
 

 
 
 

 

  
 

 

は
じ
め
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
に
、
後
鳥
羽
院
が
下
命
し
た
『
正
治
初
度
百
首
』

は
、
部
立
百
首
で
あ
る
が
、
雑
歌
で
は
部
立
が
細
か
く
設
定
さ
れ
て
お
り
、
羈

旅
五
首
・
山
家
五
首
・
鳥
五
首
・
祝
五
首
の
二
〇
首
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
は
、
こ
の
う
ち
の
祝
五
首
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

惟
明
親
王
が
『
正
治
初
度
百
首
』
(1)
で
詠
ん
だ
祝
歌
五
首
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。 

 
 

① 

君
が
へ
む
や
ほ
よ
ろ
づ
代
の
行
末
を
あ
さ
日
の
影
や
さ
し
て
し
る
べ

き
（
一
九
九
） 

 
 

② 

い
く
千
世
と
か
ぞ
へ
も
や
ら
ぬ
君
が
代
の
た
ぐ
ひ
に
み
ゆ
る
あ
ま
つ

ほ
し
か
な
（
二
〇
〇
） 

 
 

③ 

万
代
と
山
は
よ
ば
ひ
て
た
に
川
の
水
は
千
と
せ
の
色
ぞ
見
え
け
る

（
二
〇
一
） 

 
 

④ 

な
が
む
れ
ば
あ
ま
つ
み
そ
ら
に
月
は
れ
て
か
ね
て
も
み
ゆ
る
万
代
の

か
げ
（
二
〇
二
） 

 
 

⑤ 

千
世
ふ
べ
き
は
こ
や
の
山
の
と
こ
松
を
た
の
む
心
ぞ
色
も
か
は
ら
ぬ 

（
二
〇
三
） 

 

こ
の
五
首
の
歌
材
の
中
で
、
や
は
り
目
を
引
く
の
が
祝
部
の
二
番
目
に
置
か

れ
て
い
る
星
の
歌
で
あ
る
。
『
正
治
初
度
百
首
』
は
、
二
〇
一
六
年
に
和
歌
文 

    

学
大
系
よ
り
注
釈
書
が
出
版
さ
れ
て
お
り
(2)
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
「
幾
千
年

と
数
え
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
わ
が
君
の
御
代
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る

天
に
あ
る
星
々
よ
」
と
現
代
語
訳
を
付
し
、
補
注
で
「
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
多
く

存
在
す
る
天
の
星
々
に
後
鳥
羽
院
の
治
世
の
長
さ
を
喩
え
、
そ
の
長
久
の
繁
栄

を
言
祝
ぐ
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
(3)
の
「
星
」
の
項
に
「
同
じ
夜
空
に
輝
く
月
が

さ
ま
ざ
ま
詠
ま
れ
た
の
に
比
し
て
、
星
の
数
は
い
か
に
も
少
な
い
」
と
あ
る
よ

う
に
、
和
歌
に
星
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
珍

し
い
歌
材
を
用
い
て
歌
を
詠
み
、
応
制
百
首
の
祝
題
の
一
首
に
入
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
何
ら
か
の
工
夫
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

本
稿
で
は
、
惟
明
親
王
の
祝
歌
五
首
の
構
成
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
賀
歌

で
ど
の
よ
う
に
星
が
詠
ま
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
番
歌
の

再
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
 

一 

祝
部
の
構
成 

 

惟
明
親
王
の
祝
歌
は
、
歌
材
に
着
目
す
る
と
天
空
の
事
象
を
詠
ん
だ
①
・
②
・

④
、
山
を
詠
ん
だ
③
・
⑤
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

天
空
の
事
象
を
題
材
に
採
っ
た
前
者
は
、
す
べ
て
が
祝
歌
で
あ
る
と
同
時
に

実
景
歌
と
し
て
の
美
し
さ
も
兼
ね
た
歌
で
あ
る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
①

惟
明
親
王
の
『
正
治
初
度
百
首
』
祝
部
五
首
に
つ
い
て 

―
星
の
祝
歌
を
中
心
と
し
て
― 

北
原 

沙
友
里 
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は
朝
日
が
差
し
込
む
情
景
、
②
は
満
天
の
星
々
、
④
は
晴
れ
晴
れ
と
し
た
月
の

夜
を
詠
み
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
の
情
景
に
「
万
代
」
や
「
千
世
」
を
重
ね
合
わ

せ
て
後
鳥
羽
院
の
治
世
の
長
久
を
願
い
、
祝
意
を
込
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

後
者
の
山
を
詠
ん
だ
二
首
は
、
い
ず
れ
も
実
景
と
し
て
の
山
を
詠
ん
だ
も
の

で
は
な
い
。
漢
武
帝
の
嵩
山
の
故
事
を
下
敷
き
と
し
た
③
の
歌
(4)
、
「
藐
姑
射

の
山
」
と
い
う
空
想
上
の
山
を
詠
ん
だ
⑤
は
、
実
景
歌
と
は
呼
べ
な
い
。
し
か

し
、
③
は
上
句
と
下
句
で
山
と
谷
が
対
比
さ
れ
、
か
つ
「
た
に
川
の
水
は
千
と

せ
の
色
ぞ
見
え
け
る
」
と
澄
ん
だ
水
の
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
⑤
は
「
は
こ

や
の
山
の
と
こ
松
」
と
常
緑
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
二
首
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

の
情
景
が
眼
前
に
浮
か
ん
で
き
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
視
覚
的
な

歌
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

歌
の
典
拠
や
発
想
源
と
い
う
観
点
か
ら
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

 

①
の
よ
う
に
朝
日
が
差
し
込
む
様
を
賀
歌
と
し
て
詠
む
例
は
、
以
下
に
挙
げ

る
歌
を
は
じ
め
、
正
治
以
前
に
も
少
な
く
な
い
。 

 
 

 
 

悠
紀
方
朝
日
郷
を
よ
め
る 

 

藤
原
敦
光
朝
臣 

 
 

く
も
り
な
き
と
よ
の
あ
か
り
に
あ
ふ
み
な
る
あ
さ
ひ
の
さ
と
は
ひ
か
り
さ

し
そ
ふ 

（
『
金
葉
和
歌
集
』
二
度
本
巻
第
五
・
賀
部
・
三
一
六
） 

 
 

 

（
宇
治
前
太
政
大
臣
家
歌
合
に
祝
の
心
を
よ
め
る
） 

 

大
蔵
卿
匡
房 

 
 

き
み
が
代
は
か
ぎ
り
も
あ
ら
じ
み
か
さ
や
ま
み
ね
に
あ
さ
ひ
の
さ
さ
む
か

ぎ
り
は 

（
『
金
葉
和
歌
集
』
二
度
本
巻
第
五
・
賀
部
・
三
二
五
） 

 

④
の
歌
も
、
和
歌
文
学
大
系
が
注
で
、
下
句
「
か
ね
て
も
み
ゆ
る
万
代
の
か

げ
」
に
つ
い
て
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
近
江
の
や
か
が
み
の
山
を
た
て
た
れ
ば

か
ね
て
ぞ
見
ゆ
る
君
が
ち
と
せ
は
」
（
巻
第
二
十
・
神
あ
そ
び
の
う
た
・
一
〇

八
六
）
の
歌
を
引
く
。
⑤
の
「
は
こ
や
の
山
の
と
こ
松
」
も
、 

 
 

 
 

摂
政
右
大
臣
に
侍
り
け
る
時
、
百
首
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
、
祝
歌

五
首
が
う
ち
に
、
よ
み
侍
り
け
る 

 
 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成 

 
 

も
も
ち
た
び
う
ら
し
ま
の
子
は
か
へ
る
と
も
は
こ
や
の
山
は
と
き
は
な
る

べ
し 

（
『
千
載
和
歌
集
』
巻
第
十
・
賀
歌
・
六
二
六
） 

な
ど
の
近
時
代
の
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
(5)
。 

 

さ
ら
に
、
田
仲
洋
己
氏
(6) 

は
「
惟
明
の
正
治
初
度
百
首
詠
中
に
は
、
漢
籍

や
王
朝
物
語
世
界
へ
の
志
向
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
し
、
③
の

歌
を
漢
籍
へ
の
志
向
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
③
の
歌
に
つ
い
て
、 

 
  

初
二
句
は
『
史
記
』
孝
武
本
紀
に
見
え
る
漢
の
武
帝
の
所
謂
嵩
山
の
故
事

を
詠
ず
る
が
、
こ
の
故
事
を
踏
ま
え
た
先
行
歌
も
「
声
高
く
三
笠
の
山
ぞ

呼
ば
ふ
な
る
天
の
下
こ
そ
楽
し
か
る
ら
し
」
（
拾
遺
集
・
賀
・
二
七
四
・

仲
算
法
師
）
を
筆
頭
に
決
し
て
稀
で
は
な
く
、
大
嘗
会
和
歌
に
し
ば
し
ば

詠
ぜ
ら
れ
る
等
、
賀
歌
の
定
石
と
で
も
言
う
べ
き
詠
法
で
あ
っ
た
。
惟
明

の
如
上
の
三
首
に
取
り
込
ま
れ
た
漢
故
事
は
い
ず
れ
も
人
口
に
膾
炙
し

た
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
り
、
漢
籍
・
漢
詩
文
に
直
接
依
拠
し
て
の
詠
作

と
は
別
次
元
の
受
容
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
和
歌

表
現
に
対
す
る
作
者
の
意
欲
的
な
姿
勢
を
看
て
取
る
こ
と
は
許
さ
れ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。 

と
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
②
の
歌
以
外
は
、
祝
の
歌
と
し
て
決
し
て
奇
を
て
ら
っ
た
も

の
で
は
な
く
、
伝
統
的
に
詠
ま
れ
て
き
た
歌
材
や
近
時
代
・
同
時
代
に
好
ま
れ

－ 24 －



 

た
語
句
を
使
用
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
②
の
歌
だ
け
が
、
星
と

い
う
、
祝
歌
ど
こ
ろ
か
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も
珍
し
い
歌
材
を
用
い
て
い
る

の
で
あ
る
。 

  
 

二 

星
の
歌
概
観 

 

そ
も
そ
も
和
歌
に
お
い
て
星
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
き
た
の
か
。
先
行
研

究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
院
政
期
頃
ま
で
の
星
の
詠
歌
状
況
を
概
観
す
る
。 

 

三
上
桂
子
氏
(7) 

は
、
「
元
来
、
農
耕
民
族
で
あ
る
我
が
上
代
人
は
、
星
に

対
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
関
心
で
あ
り
、
（
中
略
）
天
上
の
石
と
解
し
て
さ
ほ

ど
重
要
視
し
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
（
中
略
）
大
空
に
明
滅
す
る
神
話
的
な

星
光
を
、
邪
霊
な
る
も
の
と
し
て
忌
み
嫌
っ
た
か
ら
、
日
に
対
す
る
如
き
畏
敬

の
念
も
少
く
、
又
、
月
に
対
す
る
如
き
神
話
の
情
も
持
ち
得
な
か
っ
た
。
そ
れ

故
、
星
は
、
古
典
文
学
に
於
け
る
積
極
的
な
主
体
と
は
な
り
得
ず
、
殊
に
限
ら

れ
た
文
字
内
で
、
或
る
一
つ
の
情
、
又
は
景
を
詠
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
和
歌

の
世
界
で
の
扱
わ
れ
方
は
、
万
葉
集
の
昔
よ
り
伝
統
的
に
限
ら
れ
て
い
た
」
こ

と
、
数
少
な
い
星
の
歌
は
七
夕
の
伝
説
や
占
星
と
の
関
連
性
に
於
い
て
把
え
ら

れ
た
観
念
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
、
菊
や
蛍
、
照
射
等
他
の
景
物
に
仮
託
さ
れ

て
、
修
辞
と
し
て
把
え
ら
れ
た
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
そ
の
上
で
「
星
が
、
美
な
る
も
の
と
し
て
和
歌
の
詠
に
上
が
る
の
は
、

情
趣
的
、
主
情
的
気
分
を
重
ん
じ
る
新
古
今
的
歌
風
が
歌
壇
を
風
靡
す
る
に
至

っ
た
後
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
新
古
今
集
の
延
長
上
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
鎌
倉

末
期
編
纂
の
玉
葉
集
、
及
び
そ
れ
よ
り
数
十
年
後
の
風
雅
集
に
於
て
で
あ
る
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
勅
撰
集
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
高
橋
弘
美
氏
(8) 

は
、
八
代
集
中
の
星
歌
を
取
り
上
げ
、
広
義
の
星
の
歌
（
七
夕
歌
）
と
狭
義
の

星
の
歌
（
七
夕
以
外
の
歌
）
に
分
け
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

七
夕
の
星
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
か
ら
見
て
決
し
て
嫌
わ
れ
て
い
た
も
の

で
は
な
い
。
七
夕
の
舶
来
の
伝
説
・
行
事
と
し
て
人
々
は
珍
し
が
っ
て
い

た
。
ま
た
、
恋
す
る
者
の
忌
詞
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
か
え
っ
て
若
く
多

感
な
心
の
奥
底
に
沈
み
、
会
ふ
・
恋
ふ
・
思
ふ
、
が
詠
む
中
心
で
あ
る
の

に
、
こ
れ
以
外
で
も
七
月
七
日
と
い
う
日
付
、
天
の
川
と
い
う
言
葉
、
人

と
の
別
れ
と
色
々
な
悲
し
み
、
と
事
あ
る
毎
に
七
夕
伝
説
と
結
び
つ
け

て
、
人
々
は
詠
み
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

一
方
、
忌
む
も
の
で
あ
り
、
美
の
対
象
で
な
く
人
々
の
関
心
の
外
に
あ

っ
た
た
め
に
、
星
は
七
夕
歌
に
較
べ
て
、
桁
違
い
に
少
な
い
。
だ
が
そ
の

た
め
に
、
ま
た
歌
の
世
界
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
狭
義
の
星

は
一
旦
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
と
、
恋
・
追
慕
の
情
・
見
立
て
の
歌
に
よ
る

遊
び
・
漢
詩
用
法
の
歌
な
ど
、
様
々
な
心
を

本
文
マ
マ

い
く
つ
か
の
形
に
な
っ
て
現

わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 

狭
義
の
星
歌
に
は
、
前
述
の
通
り
、
漢
詩
的
用
法
を
用
い
る
な
ど
漢
詩

の
影
響
の
強
い
歌
が
数
首
あ
り
、
広
義
の
星
歌
の
七
夕
歌
も
中
国
か
ら
の

輸
入
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
星
歌
は
中
国
文
化
の
影
響
力
の
強
さ
を
計
る

文
化
の
一
つ
と
も
言
え
よ
う
。 

 

高
橋
氏
は
、
八
代
集
の
星
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
七
夕
歌
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

星
歌
に
漢
詩
の
影
響
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
七
夕
以
外
で
星
を
詠
む
こ
と
が
極
め
て
稀
な
中
、
異
彩
を
放
っ

て
い
る
の
が
建
礼
門
院
右
京
大
夫
の
星
空
讃
美
の
歌
で
あ
る
。 

－ 25 －



 

 
 

 
 

十
二
月
つ
い
た
ち
こ
ろ
な
り
し
や
ら
ん
、
夜
に
入
り
て
あ
め
と
も
雪

と
も
な
く
う
ち
ち
り
て
、
む
ら
雲
さ
わ
が
し
く
ひ
と
へ
に
く
も
り
は

て
ぬ
も
の
か
ら
、
む
ら
む
ら
ほ
し
う
ち
き
え
し
た
り
、
ひ
き
か
づ
き

ふ
し
た
る
き
ぬ
を
、
ふ
け
ぬ
る
ほ
ど
、
う
し
二
ば
か
り
に
や
と
お
も

ふ
ほ
ど
に
、
ひ
き
の
け
て
そ
ら
を
み
あ
げ
た
れ
ば
、
こ
と
に
は
れ
て

あ
さ
ぎ
色
な
る
に
、
ひ
か
り
こ
と
ご
と
し
き
ほ
し
の
お
ほ
き
な
る
、

む
ら
な
く
い
で
た
る
、
な
の
め
な
ら
ず
お
も
し
ろ
く
て
、
は
な
の
か

み
に
は
く
を
う
ち
ち
ら
し
た
る
に
よ
う
に
た
り
、
こ
よ
ひ
は
じ
め
て

み
そ
め
た
る
心
ち
す
、
さ
き
ざ
き
も
ほ
し
月
夜
み
な
れ
た
る
こ
と
な

れ
ど
、
こ
れ
は
を
り
か
ら
に
や
、
こ
と
な
る
心
ち
す
る
に
つ
け
て
も
、

た
だ
物
の
み
お
ぼ
ゆ 

 
 

月
を
こ
そ
な
が
め
な
れ
し
か
ほ
し
の
夜
の
ふ
か
き
あ
は
れ
を
こ
よ
ひ
し
り

ぬ
る 

（
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
・
二
五
二
） 

 

星
の
夜
に
「
あ
は
れ
」
を
見
出
し
た
右
京
大
夫
の
こ
の
歌
は
後
の
京
極
派
に

影
響
を
与
え
、
京
極
派
の
歌
人
が
多
く
星
の
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。 

  
 

三 

勅
撰
集
に
お
け
る
星
の
賀
歌 

 

八
代
集
の
星
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
は
七
夕
歌
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
傾

向
は
八
代
集
に
限
ら
な
い
。
二
十
一
代
集
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
星
の
歌
を
検
索
す

る
と
五
九
六
件
の
歌
が
該
当
す
る
が
、
そ
の
中
で
七
夕
歌
以
外
の
歌
は
一
二
〇

首
ほ
ど
し
か
な
い
(9)
。
さ
ら
に
賀
歌
に
限
定
す
る
と
三
首
し
か
な
い
。 

 
 

 
 

年
星
お
こ
な
ふ
と
て
、
女
檀
越
の
も
と
よ
り
ず
ず
を
か
り
て
侍
り
け

れ
ば
、
く
は
へ
て
つ
か
は
し
け
る 

 

ゆ
い
せ
い
法
師 

 
 

も
も
と
せ
に
や
そ
と
せ
そ
へ
て
い
の
り
く
る
玉
の
し
る
し
を
君
み
ざ
ら
め 

 
 

 
 

 
 

や 

（
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
二
十
・
賀
歌
哀
傷
・
一
三
七
六
） 

 
 

 
 

崇
徳
院
の
御
時
法
金
剛
院
に
行
幸
あ
り
て
、
菊
契
千
秋
と
い
ふ
こ
と

を
講
ぜ
ら
れ
侍
り
け
る
に 

 

待
賢
門
院
堀
河 

 
 

く
も
の
う
へ
の
ほ
し
か
と
み
ゆ
る
き
く
な
れ
ば
そ
ら
に
ぞ
ち
よ
の
秋
は
し

ら
る
る 

（
『
続
古
今
和
歌
集
』
巻
第
二
十
・
賀
歌
・
一
八
八
〇
） 

 
 

 
 

寄
星
祝
と
い
ふ
こ
と
を 

 

法
印
栄
算 

 
 

天
つ
空
星
の
く
ら
ゐ
を
か
ぞ
へ
て
ぞ
行
末
と
ほ
き
御
代
は
し
ら
る
る 

（
『
玉
葉
和
歌
集
』
巻
第
七
・
賀
歌
・
一
〇
八
七
） 

 

ま
ず
『
後
撰
和
歌
集
』
の
歌
は
、
詞
書
に
「
年
星
」
と
あ
り
、
実
際
の
星
の

こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
八
代
集
に
は
、
祝
歌
で
星
を
詠
ん
だ
例
が
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。 

次
に
、
『
続
古
今
和
歌
集
』
の
歌
は
菊
の
花
を
星
に
喩
え
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
三
上
氏
や
高
橋
氏
が
指
摘
し
て
い
る
見
立
て
の
歌
だ
と
言
え
る
。
菊
の

花
を
星
に
喩
え
て
詠
む
手
法
は
、
藤
原
敏
行
の 

 
 

 
 

寛
平
御
時
、
き
く
の
花
を
よ
ま
せ
給
ふ
け
る 

 

藤
原
敏
行 

 
 

久
方
の
雲
の
う
へ
に
て
見
る
菊
は
天
つ
星
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る 

 
 

 
 

こ
の
う
た
は
、
ま
た
殿
上
ゆ
る
さ
れ
さ
り
け
る
時
に
め
し
あ
け
ら
れ

て
つ
か
う
ま
つ
る
と
な
ん 

（
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
五
・
秋
歌
下
・
二
六
九
） 

以
降
、
よ
く
詠
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
菊
の
花
を
星
に
見
立
て
る
例
は
『
源
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氏
物
語
』
(10) 

に
も
あ
る
。
藤
裏
葉
巻
で
朱
雀
院
と
冷
泉
帝
が
、
「
神
無
月
廿

日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
」
六
条
院
へ
行
幸
し
、
源
氏
と
太
政
大
臣
が
昔
、
青
海
波

を
舞
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
場
面
で
あ
る
。 

 
 

主
の
院
、
菊
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
青
海
波
の
を
り
を
思
し
出
づ
。 

 
 

 
 

色
ま
さ
る
ま
が
き
の
菊
も
を
り
を
り
に
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
恋
ふ
ら 

 
 

 
 

 
 

し 

 
 

大
臣
、
そ
の
を
り
は
同
じ
舞
に
立
ち
並
び
き
こ
え
た
ま
ひ
し
を
、
我
も
人

に
は
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
身
な
が
ら
、
な
ほ
こ
の
際
は
こ
よ
な
か
り
け
る
ほ

ど
思
し
知
ら
る
。
時
雨
、
を
り
知
り
顔
な
り
。 

 
 

 
 

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

見
る
時
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
（
三
・
四
六
一
頁
） 

 

こ
の
場
面
も
、
星
は
実
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
菊
の
花

を
星
に
喩
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
「
星
」
は
「
に
ご
り
な
き
世
」
の
「
星
」
で
あ

り
、
光
源
氏
の
讃
美
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

最
後
の
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
歌
は
、
詞
書
に
「
寄
星
祝
と
い
ふ
こ
と
を
」
と

あ
り
、
祝
意
を
星
に
込
め
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
人
臣
を

「
星
の
く
ら
ゐ
」
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
数
を
数
え
る
こ
と
で
「
御
代
」
の
恒
久

性
を
詠
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、
星
座
の
数
を
数
え
て
い
る
点
は
惟
明
歌
に
類

似
す
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
が
「
星
の
く
ら
ゐ
」
と
い
う
表
現
は
、
新
古
今

以
降
の
星
の
賀
歌
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
、
勅
撰
集
に
お
い
て
賀
歌
と
星
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
八
代
集

時
代
に
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
後
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

そ
の
詠
ま
れ
方
も
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
歌
題
と
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

 

永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
の
『
永
久
百
首
』
で
は
雑
題
の
一
つ
と
し
て
星
が

あ
る
。 

 
 

雪
と
の
み
か
し
ら
は
な
り
て
い
た
だ
き
し
星
を
よ
そ
め
に
み
る
ぞ
か
な
し

き
（
四
九
九
・
顕
仲
） 

 
 

日
く
る
れ
ば
星
を
い
た
だ
く
か
み
に
し
も
は
ら
ひ
も
あ
へ
ず
お
け
る
霜
か

な
（
五
〇
〇
・
仲
実
） 

 
 

時
つ
鳥
な
か
ず
雲
ゐ
に
と
ど
ろ
き
て
星
の
は
や
し
に
う
づ
も
れ
ぬ
ら
ん

（
五
〇
一
・
俊
頼
） 

 
 

夕
づ
つ
の
な
ど
て
ま
だ
き
に
入
り
ぬ
ら
ん
ね
よ
て
ふ
か
ね
の
音
も
せ
な
く

に
（
五
〇
二
・
忠
房
） 

 
 

ひ
こ
ぼ
し
の
心
も
空
に
は
つ
秋
の
七
日
の
夜
を
や
こ
ひ
し
か
る
ら
ん
（
五

〇
三
・
兼
昌
） 

 
 

我
ひ
と
り
か
ま
く
ら
山
を
こ
え
ゆ
け
ば
ほ
し
月
夜
こ
そ
う
れ
し
か
り
け
れ

（
五
〇
四
・
常
陸
） 

 
 

あ
ま
つ
空
夕
の
星
の
よ
そ
に
て
も
恋
し
き
人
を
み
る
よ
し
も
が
な
（
五
〇

五
・
大
進
） 

し
か
し
祝
意
性
を
帯
び
た
歌
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、
正
治
以
降
に
な
っ
て

し
ま
う
も
の
の
、
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
第
一
帖
に
も
星
題
が
見
ら
れ
る
。 

ほ
し 

 
 

君
が
世
は
な
な
つ
の
ほ
し
を
た
め
し
に
て
う
つ
ら
ぬ
ほ
ど
を
そ
ら
に
し
る

か
な
（
三
四
一
） 

く
る
る
ま
に
出
で
そ
ふ
星
の
か
ず
し
ら
ず
い
や
ま
し
に
の
み
な
る
お
も
ひ

か
な
（
三
四
二
） 

い
つ
も
見
る
そ
ら
の
み
ど
り
は
と
き
は
に
て
ほ
し
の
は
や
し
の
か
げ
ぞ
か
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は
ら
ぬ
（
三
四
三
） 

人
を
わ
く
こ
こ
ろ
と
は
見
し
お
ほ
ぞ
ら
の
ほ
し
の
き
ら
め
き
こ
と
よ
け
れ

ど
も
（
三
四
三
） 

こ
の
夜
こ
そ
は
や
あ
け
ぬ
ら
め
あ
か
ほ
し
の
山
の
は
た
か
く
ひ
か
り
さ
え

た
り
（
三
四
四
） 

 

三
四
一
や
三
四
三
の
歌
は
、
「
君
が
世
」
や
「
と
き
は
」
と
い
う
語
句
か
ら

祝
意
性
が
読
み
取
れ
る
。
前
後
し
て
し
ま
う
が
、
ま
ず
三
四
三
の
「
ほ
し
の
は

や
し
」
と
い
う
表
現
は
、 

 
 

そ
ら
の
う
み
に
雲
の
な
み
た
つ
月
の
舟
ほ
し
の
は
や
し
に
こ
ぎ
か
へ
る
み 

 
 

 
 

ゆ 

（
『
人
丸
集
』
・
二
二
六
） 

と
い
う
人
麻
呂
歌
を
端
緒
と
し
て
、
か
な
り
好
ま
れ
た
言
い
回
し
の
よ
う
で
あ

る
(11)
。 

 

対
し
て
、
三
四
一
の
「
な
な
つ
の
ほ
し
」
は
北
斗
七
星
の
こ
と
で
あ
り
、
「
う

つ
ら
ぬ
」
北
斗
七
星
に
安
定
し
た
治
世
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
詠
み
方
は
、
後
述
の
定
家
や
家
隆
の
歌
と
類
似
す
る
発
想
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。 

 
 

 

 
 

四 

同
時
代
に
お
け
る
星
の
賀
歌 

 

勅
撰
集
で
は
祝
歌
で
星
を
詠
む
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一

方
で
、
歌
題
と
し
て
は
時
代
が
下
る
も
の
の
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
に
星
題
が
あ

り
、
祝
賀
性
を
帯
び
た
歌
も
散
見
さ
れ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
新
古
今
時
代
に
な
る
と
、
賀
歌
で
星
を
詠
む
傾
向
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
坂
田
光
代
氏
(12) 

は
、
中
世
初
期
・
鎌
倉
時
代
の
星
の
詠
ま
れ

方
の
傾
向
の
一
つ
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 
 

さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
影
響
し
あ
い
、
日
本
に
伝
来
し
た
星
へ
の
信
仰
で
あ

る
が
、
星
が
地
上
の
運
命
を
司
り
、
個
人
の
み
な
ら
ず
、
天
下
や
国
家
、

君
主
の
運
命
・
吉
凶
を
表
す
と
い
う
信
仰
に
よ
る
の
か
、
天
皇
の
治
世
と

星
が
併
せ
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
星
の
光
の
静
か
で
穏
や
か
な
様
子

で
よ
く
治
ま
る
御
代
を
祝
の
気
持
ち
を
こ
め
て
詠
っ
て
お
り
、
そ
の
穏
や

か
な
光
が
天
下
太
平
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
「
星

の
宿
り
」
「
星
の
位
」
は
、
星
座
の
意
味
の
他
に
公
卿
を
さ
す
こ
と
は
先

述
し
た
が
、
宮
中
に
列
し
、
天
皇
を
補
佐
す
る
地
位
を
星
座
に
た
と
え
る

の
は
、
お
そ
ら
く
は
中
国
の
北
辰
信
仰
な
ど
が
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。 

 

坂
田
氏
が
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
定
家
と
家
隆
の
歌
を
次
に
引
用
す
る
。 

 
 

 
 

（
天
部
十
首
） 

 
 

す
べ
ら
ぎ
の
あ
ま
ね
き
御
代
を
空
に
見
て
星
の
や
ど
り
の
影
も
う
ご
か
ず 

（
『
拾
遺
愚
草
』
・
（
詠
百
首
和
歌
）
・
七
〇
三
・
藤
原
定
家
） 

 
 

か
げ
な
び
く
ほ
し
の
く
ら
ゐ
も
の
ど
か
に
て
そ
ら
に
ぞ
し
る
き
御
代
の
け

し
き
は 

（
『
千
五
百
番
歌
合
』
(13)
・
千
九
十
五
番 

右
・
二
一
八
九
・
藤
原
家
隆
） 

 
坂
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
定
家
の
歌
も
家
隆
の
歌
も
、
「
御
代
」

「
君
が
代
」
を
空
に
、
人
臣
を
「
星
の
や
ど
り
」
や
「
ほ
し
の
く
ら
ゐ
」
に
喩

え
て
、
星
座
が
動
か
な
い
様
子
や
長
閑
な
空
の
様
子
を
泰
平
の
治
世
に
見
立
て
、

祝
意
を
込
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
詠
法
は
、
先
に
挙
げ
た
『
玉
葉
和
歌
集
』

の
歌
や
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
三
四
一
の
歌
に
も
通
ず
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
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き
る
だ
ろ
う
。
類
似
歌
は
『
正
治
初
度
百
首
』
に
も
あ
る
。 

 
 

 
 

（
祝
） 

 
 

あ
ま
の
は
ら
の
ど
か
に
す
め
る
君
が
代
は
ほ
し
の
や
ど
り
も
た
が
は
ざ
り

け
り 

（
『
正
治
初
度
百
首
』
・
六
〇
〇
・
源
通
親
） 

 

通
親
の
こ
の
歌
は
、
『
正
治
初
度
百
首
』
の
祝
題
の
中
で
、
惟
明
親
王
以
外

で
唯
一
「
星
」
を
詠
ん
で
い
る
歌
で
あ
る
。
通
親
の
歌
も
や
は
り
「
君
が
代
」

を
「
の
ど
か
に
す
」
ん
で
い
る
「
あ
ま
の
は
ら
」
に
喩
え
、
人
臣
を
「
ほ
し
の

や
ど
り
」
で
表
し
て
お
り
、
同
時
代
の
傾
向
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
一
首
だ

と
言
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
例
に
対
し
て
、
惟
明
親
王
の
歌
は
、
星
の
宿
り
や
七
つ
星
な
ど

の
慣
用
表
現
を
用
い
て
い
な
い
点
、
「
君
が
代
」
を
「
あ
ま
つ
ほ
し
」
そ
の
も

の
に
喩
え
、
数
え
き
れ
ぬ
星
に
治
世
の
永
久
性
を
重
ね
て
い
る
点
で
、
同
時
代

の
星
の
祝
歌
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

五 

漢
詩
文
に
お
け
る
「
衆
星
」 

 

こ
こ
ま
で
、
星
を
題
材
に
祝
歌
が
詠
ま
れ
る
と
き
は
、
星
座
が
定
ま
っ
て
い

る
様
子
に
治
世
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
傾
向
が
読
み
取
れ
た
が
、
惟
明
親
王
の

当
該
歌
の
よ
う
に
星
の
数
に
着
目
し
た
例
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

こ
こ
で
「
星
歌
は
中
国
文
化
の
影
響
力
の
強
さ
を
計
る
文
化
の
一
つ
と
も
言

え
よ
う
」
と
い
う
高
橋
氏
(14)
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
漢
詩
文
中
に
星
の
数
に
言
及

し
て
い
る
表
現
を
探
っ
て
み
た
。
平
安
後
期
成
立
の
漢
詩
集
で
あ
る
『
本
朝
無

題
詩
』
の
藤
原
敦
基
の
詩
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤
原
敦
基 

 
 

大
廈
新
成
壮
麗
開
（
大
廈
新
た
に
成
り 

壮
麗
開
き
） 

 

 
 

便
知
聖
化
暗
相
催
（
便
ち
知
ら
ん
ぬ 

聖
化
の
暗
に
相
催
す
る
と
こ
ろ
な

る
を
） 

 
 

雲
衢
連
牖
衆
星
拱
（
雲
衢
牖
に
連
な
り
て 

衆
星
拱
ひ
） 

 
 

鳥
路
当
簷
賀
燕
来
（
鳥
路
簷
に
当
た
り
て 

賀
燕
来
た
る
） 

 
 

徳
于
高
添
輪
奐
美
（
徳
于
高
く
添
へ
た
り 

輪
奐
の
美
） 

 
 

皇
其
遥
得
棟
梁
材
（
皇
其
遥
く
得
た
り 

棟
梁
の
材
） 

 
 

翠
華
臨
幸
薫
風
洽
（
翠
華
臨
幸
し 

薫
風
洽
く
） 

 
 

娯
楽
猶
勝
春
上
台
（
娯
楽 

猶
春
台
に
上
る
に
勝
へ
た
り
） 

（
『
本
朝
無
題
詩
』
巻
第
一
・
宴
賀
付
賀
勧
学
院
新
成
(15)

） 

 

「
衆
星
拱
」
に
つ
い
て
、
『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
』
で
は
「
多
く
の
星
が
と

り
ま
く
。
拱
は
こ
ま
ぬ
く
。
敬
意
を
表
す
る
た
め
に
両
手
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
。
（
中
略
）
北
極
星
を
廻
る
夜
空
の
衆
星
に
、
一
宮
殿
を
と
り
ま
く
諸
宮
の

様
子
を
譬
喩
し
、
ひ
い
て
は
臣
下
が
君
主
に
従
い
居
並
ぶ
譬
喩
と
も
な
る
」
と

注
を
付
け
て
お
り
、
用
例
と
し
て
『
論
語
』
等
を
引
い
て
い
る
。 

 
 

子
曰
、
爲
政
以
徳
、
譬
如
北
辰
居
其
所
、
而
衆
星
共
之
。 

 
 

（
子
曰
く
、
政
を
爲
す
に
徳
を
以
て
す
る
は
、
譬
へ
ば
北
辰
の
其
の
所
に

居
て
、
衆
星
の
之
に
共
す
る
が
如
し
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
論
語
』
為
政
第
二
(16)
） 

 

『
論
語
』
で
は
、
政
を
徳
で
以
て
行
う
こ
と
を
、
北
極
星
を
中
心
に
自
然
と

星
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
に
喩
え
、
徳
に
由
れ
ば
自
然
と
人
が
帰
す
こ
と
を
述

べ
る
。 

 
 

朝
堂
承
東
、
嗢
調
延
北
、
（
朝
堂
東
を
承
け
、
嗢
調
北
に
延
び
、
） 
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西
有
玉
臺
、
聯
以
昆
徳
。
（
西
に
玉
臺
有
り
、
聯
ぬ
る
に
昆
徳
を
以
て
す
）

 

 
 

嵯
峨
□
嶫
、
罔
識
所
則
。
（
嵯
峨
□
嶫
と
し
て
、
則
る
所
を
識
る
罔
し
） 

 
 

若
夫
長
年
神
僊
、 

 

（
若
し
夫
れ
長
年
神
僊
、
） 

 
 

宜
室
玉
堂
、
麒
麟
朱
鳥  

（
宜
室
玉
堂
、
麒
麟
朱
鳥
、
） 

 
 

龍
興
含
章
、  

 

（
龍
興
含
章
、
） 

 
 

譬
衆
星
之
環
極
、     

（
衆
星
の
極
を
環
り
、
） 

 
 

叛
赫
戲
以
輝
煌
。     
（
叛
赫
戲
と
し
て
以
て
輝
煌
す
る
に
譬
ふ
） 

（
「
西
京
賦
」
(17)
） 

 

「
西
京
賦
」
は
、
西
京
（
長
安
）
二
百
余
年
の
豪
華
さ
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。
右
に
引
用
し
た
箇
所
で
は
、
宮
殿
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

未
央
殿
を
中
心
に
各
建
物
が
並
ん
で
い
る
様
を
、
北
極
星
と
そ
れ
を
取
り
巻
く

星
に
喩
え
て
い
る
。 

 

漢
詩
文
で
も
、
や
は
り
君
主
は
北
極
星
と
い
う
不
動
の
も
の
に
喩
え
ら
れ
、

そ
の
周
囲
に
星
々
で
あ
る
臣
下
が
集
う
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
空
に

輝
く
無
数
の
星
は
、
君
主
で
は
な
く
、
臣
下
を
指
す
と
考
え
た
方
が
適
当
な
の

で
あ
る
。 

 

惟
明
親
王
の
②
の
歌
は
、
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
満
天
の
星
々
に
後
鳥
羽
院
の

御
世
の
永
久
性
を
詠
ん
で
お
り
、
第
一
義
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
時
間
性
を

捉
え
た
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
代
に
散
見
さ
れ
る
「
星
の
く
ら
い
」
や
「
星

の
宿
り
」
と
い
う
表
現
、
漢
詩
文
の
「
衆
星
」
な
ど
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る

と
、
「
か
ぞ
へ
も
や
ら
ぬ
」
ほ
ど
の
「
あ
ま
つ
ほ
し
」
と
い
う
満
天
の
情
景
に

は
、
後
鳥
羽
院
を
中
心
と
し
て
多
く
の
人
臣
が
集
ま
り
栄
え
る
様
と
い
う
、
言

わ
ば
空
間
性
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

 
 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
、
惟
明
親
王
の
『
正
治
初
度
百
首
』
の
祝
五
首
を
取
り
上
げ
、
そ

の
構
成
を
分
析
し
た
上
で
星
を
詠
ん
だ
②
の
歌
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
行
っ

て
き
た
。 

 

ま
ず
、
祝
部
の
構
成
を
分
析
し
、
五
首
い
ず
れ
も
視
覚
的
な
歌
と
な
っ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
②
の
歌
以
外
は
先
行
歌
の
表
現
や
歌
材
を
踏
ま
え
た
歌
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

次
に
、
院
政
期
頃
ま
で
の
星
の
詠
ま
れ
方
を
概
観
し
、
勅
撰
集
に
お
け
る
星

を
詠
ん
だ
賀
歌
が
新
古
今
時
代
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
一

方
で
、
歌
題
と
し
て
は
、
『
永
久
百
首
』
や
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
に
星
題
が
見

ら
れ
、
特
に
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
の
星
題
の
歌
に
は
祝
賀
性
が
見
出
せ
た
。 

 

ま
た
、
同
時
代
の
一
般
的
な
星
の
賀
歌
は
、
星
の
宿
り
や
星
の
位
と
い
っ
た

慣
用
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
星
座
の
定
ま
っ
て
い
る
様
子
に
治
世
を
重
ね
合
わ

せ
て
お
り
、
惟
明
親
王
の
歌
は
そ
の
よ
う
な
慣
用
表
現
を
全
く
用
い
ず
、
さ
ら

に
祝
意
を
表
す
手
段
と
し
て
星
座
で
は
な
く
星
の
数
を
利
用
し
て
い
る
点
で
一

線
を
画
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
同
時
代
の
星
の
和
歌
と
は
異
な
り
、
星
の
数
に
焦
点
を
当
て
て
い

る
点
に
着
目
し
、
漢
詩
文
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
考
察
し
た
。
漢
詩
に
見
ら
れ
る
「
衆
星
」
を
踏
ま
え
る
と
、
惟
明
親
王
歌
は

単
に
後
鳥
羽
院
の
治
世
の
永
久
性
の
み
を
星
の
数
に
仮
託
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
後
鳥
羽
院
を
中
心
と
し
て
人
臣
が
集
ま
る
様
を
も
詠
み
込
ん
だ
一
首
だ
と

解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

惟
明
親
王
は
、
星
と
い
う
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
さ
え
稀
な
歌
材
を
、
わ
ざ

崨

崨
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わ
ざ
祝
の
歌
の
一
首
に
組
み
込
ん
だ
。
星
の
歌
と
し
て
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ

の
は
や
は
り
右
京
大
夫
の
歌
で
あ
ろ
う
。
坂
田
氏
(18)
は
「
右
京
大
夫
ほ
ど
星
を

題
材
と
し
て
、
抒
情
を
直
接
的
に
表
し
た
歌
は
、
や
は
り
な
い
」
と
し
、
「
星

空
へ
の
感
動
と
驚
き
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠
じ
た
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ
右
京
大
夫

の
独
自
性
と
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
。 

 

建
礼
門
院
右
京
大
夫
は
、
高
倉
天
皇
の
中
宮
で
あ
っ
た
建
礼
門
院
徳
子
に
仕

え
て
お
り
、
惟
明
親
王
と
は
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
た
歌
人
で
あ
る
。
同
時
期
に
、

全
く
異
な
る
星
の
歌
が
詠
ま
れ
た
こ
と
に
は
も
う
少
し
注
意
が
払
わ
れ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
惟
明
親
王
の
②
の
歌
は
、
星
空
の
美
し
さ
を
以
て
し
て
祝
意
を
詠

ん
だ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
独
自
性
と
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

坂
田
氏
(19) 

は
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
星
歌
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
星

が
叙
景
歌
の
中
で
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

鎌
倉
時
代
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
叙
景
歌
の
中
に
星
が
詠

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
安
時
代
に
お
い
て
、
月

と
共
に
詠
ま
れ
て
も
、
影
の
薄
か
っ
た
星
で
あ
る
が
、
冬
の
景
色
の
中
に

そ
の
冴
え
わ
た
る
光
が
詠
ま
れ
る
な
ど
、
明
ら
か
に
注
目
を
浴
び
る
傾
向

を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、
露
と
共
に
詠
ま
れ
る
な
ど
、
新
た
な
美
が
見
出

さ
れ
て
も
い
る
。 

惟
明
親
王
の
祝
題
五
首
は
す
べ
て
視
覚
的
な
歌
と
し
て
読
め
る
構
成
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
惟
明
親
王
は
叙

景
歌
と
し
て
星
を
詠
む
と
い
う
鎌
倉
時
代
の
傾
向
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
加
え
て
、
星
の
林
や
星
の
宿
り
と
い
う
よ
う
な
慣
用
表
現
を
全
く
使
わ
ず
、

「
君
が
代
」
の
永
久
性
を
数
え
き
れ
ぬ
星
に
喩
え
る
と
い
う
新
し
い
発
想
で
祝

歌
を
詠
ん
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

 

星
の
数
に
焦
点
を
当
て
た
詠
み
方
は
、
先
に
も
引
い
た
『
新
撰
和
歌
六
帖
』

の
星
題
の
一
首
、
「
く
る
る
ま
に
出
で
そ
ふ
星
の
か
ず
し
ら
ず
い
や
ま
し
に
の

み
な
る
お
も
ひ
か
な
（
三
四
二
）
」
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
星
の
数
を
数
え

る
こ
と
で
祝
意
を
表
す
例
と
し
て
は
、
先
掲
の
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
「
天
つ
空

星
の
く
ら
ゐ
を
か
ぞ
へ
て
ぞ
行
末
と
ほ
き
御
代
は
し
ら
る
る
」
が
あ
り
、
次
の

『
白
河
殿
七
百
首
』
に
も
似
た
よ
う
な
歌
が
あ
る
。 

 
 

 
 

寄
星
祝 

 
 

あ
き
ら
け
き
星
の
は
や
し
も
か
ぞ
へ
つ
つ
君
が
よ
は
ひ
の
有
か
ず
に
せ
ん 

（
『
白
河
殿
七
百
首
』
・
雑
百
五
十
首
・
六
九
四
・
皇
后
宮
大
夫
(20)
） 

 

右
の
歌
は
、
惟
明
親
王
の
星
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
(21)
。
と
は
い
え
、
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
歌
も
『
白
河
殿
七
百
首
』

の
歌
も
「
星
の
く
ら
ゐ
」
や
「
星
の
は
や
し
」
と
い
う
定
型
句
か
ら
抜
け
出
せ

て
い
な
い
。
そ
の
点
で
も
惟
明
歌
の
新
鮮
さ
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。 

加
え
て
、
田
仲
氏
の
指
摘
す
る
惟
明
親
王
の
漢
籍
へ
の
志
向
が
現
れ
た
一
首

で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
続
く
③
の
歌
も
、
漢
籍
の
故
事
に
由
来
し
た
表

現
を
用
い
た
歌
で
あ
り
、
部
立
の
構
成
と
い
う
面
か
ら
も
親
王
の
工
夫
が
感
じ

取
れ
る
。
特
に
、
②
・
③
の
歌
と
も
に
同
じ
発
想
源
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
表

現
が
『
本
朝
無
題
詩
』
の
漢
詩
に
見
ら
れ
た
。
田
仲
氏
が
「
い
ず
れ
も
人
口
に

膾
炙
し
た
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
り
、
漢
籍
・
漢
詩
文
に
直
接
依
拠
し
て
の
詠

作
と
は
別
次
元
の
受
容
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
指
摘
さ

れ
て
い
た
よ
う
に
慎
重
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
は
あ
る
が
、
惟
明
親
王
が
漢
詩

文
由
来
の
表
現
を
ど
の
よ
う
な
先
行
作
品
か
ら
獲
得
し
た
の
か
を
探
る
手
掛
か

り
の
一
つ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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（
注
） 

(1) 
『
正
治
初
度
百
首
』
の
本
文
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
に
拠
り
、
本
資
料
で

は
便
宜
上
、
書
陵
部
本
を
底
本
と
す
る
『
新
編
国
歌
大
観
』
（C

D
-R

O
M

版Ver.2
）
か
ら
引
用
し
た
。
和
歌
の
冒
頭
に
は
丸
数
字
を
付
し
部
立
内
で

の
位
置
を
示
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
和
歌
に
つ
い
て
も
『
新
編
国
歌

大
観
』（C

D
-R

O
M

版Ver.2

）
に
拠
っ
た
。
な
お
引
用
文
中
に
あ
た
っ
て

私
に
傍
線
等
を
付
し
た
。 

(2) 

『
和
歌
文
学
大
系
49 

正
治
二
年
院
初
度
百
首
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
六

年
）
。
惟
明
親
王
歌
の
訳
注
は
木
下
華
子
氏
に
よ
る
。 

(3) 

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一

九
九
九
年
）
、
項
目
執
筆
者
は
渡
邊
裕
美
子
氏
。 

(4) 

和
歌
文
学
大
系
で
は
、
こ
の
歌
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
補
注
を
付
し
て

い
る
。 

 
 

 
 

漢
書
・
白
氏
六
帖
等
に
見
え
る
、
漢
の
武
帝
が
太
室
山
に
行
幸
し
た

際
、
万
歳
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
と
い
う
故
事
と
、
白
氏
六
帖
等
に

見
え
る
、
黄
河
が
千
年
に
一
度
澄
み
、
そ
の
時
聖
人
が
出
現
す
る
と

い
う
故
事
を
ふ
ま
え
る
。
後
鳥
羽
院
を
千
年
に
一
度
の
聖
人
と
称
え

る
意
を
込
め
る
。
当
該
歌
が
典
拠
と
す
る
故
事
は
、「
水
遇
一
清
沙
月

影
山
称
万
歳
嶺
嵐
声
」（
本
朝
無
題
詩
・
藤
原
知
房
）
、「
山
の
嵐
万
世

よ
ば
ふ
声
を
つ
た
へ
、
池
の
水
も
千
歳
の
影
を
澄
ま
し
て
」（
今
鏡
・

す
べ
ら
ぎ
の
上
・
初
春
）
な
ど
と
、
広
く
受
容
さ
れ
た
。
同
時
代
で

は
、「
君
が
世
の
十
度
澄
む
べ
き
水
の
色
を
汲
み
て
知
り
け
る
山
の
声

か
な
」
（
千
五
百
番
歌
合
・
藤
原
有
家
）
な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
類
似
表
現
の
典
拠
の
一
つ
だ
と
思
わ
れ
る
『
白
氏
六
帖
』
に
は
、

巻
第
二
「
河
四
十
」
に
、 

見
一
清
於
千
年
〈
運
命
論
曰
黄
河
淸
聖
人
出
拾
遺
／
記
曰
河
千
年

一
淸
聖
王
之
大
瑞
〉 

巻
第
十
一
「
銘
功
第
三
」
に
、 

山
呼
萬
歳
〈
漢
武
時
禅
嵩
山
有
呼
萬
歳
之
／
聲
三
万
以
三
百
戸
封

爲
祠
戸
〉 

と
あ
る
。
な
お
『
白
氏
六
帖
』
の
本
文
は
『
白
氏
六
帖
事
類
集
（
一
）
』

（
古
典
研
究
会
叢
書
漢
籍
之
部
第
四
十
巻
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年

三
月
）
、『
同
（
二
）
』（
同
四
十
一
巻
・
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）

に
拠
り
、
小
書
部
分
は
〈
〉
で
、
改
行
は
／
で
示
し
て
い
る
。 

(5) 

田
仲
氏
は
「
惟
明
親
王
詠
の
主
要
先
行
典
拠
表
現
受
容
一
覧
」
（
『
中
世
前

期
の
歌
書
と
歌
人
』
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
の
中
で
、
惟
明

親
王
の
⑤
歌
の
「
本
歌
も
し
く
は
惟
明
が
そ
の
発
想
や
表
現
を
受
容
し
た

と
考
え
ら
れ
る
先
行
歌
」
と
し
て
、『
千
載
和
歌
集
』
所
収
の
式
子
内
親
王

歌
「
動
き
な
く
な
ほ
万
代
を
た
の
む
べ
き
は
こ
や
の
山
の
峰
の
松
陰
」（
賀
・

六
二
五
）
を
挙
げ
て
い
る
。 

ま
た
、『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
の
「
藐
姑
射
の
山
」
項
目
に
は
、「
鎌

倉
初
期
の
新
古
今
歌
壇
に
お
い
て
は
、
後
鳥
羽
院
の
仙
洞
御
所
を
指
し
て

詠
む
こ
と
が
一
つ
の
流
行
に
な
っ
た
。
『
正
治
初
度
百
首
』
な
ど
こ
の
時

期
の
応
制
百
首
の
祝
部
で
は
、
年
齢
・
流
派
を
問
わ
ず
、
出
詠
歌
人
の
ほ

と
ん
ど
が
「
万
代
・
君
が
代
」
と
い
っ
た
語
と
と
も
に
藐
姑
射
の
山
を
詠

ん
で
院
の
治
世
を
寿
い
で
い
る
」
と
あ
る
（
項
目
執
筆
者
は
長
澤
さ
ち
子

氏
）
。 

巻
第
二
「
河
四
十
」
に
、

見
一
清
於
千
年
〈
運
命
論
曰
黄
河
淸
聖
人
出
拾
遺
／
記
曰
河
千
年

一
淸
聖
王
之
大
瑞
〉

巻
第
十
一
「
銘
功
第
三
」
に
、

山
呼
萬
歳
〈
漢
武
時
禅
嵩
山
有
呼
萬
歳
之
／
聲
三
万
以
三
百
戸
封

爲
祠
戸
〉

と
あ
る
。
な
お
『
白
氏
六
帖
』
の
本
文
は
『
白
氏
六
帖
事
類
集
（
一
）
』

（
古
典
研
究
会
叢
書
漢
籍
之
部
第
四
十
巻
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年

三
月
）
、『
同
（
二
）
』（
同
四
十
一
巻
・
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）

に
拠
り
、
小
書
部
分
は
〈
〉
で
、
改
行
は
／
で
示
し
て
い
る
。
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(6) 
田
仲
洋
己
「
三
宮
惟
明
親
王
の
正
治
初
度
百
首
詠
に
つ
い
て
」（
前
掲
『
中

世
前
期
の
歌
書
と
歌
人
』
、
初
出
は
『
岡
大
国
文
論
稿
』
三
四
号
、
二
〇
〇

六
年
三
月
）
。
な
お
、
注

（4）
に
引
い
た
よ
う
に
和
歌
文
学
大
系
も
補
注
で
触

れ
て
い
る
。 

(7) 

三
上
桂
子
「
和
歌
に
現
わ
れ
た
星
」（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
二
一
号
、

一
九
六
八
年
一
二
月
） 

(8) 

高
橋
弘
美
「
八
代
集
に
お
け
る
星
歌
小
考
」
（
『
大
阪
青
山
短
大
国
文
』
第

二
号
、
一
九
八
六
年
二
月
） 

(9) 

国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
十
一
代
集
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
拠
る
。 

（http://base1.nijl.ac.jp/infolib/m
eta_pub/G

000150121dai

）
。

「
星
」
「
ほ
し
」
で
検
索
。
ま
た
、
新
古
今
集
ま
で
に
限
定
す
る
と
七
夕

歌
以
外
は
三
五
首
し
か
な
い
の
で
、
星
の
美
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
新
古
今
以
後
、
玉
葉
集
や
風
雅
集
の
頃
と
い
う
三
上
氏
の
指
摘
と
も
概

ね
合
致
す
る
。 

(10) 

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
他
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集 

源
氏
物
語
③
』
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
に
拠
る
。
引
用
に
は

括
弧
し
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
巻
数
と
頁
数
を
付
し
た
。 

(11) 

万
葉
集
巻
第
七
・
雑
歌
（
一
〇
七
二
）
や
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
八
・
雑

上
に
も
入
首
。
伊
藤
博
氏
に
よ
っ
て
「
星
の
林
」
も
「
月
の
舟
」
も
漢
文

的
表
現
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
『
萬
葉
集
釋
注
四
』
一
九
九

六
年
八
月
、
集
英
社
） 

(12) 

坂
田
光
代
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
と
星
の
歌
」
（
『
玉
藻
』
四
〇
巻
、
二
〇

〇
四
年
一
一
月
） 

(13) 

「
祝
題
」
は
千
五
十
一
番
一
～
千
百
二
十
五
番
ま
で
。
千
九
十
五
番
の
判

詞
に
は
「
左
右
共
に
難
な
く
見
え
は
べ
り
。
但
、
右
は
い
ま
す
こ
し
め
づ

ら
し
き
所
ま
さ
り
て
や
侍
ら
ん
」
と
あ
る
。 

(14) 

注
（8）
掲
出
論
文
。 

(15) 

本
間
洋
一
注
釈
『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
一
』（
新
典
社
、
一
九
九
二
年
三
月
）
。

書
き
下
し
文
も
同
書
に
拠
る
。 

(16) 

吉
田
賢
抗
著
『
新
釈
漢
文
大
系
第
1
巻 

論
語
』（
明
治
書
院
、
一
九
七
六

年
二
月
）
。
書
き
下
し
文
も
同
書
に
拠
る
。 

(17) 

中
島
千
明
著
『
新
釈
漢
文
大
系
第
79
巻 

文
選
（
賦
篇
）
上
』（
明
治
書
院
、

一
九
七
七
年
一
月
）
。
書
き
下
し
文
も
同
書
に
拠
る
。 

(18) 

注
（ 12）
掲
出
論
文
。 

(19) 

注
（ 12）
掲
出
論
文
。 

(20) 

『
白
河
殿
七
百
首
』
は
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
）
七
月
七
日
に
禅
林
寺

殿
（
白
川
殿
）
で
行
わ
れ
た
当
座
の
探
索
歌
会
。
皇
后
宮
大
夫
は
花
山
院

師
継
。 

(20) 

中
川
博
夫
氏
は
、
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
歌
に
つ
い
て
、
「
天
つ
空
―
―
天
空

の
意
に
、
そ
れ
に
喩
え
ら
れ
る
皇
居
・
宮
中
の
意
を
重
ね
る
」
、
「
星
の
位

―
―
星
座
の
意
に
、
そ
れ
に
喩
え
ら
れ
る
群
臣
の
列
座
の
意
を
重
ね
る
」

と
注
を
付
し
、「
天
空
の
星
座
、
そ
れ
に
同
じ
宮
殿
の
群
臣
の
列
座
を
数
え

る
こ
と
で
、
そ
の
数
の
多
さ
程
に
行
く
末
が
遥
か
に
遠
い
我
が
君
の
御
代

は
、
自
然
と
わ
か
る
の
だ
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。「
天
空
の
星
座
、
そ

れ
に
同
じ
宮
殿
の
群
臣
の
列
座
を
数
え
る
」
と
い
う
解
釈
は
、「
衆
星
」
の

意
に
か
な
り
近
い
と
思
わ
れ
る
（
『
和
歌
文
学
大
系

39 
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（
上
）
』
明
治
書
院
、
二
〇
一
六
年
一
月
）
。 

 

（
き
た
は
ら 
さ
ゆ
り
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
）
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