ
て
に
」
の
和
歌
世
界

「
さ
し
の
ぞ
く
」・「
の
ぞ
く
」

の
見
地
か
ら

」
語
学
と
文
学

45・
平
成

21年
３
月
も
同
様
に
、

「
顔
を
出
し
て
見
せ
る
」
意
と
し
て
お
ら
れ
る
。

（
３
）
た
と
え
ば
伊
井
春
樹
氏
は
「
さ
す
が
に
源
氏
に
仕
え
る
随
身
だ
け

あ
っ
て
、
武
具
を
帯
び
た
舎
人
と
し
て
の
職
責
に
加
え
て
和
歌
の
た

し
な
み
も
充
分
に
そ
な
え
て
い
た
」
と
評
価
し
て
お
ら
れ
る
（
「
源

氏
物
語
の
引
歌
表
現
」
『
源
氏
物
語
の
探
究
五
』
風
間
書
房
・

55年

５
月
）
。
引
歌
の
重
要
性
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
、
別
の
仕
掛
け
が
見

落
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
吉
海
直
人
「
明
石
の
君
の

し
た
た
か
さ
」『
源
氏
物
語
の
新
考
察
』（
お
う
ふ
う
・
平
成

15年

10

月
）
で
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
こ
こ
も
そ
の
好
例
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

（
４
）
源
氏
物
語
以
後
の
用
例
と
し
て
は
、『
栄
花
物
語
』
六
例
、『
狭
衣

物
語
』
一
七
例
（
内
「
ひ
と
り
ご
と
」
三
例
）、『
夜
の
寝
覚
』
六
例
、

『
堤
中
納
言
物
語
』
一
例
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
五
例
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。

（
５
）『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上
下
巻
の
「
独
り
言
に
、「
宮
も
ろ
と
も
に

え
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ぬ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
を
、
大
将
聞
き
た
ま
ひ
て
」

（
新
編
全
集

514頁
）
は
、
犬
宮
の
「
独
り
言
」
を
大
将
（
父
仲
忠
）
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が
聞
い
て
い
る
。
仲
忠
に
向
か
っ
て
言
っ
た
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、

他
人
に
聞
か
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
な
ど
は
認
め
ら
れ
そ
う
も

な
い
。

（
６
）『
蜻
蛉
日
記
』
の
も
う
一
例
は
、
下
巻
天
延
元
年
冬
条
に
「
ま
が

ま
が
し
う
、
さ
言
ふ
者
の
袖
ぞ
濡
ら
す
め
る
と
ひ
と
り
ご
ち
て
、
ま

た
思
ふ
や
う
」
（
新
編
全
集

320頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
は
一
般
的
な
独

り
言
で
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
７
）『
枕
草
子
』
の
も
う
一
例
は
、
二
九
三
段
に
「「
明
け
は
べ
り
ぬ
な

り
」
と
ひ
と
り
ご
つ
を
、
大
納
言
殿
、
「
い
ま
さ
ら
に
な
大
殿
籠
り

お
は
し
ま
し
そ
」
と
て
」
（
新
編
全
集

446頁
）
と
あ
り
、
一
般
的
な

独
り
言
で
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
頭
注
に
「「
は
べ
る
」
が
あ
る
の
で
、

独
り
言
と
い
っ
て
も
相
手
の
貴
人
を
意
識
し
た
表
現
」
と
い
う
示
唆

的
な
コ
メ
ン
ト
が
付
い
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
に
大
納
言
（
伊
周
）

も
敬
語
表
現
で
答
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
帝
を
意
識
し
て
の
発
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
８
）
倉
田
実
氏
「
心
に
も
あ
ら
ず
独
り
ご
ち
給
ふ
を
―
発
信
す
る
独
り

言
」
国
文
学

45－

９
・
平
成

12年
７
月
、
上
村
希
氏
「
「
ひ
と
り
ご

つ
」
薫
」
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集

28・
平
成

13年
３

月
、
田
辺
玲
子
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
独
り
言
」
の
引
歌

「
ひ
と
り
ご
つ
」
と
「
う
ち
誦
ず
」
と
「
口
ず
さ
む
」
」
瞿
麦

13・

平
成

13年
７
月
。

（
９
）「
ひ
と
り
ご
つ
」
が
引
歌
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
田
辺
氏
注

（
８
）
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
横
笛
巻
に
は
「
独
り
ご
ち

う
た
ふ
」（

358頁
）
と
い
う
例
も
あ
る
。

（

10）
倉
田
氏
注
（
８
）
論
文
、
吉
海
直
人
「
『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
の

薫
と
浮
舟

逢
瀬
と
道
行
き

」
國
學
院
雑
誌

111－

12・
平
成

22年

12月
参
照
。

（

11）
薫
の
「
ひ
と
り
ご
つ
」
に
つ
い
て
は
上
村
氏
注
（
８
）
論
文
、
鈴

木
裕
子
氏
「
薫
論
の
た
め
に

独
詠
と
い
う
快
楽
、
あ
る
い
は

「
大
君
幻
想
」
と
い
う
呪
縛

」
源
氏
研
究
６
・
平
成

13年
４
月

参
照
。
な
お
上
村
氏
は
「
ひ
と
り
ご
つ
」
を
大
き
く
同
席
者
の
有
無

に
二
分
さ
れ
、
同
席
者
が
い
た
場
合
は
さ
ら
に
ａ
聞
か
せ
る
意
図
が

あ
っ
た
・
ｂ
聞
か
れ
て
し
ま
っ
た
・
ｃ
そ
の
他
に
三
分
類
さ
れ
た
上

で
、
「
同
席
者
の
あ
る
場
合
が
多
く
、
相
手
に
向
か
っ
て
「
ひ
と
り

ご
ち
」
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
夕
顔
巻

も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（

12）
随
身
は
引
歌
の
元
歌
ま
で
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
を
ち

か
た
人
」
の
真
意
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
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の
や
り
と
り
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
後
に
「
か
の
夕
顔
の
し
る
べ
せ

し
随
身
ば
か
り
」
（
夕
顔
巻

152頁
）
と
、
お
供
の
一
員
に
選
ば
れ
て

い
る
。「
随
身
を
召
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
車
引
き
入
れ
さ
せ
た
ま
ふ
」

（
同

158頁
）
や
「
例
の
随
身
ば
か
り
ぞ
あ
り
け
る
」（
同

165頁
）
も
同

一
人
物
で
あ
ろ
う
。

（

13）
中
澤
氏
注
（
２
）
論
文
参
照
。

（

14）
清
水
婦
久
子
氏
『
光
源
氏
と
夕
顔

身
分
違
い
の
恋

』

（
新
典
社
新
書
）
平
成

20年
４
月
参
照
。
古
く
は
手
嶋
真
理
子
氏

「「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
」
筒
城
宮
２
・
平
成
９
年
３
月

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
竹
内
正
彦
氏
「
そ
の
そ
こ
の
夕
顔

「
夕
顔
」
巻
に
お
け
る
「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

」

玉
藻

45・
平
成

22年
３
月
は
、
膨
大
な
研
究
史
を
踏
ま
え
た
上
で
、

さ
ら
な
る
新
見
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。

〈
付
記
〉
本
稿
脱
稿
後
に
、
廣
田
収
氏
「『
源
氏
物
語
』「
独
詠
歌
」
考
」

人
文
学

188・
平
成

23年

11月
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
「
ひ
と
り

ご
つ
」
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
と
重
な
る
部
分
も
あ

る
。
合
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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