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「
源
氏
物
語
の
漢
詩
文
表
現
研
究
」
論
文
要
旨

笹
川

勲

本
学
位
申
請
論
文
は
、
序
お
よ
び
結
と
、
四
篇
十
四
章
の
論
考
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
。
本
論
文
の
目
的
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
に
お
け
る
漢
詩
文
の

典
拠
や
漢
詩
文
に
由
来
す
る
表
現
が
、
物
語
世
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
息
づ

い
て
い
る
の
か
を
論
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
序
」
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
和
漢
比
較
文
学
研
究
の
研
究
史
を
概
観
す

る
と
と
も
に
、
本
論
文
に
お
け
る
課
題
を
提
起
す
る
。
論
文
の
題
目
に
掲
げ
る

「
漢
詩
文
表
現
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
、
『
源
氏

物
語
』
と
中
国
や
日
本
の
漢
詩
文
と
の
、
主
題
や
構
想
、
表
現
を
比
較
す
る
「
源

氏
物
語
と
漢
詩
文
」
の
他
に
、
作
中
人
物
た
ち
の
、
漢
詩
文
創
作
や
漢
籍
の
学

問
、
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
漢
詩
文
の
素
養
、
さ
ら
に
は
儒
者
の
形
象
と

い
っ
た
「
源
氏
物
語
の
漢
詩
文
」
と
い
う
研
究
対
象
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
述

べ
た
。

第
一
篇
「
物
語
の
展
開
と
漢
詩
文
表
現
」
は
五
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
「
源

氏
物
語
の
「
才
」
と
〈
漢
才
〉
」
は
、
漢
語
「
才
」
と
平
安
時
代
語
「
才
」
と

の
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
近
接
す
る
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
①
漢
学
・
漢
詩
文
の

素
養
、
②
音
楽
や
藝
能
の
素
養
、
③
仏
典
・
仏
教
の
素
養
の
三
つ
に
類
別
す
る

こ
と
か
で
き
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
①
を
〈
漢
才
〉
と
し
て
特
立
し
、

先
行
す
る
作
品
で
あ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
〈
漢
才
〉
と
も
比
較
し
な
が
ら
、

〈
漢
才
〉
は
物
語
の
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
政
治
の
主
題
を
下
支
え
す
る
と
も

に
、
作
中
人
物
の
政
治
的
栄
達
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

第
二
章
「
光
源
氏
の
〈
漢
才
〉
と
政
治
家
像
」
は
、
臣
籍
に
下
さ
れ
る
光
源

氏
に
、
桐
壺
帝
が
、
〈
漢
才
〉
の
習
得
を
重
視
す
る
教
育
方
針
を
と
っ
た
意
味

を
考
察
す
る
。
桐
壺
帝
が
光
源
氏
に
期
待
し
た
も
の
は
、
「
朝
廷
の
御
後
見
」

と
し
て
天
皇
親
政
を
推
し
進
め
、
外
戚
と
対
抗
す
る
勢
力
の
中
心
と
な
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
外
戚
と
対
抗
す
る
勢
力
と
は
、
大
学
寮
出
身
の
文
人
政
治
家
た
ち

で
あ
る
。
彼
ら
は
〈
漢
才
〉
と
い
う
能
力
の
優
劣
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と

を
是
と
す
る
と
も
い
え
、
律
令
政
治
的
な
天
皇
親
政
を
望
ま
し
い
政
治
と
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
桐
壺
帝
の
意
図
の
も
と
、
政
治
家
と
し
て
の
人
生
を
歩

む
光
源
氏
は
、
彼
ら
と
連
帯
し
つ
つ
天
皇
親
政
の
世
、
詩
文
隆
盛
の
世
を
理
想

と
す
る
政
治
家
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
章
「
夕
霧
の
〈
漢
才
〉
と
呼
称
」
は
、
光
源
氏
と
左
大
臣
家
の
息
女
で

あ
る
葵
の
上
と
の
間
に
生
ま
れ
た
嫡
男
夕
霧
の
人
物
形
象
を
〈
漢
才
〉
と
呼
称

か
ら
論
じ
る
。
夕
霧
は
「
大
殿
腹
の
若
君
」
や
そ
の
類
例
に
よ
っ
て
呼
称
さ
れ

る
が
、
こ
れ
ら
の
呼
称
は
光
源
氏
の
嫡
男
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
左
大
臣
家
に

連
な
る
人
物
像
を
想
起
さ
せ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
自
邸
で
行
う
べ
き
元
服
の
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儀
式
も
、
祖
母
大
宮
た
っ
て
の
希
望
と
い
う
こ
と
で
三
条
邸
で
行
わ
れ
て
い
る
。

光
源
氏
は
、
夕
霧
を
自
ら
の
後
継
者
と
し
て
据
え
直
す
た
め
に
、
夕
霧
の
大
学

寮
入
学
と
〈
漢
才
〉
習
得
を
決
断
し
、
元
服
儀
礼
の
代
替
と
し
て
、
二
条
院
で

字
の
儀
式
を
催
し
て
い
る
。
学
問
に
励
む
た
め
と
し
て
、
三
条
邸
へ
の
来
訪
を

制
限
さ
れ
た
夕
霧
は
、
そ
の
呼
称
も
「
大
殿
腹
の
若
君
」
か
ら
、
「
大
学
の
君
」

へ
と
変
化
し
て
い
る
。
夕
霧
は
寮
試
や
「
放
島
の
試
み
」
と
し
て
行
わ
れ
た
省

試
に
及
第
し
、
官
途
を
歩
み
始
め
る
が
、
学
問
や
〈
漢
才
〉
に
対
し
て
不
信
感

や
反
発
を
抱
く
夕
霧
は
、
子
弟
に
学
問
を
勧
め
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。第
四
章
「
柏
木
の
〈
漢
才
〉
と
言
葉
」
は
、
い
ま
わ
の
際
の
柏
木
が
、
『
孝

経
』
や
『
論
語
』
を
引
い
た
意
味
を
論
じ
る
。
『
孝
経
』
と
『
論
語
』
は
、
大

学
寮
の
明
経
道
や
紀
伝
道
に
お
い
て
は
必
修
の
漢
籍
と
さ
れ
、
そ
の
価
値
観
は
、

平
安
朝
貴
族
社
会
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
、
光
源
氏
や
内
大
臣
、
冷
泉

帝
の
、
孝
養
が
読
み
取
れ
る
場
面
か
ら
確
認
す
る
。
柏
木
の
場
合
、
朱
雀
院
か

ら
す
ぐ
れ
た
〈
漢
才
〉
を
評
さ
れ
、
「
柏
木
」
巻
頭
の
長
大
な
心
内
語
で
は
、

親
に
先
立
つ
不
孝
と
官
途
を
全
う
せ
ず
に
息
絶
え
る
不
忠
と
を
吐
露
し
て
い

た
。
こ
こ
か
ら
律
令
官
人
、
朝
臣
と
し
て
の
柏
木
像
を
確
認
す
る
。
し
か
し
柏

木
は
、
約
束
さ
れ
た
政
治
的
栄
達
を
抛
っ
て
、
女
三
の
宮
へ
の
恋
に
惑
溺
す
る
。

柏
木
の
〈
漢
才
〉
は
身
を
律
す
る
こ
と
は
な
く
、
自
ら
を
孝
子
忠
臣
と
し
て
装

う
た
め
の
具
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
五
章
「
宇
治
八
の
宮
の
「
才
」
と
〈
漢
才
〉
」
は
、
宇
治
八
の
宮
の
人
物

形
象
を
視
点
と
し
て
、
続
篇
の
物
語
に
お
け
る
「
才
」
と
〈
漢
才
〉
の
あ
り
よ

う
を
問
う
た
。
宇
治
八
の
宮
は
、
〈
漢
才
〉
は
十
分
に
習
得
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
の
結
果
、
政
治
的
敗
者
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
、
音
楽
や
藝

能
、
仏
教
に
つ
い
て
は
す
ぐ
れ
た
「
才
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

正
篇
の
物
語
で
は
、
政
治
的
栄
達
の
主
題
を
下
支
え
し
た
〈
漢
才
〉
だ
が
、
続

篇
の
世
界
で
は
そ
の
権
威
は
失
墜
し
て
い
る
。
匂
宮
の
家
司
と
し
て
出
世
に
汲

々
と
す
る
大
内
記
道
定
や
、
八
の
宮
の
女
で
あ
る
大
君
や
中
の
君
を
わ
が
物
に

し
よ
う
と
、
濃
い
俗
臭
を
漂
わ
せ
る
冷
泉
帝
に
、
〈
漢
才
〉
の
権
威
の
失
墜
が

表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
正
篇
の
世
界
で
は
、
光
源
氏
の
主
催
す
る
儀

式
を
荘
厳
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
仏
教
の
「
才
」
が
、
続
篇
の
世
界
、
と
り
わ

け
宇
治
十
帖
の
首
巻
で
あ
る
「
橋
姫
」
巻
で
は
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
力
と
な

っ
て
お
り
、
八
の
宮
は
正
篇
に
お
け
る
「
才
」
と
〈
漢
才
〉
の
あ
り
よ
う
を
問

い
質
す
べ
く
形
象
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
篇
「
政
治
の
主
題
と
漢
詩
文
表
現
」
は
四
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
「
「
桐

壺
」
巻
の
予
言
と
漢
詩
文
表
現
―
鴻
臚
館
の
光
る
君
―
」
は
、
高
麗
人
の
観
相

と
予
言
が
、
な
ぜ
鴻
臚
館
と
い
う
場
で
行
な
わ
れ
、
高
麗
人
と
光
る
君
、
光
る

君
の
後
見
役
と
し
て
同
道
し
た
右
大
弁
が
漢
詩
句
を
作
り
交
わ
し
た
の
か
、
と

い
う
予
言
の
周
縁
を
論
じ
る
。
ま
ず
、
高
麗
人
は
渤
海
使
で
あ
り
、
平
安
時
代

の
鴻
臚
館
は
、
渤
海
使
の
滞
在
す
る
施
設
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
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渤
海
使
の
応
接
を
担
っ
た
の
は
文
士
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
国
家
の
代
表
と

し
て
漢
詩
文
の
応
酬
を
渤
海
使
と
繰
り
広
げ
た
。
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
は
、

鴻
臚
館
は
荒
廃
し
て
既
に
久
し
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
鴻
臚
館
が
、
観
相
と
予

言
の
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
文
士
た
ち
の
営
み
の
歴
史
に
、
こ
の
場

面
を
連
結
さ
せ
る
意
が
あ
っ
た
と
す
る
。

次
い
で
、
右
大
弁
の
人
物
形
象
に
、
渤
海
使
と
濃
や
か
な
交
誼
を
結
ん
だ
菅

原
道
真
の
姿
を
読
み
取
る
。
ま
た
、
道
真
が
著
し
た
「
鴻
臚
贈
答
詩
序
」
に
あ

る
「
吾
党
五
人
」
の
措
辞
に
注
目
し
、
排
他
的
と
も
い
え
る
文
人
社
会
の
連
帯

と
抗
争
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
光
源
氏
を

中
心
と
し
て
文
士
や
大
学
寮
出
身
の
殿
上
人
が
連
帯
し
、
「
党
」
と
見
な
し
う

る
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
高
麗
人
の
詩
意
と
大
江
朝
綱

の
「
夏
夜
於
鴻
臚
館
餞
北
客
詩
序
」
と
の
類
似
性
を
論
ず
る
。
朝
綱
の
文
才
を

讃
え
た
渤
海
使
が
、
再
度
来
朝
し
た
際
、
朝
綱
が
大
臣
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
歎
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
高
麗
人
に
文
才
を
讃
え
ら

れ
た
光
る
君
は
、
長
じ
て
冷
泉
帝
の
後
見
と
し
て
御
世
を
領
導
す
る
地
位
を
得

る
。
の
み
な
ら
ず
朝
綱
の
よ
う
な
文
士
や
大
学
寮
出
身
者
を
抜
擢
登
用
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
渤
海
使
と
日
本
の
文
士
た
ち
と
の
営
み
を
表
現
の
基
底
に
潜
め
ら

れ
た
予
言
の
周
縁
は
、
光
源
氏
の
政
治
家
と
し
て
の
人
生
行
路
を
、
集
約
的
に

示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
章
「
朱
雀
帝
御
世
の
詩
と
漢
詩
文
表
現
」
は
、
「
須
磨
」
巻
に
お
い
て
、

光
源
氏
と
都
の
親
王
や
上
達
部
た
ち
が
取
り
交
わ
し
た
漢
詩
文
が
も
て
は
や
さ

れ
た
こ
と
に
、
弘
徽
殿
大
后
が
強
い
不
快
感
を
示
し
た
背
景
を
考
察
す
る
。
先

行
研
究
で
は
取
り
交
わ
さ
れ
た
漢
詩
文
に
、
政
治
批
判
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

表
現
上
そ
の
真
意
は
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
漢
詩
の
政
治
性
と
は
、
諷
諫
の

意
だ
け
で
な
く
天
子
の
威
徳
を
讃
美
す
る
役
割
も
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
す

る
。
次
に
、
朱
雀
帝
御
世
の
政
情
に
つ
い
て
、
外
戚
の
専
横
を
基
調
と
し
て
、

血
統
や
血
縁
が
重
ん
じ
ら
れ
、
能
力
が
あ
っ
て
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
人

材
が
多
く
埋
も
れ
て
い
る
世
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
賢
木
」
巻
に
描
か

れ
る
光
源
氏
と
彼
に
与
す
る
文
士
や
殿
上
人
の
営
む
作
文
会
や
韻
塞
と
い
っ
た

文
事
は
、
朱
雀
帝
の
周
辺
か
ら
す
れ
ば
政
治
的
に
非
主
流
の
立
場
に
あ
る
者
た

ち
が
、
御
世
を
譏
り
、
謀
議
を
廻
ら
せ
て
い
る
か
の
よ
う
に
書
き
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

い
っ
ぽ
う
、
朱
雀
帝
の
周
辺
で
も
内
宴
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
事

が
全
く
絶
え
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
朱
雀
帝
御
世
の

文
事
は
光
源
氏
周
辺
の
文
事
に
比
し
て
、
質
的
に
見
劣
り
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
弘
徽
殿
大
后
の
光
源
氏
の
文
事
に
対
す
る
苛
立
ち
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
論
じ
る
。
朱
雀
帝
も
理
想
と
し
て
い
た
桐
壺
帝
の
御
世
は
、
南
殿
の
桜

の
宴
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
漢
詩
文
に
堪
能
な
人
々
が
多
く
輩
出
さ
れ
た
世
、

聖
代
と
し
て
物
語
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
朱
雀
帝
は
そ
の
理
想
を
継

承
す
る
意
思
は
あ
っ
た
も
の
の
、
外
戚
の
専
横
の
下
、
不
如
意
な
結
果
に
終
わ
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っ
て
お
り
、
弘
徽
殿
大
后
の
不
快
感
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
は
、
凋
落
し
た

は
ず
の
光
源
氏
が
、
優
れ
た
詩
や
文
事
に
よ
っ
て
世
の
賞
讃
を
集
め
て
い
る
い

た
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
章
「
「
澪
標
」
巻
の
譲
国
と
漢
詩
文
表
現
―
致
仕
大
臣
の
招
聘
と
光
源

氏
の
政
治
構
想
―
」
は
、
朱
雀
帝
の
譲
国
に
伴
う
光
源
氏
の
政
治
構
想
を
、
古

注
釈
に
指
摘
さ
れ
る
典
拠
を
軸
に
検
証
し
、
明
ら
か
に
す
る
。
冷
泉
帝
の
即
位

に
よ
っ
て
、
光
源
氏
は
後
見
と
し
て
、
摂
政
と
な
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
光
源
氏
は
舅
で
あ
る
か
つ
て
の
左
大
臣
、
致
仕

大
臣
に
摂
政
を
移
譲
す
る
。
先
行
研
究
で
は
、
光
源
氏
と
致
仕
大
臣
と
の
関
係

か
ら
、
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
場
面
だ
が
、
本
論
で
摂
政
が
設
置
さ
れ
る
対

象
で
あ
る
冷
泉
帝
の
存
在
と
光
源
氏
の
摂
政
就
任
が
、
朱
雀
帝
の
内
意
で
あ
っ

た
こ
と
に
注
目
し
た
。
両
者
の
意
義
や
内
実
は
、
と
も
に
光
源
氏
の
思
惑
、
政

治
構
想
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
。
古
注
釈
で
は
、
致
仕
大
臣
の
典
拠
と
し
て
、

『
史
記
』
「
留
侯
世
家
」
の
商
山
四
皓
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
呂
后

の
招
聘
に
従
い
、
孝
恵
帝
に
与
す
る
こ
と
で
、
高
祖
の
後
継
者
と
し
て
権
威
づ

け
た
。
「
澪
標
」
巻
で
は
、
呂
后
は
光
源
氏
に
、
孝
恵
帝
は
冷
泉
帝
に
あ
た
る
。

一
方
、
「
賢
木
」
巻
で
は
、
『
史
記
』
「
呂
后
本
紀
」
に
基
づ
き
、
朱
雀
帝
は
孝

恵
帝
、
弘
徽
殿
大
后
は
呂
后
と
し
て
擬
せ
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
と
弘
徽
殿
大

后
は
、
同
じ
人
物
を
用
い
つ
つ
、
異
な
る
故
事
を
典
拠
と
す
る
こ
と
で
、
心
象

を
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
自
派
に
よ
る
権
力
掌
握
と
政
敵
の
排
除
と
い
う
点

で
は
、
御
世
替
わ
り
の
前
後
で
大
差
は
な
い
。
し
か
し
、
典
拠
と
な
っ
た
故
事

の
違
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
印
象
は
大
き
く
異
な
る
。
四
皓
の
招
聘
は
、
聖
代
に

は
、
隠
遁
し
た
賢
人
が
出
仕
す
る
と
い
う
「
野
無
遺
賢
」
（
『
尚
書
』
）
の
政
道

観
に
通
底
す
る
。
光
源
氏
の
政
治
構
想
と
は
、
四
皓
に
比
定
さ
れ
る
致
仕
大
臣

を
招
聘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
朱
雀
帝
の
御
世
を
「
世
の
中
定
ま
ら
ぬ
を
り
」
と

し
て
認
め
な
い
一
方
、
不
義
の
御
子
冷
泉
帝
の
御
世
を
、
「
を
さ
ま
れ
る
世
」

と
し
て
粉
飾
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
四
章
「
「
松
風
」
巻
の
詩
宴
―
桂
の
院
の
光
源
氏
と
渚
の
院
の
惟
喬
親
王

―
」
は
、
「
松
風
」
で
語
ら
れ
る
光
源
氏
の
桂
の
院
の
詩
宴
が
、
『
伊
勢
物
語
』

八
十
二
段
を
典
拠
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
土
地
、

営
ま
れ
た
遊
び
、
月
の
描
写
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
桂
の
院
の
あ
る
大
堰
の
地

は
宇
多
法
皇
や
嵯
峨
天
皇
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
惟
喬
親
王
主
従
が

遊
ん
だ
の
は
、
「
山
崎
の
あ
な
た
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
交
野
や
水
無
瀬
で
あ

る
。
山
崎
の
地
は
嵯
峨
天
皇
の
離
宮
が
営
ま
れ
、
『
文
華
秀
麗
集
』
の
「
河
陽

十
首
」
が
作
ら
れ
た
場
で
も
あ
る
。
嵯
峨
天
皇
宇
多
法
皇
も
政
治
に
強
い
意
欲

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
光
源
氏
が
嵯
峨
天

皇
や
宇
多
法
皇
の
事
跡
を
残
し
た
場
を
な
ぞ
る
よ
う
に
訪
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
惟
喬
親
王
は
、
嵯
峨
天
皇
の
王
威
の
記
憶
さ
れ
た
山
崎
の
地
で
は
な
く
、

交
野
や
水
無
瀬
、
さ
ら
に
は
「
天
の
河
と
い
ふ
と
こ
ろ
」
へ
と
至
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
光
源
氏
の
政
治
性
と
惟
喬
親
王
の
脱
政
治
性
と
を
読
み
取
っ
た
。
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渚
の
院
で
惟
喬
親
王
主
従
は
、
狩
猟
を
早
々
に
切
り
上
げ
、
和
歌
を
伴
っ
た

酒
宴
に
移
行
し
て
い
る
。
対
し
て
桂
の
院
で
は
、
光
源
氏
の
許
に
鷹
狩
や
鵜
飼

で
得
ら
れ
た
獲
物
が
奉
ら
れ
、
漢
詩
を
伴
う
酒
宴
が
催
さ
れ
て
い
る
。
狩
猟
は

王
威
を
誇
示
す
る
場
と
も
な
る
が
、
惟
喬
親
王
主
従
の
行
動
か
ら
は
、
和
歌
と

い
う
非
政
治
的
な
文
藝
を
唱
和
し
て
い
る
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
、
皇
位
継
承
の

断
念
と
い
う
、
政
治
的
敗
北
の
自
覚
が
読
み
取
れ
る
。
片
や
光
源
氏
の
遊
宴
で

は
、
漢
詩
と
い
う
政
治
性
の
強
い
文
藝
に
よ
っ
て
同
調
者
た
ち
と
の
紐
帯
を
強

化
し
て
い
る
。
光
源
氏
は
、
嵯
峨
天
皇
主
従
を
想
起
さ
せ
る
君
臣
唱
和
の
中
心

に
あ
っ
て
、
政
治
的
栄
達
の
歩
み
の
な
か
の
一
齣
た
り
得
て
い
る
と
し
た
。

『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
で
は
沈
む
月
が
、
「
松
風
」
巻
で
は
昇
る
月
が
そ

れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
。
月
は
皇
統
の
尊
貴
性
、
あ
る
い
は
天
皇
の
威
光
を
も

象
徴
す
る
事
物
で
あ
っ
た
。
沈
む
月
は
惟
喬
親
王
を
、
昇
る
月
は
光
源
氏
を
そ

れ
ぞ
れ
表
象
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
な
行
く
末
を
暗
示
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
篇
「
作
中
人
物
の
形
象
と
漢
詩
文
表
現
」
は
、
三
章
か
ら
な
る
。
第
一

章
「
叔
母
北
の
方
の
形
象
と
漢
詩
文
表
現
―
「
蓬
生
」
巻
と
新
楽
府
「
塩
商
婦
」

―
」
は
、
「
蓬
生
」
巻
に
、
受
領
の
北
の
方
、
後
に
大
弐
の
北
の
方
と
し
て
登

場
す
る
末
摘
花
の
叔
母
を
論
じ
る
。
「
蓬
生
」
巻
は
、
受
領
の
富
と
末
摘
花
の

貧
と
が
対
比
的
に
描
か
れ
る
巻
で
あ
る
。
そ
の
形
象
に
は
と
も
に
漢
詩
文
の
典

拠
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
末
摘
花
と
直
接
対
峙
し
、
受
領
の
富
を
体
現
す
る

叔
母
北
の
方
の
形
象
に
、
漢
詩
文
の
典
拠
は
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
章
で

は
、
叔
母
北
の
方
の
典
拠
と
し
て
白
居
易
の
新
楽
府
に
あ
る
「
塩
商
婦
」
を
採

り
上
げ
た
。
「
塩
商
婦
」
は
、
塩
商
人
の
妻
が
夫
の
財
力
を
背
景
に
し
て
勢
威

を
誇
る
こ
と
を
批
判
し
た
作
品
で
あ
る
。
叔
母
北
の
方
も
塩
商
人
の
妻
と
同
じ

く
、
夫
で
あ
る
受
領
の
富
を
背
景
に
、
末
摘
花
に
対
し
て
高
圧
的
な
態
度
を
取

っ
て
い
る
。

次
い
で
、
「
塩
商
婦
」
で
は
塩
商
人
の
妻
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
蓬
生
」
巻

で
は
受
領
の
北
の
方
と
な
っ
た
背
景
を
論
じ
た
。
中
国
で
は
塩
は
専
売
制
を
取

り
、
塩
商
人
は
莫
大
な
蓄
財
を
な
し
た
。
い
っ
ぽ
う
日
本
の
宮
廷
社
会
で
は
、

塩
は
国
家
か
ら
支
給
さ
れ
る
物
資
で
あ
り
、
紫
式
部
も
塩
が
富
を
生
む
も
の
で

あ
る
と
い
う
意
識
に
欠
け
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
日
本
の
宮
廷
社
会
に

生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
莫
大
な
財
を
成
す
存
在
と
い
え
ば
受
領
に
任
じ
ら
れ

た
人
々
で
あ
り
、
そ
の
た
め
典
拠
で
は
塩
商
人
の
妻
で
あ
っ
た
も
の
が
、
受
領

の
北
の
方
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
論
証
し
た
。
「
蓬
生
」
巻
末
で
は
、
末
摘
花

は
光
源
氏
の
庇
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
叔
母
北
の
方

が
吃
驚
す
る
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
。
長
い
省
筆
の
言
で
、
「
蓬
生
」
巻
が
締
め

括
ら
れ
る
中
、
敢
え
て
叔
母
北
の
方
の
動
静
に
筆
が
割
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、
新

楽
府
の
批
判
精
神
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
章
「
藤
壺
宮
の
形
象
と
漢
詩
文
表
現
―
「
朝
顔
」
巻
末
と
尤
物
論
―
」

は
、
藤
壺
宮
の
形
象
と
、
彼
女
に
寄
せ
る
光
源
氏
の
想
い
の
源
泉
と
し
て
、
尤



- 6 -

物
に
惑
う
男
の
主
題
を
想
定
し
、
特
に
白
居
易
周
辺
の
漢
詩
文
か
ら
考
察
し
た
。

「
朝
顔
」
巻
末
で
は
、
光
源
氏
の
夢
枕
に
藤
壺
宮
の
死
霊
が
現
れ
、
紫
の
上
に

自
ら
と
の
密
通
を
示
唆
し
た
光
源
氏
を
詰
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
光
源
氏
は
、

自
ら
と
の
密
通
の
末
、
成
仏
で
き
ぬ
藤
壺
宮
を
悲
し
み
、
冥
界
に
訪
ね
て
、
そ

の
苦
し
み
を
代
わ
り
た
い
と
ま
で
願
う
。
光
源
氏
の
激
し
い
藤
壺
宮
思
慕
の
背

景
に
は
、
尤
物
に
惑
う
男
を
主
題
と
し
た
漢
詩
文
の
摂
取
が
あ
る
こ
と
を
論
じ

る
。尤
物
と
は
、
元
来
、
「
美
人
、
美
女
」
の
意
で
あ
る
が
、
単
な
る
美
女
で
は

な
く
、
国
を
傾
け
、
滅
ぼ
す
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
中
唐

期
に
再
び
見
い
だ
さ
れ
た
尤
物
は
、
「
長
恨
歌
」
や
「
李
夫
人
」
、
「
鴬
鴬
伝
」

な
ど
白
居
易
と
そ
の
周
辺
の
作
品
に
お
い
て
、
女
主
人
公
と
し
て
形
象
化
さ
れ

る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
尤
物
に
惑
う
こ
と
へ
の
、
誡
め
や
諭
し
を
主
題
と
し

て
い
た
。
平
安
朝
の
漢
詩
文
に
お
い
て
尤
物
の
語
は
、
見
立
て
表
現
に
用
い
ら

れ
る
に
止
ま
る
。
し
か
し
、
物
語
作
品
に
は
、
尤
物
論
が
摂
取
さ
れ
た
痕
跡
が

見
ら
れ
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
桐
壺
更
衣
の
形
象
に
「
長
恨
歌
」
が
用
い
ら

れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
「
李
夫
人
」
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
桐
壺
更
衣
の
形
代
と
で
あ
る
藤
壺
宮
に
も
、
「
長
恨

歌
」
や
「
李
夫
人
」
の
主
題
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
朝
顔
」
巻
末

の
藤
壺
宮
は
、
光
源
氏
に
愛
執
の
念
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
形
象
は
、
「
鴬
鴬

伝
」
で
、
鴬
鴬
が
張
生
に
送
っ
た
手
紙
に
お
い
て
吐
露
し
た
恋
情
の
表
現
に
類

似
す
る
。
張
生
は
、
鴬
鴬
の
こ
と
を
尤
物
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤

壺
宮
の
死
後
、
物
語
第
一
の
女
君
と
な
っ
た
紫
の
上
や
晩
年
に
迎
え
た
正
妻
女

三
の
宮
は
い
ず
れ
も
藤
壺
宮
の
姪
で
あ
り
、
藤
壺
宮
の
生
前
も
死
後
も
、
宮
に

尽
き
せ
ぬ
恋
情
を
抱
く
光
源
氏
が
、
物
語
に
形
象
さ
れ
て
い
る
。
藤
壺
宮
は
尤

物
と
し
て
の
本
性
を
内
包
し
た
女
君
で
あ
り
、
光
源
氏
は
尤
物
に
惑
う
男
と
し

て
形
象
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
は
漢
詩
文
に
お
い
て
主
題
と

さ
れ
た
、
誡
め
や
諭
し
よ
り
も
、
女
色
の
魅
力
、
恋
情
の
魔
力
を
主
題
と
す
る

と
こ
ろ
に
、
漢
詩
文
を
越
え
よ
う
と
す
る
作
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。第
三
章
「
「
御
師
の
大
内
記
」
の
形
象
と
漢
詩
文
表
現
―
『
源
氏
物
語
』
の

儒
者
た
ち
―
」
は
、
「
少
女
」
巻
で
夕
霧
の
師
と
し
て
登
場
す
る
大
内
記
の
人

物
形
象
を
論
じ
る
。
夕
霧
の
大
学
寮
入
学
は
、
冷
泉
帝
の
御
世
を
聖
代
と
し
て

据
え
直
す
施
策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
た
。
大
内
記
と

い
う
官
職
は
、
大
学
寮
紀
伝
道
の
修
了
試
験
と
も
い
う
べ
き
対
策
に
及
第
し
、

文
章
に
も
秀
で
た
儒
者
か
ら
任
用
さ
れ
る
こ
と
を
お
さ
え
る
と
と
も
に
、
儒
者

や
学
問
の
世
界
の
頂
点
に
立
つ
と
も
い
え
る
文
章
博
士
に
つ
い
て
、
史
実
で
は

『
源
氏
物
語
』
の
時
代
で
は
、
菅
原
道
真
の
よ
う
な
栄
達
を
極
め
る
こ
と
は
過

去
の
事
例
と
な
っ
た
も
の
の
、
儒
者
や
学
問
の
世
界
で
は
そ
の
権
威
は
ま
だ
揺

ら
い
で
お
ら
ず
、
文
章
博
士
の
権
威
が
戯
画
化
さ
れ
つ
つ
も
描
か
れ
て
い
る
こ

と
を
述
べ
た
。
次
い
で
「
少
女
」
巻
の
大
内
記
の
人
物
形
象
を
「
す
げ
な
し
」
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と
い
う
こ
と
ば
か
ら
論
じ
た
。
「
す
げ
な
し
」
は
、
「
そ
っ
け
な
い
、
冷
淡
だ
」

と
い
っ
た
意
で
あ
る
が
、
大
内
記
が
「
す
げ
な
し
」
な
の
か
、
大
内
記
と
相
対

す
る
何
物
か
が
「
す
げ
な
し
」
な
の
か
は
説
が
分
か
れ
る
。
用
例
の
分
析
か
ら
、

大
内
記
と
相
対
す
る
何
物
か
が
「
す
げ
な
し
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
が
成
立
し
た
時
代
の
儒
者
の
世

界
が
、
大
学
寮
教
官
職
を
世
襲
す
る
「
累
代
」
と
、
自
ら
志
し
て
学
問
の
世
界

に
参
入
し
た
「
起
家
」
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
累
代
」
の
儒

者
が
残
し
た
詩
文
に
は
、
「
起
家
」
の
儒
者
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
差
別
意

識
が
表
れ
て
お
り
、
大
内
記
が
す
ぐ
れ
た
漢
才
に
比
し
て
、
「
す
げ
な
く
」
扱

わ
れ
て
い
た
理
由
も
、
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
起
家
」
出
身
の

大
内
記
が
夕
霧
の
師
と
し
て
抜
擢
さ
れ
、
さ
ら
な
る
栄
達
を
予
感
さ
せ
て
退
場

し
た
こ
と
に
、
光
源
氏
が
冷
泉
帝
の
御
世
を
す
ぐ
れ
た
人
材
が
多
く
輩
出
す
る

聖
代
と
し
て
据
え
直
そ
う
と
し
て
い
た
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
四
篇
「
寛
弘
期
の
文
学
と
漢
詩
文
表
現
」
は
二
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
「
紫

式
部
日
記
の
漢
詩
文
表
現
」
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
見
ら
れ
る
〈
漢
才
〉
記

事
を
採
り
上
げ
、
『
源
氏
物
語
』
の
漢
詩
文
表
現
と
の
か
か
わ
り
を
、
寛
弘
と

い
う
時
代
の
中
で
論
じ
た
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
紫
式
部
の
〈
漢
才
〉
に

対
し
て
、
父
で
あ
る
藤
原
為
時
、
主
人
で
あ
る
彰
子
の
父
で
あ
る
藤
原
道
長
、

彰
子
の
夫
君
で
あ
る
一
条
天
皇
の
三
者
か
ら
、
優
れ
た
評
価
を
与
え
ら
れ
た
こ

と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
特
に
一
条
天
皇
の
、
「
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読

み
た
ま
ふ
べ
け
れ
。
ま
こ
と
に
才
あ
る
べ
し
」
と
い
う
評
言
は
、
『
源
氏
物
語
』

へ
の
評
価
に
も
な
っ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
一
条
天
皇
や

藤
原
公
任
と
い
っ
た
貴
紳
を
読
者
と
し
て
評
判
を
得
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い

る
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
〈
漢
才
〉
記
事
と
源
氏
物
語
関
連
記
事
は
、

と
も
に
紫
式
部
と
い
う
人
間
が
優
れ
た
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
『
続
本
朝
往
生
伝
』
や
『
十
訓
抄
』
に
は
、
一
条
天
皇

が
自
ら
の
御
世
を
人
材
の
輩
出
し
た
時
代
と
し
て
語
っ
て
い
た
と
あ
る
。
人
材

の
輩
出
は
、
優
れ
た
御
世
、
聖
代
の
表
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
紫
式
部
は
、
自

ら
も
ま
た
〈
漢
才
〉
に
優
れ
、
か
つ
、
貴
紳
の
読
者
と
評
判
を
も
得
た
『
源
氏

物
語
』
を
著
し
た
こ
と
を
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
い
て
表
現
す
る
こ
と
で
、

一
条
天
皇
の
御
世
、
こ
と
に
寛
弘
の
世
が
い
か
に
優
れ
て
い
た
の
か
、
書
き
記

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
二
章
「
本
朝
麗
藻
の
釈

奠
詩
と
源
氏
物
語
の
漢
詩
文
表
現
」
は
、
『
本
朝

麗
藻
』
に

収
め
ら
れ
る
釈

奠
詩
と
、
『
源
氏
物
語
』
「
桐
壺
」
巻
の
国
際
意
識

や
聖
代
観
の

共
通
性
を
論
じ
る
。
釈

奠
は
、

孔
子
を

祀
る
宮
廷
儀
礼
で
あ
り
、

経
書
の

講
読
と

講
読
さ
れ
た
経
書
を
主
題
と
し
た
詩
宴
が
式
次
第
に

組
み

込
ま

れ
て
い
る
。
『
本
朝
麗
藻
』
に
は
二
首
の
釈

奠
詩
が

収
め
ら
れ
る
が
、
菅
原
道

真
や
島

田
忠
臣
の
釈

奠
詩
に
比
し
て
、
異

邦
人
が
日
本
の
天
皇
の
徳
を
慕
っ
て

来
朝
す
る
こ
と
を
題
材
と
し
て
、
一
条
天
皇
を
讃
美
し
、
そ
の
御
世
を
聖
代
と

み
な
す
内

容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
首
に
は
「
葵
」
と
「

向
日
」
と
い
う
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共
通
す
る
措
辞
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
前
記
の
主
題
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
述

べ
る
。
そ
の
上
で
、
『
源
氏
物
語
』
「
桐
壺
」
巻
で
、
鴻
臚
館
に
高
麗
人
が
滞

在
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
『
本
朝
麗
藻
』
に
同
じ
く
、
異

邦
人
の
来
朝
を

以

て
天
皇
を
讃
美
し
、
そ
の
御
世
を
聖
代
と
し
て
位
置
づ
け
る
国
際
意
識
や
聖
代

観
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

本
学
位
申
請
論
文
は
、
「
源
氏
物
語
と
漢
詩
文
」
、
「
源
氏
物
語
の
漢
詩
文
」

と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
、
『
源
氏
物
語
』
の
漢
詩
文
表
現
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
従
来
の
研
究
で
は
体

系
化
に
論
じ
ら
れ
た
と
は

言
い

難
か
っ
た
「
源
氏
物
語
の
漢
詩
文
」
を
論
じ
る
こ
と
に
意
を
用
い
た
。
『
源

氏
物
語
』
の
漢
詩
文
表
現
は
、
漢
詩
文
や
そ
の
一
部
、
あ
る
い
は
和
歌
や
和
文

の
表
現
と
な
っ
た
も
の
を
単

純
に
引
用
す
る
の
み
で
は
な
い
。
物
語
の
表
現
に

浸
透
し
た
、
漢
詩
文
の
主
題
や
構
想
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
創

造
の

糧
と
し
た
、

紫
式
部
の
作
意
に
よ
る
表
現
を
も
読
み

解
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

平
安
朝
に
お
い
て
、
第
一

等
の
文
藝
で
あ
り
続
け
た
の
は
漢
詩
文
で
あ
り
、

物
語
は
女
の

消
閑
の
具
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
は
女
ば

か
り
で
な
く
、
男
の
読
者
を
得
て
い
た
こ
と
が
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
記
さ
れ

て
い
る
。
な
ぜ
、
『
源
氏
物
語
』
は
男
の
読
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。

種
々
の
理
由
が
想
定
で
き
よ
う
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
は
、

虚
構
を
通
し
て
、
彼
ら
が
親
し
ん
で
い
た
漢
籍
と
相
通
じ
る
、
政
治
や
社
会
、

あ
る
い
は
人
間
の
生
き
方
の

諸
相
と
真
実
を

凝
視
し
て
い
た
か
ら
と
い
え
よ

う
。
こ
れ
ら
を
描
出
す
る
べ
く
紫
式
部
が

選
び
取
っ
た
方
法
こ
そ
、
漢
詩
文
表

現
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。


