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明
確
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
強
い
影
響
を
与
え
た
散
逸
説
話
集
の
存

在
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

　
『
今
昔
』
と
『
宇
治
拾
遺
』
が
直
接
関
係
に
な
い
こ
と
は
定
説
と
な
っ

て
久
し
い
が
、『
世
継
』『
古
本
』
を
含
め
た
四
書
間
に
も
ま
た
、
直
接
関

係
を
否
定
す
る
材
料
が
存
在
す
る
。
特
に
『
古
本
』
と
『
世
継
』
は
同
文

性
が
高
く
配
列
も
似
て
お
り
、
直
接
関
係
の
可
能
性
が
一
時
取
り
沙
汰
さ

れ
た
が（
１
）、
両
書
に
共
通
す
る
散
逸
文
献
を
想
定
す
る（
２
）方
が
妥
当
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
次
の
注
記
が
挙
げ
ら
れ
る
。

御
堂
の
中
姫
君
、
三
条
院
の
御
時
の
后
、
皇
太
后
宮
と
申
た
る
が
女

房
也
。
山
と
の
宣
旨
と
も
申
け
り
。
世
に
い
み
じ
き
色
好
み
は
、
本

は
じ
め
に

　
『
世
継
物
語
』『
古
本
説
話
集
』（
以
下
『
世
継
』『
古
本
』）
は
散
逸
『
宇

治
大
納
言
物
語
』の
影
響
下
に
あ
る
と
目
さ
れ
る
説
話
集
で
あ
る
。『
世
継
』

の
前
半
は
『
栄
花
物
語
』『
枕
草
子
』
等
、
平
安
王
朝
作
品
を
原
拠
と
す

る
一
方
、
後
半
に
『
今
昔
物
語
集
』（
以
下
『
今
昔
』）
と
近
接
し
た
説
話

を
有
し
、『
今
昔
』
研
究
上
、
貴
重
な
同
文
的
作
品
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
以
下
『
宇
治
拾
遺
』）
や
『
今
昔
』、『
世
継
』
と
多

数
の
同
話
を
抱
え
る
『
古
本
』
が
発
見
さ
れ
る
と
、
作
品
間
の
同
文
性
が

説
話
化
の
営
み

―
―
『
世
継
物
語
』『
古
本
説
話
集
』
か
ら
見
え
る
も
の
―
―

川
上
知
里
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院
の
侍
従
、
御
荒
の
宣
旨
と
申
た
る
。
侍
従
は
、
は
る
か
の
昔
の
平

仲
が
世
の
人
。
こ
の
御
荒
の
宣
旨
は
中
比
の
人
。
さ
れ
ば
、
昔
今
の

人
を
、
一
手
に
具
し
て
申
た
る
也
。 

（『
古
本
』
上
8
）

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
が
『
世
継
』
第
四
話
に
載
る
が
、
た
だ
し
『
世
継
』
で

は
右
の
傍
線
部
が
脱
落
し
て
い
る
。
す
る
と
、
本
院
侍
従
と
御
荒
の
宣
旨

は
時
代
も
異
な
る
別
人
で
あ
っ
た
が
、
同
一
人
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
注
と
し
て
読
め
て
し
ま
う
。『
世
継
』
編
者
も
こ
の
よ
う
に

誤
読
し
た
と
思
し
く
、
そ
の
結
果
、『
世
継
』
第
五
十
五
話
で
本
院
侍
従

の
説
話
を
語
る
際
、「
み
あ
れ
の
宣
旨
本
院
侍
従
の
君
」
と
い
う
呼
称
を

使
用
す
る
の
で
あ
る（
３
）。

こ
れ
は
つ
ま
り
、『
世
継
』
が
依
拠
し
た
資
料
で

は
右
の
傍
線
部
が
既
に
脱
落
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、『
世
継
』

が
『
古
本
』
に
直
接
依
拠
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
と
同
時

に
、
脱
文
を
抱
え
る
『
世
継
』
か
ら
『
古
本
』
の
記
述
を
生
み
出
す
こ
と

も
不
可
能
で
あ
る
た
め
、『
古
本
』
が
『
世
継
』
に
直
接
依
拠
し
た
可
能

性
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
両
書
が
直
接
的
な
影
響
関
係
に
な
い
と
す
れ
ば
、
両
作
品

を
つ
な
ぐ
共
通
の
依
拠
資
料
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。し
か
し
一
方
で
、

『
世
継
』
と
『
古
本
』
は
同
話
を
計
十
五
話
も
抱
え
、
配
列
面
で
も
類
似

性
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
同
文
性
は
『
今
昔
』
や
『
宇
治
拾
遺
』

と
の
同
文
性
を
遙
か
に
凌
い
で
お
り
、
一
字
一
句
違
わ
な
い
説
話
も
存
在

す
る
程
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
両
書
の
依
拠
関
係
が
否
定
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、『
世
継
』『
古
本
』
の
二
作
品
は
、
極
め
て
忠
実
に
依
拠
資

料
を
踏
襲
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
特
徴
は
、

一
説
話
の
生
成
過
程
を
窺
う
上
で
、
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、『
世
継
』『
古
本
』
の
説
話
を
関
連
説
話
と
比
較
検
討
す
る
こ

と
で
、
説
話
が
形
成
さ
れ
る
営
み
を
流
動
的
に
捉
え
る
こ
と
を
目
指
し
た

い
。

　

ま
た
、
い
か
に
個
性
の
弱
い
作
品
で
あ
っ
て
も
、
無
目
的
に
説
話
集
を

編
纂
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
ど
の
よ
う
な
目
的
意
識
の
下
、
編
纂
・

制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
か
を
、
や
や
研
究
が
遅
れ
た
『
世
継
』
を
中
心

に
、
表
現
や
説
話
配
列
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
も
う
一
つ
の
目
的
と

す
る
。
こ
の
問
題
は
、
和
歌
説
話
を
多
く
抱
え
る
と
い
う
両
作
品
の
性
格

か
ら
、
説
話
集
を
編
む
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
か
と
い
う
問
題
を
内
包
し

て
お
り
、
自
ず
と
第
一
の
問
題
意
識
と
直
結
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
、
和
歌
か
ら
説
話
へ

　

以
下
に
引
用
す
る
『
世
継
』
の
説
話
は
『
古
本
』
上
巻
三
十
七
話
と
完

全
に
同
文
の
同
話
で
あ
る
。

今
は
昔
、
う
せ
た
る
人
と
か
く
す
る
煙
を
御
覧
じ
て
、
大
斎
院
、
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立
の
ぼ
る
煙
に
つ
け
て
思
ふ
か
な
い
つ
又
我
を
人
の
か
く
見
ん

（『
世
継
』
22
）

右
の
一
話
を
見
れ
ば
、
両
書
の
説
話
集
と
し
て
の
特
異
性
が
了
解
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
果
た
し
て
本
話
を
「
説
話
」
と
捉
え
る
こ
と
が
適
当
だ
ろ
う
か
。

冒
頭
の
定
型
句
「
今
は
昔
」
を
取
っ
て
し
ま
え
ば
、
一
首
の
和
歌
と
そ
の

詞
書
と
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
原
拠
で
あ
る
『
後
拾
遺
集
』

を
見
て
み
よ
う
。

山
寺
に
籠
り
て
侍
り
け
る
に
、
人
を
と
か
く
す
る
が
見
え
侍
り

け
れ
ば
よ
め
る 

和
泉
式
部

た
ち
の
ぼ
る
煙
に
つ
け
て
思
ふ
か
な
い
つ
ま
た
わ
れ
を
人
の
か
く
み

ん 

（
後
拾
遺
集
・
哀
傷
539
）

「
人
と
か
く
す
る
」
と
い
う
表
現
の
一
致
か
ら
『
後
拾
遺
集
』
が
原
拠
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
和
泉
式
部
と
大
斎
院
と
い
う
詠
者
の
違
い
が
あ
る

の
で
、『
世
継
』『
古
本
』
と
も
に
直
接
『
後
拾
遺
集
』
を
参
看
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
両
書
は
依
拠
し
た
文
献
の
形
を
そ
の
ま
ま

留
め
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
中
間
的
文

献
を
挟
ん
だ
に
も
関
わ
ら
ず
、『
世
継
』『
古
本
』
に
は
驚
く
ほ
ど
『
後
拾

遺
集
』
か
ら
の
変
容
が
見
ら
れ
な
い
。

　

一
般
的
に
事
件
や
噂
話
、ま
た
既
存
の
文
章
が
説
話
化
さ
れ
る
時
に
は
、

よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
肉
付
け
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
整
合
性
の
と
れ
た

形
に
整
え
ら
れ
る
一
方
で
、
物
語
性
の
高
い
内
容
に
変
容
す
る
傾
向
が
あ

る
。
書
承
に
し
ろ
、
口
承
に
し
ろ
、
伝
承
と
と
も
に
説
話
は
変
容
し
続
け

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
『
世
継
』『
古
本
』
の
説
話
は
、
そ
の

よ
う
な
変
容
を
全
く
遂
げ
て
い
な
い
説
話
と
言
え
る
。
大
斎
院
と
死
者
の

関
係
性
や
当
該
歌
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
現
象
と
い
っ
た
「
物
語
」

が
『
世
継
』『
古
本
』
か
ら
は
読
み
取
れ
ず
、
原
拠
を
ほ
ぼ
引
き
写
し
た

よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

・ 

　

菩
提
と
い
ふ
寺
に
結
縁
の
講
し
侍
り
け
る
時
、
聴
聞
に
ま
う

で
た
り
け
る
を
、
人
の
も
と
よ
り
、
と
く
帰
り
ね
と
い
ひ
た
り

け
れ
ば
、
つ
か
は
し
け
る 

清
少
納
言

も
と
め
て
も
か
か
る
蓮
の
露
を
お
き
て
う
き
よ
に
又
は
か
へ
る
も
の

か
は 

（『
千
載
集
』
釈
教
1206
）

 

・ 

今
は
昔
、
菩
提
院
と
云
所
に
結
縁
八
講
し
け
る
に
、
清
少
納
言
参
た

り
け
り
。
と
く
か
へ
れ
と
人
の
い
ひ
た
り
け
れ
ば
、

も
と
め
て
も
か
ゝ
る
蓮
の
露
を
ゝ
き
て
う
き
世
に
又
は
か
へ
る

物
か
は 

（『
世
継
』
32
）

　
『
世
継
』第
三
十
二
話
の
原
拠
は『
枕
草
子
』三
十
二
段
と
言
わ
れ
る
が
、

『
枕
草
子
』
に
は
蓮
の
葉
の
裏
に
和
歌
を
書
い
た
こ
と
等
、
多
く
の
情
報

が
語
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
同
文
性
の
高
い
『
千
載
集
』
を
『
世
継
』
の
原

拠
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
後
拾
遺
集
』
と
同
様
、『
千
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載
集
』
と
『
世
継
』
の
間
に
も
お
そ
ら
く
中
間
的
文
献
が
想
定
で
き
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
両
書
の
距
離
は
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
本
話
も

ま
た
、
変
容
が
見
ら
れ
ぬ
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
に
乏
し
い
一
話
と
言
え
よ
う
。

　

だ
が
、
右
の
二
例
に
よ
っ
て
、
一
首
の
歌
が
説
話
へ
と
変
貌
し
て
い
く

過
程
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
、『
後
拾
遺
集
』

や
『
千
載
集
』
と
い
っ
た
歌
集
か
ら
一
定
の
基
準
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の

和
歌
が
抽
出
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
は
特
に
説
話
化

を
意
図
し
て
お
ら
ず
、
勅
撰
集
の
著
名
な
歌
を
抜
粋
す
る
と
い
う
目
的
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
に
、
そ
の
よ
う
な
書
物
か
ら
物
語
的
な
要

素
を
有
す
る
歌
を
選
び
、
配
列
す
る
と
い
う
『
世
継
』『
古
本
』
の
よ
う

な
書
物
が
誕
生
す
る（
４
）。

た
だ
し
、
こ
の
二
書
は
と
り
わ
け
依
拠
資
料
を
忠

実
に
書
写
す
る
傾
向
が
強
い
た
め
に
、
詞
書
と
歌
の
羅
列
の
よ
う
な
形
で

記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
先
に
、
依
拠

資
料
に
手
を
加
え
、
よ
り
物
語
性
を
強
め
た
説
話
変
容
を
成
し
遂
げ
る
作

品
も
確
か
に
存
在
す
る
。

 

・ 

円
融
院
法
皇
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、紫
野
に
御
葬
送
侍
け
る
に
、

ひ
と
と
せ
こ
の
所
に
て
子
日
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
こ
と
な
ど
思
ひ

出
で
て
よ
み
侍
り
け
る 

左
大
将
朝
光

む
ら
さ
き
の
雲
の
か
け
て
も
思
ひ
き
や
春
の
霞
に
な
し
て
み
む
と
は

 

大
納
言
行
成

お
く
れ
じ
と
つ
ね
の
み
ゆ
き
は
い
そ
ぎ
し
を
煙
に
そ
は
ぬ
た
び
の
か

な
し
さ 

（『
後
拾
遺
集
』
哀
傷
541
／
哀
傷
542
）

 

・ 

今
は
昔
、
円
融
院
う
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
紫
野
の
方
に
て
御
葬
送
あ
り

け
り
。
一
と
せ
子
日
の
お
り
な
ど
思
ひ
出
給
て
、
閑
院
の
大
将
、

紫
の
雲
の
か
け
て
も
思
ひ
き
や
春
の
霞
に
な
し
て
み
む
と
は

ゆ
き
な
り
の
少
将

を
く
れ
じ
と
つ
ね
の
御
幸
は
急
し
を
煙
に
そ
は
ぬ
た
び
ぞ
悲
し

き 

（『
世
継
』
40
）

 

・ 

今
昔
、
円
融
院
ノ
法
皇
失
セ
給
ヒ
テ
、
紫
野
ニ
御
葬
送
有
ケ
ル
ニ
、

一
ト
セ
、
此
ニ
御
子
日
ニ
出
サ
セ
給
ヘ
リ
シ
事
ナ
ド
思
ヒ
出
テ
、

人
々
哀
レ
ニ
歎
キ
悲
ケ
ル
ニ
、
閑
院
大
将
朝
光
大
納
言
此
ナ
ム
読
ケ

ル
、

ム
ラ
サ
キ
ノ
ク
モ
ノ
カ
ケ
テ
モ
思
キ
ヤ
ハ
ル
ノ
カ
ス
ミ
ニ
ナ
シ

テ
ミ
ム
ト
ハ

ト
。
亦
、
行
成
大
納
言
此
ナ
ム
読
ケ
ル
、

ヲ
ク
レ
ジ
ト
ツ
ネ
ノ
ミ
ユ
キ
ニ
イ
ソ
ギ
シ
ニ
煙
ニ
ソ
ハ
ヌ
タ
ビ

ノ
カ
ナ
シ
サ

ト
。
此
ナ
ム
読
ケ
ル
モ
哀
也
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

 

（『
今
昔
』
24 

― 

40
）

　
『
世
継
』
第
四
十
話
は
『
後
拾
遺
集
』
五
四
一
・
五
四
二
番
歌
を
原
拠
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と
す
る
。
中
間
的
文
献
の
存
在
は
想
定
さ
れ
る
も
の
の
、『
後
拾
遺
集
』

か
ら
二
首
を
抜
き
出
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
、『
今
昔
』

で
は
二
つ
の
文
（
傍
線
部
）
が
挿
入
さ
れ
た
。
話
末
の
「
此
ナ
ム
読
ケ
ル

モ
哀
也
」
は
編
者
の
評
と
し
て
解
さ
れ
る
一
方
で
、
定
型
句
「
今
昔
～
ト

ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
に
挟
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
同
時
代
以
降
の

人
々
の
反
応
と
し
て
の
読
み
も
可
能
と
な
り
、
そ
れ
は
も
う
一
つ
の
挿
入

句
「
人
々
哀
レ
ニ
歎
キ
悲
ケ
ル
ニ
」
と
響
き
合
う
。
円
融
院
崩
御
に
際
し
、

周
囲
の
悲
し
み
の
中
で
詠
ま
れ
た
二
首
の
名
歌
が
、
人
々
に
よ
り
深
い
悲

し
み
と
感
動
を
与
え
た
と
い
う
物
語
性
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歌
を
説
話
化
す
る
営
み
を
持
つ
『
今
昔
』
と
対
比
す
る

と
、『
世
継
』『
古
本
』
は
中
間
的
な
段
階
に
位
置
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

物
語
性
の
高
い
歌
を
配
列
す
る
と
い
う
、
説
話
集
と
し
て
の
体
裁
を
持
つ

も
の
の
、
そ
の
中
身
に
手
を
加
え
て
一
つ
の
物
語
と
し
て
完
結
さ
せ
る
こ

と
は
せ
ず
、
和
歌
に
よ
っ
て
事
態
が
ど
う
展
開
し
た
の
か
を
語
ら
な
い
。

『
世
継
』
や
『
古
本
』
は
、
歌
そ
の
も
の
を
並
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

歌
集
と
、
歌
に
よ
る
物
語
を
並
べ
る
説
話
集
の
ど
ち
ら
に
も
区
分
で
き
な

い
、
歌
集
か
ら
説
話
集
へ
の
流
れ
の
中
途
に
あ
る
作
品
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
歌
集
と
説
話
集
を
繫
ぐ
役
割
は
、
歌
学
書
に
も

同
様
に
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
現
に
『
袋
草
子
』
や
『
俊
頼
髄
脳
』
は
説
話

集
に
多
く
の
和
歌
的
題
材
を
提
供
し
、
説
話
集
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
。

ま
さ
に
歌
集
か
ら
説
話
集
へ
の
流
れ
の
中
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
歌
学
書
と
和
歌
説
話
集
と
は
、
比
重
を
和
歌
に
置
く

か
説
話
に
置
く
か
と
い
う
点
で
明
確
に
弁
別
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
歌

学
書
に
お
い
て
説
話
は
、
和
歌
や
歌
人
と
い
う
最
も
重
要
な
存
在
を
解
き

明
か
す
た
め
の
手
段
と
し
て
存
在
す
る（
５
）。
い
か
に
物
語
性
豊
か
な
説
話
で

あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
和
歌
や
歌
人
へ
と
収
斂
し
て
い
く
。
し
か
し
和
歌

説
話
に
お
い
て
は
そ
れ
が
逆
転
す
る
。
和
歌
は
物
語
を
語
る
上
で
の
題
材

と
し
て
機
能
し
、
い
か
に
名
歌
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
説
話
内
の
一
要
素
に

過
ぎ
ず
、
眼
目
は
完
結
し
た
一
つ
の
物
語
全
体
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

和
歌
か
ら
説
話
が
派
生
す
る
と
い
う
『
今
昔
』
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ
る

の
で
あ
り
、『
世
継
』『
古
本
』
は
そ
の
前
段
階
で
留
ま
っ
て
い
る
状
態
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
歌
を
説
話
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
詞
書
を
増
幅
さ
せ
、
物
語

性
を
高
め
る
以
外
に
、
も
う
一
つ
の
方
法
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
同
一

人
物
の
歌
を
複
数
並
べ
て
一
話
を
構
成
す
る
手
法
で
あ
る
。
複
数
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
（
大
半
は
）
年
代
順
に
並
べ
る
こ
と
で
、
或
る
人
物
の
一
代
記

の
よ
う
な
説
話
が
完
成
す
る
。
詞
書
を
増
幅
さ
せ
る
手
法
に
は
あ
る
程
度

限
界
が
あ
る
が
、
こ
の
方
法
な
ら
ば
、
多
数
の
歌
を
入
手
で
き
れ
ば
一
つ

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
物
語
性
が
低
く
と
も
成
立
す
る
と
い
う
利
点
が
あ
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る
。

　

・　
　

恒
徳
公
の
服
ぬ
ぎ
侍
る
と
て 

藤
原
道
信

限
あ
れ
ば
け
ふ
ぬ
ぎ
す
て
つ
藤
衣
は
て
な
き
物
は
涙
な
り
け
り

 

（『
拾
遺
集
』
哀
傷
1293
）

　

・
今
は
昔
、
道
信
の
中
将
、
親
に
を
く
れ
て
、
ま
た
の
年
、
あ
は
れ
は

尽
き
せ
ね
ど
、
限
り
あ
れ
ば
、
服
脱
ぐ
と
て
、

限
り
あ
れ
ば
今
日
脱
ぎ
捨
て
つ
藤
袴
果
て
な
き
物
は
涙
な
り
け

り 

（『
古
本
』
上
32
）

　

・
今
昔
、
左
近
中
将
ニ
藤
原
道
信
ト
云
人
有
ケ
リ
。
法
住
寺
ノ
為
光
大

臣
ノ
子
也
。
一
条
院
ノ
御
時
ノ
殿
上
人
也
。
形
チ
・
有
様
ヨ
リ
始
テ
、

心
バ
ヘ
糸
可
咲
テ
、
和
歌
ヲ
ナ
ム
微
妙
ク
読
ケ
ル
。
未
ダ
若
カ
リ
ケ

ル
時
ニ
、
父
ノ
大
臣
失
給
ヒ
ニ
ケ
レ
バ
、
嘆
キ
悲
ム
ト
云
ヘ
ド
モ
、

甲
斐
無
ク
テ
墓
無
ク
過
テ
、
亦
ノ
年
ニ
成
タ
レ
バ
、
哀
ハ
尽
セ
ヌ
物

ナ
レ
ド
モ
、
限
有
レ
バ
、
服
除
ト
テ
、
道
信
中
将
此
ナ
ム
読
ケ
ル
、

カ
ギ
リ
ア
レ
バ
ケ
フ
ヌ
ギ
ス
テ
ツ
フ
ヂ
衣
ハ
テ
ナ
キ
モ
ノ
ハ
ナ

ミ
ダ
ナ
リ
ケ
リ

ト
云
テ
泣
ケ
ル
。
亦
此
ノ
中
将
、･･･

（
後
略
） （『
今
昔
』
24 

― 
38
）

　

例
え
ば
、『
拾
遺
集
』
一
二
九
三
番
歌
を
原
拠
と
す
る
『
古
本
』
上
巻

三
十
二
話
は
歌
集
か
ら
の
抜
き
書
き
の
よ
う
な
体
裁
を
持
つ
。
詞
書
が
多

少
詳
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
歌
か
ら
読
み
取
れ
る
詠
歌
状
況
を
説
明
し
た

内
容
で
あ
り
、
物
語
性
が
増
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
一
方
『
今
昔
』

で
は
、「
カ
ギ
リ
ア
レ
バ
」詠
に
続
き
、な
ん
と
十
九
首
も
の
歌
を
載
せ
る
。

一
首
一
首
に
は
簡
単
な
詞
書
程
度
の
文
章
し
か
付
さ
れ
な
い
が
、「
亦
、

此
ノ
中
将
」
と
い
う
定
型
句
で
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
繫
ぎ
、
さ
ら
に
、
冒
頭
に

て
詠
者
道
信
の
人
物
紹
介
を
加
え
る
こ
と
で
、
道
信
に
関
す
る
一
説
話
と

し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
依
拠
資
料
に
手
を
加
え
て
説
話
化
を
試
み
る
『
今
昔
』

の
編
纂
行
為
を
目
に
す
る
と
、『
世
継
』『
古
本
』
の
消
極
性
が
如
実
に
浮

か
び
上
が
る
の
だ
が
、『
世
継
』
や
『
古
本
』
に
も
同
様
に
、
複
数
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
並
べ
た
説
話
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の

う
ち
の
多
く
が
『
世
継
』
と
『
古
本
』
の
同
文
的
同
話
で
あ
る
の
で
、
両

書
が
依
拠
し
た
文
献
の
時
点
で
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
複
合
さ
せ
る
説
話
化
が
行

わ
れ
て
い
た
と
思
し
い
。
し
か
し
、
一
首
の
歌
と
詞
書
で
構
成
さ
れ
る
話

の
み
な
ら
ず
、
既
に
説
話
化
さ
れ
た
話
を
多
く
採
集
し
て
い
る
と
い
う
事

実
か
ら
は
、
歌
集
と
は
異
な
る
、
物
語
性
豊
か
な
作
品
へ
の
志
向
を
『
世

継
』
や
『
古
本
』
が
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
歌
集
で
は
な
く
説
話

集
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
も
、決
し
て
本
文
を
説
話
化
し
な
い『
世

継
』
や
『
古
本
』
は
、
和
歌
が
説
話
へ
と
変
容
す
る
中
途
過
程
の
実
態
を

留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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二
、
物
語
類
か
ら
説
話
へ

　
『
世
継
』
や
『
古
本
』
の
特
徴
と
し
て
は
、
前
節
で
述
べ
た
通
り
、
和

歌
か
ら
派
生
し
た
説
話
を
多
数
抱
え
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
一
方
で

『
栄
花
物
語
』『
枕
草
子
』
等
の
散
文
作
品
を
原
拠
と
す
る
説
話
も
多
く
見

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
説
話
が
派
生
す
る
場
合
、
自
ず
と
そ
の
方

法
は
和
歌
か
ら
の
派
生
と
は
異
な
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
短
い
詞
書
を

増
幅
さ
せ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
長
い
一
連
の
文
章
か
ら
ど
の
よ
う
に
必

要
な
要
素
を
切
り
出
す
か
、
そ
の
簡
略
化
の
方
法
が
問
題
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

 

・ 

御
仏
名
の
ま
た
の
日
、
地
獄
絵
の
御
屏
風
取
り
わ
た
し
て
、
宮
に
御

覧
ぜ
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
ゆ
ゆ
し
う
い
み
じ
き
事
限
り
な

し
。「
こ
れ
見
よ
、
こ
れ
見
よ
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ど
、
さ
ら
に
見
は

べ
ら
で
、
ゆ
ゆ
し
さ
に
こ
へ
や
に
隠
れ
臥
し
ぬ
。
雨
い
た
う
降
り
て
、

つ
れ
づ
れ
な
り
と
て
、
殿
上
人
、
上
の
御
局
に
召
し
て
、
御
遊
び
あ

り
。
道
方
の
少
納
言
、
琵
琶
、
い
と
め
で
た
し
。
済
政
、
箏
の
琴
、

行
義
、
笛
、
経
房
の
中
将
、
笙
の
笛
な
ど
、
お
も
し
ろ
し
。
ひ
と
わ

た
り
遊
び
て
琵
琶
弾
き
や
み
た
る
ほ
ど
に
、
大
納
言
殿
、「
琵
琶
、

声
や
ん
で
、
物
語
せ
む
と
す
る
事
お
そ
し
」
と
誦
し
た
ま
へ
り
し
に
、

隠
れ
臥
し
た
り
し
も
起
き
出
で
て
、「
な
ほ
罪
は
お
そ
ろ
し
け
れ
ど
、

物
の
め
で
た
さ
は
、
や
む
ま
じ
」
と
て
笑
は
る（
６
）。 

（『
枕
草
子
』
77
）
（
７
）　

 

・ 

一
條
院
の
御
時
、
御
佛
名
の
又
の
日
、
雨
い
み
じ
う
ふ
り
て
つ
れ

〴
〵
也
と
て
、
宮
の
方
に
て
御
あ
そ
び
有
け
り
。
み
ち
か
た
の
少
納

言
、
琵
琶
い
と
め
で
た
し
。
ま
さ
た
ゞ
の
琴
、
ゆ
き
よ
し
笛
、
つ
ね

ふ
さ
の
中
将
笙
。
一
わ
た
り
あ
そ
び
て
、
琵
琶
引
き
や
み
た
る
程
に
、

大
納
言
殿
、
琵
琶
こ
ゑ
や
む
で
物
語
せ
ん
と
を
そ
し
〳
〵
と
誦
じ
給

へ
り
。
い
み
じ
う
お
り
に
あ
ひ
た
る
に
、
み
ち
か
た
の
辨
ふ
と
か
き

あ
は
せ
た
る
、
い
み
じ
う
目
出
度
。
大
納
言
と
は
、
帥
の
内
の
大
殿

の
事
な
り
。 

（『
世
継
』
38
）

　
『
世
継
』
第
三
十
八
話
は
長
編
作
品
か
ら
の
説
話
化
の
手
法
が
分
か
り

や
す
く
表
れ
て
い
る
。
原
拠
は
『
枕
草
子
』
七
十
七
段
で
あ
り
、
仏
名
会

の
翌
日
の
地
獄
絵
照
覧
と
管
絃
遊
び
が
語
ら
れ
る
。
地
獄
絵
を
恐
れ
て
隠

れ
て
い
た
作
者
が
、
管
絃
遊
び
の
場
の
素
晴
ら
し
さ
に
誘
わ
れ
て
姿
を
現

し
て
笑
わ
れ
る
と
い
う
一
連
の
流
れ
が
『
枕
草
子
』
に
は
存
在
す
る
。
し

か
し
『
世
継
』
で
は
地
獄
絵
に
関
す
る
く
だ
り
（
傍
線
部
）
が
一
切
削
除

さ
れ
、
管
絃
遊
び
の
場
の
み
が
切
り
出
さ
れ
て
い
る
。
焦
点
を
当
て
る
べ

き
部
分
の
み
が
際
立
つ
よ
う
、
作
者
の
存
在
も
含
め
て
不
要
な
要
素
を
削

ぎ
落
と
し
て
い
く
操
作
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
抄
出
説
話
は
特
に
『
世
継
』
に
数
多
く
存
在
す
る
が
、
こ
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れ
ら
は
全
て
『
世
継
』
編
者
の
手
に
よ
ら
な
い
操
作
と
考
え
ら
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
散
文
作
品
か
ら
抄
出
さ
れ
た
『
世
継
』
説
話
の
中
に
は
、『
古
本
』

と
同
文
的
な
説
話
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。『
古
本
』
と
の
同
文
説
話

は
共
通
母
胎
資
料
を
踏
襲
し
、
そ
れ
以
外
は
『
世
継
』
編
者
が
原
拠
か
ら

切
り
出
し
た（
８
）と

考
え
る
の
は
や
は
り
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
確
認
し

た
通
り
、『
世
継
』は
依
拠
資
料
を
忠
実
に
踏
襲
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、『
世
継
』
と
『
古
本
』
に
は
、
右
の
波
線
部
の
よ
う
に
末
尾

に
登
場
人
物
の
説
明
を
付
加
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
種
の
説
明
は
冒

頭
の
登
場
場
面
に
て
行
う
と
い
う
方
法（
９
）も
確
か
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、定
型
的
に
話
末
に
て
説
明
を
付
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、『
世
継
』

編
者
が
物
語
内
部
に
決
し
て
手
を
加
え
よ
う
と
し
な
い
態
度
の
表
れ
で
あ

ろ
う
。
呼
称
を
変
え
る
こ
と
も
た
め
ら
う
編
者
）
（（
（

が
、
右
の
よ
う
に
大
胆
か

つ
巧
妙
な
抄
出
を
率
先
し
て
行
う
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
、『
世
継
』

が
依
拠
し
た
文
献
に
て
、
既
に
説
話
化
の
営
み
は
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え

る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

と
す
る
と
、
編
者
は
原
拠
を
直
接
参
看
せ
ず
、
中
間
的
文
献
を
通
し
て

説
話
を
享
受
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
事
実
、
そ
の
こ
と
を
示
唆

す
る
事
例
は
数
多
く
存
在
す
る
。例
え
ば
、『
世
継
』第
三
十
話
は
原
拠『
枕

草
子
』
二
五
六
・
二
五
七
段
と
比
較
す
る
と
異
同
が
激
し
い
。
現
存
す
る

『
世
継
』
写
本
・
版
本
が
ほ
ぼ
江
戸
期
の
物
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、

書
写
の
繰
り
返
し
に
よ
る
異
同
と
も
思
わ
れ
る
が
、「
扇
の
絵
の
こ
と
言

へ
」（
枕
草
子
）
と
い
う
台
詞
が
「
雪
の
こ
と
い
つ
か
」（
世
継
）
と
全
く

異
な
る
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
な
ど
は
、
転
写
と
い
う
理
由

で
は
説
明
が
で
き
な
い
。ま
た
、「
心
う
く
覚
ゆ
と
日
記
に
か
き
た
り
」（
４
）

と
い
う
、
原
拠
『
和
泉
式
部
日
記
』
を
参
看
し
た
か
の
よ
う
な
表
現
も
あ

る
が
、
こ
れ
は
同
話
に
も
存
在
し
、
出
典
を
踏
襲
し
た
も
の
と
思
し
い
。

他
に
も
『
栄
花
物
語
』
を
原
拠
と
し
な
が
ら
歌
の
異
同
や
詠
者
の
錯
簡
が

著
し
い
第
三
十
六
話
な
ど
、
同
様
の
例
は
散
見
す
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
原
拠
と
の
距
離
は
、
説
話
に
対
す
る
編
者
の
不
正
確
な

理
解
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

今
は
昔
、
村
上
の
先
帝
の
御
時
、
雪
の
い
と
た
か
う
降
た
り
け
る
を
、

や
う
き
に
も
ら
せ
給
て
、
梅
の
花
を
か
ざ
さ
せ
給
ひ
て
、
月
の
い
と

あ
か
き
に
、「
是
に
歌
よ
め
。
い
か
が
は
い
ふ
べ
き
」
と
兵
衛
の
蔵

人
に
給
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
、「
雪
の
花
」
と
奏
た
り
け
れ
ば･･･

（
中

略
）
同
人
、
殿
上
人
の
候
は
ざ
り
け
る
ほ
ど
、
炭
櫃
に
煙
た
ち
け
れ

ば
、「
何
と
ぞ
見
て
来
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

渡
つ
海
の
奥
に
こ
が
る
る
物
み
れ
ば
あ
ま
の
釣
し
て
帰
る
也
け

り

此
兵
衛
の
掾
、
た
そ
と
よ
名
を
知
ら
ず
。 

（『
世
継
』
18
）

　

右
の
原
拠
は
『
枕
草
子
』
一
七
五
段
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
の
流
れ
は
一
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致
す
る
が
、
解
釈
に
関
わ
る
重
要
な
違
い
が
二
点
存
在
す
る
。
ま
ず
、
前

半
で
の
兵
衛
蔵
人
の
返
答
は
、『
枕
草
子
』
で
は
「
雪
月
花
」
で
あ
る
と

い
う
点
。
雪
・
梅
・
月
と
い
う
三
つ
の
題
材
に
対
し
、
咄
嗟
に
和
歌
で
は

な
く
白
居
易
の
漢
詩
「
雪
月
花
の
時
最
も
君
を
憶
ふ
」
を
引
用
し
、
賞
賛

さ
れ
る
話
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
雪
の
花
」
と
な
っ
て
い
て
は
、
読
者
が

白
氏
文
集
を
想
起
す
る
こ
と
は
限
り
な
く
難
し
い
）
（（
（

。も
う
一
つ
の
違
い
は
、

『
枕
草
子
』
で
は
「
渡
つ
海
」
詠
の
直
後
に
「
蛙
の
と
び
入
り
て
焼
く
る

な
り
け
り
」
と
い
う
注
釈
的
一
文
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
当
該
歌
が
、
炭
櫃
の
煙
は
蛙
が
焦
げ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
即
興
的
な

返
答
と
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
『
世
継
』
か
ら
こ
の

解
釈
に
辿
り
着
く
こ
と
は
至
難
の
業
で
は
な
か
ろ
う
か
。
表
面
的
な
解
釈

し
か
で
き
ず
、
ひ
ど
く
読
者
を
混
乱
さ
せ
た
も
の
と
思
し
い
。

　
『
世
継
』
編
者
が
接
し
た
文
献
は
お
そ
ら
く
『
枕
草
子
』
の
抜
粋
本
の

よ
う
な
書
物
で
あ
り
、
抜
粋
し
た
人
物
は
漢
詩
や
和
歌
の
意
味
が
分
か
り

き
っ
て
お
り
、
そ
の
注
釈
を
省
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
見
た

『
世
継
』
編
者
は
、「
雪
の
花
」
や
「
渡
つ
海
」
詠
が
何
を
意
味
し
て
い
る

か
理
解
で
き
ぬ
ま
ま
、
自
ら
の
解
釈
を
加
え
る
こ
と
な
く
資
料
通
り
に
提

示
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
『
世
継
』
の
説
話
は
誤
解
や
異

な
る
解
釈
を
産
み
う
る
説
話
と
な
っ
た
。
原
拠
へ
の
無
知
・
無
理
解
が
説

話
を
変
容
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

さ
ら
に
、『
世
継
』
内
に
は
、
既
に
解
釈
が
変
容
し
て
し
ま
っ
た
説
話

も
存
在
す
る
。

 

・ 

今
は
昔
、
よ
し
ち
か
の
中
納
言
と
は
花
山
院
の
御
叔
父
に
お
は
す
。

御
門
出
家
せ
さ
せ
給
て
、
飯
室
と
い
ふ
所
に
ぞ
お
は
し
ま
す
。
坊
の

前
の
櫻
、
い
と
面
白
か
り
け
れ
ば
、
ひ
と
り
ご
ち
給
け
る
。

み
し
人
の
忘
の
み
行
山
里
に
心
な
が
く
も
き
た
る
春
か
な

ひ
さ
し
く
あ
り
て
ぞ
、
も
り
き
こ
え
た
り
け
る
。 

（『
世
継
』
14
）

　

右
の
原
拠
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
義
懐
の
飯
室
移
住
を
語
る
場
面
に
「
飯

室
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
住
み
給
ひ
て
、
い
み
じ
く
世
の
な
か
あ
ら
ま
ほ
し

う
、
出
家
の
本
意
は
か
く
こ
そ
と
見
え
て
ゐ
た
ま
へ
り
」
と
い
う
一
文
が

あ
る
。こ
の
よ
う
な
出
家
生
活
へ
の
充
足
感
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
み
し
人
」
詠
は
充
実
し
た
出
家
生
活
に
対
す
る
満
足
感
と
一
抹
の
寂
し

さ
と
い
う
理
解
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
こ
の
一
文
が
存
在
せ
ず
、
か
つ

飯
室
移
住
が
出
家
に
よ
る
も
の
と
限
定
も
で
き
な
い
『
世
継
』
で
は
、
単

な
る
閑
居
の
寂
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
と
理
解
す
る
ほ
か
な
く
、
よ
り
孤
独
感

の
強
い
捉
え
方
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
第
四
十
五
話
に
は
道
長
に
対
す
る
忠
命
と
公
任
の
哀
悼
歌
が
載

る
が
、
実
は
原
拠
『
栄
花
物
語
』
の
公
任
詠
は
、
道
長
と
ほ
ぼ
同
時
に
亡

く
な
っ
た
行
成
に
対
す
る
哀
悼
歌
で
あ
っ
た
）
（（
（

。

　

こ
れ
ら
は
編
者
が
意
図
し
た
説
話
変
容
で
は
な
く
、
原
拠
に
接
し
得
な
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か
っ
た
た
め
に
生
ま
れ
た
誤
解
と
考
え
ら
れ
る
。
原
拠
の
全
体
的
な
流
れ

や
、
切
り
出
し
た
説
話
の
前
後
の
文
脈
を
知
り
得
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

説
話
解
釈
が
変
容
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
究
極
的
に
は
、
結
末

が
消
失
し
た
不
完
全
な
形
態
の
も
の
ま
で
も
誕
生
し
）
（（
（

、
あ
ら
ゆ
る
結
末
を

想
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
不
整
合
が
あ
っ
て
も
内
容
に
理
解
が
及
ば
な
く
と
も
、

決
し
て
自
ら
の
解
釈
を
挟
ま
ず
依
拠
資
料
通
り
に
提
示
す
る
『
世
継
』
の

手
法
は
、
誤
解
を
含
む
様
々
な
解
釈
の
可
能
性
を
読
者
に
与
え
、
そ
れ
が

説
話
変
容
の
契
機
と
な
り
、
人
名
の
混
合
や
新
た
な
結
末
の
創
造
を
産
ん

で
い
く
。
古
態
性
の
高
い
説
話
を
書
き
留
め
た
第
五
十
話
が
博
雅
・
蝉
丸

伝
承
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
に
）
（（
（

、『
世
継
』
と
い
う
作
品
は
、
物
語
類

か
ら
一
つ
の
説
話
が
生
み
出
さ
れ
、
変
容
し
、
発
展
・
複
雑
化
し
て
い
く

過
程
の
中
程
に
位
置
し
、
変
容
の
契
機
と
な
っ
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

三
、『
世
継
物
語
』
の
生
成

　

歌
集
や
物
語
類
か
ら
説
話
集
へ
と
変
容
す
る
中
間
的
地
点
に
立
つ
『
世

継
』
や
『
古
本
』
は
、
編
者
の
積
極
的
関
与
の
意
思
が
弱
い
だ
け
に
、
説

話
生
成
の
過
程
を
窺
う
上
で
格
好
の
作
品
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
両
書

は
決
し
て
没
個
性
の
作
品
で
は
な
い
。
両
書
間
に
同
話
を
多
数
有
し
な
が

ら
も
、
全
く
別
の
作
品
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
非
常
に
近
接
し
た
作
品

で
あ
る
が
故
に
、両
書
の
説
話
選
択
や
配
列
の
違
い
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
し
た
も
の
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。

　

こ
の
二
作
品
の
う
ち
、編
纂
方
針
の
研
究
が
よ
り
進
ん
で
い
る
の
は『
古

本
』
で
あ
ろ
う
。『
古
本
』
は
上
巻
に
和
歌
説
話
、
下
巻
に
仏
教
説
話
と

い
う
構
成
を
持
ち
、
上
巻
の
説
話
に
関
し
て
は
、「
三
十
六
歌
仙
」「
中
古

三
十
六
歌
仙
」
の
人
物
や
、
秀
歌
撰
の
歌
と
多
く
重
な
る
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
）
（（
（

。

　

一
方
、『
世
継
』
の
編
纂
方
針
や
配
列
意
図
は
『
古
本
』
ほ
ど
明
ら
か

に
な
っ
て
い
な
い
。『
古
本
』
上
巻
と
は
異
な
り
、『
世
継
』
に
は
和
歌
以

外
の
説
話
が
混
在
す
る
が
故
に
、
歌
人
と
は
呼
べ
な
い
人
物
を
数
多
く
抱

え
込
み
、
全
体
を
通
し
て
の
傾
向
や
配
列
意
図
が
つ
か
み
に
く
く
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
未
だ
課
題
が
多
く
残
る
『
世
継
』
を
取
り
上

げ
、
そ
の
「
個
性
」
を
掬
い
上
げ
て
み
た
い
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
初
め
に
『
世
継
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

き
た
い
。『
世
継
』
に
は
「
白
河
院
」
と
い
う
諡
号
が
存
在
す
る
点
、
ま

た
そ
の
白
河
院
に
つ
い
て
伊
勢
大
輔
の
曾
孫
と
す
る
誤
伝
が
生
じ
て
い
る

点
を
ふ
ま
え
、
白
河
院
崩
御
の
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
か
ら
様
々
な
伝
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承
が
生
じ
る
程
度
の
年
月
が
経
過
し
た
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ

る
）
（（
（

。
た
だ
し
、
説
話
内
の
時
代
が
平
安
後
期
で
止
ま
っ
て
い
る
点
や
鎌
倉

期
の
説
話
集
を
典
拠
と
し
な
い
点
を
鑑
み
れ
ば
、『
世
継
』
の
享
受
が
鎌

倉
期
に
確
認
さ
れ
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
室
町
ま
で
成
立
を
下
ら
せ
る
必

要
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
第
五
十
二
話
で
は
陽
成
院
の
言
動
を
武
烈
帝

に
擬
え
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
類
似
的
把
握
は
、
管
見
の
限
り
『
愚

管
抄
』（
巻
三
「
昔
ノ
武
烈
天
皇
ノ
ゴ
ト
ク
ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ズ
ア
サ
マ
シ
ク

オ
ハ
シ
マ
シ
ケ
レ
バ
」）
に
初
め
て
見
出
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
世
継
』

の
成
立
が
早
く
て
も
鎌
倉
前
期
頃
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
成
立
事
情
を
ふ
ま
え
て
、説
話
内
容
に
目
を
向
け
、『
世
継
』

の
世
界
を
窺
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、『
古
本
』
と
『
世
継
』
を
比
較
し
た
際
、

『
世
継
』
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
仏
教
性
の
排
除
だ
ろ

う
。『
古
本
』
は
下
巻
に
仏
教
的
世
界
を
確
保
し
て
い
る
）
（（
（

上
に
、
上
巻
の

和
歌
説
話
に
も
仏
教
的
色
彩
を
強
く
持
っ
た
説
話
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
）
（（
（

。
一
方
、『
世
継
』
は
鎌
倉
期
と
い
う
仏
教
全
盛
期
と
も
言
え
る
時
代

状
況
に
反
し
て
、
全
編
一
貫
し
て
仏
教
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
扱
わ
な

い
。

　

例
え
ば
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
第
十
四
話
で
は
、
義
懐
の
閑
居
で
の
寂

し
さ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
一
方
、
出
家
生
活
へ
の
充
足
感
が
削
ぎ
落
と
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
第
三
十
八
話
で
も
、
地
獄
絵
と
い
う
宗
教
的
な
話
題

が
削
除
さ
れ
、
管
絃
の
遊
び
に
焦
点
を
絞
っ
た
説
話
形
成
が
な
さ
れ
て
い

た
。

　

さ
ら
に
、
よ
り
特
徴
的
な
例
と
し
て
第
四
十
四
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本

話
に
は
出
家
後
の
道
長
と
尼
と
の
交
流
が
描
か
れ
、
二
人
の
尼
の
詠
歌
と

阿
闍
梨
の
返
歌
が
載
る
。
僧
や
尼
と
い
う
宗
教
性
は
存
在
す
る
も
の
の
、

話
の
主
眼
は
彼
ら
の
和
歌
に
あ
る
。
特
に
二
人
目
の
尼
は
出
自
の
高
さ
が

仄
め
か
さ
れ
、
尼
が
名
歌
を
詠
む
と
い
う
意
外
性
に
焦
点
が
あ
る
。
し
か

し
、
一
方
で
原
拠
の
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
尼
は
名
歌
人
と
し
て
で
は
な

く
、
仏
教
者
と
し
て
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

僧
達
、「
こ
の
尼
君
は
、
現
世
後
生
め
で
た
き
尼
な
り
。
い
ま
は
説

経
の
所
の
座
居
な
ど
も
、
御
堂
の
尼
と
い
ひ
て
、
所
え
て
こ
そ
あ
な

れ
」
と
申
す
。 

（『
栄
花
物
語
』「
玉
の
台
」）

こ
の
評
価
は
尼
の
「
あ
さ
ま
だ
き
」
詠
に
直
接
対
応
す
る
も
の
で
は
な
く
、

主
に
「
初
め
の
年
よ
り
か
く
花
を
持
ち
て
参
る
」
と
い
う
善
行
に
対
す
る

評
価
で
あ
る
。
何
よ
り
『
栄
花
物
語
』
の
当
該
箇
所
で
は
、
法
成
寺
に
参

詣
す
る
多
数
の
尼
の
中
で
一
際
優
れ
た
善
行
を
積
む
人
物
と
し
て
こ
の
尼

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
信
仰
心
が
主
眼
と
な
っ
て
い
る
『
栄

花
物
語
』
の
逸
話
が
、『
世
継
』
で
は
宗
教
者
に
よ
る
和
歌
説
話
へ
と
変

容
し
、
仏
教
的
要
素
が
薄
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
操
作
が
編
者
の
手
に
よ
ら
な
い
こ
と
は
確
認
し
て
き
た
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通
り
で
あ
る
が
、『
世
継
』
内
に
並
べ
ら
れ
た
説
話
を
見
れ
ば
、
編
者
が

仏
教
色
の
薄
い
説
話
ば
か
り
を
採
集
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

加
え
て
、『
世
継
』
編
者
に
は
仏
教
的
知
識
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
例
も
存
在
す
る
。

今
は
昔
、
御
堂
失
せ
お
は
し
ま
し
て
、
御
葬
送
の
夜
、
忠
命
内
供
と

言
ひ
け
る
人
、

煙
た
え
雪
降
り
つ
も
る
鳥
辺
野
は
鶴
の
は
や
し
の
心
地
こ
そ
す

れ

か
の
上
人
の
ほ
ど
を
詠
み
た
る
な
る
べ
し
。 

（『
世
継
』
45
）

　

第
四
十
五
話
の
和
歌
は
、
釈
尊
入
滅
の
際
に
沙
羅
双
樹
の
林
が
鶴
の
よ

う
に
白
く
染
ま
っ
た
と
い
う
、
涅
槃
経
の
故
事
に
擬
え
た
著
名
な
和
歌
で

あ
り
、
原
拠
『
栄
花
物
語
』
で
は
巻
名
「
鶴
の
林
」
の
基
と
も
な
っ
て
い

る
。
こ
の
注
釈
と
し
て
、『
栄
花
物
語
』
で
は
「
か
の
娑
羅
林
の
涅
槃
の

ほ
ど
を
詠
み
た
る
な
る
べ
し
）
（（
（

」
と
あ
る
が
、『
世
継
』
で
は
「
か
の
上
人

の
ほ
ど
」
と
な
っ
て
い
る
。
転
写
に
よ
っ
て
「
涅
槃
」
が
抜
け
落
ち
る
理

由
は
見
い
だ
し
に
く
く
、『
世
継
』
成
立
の
段
階
で
こ
の
形
で
あ
っ
た
と

考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、「
か
の
上
人
」
と
い
う
表
現
で
釈
尊
を

指
す
用
例
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
編
者
に
鶴
林
の
知
識
が

あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
使
用
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
く

釈
尊
入
滅
に
な
ぞ
ら
え
た
和
歌
で
あ
る
こ
と
を
、
編
者
も
見
抜
け
な
か
っ

た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
五
千
人
の
増
上
慢
が
釈
尊
の
説
法
を
聴
か
ず
座
を
立
っ
た
と

い
う
、
法
華
経
・
方
便
品
の
故
事
に
基
づ
く
逸
話
が
第
三
十
三
話
に
語
ら

れ
る
が
、
そ
こ
で
も
肝
心
の
「
五
千
人
」
と
い
う
鍵
語
が
「
五
十
人
」
と

な
っ
て
お
り
、
編
者
の
理
解
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、『
世
継
』
が
中
心
的
題
材
と
し
て
選
び
と
っ
た
も
の
は
、

仏
教
で
は
な
く
何
だ
っ
た
の
か
。『
世
継
』
全
五
十
六
話
の
う
ち
、『
古
本
』

上
巻
と
は
異
な
り
、
和
歌
を
含
ま
な
い
計
十
六
話
の
説
話
が
取
り
上
げ
た

題
材
は
、
漢
詩
、
管
絃
、
香
、
物
語
、
夢
解
き
、
物
言
い
、
耳
聡
さ
等
で

あ
る
。
こ
の
王
朝
文
化
的
と
も
言
え
る
題
材
選
択
か
ら
は
『
世
継
』
の
志

向
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
大
蔵
卿
ま
さ
み
つ
と
言
ひ
け
る
人
は
耳
と
き
人
。
ま
こ
と
に
、

蚊
の
ま
つ
げ
の
落
ち
ん
も
聞
き
つ
け
つ
べ
う
ぞ
有
け
る
。
宮
の
御
方

に
て
、
時
の
大
殿
の
新
中
納
言
、「
ゆ
き
の
こ
と
い
つ
か
」
と
女
房

達
に
さ
さ
や
け
ば
、「
あ
の
君
の
立
ち
給
な
ん
か
」
と
耳
に
さ
し
あ

て
て
言
ふ
を
え
聞
き
つ
け
で
、「
何
か
〳
〵
」
と
お
ぼ
め
く
。
ま
さ

み
つ
遠
く
居
て
、「
憎
し
。
さ
の
た
ま
は
す
。
今
日
は
立
た
じ
」
と

の
給
け
ん
こ
そ
、
浅
ま
し
う
も
お
か
し
う
も
思
さ
れ
け
り
。

 

（『
世
継
』
30
）

　

例
え
ば
『
世
継
』
第
三
十
話
は
、
二
人
の
耳
聡
い
人
物
を
並
列
し
た
説
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話
で
あ
り
、
原
拠
は
『
枕
草
子
』
二
五
六
・
二
五
七
段
で
あ
る
。
耳
打
ち

の
内
容
を
遠
く
に
居
た
正
光
が
聞
き
と
っ
て
し
ま
い
、
嫌
が
ら
せ
の
よ
う

な
反
応
を
し
た
こ
と
に
対
し
、『
枕
草
子
』
で
は
「
い
か
で
聞
き
つ
け
た

ま
ふ
ら
む
と
あ
さ
ま
し
か
り
し
か
」
と
い
う
、
驚
嘆
と
も
嫌
悪
と
も
つ
か

ぬ
感
想
を
記
し
て
い
る
。
清
少
納
言
に
と
っ
て
は
、
内
緒
話
を
埒
外
に
い

る
正
光
に
都
合
悪
く
聞
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、「
あ
さ
ま
し
」
と

や
や
否
定
的
に
記
す
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
世
継
』
で
は
「
浅

ま
し
う
も
お
か
し
う
も
思
さ
れ
け
り
」
と
い
う
、
よ
り
肯
定
的
な
反
応
が

加
わ
っ
て
い
る
。「
思
さ
る
」
の
主
体
は
特
定
し
が
た
い
が
、
本
話
が
正

光
の
聴
力
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ

よ
う
。

　

こ
の
例
か
ら
、『
世
継
』
が
作
品
内
に
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
、
王
朝

文
化
の
様
々
な
分
野
で
活
躍
し
た
人
物
、
文
化
的
「
列
伝
」
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
和
歌
や
漢
詩
、
管
絃
に
優
れ
た
人
物
だ
け
で
は
な
い
。
優

れ
た
物
語
を
創
作
し
た
紫
式
部
、
的
確
に
夢
を
解
い
た
隆
佐
三
位
、
上
手

に
香
を
薫
い
た
斉
信
、
機
知
に
富
ん
だ
物
言
い
で
感
嘆
や
笑
い
を
引
き
起

こ
す
清
少
納
言
や
方
弘
。
さ
ら
に
、
小
さ
な
声
を
聞
き
分
け
る
忠
信
や
正

光
な
ど
、
彼
ら
全
員
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
文
化
人
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
化
へ
の
興
味
は
徐
々
に
周
縁
的
な
も
の
へ
と

派
生
し
て
い
く
。『
世
継
』
の
説
話
配
列
は
年
代
順
で
は
な
く
、
ま
た
身

分
の
高
低
も
関
係
な
い
。
原
拠
ご
と
に
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
が
、
原
拠
を
異
に
す
る
説
話
が
複
雑
に
絡
み
合
う
箇
所
も
あ
り
、
そ
の

配
列
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、『
世
継
』
が

王
朝
文
化
的
な
世
界
を
志
向
し
て
お
り
、
多
種
の
文
化
ジ
ャ
ン
ル
を
混
合

さ
せ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
視
点
に
立
脚
し
て
全
体
を
眺
め
て
み
る

と
、
題
材
が
文
化
の
中
心
か
ら
周
縁
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
。

　

ま
ず
、
第
一
～
二
十
話
ま
で
は
王
朝
文
化
の
中
心
と
も
い
う
べ
き
和
歌
）
（（
（

説
話
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
に
も
和
歌
説
話
は
散
在
す
る
が
、

巻
頭
に
ま
と
め
て
置
か
れ
た
点
は
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
。
続
い
て
、
漢

詩
や
香
、
物
語
と
い
っ
た
題
材
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
、
宮
中
の
雰
囲

気
を
色
濃
く
留
め
た
よ
う
な
、
機
知
に
富
ん
だ
物
言
い
説
話
が
随
所
に
挟

み
込
ま
れ
て
い
る
。
後
半
に
は
管
絃
や
夢
解
き
に
関
す
る
逸
話
が
並
び
、

建
築
に
明
る
か
っ
た
桓
武
天
皇
説
話
な
ど
、
工
匠
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の

ま
で
も
現
れ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
皇
族
貴
族
の
恋
愛
を
扱
っ
た
末

尾
の
長
編
話
群
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

　

第
五
十
三
～
五
十
六
話
の
長
編
の
恋
愛
説
話
群
）
（（
（

は
『
古
本
』
と
異
な
る

『
世
継
』
の
特
徴
と
言
え
る
。
鷹
狩
り
を
契
機
に
出
会
っ
た
男
女
が
長
い

別
離
の
末
に
再
び
結
ば
れ
る
第
五
十
三
話
、
平
仲
が
偏
狂
的
な
ま
で
に
女
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性
に
恋
す
る
第
五
十
五
話
、
人
妻
を
夫
の
目
の
前
で
奪
い
取
っ
て
い
く
第

五
十
六
話
な
ど
、
劇
的
な
物
語
性
と
圧
倒
的
な
表
現
力
を
持
つ
こ
れ
ら
の

説
話
は
、
歌
集
の
抜
き
書
き
の
よ
う
な
前
半
部
に
比
し
て
評
価
が
高
い
。

た
だ
し
、
当
該
話
群
全
て
の
同
文
的
同
話
が
『
今
昔
』
に
存
在
し
て
お
り
、

こ
の
評
価
は
依
拠
資
料
の
選
択
に
起
因
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
長
編
説
話
を
選
び
取
る
点
に
、
物
語
性
豊
か
な
作
品
で

あ
る
こ
と
へ
の
、『
世
継
』
の
確
か
な
欲
求
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

恋
愛
と
い
う
テ
ー
マ
は
既
に
多
く
の
和
歌
説
話
の
中
で
必
然
的
に
表
現

さ
れ
て
お
り
、
わ
ざ
わ
ざ
別
立
て
し
て
扱
う
必
要
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

何
よ
り
王
朝
文
化
の
一
種
と
し
て
、
和
歌
や
漢
詩
と
同
列
に
恋
愛
を
分
類

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
該
話
群
を
全
体
構
成
か
ら
の
制
約
が
弱
ま
る

最
末
尾
に
配
置
し
た
点
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
分
類
の
欠
陥
に
編
者
が
自

覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
。
王
朝
文
化
の
中
で
こ
そ
繰
り
広
げ

ら
れ
得
た
物
語
と
し
て
、
あ
く
ま
で
王
朝
世
界
の
枠
組
み
内
に
収
ま
る
も

の
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
、
最
も
周
縁
的
な
場
所
に
置
く
こ
と
で
、
何
と

か
構
成
の
瑕
疵
を
取
り
繕
お
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
全
体
構
成

を
危
う
く
し
て
ま
で
も
、
こ
の
よ
う
な
説
話
を
選
び
取
っ
た
点
に
、『
世

継
』
編
者
の
強
い
物
語
志
向
が
読
み
取
れ
る
。
自
ら
は
決
し
て
依
拠
資
料

を
変
容
さ
せ
ず
と
も
、
既
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
物
語

性
の
高
い
説
話
を
採
集
す
る
と
い
う
、
第
一
節
で
確
認
し
た
説
話
受
容
態

度
が
、こ
の
最
末
尾
の
話
群
に
最
も
極
端
な
形
で
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
王
朝
文
化
を
体
現
す
る
和
歌
か
ら
始
ま
り
、
漢

詩
や
物
語
、
管
絃
と
い
っ
た
文
化
を
彩
る
要
素
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、
緩

や
か
に
周
縁
へ
と
広
が
っ
て
い
く
構
成
を
と
り
つ
つ
も
、『
世
継
』
は
最

後
ま
で
王
朝
世
界
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
『
世
継
』

に
と
っ
て
、
仏
教
は
決
し
て
王
朝
文
化
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な

く
、
極
力
除
外
す
る
べ
き
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
仏

教
と
世
俗
を
渾
然
一
体
に
描
き
出
し
た
同
時
代
の
『
宇
治
拾
遺
』
と
は
異

な
る
世
界
観
で
あ
り
、
む
し
ろ
仏
法
部
と
非
仏
法
部
を
明
確
に
分
断
し
た

院
政
期
の
『
今
昔
』
に
通
じ
る
だ
ろ
う
。
特
に
巻
二
十
四
は
文
化
的
「
列

伝
」
に
相
当
し
て
お
り
）
（（
（

、『
世
継
』
と
非
常
に
酷
似
し
た
世
界
観
が
注
目

さ
れ
る
。
た
だ
し
『
今
昔
』
の
非
仏
法
世
界
は
政
治
家
や
武
士
、
霊
鬼
を

も
含
み
込
む
広
が
り
が
あ
り
、『
世
継
』
は
そ
の
中
の
王
朝
文
化
に
限
定

し
た
世
界
を
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
『
世
継
』
は
武
士
が
政
権
を
握
っ
た
時
代
に
成
立
し
な
が
ら
、
興
隆
す

る
仏
教
や
動
乱
の
香
り
を
一
切
漂
わ
せ
ず
、
雅
や
か
な
平
安
王
朝
の
文
化

空
間
を
憧
れ
の
ま
な
ざ
し
を
以
て
再
構
築
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
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観
は
、『
無
名
草
子
』
の
中
で
批
評
さ
れ
る
王
朝
物
語
や
女
房
た
ち
の
世

界
と
通
底
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
現
に
、『
世
継
』
と
『
無
名
草
子
』
は
計

七
話
の
同
類
話
を
抱
え
、
同
文
性
は
低
い
も
の
の
、
同
時
代
に
類
話
を
見

な
い
共
通
話
（
29
）
を
有
す
る
な
ど
、
成
立
圏
の
近
し
さ
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、
王
朝
物
語
の
和
歌
を
抄
出
し
た
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
や
『
風
葉

和
歌
集
』
な
ど
、
王
朝
文
化
を
憧
憬
す
る
鎌
倉
前
期
の
風
潮
に
『
世
継
』

は
決
し
て
逆
ら
わ
な
い
。
あ
る
種
、
平
安
王
朝
期
が
権
威
化
さ
れ
て
い
く

時
代
の
流
れ
の
中
で
誕
生
し
た
作
品
と
も
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
世
継
』と
こ
れ
ら
の
同
時
代
作
品
と
の
最
大
の
違
い
は
、『
世

継
』
が
決
し
て
作
り
物
語
に
依
拠
し
な
い
点
に
あ
る
。
前
述
の
『
物
語
二

百
番
歌
合
』
等
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、『
無
名
草
子
』
も
『
源
氏
物
語
』

の
詳
細
な
評
論
を
皮
切
り
に
、『
狭
衣
物
語
』
や
『
夜
の
寝
覚
』
と
い
っ

た
数
々
の
作
り
物
語
を
対
象
と
し
て
評
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
作
り
物

語
は
王
朝
文
化
の
代
名
詞
と
言
え
る
ほ
ど
、
大
き
な
一
角
を
占
め
て
い
た

の
で
あ
る
。
一
方
で
『
世
継
』
が
採
集
し
た
の
は
、『
大
和
物
語
』）

（（
（

『
栄
花

物
語
』『
枕
草
子
』
等
の
現
実
を
記
し
た
作
品
か
ら
生
ま
れ
た
説
話
や
、

実
在
歌
人
の
逸
話
ば
か
り
で
あ
る
。
平
安
王
朝
期
に
実
在
し
た
人
物
の
出

来
事
で
あ
る
こ
と
が
、
入
集
の
大
前
提
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
り

物
語
を
縦
横
無
尽
に
使
い
な
が
ら
女
房
に
教
訓
を
伝
え
た
『
無
名
草

子
』）

（（
（

と
は
異
な
り
、『
世
継
』
は
現
実
世
界
の
枠
組
み
の
中
で
事
実
譚
を

記
し
な
が
ら
、
王
朝
文
化
の
理
想
的
実
態
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
採
集
説
話
が
非
常
に
著
名
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る

）
（（
（

こ
と
を
ふ
ま
え
れ

ば
、
王
朝
知
識
を
さ
ほ
ど
持
た
な
い
子
女
に
向
け
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
が
、『
世
継
』
は
決
し
て
教
訓
書
で
は
な
く
、
正
し
い
知

識
を
授
与
す
る
た
め
に
編
ま
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
（（
（

。
だ
か

ら
こ
そ
、
積
極
的
な
説
話
改
変
を
行
わ
ず
、
依
拠
資
料
通
り
の
「
正
確
な
」

説
話
提
示
を
行
っ
た
も
の
と
思
し
い
。決
し
て
創
造
的
作
品
に
依
拠
せ
ず
、

事
実
譚
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
以
上
、
そ
の
素
材
を
自
ら
の
意
思
で

改
変
し
て
い
く
創
作
的
行
為
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

そ
の
誤
り
の
多
さ
や
文
意
不
通
箇
所
の
多
さ
は
、
転
写
の
繰
り
返
し
と
い

う
原
因
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
。
何
よ
り
、
勅
撰
集
歌
に
対
し
て
も

多
く
の
歌
句
異
同
や
詠
者
の
誤
り
が
存
在
す
る
点
は
、
六
条
家
関
連
の
書

物
と
す
る
説
）
（（
（

に
疑
問
を
抱
か
せ
る
。
原
拠
に
直
接
接
し
得
な
か
っ
た
こ
と

を
鑑
み
て
も
、
よ
り
学
識
に
乏
し
い
成
立
環
境
を
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
実
へ
の
追
求
心
の
一
方
で
、
編
者
が
同
時
に

抱
え
て
い
た
劇
的
な
物
語
へ
の
強
い
志
向
が
、
物
語
性
の
高
い
歌
の
選
択

や
末
尾
の
長
編
説
話
群
の
採
集
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
こ
の
志
向
は
若
い

読
者
の
興
味
を
引
き
出
す
と
い
う
目
的
に
拠
る
も
の
と
も
、
説
話
集
の
編

者
と
し
て
の
生
来
的
な
興
味
に
起
因
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
事
実
で
あ
り
、
か
つ
奇
異
で
あ
る
「
説
話
文
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
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意
識
は
近
代
に
設
定
さ
れ
た
概
念
で
は
あ
る
が
）
（（
（

、『
世
継
』に
は
ま
さ
し
く
、

こ
の
「
説
話
文
学
」
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
営
み
が
読
み
取
れ
る
。
説
話

変
容
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
説
話
集
の
一
歩
手
前
で
踏
み
と
ど
ま
っ
て

い
る
よ
う
な
『
世
継
』
は
、
相
対
す
る
欲
求
の
相
克
の
結
果
、
物
語
性
豊

か
な
作
品
へ
の
憧
憬
を
、「
正
確
な
」
作
品
で
あ
る
こ
と
へ
の
執
着
が
僅

か
に
上
回
っ
た
が
故
に
誕
生
し
た
作
品
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

注（１
） 

小
林
忠
雄
「
世
継
物
語
・
宇
治
大
納
言
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
国
語
国
文
』

25 

― 

6
、
一
九
五
七
・
六
）、
河
内
山
清
彦
「
世
継
物
語
と
古
本
説
話
集
と
」（『
言

語
と
文
芸
』
43
、
一
九
六
五
・
一
一
）、
新
間
水
緒
「
古
本
説
話
集
上
巻
に
つ
い
て
」

（『
大
谷
大
学
文
芸
論
叢
』
41
、
一
九
九
三
・
九
）
等
。

（
２
） 

高
橋
貢
「
世
継
物
語
と
そ
れ
に
関
係
す
る
説
話
集
に
つ
い
て
」（『
古
典
遺
産
』

4
、
一
九
五
八
・
六
）、
野
口
博
久
「『
世
継
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
」（『
馬

淵
和
夫
博
士
退
官
記
念
説
話
文
学
論
集
』
一
九
八
一
・
七
）、
斎
藤
史
生
「『
世
継

物
語
』
試
論
」（『
国
文
学
研
究
叢
書
』
6
、
一
九
九
〇
・
四
）、
田
中
徳
定
「
梅

沢
本
古
本
説
話
集
・
世
継
物
語
」（『
説
話
集
の
世
界
』
Ⅰ
、
一
九
九
二
）
等
。

（
３
） 『
世
継
』
第
五
十
五
話
と
の
同
話
を
持
つ
『
今
昔
』
巻
三
十
第
一
話
で
は
「
み
あ

れ
の
宣
旨
」
の
名
は
見
え
ず
、
こ
の
呼
称
が
『
世
継
』
第
四
話
の
脱
文
に
起
因
す

る
編
者
の
誤
解
に
よ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
４
） 

と
り
わ
け
『
世
継
』
に
は
恋
歌
や
哀
傷
歌
が
多
い
と
い
う
諸
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
時
代
の
反
映
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
四
季
の
歌
が
物
語
性
に
乏
し

く
、
説
話
と
し
て
成
立
し
に
く
い
と
い
う
事
情
に
も
拠
る
だ
ろ
う
。
な
お
、『
世
継
』

『
古
本
』
に
お
い
て
詠
者
の
誤
り
や
細
か
な
歌
の
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

両
書
が
依
拠
し
た
資
料
は
何
度
か
の
転
写
を
経
た
抜
粋
本
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
。

（
５
） 

例
え
ば
『
袋
草
子
』
に
は
『
世
継
』
第
十
四
話
の
同
話
が
載
る
が
、
詠
者
義
懐
の

出
家
の
経
緯
に
つ
い
て
細
か
く
語
る
点
が
『
袋
草
子
』
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
記

述
は
そ
れ
だ
け
で
物
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
末
尾
の
和
歌
へ

の
深
い
理
解
を
助
け
る
解
説
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

（
６
） 

能
因
本
で
は
こ
の
後
に
「
御
声
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
る
に
は
あ
ら
ね
ど
、
を
り
の
こ

と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
る
や
う
な
り
し
な
り
」
と
あ
り
、
こ
の
部
分
の
み
『
世
継
』

は
能
因
本
の
記
述
に
や
や
近
い
。

（
７
） 

原
拠
と
な
る
『
大
和
物
語
』『
栄
花
物
語
』『
枕
草
子
』
の
本
文
引
用
は
、
基
本
的

に
『
世
継
』
と
最
も
近
い
形
を
持
つ
異
本
系
（
御
巫
本
）、
流
布
本
系
（
西
本
願

寺
本
）、
三
巻
本
系
（
陽
明
文
庫
本
）
を
そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
、
よ
り
近
し
い
形
を

持
つ
諸
本
が
存
在
す
る
場
合
は
そ
の
都
度
注
記
し
引
用
す
る
。

（
８
） 

薗
部
幹
生
「
古
本
説
話
集
と
世
継
物
語
」（『
駒
澤
大
学
大
学
院
論
輯
』
10
、
一
九

八
二
・
二
）、
三
成
敦
子
「『
世
継
物
語
』
成
立
論
」（『
国
文
学
研
究
叢
書
』
4
、

一
九
八
六
・
三
）。
田
中
徳
定
・
注
２
論
文
。

（
９
） 

例
え
ば
、『
今
昔
』
は
登
場
人
物
の
情
報
を
、
基
本
的
に
冒
頭
部
に
て
ま
と
め
て

説
明
す
る
が
、
そ
れ
は
積
極
的
な
説
話
変
容
の
た
め
の
一
手
法
で
あ
っ
た
。（
拙

稿
「『
今
昔
物
語
集
』
各
話
冒
頭
部
の
意
義
」『
国
語
と
国
文
学
』
88 

― 

2
、
二
〇

一
一
・
二
）

（
10
） 

第
十
八
話
で
は
、
村
上
帝
を
『
枕
草
子
』
と
同
じ
く
「
村
上
の
先
帝
」
と
表
記
す

る
。

（
11
） 

た
だ
し
、「
雪
の
花
」
と
い
う
誤
り
は
、『
世
継
』
成
立
当
初
の
も
の
か
、
転
写
過

程
で
生
ま
れ
た
誤
写
か
は
確
定
で
き
な
い
。

（
12
） 
第
八
・
三
十
九
話
も
同
様
。
注
釈
的
記
述
の
不
在
に
よ
り
、
異
な
る
解
釈
の
可
能
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性
が
生
ま
れ
て
い
る
。

（
13
） 

田
中
徳
定
氏
は
「
人
物
・
事
件
の
混
合
・
溶
解
が
容
易
に
行
わ
れ
得
る
」
と
述
べ
、

第
四
十
五
話
の
原
拠
と
の
違
い
は
『
世
継
』
編
者
に
よ
る
故
意
の
改
変
だ
と
捉
え

る
（
注
２
論
文
）
が
、
原
拠
へ
の
無
知
か
ら
生
じ
た
誤
認
の
多
さ
を
鑑
み
る
と
、

第
四
十
五
話
も
そ
の
一
例
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
14
） 

第
二
十
話
は
、
花
見
の
約
束
を
忘
れ
た
醍
醐
天
皇
に
季
綱
が
和
歌
を
詠
み
か
け
る

説
話
だ
が
、
そ
の
歌
に
対
す
る
天
皇
の
反
応
（「
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
う
て
、

い
そ
ぎ
お
は
し
ま
し
て
な
む
御
ら
ん
じ
け
る
」『
大
和
物
語
』
100
）
が
『
世
継
』

で
は
消
失
し
て
い
る
。
説
話
に
登
場
す
る
和
歌
の
価
値
付
け
は
物
語
展
開
に
よ
っ

て
決
定
す
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
価
値
付
け
が
放
棄
さ
れ
た
状
態
に
あ
り
、
説
話

が
途
切
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
は
『
大
和
物
語
』
を
参
看
し
な

か
っ
た
故
の
現
象
で
は
な
い
か
。

（
15
） 

中
島
和
歌
子
「『
世
継
物
語
』
博
雅
少
年
琵
琶
秘
曲
伝
習
説
話
を
め
ぐ
っ
て
」（『
札

幌
国
語
研
究
』
1
、
一
九
九
六
・
五
）
参
照
。

（
16
） 

石
原
昭
平
「
古
本
説
話
集
の
王
朝
物
に
つ
い
て
」（『
東
横
国
文
学
』
8
、
一
九
七

五
・
一
二
）、
田
中
幸
江
「『
古
本
説
話
集
』
の
説
話
選
択
と
配
列
（
一
）」（『
専

修
国
文
』
63
、
一
九
九
八
・
八
）
参
照
。

（
17
） 

河
内
山
清
彦
・
注
１
論
文
参
照
。

（
18
） 

田
中
徳
定
・
注
２
論
文
参
照
。

（
19
） 

野
口
博
久
「『
古
本
説
話
集
』
上
巻
に
つ
い
て
」（『
説
話
文
学
研
究
』
12
、
一
九

七
七
・
六
）
参
照
。

（
20
） 

富
岡
甲
本
は
『
世
継
』
に
近
い
「
か
の
尺
尊
涅
槃
の
と
こ
ろ
詠
め
た
る
な
る
べ
し
」

と
い
う
形
を
持
つ
。

（
21
） 

文
化
の
中
心
に
漢
詩
で
は
な
く
和
歌
を
置
く
点
は
、
女
性
的
論
理
に
拠
る
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
一
方
で
、
院
政
期
以
降
の
和
歌
は
「
王
権
を
支
え
る
貴
族
理
念
の

象
徴
行
為
」
で
あ
り
、「
貴
族
文
化
そ
の
も
の
が
〈
女
〉
文
化
の
位
相
に
あ
っ
た
」

と
い
う
指
摘
（
高
橋
亨
「
解
説
」『
無
名
草
子 

注
釈
と
資
料
』
和
泉
書
院
、
二
〇

〇
四
）
も
存
在
し
、
慎
重
な
判
断
が
必
要
だ
ろ
う
。
錦
仁
「
院
政
期
歌
合
の
構
造

と
方
法
―
〈
褻
〉
か
ら
〈
晴
〉
へ
の
和
歌
史
観
の
批
判
」（『
日
本
文
学
』
43 

― 

2
、
一
九
九
四
・
二
）、
同
「『
古
今
集
』
仮
名
序
と
院
政
期
の
和
歌
観
念
」（『
日

本
文
学
』
44 

― 

7
、
一
九
九
五
・
七
）
参
照
。

（
22
） 

第
五
十
四
話
の
み
比
較
的
短
く
、
異
色
で
は
あ
る
が
、
恋
愛
と
い
う
テ
ー
マ
は
共

通
し
て
お
り
、
こ
の
話
群
が
恋
愛
を
扱
っ
た
一
ま
と
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。

（
23
） 

拙
稿
「『
今
昔
物
語
集
』
非
仏
法
部
の
形
成
―
巻
十
「
震
旦
付
国
史
」
を
中
心
に
―
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
91 

― 

4
、
二
〇
一
四
・
四
）
参
照
。

（
24
） 『
無
名
草
子
』
に
は
「『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』
な
ど
は
、
げ
に
あ
る
こ
と
と

聞
き
は
べ
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
当
時
『
大
和
物
語
』
は
事
実
譚
で
あ
る
と

い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
25
） 

田
渕
句
美
子
「『
無
名
草
子
』
の
視
座
」（『
中
世
文
学
』
57
、
二
〇
一
二
・
六
）

参
照
。

（
26
） 『
世
継
』
に
は
類
話
を
見
出
だ
し
え
な
い
説
話
が
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
点
か
ら
も
、

広
汎
性
の
高
い
説
話
を
採
集
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
27
） 『
世
継
』
が
平
安
王
朝
的
作
品
で
あ
る
こ
と
は
諸
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

例
え
ば
田
中
徳
定
氏
は
、『
古
本
』
に
登
場
す
る
市
井
の
人
が
『
世
継
』
に
一
切

登
場
し
な
い
点
を
ふ
ま
え
、『
世
継
』
の
興
味
の
中
心
が
「
王
朝
貴
族
社
会
の
雰

囲
気
を
漂
わ
す
ゴ
シ
ッ
プ
譚
」
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
、「『
大
和
物
語
』
に
近
い
王

朝
歌
物
語
的
な
小
品
を
作
ろ
う
と
意
図
し
た
」
と
結
論
付
け
る
（
注
２
論
文
）。

し
か
し
、
耳
聡
い
正
光
へ
の
好
評
価
な
ど
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
の
興
味
が
彼
ら
の

ゴ
シ
ッ
プ
で
は
な
く
王
朝
文
化
人
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
こ
と
、
歌
物
語
と
し
て
で

は
な
く
、そ
れ
を
子
女
に
知
識
と
し
て
教
え
る
実
用
的
な
書
物
と
し
て
成
立
し
た
、

と
い
う
立
場
を
取
り
た
い
。

（
28
） 

薗
部
幹
生
「
大
和
物
語
の
受
容
の
一
側
面
」（『
駒
澤
大
学
大
学
院
論
輯
』
13
、
一

九
八
五
・
二
）。
ま
た
、
六
条
家
関
連
の
人
物
が
白
河
院
を
伊
勢
大
輔
の
曾
孫
と
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す
る
誤
り
を
書
き
記
す
と
も
考
え
に
く
い
。

（
29
） 
今
成
元
昭
「
説
話
文
学
試
論
」（『
論
纂 

説
話
と
説
話
文
学
』
笠
間
書
院
、
一
九

七
九
年
）
参
照
。

※
『
世
継
物
語
』
の
本
文
引
用
は
東
京
大
学
図
書
館
蔵
南
葵
文
庫
本
（
無
刊
記
版
本
）

を
底
本
と
し
、
適
宜
宇
治
拾
遺
系
統
本
に
よ
り
校
訂
を
施
し
た
。『
古
本
説
話
集
』『
今

昔
物
語
集
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
無
名
草
子
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

に
拠
る
。
そ
の
他
の
和
歌
は
新
編
国
歌
大
観
に
拠
り
、
私
意
に
よ
り
表
記
を
改
め
た
。


