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晦まされた右近の和歌リテラシー　―夕顔巻の「心あてに…」歌は誰が作歌したのか―

　
　
（
１
）
は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
の
玉
鬘
物
語
に
お
い
て
は
、
右
近
の
果
た
し
た
役
割
な
し

に
こ
の
物
語
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
誰
も
が
承
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま

ず
は
、
初
瀬
参
り
で
玉
鬘
に
遭
遇
し
た
僥
倖
が
端
緒
と
な
り
、
右
近
は
も
ち

ろ
ん
源
氏
に
引
き
会
わ
せ
る
こ
と
を
思
う
の
だ
が
、
懸
念
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
こ
の
と
き
二
十
歳
の
玉
鬘
は
、
こ
れ
ま
で
の
十
六
年
間
を
筑
紫
で

過
ご
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
鄙
性
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
お
よ
そ
都
の

貴
族
社
会
に
は
馴
染
め
な
い
の
で
は
と
危
惧
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
程
を
確

か
め
る
の
に
右
近
は
玉
鬘
に
歌
を
詠
み
か
け
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
前
拙

著（
1
（

で
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
簡
単
に
言
う
と
、
右
近
は
玉
鬘
の
資
質
を
和
歌

の
素
養
で
確
か
め
た
の
で
あ
る
。
古
今
集
１
０
０
９
旋
頭
歌
と
古
今
六
帖

１
５
７
０
歌
を
引
歌
し
て
再
会
の
喜
び
を
詠
み
か
け
、
玉
鬘
が
そ
の
二
つ
の

引
歌
を
察
知
し
た
証
し
を
詠
み
こ
ん
で
返
し
て
く
る
か
ど
う
か
を
試
し
た
。

果
た
し
て
、
玉
鬘
は
二
つ
の
引
歌
に
共
通
す
る
句
「
初
瀬
川
」
を
初
句
に
詠

み
こ
ん
で
返
し
、
右
近
を
安
堵
さ
せ
た
。

　
　

�

右
近
「
ふ
た
も
と
の
杉
の
た
ち
ど
を
た
づ
ね
ず
は
ふ
る
川
の
べ
に
君
を

み
ま
し
や

　
　

う
れ
し
き
瀬
に
も
」

　
　

�

玉
鬘
「
初
瀬
川
は
や
く
の
こ
と
は
知
ら
ね
ど
も
今
日
の
逢
ふ
瀬
に
身
さ

へ
な
が
れ
ぬ（

（
（

」
（
玉
鬘
巻
ｐ
１
１
６
）

　
　
　

＊�

初
瀬
川
古
川
の
辺
に
二
本
あ
る
杉
年
を
経
て　

ま
た
も
逢
ひ
見
む

二
本
あ
る
杉
（
古
今
１
０
０
９
・
旋
頭
歌　

読
人
し
ら
ず
）

　
　
　

＊�

祈
り
つ
ゝ
頼
み
ぞ
渡
る
初
瀬
川
う
れ
し
き
瀬
に
も
な
が
れ
あ
ふ
や

と
（
古
今
六
帖
１
５
７
０
）

　

こ
れ
を
も
っ
て
右
近
は
躊
躇
な
く
玉
鬘
を
源
氏
に
引
き
会
わ
せ
た
の
だ

が
、
果
た
し
て
、
玉
鬘
は
六
条
院
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
六
条
院
に
集
う
男
君

達
の
心
を
悩
ま
せ
、
実
の
父
内
大
臣
に
も
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
女
官

と
し
て
は
最
高
の
地
位
で
あ
る
尚
侍
と
な
る
。
夕
顔
の
遺
児
で
あ
る
玉
鬘
を

探
し
出
し
、
内
大
臣
の
血
を
引
く
姫
君
に
ふ
さ
わ
し
い
境
遇
を
実
現
す
る
こ

と
は
、
夕
顔
の
乳
母
子
右
近
の
内
に
秘
め
ら
れ
た
執
念
で
あ
り
、
若
く
し
て

亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
主
人
へ
の
恩
返
し
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
右

近
は
、
吉
海
直
人
氏
の
乳
母
・
乳
母
子
論（

（
（

に
言
う
と
こ
ろ
の
行
動
原
理
そ
の

も
の
で
、
夕
顔
の
乳
母
子
と
し
て
主
人
に
誠
心
誠
意
尽
く
そ
う
と
す
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
右
近
は
相
手
の
和
歌
の
素
養
を
試
す
こ
と
の

で
き
る
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
を
そ
な
え
た
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
夕
顔
の
巻
を
読
む
と
き
、
我
々
は
右
近
に
対
し
そ
う
い
う
観

点
を
も
た
な
い
で
読
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
近
は
夕
顔
の
乳
母
子
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
主
人
思
い
の
行
動
（
そ

小
野
　
真
樹
　

晦く
ら

ま
さ
れ
た
右
近
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー

　
　
―
夕
顔
巻
の
「
心
あ
て
に
…
」
歌
は
誰
が
作
歌
し
た
の
か
―
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れ
が
主
人
の
意
図
に
沿
う
も
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
を
と
る
と
見
る
の

は
当
時
の
読
者
の
常
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
最
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
作
品
は
右
近
に
人
並
以
上
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
を
付
与
し
て

い
る
こ
と
だ
。
読
者
は
玉
鬘
巻
を
読
ん
で
そ
れ
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
戻
っ

て
夕
顔
巻
を
読
み
返
す
と
き
に
は
そ
れ
を
思
い
起
こ
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

人
物
を
造
形
す
る
場
合
、
最
初
に
ど
ん
な
人
物
に
す
る
か
想
定
し
て
い
る
か

ら
だ
。

　

夕
顔
巻
は
冒
頭
、
源
氏
が
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
君
に
通
う
中
宿
り
に
五

条
の
乳
母
を
見
舞
う
と
こ
ろ
か
ら
書
き
始
ま
る
。
予
め
訪
問
を
伝
え
て
い
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
門
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
惟
光
を
呼
び
に

や
っ
て
い
る
あ
い
だ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
隣
家
よ
り
源
氏
に
歌
が

詠
み
か
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
古
注
釈
以
来
異
な
る
解
釈

が
併
存
し
、
歌
の
実
作
者
に
つ
い
て
も
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

筆
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、右
近
に
対
す
る
認
識
が
軽
す
ぎ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

当
論
考
は
こ
の
場
面
の
背
後
で
右
近
が
い
か
に
行
動
し
、
歌
は
右
近
が
女
主

人
（
以
後
、
夕
顔
又
は
夕
顔
の
君
と
す
る
）
に
か
わ
っ
て
代
作
し
た
も
の
で
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
歌
意
は
ど
う
な
る
か
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
右
近
の

代
作
説
は
す
で
に
田
中
喜
美
春
氏
が
論
じ
て
い
る（

（
（

が
、
筆
者
は
そ
の
論
を
踏

ま
え
、
右
近
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
察

す
る
。そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、歌
の
解
釈
も
お
の
ず
と
収
束
す
る
と
考
え
る
。

そ
れ
は
田
中
氏
の
解
釈
と
は
少
し
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。

　
　
（
２
）
冒
頭
場
面
の
背
後
を
推
理
す
る

　

次
に
論
考
の
対
象
と
な
る
冒
頭
場
面
を
載
せ
る
。

　
　

�

こ
の
家
の
か
た
は
ら
に
、
檜
垣
と
い
ふ
も
の
新
し
う
し
て
、
上
は
半
蔀

四
五
間
ば
か
り
上
げ
わ
た
し
て
、簾
な
ど
も
い
と
白
う
涼
し
げ
な
る
に
、

を
か
し
き
額
つ
き
の
透
影
あ
ま
た
見
え
て
の
ぞ
く
、（
中
略
）。

　
　

�

ア
御
車
も
い
た
く
や
つ
し
た
ま
へ
り
、
前
駆
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
、（
中
略
）。

　
　

�

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

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

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

人
め
き
て
、
ａ
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

か
の
面
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
、
源
氏
「
ｂ
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
か
ど
に

入
り
て
折
る
。

　
　

�　

さ
す
が
に
さ
れ
た
る
遣
戸
口
に
、
黄
な
る
生
絹
の
単
袴
長
く
着
な
し

た
る
童
の
を
か
し
げ
な
る
出
で
来
て
う
ち
招
く
。
白
き
扇
の
い
た
う
こ

が
し
た
る
を
、
童
「
こ
れ
に
置
き
て
ま
ゐ
ら
せ
よ
、
ｃ
枝
も
情
な
げ
な

め
る
花
を
」
と
て
取
ら
せ
た
れ
ば
、
門
あ
け
て
惟
光
朝
臣
出
で
来
た
る

し
て
奉
ら
す
。（
夕
顔
巻
ｐ
１
３
５
・
１
３
６
、
以
後
冒
頭
場
面
と
す
る
）

　

源
氏
は
、
そ
の
ま
ま
乳
母
の
見
舞
い
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

先
程
の
扇
に
何
や
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
た
ら
し
く
、
出

が
け
に
惟
光
に
紙
燭
を
も
っ
て
こ
さ
せ
扇
を
見
る
と
や
は
り
歌
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花

（
夕
顔
巻
ｐ
１
４
０
、
以
後
「
心
あ
て
に
」
歌
と
す
る
）

　

冒
頭
場
面
を
要
約
し
よ
う
。
源
氏
は
西
隣
の
粗
末
な
家
の
半
蔀
か
ら
女
た
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ち
が
簾
越
し
に
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
の
に
気
付
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
家
居

に
這
う
白
い
花
に
興
味
を
惹
か
れ
た
の
で
、
傍
線
部
ア
、
お
忍
び
に
も
か
か

わ
ら
ず
気
を
許
し
車
の
窓
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。
こ
こ
は
源
氏
が
女
た
ち

か
ら
顔
を
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
後
に
取
り
上
げ
る
黒
須
重

彦
氏
の
歌
の
解
釈
に
関
わ
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
源
氏
が
古
今
１
０
０
７

の
旋
頭
歌
（「
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
」）
の
上
の
句
の
一
部
を
口
ず
さ
む
と
、
そ
れ
を
聞

き
取
っ
た
随
身
が
下
の
句
の
「
白
く
咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
」
と
い
う
問
い

と
受
け
取
り
、「
夕
顔
の
花
」
と
答
え
た
。
源
氏
が
随
身
に
一
房
折
り
て
参

れ
と
命
じ
る
と
、
隣
家
か
ら
童
が
出
て
き
て
、
白
い
扇
を
差
し
出
し
、
こ
れ

に
枝
を
載
せ
て
さ
し
上
げ
よ
と
言
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
惟
光
が
門
を
開

け
て
現
れ
た
の
で
、
白
い
扇
は
随
身
か
ら
惟
光
を
通
じ
て
源
氏
に
渡
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
部
始
終
を
隣
家
の
女
た
ち
は
簾
越
し
に
見
聞
き
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
ま
ず
は
、
背
後
は
い
か
な
る
女
た
ち
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ

う
。
作
者
は
こ
の
場
で
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
後
に
手
が
か
り
を

い
く
つ
か
断
片
的
に
挿
入
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
拾
い
集
め
に
か
か
ろ
う
。

　
「
心
あ
て
に
」
歌
を
贈
ら
れ
た
源
氏
は
こ
の
貧
家
に
住
む
女
君
（
歌
の
贈

り
手
）
に
い
た
く
心
惹
か
れ
、
惟
光
に
誰
な
の
か
を
探
ら
せ
る
。
そ
の
家
の

宿
守
の
話
で
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
　

�「
揚
名
介
な
る
人
の
家
に
な
ん
は
べ
り
け
る
。
男
は
田
舎
に
ま
か
り
て
、

妻
な
ん
若
く
事
好
み
て
、
は
ら
か
ら
な
ど
宮
仕
人
に
て
来
通
ふ
と
申
す

（
後
略
）」
と
聞
こ
ゆ
。（
ｐ
１
４
０
、
以
後
巻
名
の
な
い
も
の
は
夕
顔

巻
）

　

隣
家
は
楊
名
介
の
家
で
今
は
留
守
を
し
て
お
り
、
風
流
な
妻
が
居
て
、
そ

こ
に
宮
仕
え
を
し
て
い
る
妻
の
姉
妹
が
来
通
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
時
点

で
は
、
家
主
と
は
別
に
主
人
格
の
夕
顔
が
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
っ
て
い
な

い
。
こ
れ
を
聞
い
た
源
氏
は
、「
心
あ
て
に
」
歌
の
詠
み
手
を
「
さ
ら
ば
、

宮
仕
人
な
な
り
、
し
た
り
顔
に
も
の
馴
れ
て
言
へ
る
か
な
」（
ｐ

１
４
０
・
１
４
１
）
と
思
う
。
通
り
が
か
り
の
男
に
女
の
方
か
ら
詠
み
か
け

て
く
る
の
は
、
男
た
ち
と
の
や
り
取
り
に
馴
れ
た
宮
仕
え
の
女
房
あ
た
り
に

違
い
な
い
と
、
源
氏
は
勘
ぐ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
心
あ
て
に
」
歌
の

実
作
者
が
誰
か
に
か
か
わ
る
重
要
な
手
が
か
り（

（
（

と
な
る
。後
に
再
度
触
れ
る
。

源
氏
は
自
分
に
詠
み
か
け
て
き
た
こ
と
を
一
方
で
憎
か
ら
ず
思
い
、
随
身
を

し
て
返
し
の
歌
を
贈
る
。

　
　
　
　

�

寄
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
か
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
花

の
夕
顔
（
ｐ
１
４
１
）

　

女
た
ち
は
源
氏
の
返
歌
が
随
身
に
よ
っ
て
届
き
喜
ぶ
。

　
　

�

イ
ま
だ
見
ぬ
御
さ
ま
な
り
け
れ
ど
、
い
と
し
る
く
思
ひ
あ
て
ら
れ
た
ま

へ
る
御
側
目
を
見
す
ぐ
さ
で
さ
し
お
ど
ろ
か
し
け
る
を
、
答
へ
た
ま
は

で
ほ
ど
経
け
れ
ば
な
ま
は
し
た
な
き
に
、か
く
わ
ざ
と
め
か
し
け
れ
ば
、

あ
ま
え
て
、「
い
か
に
聞
こ
え
む
」
な
ど
言
ひ
し
ろ
ふ
べ
か
め
れ
ど
、

め
ざ
ま
し
と
思
ひ
て
随
身
は
参
り
ぬ
。（
ｐ
１
４
１
）

傍
線
部
イ
は
女
房
た
ち
が
車
の
貴
人
が
横
顔
を
覗
か
せ
た
と
こ
ろ
を
見
過
ご

さ
ず
に
詠
み
か
け
た
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
、
冒
頭
場
面
の
ア
同
様
、
源
氏

が
女
た
ち
に
顔
を
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に
点
線
部
「「
い

か
に
聞
こ
え
む
」
な
ど
言
ひ
し
ろ
ふ
べ
か
め
れ
ど
」
は
返
歌
を
ど
う
し
よ
う

と
言
い
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
、「
心
あ
て
に
」
歌
も
夕
顔
の
自
作
で
は

な
か
っ
た
と
古
注
釈
は
指
摘（

（
（

し
て
い
る
。

　

惟
光
は
源
氏
の
女
の
素
性
を
知
り
た
い
と
の
気
持
ち
が
分
か
る
の
で
、

も
っ
と
探
っ
て
や
ろ
う
と
、
こ
の
家
の
女
房
の
一
人
と
関
係
を
つ
く
り
家
に

出
入
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
女
房
た
ち
は
車
の
音
が
す
れ
ば
半
蔀
か
ら
外
を
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覗
き
、
夕
顔
（
惟
光
の
い
る
と
こ
ろ
で
は
主
人
と
は
見
え
な
い
よ
う
に
一
女

房
の
如
く
ふ
る
ま
っ
て
い
る
が
、
惟
光
は
こ
れ
が
女
た
ち
が
仕
え
る
主
人
と

察
知
す
る
）
も
這
い
寄
っ
て
く
る
。
あ
る
日
、
頭
中
将
の
車
が
通
っ
た
時
の

様
子
を
目
撃
し
、
源
氏
に
報
告
す
る
。

　
　

�「（
前
略
）
人
に
い
み
じ
く
隠
れ
忍
ぶ
る
気
色
な
む
見
え
は
べ
る
を
、

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
南
の
半
蔀
あ
る
長
屋
に
渡
り
来
つ
つ
、
車
の

音
す
れ
ば
、
若
き
者
ど
も
の
の
ぞ
き
な
ど
す
べ
か
め
る
に
、
こ
の
主
と

お
ぼ
し
き
も
這
ひ
わ
た
る
時
は
べ
べ
か
め
る
。（
中
略
）
一
日
、
前
駆

追
ひ
て
渡
る
車
の
は
べ
り
し
を
の
ぞ
き
て
、
童
べ
の
急
ぎ
て
、『
右
近

の
君
こ
そ
、
ま
づ
物
見
た
ま
へ
。
中
将
こ
そ
こ
れ
よ
り
渡
り
た
ま
ひ
ぬ

れ
』
と
言
へ
ば
、
ま
た
よ
ろ
し
き
大
人
出
で
来
て
、『
あ
な
か
ま
』
と

手
か
く
も
の
か
ら
、『
い
か
で
さ
は
知
る
ぞ
。
い
で
見
む
』
と
て
這
ひ

わ
た
る
、（
後
略
）」（
ｐ
１
４
９
・
１
５
０
）

　

こ
の
時
は
童
が
頭
中
将
の
車
と
気
づ
き
、
右
近
を
呼
ぶ
の
で
あ
っ
た
。『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
右
近
の
初
出
で
あ
る
。
こ
れ
は
冒
頭
場
面
と
同
様
の
状

況
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
冒
頭
場
面
で
も
右
近
が
い
た
こ
と
は
確
実
で
、
右
近

を
い
の
一
番
に
呼
び
、
傍
線
部
「
ま
た
よ
ろ
し
き
大
人
出
で
来
て
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、右
近
は
女
房
た
ち
の
な
か
で
も
筆
頭
格
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
話
を
聞
い
た
源
氏
は
、
女
房
た
ち
が
仕
え
る
謎
の
女
（
夕
顔
）
は
、

帚
木
巻
で
頭
中
将
が
語
っ
た
常
夏
の
女
と
確
信
す
る
。
そ
こ
で
、
惟
光
に
前

回
歌
を
詠
み
交
わ
し
た
源
氏
と
お
ぼ
し
き
人
物
と
は
別
人
と
し
て
、
謎
の
女

と
の
逢
瀬
を
実
現
す
る
よ
う
差
配
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　

�

惟
光
、
い
さ
さ
か
の
こ
と
も
御
心
に
違
は
じ
と
思
ふ
に
、
お
の
れ
も
隈

な
き
す
き
心
に
て
、
い
み
じ
く
た
ば
か
り
ま
ど
ひ
歩
き
つ
つ
、
し
ひ
て

お
は
し
ま
さ
せ
そ
め
て
け
り
。こ
の
ほ
ど
の
こ
と
く
だ
く
だ
し
け
れ
ば
、

例
の
も
ら
し
つ
。（
ｐ
１
５
１
）

　

傍
線
部
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
源
氏
は
夕
顔
を
頭
中
将
が
語
っ
た

常
夏
の
女
で
は
な
い
か
と
勘
ぐ
っ
て
い
る
の
で
、
源
氏
と
知
ら
れ
た
上
で
逢

う
の
は
憚
ら
れ
た
。
冒
頭
場
面
で
相
手
は
源
氏
と
推
測
し
た
わ
け
で
、
源
氏

は
あ
の
と
き
と
は
違
う
人
物
を
装
い
た
か
っ
た
。
乳
母
子
の
惟
光
は
源
氏
の

意
に
か
な
う
よ
う
に
裏
で
差
配
し
逢
瀬
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
惟
光
と

て
源
氏
の
乳
母
子
で
あ
る
こ
と
は
女
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
表
立
っ

て
動
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
点
線
部
、
く
ど
く
な
る
の
で
書
か
な
い
と
す
る

が
、惟
光
が
い
か
に
主
人
の
為
に
裏
で
奔
走
し
た
か
推
理
し
て
み
た
く
な
る
。

　

源
氏
が
素
性
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。

　
　

�

か
の
夕
顔
の
し
る
べ
せ
し
随
身
ば
か
り
、
さ
て
は
顔
む
げ
に
知
る
ま
じ

き
童
ひ
と
り
ば
か
り
ぞ
率
て
お
は
し
け
る
。
も
し
思
ひ
よ
る
気
色
も
や

と
て
、
隣
に
中
宿
り
を
だ
に
し
た
ま
は
ず
。（
ｐ
１
５
２
）

点
線
部
、
源
氏
は
冒
頭
の
時
の
人
物
と
知
ら
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
乳
母
の

家
に
も
立
ち
寄
ら
な
い
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
惟

光
も
素
性
を
知
ら
れ
て
い
る
の
で
お
供
は
門
前
近
く
ま
で
で
消
え
る
と
い
う

こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
細
心
の
注
意
を
配
り
な
が
ら
、
傍
線
部
、
女

の
側
に
顔
を
知
ら
れ
て
い
る
冒
頭
場
面
の
随
身
を
連
れ
て
行
く
の
は
、『
評

釈
』
も
言
う
こ
と（
７
（だ

が
、
作
者
の
不
注
意
と
い
う
し
か
な
い
。

　

い
っ
た
い
、
源
氏
は
ど
う
や
っ
て
夕
顔
の
家
に
忍
び
入
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
冒
頭
の
時
の
人
物
と
し
て
な
ら
、
夕
顔
の
女
房
達
は
源
氏

と
し
て
喜
ん
で
迎
え
入
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
あ
の
時
の
人
物
で
は
な
い
人
物

と
し
て
忍
び
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。
後
の
描
写
で
分
か
る
が
惟
光
は
冒
頭
顔

を
見
ら
れ
、
源
氏
の
関
係
者
と
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
忍
び
入
っ
て
い
る
貴

人
と
は
無
関
係
を
装
い
、
こ
の
家
の
あ
る
女
房
に
入
れ
込
ん
で
情
報
収
集
し

て
い
る
。
こ
の
源
氏
な
ら
ぬ
を
装
う
源
氏
が
忍
び
入
る
時
は
、
惟
光
は
お
供

は
門
前
ま
で
で
消
え
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
ん
な
人
物
を
い
っ
た
い
誰
が
手
引
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晦まされた右近の和歌リテラシー　―夕顔巻の「心あてに…」歌は誰が作歌したのか―

き
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
誰
の
手
引
き
も
な
し
に
見
ず
知
ら
ず
の
男
が
入
り
込

め
る
は
ず
は
な
い
。
不
可
解
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
三
輪
山
神
話
を
下
敷
い

て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
夕
顔
巻
が
全
面
的
に
そ
う
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に

覆
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
構
わ
な
い
が
、
夕
顔
巻
も
物
語
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を

持
っ
た
巻
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
こ
の
不
可
解
は
解
い
て
お
き
た
い
。

が
、
そ
の
こ
と
は
五
条
の
家
の
女
た
ち
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
て
か
ら
述
べ

る
。

　

と
に
か
く
、
源
氏
は
忍
び
入
る
こ
と
に
成
功
し
、
逢
瀬
を
重
ね
、
こ
の
常

夏
の
女
と
思
わ
れ
る
夕
顔
に
耽
溺
し
て
し
ま
う
。
源
氏
は
逢
瀬
を
重
ね
る
う

ち
、
こ
の
粗
末
な
女
の
家
に
飽
き
足
ら
ず
、
八
月
十
五
日
の
翌
明
け
方
に
、

何
某
の
院
に
女
を
連
れ
込
む
の
で
あ
っ
た
。
事
件
は
十
六
日
の
宵
過
ぎ
る
ほ

ど
に
起
こ
っ
た
。
寝
入
っ
て
い
る
と
き
に
、
女
の
枕
上
に
物
の
怪
が
と
り
つ

き
、
女
は
息
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
夕
顔
の
素
性
は
自
身
か
ら
は
と

う
と
う
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

夕
顔
の
素
性
に
つ
い
て
は
亡
く
な
っ
た
後
、
右
近
が
源
氏
に
問
わ
れ
次
の

よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　

�

親
た
ち
は
は
や
亡
せ
た
ま
ひ
に
き
。
三
位
中
将
と
な
ん
聞
こ
え
し
。
い

と
ら
う
た
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
し
か
ど
、
わ
が
身
の
ほ
ど

の
心
も
と
な
さ
を
思
す
め
り
し
に
、
命
さ
へ
た
へ
た
ま
は
ず
な
り
に
し

後
、
は
か
な
き
も
の
の
た
よ
り
に
て
、
頭
中
将
な
ん
、
ま
だ
少
将
に
も

の
し
た
ま
ひ
し
時
見
そ
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
三
年
ば
か
り
は

心
ざ
し
あ
る
さ
ま
に
通
ひ
た
ま
ひ
し
を
、
去
年
の
秋
ご
ろ
、
か
の
右
の

大
殿
よ
り
い
と
恐
ろ
し
き
こ
と
の
聞
こ
え
参
で
来
し
に
、
も
の
怖
ぢ
を

わ
り
な
く
し
た
ま
ひ
し
御
心
に
、
せ
ん
方
な
く
思
し
怖
ぢ
て
、
西
の
京

に
御
乳
母
住
み
は
べ
る
所
に
な
ん
這
ひ
隠
れ
た
ま
へ
り
し
。
そ
れ
も
い

と
見
苦
し
き
に
住
み
わ
び
た
ま
ひ
て
、
山
里
に
移
ろ
ひ
な
ん
と
思
し
た

り
し
を
、今
年
よ
り
は
塞
が
り
け
る
方
に
は
べ
り
け
れ
ば
、違
ふ
と
て
、

あ
や
し
き
所
（
筆
者
注　

五
条
の
家
）
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
を
（
筆
者

注　

源
氏
に
）
見
あ
ら
は
さ
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
こ
と
と
思
し
嘆
く
め

り
し
。（
ｐ
１
８
５
．
１
８
６
）

夕
顔
の
父
は
三
位
中
将
で
公
卿
で
あ
っ
た
が
、
は
か
ば
か
し
く
娘
を
も
て
な

す
こ
と
が
で
き
ず
に
早
世
し
て
し
ま
う
。
当
時
配
下
に
い
た
関
係
で
あ
ろ
う

か
、
少
将
で
あ
っ
た
頭
中
将
が
見
初
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
正
妻
の
右
大

臣
家
筋
か
ら
の
脅
迫
で
西
の
京
の
乳
母
の
家
に
逃
げ
隠
れ
た
。
そ
こ
も
住
み

づ
ら
く
な
り
山
里
に
移
ろ
う
と
し
た
が
方
角
が
塞
が
っ
て
お
り
、
五
条
の
家

に
移
り
隠
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
源
氏
に
見
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は

じ
め
て
西
の
京
の
乳
母
が
出
て
く
る
。

　

そ
し
て
、
源
氏
が
夕
顔
の
年
を
尋
ね
た
時
に
右
近
は
自
分
の
事
に
も
言
及

し
て
い
る
。

　
　

�（
筆
者
注　

夕
顔
は
）
十
九
に
や
な
り
た
ま
ひ
け
ん
。
右
近
は
、
亡
く

な
り
に
け
る
御
乳
母
の
捨
て
お
き
て
は
べ
り
け
れ
ば
、
三
位
の
君
の
ら

う
た
が
り
た
ま
ひ
て
、
か
の
御
あ
た
り
去
ら
ず
生
ほ
し
立
て
た
ま
ひ
し

を
思
ひ
た
ま
へ
出
づ
れ
ば
、
い
か
で
か
世
に
は
べ
ら
ん
と
す
ら
ん
。
い

と
し
も
人
に
と
悔
し
く
な
ん
。
も
の
は
か
な
げ
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
人

の
御
心
を
頼
も
し
き
人
に
て
、
年
ご
ろ
な
ら
ひ
は
べ
り
け
る
こ
と
（
ｐ

１
８
７
・
１
８
８
）

傍
線
部
、
夕
顔
に
は
西
の
京
の
乳
母
と
は
別
に
も
う
一
人
の
乳
母
が
い
て
、

そ
れ
が
右
近
の
母
な
の
だ
が
早
く
に
亡
く
な
り
、
不
憫
に
思
っ
た
夕
顔
の
父

三
位
中
将
が
右
近
を
引
き
取
り
夕
顔
と
と
も
に
育
て
く
れ
た
と
い
い
、
そ
れ

を
恩
義
に
思
う
右
近
は
夕
顔
を
亡
く
し
て
ど
う
し
て
生
き
て
ゆ
け
よ
う
か
と

い
う
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
右
近
は
夕
顔
の
乳
母
子
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ

れ
る
。
主
人
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
深
い
悲
し
み
を
太
字
部
「
い
と
し
も
人
に
」
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と
引
歌
（「
思
ふ
と
て
い
と
し
も
人
に
む
つ
れ
け
む
し
か
な
ら
ひ
て
ぞ
見
ね

ば
恋
し
き（

（
（

」）
で
伝
え
て
い
る
が
、
右
近
の
和
歌
の
素
養
が
そ
れ
と
な
く
仄

め
か
さ
れ
て
い
る
。

　

五
条
の
家
か
ら
夕
顔
と
右
近
が
消
え
て
し
ま
っ
た
後
、
残
さ
れ
た
女
た
ち

が
騒
ぐ
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

�

こ
の
（
筆
者
注　

五
条
の
家
の
）
家
主
ぞ
西
の
京
の
乳
母
の
む
す
め
な

り
け
る
。
三
人
そ
の
子
は
あ
り
て
、
右
近
は
他
人
な
り
け
れ
ば
、
思
ひ

隔
て
て
御
あ
り
さ
ま
を
聞
か
せ
ぬ
な
り
け
り
と
泣
き
恋
ひ
け
り
。（
ｐ

１
９
３
）

こ
こ
で
、
五
条
の
家
の
女
た
ち
の
素
性
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
先
に

あ
っ
た
揚
名
介
の
妻
と
そ
の
は
ら
か
ら
と
は
西
の
京
の
乳
母
の
娘
三
人
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
方
違
え
で
夕
顔
が
右
近
を
伴
っ
て
移
り
隠
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
が
、
同
じ
乳
母
子
と
は
い
え
右
近
は
夕
顔
と
と
も
に
育
て
ら
れ
て
き

た
ゆ
え
に
、
夕
顔
と
の
絆
の
強
さ
は
別
格
で
い
つ
も
側
に
寄
り
添
う
関
係
に

あ
り
、
女
房
と
し
て
は
筆
頭
格
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
五
条
の
家
で
は
、

右
傍
線
部
の
よ
う
に
乳
母
子
間
に
は
「
隔
て
」
の
感
情
が
あ
っ
た
。

　

以
上
、
作
品
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
手
が
か
り
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
、
冒

頭
場
面
の
背
後
に
い
た
女
た
ち
の
素
性
と
関
係
が
判
明
す
る
。
こ
う
い
う
乳

母
子
間
の
微
妙
な
関
係
は
、
当
時
の
読
者
に
は
目
ざ
と
く
読
み
取
ら
れ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
３
）
右
近
の
行
動

　

さ
て
、
乳
母
・
乳
母
子
の
行
動
を
論
ず
る
吉
海
直
人
氏
は
夕
顔
の
君
へ
の

右
大
臣
家
の
脅
迫
に
つ
い
て
は
、

　
　

�「
四
の
宮
の
乳
母
が
実
行
し
た
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
。（
中
略
）
乳

母
は
そ
ん
な
こ
と
ま
で
や
り
か
ね
な
い
と
い
う
潜
在
的
共
同
理
解
（
共

同
幻
想
）
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
い
っ
た
疑
い
が
か
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
」

と
述
べ
、
終
わ
り
を
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

　
　

�「
乳
母
は
（
中
略
）
描
か
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
な

る
時
に
で
も
身
近
に
存
在
し
、
し
か
も
そ
の
存
在
自
体
が
大
き
な
意
味

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る（

（
（

」

　

な
ら
ば
、
片
や
そ
れ
に
対
抗
す
べ
く
誰
に
劣
ら
ぬ
主
人
思
い
の
右
近
と
し

て
は
、
主
人
の
今
の
逼
塞
状
況
を
打
破
し
よ
う
と
の
強
い
使
命
を
い
だ
い
て

い
た
だ
ろ
う
。
冒
頭
場
面
に
お
い
て
は
、
書
か
れ
て
い
な
く
と
も
右
近
は
行

動
し
た
と
み
て
よ
い
。
源
氏
の
乳
母
と
い
わ
れ
て
い
る
隣
家
の
門
前
に
や
つ

し
車
が
止
ま
り
、
貴
人
と
思
し
き
人
物
が
当
家
の
白
い
花
に
目
を
と
め
て
、

古
今
に
載
る
花
の
名
を
問
う
旋
頭
歌
の
一
節
を
口
ず
さ
ん
だ
。
車
か
ら
覗
く

横
顔
と
声
か
ら
、
も
し
や
こ
れ
が
噂
に
聞
く
源
氏
の
君
か
と
想
像
さ
れ
、
ご

主
人
様
は
い
ま
で
も
頭
中
将
様
が
探
し
当
て
て
く
れ
る
と
願
い
続
け
て
車
が

通
れ
ば
皆
し
て
覗
い
て
い
る
が
、
そ
れ
も
む
な
し
い
望
み
で
あ
り
、
こ
の
千

載
一
遇
の
機
会
を
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
咄
嗟
の
行
動
に
出
た
の
で
あ

る
。
貴
人
の
独
り
言
に
随
身
が
花
の
名
を
答
え
た
の
が
聞
こ
え
た
が
、
右
近

の
ほ
う
も
古
今
に
通
じ
て
い
る
和
歌
の
素
養
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
源
氏
が

引
い
た
１
０
０
７
旋
頭
歌
の
次
の
１
０
０
８
も
や
は
り
旋
頭
歌
で
「
春
さ
れ

ば
野
辺
に
ま
づ
咲
く
み
れ
ど
飽
か
ぬ
花　

幣
（
ま
ひ
）
な
し
に
た
だ
名
告
る

べ
き
花
の
名
な
れ
や
」
と
続
き
も
の
の
掛
け
合
い
に
な
っ
て
い
る
の
が
浮
か

ん
だ
は
ず
だ
。
こ
こ
は
、
源
氏
の
君
の
関
心
を
蒙
っ
た
の
だ
か
ら
、
女
の
側

か
ら
名
告
っ
て
出
る
べ
き
と
即
断
し
た
。
す
る
と
、
古
今
２
７
７
、
躬
恒
の

花
の
名
で
結
ぶ
歌
「
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る

白
菊
の
花
」
が
ふ
と
浮
か
び
、
そ
の
歌
の
リ
ズ
ム
に
の
せ
て
名
告
り
の
歌
が
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晦まされた右近の和歌リテラシー　―夕顔巻の「心あてに…」歌は誰が作歌したのか―

口
を
衝
い
て
出
た
の
だ
。
源
氏
の
情
け
を
比
喩
す
る
「
白
露
の
光
」
を
織
り

こ
み
、
そ
の
情
け
を
い
た
だ
い
て
輝
く
「
夕
顔
の
花
」
で
す
と
名
告
り
上
げ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
夕
顔
の
君
の
移
り
香
の
染
み
こ
ん
だ
白
い
扇
に
散

ら
し
書
き
し
女
童
に
差
し
出
さ
せ
た
。
右
近
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
が
こ
こ
ぞ

と
ば
か
り
発
条
し
た
時
で
あ
る
。
頭
中
将
様
へ
の
未
練
を
捨
て
き
れ
な
い
ご

主
人
に
ま
か
せ
て
お
い
た
ら
何
も
起
き
ぬ
と
右
近
が
動
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
如
き
推
理
は
冒
頭
場
面
に
は
何
ら
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
後
の
手

が
か
り
と
な
る
断
片
を
拾
い
集
め
、
吉
海
氏
の
論
ず
る
乳
母
・
乳
母
子
の
行

動
原
理
を
踏
ま
え
、
そ
し
て
、
右
近
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
を
重
ね
合
せ
れ
ば

そ
の
よ
う
に
繋
が
る
。
作
者
は
古
今
の
連
続
す
る
三
つ
の
旋
頭
歌
を
右
近
の

和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
に
内
在
さ
せ
、
そ
の
発
条
が
端
緒
と
な
る
物
語
を
構
想
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
夕
顔
巻
で
は
古
今
１
０
０
７
・
１
０
０
８
に
反
応

し
た
の
が
誰
か
は
判
然
と
は
し
な
い
よ
う
に
し
て
。

　

吉
海
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
時
の
読
者
に
は
乳
母
や
乳
母
子
に
対

す
る
共
同
理
解
（
共
同
幻
想
）
が
あ
り
、
書
か
ず
と
も
察
知
さ
れ
、
そ
の
ほ

う
が
大
構
想
の
立
ち
上
が
り
と
し
て
は
奥
ゆ
か
し
い
。
源
氏
が
「
心
あ
て
に
」

歌
を
見
た
後
で
心
内
語
と
し
て
「
さ
ら
ば
、
そ
の
宮
仕
人
な
な
り
、
し
た
り

顔
に
も
の
馴
れ
て
い
へ
る
か
な
」
と
あ
る
の
は
、
源
氏
の
心
内
を
通
し
て
、

女
房
の
代
作
で
あ
る
こ
と
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
次
に
頭
中
将
の
車
が
通

り
か
か
る
場
面
で
女
童
に
「
右
近
の
君
」
と
呼
ば
せ
て
、
は
じ
め
て
右
近
が

登
場
す
る
展
開
は
、
冒
頭
場
面
で
も
右
近
が
背
後
に
い
て
主
導
し
て
い
た
こ

と
を
匂
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
夕
顔
の
死
後
右
近
が
源
氏
に
自
分
の
生
い

立
ち
を
語
る
と
こ
ろ
で
、
夕
顔
と
と
も
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
を
知
れ
ば
、
女

君
と
の
絆
に
お
い
て
他
の
乳
母
子
た
ち
と
は
別
格
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
さ
ら
に
十
六
年
後
、
成
長
し
た
玉
鬘
に
再
会
し
た
と
き
に
、
右
近
は
、

古
今
の
１
０
０
９
旋
頭
歌
を
引
歌
に
し
て
玉
鬘
に
詠
み
か
け
た
。
当
時
の
和

歌
に
敏
感
な
読
者
に
は
、
こ
の
時
の
右
近
の
和
歌
の
素
養
と
、
夕
顔
巻
冒
頭

の
女
の
側
と
し
て
古
今
１
０
０
７
・
１
０
０
８
の
旋
頭
歌
に
反
応
し
、
躬
恒

歌
の
引
歌
で
名
告
っ
て
み
せ
た
和
歌
の
素
養
と
が
繋
が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

右
近
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
が
物
語
の
端
緒
と
な
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い

た
。
た
だ
、
夕
顔
巻
冒
頭
場
面
で
は
、
右
近
の
存
在
を
晦
ま
し
読
者
の
推
理

に
委
ね
る
と
い
う
こ
の
作
品
な
ら
で
は
の
韜
晦
の
手
法
が
と
ら
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
は
「
心
あ
て
に
」
歌
の
作
者
は
右
近
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
そ
れ
は
田
中
氏
が
す
で
に
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
筆
者
は
右
近

の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
に
注
目
す
る
の
で
、
冒
頭
場
面
で
源
氏
に
詠
み
か
け
ら

れ
た
歌
は
主
人
夕
顔
の
た
め
の
名
告
り
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る

も
の
で
、
そ
こ
か
ら
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
（
田
中
氏
は
後
に
述

べ
る
「
夕
顔
の
花
」
＝
源
氏
の
説
を
と
る
）
と
は
袂
を
分
か
つ
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、

源
氏
が
ど
う
や
っ
て
夕
顔
の
家
に
忍
び
入
っ
た
か
の
不
可
解
に
つ
い
て
推
理

し
よ
う
。

　

作
者
が
省
筆
す
る
場
合
、つ
ま
ら
な
い
こ
と
は
書
か
な
い
と
い
う
場
合
と
、

想
像
に
難
く
な
い
こ
と
は
書
か
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
り
、
こ
こ
は
後
者
な

の
で
あ
る
。
当
時
の
読
者
に
は
想
像
に
難
く
な
い
こ
と
な
の
だ
。
惟
光
も
、

源
氏
の
乳
母
子
と
し
て
懸
命
に
源
氏
に
尽
く
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
は
や
は
り

吉
海
氏
の
い
う
乳
母
子
の
活
躍
す
る
と
こ
ろ
だ
。
惟
光
は
夕
顔
の
家
に
来
通

う
姉
妹
が
宮
仕
え
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
尚
侍
司
の
つ
て
を

使
っ
て
、
自
分
の
名
は
明
か
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
人
づ
て
に
姉
妹
に
身
分

は
明
か
せ
な
い
と
し
な
が
ら
あ
る
身
分
の
高
い
人
の
導
き
を
頼
ん
だ
と
推
測

で
き
る
。
姉
妹
と
し
て
も
、
頭
中
将
に
代
わ
る
頼
れ
る
人
を
見
つ
け
な
け
れ

ば
と
い
う
思
い
は
あ
っ
た
は
ず
で
、
こ
れ
は
い
い
機
会
と
そ
の
貴
人
の
手
引

き
を
引
き
受
け
た
。
西
の
京
の
姉
妹
と
右
近
は
夕
顔
の
乳
母
子
同
士
で
、
そ
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れ
ぞ
れ
独
自
に
夕
顔
に
尽
く
そ
う
と
張
り
合
っ
て
い
る
。
右
近
が
歌
の
素
養

を
も
っ
て
源
氏
ら
し
き
男
に
関
心
を
惹
か
せ
た
の
に
、
そ
の
男
は
以
後
現
れ

な
い
。
西
の
京
の
姉
妹
達
も
、
な
ら
ば
我
ら
も
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

名
前
は
伏
せ
ら
れ
た
が
、
さ
る
貴
人
の
導
き
を
頼
ま
れ
た
。
姉
妹
た
ち
も
主

人
夕
顔
の
窮
状
打
開
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。「
こ
の
ほ
ど
の
こ
と
く

だ
く
だ
し
け
れ
ば
、
例
の
も
ら
し
つ
」
と
は
そ
の
よ
う
な
類
の
こ
と
で
、
物

語
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
（
４
）「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈

　

筆
者
の
解
釈
の
基
本
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
主
人
夕
顔
を
源
氏
に
知
ら
し
め

る
名
告
り
歌
で
右
近
の
代
作
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
、
従
来

の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
分
か
れ
て
き
た
か
を
示
そ
う
。
筆
者
は
４
つ
に
分
類

す
る
。
ど
れ
も
夕
顔
の
自
作
歌
と
し
て
い
る
。

　

１�

．『
花
鳥
余
情（
（1
（

』『
細
流
抄（
（（
（

』
の
解
釈
で
、『
新
編
』
が
踏
襲
し
て
い
る
。

左
は
『
新
編
』
の
現
代
語
訳
。

　
　
　
　

�「
当
て
推
量
に
あ
の
お
方
（
筆
者
注　

源
氏
の
君
）
か
し
ら
と
見

当
を
つ
け
て
お
り
ま
す
。
白
露
の
美
し
さ
で
、
こ
ち
ら
の
夕
顔
の

花
も
い
っ
そ
う
美
し
く
な
り
ま
す（
（1
（

」

　

２�

．『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛（
（1
（

』
の
解
釈
で
、『
全
書（
（1
（

』『
全
集（
（1
（

』『
玉
上
評

釈（
（1
（

』『
集
成（
（1
（

』『
大
系（
（1
（

』『
新
大
系（
（1
（

』
が
踏
襲
し
て
い
る
。
左
は
『
全
集
』

の
現
代
語
訳
。

　
　
　
　

�「
あ
て
推
量
で
あ
の
方
―
源
氏
の
君
か
と
お
見
受
け
し
ま
す
。
白

露
が
そ
の
輝
き
を
増
し
て
い
る
夕
顔
の
花
（
筆
者
注　

源
氏
の
比

喩
）
―
夕
影
の
中
の
美
し
い
顔
を（
11
（

」

　

３
．
黒
須
重
彦
氏
の
解
釈

　
　
　
　

�「
そ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
方
は
、も
し
や
あ
な
た（
頭
中
将
）

さ
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
む
さ

く
る
し
い
五
条
あ
た
り
に
、
あ
な
た
の
よ
う
に
高
貴
な
方
の
御
光

栄
を
い
た
だ
い
て
、
い
や
し
き
花
（
筆
者
注　

夕
顔
の
君
の
比
喩
）

の
咲
く
こ
の
あ
た
り
も
光
輝
く
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す（
1（
（

。」

　

４�

．
清
水
婦
久
子
氏
の
解
釈
で
、『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
が
採

用
。

　
　
　
　

�「
あ
な
た
様
が
お
尋
ね
の
花
は
、
白
露
の
光
に
ま
ぎ
れ
て
見
定
め

難
い
の
で
す
が
、
当
て
推
量
で
、
お
そ
ら
く
そ
の
花
だ
ろ
う
か
、

と
見
当
を
つ
け
て
い
ま
す
。
あ
な
た
様
の
光
が
添
え
ら
れ
て
輝
い

て
い
る
夕
顔
の
花
（
筆
者
注　

夕
顔
の
君
の
比
喩
）
を（
11
（

」

　

以
上
の
４
つ
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
違
い
を
見
せ
て
い
る
か
を
分
か
り
や

す
く
解
説
す
る
た
め
に
、
冒
頭
場
面
の
２
つ
の
文
脈
に
注
視
す
る
。
一
つ
は

「
女
た
ち
が
や
つ
し
車
の
貴
人
を
源
氏
と
当
て
推
量
し
て
い
る
こ
と
」
で
Ｘ

と
す
る
。
も
う
一
つ
は
「
源
氏
が
関
心
を
示
し
た
の
が
夕
顔
の
花
で
あ
る
こ

と
」
で
Ｙ
と
す
る
。
こ
の
歌
は
二
句
切
れ
な
の
で
、
上
の
句
「
心
あ
て
に
そ

れ
か
と
ぞ
見
る
」
と
、
下
の
句
「
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
に
分
か

れ
る
。
文
脈
Ｘ
、
Ｙ
が
上
の
句
、
下
の
句
に
い
か
に
詠
み
こ
ま
れ
た
か
の
視

点
で
そ
れ
ぞ
れ
の
現
代
語
訳
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

１�

．
上
の
句
は
Ｘ
を
詠
み
こ
み
、
下
の
句
は
Ｙ
を
詠
み
こ
む
。
上
の
句
を

受
け
て
「
白
露
の
光
」
は
源
氏
の
比
喩
、「
夕
顔
の
花
」
は
夕
顔
の
君

の
比
喩
と
す
る
。

　

２�
．
Ｘ
の
み
を
詠
み
こ
ん
だ
も
の
で
、
上
の
句
の
「
そ
れ
」
は
下
の
句
の

「
夕
顔
の
花
」
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、「
夕
顔
の
花
」
は
源
氏
の
比

喩
と
す
る
。

　

３�

．
上
の
句
は
Ｘ
を
詠
み
こ
む
が
、
頭
中
将
と
推
測
し
た
と
す
る
。
下
の
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句
は
Ｙ
を
詠
み
こ
む
。
上
の
句
を
受
け
て
「
白
露
の
光
」
は
頭
中
将
の

比
喩
、「
夕
顔
の
花
」
は
夕
顔
の
君
の
比
喩
と
す
る
。

　

４�
．Ｙ
の
み
を
詠
み
こ
ん
だ
も
の
で
、上
の
句
の「
そ
れ
」は
下
の
句
の「
夕

顔
の
花
」
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、「
夕
顔
の
花
」
は
夕
顔
の
女
君
の

比
喩
と
す
る
。

　

以
上
の
説
明
で
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
違
い
は
文
脈
Ｘ
、

Ｙ
を
ど
う
取
り
込
ん
だ
か
に
よ
る
。
１
，
３
は
一
つ
の
歌
に
二
つ
の
題
を
詠

み
こ
ん
だ
こ
と
に
な
り
、
歌
の
い
ろ
は
に
反
す
る
。
近
江
の
君
の
歌
の
よ
う

に
意
図
的
に
は
ず
す
場
合
は
別
と
し
て
、
作
者
が
そ
ん
な
歌
を
作
る
筈
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
１
，
３
の
解
釈
は
疑
問
で
あ
る
と
、
こ
の
時
点
で
は
し

て
お
く
。

　

次
に
、「
夕
顔
の
花
」
は
夕
顔
の
女
君
の
比
喩
か
源
氏
の
比
喩
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。『
花
鳥
余
情
』
が
「
夕
顔
の
花
」
＝
夕
顔
の
君
の
比
喩
、
あ

る
い
は
、『
細
流
抄
』
が
花
そ
の
も
の
と
し
た
こ
と
は
、
極
め
て
筋
が
通
っ

て
い
る
。こ
れ
は
黒
須
氏
が
著
書（
11
（

で
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、「
夕
顔
の
花
」

に
つ
い
て
、
冒
頭
場
面
に
戻
り
、
傍
線
部
ａ
、
ｂ
、
ｃ
を
見
て
い
た
だ
き
た

い
。
左
に
、『
新
編
』
の
本
文
と
現
代
語
訳
を
載
せ
る
。

　
　
ａ�

随
身
「
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
る
（
こ
う
し
た

み
す
ぼ
ら
し
い
垣
根
に
咲
く
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
）」

　
　

ｂ�

源
氏
「
口
惜
し
の
花
の
契
り
や
（
情
け
な
い
花
の
運
命
よ
）」

　
　
ｃ�

童
「
枝
も
情
な
げ
な
め
る
花
を
（
枝
も
風
情
の
な
さ
そ
う
な
花
で
ご

ざ
い
ま
す
）」

こ
ん
な
に
貶
め
ら
れ
た
花
を
源
氏
の
比
喩
に
し
て
詠
み
か
け
る
は
ず
は
な

い
。
し
か
も
、
こ
れ
が
後
に
女
君
の
呼
称
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
黒
須
氏
は
、

こ
れ
を
指
摘
す
る
た
め
の
裏
付
け
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
著
書
に
序
章
「
夕
顔

と
は
い
か
な
る
花
か
」
を
設
け
て
、
夕
顔
と
い
う
花
は
『
源
氏
物
語
』
の
時

代
ま
で
和
歌
文
学
の
関
心
外
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

筆
者
の
観
点
か
ら
は
、
ｃ
の
童
の
発
言
は
右
近
が
随
身
と
源
氏
の
ａ
、
ｂ

の
会
話
を
聞
い
て
童
に
言
わ
せ
た
も
の
で
、
そ
の
右
近
が
、「
夕
顔
の
花
」

を
源
氏
の
比
喩
に
す
る
は
ず
が
な
い
。
宣
長
ほ
ど
の
読
み
手
が
ａ
、
ｂ
、
ｃ

の
こ
と
に
一
切
触
れ
て
い
な
い
の
は
非
常
に
不
可
解
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

２
は
受
け
入
れ
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
現
代
注
釈
書
が
こ
れ
を
踏
襲

し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
批
判
だ
け
で
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
宣
長

の
解
釈
を
詳
し
く
吟
味
し
て
み
た
い
。そ
れ
は
非
常
に
難
解
な
の
で
あ
る
が
、

４
の
清
水
氏
の
分
析
を
適
用
す
る
と
宣
長
の
解
釈
の
難
点
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ

る
。

　
『
源
氏
釈
』
以
来
、
ど
の
注
釈
書
も
「
心
あ
て
に
」
歌
に
は
引
歌
と
し
て

古
今
２
７
７
、
凡
河
内
躬
恒
の
歌
「
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
お
ら
む
初
霜
の
置

き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
」（
以
後
、
躬
恒
歌
と
す
る
）
を
指
摘
し
て
き
た
。

し
か
し
、
何
の
解
説
も
な
く
た
だ
載
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
躬
恒
歌
の

構
造
分
析
を
し
て
み
せ
、「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈
に
適
用
し
た
の
が
清
水

氏
で
あ
る
。

　

躬
恒
歌
と
「
心
あ
て
に
」
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
の
句
々
が
完
全
な
対
応
関
係
を

み
せ
て
い
る
。
躬
恒
歌
の
構
文
形
式
そ
の
も
の
を
引
い
て
い
る
本
歌
取
り
の

よ
う
な
も
の
だ
。躬
恒
歌
で
は
、「
心
あ
て
に
を
ら
ば
や
を
ら
ん
」の
動
詞「
折

る
」
の
対
象
語
は
「
白
菊
の
花
」
で
あ
り
、
同
じ
白
に
よ
っ
て
白
菊
を
見
分

け
難
く
し
て
い
る
の
が
「
初
霜
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
応
し
、「
心
あ

て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
」
の
対
象
語
は
「
夕
顔
の
花
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
輝

き
を
与
え
て
本
来
の
素
朴
な
花
と
は
見
分
け
難
く
し
て
い
る
の
が
「
白
露
の

光
」
で
あ
る
。

　

清
水
氏
の
要
点
は
、
二
句
の
「
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
」
の
対
象
語
は
五
句
の

「
夕
顔
の
花
」
で
あ
る
こ
と
と
、
三
四
句
の
「
白
露
の
光
そ
へ
た
る
」
は
五
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句
の
「
夕
顔
の
花
」
を
見
分
け
難
く
す
る
も
の
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

　

清
水
氏
の
分
析
に
説
得
力
が
あ
る
の
は
、
作
者
が
こ
の
躬
恒
歌
の
構
文
形

式
で
類
歌
を
他
に
三
首
詠
ん
で
い
る
こ
と
だ
。

　
　
　
　

�
め
ぐ
り
あ
ひ
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
ま
に
雲
が
く
れ
に
し
夜

半
の
月
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紫
式
部
集
、
一
）

　
　
　
　

�

お
ぼ
つ
か
な
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
あ
け
ぐ
れ
の
そ
ら
お
ぼ
れ
す
る
朝

顔
の
花　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
四
）

　
　
　
　

心
あ
て
に
あ
な
か
た
じ
け
な
苔
む
せ
る
仏
の
御
顔
そ
と
見
え
ね
ど

（
同
、
八
二（
11
（

）�

『
紫
式
部
集
』
に
載
る
三
首
と
も
、「
そ
れ
」「
そ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
五
句
「
夜

半
の
月
」「
朝
顔
の
花
」
お
よ
び
四
句
「
仏
の
御
顔
」
を
指
し
、「
雲
が
く
れ
」

「
あ
け
ぐ
れ
」「
苔
む
せ
る
」
が
五
句
、
あ
る
い
は
、
四
句
を
見
分
け
難
く

す
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
源
氏
の
返
歌
も
躬
恒
歌
の
構
文
形
式
を

完
璧
に
な
ぞ
っ
て
い
る
。「
そ
れ
」
は
五
句
「
花
の
夕
顔
」
を
指
し
、
三
四

句
「
た
そ
か
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
」
が
五
句
「
花
の
夕
顔
」
を
見
分
け
難

く
す
る
も
の
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
今
度
は
近
寄
っ
て
し
っ
か
り
見
た
い
と
言

う
の
で
あ
る
。�

　

こ
の
清
水
氏
の
躬
恒
歌
の
構
造
分
析
が
、
宣
長
の
解
釈
を
吟
味
す
る
の
に

極
め
て
有
効
と
な
る
。
次
に
宣
長
の
解
釈
の
本
文
を
載
せ
る
。

　
　

�

源
氏
君
を
、夕
顔
の
花
に
た
と
へ
て
、①
今
夕
露
に
色
も
光
も
そ
ひ
て
、

い
と
め
で
た
く
見
ゆ
る
夕
顔
の
花
は
、な
み
〳
〵
の
ひ
と
と
は
見
え
ず
、

心
あ
て
に
、
源
氏
君
か
と
見
奉
り
ぬ
と
也
、
②
三
四
の
句
は
、
白
露
の
、

夕
顔
の
花
の
光
を
そ
へ
た
る
也
、
露
の
光
に
は
あ
ら
ず
、
細
流
に
源
氏

と
推
し
た
る
に
よ
り
て
、
花
の
光
も
そ
ひ
た
る
と
也
と
あ
る
は
、
い
み

し
き
ひ
が
ご
と
な
り
、
③
二
の
句
の
て
に
を
は
に
か
な
は
ず
、（
11
（

�

　

こ
れ
は
非
常
に
分
か
り
に
く
い
。
肝
心
な
こ
と
を
説
明
し
て
い
な
い
か
ら

だ
。
傍
線
部
①
よ
り
、
宣
長
は
「
夕
顔
の
花
」
＝
源
氏
と
し
て
い
る
こ
と
は

分
か
る
が
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
の
説
明
は
一
切
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
最
も
重

要
な
こ
と
な
の
だ
。
宣
長
以
前
の
古
注
釈
の
解
釈
で
は
、「
夕
顔
の
花
」
＝

夕
顔
の
君
又
は
花
そ
の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
覆
し
て
い
る
以
上
、
そ

れ
を
説
明
す
べ
き
だ
。
な
ぜ
し
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
筆
者
は
次
の
よ
う

に
推
測
す
る
。
宣
長
は
物
語
の
文
脈
Ｘ
は
誰
も
が
分
か
り
き
っ
た
こ
と
で
、

そ
れ
に
上
の
句
が
完
全
に
合
致
す
る
以
上
、
こ
の
歌
は
ま
さ
し
く
Ｘ
を
詠
む

歌
で
あ
る
と
決
め
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
宣
長
は
躬
恒
歌
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
二
の
句
の
「
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
」
の
対
象
語
は
五
句
の
「
夕
顔
の
花
」

で
あ
る
こ
と
は
、
歌
の
リ
ズ
ム
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
源

氏
と
当
て
推
量
し
て
い
る
以
上
、
当
て
推
量
の
対
象
語
で
あ
る
「
夕
顔
の
花
」

は
言
う
ま
で
も
な
く
源
氏
の
比
喩
だ
と
い
う
理
屈
な
の
で
あ
る
。
上
の
句
も

下
句
も
Ｘ
を
言
う
歌
と
解
釈
し
た
点
は
宣
長
は
歌
の
い
ろ
は
を
弁
え
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
れ
は
一
理
あ
る
と
認
め
て
傍
線
部
②
③
を
検
討
し
よ
う
。

　

②
も
分
か
り
に
く
い
が
、「
白
露
の
」「
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
と
読
む

の
で
あ
っ
て
、「
白
露
の
光
そ
へ
た
る
」「
夕
顔
の
花
」
と
読
む
の
で
は
な
い

と
言
っ
て
い
る
。
①
の
「
今
夕
露
に
色
も
光
も
そ
ひ
て
、
い
と
め
で
た
く
見

ゆ
る
夕
顔
の
花
」
は
そ
れ
の
宣
長
の
訳
文
な
の
だ
。
宣
長
は
「
夕
顔
の
花
」

＝
源
氏
だ
か
ら
、
光
る
の
は
「
夕
顔
の
花
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
白
露
」

は
源
氏
の
比
喩
で
は
な
く
、
花
に
お
く
自
然
の
露
で
、
そ
の
露
を
通
し
て
花

の
光
が
輝
き
増
す
の
だ
と
す
る
。『
細
流
抄
』
は
「（
白
）
露
の
光
」
＝
源
氏

と
し
、
そ
の
光
が
「
夕
顔
の
花
」
に
添
う
と
解
釈
し
た
が
、
そ
れ
は
間
違
い

だ
と
い
う
。
③
の
「
二
の
句
の
て
に
を
は
に
か
な
は
ず
」
と
は
二
の
句
の
対

象
語
の
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、『
細
流
抄
』
の
解
釈
だ
と
そ
れ
が
「（
白
）
露

の
光
」
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
歌
の
リ
ズ
ム
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、

正
し
く
は
五
句
「
夕
顔
の
花
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
（
筆
者
の
理
解
で
は
、
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『
細
流
抄
』
の
二
の
句
の
対
象
は
歌
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
上
の
句
全
体

が
文
脈
Ｘ
を
言
っ
て
い
る
）。

　

宣
長
は
、
躬
恒
歌
の
二
句
が
五
句
を
指
す
こ
と
は
気
づ
い
て
い
た
が
、

三
四
句
が
五
句
を
見
分
け
難
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な

か
っ
た
。
宣
長
の
下
の
句
の
訳
文
①
「
今
夕
露
に
色
も
光
も
そ
ひ
て
め
で
た

く
見
ゆ
る
夕
顔
の
花
」を
さ
ら
に
現
代
語
訳
す
る
と
、「
今
夕
、露
を
通
し
て
、

花
の
色
も
光
も
増
し
て
、
め
で
た
く
見
え
る
夕
顔
の
花
（
源
氏
）」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
と
、
源
氏
は
見
分
け
難
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
い
か
に

も
噂
の
源
氏
ら
し
く
輝
く
御
方
と
い
う
こ
と
だ
。
く
り
返
す
が
、
宣
長
は
こ

の
点
で
躬
恒
歌
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。や
は
り
、「
夕
顔
の
花
」

＝
源
氏
に
無
理
が
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
宣
長
説
を
踏
襲
す
る
現
代
注
釈
書
の
下
の
句
の
現
代
語
訳
を

見
て
み
よ
う
。
傍
線
部
が
三
四
句
の
部
分
で
あ
る
。

『
全
書
』
白
露
が
光
を
一
入
加
へ
た
夕
顔
の
花
の
や
う
な
美
し
い
あ
な
た
様

を　『
全
集
』
白
露
が
そ
の
輝
き
を
増
し
て
い
る
夕
顔
の
花
―
夕
景
の
中
の
美
し

い
顔
を

『
評
釈
』
白
露
に
光
る
夕
顔
の
花
、
光
り
輝
く
あ
な
た
様

『
集
成
』
白
露
の
光
に
ひ
と
し
お
美
し
い
夕
顔
の
花
、
光
り
輝
く
夕
方
の
お

顔
は

『
大
系
』
白
露
が
光
沢
を
添
え
て
居
る
夕
顔
の
花
の
如
き
、
夕
方
の
顔
の
美

し
い
方
を

『
新
体
系
』
白
露
の
光
を
つ
け
加
え
て
い
る
夕
顔
の
花
を

よ
く
読
ん
で
み
れ
ば
、『
評
釈
』
以
外
ど
れ
も
、
源
氏
の
比
喩
で
な
い
「
白
露
」

が
「
光
」
を
発
す
る
の
は
お
か
し
い
と
し
た
宣
長
の
苦
慮
を
理
解
し
な
か
っ

た
ら
し
い
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
「
夕
顔
の
花
」
＝
源
氏
と
す
る
限
り
、
躬
恒

歌
の
三
四
句
が
五
句
を
見
分
け
難
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
反
す
る
。

そ
の
こ
と
は
考
慮
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
作
歌
上
、「
心
あ

て
に
」
歌
は
躬
恒
歌
を
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
口
を
衝
い
て
出
て
き
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　

次
に
、
上
の
句
の
「
そ
れ
」
を
頭
中
将
を
指
す
と
し
た
黒
須
説
を
吟
味
し

よ
う
。
夕
顔
は
今
で
も
頭
中
将
の
こ
と
を
思
っ
て
お
り
、
他
の
男
に
女
君
か

ら
詠
み
か
け
る
は
ず
は
な
い
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
、
詠
み
か
け
た
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
頭
中
将
と
思
い
違
い
し
た
に
違
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
す
で
に
多
く
の
方
が
指
摘
す
る
こ
と
だ
が
、
冒
頭
場
面
ア
「
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
」
や
、
源

氏
か
ら
返
歌
を
も
ら
っ
た
時
の
場
面
イ
「
御
側
目
を
見
す
ぐ
さ
で
さ
し
お
ど

ろ
か
し
け
る
を
」
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
女
た
ち
は
車
の
窓
か
ら
不
用
意
に

覗
い
た
貴
人
の
顔
を
見
て
い
る
。
随
身
と
会
話
す
る
声
も
聞
い
て
い
る
。
だ

か
ら
、
そ
の
貴
人
を
頭
中
将
と
見
間
違
え
る
は
ず
は
な
い
。
寄
り
か
か
る
根

底
が
崩
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
黒
須
氏
は
こ
の
点
に
は
い
っ
さ
い
触
れ
て

い
な
い
。
た
し
か
に
、
女
た
ち
は
頭
中
将
が
探
し
当
て
て
く
れ
る
こ
と
を
願

い
外
を
通
る
車
に
注
視
し
て
い
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
顔
を
見
、
声
を
聞
い

た
人
物
を
頭
中
将
と
思
い
込
む
は
ず
は
な
い
。
黒
須
氏
は
見
た
こ
と
も
な
い

人
を
ど
う
し
て
源
氏
と
推
測
し
う
る
の
か
と
い
う
が
、
隣
家
が
源
氏
の
乳
母

の
家
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
く
、
そ
こ
に
止
ま
る
や
つ
し
車
か

ら
貴
人
が
顔
を
覗
か
せ
れ
ば
、
源
氏
で
は
な
か
ろ
う
か
と
期
待
す
る
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
歌
の
解
釈
と
し
て
、「
白
露
の
光
」
の
「
露
」
が
、
常
夏
の
女
が

詠
ん
だ
「
山
が
つ
の
垣
ほ
荒
る
と
も
を
り
を
り
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
撫
子
の

露
」
の
「
露
」
の
連
想
か
ら
頭
中
将
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
白
露
の
光
」

＝
「
頭
中
将
の
光
」
と
な
る
。
し
か
し
、「
光
」
こ
そ
『
源
氏
物
語
』
で
は
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専
ら
源
氏
の
連
想
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
、
そ
れ
以
外
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、「
露
」
＝
頭
中
将
の
連
想
と
「
光
」=

源
氏
の
連
想
の

ど
ち
ら
が
強
い
か
と
言
え
ば
後
者
で
あ
ろ
う
。

　

黒
須
氏
は
「
二
の
句
の
対
象
語
は
五
句
」
に
気
づ
い
て
い
て
、
歌
の
呼
吸

（
筆
者
が
歌
の
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
）
と
し
て
は
、
そ
う
読
め
る
が
、
こ
こ

は
そ
れ
に
従
う
の
は
間
違
い
だ
と
す
る
。「
こ
の
部
分
は
、紛
れ
よ
う
も
な
く
、

当
て
推
量
に
そ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
、
だ
れ
そ
れ
と
見
ま
す
、
と
い
う

意
味
で
す（
11
（

」
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
上
の
句
が
物
語
の
文
脈
Ｘ
そ
の
も
の

だ
か
ら
と
い
う
の
だ
。
下
の
句
に
つ
い
て
は
、
清
水
氏
の
解
釈
に
通
じ
て
い

て
、
三
四
句
が
五
句
を
見
紛
う
ば
か
り
に
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
源
氏
の

光
で
は
な
く
頭
中
将
の
光
な
の
で
あ
る
。

　

黒
須
説
で
は
、
見
間
違
え
な
い
限
り
夕
顔
が
頭
中
将
以
外
の
男
に
詠
み
か

け
る
は
ず
は
な
い
わ
け
で
、
見
間
違
え
ず
に
詠
み
か
け
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は

別
の
者
が
代
作
し
た
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
４
で
あ
る
。
宣
長
は
Ｘ
と
い
う
文
脈
し
か
見
な
か
っ
た
が
、
同
等

の
重
き
で
Ｙ
と
い
う
文
脈
が
あ
り
、
Ｙ
を
詠
み
こ
ん
だ
と
す
る
の
が
清
水
氏

で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
何
と
い
っ
て
も
傾
聴
す
べ
き
は
作
者
が
躬
恒
歌
に
完

璧
に
同
調
し
て
作
歌
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
た
こ
と
だ
。
清
水
氏
は
「
こ

の
歌
は
、「
あ
て
推
量
に
あ
な
た
様
は
源
氏
の
君
か
と
お
察
し
し
ま
す
」
と

い
う
失
礼
な
せ
り
ふ
で
は
な
く
、「
あ
や
し
き
垣
根
」に
咲
く
夕
顔
の
花
が（
同

色
の
）
白
露
の
光
に
つ
つ
ま
れ
た
美
し
い
光
景
を
描
き
な
が
ら
、
高
貴
な
人

が
「
花
の
名
」
を
問
う
た
こ
と
に
対
す
る
答
え
と
挨
拶
の
歌
だ
っ
た
の
で
あ

る（
11
（

」
と
述
べ
、
積
極
的
に
夕
顔
自
作
歌
で
あ
る
と
す
る
。

　

以
上
当
該
歌
に
四
つ
の
解
釈
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
を
吟
味
し
た
。そ
こ
で
、

筆
者
の
「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈
を
述
べ
よ
う
。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う

に
源
氏
に
詠
み
か
け
た
の
は
乳
母
子
右
近
の
仕
業
で
し
か
な
く
、
源
氏
と
随

身
の
引
歌
に
よ
る
会
話
に
即
座
に
右
近
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
が
発
条
し
、
躬

恒
歌
が
念
頭
に
の
ぼ
り
、「
心
あ
て
に
」
歌
が
難
な
く
口
を
衝
い
て
出
た
も

の
で
、
源
氏
に
主
人
夕
顔
を
知
ら
し
め
る
た
め
の
名
告
り
歌
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
文
脈
上
の
Ｙ
を
詠
み
こ
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
観
点
か
ら
歌
の

解
釈
に
は
清
水
氏
に
賛
同
す
る
の
だ
が
、
夕
顔
自
作
で
は
な
く
右
近
の
代
作

で
あ
る
。
ど
ん
な
に
清
水
氏
の
解
釈
が
慎
ま
し
い
意
味
で
あ
ろ
う
と
も
、
黒

須
説
を
逆
手
に
取
れ
ば
、
夕
顔
は
頭
中
将
以
外
の
男
に
詠
み
か
け
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。

　

さ
て
翻
っ
て
み
る
に
、
実
際
の
詠
歌
で
あ
る
躬
恒
歌
と
物
語
歌
を
同
列
に

扱
う
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。上
の
句
が
文
脈
Ｘ「
女

た
ち
が
や
つ
し
車
の
貴
人
を
源
氏
と
当
て
推
量
し
て
い
る
こ
と
」
に
あ
ま
り

に
も
う
ま
く
合
致
し
て
い
る
こ
と
は
、や
は
り
物
語
と
し
て
無
視
で
き
な
い
。

実
際
、『
花
鳥
余
情
』『
細
流
抄
』
や
黒
須
氏
は
上
の
句
を
Ｘ
と
受
け
取
っ
た

し
、
宣
長
は
歌
全
体
を
Ｘ
と
み
た
わ
け
で
あ
る
。
作
歌
上
は
間
違
い
な
く
清

水
氏
が
説
く
よ
う
に
完
璧
に
躬
恒
歌
の
構
造
に
倣
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ

が
、
物
語
の
文
脈
に
影
響
を
受
け
た
読
み
手
の
解
釈
が
生
ま
れ
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。『
源
氏
物
語
』
ゆ
え
の
物
語
歌
の
特
殊
性
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
上
の
句
の
「
そ
れ
」
に
は
二
つ
の
推
量
の
意
味
が
掛
け
ら
れ
て
い

る
と
見
て
も
よ
し
と
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
歌
の
い
ろ
は
に
反
す
る
と
言
っ

た
が
、
こ
の
場
合
の
物
語
歌
の
特
殊
性
と
し
て
、
一
歌
二
題
を
認
め
る
こ
と

に
な
る
。
現
代
語
訳
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

�「
当
て
推
量
に
あ
の
お
方
、
源
氏
の
君
か
し
ら
と
推
測
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
と
見
ま
ご
う
ば
か
り
に
（
源
氏
の
君
の
）
白
露
の
光
を
受
け
て
輝

い
て
い
る
（
普
段
は
目
立
つ
こ
と
の
な
い
）
夕
顔
の
花
（
夕
顔
の
君
）

で
す
」

　

そ
の
上
で
、
も
う
一
度
「
心
あ
て
に
」
歌
は
誰
が
詠
ん
だ
歌
か
に
立
ち
も



― （（ ―

晦まされた右近の和歌リテラシー　―夕顔巻の「心あてに…」歌は誰が作歌したのか―

ど
っ
て
み
よ
う
。
現
代
注
釈
書
の
す
べ
て
が
女
君
自
作
説
を
と
る
の
は
奇
怪

で
あ
る
。
源
氏
の
心
内
語
と
し
て
、「
さ
ら
ば
、
そ
の
宮
仕
人
な
な
り
、
し

た
り
顔
に
も
の
馴
れ
て
い
へ
る
か
な
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
、
源
氏
が
詠
み

手
は
男
馴
れ
し
て
い
る
後
宮
に
仕
え
る
女
房
な
ど
の
仕
業
と
気
づ
い
て
い
る

こ
と
を
示
し
た
。
源
氏
の
受
け
取
り
方
に
反
す
る
読
み
を
す
る
必
要
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
や
は
り
右
近
の
存
在
を
軽
視
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
。
あ
の
と
き
、
主
人
夕
顔
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
詠
み
か
け
る
こ

と
な
ど
し
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
逼
塞
状
況
を
打
開
す
る
に
は
こ
ち
ら
か

ら
詠
み
か
け
る
し
か
な
い
と
乳
母
子
な
ら
で
は
の
行
動
に
出
た
。
右
近
の
代

作
と
す
る
な
ら
ば
、
源
氏
の
受
け
取
り
方
と
辻
褄
が
あ
う
。
右
近
は
宮
仕
え

で
は
な
い
な
ど
と
い
う
主
張
は
、理
に
走
り
す
ぎ
て
い
る
。源
氏
の
理
解
は
、

馴
れ
た
歌
の
詠
め
る
女
房
風
情
と
拡
大
解
釈
し
て
か
ま
わ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

こ
の
源
氏
の
心
内
語
で
示
さ
れ
た
受
け
取
り
方
は
、
後
に
重
要
な
意
味
を

持
つ
。
何
某
の
院
で
の
源
氏
と
夕
顔
と
の
贈
答
歌
の
解
釈
に
関
わ
る
の
で
あ

る
。

　
　

�

源
氏
「
夕
露
に
紐
と
く
花
は
玉
ぼ
こ
の
た
よ
り
に
見
え
し
え
に
こ
そ
あ

り
け
れ　

露
の
光
や
い
か
に
」と
の
た
ま
へ
ば
、後
目
に
見
お
こ
せ
て
、

　
　

�

女「
光
有
り
と
見
し
夕
顔
の
上
露
は
た
そ
か
れ
時
の
そ
ら
め
な
り
け
り
」

と
ほ
の
か
に
言
ふ
。
を
か
し
と
思
し
な
す
。（
ｐ
１
６
１
・
１
６
２
）

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
非
常
に
複
雑
で
、
巻
冒
頭
で
夕
顔

の
家
の
女
た
ち
に
見
ら
れ
た
源
氏
と
お
ぼ
し
き
人
物
と
は
違
う
人
物
を
装
っ

て
源
氏
は
、
そ
の
家
に
忍
び
入
り
素
性
を
知
ら
れ
な
い
た
め
に
暗
闇
の
な
か

で
夕
顔
と
情
交
を
重
ね
、
夕
顔
も
暗
闇
の
中
の
感
触
で
そ
れ
な
り
の
身
分
の

方
と
思
っ
て
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
源
氏
は
こ
の
贈
歌
に
「
露
の
光
や
い

か
に
」
を
付
す
こ
と
で
、
あ
の
と
き
「
心
あ
て
に
」
歌
を
贈
ら
れ
た
者
、
つ

ま
り
、源
氏
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
明
か
し
た
。こ
れ
は
添
え
句
の
手
法
で
、

普
通
添
え
句
は
古
歌
の
部
分
句
を
添
え
る
も
の
だ
が
、
歌
を
共
有
し
て
い
る

と
い
う
点
で
は
相
手
か
ら
贈
ら
れ
た
歌
の
部
分
句
を
使
う
の
も
効
果
は
同
じ

と
い
え
る
。

　

贈
歌
に
添
え
句
が
付
さ
れ
た
場
合
、
相
手
は
添
え
句
に
向
か
っ
て
切
り
返

す
の
が
作
法
で
あ
っ
た
。夕
顔
は「
光
有
り
と
見
し
夕
顔
の
上
露
は
」と
も
っ

ぱ
ら
あ
の
時
の
歌
の
下
の
句
を
再
構
成
し
て
、
そ
れ
を
「
そ
ら
め
な
り
け
り
」

と
切
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
や
は
り
「
心
あ
て
に
」
歌
は

女
君
の
自
歌
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
向
き
も
多
い
。『
全
集
』は「
心
あ
て
に
」

歌
の
頭
注
に
「
こ
の
歌
を
作
っ
た
の
は
、
後
文
に
よ
っ
て
夕
顔
と
見
る
ほ
か

な
い
が
、
そ
の
内
気
な
性
格
と
矛
盾
す
る
言
動
だ
と
い
わ
れ
る
」（
ｐ

２
１
４
）
と
あ
り
、
そ
の
「
後
文
」
と
は
こ
の
夕
顔
の
返
歌
を
指
す
も
の
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
心
あ
て
に
」
歌
を
詠
ん
だ
者
で
な
け
れ
ば
「
光
有

り
と
見
し
夕
顔
の
上
露
は
」
と
返
せ
な
い
の
で
、
そ
れ
は
夕
顔
の
自
歌
と
認

め
る
し
か
な
い
と
す
る
よ
う
だ
。
だ
が
、
そ
れ
は
単
純
す
ぎ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
解
釈
を
し
た
の
が
三
条
西
実
枝
で
あ
る
。

『
岷
江
入
楚
』
の
「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
説
の
「
箋
義
曰
」
以
下
の
本
文
を

載
せ
る
。

　
　
　

Ａ�

木
枯
の
女
の
こ
と
く
な
ら
は
此
歌
尤
夕
顔
上
の
詠
な
る
へ
し
夕
顔

上
は
さ
や
う
の
か
ろ
〳
〵
し
き
人
に
は
あ
ら
す
自
歌
と
は
称
し
か

た
し

　
　
　

Ｂ�

自
然
官
女
な
と
の
私
の
義
と
し
て
か
く
の
こ
と
き
の
時
相
か
は
り

て
詠
す
る
事
も
有
へ
し
然
は
夕
顔
上
の
歌
に
あ
ら
さ
る
所
も
決
し

か
た
し
所
詮
作
者
を
つ
け
す
し
て
見
る
義
可
然
歟

　
　
　

Ｃ�
奥
に
光
あ
り
と
み
し
夕
顔
の
う
は
露
は
た
そ
か
れ
時
の
そ
ら
め
な

り
け
り
と
有
弥
疑
を
決
す
へ
し　
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Ｄ
又
此
次
の
詞
に
夕
顔
上
の
歌
に
あ
ら
さ
る
よ
し
分
明
也（
11
（

　

Ａ
は
夕
顔
の
性
格
か
ら
し
て
夕
顔
自
作
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
Ｂ
は
官

女
が
代
作
し
た
の
な
ら
主
人
の
歌
と
い
え
な
く
も
な
い
の
で
作
者
を
決
め
な

い
の
が
よ
い
と
い
っ
て
い
る
。『
全
集
』『
新
編
』
は
そ
の
よ
う
に
歌
の
上
に

詠
者
を
付
し
て
い
な
い
。
Ｃ
、
Ｄ
の
記
述
は
説
明
不
足
な
の
で
、
ど
う
い
う

意
味
か
筆
者
の
解
釈
を
述
べ
る
。

　

Ｃ
に
つ
い
て
は
、「
そ
ら
め
な
り
け
り
」は
夕
顔
の
代
作
者
で
あ
る
官
女（
女

房
）
へ
の
揶
揄
と
三
条
西
実
枝
は
読
み
と
り
、
夕
顔
自
作
の
歌
で
な
い
と
の

疑
い
は
確
か
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

Ｄ
に
つ
い
て
は
、
傍
線
部
「
此
次
の
詞
」
が
ど
れ
を
指
す
の
か
が
不
明
。

返
歌
の
直
後
の
「
ほ
の
か
に
言
ふ
」
は
、
た
だ
夕
顔
の
慎
ま
し
い
性
格
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
だ
け
で
、「
此
次
の
詞
」
が
指
す
も
の
と
は
思
え
な
い
。
だ

と
す
れ
ば
、
指
す
の
は
次
の
「
を
か
し
と
思
し
な
す
」
と
い
う
源
氏
の
心
内

語
で
あ
る
。
源
氏
は
「
心
あ
て
に
」
歌
を
「
さ
ら
ば
、
宮
仕
人
な
な
り
、
し

た
り
顔
に
も
の
馴
れ
て
言
へ
る
か
な
」
と
見
抜
い
て
い
た
。
実
枝
は
こ
れ
が

夕
顔
の
自
作
で
な
い
こ
と
の
証
左
だ
と
い
っ
て
い
た（
11
（

。「
そ
ら
め
な
り
け
り
」

と
聞
い
て
、
源
氏
は
「
女
房
の
そ
ら
め
」
と
の
夕
顔
の
本
音
が
出
た
と
受
け

取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
源
氏
は
、「
を
か
し
」
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
現
代
語
の
「
可
笑
し
い
」
と
と
っ
て
い
い
と
思
う
。
実
枝
の
説
明
不

足
を
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。『
全
集
』
は
「「
思
し
な
す
」
は
し
い

て
思
う
の
意
。
夕
顔
へ
の
執
心
が
手
つ
だ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
感
興
を
お
ぼ

え
る
の
で
あ
る（
11
（

。」
と
頭
注
で
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、『
評
釈
』
は
、「
作

者
は
女
の
返
歌
を
、
よ
い
と
は
思
わ
な
い
。
男
君
が
情
熱
の
あ
ま
り
「
を
か

し
」
と
思
い
な
さ
る
だ
け
の
こ
と
だ
、
と
、
こ
と
わ
る
の
で
あ
る（
1（
（

」
と
解
説

し
て
い
る
。
し
か
し
、
北
山
谿
太
氏
の
『
源
氏
物
語
辞
典（
11
（

』
の
「
な
す
」
の

項
に
よ
れ
ば
、「
複
合
す
る
動
詞
の
連
用
修
飾
語
に
対
応
し
、
又
は
、
し
か

じ
か
と
・
し
か
じ
か
な
り
と
な
ど
の
補
語
に
応
ず
べ
く
添
加
す
る
語
。
有
意

的
に
な
す
の
意
に
は
あ
ら
ず
」と
あ
る
。つ
ま
り
、「
お
か
し
と
」と
い
う「
思

す
」
の
補
語
に
応
じ
て
添
加
さ
れ
た
も
の
で
、
特
別
な
意
味
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
も
、
単
に
「（「
右
近
の
そ
ら
め
」
と
い
う
意

味
に
と
っ
て
）
源
氏
は
可
笑
し
く
お
思
い
な
さ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
、「
な

す
」
に
「
し
い
て
」
の
意
味
を
見
る
必
要
は
な
い
。

　

ま
た
、「
そ
ら
め
な
り
け
り
」
の
歌
全
体
の
解
釈
も
単
純
で
は
な
い
。
大

方
の
現
代
注
釈
書
は
「
源
氏
の
君
が
光
輝
い
て
い
る
と
見
た
の
は
た
そ
が
れ

時
の
見
間
違
い
で
し
た
」
と
い
う
夕
顔
ら
し
か
ら
ぬ
大
胆
な
切
り
返
し
の
歌

と
す
る
。
そ
ん
な
読
み
を
す
れ
ば
夕
顔
遊
女
論
が
出
る
の
も
い
た
し
か
た
な

い（
11
（

。
こ
こ
は
清
水
氏
の
「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈
に
立
て
ば
、
も
っ
と
慎
ま

し
い
意
味
の
切
り
返
し
で
、「
あ
の
と
き
源
氏
の
君
の
光
（
情
け
）
を
い
た

だ
い
た
と
見
た
の
は
た
そ
が
れ
時
の
そ
ら
め
で
し
た
」
と
な
る
。
そ
の
裏
に

は
、「
そ
れ
は
右
近
の
そ
ら
め
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
大
胆
に
源
氏
に
詠

み
か
け
、
白
扇
に
書
い
て
差
し
出
す
ま
で
し
た
右
近
へ
の
揶
揄
の
気
持
ち
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
も
そ
の
意
を
読
み
と
り
「
お
か
し
」
と
思
っ
た
の

で
あ
る
。

　
　
（
５
）
終
わ
り
に

　

以
上
、
夕
顔
巻
に
お
け
る
右
近
の
乳
母
子
と
し
て
の
行
動
原
理
に
右
近
の

和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
を
重
ね
合
せ
て
み
る
と
、「
心
あ
て
に
」
歌
は
右
近
の
代

作
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
歌
の
解
釈
も
狭
ま
る
。
そ

れ
は
古
今
の
１
０
０
７
・
１
０
０
８
旋
頭
歌
を
念
頭
に
し
た
も
の
で
あ
る
以

上
、
主
人
夕
顔
の
た
め
の
名
告
り
歌
で
あ
る
に
違
い
な
く
、
お
の
ず
と
「
夕

顔
の
花
」
＝
夕
顔
の
君
と
な
り
、
宣
長
の
「
夕
顔
の
花
」
＝
源
氏
と
い
う
解
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晦まされた右近の和歌リテラシー　―夕顔巻の「心あてに…」歌は誰が作歌したのか―

釈
は
受
け
入
れ
難
い
。
そ
も
そ
も
は
、
源
氏
は
「
さ
ら
ば
、
宮
仕
人
な
な
り
、

し
た
り
顔
に
も
の
馴
れ
て
言
へ
る
か
な
」
と
気
づ
い
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い

て
、
三
条
西
実
枝
は
官
女
の
代
作
と
断
言
し
た（
11
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代

注
釈
書
の
多
く
が
こ
れ
を
無
視
し
、
夕
顔
自
作
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
ひ
と

え
に
、右
近
の
存
在
を
軽
視
し
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。実
枝
に
し
ろ
、

官
女
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
、
右
近
と
限
定
し
て
は
い
な
い
。
女
房
た
ち
の

合
作
ぐ
ら
い
に
考
え
て
い
た
の
だ
。右
近
は
四
人
の
乳
母
子
た
ち
の
中
で
も
、

夕
顔
に
常
に
寄
り
添
う
親
密
な
関
係
で
誰
よ
り
も
主
人
思
い
な
の
で
あ
る
。

冒
頭
場
面
に
お
い
て
、
乳
母
子
と
し
て
の
使
命
感
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
大

胆
に
も
源
氏
に
詠
み
か
け
る
行
動
に
打
っ
て
出
る
の
は
右
近
を
措
い
て
い
な

い
。
し
か
も
、
源
氏
の
古
今
旋
頭
歌
の
部
分
句
を
口
ず
さ
ん
だ
こ
と
に
即
応

し
て
、
古
今
の
躬
恒
歌
の
引
歌
で
答
え
る
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
の
持
ち
主
は
、

玉
鬘
巻
の
連
想
か
ら
、
右
近
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。

　

夕
顔
巻
で
は
、
右
近
の
存
在
感
が
注
釈
史
に
お
い
て
軽
す
ぎ
た
よ
う
に
思

う
の
だ
が
、
実
際
、
作
品
は
意
図
的
に
右
近
の
存
在
を
目
立
た
な
い
よ
う
に

書
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
結
局
は
主
人
夕
顔
を
死
な
せ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
冒

頭
場
面
で
右
近
が
表
立
っ
て
動
い
た
よ
う
に
書
く
こ
と
は
憚
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
の
方
が
作
品
と
し
て
も
奥
ゆ
か
し
く
、
抑
え
た
分
、
玉
鬘
巻
で
は
右

近
は
存
分
に
表
立
っ
た
活
躍
を
見
せ
た
。
両
巻
を
通
じ
て
右
近
の
和
歌
リ
テ

ラ
シ
ー
は
一
貫
し
て
い
る
の
だ
が
、
夕
顔
巻
で
は
そ
れ
は
晦
ま
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
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（
1
）�　

小
野
真
樹
「『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
と
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
」（『
日
本

文
学
論
究
第
七
十
四
冊
』
國
學
院
大
學
國
文
學
會　

平
成
（7
年
３
月
）

（
（
）�　
『
源
氏
物
語
』の
本
文
は『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
１
』

（
小
学
館　

平
成
６
年
）
を
使
用
す
る
。

（
（
）�　

吉
海
直
人
「
浮
舟
の
周
辺
―
乳
母
の
い
る
風
景
―
」（『
國
學
院
雜
誌
』

（（
・
６　

昭
和
（（
年
６
月
）

（
（
）�　

田
中
喜
美
春
「
夕
顔
の
宿
り
か
ら
の
返
歌
」（『
国
語
国
文
』
京
都
大

学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室　

平
成
10
年
５
月
）

（
（
）�　
『
岷
江
入
楚
第
一
巻　

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
11
巻
』「
箋
宮
つ
か
へ

人
な
ら
て
は
か
や
う
に
か
る
〳
〵
し
き
事
は
あ
ら
し
と
源
の
お
ほ
す
也

夕
顔
上
の
歌
に
あ
ら
さ
る
事
み
え
た
り
」
と
あ
る
。
ｐ
２
５
１
（
桜
楓

社　

昭
和
（（
年
）

（
（
）�　

５
書
「
箋
此
詞
に
て
夕
顔
の
所
作
に
あ
ら
さ
る
よ
し
み
え
た
り
」
と

あ
る
。
ｐ
２
５
３

（
7
）�　

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』「
作
者
の
不
注
意
か
。
現
代
で
は
わ

か
ら
な
い
事
情
が
何
か
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
第
一
巻　
ｐ
３
８
６
（
角

川
書
店　

昭
和
（（
年
）

（
（
）�　

片
桐
洋
一
編
著
『
拾
遺
抄
』、
島
根
大
学
図
書
館
本
『
拾
遺
抄
』

３
３
０
・
読
人
不
知
（
大
学
堂
書
店　

昭
和
（（
年
）

（
（
）�　

吉
海
直
人
「
浮
舟
の
周
辺
―
乳
母
の
い
る
風
景
―
」（『
國
學
院
雜
誌
』

（（
・
６　

昭
和
（（
年
６
月
）

（
10
）�　
『
松
永
本
花
鳥
余
情　

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
１
巻
』「
夕
か
ほ
は
女

の
わ
か
身
に
た
と
へ
て
よ
め
り
露
の
光
は
源
氏
に
よ
そ
へ
た
る
へ
し

（
後
略
）」
ｐ
４
０
・
４
１
（
桜
楓
社　

昭
和
（（
年
）

（
11
）�　
『
内
閣
文
庫
本
細
流
抄　

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
７
巻
』「
心
あ
て
に

と
は
を
し
あ
て
に
と
也
源
氏
に
て
お
は
し
ま
す
と
推
し
た
る
に
よ
り
て

花
の
光
も
そ
ひ
た
る
と
也
（
中
略
）
花
鳥
夕
か
ほ
は
女
の
我
身
に
た
と

へ
て
よ
め
り
と
云
々
此
義
い
か
ゝ
と
お
ほ
え
侍
り
」
ｐ
４
１
（
桜
楓
社�

昭
和
（0
年
）
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（
1（
）　

２
書
の
現
代
語
訳
（
ｐ
１
３
９
）

（
1（
）�　
『
本
居
宣
長
全
集　

第
四
巻　

源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』（
筑
摩
書
房　

昭
和
（（
年
）

（
1（
）�　
『
日
本
古
典
全
書　

源
氏
物
語
１
』
現
代
語
訳
「
当
推
量
に
源
氏
君

か
と
思
つ
た
事
で
す
白
露
が
光
を
一
入
加
へ
た
夕
顔
の
花
の
や
う
な
美

し
い
あ
な
た
様
を
」
ｐ
２
４
５
・
２
４
６
（
朝
日
新
聞
社　

昭
和
（（
年
）

（
1（
）�　
『
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
（
１
）』
ｐ
２
１
３
（
小
学
館　

昭
和
（（
年
）

（
1（
）�　

７
書
、
現
代
語
訳
「
あ
て
推
量
な
が
ら
、
あ
る
い
は
と
存
じ
ま
す
る
。

白
露
に
光
る
夕
顔
の
花
、
光
り
輝
く
あ
な
た
様
は
も
し
や
…
」
ｐ

３
５
４

（
17
）�　
『
日
本
古
典
集
成　

源
氏
物
語
１
』
現
代
語
訳
「
当
て
推
量
な
が
ら
、

源
氏
の
君
か
と
存
じ
ま
す
。白
露
の
光
に
ひ
と
し
お
美
し
い
夕
顔
の
花
、

光
り
輝
く
夕
方
の
お
顔
は
」
ｐ
１
２
５
（
新
潮
社　

平
成
17
年
）

（
1（
）�　
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

源
氏
物
語
１
』
現
代
語
訳
「
当
て
推
量
で
、

源
氏
の
君
か
と
ど
う
も
、
私
は
見
ま
す
、
白
露
が
光
沢
を
添
え
て
居
る

夕
顔
の
花
の
如
き
、
夕
方
の
顔
の
美
し
い
方
を
」
ｐ
１
２
７
（
岩
波
書

店　

昭
和
（（
年
）

（
1（
）�　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

源
氏
物
語
１
』「
推
量
な
が
ら
あ
な
た
さ

ま
（
源
氏
の
君
）
か
と
見
る
よ
、
白
露
の
光
を
つ
け
加
え
て
い
る
夕
顔

の
花
を
。」
ｐ
１
０
３
（
岩
波
書
店　

平
成
５
年
）

（
（0
）　

1（
書
ｐ
２
１
３
。

（
（1
）　

黒
須
重
彦
『
夕
顔
と
い
う
女
』（
笠
間
書
院　

昭
和
（0
年
）

（
（（
）�　
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識　

８
夕
顔
』
ｐ
３
８
（
至
文
堂　

平
成
1（
年
１
月
）。
論
文
と
し
て
は
「
光
源
氏
と
夕
顔
―
贈
答
歌
の
解

釈
よ
り
―
」『
青
須
我
波
良
』
第
（（
号
（
帝
塚
山
短
期
大
学
日
本
文
学

会　

平
成
（
年
1（
月
）

（
（（
）　

（1
書
ｐ
２
２
～
ｐ
２
５
。

（
（（
）　

笹
川
博
司
『
紫
式
部
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

平
成
（（
年
）

（
（（
）　

1（
書
ｐ
３
７
４

（
（（
）　

（1
書
ｐ
２
２

（
（7
）　

（（
論
文
ｐ
２
６
・
２
７

（
（（
）　

５
書
ｐ
２
５
０

（
（（
）　

注
５

（
（0
）　

1（
書
ｐ
２
３
６

（
（1
）　

７
書
ｐ
４
０
８

（
（（
）�　

北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辞
典
』（
平
凡
社　

昭
和
（（
年
）。
11
書
で
黒

須
氏
が
「
な
す
」
に
つ
い
て
、
こ
の
辞
典
よ
り
引
用
し
て
い
る
。

（
（（
）�　

円
地
文
子『
源
氏
物
語
私
見
』「
夕
顔
と
遊
女
性
」ｐ
１
７
～
２
１（
新

潮
社　

昭
和
（（
年
）

（
（（
）　

注
５


