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『
源
氏
物
語
』
六
条
御
息
所
の
最
後
の
手
紙

　
　
―
「
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
」
と
〈
連
作
〉
が
示
す
も
の
―

小
菅
あ
す
か

　
　
　

は
じ
め
に

　

須
磨
へ
と
退
去
し
た
光
源
氏
は
、
都
に
残
さ
れ
た
女
君
や
、
伊
勢
へ
下

向
し
た
六
条
御
息
所
の
も
と
へ
手
紙
を
送
っ
て
い
た
。
光
源
氏
と
さ
ま
ざ

ま
な
女
君
と
の
手
紙
の
往
還
が
順
に
描
か
れ
る
な
か
で
、
光
源
氏
が
六
条

御
息
所
に
送
っ
た
手
紙
の
内
容
に
つ
い
て
は
描
か
れ
ず
、
六
条
御
息
所
の

返
事
だ
け
が
「
ま
こ
と
や
」
と
語
り
出
さ
れ
て
い
く
。

　
　

�　

ま
こ
と
や
、
騒
が
し
か
り
し
ほ
ど
の
紛
れ
に
漏
ら
し
て
け
り
。
か

の
伊
勢
の
宮
へ
も
御
使
あ
り
け
り
。
か
れ
よ
り
も
ふ
り
は
へ
た
づ
ね

参
れ
り
。
浅
か
ら
ぬ
こ
と
ど
も
書
き
た
ま
へ
り
。
言
の
葉
、
筆
づ
か

ひ
な
ど
は
、人
よ
り
こ
と
に
な
ま
め
か
し
く
い
た
り
深
う
見
え
た
り
。

「
な
ほ
現
と
は
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
御
住
ま
ひ
を
う
け
た
ま
は
る
も
、

明
け
ぬ
夜
の
心
ま
ど
ひ
か
と
な
ん
。
さ
り
と
も
、
年
月
は
隔
て
た
ま

は
じ
と
思
ひ
や
り
き
こ
え
さ
す
る
に
も
、
罪
深
き
身
の
み
こ
そ
、
ま

た
聞
こ
え
さ
せ
む
こ
と
も
は
る
か
な
る
べ
け
れ
。

　
　
　
　

�
う
き
め
刈
る
伊
勢
を
の
海
人
を
思
ひ
や
れ
も
し
ほ
た
る
て
ふ
須

磨
の
浦
に
て

　
　

�

よ
ろ
づ
に
思
ひ
た
ま
へ
乱
る
る
世
の
あ
り
さ
ま
も
、
な
ほ
い
か
に
な
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り
は
つ
べ
き
に
か
」
と
多
か
り
。

　
　
　
　

�
伊
勢
島
や
潮
干
の
潟
に
あ
さ
り
て
も
い
ふ
か
ひ
な
き
は
わ
が
身

な
り
け
り

　
　

�

も
の
を
あ
は
れ
と
思
し
け
る
ま
ま
に
、
う
ち
置
き
う
ち
置
き
書
き
た

ま
へ
る
、
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
ば
か
り
を
巻
き
つ
づ
け
て
、
墨
つ

き
な
ど
見
ど
こ
ろ
あ
り
。〔
中
略
〕

　
　

�　

御
返
り
書
き
た
ま
ふ
。
言
の
葉
思
ひ
や
る
べ
し
。「
か
く
世
を
離

る
べ
き
身
と
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
、
お
な
じ
く
は
慕
ひ
き
こ
え
ま

し
も
の
を
な
ど
な
む
。
つ
れ
づ
れ
と
心
細
き
ま
ま
に
、

　
　
　
　

�

伊
勢
人
の
波
の
上
こ
ぐ
小
舟
に
も
う
き
め
は
刈
ら
で
乗
ら
ま
し

も
の
を

　
　
　
　

�

海
人
が
つ
む
嘆
き
の
中
に
し
ほ
た
れ
て
い
つ
ま
で
須
磨
の
浦
に

な
が
め
む

　
　

�

聞
こ
え
さ
せ
む
こ
と
の
何
時
と
も
は
べ
ら
ぬ
こ
そ
、
尽
き
せ
ぬ
心
地

し
は
べ
れ
」
な
ど
ぞ
あ
り
け
る
。
か
や
う
に
、
い
づ
こ
に
も
お
ぼ
つ

か
な
か
ら
ず
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
。

（「
須
磨
」
二
―
一
九
三
～
一
九
六
頁（

1
（

）

　

右
に
掲
げ
た
六
条
御
息
所
の
手
紙
で
は
、「
う
き
め
刈
る
」「
伊
勢
島
や
」

と
い
う
二
首
の
〈
連
作（

（
（

〉
が
詠
ま
れ
、「
多
か
り
」
か
ら
も
看
取
で
き
る

と
お
り
、
散
文
に
お
い
て
も
六
条
御
息
所
の
思
い
が
綿
々
と
書
か
れ
て
い

る
。
こ
の
手
紙
は
六
条
御
息
所
に
よ
っ
て
「
う
ち
置
き
う
ち
置
き
」
慎
重

に
書
か
れ
、こ
れ
ま
で
光
源
氏
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
手
紙
の
な
か
で
も
、

一
際
長
い
「
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
」
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た（

（
（

。
光
源
氏

が
こ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
葵
の
上
亡
き
あ
と
に
、
六
条
御
息
所

に
対
し
て
冷
淡
な
態
度
で
接
し
た
過
去
を
悔
や
ん
で
い
た
折
で
あ
る
。
都

か
ら
遠
く
離
れ
た
地
で
暮
ら
す
光
源
氏
に
と
っ
て
、
か
つ
て
の
恋
人
か
ら

の
手
紙
は
、ど
れ
ほ
ど
懐
か
し
く
、心
に
響
く
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

事
実
、
光
源
氏
も
ま
た
六
条
御
息
所
と
同
様
に
〈
連
作
〉
を
詠
む
こ
と
で
、

自
身
の
境
遇
を
訴
え
か
け
て
い
る
。

　

従
来
、
先
の
場
面
の
贈
答
は
〈
連
作
〉
の
歌
こ
と
ば
の
連
関
か
ら
、
こ

れ
ま
で
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
贈
答
の
な
か
で
も
、

唯
一
共
感
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
評
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
ま
た
、
六
条
御

息
所
が
手
紙
に
用
い
た
「
白
き
唐
の
紙
」
に
つ
い
て
は
、
唐
の
紙
が
模
様

を
型
押
し
し
た
中
国
産
の
上
質
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
料
紙
の
選
択
に
六

条
御
息
所
の
洗
練
し
た
趣
味
が
窺
え
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

5
（

。
本
稿
で
注

目
し
た
い
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
六
条
御
息
所
の
手
紙
の
形
式
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、『
源
氏
物
語
』に
描
か
れ
て
い
る
数
百
通
の
手
紙（

6
（

の
な
か
で
、「
白

き
唐
の
紙
四
五
枚
」
が
極
め
て
特
異
な
形
式
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
そ
の
な
か
で
も
六
条
御
息
所
の
「
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
」
に
類
似
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す
る
形
式
を
持
つ
手
紙
は
、
明
石
の
入
道
と
柏
木
の
遺
書
以
外
に
は
み
ら

れ
な
い
。以
上
の
例
を
ふ
ま
え
る
と
、「
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
」の
手
紙
が
、

従
来
ど
お
り
洗
練
し
た
見
舞
い
の
手
紙
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
疑
問
が
生

じ
よ
う
。
で
は
、
六
条
御
息
所
の
手
紙
は
、
作
品
上
で
ど
の
よ
う
な
意
義

を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
六
条
御
息
所
の
手
紙
に
つ
い
て
、
形
式
、
手
紙
に
お
け
る

〈
連
作
〉
と
い
う
詠
じ
方
、
歌
の
内
実
を
対
象
に
検
討
し
、
こ
の
手
紙
に

「
須
磨
」
巻
で
の
六
条
御
息
所
の
心
情
が
ど
の
よ
う
に
表
出
さ
れ
て
い
る

の
か
を
論
じ
た
い
。

　
　
　

一
、
送
り
手
の
意
思
を
表
す
手
紙
の
形
式

　

本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
六
条
御
息
所
の
手
紙
は
、
従
来
光
源
氏
と
の
和

歌
の
連
関
に
関
す
る
指
摘
が
多
く
、
形
式
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
え
る
。
一
例
と
し
て
、
田
中
仁
氏
が
手
紙
を
書
く
際
の
料

紙
の
選
択
に
つ
い
て
、「
手
紙
の
、
そ
れ
も
恋
文
の
紙
の
色
に
書
き
手
の

心
が
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
々
例
証
な
ど
す
る
ま
で
も
な
い
」
と
指

摘
し
て
い
る（

7
（

。
本
節
で
は
、
田
中
氏
の
論
考
を
も
と
に
、「
白
き
唐
の
紙

四
五
枚
」
と
い
う
形
式
に
、
六
条
御
息
所
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
込
め
ら

れ
て
い
る
の
か
を
検
証
し
て
い
く
。

㈠
　
身
の
潔
白
を
示
す
白
い
紙

　
『
源
氏
物
語
』
の
手
紙
に
つ
い
て
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
研

究
さ
れ（

（
（

、
手
紙
の
料
紙
に
関
し
て
は
、
田
中
仁
氏
が
白
い
紙
を
用
い
た
手

紙
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
送
り
手
自
身
の
恋
の
抑
制
や
、
普
通
の

恋
文
で
あ
る
こ
と
を
あ
え
て
否
定
す
る
こ
と
で
、
相
手
に
思
い
を
訴
え
る

意
図
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
事
実
、
物
語
上
の
手
紙
で
用
い
ら
れ

る
十
二
例
の
白
い
紙
の
多
く
が
、
送
り
手
に
よ
っ
て
恋
文
で
あ
る
こ
と
を

隠
そ
う
と
す
る
際
に
選
択
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
特
に
注
目
し
た
い
の

は
、
光
源
氏
か
ら
玉
鬘
へ
の
手
紙
で
あ
る
。
手
紙
を
送
る
前
夜
、
玉
鬘
の

も
と
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
、
衣
を
脱
い
で
添
い
臥
し
、
か
ね
て
か
ら
抱
い

て
い
た
恋
情
を
告
白
し
た
。
し
か
し
、
光
源
氏
は
周
り
の
女
房
の
目
を
気

に
し
、
そ
れ
以
上
に
手
は
出
さ
ず
、
夜
が
更
け
な
い
う
ち
に
去
っ
て
い
っ

た
。
光
源
氏
は
去
り
際
に
、「
ゆ
め
気
色
な
く
て
を
」（「
胡
蝶
」
三
―

一
八
九
頁
）と
周
囲
の
者
に
悟
ら
れ
な
い
よ
う
玉
鬘
に
念
を
押
し
て
い
る
。

　
　

�　

ま
た
の
朝
、
御
文
と
く
あ
り
。
な
や
ま
し
が
り
て
臥
し
た
ま
へ
れ

ど
、
人
々
御
硯
な
ど
ま
ゐ
り
て
、「
御
返
り
疾
く
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

し
ぶ
し
ぶ
に
見
た
ま
ふ
。
白
き
紙
の
、
う
は
べ
は
お
い
ら
か
に
、

す
く
す
く
し
き
に
、
い
と
め
で
た
う
書
い
た
ま
へ
り
。「
た
ぐ
ひ
な

か
り
し
御
気
色
こ
そ
。
つ
ら
き
し
も
忘
れ
が
た
う
。
い
か
に
人
見
た



國學院雜誌　第 118 巻第 9号（2017年） ― 10（ ―

て
ま
つ
り
け
む
。

　
　
　
　

�
う
ち
と
け
て
ね
も
み
ぬ
も
の
を
若
草
の
こ
と
あ
り
顔
に
む
す
ぼ

ほ
る
ら
む

　
　

�

幼
く
こ
そ
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
」
と
、
さ
す
が
に
親
が
り
た
る
御
言

葉
も
、
い
と
憎
し
と
見
た
ま
ひ
て
、　　
（「
胡
蝶
」
三
―
一
九
〇
頁
）

　

翌
朝
、光
源
氏
は
玉
鬘
へ
早
々
に
手
紙
を
送
る
。こ
の
手
紙
に
対
し
て
、

女
房
た
ち
は
返
事
を
書
く
よ
う
急
か
す
が
、
当
の
玉
鬘
は
「
し
ぶ
し
ぶ
に

見
た
ま
ふ
」
と
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
光
源
氏
の
手
紙
は
「
白

き
紙
の
、
う
は
べ
は
お
い
ら
か
に
、
す
く
す
く
し
」
く
書
か
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
歌
で
は
前
夜
の
一
件
に
つ
い
て
詠
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は

手
紙
に
対
す
る
玉
鬘
の
女
房
た
ち
と
、
玉
鬘
当
人
の
対
応
が
注
目
さ
れ
よ

う
。
で
は
、
な
ぜ
女
房
た
ち
と
玉
鬘
の
対
応
に
差
異
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
手
紙
の
形
式
と
内
容
の
落
差
に
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
前
夜
に
玉
鬘
の
も
と
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
、
執
拗
に
玉
鬘
の
女
房
の

目
を
気
に
し
、
事
情
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
念
を
押
し
て
い
た
。
そ
れ
は
こ

の
手
紙
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
光
源
氏
は
女
房
た
ち
が
目
に
す
る
で

あ
ろ
う
形
式
に
「
白
き
紙
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
玉
鬘
へ
の
恋
文
で
あ
る

こ
と
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
手
紙
の
中

身
を
確
認
し
た
玉
鬘
が
光
源
氏
の
言
葉
を
「
い
と
憎
し
」
と
嫌
悪
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
手
紙
の
形
式
だ
け
を
目
に
す
る

者
と
、
送
ら
れ
た
経
緯
や
そ
の
中
身
を
知
る
者
と
の
認
識
に
差
異
が
生
じ

る
こ
と
を
示
す
例
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
薫
か
ら
大
君
へ
の
手
紙
に
お
い
て
も
白
い
紙
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
か
つ
て
、
八
の
宮
の
不
在
の
折
に
宇
治
を
訪
れ
た
薫
は
、
姫
君
を
垣

間
見
し
な
が
ら
「
さ
る
方
を
思
ひ
離
る
る
願
ひ
に
山
深
く
尋
ね
き
こ
え
た

る
本
意
な
く
、
す
き
ず
き
し
き
な
ほ
ざ
り
言
を
う
ち
出
で
あ
ざ
れ
ば
ま
ん

も
事
に
違
ひ
て
や
」（「
橋
姫
」
五
―
一
三
三
頁
）
と
、
自
身
の
捨
て
切
れ

な
い
執
着
を
内
省
し
て
い
た
。
心
の
葛
藤
を
抱
え
な
が
ら
も
、
帰
京
し
た

薫
は
大
君
へ
手
紙
を
送
る
。

　
　

�　

老
人
の
物
語
、
心
に
か
か
り
て
思
し
出
で
ら
る
。
思
ひ
し
よ
り
は

こ
よ
な
く
ま
さ
り
て
、
を
か
し
か
り
つ
る
御
け
は
ひ
ど
も
面
影
に
そ

ひ
て
、な
ほ
思
ひ
離
れ
が
た
き
世
な
り
け
り
と
心
弱
く
思
ひ
知
ら
る
。

御
文
奉
り
た
ま
ふ
。
懸
想
だ
ち
て
も
あ
ら
ず
、
白
き
色
紙
の
厚
肥

え
た
る
に
、
筆
は
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
選
り
て
、
墨
つ
き
見
ど
こ
ろ
あ
り

て
書
き
た
ま
ふ
。　　
　
　
　
　
　
　
　
（「
橋
姫
」
五
―
一
五
一
頁
）

　

右
の
手
紙
を
送
る
直
前
、薫
は
宇
治
で
見
た
姫
君
の
面
影
を
思
い
出
し
、

自
身
の
仏
道
へ
の
信
心
と
俗
心
と
の
狭
間
で
葛
藤
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
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な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
薫
が
大
君
へ
送
っ
た
手
紙
は
、「
懸
想
だ
ち
」
て

は
い
な
い
「
白
き
色
紙
の
厚
肥
え
た
る
」
料
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

筆
や
筆
跡
は
「
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
選
り
て
、
墨
つ
き
見
ど
こ
ろ
あ
り
」
と
語

ら
れ
、
手
紙
の
内
容
に
お
い
て
も
「
い
と
す
く
よ
か
に
書
き
た
ま
へ
る
」

（「
橋
姫
」
五
―
一
五
一
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
紙
に
は
、
薫
の

姫
君
に
対
す
る
慎
重
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
薫
が
用
い
た
「
白
き
色
紙
」
に
は
、
姫
君
へ
の
執
心
を
隠
そ
う
と
い

う
意
図
だ
け
で
は
な
く
、自
身
の
俗
心
へ
の
抑
制
ま
で
も
が
読
み
取
れ
る
。

　

以
上
の
例
を
ふ
ま
え
る
と
、
田
中
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
手
紙
の
料
紙

の
色
に
は
送
り
手
の
心
情
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
光
源
氏
や
薫

の
手
紙
は
白
い
紙
に
書
か
れ
、
そ
こ
に
は
形
式
を
目
に
す
る
者
へ
の
配
慮

や
、
送
り
手
自
身
の
心
の
葛
藤
が
表
れ
て
い
る
。
送
り
手
が
受
け
手
へ
の

執
着
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
身
の
潔
白
を
表
明
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
視
点
を
換
え
れ
ば
、
白
い
紙
に
よ
っ
て
身
の
潔

白
を
表
明
す
る
と
い
う
送
り
手
の
行
為
自
体
が
、
受
け
手
へ
の
執
着
を
よ

り
象
徴
的
に
示
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
白
い
紙
に
つ
い
て
の
王
朝
人
の
意
識
は
、
以
下
の
よ
う
に
実

際
に
白
い
紙
が
公
的
な
文
書
に
用
い
ら
れ
て
い
た
背
景
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
　

�

寛
弘
八
年
六
月
十
三
日
乙
卯　

御
讓
位
也
、
自
昨
有
所
勞
、
辰
剋
勘

解
由
判
官
平
雅
康
來
傳
東
宮
令
旨
、
是
御
讓
位
以
後
可
被
奉
御
表
可

奉
書
之
旨
也
、〈
學
士
宣
義
朝
臣
所
作
也
、〉
所
勞
依

堪
、
乍
居
簾

中
相
逢
、卽
令
申
淸
書
可
獻
之
由
、〈
相
加
下
給
白
色
紙
陸
奥
紙
等
、

依　

帋
凡
、
書
白
色
紙
、
是
天
慶
九
年
例
也（

（1
（

、〉

　
『
権
記
』
の
寛
弘
八
（
一
〇
一
一
）
年
六
月
十
三
日
の
記
事
に
は
一
条

帝
の
譲
位
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
上
表
文
の
清
書
を
依
頼

さ
れ
た
藤
原
行
成
は
、「
白
色
紙
」
と
「
陸
奥
紙
」
の
い
ず
れ
を
用
い
る

か
を
思
案
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
白
色
紙
」
と
「
陸
奥
紙
」

は
い
ず
れ
も
白
い
紙
で
あ
る
こ
と
、「

帋
」（
＝
「
陸
奥
紙
」）
は
平
凡

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、「
白
色
紙
」
に
書
く
前
例
は
天
慶
九
（
九
四
六
）

年
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
当
時
公
的
な
文
書

を
書
く
際
に
は
、し
ば
し
ば
白
い
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
手
紙
の
白
い
紙
に
、
送
り
手
に
よ
っ
て
文

書
の
よ
う
な
生
真
面
目
さ
が
演
出
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
料
紙

の
用
い
ら
れ
方
が
背
景
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

㈡
　
配
慮
を
示
す
唐
の
紙

　

さ
て
、
冒
頭
で
掲
げ
た
六
条
御
息
所
の
手
紙
に
は
、
白
い
紙
の
な
か
で

も
唐
の
紙
が
選
択
さ
れ
て
い
た
。
唐
の
紙
の
使
用
例
は
『
源
氏
物
語
』
に
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十
一
例
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
心
情
の
も
と
で
選
択
さ
れ

る
紙
な
の
だ
ろ
う
か
。
十
一
例
の
使
用
例
の
な
か
で
、
特
に
朧
月
夜
か
ら

の
手
紙
に
対
す
る
光
源
氏
の
返
事
に
注
目
し
た
い
。

　
　

�

を
り
も
あ
は
れ
に
、
あ
な
が
ち
に
忍
び
書
き
た
ま
ひ
つ
ら
む
御
心
ば

へ
も
憎
か
ら
ね
ば
、
御
使
と
ど
め
さ
せ
て
、
唐
の
紙
ど
も
入
れ
さ

せ
た
ま
へ
る
御
厨
子
あ
け
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
な
べ
て
な
ら
ぬ
を
選
り

出
で
つ
つ
、
筆
な
ど
も
心
こ
と
に
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
た
ま
へ
る
気
色
艶

な
る
を
、
御
前
な
る
人
々
、
誰
ば
か
り
な
ら
む
と
つ
き
し
ろ
ふ
。

（「
賢
木
」
二
―
一
二
七
～
一
二
八
頁
）

　

光
源
氏
は
届
い
た
手
紙
を
見
な
が
ら
、
朧
月
夜
の
「
あ
な
が
ち
に
忍
び

書
き
た
ま
ひ
つ
ら
む
御
心
ば
へ
」
を
慮
っ
て
い
た
。
光
源
氏
は
人
目
を
忍

ん
で
書
い
た
で
あ
ろ
う
朧
月
夜
の
心
情
を
思
っ
て
、「
唐
の
紙
ど
も
入
れ

さ
せ
た
ま
へ
る
御
厨
子
」
の
な
か
か
ら
「
な
べ
て
な
ら
ぬ
」
料
紙
を
選
び
、

筆
に
お
い
て
も
入
念
に
吟
味
し
て
い
る（
（（
（

。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
河
添
房
江

氏
は
、
唐
の
紙
が
他
の
料
紙
と
区
別
し
て
御
厨
子
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
格
別
な
心
遣
い
を
要
す
る
際
に
選
ば
れ
る
料
紙
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る（
（1
（

。
ま
た
坪
井
暢
子
氏
も
同
様
に
、
唐
の
紙
は
貴
重
な
高
級
品

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
用
い
る
際
に
は
送
り
手
の
心
積
も
り
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る（
（1
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
唐
の
紙
は
、
一
途
な
朧
月
夜

の
思
い
に
応
え
る
べ
く
選
択
さ
れ
た
、
光
源
氏
の
精
一
杯
の
配
慮
の
表
れ

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
朱
雀
院
か
ら
の
贈
物
に
対
す
る
前
斎
宮
の
返
事
に
お
い
て
も
、

唐
の
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
朱
雀
院
は
絵
合
に
際
し
て
、
前
斎
宮
に
絵

巻
を
贈
る
。
そ
こ
に
は
、
前
斎
宮
が
伊
勢
へ
下
向
し
た
折
の
大
極
殿
の
儀

式
が
描
か
れ
、前
斎
宮
へ
の
思
い
を
詠
ん
だ
歌
も
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

以
下
の
場
面
は
、
朱
雀
院
か
ら
の
贈
物
を
受
け
取
っ
た
前
斎
宮
の
返
事
で

あ
る
。

　
　

�

聞
こ
え
た
ま
は
ざ
ら
む
も
い
と
か
た
じ
け
な
け
れ
ば
、
苦
し
う
思
し

な
が
ら
、
昔
の
御
髪
ざ
し
の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
、

　
　
　
　

�

し
め
の
う
ち
は
昔
に
あ
ら
ぬ
心
地
し
て
神
代
の
こ
と
も
今
ぞ
恋

し
き

　
　

と
て
、
縹
の
唐
の
紙
に
つ
つ
み
て
参
ら
せ
た
ま
ふ
。

（「
絵
合
」
二
―
三
八
四
～
三
八
五
頁
）

　

現
在
も
残
る
朱
雀
院
の
執
心
を
目
の
当
た
り
に
し
た
前
斎
宮
は
、「
聞

こ
え
た
ま
は
ざ
ら
む
も
い
と
か
た
じ
け
な
け
れ
ば
、
苦
し
う
」
と
戸
惑
い

な
が
ら
も
返
事
を
す
る
。
前
斎
宮
は
か
つ
て
の
別
れ
の
御
櫛
に
歌
を
書
き
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つ
け
て
「
縹
の
唐
の
紙
」
に
包
み
、
朱
雀
院
の
御
代
を
偲
ぶ
手
紙
を
送
っ

た
。
こ
の
手
紙
に
も
、「
縹
の
唐
の
紙
」
に
よ
っ
て
前
斎
宮
か
ら
朱
雀
院

へ
の
格
別
な
配
慮
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。だ
か
ら
こ
そ
、手
紙
を
受
け
取
っ

た
朱
雀
院
は
、「
限
り
な
く
あ
は
れ
と
思
す
に
ぞ
、
あ
り
し
世
を
取
り
返

さ
ま
ほ
し
く
」（「
絵
合
」
二
―
三
八
五
頁
）
思
う
ほ
ど
に
心
を
動
か
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
玉
鬘
か
ら
光
源
氏
へ
の
手
紙
に
も
唐
の
紙
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
亡
き
夕
顔
の
娘
で
あ
る
玉
鬘
の
消
息
を
聞
い
た
光
源
氏
は
、
自
身
の

も
と
へ
迎
え
入
れ
る
決
心
を
す
る
。
光
源
氏
は
親
ら
し
く
、
玉
鬘
に
衣
料

と
と
も
に
手
紙
を
送
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
親
か
ら
子
へ
の
手

紙
で
は
な
く
、
光
源
氏
に
は
玉
鬘
の
器
量
を
図
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
以
下
の
場
面
で
は
、
光
源
氏
か
ら
の
手
紙
に
、
玉
鬘
が
ど
の
よ

う
な
心
情
で
返
事
を
書
い
て
い
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　

�

ま
づ
御
返
り
を
と
せ
め
て
書
か
せ
た
て
ま
つ
る
。
い
と
こ
よ
な
く
田

舎
び
た
ら
む
も
の
を
と
恥
づ
か
し
く
思
い
た
り
。
唐
の
紙
の
い
と

か
う
ば
し
き
を
取
り
出
で
て
書
か
せ
た
て
ま
つ
る
。

　
　
　
　

�

数
な
ら
ぬ
み
く
り
や
な
に
の
す
ぢ
な
れ
ば
う
き
に
し
も
か
く
根

を
と
ど
め
け
む

　
　

と
の
み
ほ
の
か
な
り
。　　
　
　
　
　
　
（「
玉
鬘
」
三
―
一
二
四
頁
）

　

右
の
場
面
で
は
、
乳
母
か
ら
返
事
を
急
か
さ
れ
た
玉
鬘
が
、
田
舎
者
で

あ
る
自
身
を
恥
ず
か
し
く
思
い
、
ど
の
よ
う
に
返
事
を
す
べ
き
か
思
案
し

て
い
る
。
そ
こ
で
玉
鬘
が
選
ん
だ
の
は
、
当
時
貴
重
で
あ
っ
た
「
唐
の
紙

の
い
と
か
う
ば
し
き
」
料
紙
で
あ
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
玉
鬘
は
「
唐
の
紙
」

を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
玉
鬘
が
自
身
を
田
舎
者
で
あ
る
と
理

解
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
慎
重
に
返
事
を

返
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
玉
鬘
に
と
っ
て
は
、
手
紙
を
返
す
相
手

が
光
源
氏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
配
慮
を
要
す
る
理
由
の
一
つ
と
い
え
よ

う
。
の
ち
に
、
右
に
挙
げ
た
玉
鬘
の
手
紙
は
「
手
は
、
は
か
な
だ
ち
て
、

よ
ろ
ぼ
は
し
け
れ
ど
、
あ
て
は
か
に
て
口
惜
し
か
ら
ね
ば
、
御
心
お
ち
ゐ

に
け
り
」（「
玉
鬘
」
三
―
一
二
四
～
一
二
五
頁
）
と
光
源
氏
を
安
堵
さ
せ

た
。

　

以
上
の
よ
う
に
唐
の
紙
は
、
河
添
氏
や
坪
井
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、

目
上
の
人
や
配
慮
を
要
す
る
相
手
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
紙
と
い
え
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
動
的
に
目
上
の
人
や
配
慮
を
要
す
る
相
手

に
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
唐
の
紙
に
は
、
相
手
の
心
情
を
慮
っ
て
、
そ

れ
に
応
え
る
よ
う
に
こ
ち
ら
も
格
別
な
配
慮
を
示
そ
う
と
い
う
送
り
手
の

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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㈢
　
紙
の
枚
数
が
示
さ
れ
る
手
紙

　

本
稿
が
問
題
と
す
る
六
条
御
息
所
の
手
紙
は
、
先
に
指
摘
し
た
と
お
り

「
多
か
り
」「
四
五
枚
」
と
、
分
量
の
多
さ
と
い
う
点
で
極
め
て
特
異
と
い

え
る
。
手
紙
の
形
式
の
な
か
で
紙
の
枚
数
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
物
語
上

で
三
例
し
か
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
う
ち
一
例
は
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
六

条
御
息
所
の
手
紙
だ
が
、
残
り
の
二
例
は
明
石
の
入
道
と
柏
木
の
例
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
明
石
の
入
道
と
柏
木
の
二
例
が
物
語
上
で
交
わ
さ
れ
る

他
の
手
紙
と
は
異
な
り
、
遺
書
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見

過
ご
せ
な
い
。
で
は
、
手
紙
の
紙
の
枚
数
が
明
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
ど

の
よ
う
な
送
り
手
の
心
情
が
読
み
取
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
明
石
の
入
道
の
遺
書
を
確
認
し
た
い
。

　
　

�「
今
な
む
こ
の
世
の
境
を
心
や
す
く
行
き
離
る
べ
き
」
と
弟
子
ど
も

に
言
ひ
て
、〔
中
略
〕
思
ひ
離
る
る
世
の
と
ぢ
め
に
、
文
書
き
て
、

御
方
に
奉
れ
た
ま
へ
り
。〔
中
略
〕
こ
の
文
の
言
葉
、
い
と
う
た
て

強
く
憎
げ
な
る
さ
ま
を
、
陸
奥
国
紙
に
て
、
年
経
に
け
れ
ば
黄
ば
み

厚
肥
え
た
る
五
六
枚
、
さ
す
が
に
香
に
い
と
深
く
し
み
た
る
に
書

き
た
ま
へ
り
。　　
　
　
　
（「
若
菜
上
」
四
―
一
一
二
～
一
二
四
頁
）

　

明
石
の
入
道
は
、
明
石
の
姫
君
の
若
宮
誕
生
を
聞
き
、「
今
な
む
こ
の

世
の
境
を
心
や
す
く
行
き
離
る
べ
き
」
と
入
山
を
決
意
す
る
。
そ
の
際
、

「
思
ひ
離
る
る
世
の
と
ぢ
め
」
と
し
て
、
明
石
一
族
に
宛
て
た
別
れ
を
告

げ
る
遺
書
を
書
い
て
い
る
。
遺
書
の
な
か
で
は
、
明
石
の
君
が
誕
生
し
た

折
の
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
の
明
石
の
入
道
自
身
の
境
遇
、
そ
し
て
明
石
の

姫
君
や
若
宮
へ
の
願
い
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
過
去
か
ら
未
来
に
わ

た
る
一
族
繁
栄
に
込
め
た
思
い
の
数
々
が
、「
陸
奥
国
紙
」「
五
六
枚
」
に

込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
使
い
に
手
紙
を
託
し
た
三
日
後
、
明
石
の

入
道
は
「
か
の
絶
え
た
る
峰
」（「
若
菜
上
」
四
―
一
一
六
頁
）
へ
と
入
り
、

二
度
と
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
手
紙
は
最
期
を
覚
悟
し
た

明
石
の
入
道
の
遺
書
で
あ
る
。
死
を
意
識
し
た
明
石
の
入
道
の
、
溢
れ
出

し
た
一
族
へ
の
思
い
が
「
五
六
枚
」
と
い
う
複
数
枚
の
紙
に
表
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
柏
木
の
遺
書
に
お
い
て
も
明
石
の
入
道
と
同
様
に
、「
陸
奥
国

紙
五
六
枚
」
に
書
か
れ
て
い
る
。
以
下
に
掲
げ
た
柏
木
の
遺
書
は
、「
唐

の
浮
線
綾
を
縫
ひ
て
、「
上
」
と
い
ふ
文
字
を
上
に
書
き
た
り
。
細
き
組

し
て
口
の
方
を
結
ひ
た
る
に
、
か
の
御
名
の
封
つ
き
た
り
」（「
橋
姫
」
五

―
一
六
四
頁
）
と
い
う
特
異
な
様
相
を
し
た
袋
に
収
め
ら
れ
て
い
た（
（1
（

。
こ

の
袋
は
、
時
を
経
て
柏
木
の
息
子
薫
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
。

　
　

�
さ
ま
ざ
ま
悲
し
き
こ
と
を
、
陸
奥
国
紙
五
六
枚
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
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あ
や
し
き
鳥
の
跡
の
や
う
に
書
き
て
、

　
　
　
　

�

目
の
前
に
こ
の
世
を
そ
む
く
君
よ
り
も
よ
そ
に
わ
か
る
る
魂
ぞ

か
な
し
き

　
　

�

ま
た
、
端
に
、「
め
づ
ら
し
く
聞
き
は
べ
る
二
葉
の
ほ
ど
も
、
う
し

ろ
め
た
う
思
う
た
ま
ふ
る
方
は
な
け
れ
ど
、

　
　
　
　

�

命
あ
ら
ば
そ
れ
と
も
見
ま
し
人
し
れ
ぬ
岩
根
に
と
め
し
松
の
生

ひ
す
ゑ
」

　
　

�

書
き
さ
し
た
る
や
う
に
い
と
乱
り
が
は
し
く
て
、「
侍
従
の
君
に
」

と
上
に
は
書
き
つ
け
た
り
。　
（「
橋
姫
」
五
―
一
六
四
～
一
六
五
頁
）

　

袋
に
は
、
生
前
柏
木
が
女
三
の
宮
と
交
わ
し
た
手
紙
が
五
、六
通
収
め

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
薫
の
目
に
と
ま
っ
た
の
は
「
陸
奥
国
紙
五
六

枚
」
に
書
か
れ
た
柏
木
の
遺
書
で
あ
っ
た
。
遺
書
に
は
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ

や
し
き
鳥
の
跡
」
の
よ
う
に
、
母
で
あ
る
女
三
の
宮
と
自
身
に
宛
て
た
二

首
の
和
歌
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
柏
木
の
遺
書
は
、
数
通
の
手
紙
と

と
も
に
文
袋
に
収
め
ら
れ
て
い
る
点
や
、「
五
六
枚
」
と
い
う
複
数
枚
の

紙
に
書
か
れ
て
い
る
点
、
筆
跡
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
点
な
ど
注
目
す
べ
き

点
は
大
い
に
あ
る
。
し
か
し
、
総
じ
て
そ
れ
ら
の
形
式
が
物
語
る
の
は
、

死
を
前
に
し
た
柏
木
の
切
実
な
心
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
三
の
宮
へ

一
首
を
詠
み
、
さ
ら
に
溢
れ
出
し
た
薫
へ
の
思
い
を
「
端
に
」
書
き
加
え

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
次
々
と
溢
れ
て
は
尽
き
る
こ
と
の
な
い
、
柏
木
の

最
期
の
思
い
が
読
み
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
五
六
枚
」
と
い
う
分
量

に
は
、
柏
木
の
切
実
な
心
情
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
物
語
上
に
描
か
れ
る
数
百
通
の
手
紙
の
な
か
で
、
紙

の
枚
数
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
六
条
御
息
所
、

明
石
の
入
道
、
柏
木
の
三
例
の
み
で
あ
る
。
明
石
の
入
道
と
柏
木
の
手
紙

は
、
い
ず
れ
も
通
常
の
贈
答
の
場
で
描
か
れ
る
も
の
と
は
明
ら
か
に
異
な

り
、
死
や
別
れ
を
前
に
、
残
る
者
へ
最
期
の
思
い
を
書
き
つ
け
た
遺
書
で

あ
っ
た
。
書
き
手
の
並
大
抵
で
は
な
い
苦
悩
や
切
実
な
思
い
が
複
数
枚
と

い
う
分
量
に
表
れ
る
の
で
あ
る
。

　

手
紙
の
形
式
に
は
、
送
り
手
の
意
思
が
浮
か
び
上
が
る
。
冒
頭
に
掲
げ

た
六
条
御
息
所
の
「
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
」
と
い
う
形
式
に
は
、
六
条
御

息
所
自
身
の
心
の
葛
藤
が
表
れ
て
い
る
。
手
紙
の
文
面
で
も
書
か
れ
て
い

る
と
お
り
、
伊
勢
の
地
で
光
源
氏
の
須
磨
退
去
を
知
っ
た
六
条
御
息
所
に

と
っ
て
、
光
源
氏
の
現
在
の
境
遇
は
「
明
け
ぬ
夜
の
心
ま
ど
ひ
」
な
の
で

あ
る
。「
白
き
唐
の
紙
」
に
は
、
須
磨
の
地
で
侘
し
く
暮
ら
し
て
い
る
だ

ろ
う
光
源
氏
の
心
情
を
慮
っ
た
、
六
条
御
息
所
の
配
慮
が
表
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
白
を
選
択
し
た
と
こ
ろ
に
六
条
御
息
所
自
身
の
主
張
も
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
場
面
で
、
手
紙
を
受
け
取
っ
た
光
源
氏

は
「
一
ふ
し
う
し
と
思
ひ
き
こ
え
し
心
あ
や
ま
り
」（「
須
磨
」
二
―
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一
九
四
頁
）
と
、
六
条
御
息
所
に
冷
淡
な
態
度
で
接
し
た
過
去
を
悔
や
ん

で
い
た
。
こ
の
「
一
ふ
し
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
葵
の
上
の
死
を
指

し
、
伊
勢
へ
自
ら
下
向
し
た
六
条
御
息
所
も
、
自
身
へ
の
「
心
あ
や
ま
り
」

は
察
知
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
六
条
御
息
所
は
白
い
紙
を
用
い
る
こ
と

で
、
遠
く
離
れ
た
須
磨
に
い
る
光
源
氏
に
、
葵
の
上
の
死
に
対
す
る
身
の

潔
白
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
切
実
さ
は
、「
四
五
枚
」
と
い
う
複
数

枚
に
も
及
ぶ
紙
の
分
量
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

二
、
手
紙
に
お
け
る
〈
連
作
〉

　

前
節
で
は
、
六
条
御
息
所
の
手
紙
の
形
式
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。

本
節
で
は
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
手
紙
に
お
け
る
〈
連
作
〉
と
い
う
詠

じ
方
を
と
お
し
て
、
六
条
御
息
所
の
苦
悩
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

贈
答
歌
に
つ
い
て
高
木
和
子
氏
は
、
返
歌
は
贈
歌
と
共
通
の
語
彙
を
詠

み
、
そ
の
語
順
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
礼
儀
正
し
さ
が
協
調
さ
れ
る
と
指

摘
す
る
。
ま
た
、
冒
頭
に
掲
げ
た
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
の
贈
答
歌
に
つ

い
て
も
、
光
源
氏
が
六
条
御
息
所
の
歌
こ
と
ば
に
対
し
て
語
順
ど
お
り
語

彙
を
配
列
し
て
い
る
点
で
、
双
方
の
苦
境
に
訴
え
あ
う
形
で
共
感
を
示
し

て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る（
（1
（

。
た
し
か
に
高
木
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
六
条

御
息
所
と
光
源
氏
の
歌
こ
と
ば
は
連
関
し
、
語
順
も
一
致
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
ほ
か
に
も
形
式
と
し
て
、
六
条
御
息
所
の
二
首
に
対
し
て
光
源

氏
が
同
様
に
二
首
返
し
て
い
る
点
に
お
い
て
も
対
応
が
み
ら
れ
る（
（1
（

。
さ
ら

に
、
小
町
谷
照
彦
氏
は
こ
の
贈
答
の
特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
、
二
首
連
続

し
た
和
歌
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
二
首
で
あ
る
理
由
と
し
て
、
光
源

氏
離
京
の
際
に
六
条
御
息
所
と
の
贈
答
が
描
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ

て
い
る
。
こ
の
贈
答
歌
は
、
こ
れ
ま
で
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
の
間
で
交

わ
さ
れ
た
全
六
回
の
な
か
で
も
、
相
互
の
心
情
の
交
流
と
自
己
の
現
状
の

述
懐
の
二
面
の
構
造
か
ら
両
者
の
不
遇
な
環
境
を
取
り
入
れ
て
い
る
点

で
、
唯
一
共
感
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る（
（1
（

。

　

た
し
か
に
高
木
氏
や
小
町
谷
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
こ
の
贈
答
歌
は
互

い
の
心
情
を
交
流
し
、
双
方
の
境
遇
を
訴
え
合
う
形
で
連
関
し
て
い
る
と

い
え
る
。
し
か
し
、〈
連
作
〉
と
い
う
詠
じ
方
に
お
い
て
も
六
条
御
息
所

に
対
す
る
光
源
氏
の
共
感
が
読
み
取
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
和
歌
の
贈
答
は
、
通
常
一
首
対
一
首
で
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
平
安
朝
の
文
学
作
品
に
お
い
て
〈
連
作
〉
と
い
う
詠
じ
方
は
あ
ま

り
例
が
み
ら
れ
な
い（
（1
（

。
そ
れ
で
は
、
手
紙
に
お
け
る
数
少
な
い
〈
連
作
〉

と
い
う
詠
じ
方
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
み
ら
れ
、
詠
者
の
ど
の
よ
う
な

心
情
を
表
現
し
て
い
く
機
能
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
道
綱
母
に
よ
っ
て
〈
連
作
〉
が
詠
ま
れ
て
い

る（
（1
（

。自
身
の
病
を
悟
っ
た
道
綱
母
は
、「
か
う
し
つ
つ
死
に
も
こ
そ
す
れ〔
中
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略
〕
か
く
て
果
て
な
ば
、
い
と
口
惜
し
か
る
べ
し
」（
中
巻
、
一
七
五
頁
）

と
い
う
思
い
か
ら
筆
を
取
っ
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
道
綱
母
が
兼
家
に

送
っ
て
き
た
よ
う
な
恋
文
で
は
な
く
、
自
身
の
死
を
意
識
し
た
遺
書
で

あ
っ
た
。

　
　

�

書
き
け
る
こ
と
は
、「
命
長
か
る
べ
し
と
の
み
の
た
ま
へ
ど
、
見
は

て
た
て
ま
つ
り
て
む
と
の
み
思
ひ
つ
つ
あ
り
つ
る
を
、
か
ぎ
り
に
も

や
な
り
ぬ
ら
む
、あ
や
し
く
心
細
き
こ
こ
ち
の
す
れ
ば
な
む
。〔
中
略
〕

い
と
罪
深
き
身
に
は
べ
れ
ば
、

　
　
　
　

�

風
だ
に
も
思
は
ぬ
か
た
に
寄
せ
ざ
ら
ば
こ
の
世
の
こ
と
は
か
の

世
に
も
見
む

　
　

�

は
べ
ら
ざ
ら
む
世
に
さ
へ
、
う
と
う
と
し
く
も
て
な
し
た
ま
ふ
人
あ

ら
ば
、
つ
ら
く
な
む
お
ぼ
ゆ
べ
き
。〔
中
略
〕
折
し
も
あ
れ
、
対
面

に
聞
こ
ゆ
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、

　
　
　
　

�

露
し
げ
き
道
と
か
い
と
ど
死
出
の
山
か
つ
が
つ
濡
る
る
袖
い
か

に
せ
む
」

　
　

�

と
書
き
て
、
端
に
、「
あ
と
に
は
、『
と
ひ
な
ど
も
、
ち
り
の
こ
と
を

な
む
あ
や
ま
た
ざ
な
る
才
よ
く
習
へ
と
な
む
、
聞
こ
え
お
き
た
る
』

と
、
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
書
き
て
、
封
じ
て
、
上
に
、「
忌
な
ど
は

て
な
む
に
、
御
覧
ぜ
さ
す
べ
し
」
と
書
き
て
、
か
た
は
ら
な
る
唐
櫃

に
、
ゐ
ざ
り
寄
り
て
入
れ
つ
。
見
る
人
あ
や
し
と
思
ふ
べ
け
れ
ど
、

久
し
く
し
な
ら
ば
、
か
く
だ
に
も
の
せ
ざ
ら
む
こ
と
の
、
い
と
胸
い

た
か
る
べ
け
れ
ば
な
む
。

（
中
巻
（
安
和
二
年
閏
五
月
）、
一
七
五
～
一
七
八
頁
）

　

右
の
場
面
の
道
綱
母
の
遺
書
の
冒
頭
で
は
、「
か
ぎ
り
に
も
や
な
り
ぬ

ら
む
、
あ
や
し
く
心
細
き
こ
こ
ち
の
す
れ
ば
な
む
」
と
自
身
の
病
が
語
ら

れ
て
い
る
。
遺
書
で
は
二
首
の
〈
連
作
〉
が
詠
ま
れ
、「
こ
の
世
の
こ
と

は
か
の
世
に
も
見
む
」
や
「
露
し
げ
き
道
と
か
い
と
ど
死
出
の
山
」
と
、

一
貫
し
て
自
ら
の
死
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
新
編
全
集
頭
注
に
「
こ
の
遺
書

の
う
ち
、
和
歌
で
は
道
綱
の
将
来
の
こ
と
よ
り
も
、
兼
家
と
の
仲
を
強
く

嘆
い
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に（
11
（

、〈
連
作
〉
で
は
兼
家
に
対
す
る

道
綱
母
の
切
迫
し
た
心
情
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
遺

書
の
端
に
は
、
こ
の
世
に
残
し
て
逝
く
こ
と
に
な
る
道
綱
を
案
じ
た
思
い

を
遺
言
と
し
て
兼
家
に
託
し
て
い
る
。
こ
の
遺
書
は
、
最
悪
の
事
態
を
想

定
し
た
道
綱
母
が
、
兼
家
と
道
綱
へ
の
思
い
に
悔
い
が
残
ら
な
い
よ
う
書

き
留
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、『
栄
花
物
語
』
で
は
定
子
が
遺
し
た
手
習
に
〈
連
作
〉
が
み
ら

れ
る（
1（
（

。
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�　

宮
は
御
手
習
を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
帳
の
紐
に
結
び
つ
け
さ
せ

た
ま
へ
り
け
る
を
、今
ぞ
帥
殿
、御
方
々
な
ど
取
り
て
見
た
ま
ひ
て
、

「
こ
の
た
び
は
限
り
の
た
び
ぞ
。
そ
の
後
す
べ
き
や
う
」
な
ど
書
か

せ
た
ま
へ
り
。
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
る
御
手
習
ど
も
の
、
内
裏
わ
た

り
の
御
覧
じ
き
こ
し
め
す
や
う
な
ど
や
と
思
し
け
る
に
や
と
ぞ
見
ゆ

る
。

　
　
　
　

�

よ
も
す
が
ら
契
り
し
こ
と
を
忘
れ
ず
は
恋
ひ
ん
涙
の
色
ぞ
ゆ
か

し
き

　
　

ま
た
、

　
　
　
　

知
る
人
も
な
き
別
れ
路
に
今
は
と
て
心
細
く
も
急
ぎ
た
つ
か
な

　
　

ま
た
、

　
　
　
　

�

煙
と
も
雲
と
も
な
ら
ぬ
身
な
り
と
も
草
葉
の
露
を
そ
れ
と
な
が

め
よ

　
　

な
ど
、
あ
は
れ
な
る
事
ど
も
多
く
書
か
せ
た
ま
へ
り
。

　
　

�「
こ
の
御
言
の
や
う
に
て
は
、
例
の
作
法
に
て
は
あ
ら
で
と
思
し
め

し
け
る
な
め
り
」
と
て
、
帥
殿
い
そ
が
せ
た
ま
ふ
。

（
巻
第
七
、「
と
り
べ
野
」、
三
二
八
～
三
二
九
頁
）

　

定
子
は
一
条
帝
と
の
間
に
も
う
け
た
媄
子
を
出
産
し
、
こ
の
世
を
去
っ

た
。
定
子
亡
き
あ
と
、
伊
周
が
見
つ
け
た
定
子
の
手
習
は
「
御
帳
の
紐
に

結
び
つ
け
」
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
自
身
の
亡
き
あ
と
に
他
者
に
よ
っ

て
開
か
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。手
習
で
は「
こ

の
た
び
は
限
り
の
た
び
ぞ
。
そ
の
後
す
べ
き
や
う
」
と
自
身
の
死
を
悟
っ

た
定
子
が
、
亡
き
あ
と
の
こ
と
を
他
者
へ
託
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
定

子
の
手
習
は
、
遺
書
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
定

子
の
遺
書
で
は
三
首
の
〈
連
作
〉
が
詠
ま
れ
、
一
首
目
は
自
身
の
死
を
ど

れ
ほ
ど
悲
し
ん
で
く
れ
る
か
と
一
条
帝
へ
問
い
か
け
た
も
の
で
あ
り
、
二

首
目
は
「
心
細
く
」
と
、
死
を
前
に
自
ら
の
切
迫
し
た
思
い
を
詠
ん
で
い

る
。
つ
づ
く
三
首
目
で
は
、「
煙
と
も
雲
と
も
な
ら
ぬ
身
」「
草
葉
の
露
」

の
表
現
か
ら
、
葬
送
の
意
思
を
示
し
て
い
る
と
伊
周
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ

た
。
こ
の
遺
書
は
「
あ
は
れ
な
る
事
ど
も
多
く
書
か
せ
た
ま
へ
り
」
と
あ

る
よ
う
に
、
定
子
の
最
期
の
言
葉
が
、
愛
す
る
一
条
帝
や
家
族
に
向
け
て

切
々
と
書
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
視
点
を
戻
す
と
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
六
条
御
息
所

の
他
に
、
柏
木
と
浮
舟
に
よ
る
〈
連
作
〉
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
前
節
で

掲
げ
た
柏
木
の
遺
書
で
は
二
首
の
〈
連
作
〉
が
詠
ま
れ
、
一
首
目
で
は
出

家
し
た
女
三
の
宮
を
「
こ
の
世
を
そ
む
く
君
」、
死
に
ゆ
く
自
身
を
「
よ

そ
に
わ
か
る
る
魂
」
と
し
て
女
三
の
宮
か
ら
離
れ
て
い
く
辛
さ
を
詠
ん
で

い
る
。
二
首
目
で
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
薫
を
「
岩
根
に
と
め
し
松
」

に
喩
え
、
わ
が
子
の
行
く
末
を
見
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
悔
恨
の
情
を
込
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め
た
歌
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

　

次
に
、
浮
舟
の
〈
連
作
〉
は
以
下
の
場
面
に
み
ら
れ
る
。
浮
舟
が
自
身

の
死
を
意
識
し
始
め
た
こ
ろ
、母
中
将
の
君
か
ら
不
吉
な
夢
を
知
ら
せ
て
、

浮
舟
の
身
を
案
じ
る
手
紙
が
届
く
。
母
か
ら
の
手
紙
に
対
し
て
浮
舟
は
、

「
限
り
と
思
ふ
命
の
ほ
ど
を
知
ら
で
」（「
浮
舟
」
六
―
一
九
五
頁
）
と
、

自
身
が
死
を
覚
悟
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
母
を
恨
め
し
く
思
い
な

が
ら
、
返
事
を
書
い
て
い
る
。

　
　

�　

寺
へ
人
や
り
た
る
ほ
ど
、
返
り
事
書
く
。
言
は
ま
ほ
し
き
こ
と
多

か
れ
ど
、
つ
つ
ま
し
く
て
、
た
だ
、

　
　
　
　

�

の
ち
に
ま
た
あ
ひ
見
む
こ
と
を
思
は
な
む
こ
の
世
の
夢
に
心
ま

ど
は
で

　
　

�

誦
経
の
鐘
の
風
に
つ
け
て
聞
こ
え
来
る
を
、
つ
く
づ
く
と
聞
き
臥
し

た
ま
ふ
。

　
　
　
　

�

鐘
の
音
の
絶
ゆ
る
ひ
び
き
に
音
を
そ
へ
て
わ
が
世
つ
き
ぬ
と
君

に
伝
へ
よ

　
　

�

持
て
来
た
る
に
書
き
つ
け
て
、「
今
宵
は
え
帰
る
ま
じ
」
と
言
へ
ば
、

も
の
の
枝
に
結
ひ
つ
け
て
お
き
つ
。

（「
浮
舟
」
六
―
一
九
五
～
一
九
六
頁
）

　

右
の
手
紙
で
詠
ま
れ
て
い
る
浮
舟
の
二
首
の
〈
連
作
〉
は
、「
の
ち
に

ま
た
あ
ひ
見
む
」
や
「
わ
が
世
つ
き
ぬ
」
な
ど
、
死
を
連
想
さ
せ
る
表
現

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
一
首
目
は
、
母
中
将
の
君
に
現
世
で
の
別
れ
を

告
げ
る
辞
世
の
歌
で
あ
り
、
二
首
目
は
聞
こ
え
て
く
る
誦
経
の
鐘
の
音
に

寄
せ
て
、
自
身
の
死
を
伝
え
て
ほ
し
い
と
詠
ん
で
い
る
。
浮
舟
の
〈
連
作
〉

に
お
い
て
も
、
遺
書
の
機
能
を
持
つ
手
紙
の
な
か
で
詠
ま
れ
、
道
綱
母
や

定
子
、
柏
木
と
同
様
に
自
身
の
死
を
意
識
し
た
際
に
詠
出
さ
れ
て
い
る
と

い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
栄
花
物
語
』、『
源
氏
物
語
』
の

手
紙
に
み
ら
れ
る
〈
連
作
〉
は
、
共
通
し
て
遺
書
の
な
か
で
詠
ま
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
詠
者
は
遺
書
と
し
て
形
式
的
に
〈
連
作
〉
を
詠
ん
だ
わ
け

で
は
な
い
。
自
身
の
死
を
意
識
し
、
愛
す
る
者
と
の
別
れ
を
前
に
し
た
と

き
、
一
首
だ
け
で
は
到
底
伝
え
き
れ
な
い
思
い
が
、
結
果
と
し
て
二
首
目

や
三
首
目
を
詠
出
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
連
作
〉

と
は
通
常
の
贈
答
の
場
で
用
い
ら
れ
る
詠
じ
方
で
は
な
く
、
死
や
今
生
の

別
れ
と
い
っ
た
心
情
を
前
に
し
て
初
め
て
詠
出
さ
れ
る
方
法
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
第
一
節
と
第
二
節
に
お
い
て
、
冒
頭
で
掲
げ
た
六
条
御
息

所
の
「
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
」
と
い
う
形
式
や
〈
連
作
〉
と
い
う
詠
じ
方

に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
共
通
す
る
の
は
、
総
じ
て
遺
書
で
用
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い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
六
条
御
息
所
の
「
白
き
唐
の

紙
四
五
枚
」
の
手
紙
は
、
形
式
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
遺
書
と
同
義
の

手
紙
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、「
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
」
の
手
紙
を

遺
書
に
準
ず
る
手
紙
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
六
条
御
息
所
が
光
源
氏
に

訴
え
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
心
情
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

三
、
六
条
御
息
所
の
〈
連
作
〉

　

冒
頭
に
掲
げ
た
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
の
〈
連
作
〉
は
、
従
来
、
双
方

の
共
感
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
節
で
は

六
条
御
息
所
の
心
の
内
実
を
表
す
「
思
ひ
や
れ
」「
わ
が
身
」
と
い
う
歌

こ
と
ば
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
六
条
御
息
所
が
光
源
氏
に
ど
の
よ
う
な
心

情
を
訴
え
て
い
る
の
か
を
改
め
て
捉
え
直
し
た
い
。

　

六
条
御
息
所
は
「
夕
顔
」
巻
で
登
場
し
て
か
ら
、「
若
菜
下
」
巻
に
至

る
ま
で
に
十
一
首
の
和
歌
を
詠
む
。
物
語
上
初
め
て
詠
出
さ
れ
た
六
条
御

息
所
の
歌
は
、
光
源
氏
と
の
贈
答
歌
で
は
な
く
、「
葵
」
巻
の
車
争
い
の

直
後
に
詠
ん
だ
独
詠
歌
で
あ
っ
た
。

　
　

�

大
殿
の
は
し
る
け
れ
ば
、
ま
め
だ
ち
て
渡
り
た
ま
ふ
。
御
供
の
人
々

う
ち
か
し
こ
ま
り
心
ば
へ
あ
り
つ
つ
渡
る
を
、
お
し
消
た
れ
た
る
あ

り
さ
ま
こ
よ
な
う
思
さ
る
。

　
　
　
　

�

影
を
の
み
み
た
ら
し
川
の
つ
れ
な
き
に
身
の
う
き
ほ
ど
ぞ
い

と
ど
知
ら
る
る

　
　

�

と
、
涙
の
こ
ぼ
る
る
を
人
の
見
る
も
は
し
た
な
け
れ
ど
、
目
も
あ
や

な
る
御
さ
ま
容
貌
の
い
と
ど
し
う
出
で
ば
え
を
見
ざ
ら
ま
し
か
ば
と

思
さ
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
葵
」
二
―
二
四
頁
）

　

六
条
御
息
所
は
、
葵
の
上
一
行
に
よ
り
屈
辱
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
光
源
氏
を
一
目
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
目
の
前
を
通
り
過
ぎ

て
行
く
光
源
氏
に
「
お
し
消
た
れ
た
る
」
自
身
の
惨
め
さ
を
思
い
知
り
、

「
身
の
う
き
ほ
ど
」
と
独
詠
す
る
の
で
あ
る（
11
（

。
こ
の
歌
で
詠
ま
れ
て
い
る

の
は
、
直
接
的
に
被
害
を
与
え
た
葵
の
上
へ
の
恨
み
や
、
目
の
前
を
素
通

り
し
て
い
く
光
源
氏
へ
の
訴
え
で
は
な
い
。
歌
の
真
意
は
、
下
の
句
「
身

の
う
き
ほ
ど
ぞ
い
と
ど
知
ら
る
る
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

光
源
氏
へ
の
執
着
を
捨
て
き
れ
な
い
六
条
御
息
所
の
、
自
ら
を
慙
愧
す
る

姿
が
読
み
取
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
物
語
内
で
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
手
紙

は
、「
須
磨
」
巻
に
至
る
ま
で
に
三
通
あ
り
、
そ
れ
ら
も
六
条
御
息
所
の

歌
の
内
実
を
探
る
端
緒
と
な
る
。
二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
手
紙
が
物
語

上
に
初
め
て
描
か
れ
る
の
は
、
葵
の
上
の
懐
妊
や
車
争
い
に
よ
り
、
六
条
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御
息
所
の
煩
悶
が
い
っ
そ
う
募
っ
て
い
る
最
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
煩
悶
は
、
徐
々
に
六
条
御
息
所
の
精
神
だ
け
で
な
く
肉
体
を
も
蝕

ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
以
下
に
掲
げ
た
場
面
は
、
六
条
御
息
所
の
病
を

知
っ
た
光
源
氏
が
見
舞
い
に
訪
れ
、
一
夜
を
過
ご
し
た
翌
日
の
こ
と
で
あ

る
。
光
源
氏
の
明
け
方
の
姿
を
思
い
出
し
て
は
物
思
い
す
る
六
条
御
息
所

の
も
と
へ
、
暮
れ
方
に
な
っ
て
光
源
氏
か
ら
手
紙
だ
け
が
送
ら
れ
て
く

る（
11
（

。

　
　

�

御
文
ば
か
り
ぞ
暮
つ
方
あ
る
。「
日
ご
ろ
す
こ
し
お
こ
た
る
さ
ま
な

り
つ
る
心
地
の
、
に
は
か
に
い
と
い
た
う
苦
し
げ
に
は
べ
る
を
、
え

引
き
避
か
で
な
む
」
と
あ
る
を
、
例
の
こ
と
つ
け
と
見
た
ま
ふ
も
の

か
ら
、

　
　
　
　

�「
袖
ぬ
る
る
こ
ひ
ぢ
と
か
つ
は
知
り
な
が
ら
下
り
立
つ
田
子
の

み
づ
か
ら
ぞ
う
き

　
　

�

山
の
井
の
水
も
こ
と
わ
り
に
」
と
ぞ
あ
る
。〔
中
略
〕
御
返
り
、
い

と
暗
う
な
り
に
た
れ
ど
、「
袖
の
み
濡
る
る
や
い
か
に
。
深
か
ら
ぬ

御
事
に
な
む
。

　
　
　
　

�

浅
み
に
や
人
は
下
り
立
つ
わ
が
方
は
身
も
そ
ぼ
つ
ま
で
深
き
こ

ひ
ぢ
を

　
　

�

お
ぼ
ろ
け
に
て
や
、
こ
の
御
返
り
を
み
づ
か
ら
聞
こ
え
さ
せ
ぬ
」
な

ど
あ
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
葵
」
二
―
三
四
～
三
五
頁
）

　

光
源
氏
か
ら
届
い
た
手
紙
に
書
か
れ
て
い
た
の
は
、
一
夜
を
と
も
に
過

ご
し
た
六
条
御
息
所
へ
の
思
い
で
は
な
く
、
葵
の
上
の
懐
妊
が
理
由
で
訪

問
で
き
な
い
と
い
う
釈
明
の
み
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
か
ら
の
手
紙
に
対
し

て
六
条
御
息
所
は
、
自
ら
を
「
田
子
」
に
喩
え
て
、
袖
を
濡
ら
す
よ
う
な

恋
路
だ
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
も
入
っ
て
い
く
自
身
を
「
み
づ
か
ら
ぞ
う

き
」
と
詠
む
。
こ
こ
で
も
六
条
御
息
所
は
光
源
氏
へ
の
恨
み
で
は
な
く
、

自
身
へ
の
内
省
を
歌
に
込
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
光
源
氏
の
返

歌
は
、
六
条
御
息
所
の
歌
を
逆
手
に
取
り
「
深
か
ら
ぬ
」「
浅
み
」
と
一

蹴
す
る
。
一
見
す
る
と
、
自
身
も
恋
路
に
入
っ
て
い
る
と
訴
え
、
六
条
御

息
所
よ
り
も
深
刻
な
辛
さ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

苦
悩
の
果
て
に
病
臥
し
て
い
る
六
条
御
息
所
の
切
実
な
訴
え
に
対
す
る
返

し
と
し
て
は
、
余
り
に
も
形
式
的
で
心
的
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
え
よ

う（
11
（

。

　

二
通
目
の
手
紙
は
、
葵
の
上
の
死
後
に
六
条
御
息
所
か
ら
光
源
氏
へ
送

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
「
聞
こ
え
ぬ
ほ
ど
は
思
し
知
る
ら
む
や
。

　
　
　
　

�

人
の
世
を
あ
は
れ
と
聞
く
も
露
け
き
に
お
く
る
る
袖
を
思
ひ



國學院雜誌　第 118 巻第 9号（2017年） ― 1（0 ―

こ
そ
や
れ

　
　

�
た
だ
今
の
空
に
思
ひ
た
ま
へ
あ
ま
り
て
な
む
」
と
あ
り
。
常
よ
り
も

優
に
も
書
い
た
ま
へ
る
か
な
、
と
さ
す
が
に
置
き
が
た
う
見
た
ま
ふ

も
の
か
ら
、
つ
れ
な
の
御
と
ぶ
ら
ひ
や
と
心
憂
し
。〔
中
略
〕
わ
ざ

と
あ
る
御
返
り
な
く
は
情
な
く
や
と
て
、
紫
の
鈍
め
る
紙
に
、「
こ

よ
な
う
ほ
ど
経
は
べ
り
に
け
る
を
、
思
ひ
た
ま
へ
怠
ら
ず
な
が
ら
、

つ
つ
ま
し
き
ほ
ど
は
、
さ
ら
ば
思
し
知
る
ら
む
と
て
な
む
。

　
　
　
　

�

と
ま
る
身
も
消
え
し
も
同
じ
露
の
世
に
心
お
く
ら
む
ほ
ど
ぞ
は

か
な
き

　
　

�

か
つ
は
思
し
消
ち
て
よ
か
し
。
御
覧
ぜ
ず
も
や
と
て
、
こ
れ
に
も
」

と
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。　　
　
　
　
　
（「
葵
」
二
―
五
一
～
五
二
頁
）

　

葵
の
上
亡
き
あ
と
、
悲
嘆
に
暮
れ
る
光
源
氏
の
も
と
に
六
条
御
息
所
か

ら
手
紙
が
届
く
。
六
条
御
息
所
の
手
紙
で
は
、
葵
の
上
へ
の
哀
惜
の
念
で

は
な
く
、
光
源
氏
の
訪
れ
が
途
絶
え
て
い
る
こ
と
へ
の
恨
み
が
書
き
つ
け

ら
れ
て
い
た
。
六
条
御
息
所
は
光
源
氏
の
心
離
れ
に
対
し
て
、「
お
く
る

る
袖
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
」
と
、
私
は
あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
と
訴

え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
光
源
氏
の
反
応
は
、「
つ
れ
な
の
御
と

ぶ
ら
ひ
や
と
心
憂
し
」
と
語
ら
れ
る
。
返
事
で
は
、
葵
の
上
の
死
の
原
因

と
も
な
っ
た
六
条
御
息
所
の
怨
念
や
執
念
を
暗
示
さ
せ
た「
心
お
く
」や
、

六
条
御
息
所
の
「
思
ひ
こ
そ
や
れ
」
に
対
し
て
「
思
し
消
つ
」
な
ど
の
語

を
用
い
て
、
冷
淡
に
切
り
返
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
贈
答
は
、「
一
見

さ
り
げ
な
い
よ
う
な
消
息
の
文
面
の
う
ち
に
、
物
の
怪
騒
動
の
忌
ま
わ
し

い
一
件
を
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
し
あ
う
」
も
の
で
あ
っ
た（
11
（

。

　

三
通
目
の
手
紙
は
、
伊
勢
下
向
の
日
に
光
源
氏
か
ら
六
条
御
息
所
へ
送

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

大
将
の
君
い
と
あ
は
れ
に
思
さ
れ
て
、
榊
に
さ
し
て
、

　
　
　
　

�

ふ
り
す
て
て
今
日
は
行
く
と
も
鈴
鹿
川
八
十
瀬
の
波
に
袖
は
ぬ

れ
じ
や

　
　

�

と
聞
こ
え
た
ま
へ
れ
ど
、
い
と
暗
う
も
の
騒
が
し
き
ほ
ど
な
れ
ば
、

ま
た
の
日
、
関
の
あ
な
た
よ
り
ぞ
御
返
り
あ
る
。

　
　
　
　

�

鈴
鹿
川
八
十
瀬
の
波
に
ぬ
れ
ぬ
れ
ず
伊
勢
ま
で
誰
か
思
ひ
お

こ
せ
む

　
　

�

こ
と
そ
ぎ
て
書
き
た
ま
へ
る
し
も
、
御
手
い
と
よ
し
よ
し
し
く
な
ま

め
き
た
る
に
、
あ
は
れ
な
る
け
を
す
こ
し
添
へ
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば

と
思
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
賢
木
」
二
―
九
四
～
九
五
頁
）

　

長
い
間
、
光
源
氏
と
の
恋
に
苦
悩
し
て
き
た
六
条
御
息
所
は
、
遂
に
伊

勢
へ
と
去
っ
て
い
く
。
光
源
氏
が
別
れ
に
際
し
て
送
っ
た
歌
は
、
ま
る
で
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六
条
御
息
所
が
自
身
を
捨
て
て
去
っ
て
い
く
か
の
よ
う
に
詠
ん
だ
無
慈
悲

な
も
の
で
あ
っ
た
。
下
の
句
で
は
「
八
十
瀬
の
波
に
袖
は
ぬ
れ
じ
や
」
と
、

悲
し
み
の
涙
で
濡
れ
る
の
は
私
で
は
な
く
、
あ
な
た
で
あ
る
と
詠
み
か
け

る
。
翌
日
、
六
条
御
息
所
は
「
関
の
あ
な
た
」
か
ら
返
事
を
送
る（
11
（

。
六
条

御
息
所
の
返
歌
は
、
光
源
氏
の
下
の
句
の
語
彙
に
心
を
寄
せ
な
が
ら
も
、

「
伊
勢
ま
で
誰
か
思
ひ
お
こ
せ
む
」
と
、
光
源
氏
の
愛
を
求
め
続
け
る
。

袖
が
濡
れ
る
濡
れ
な
い
と
い
う
形
式
的
な
駆
け
引
き
で
は
な
く
、
遠
く
離

れ
て
も
私
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
、
た
だ
哀
切
な
訴
え
が

そ
こ
に
は
あ
る
。
六
条
御
息
所
の
深
刻
な
訴
え
に
対
し
て
も
、
光
源
氏
は

「
あ
は
れ
な
る
け
を
す
こ
し
添
へ
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
」
と
、
不
満
に
感

じ
て
い
る
。
こ
の
歌
を
単
に
言
葉
尻
だ
け
で
解
釈
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

光
源
氏
は
不
満
に
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
の
冒
頭
で
掲
げ
て
い
る
六
条
御
息
所
の
〈
連
作
〉
に
は
、「
思
ひ

や
れ
」
と
「
わ
が
身
」
の
歌
こ
と
ば
に
心
の
内
実
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
六
条
御
息
所
の
心
情
は
、「
須
磨
」
巻
に
お
い
て
は

じ
め
て
吐
露
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
本
節
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
こ

れ
ま
で
に
も
六
条
御
息
所
か
ら
光
源
氏
へ
訴
え
続
け
ら
れ
て
き
た
心
情
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。つ
ま
り
、「
須
磨
」巻
に
お
け
る
六
条
御
息
所
の「
思

ひ
や
れ
」
と
「
わ
が
身
」
の
歌
こ
と
ば
の
背
景
に
は
、「
葵
」
巻
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
抱
き
続
け
て
き
た
、
光
源
氏
へ
の
恋
の
苦
悩
が
表
出
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
が
光
源
氏
へ
宛
て
た
生
前
最
後
の
手
紙

と
な
る
こ
の
〈
連
作
〉
の
手
紙
に
お
い
て
も
な
お
、
そ
う
し
た
光
源
氏
へ

の
思
い
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
須
磨
」
巻
の
六
条
御
息
所
の
手
紙
に
つ
い
て
、
従
来
で

は
な
さ
れ
な
か
っ
た
「
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
」
と
い
う
形
式
や
、〈
連
作
〉

と
い
う
詠
じ
方
を
検
討
し
、
六
条
御
息
所
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
表
出
さ

れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

　

冒
頭
に
掲
げ
た
「
須
磨
」
巻
の
六
条
御
息
所
の
手
紙
は
、
従
来
須
磨
の

地
で
侘
び
住
ま
い
を
す
る
光
源
氏
へ
宛
て
た
見
舞
い
の
手
紙
で
あ
る
と
解

釈
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
こ
で
詠
ま
れ
て
い
る
六
条
御
息
所
と
光
源
氏

の
〈
連
作
〉
に
つ
い
て
も
、
現
在
の
互
い
の
境
遇
を
共
感
し
合
う
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

た
し
か
に
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
双
方
の
〈
連
作
〉
の
語
彙

の
連
関
性
は
認
め
ら
れ
る
。し
か
し
、六
条
御
息
所
の
手
紙
の
形
式
や〈
連

作
〉
と
い
う
詠
じ
方
、
歌
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
が
真
に
理
解
を

示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
六
条
御
息

所
の
「
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
」
に
〈
連
作
〉
と
い
う
極
め
て
特
異
な
形
式
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が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
六
条
御
息
所
の
手
紙
が
遺
書
と
し

て
の
形
式
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

　

手
紙
の
形
式
に
は
、
送
り
手
の
意
思
が
表
出
さ
れ
る
。
冒
頭
の
「
須
磨
」

巻
で
六
条
御
息
所
が
光
源
氏
に
送
っ
た
手
紙
で
は
、
当
時
貴
重
で
あ
っ
た

唐
の
紙
に
白
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
に
は
、六
条
御
息
所
に
よ
っ
て
、

須
磨
の
地
で
心
細
く
暮
ら
し
て
い
る
愛
し
い
光
源
氏
へ
の
最
大
の
配
慮
が

示
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
自
身
の
執
着
や
怨
念
に
対
す
る
身
の
潔
白
を

示
す
意
図
ま
で
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。
六
条
御
息
所
が
手
紙
に
込
め
た
思

い
が
、
ど
れ
程
切
実
で
あ
っ
た
か
は
「
う
ち
置
き
う
ち
置
き
」
丹
念
に
書

き
進
め
た
「
四
五
枚
」
と
い
う
分
量
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
手
紙
で
の
〈
連
作
〉
に
お
い
て
も
、
形
式
と
同
様
に
多
く
は
遺

書
の
な
か
で
詠
ま
れ
る
。〈
連
作
〉
と
は
、
詠
み
手
が
自
身
の
死
を
意
識

し
た
と
き
に
詠
出
さ
れ
る
。
死
や
別
れ
を
前
に
、
残
る
者
へ
の
伝
え
き
れ

な
い
心
情
が
、
一
首
目
や
二
首
目
、
さ
ら
に
三
首
目
と
し
て
溢
れ
出
る
の

で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
伊
勢
と
須
磨
の
地
に
い
る
二
人
に
は
、
手
紙
内
の
文
面
で

も
交
わ
し
て
い
る
と
お
り
、
現
時
点
で
こ
の
先
の
再
会
な
ど
想
像
で
き
な

い
は
ず
で
あ
っ
た（
11
（

。
だ
か
ら
こ
そ
、
六
条
御
息
所
の
手
紙
は
遺
書
と
し
て

の
形
式
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
先
、
光
源
氏
と
の
再
会
を
期
待
で
き

な
い
六
条
御
息
所
は
、
最
後
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
の
な
か

で
、
こ
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
事
実
、
こ
の
手
紙
は
六
条
御
息
所
が
光

源
氏
へ
送
っ
た
生
前
最
後
の
手
紙
と
な
る
。
こ
の
遺
書
と
も
同
義
の
手
紙

の
な
か
で
、
六
条
御
息
所
が
光
源
氏
へ
訴
え
て
い
る
の
は
、
最
後
ま
で
一

貫
し
て
「
思
ひ
や
れ
」
と
い
う
自
身
へ
の
愛
情
で
あ
り
、
恋
に
苦
悩
し
続

け
る
「
わ
が
身
」
へ
の
理
解
で
あ
っ
た
。

注（1
）�『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
、

一
九
九
四
～
一
九
九
八
年
）
に
拠
り
、
傍
線
等
は
適
宜
補
っ
て
い
る
。

（
（
）�〈
連
作
〉は
伊
藤
左
千
夫
が
正
岡
子
規
の
歌
に
つ
い
て
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る（『
和

歌
文
学
大
辞
典
』
編
集
委
員
会
編
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

二
〇
一
四
年
、
一
三
〇
四
頁
、
浅
田
徹
担
当
）。
し
か
し
、
平
安
朝
の
文
学
作
品

に
も
〈
連
作
〉
は
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
第
二
節
で
詳
細
に
述
べ
る
。

（
（
）�

長
文
の
手
紙
に
つ
い
て
は
、
篭
尾
知
佳
氏
に
よ
る
論
稿
が
あ
る
（「『
源
氏
物
語
』

「
長
文
」の
手
紙
の
方
法
」「
日
本
文
学
」第
六
六
巻
第
六
号
、二
〇
一
七
年
六
月
）。

（
（
）�

小
町
谷
照
彦
「
光
源
氏
の
「
す
き
」
と
「
う
た
」」（『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
、
一
三
六
頁
）。
ま
た
、
鈴
木
日
出
男
氏
も
「
と

も
に
断
ち
が
た
い
愛
執
の
心
が
、共
感
の
歌
を
詠
ま
せ
る
」と
指
摘
し
て
い
る（「
愛

憐
の
歌
―
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
（
二
）」『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
三
年
、
四
〇
二
頁
）。

（
5
）�

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
第
二
巻
「
須
磨
」
巻
、
一
九
四
～

一
九
五
頁
、
頭
注
八
に
拠
る
。
他
の
注
釈
書
に
も
当
該
部
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
紙
の
質
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
6
）�『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
手
紙
の
総
数
に
つ
い
て
は
、
久
曾
神
昇
「
源
氏
物
語
の

書
状
」（『
源
氏
物
語
と
和
歌�

研
究
と
資
料
』
古
代
文
学
論
叢
第
四
輯
、
武
蔵
野

書
院
、一
九
七
四
年
）、山
田
史
子「
源
氏
物
語
に
お
け
る
手
紙
の
位
相
」（「
玉
藻
」

第
三
一
号
、
一
九
九
六
年
三
月
）
の
論
稿
が
あ
る
。
物
語
上
の
具
体
的
な
手
紙
の

総
数
に
つ
い
て
、
久
曾
神
氏
は
二
百
七
十
一
通
、
山
田
氏
は
正
編
だ
け
で
四
百
五

通
み
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
各
々
手
紙
の
規
定
に
違
い
が
あ
る
た
め
大
幅
な

差
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
7
）�

田
中
仁
「
色
々
の
紙
の
手
紙
―
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
―
」（「
親
和
国
文
」
第

二
二
号
、
一
九
八
七
年
一
二
月
）。

（
（
）�『
源
氏
物
語
』
の
手
紙
に
つ
い
て
、
折
枝
と
料
紙
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
田
中
仁

氏
の
指
摘
が
あ
る
（「
源
氏
物
語
の
手
紙
」『
源
氏
物
語
講
座�

美
の
世
界
・
雅
び

の
継
承
』
第
七
巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）。
ま
た
、
大
門
君
子
氏
は
登
場
人

物
ご
と
に
手
紙
の
分
析
を
し
て
い
る
（「
源
氏
物
語
の
手
紙
文
―
手
紙
文
に
見
る

六
条
御
息
所
―
」「
愛
媛
国
文
研
究
」
第
四
五
号
、
一
九
九
五
年
一
二
月
）。
さ
ら

に
、
高
木
和
子
氏
は
物
語
の
展
開
と
手
紙
の
関
わ
り
に
つ
い
て
（「
手
紙
か
ら
読

む
源
氏
物
語
」『
女
か
ら
詠
む
歌�

源
氏
物
語
の
贈
答
歌
』青

舎
、二
〇
〇
八
年
）、

陣
野
英
則
氏
は
従
来
の
文
章
論
、
語
り
論
、
言
説
分
析
の
盲
点
と
し
て
書
か
れ
た

物
語
と
手
紙
の
重
な
り
を
論
じ
て
い
る
（「『
源
氏
物
語
』
の
言
葉
と
手
紙
」『
源

氏
物
語
論
―
女
房
・
書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
―
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）。

（
（
）
前
掲
注
7
に
同
。

（
10
）�『
権
記
』
本
文
は
、
増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
編
『
増
補�

史
料
大
成
』
第
五
巻
（
權

記
二
・
帥
記
）（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
、
一
六
〇
頁
）
に
拠
り
、
傍
線
等
は

適
宜
補
っ
て
い
る
。

（
11
）�

こ
の
場
面
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
数
多
く
あ
る
紙
の
中
か
ら
、
特
に
「
な
べ
て
な

ら
ぬ
」
も
の
を
選
ぶ
こ
と
か
ら
も
、
手
紙
の
形
式
に
は
送
り
手
の
何
ら
か
の
意
図

が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
1（
）�

河
添
房
江
「
舶
来
の
紙
の
使
い
み
ち
」（『
光
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
』

角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
一
四
二
～
一
四
三
頁
）。

（
1（
）�

坪
井
暢
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
白
い
色
紙
に
つ
い
て
」（「
岡
大�

国
文
論
稿
」

第
三
一
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）。

（
1（
）�

柏
木
の
遺
書
に
つ
い
て
、
竹
内
正
彦
氏
は
文
袋
と
い
う
形
式
に
着
目
し
、
そ
こ
に

は
手
紙
が
供
養
さ
れ
、
鎮
魂
さ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
柏
木
の
意
志
が
表
れ
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
こ
の
遺
書
が
「
柏
木
の
絶
筆
で
あ
り
、
女
三
の
宮
に
あ

て
て
書
か
れ
な
が
ら
も
届
く
こ
と
の
な
か
っ
た
最
後
の
手
紙
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
（「
柏
木
の
文
袋
―
封
じ
込
め
ら
れ
た
最
後
の
手
紙
を
め
ぐ
っ
て
」「
文
学
」

一
六
―
一
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
一
月
）。

（
15
）�

高
木
和
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
贈
答
歌
の
表
現
の
照
応
関
係
に
つ
い
て
」（「
文

学
」
一
六
―
一
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
一
月
）。

（
16
）�

六
条
御
息
所
と
光
源
氏
の
〈
連
作
〉
は
、
互
い
に
「
う
き
め
刈
る
」「
伊
勢
・
伊

勢
島
・
伊
勢
人
」「
海
人
」「
も
し
ほ
た
る
・
し
ほ
た
る
」「
須
磨
の
浦
」
の
歌
こ

と
ば
を
用
い
て
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
手
紙
内
の
文
面
の
共
通
点
と
し
て
、
互
い

に
各
々
の
手
紙
の
冒
頭
を
引
い
て
一
首
目
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
点
や
、「
聞
こ
え

さ
せ
む
こ
と
」
と
再
会
の
難
し
さ
を
述
べ
て
い
る
点
に
連
関
が
み
ら
れ
る
。

（
17
）
前
掲
注
（
に
同
、
一
三
六
頁
。

（
1（
）�

平
安
朝
の
文
学
作
品
に
お
け
る
〈
連
作
〉
は
、
従
来
で
は
多
く
『
和
泉
式
部
日
記
』

や
『
和
泉
式
部
集
』
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
扇
畑
忠
雄
「
和
歌
に
お
け
る

連
作
と
そ
の
基
準
」『
萬
葉
集
の
発
想
と
表
現
』
桜
楓
社
、
一
九
八
六
年
。
平
田

喜
信
「
和
泉
式
部
集
の
帥
宮
哀
傷
「
五
十
首
和
歌
」
―
そ
の
題
詠
性
・
連
作
性
を

め
ぐ
っ
て
―
」『
平
安
中
期
和
歌
考
論
』
新
典
社
、
一
九
九
三
年
。
藤
平
春
男
「
王

朝
歌
人
の
連
作
―
和
泉
式
部
集
を
中
心
と
し
て
―
」『
藤
平
春
男
著
作
集�

和
歌
史

論
集
』
第
五
巻
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）。『
和
泉
式
部
日
記
』
に
お
け
る
〈
連

作
〉
は
、
和
歌
百
七
十
四
首
中
、
十
三
回
み
ら
れ
、
な
か
で
も
女
は
二
首
を
八
回
、

四
首
を
一
回
、
宮
は
二
首
を
三
回
、
五
首
を
一
回
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
同
時
代

の
他
作
品
に
比
べ
て
例
が
多
い
と
い
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
本
稿
と
質
を
異
に
す
る
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恋
の
駆
け
引
き
の
手
段
で
詠
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
手
紙

形
式
で
詠
ま
れ
た
〈
連
作
〉
を
対
象
と
し
、
口
頭
で
交
わ
さ
れ
た
も
の
に
関
し
て

は
別
稿
に
譲
る
。

（
1（
）�『
蜻
蛉
日
記
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
土
佐
日
記�

蜻
蛉
日
記
』（
小

学
館
、
一
九
九
五
年
）
に
拠
り
、
傍
線
等
は
適
宜
補
っ
て
い
る
。

（
（0
）�

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
土
佐
日
記�

蜻
蛉
日
記
』
中
巻
（
安
和
二
年
閏
五
月
）、

一
七
七
頁
、
頭
注
十
に
拠
る
。

（
（1
）�『
栄
花
物
語
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』
第
一
巻
（
小

学
館
、
一
九
九
五
年
）　

に
拠
り
、
傍
線
等
は
適
宜
補
っ
て
い
る
。

（
（（
）�

六
条
御
息
所
の
和
歌
は
十
一
首
あ
り
、「
葵
」
巻
の
独
詠
歌
が
初
出
で
あ
る
。
一

首
目
で
「
身
の
う
き
」
と
詠
み
、
以
後
「
若
菜
下
」
巻
に
至
る
ま
で
「
身
」
の
表

現
が
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
六
条
御
息
所
の
和
歌
世
界
が
表
現
さ

れ
て
い
る
。

（
（（
）�「
御
文
ば
か
り
ぞ
暮
つ
方
あ
る
」
に
つ
い
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
で

は
「
源
氏
自
身
は
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
気
持
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
（
第
二
巻
「
葵
」
巻
、
三
四
頁
、
頭
注
十
三
）。

（
（（
）�

小
町
谷
照
彦
氏
は
こ
の
贈
答
に
対
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
断
絶
と
落
差
を
感
じ
さ
せ
る

例
は
な
い
と
し
、
六
条
御
息
所
の
歌
は
修
辞
的
技
巧
の
絢
爛
さ
と
は
逆
に
内
容
が

深
刻
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
対
す
る
光
源
氏
の
返
歌
は
余
り
に
も
遊
戯

的
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
に
同
、
一
三
一
～
一
三
二
頁
）。

（
（5
）
鈴
木
日
出
男
氏
前
掲
注
（
、
三
八
六
頁
。

（
（6
）�

六
条
御
息
所
か
ら
光
源
氏
へ
の
返
事
に
つ
い
て
、
太
田
敦
子
氏
は
主
に
「
関
の
あ

な
た
」か
ら
送
ら
れ
た
点
に
着
目
し
、こ
の
手
紙
の
意
義
を
検
討
さ
れ
て
い
る（「
関

の
あ
な
た
の
六
条
御
息
所
―
伊
勢
下
向
を
め
ぐ
る
表
現
機
構
―
」『
源
氏
物
語�

姫

君
の
世
界
』
新
典
社
、
二
〇
一
三
年
）。

（
（7
）�

六
条
御
息
所
の
帰
京
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
本
橋
裕
美
氏
は
「
譲
位
か
身
内
の
死

が
な
け
れ
ば
帰
京
で
き
な
い
と
は
い
え
、
斎
宮
が
永
遠
に
伊
勢
に
留
め
置
か
れ
る

可
能
性
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
し
た
上
で
、
円
融
朝
初
め
の
斎
宮
で
あ
る
隆
子

女
王
が
伊
勢
で
没
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
帰
京
で
き
な
い
回
路
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（「
光
源
氏
の
流
離
と
伊
勢
空
間
―
六
条
御
息
所
と
明
石

の
君
を
中
心
に
―
」『
斎
宮
の
文
学
史
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
九
三
頁
、

一
〇
三
～
一
〇
四
頁
）。
ま
た
、
光
源
氏
の
帰
京
の
可
能
性
に
つ
い
て
春
日
美
穂

氏
は
、
紫
の
上
と
光
源
氏
に
と
っ
て
須
磨
流
離
が
死
を
想
起
さ
せ
る
極
限
状
態
で

あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（「「
か
け
離
る
」
紫
の
上
―
安
積
山
引
用
と
「
若
菜

下
」
巻
「
御
法
」
巻
と
の
連
関
を
中
心
に
―
」『
源
氏
物
語
の
帝
―
人
物
と
表
現

の
連
関
―
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
九
年
、
五
二
頁
）。
そ
う
考
え
る
と
、「
須
磨
」

巻
の
時
点
で
伊
勢
の
地
に
い
る
六
条
御
息
所
と
、
須
磨
の
地
に
い
る
光
源
氏
に

と
っ
て
、の
ち
の
再
会
は
確
約
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。し
か
し
、

今
後
の
展
開
で
は
「
澪
標
」
巻
に
お
い
て
二
人
は
再
会
し
、
六
条
御
息
所
か
ら
光

源
氏
に
〈
遺
言
〉
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
「
須
磨
」
巻
の

六
条
御
息
所
の
手
紙
と
、「
澪
標
」
巻
の
〈
遺
言
〉
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、「
若

菜
下
」
巻
に
繫
が
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り

た
い
。

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
、
國
學
院
大
學
國
文
學
會

一
月
例
会
に
お
い
て
、
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
礎
と
し
て
い
る
。
発
表
に
際
し
、
御
指

導
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。


