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『源氏物語』「つぶつぶと」考─ 21 ─

は
じ
め
に

　

か
つ
て
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
23
夕
霧
』（
至

文
堂
）
の
分
担
執
筆
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
中
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ

と
泣
き
た
ま
ふ
」（
130
頁
）
に
つ
い
て
、
基
本
用
語
と
し
て
以
下
の
よ
う

に
解
説
し
た
。

　
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
は
不
思
議
な
語
で
あ
る
。
上
代
に
は
用
例
が
み

と
め
ら
れ
な
い
の
で
、
平
安
朝
語
と
認
定
さ
れ
る
が
、
実
に
多
様
な

用
法
が
あ
る
。
最
も
一
般
的
な
用
法
は
、
源
氏
の
目
に
「
い
と
白
う

『
源
氏
物
語
』「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
考

吉
海
直
人

を
か
し
げ
に
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
て
」（
空
蝉
巻
）映
っ
た
軒
端
の
荻
や
、

夕
霧
の
目
に
「
い
と
よ
く
肥
え
て
つ
ぶ
つ
ぶ
と
を
か
し
げ
な
る
胸
」

（
横
笛
巻
）
と
映
っ
た
雲
居
の
雁
の
豊
満
さ
を
表
し
た
例
で
あ
る
。

玉
鬘
の
場
合
は「
手
つ
き
の
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
た
ま
へ
る
」（
胡
蝶
巻
）

と
あ
り
、
体
で
は
な
く
手
が
肥
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
「
ま
る
ま
る

と
」
と
訳
す
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
や
し
き
鳥
の
跡
の
や
う
に
書
き
て
」（
橋

姫
巻
）
は
、
字
が
ぽ
つ
ぽ
つ
と
書
か
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
た
だ
し

浮
舟
に
あ
て
た
薫
の「
か
く
つ
ぶ
つ
ぶ
と
書
き
た
ま
へ
る
」手
紙
は
、

む
し
ろ
「
詳
細
に
」
と
訳
す
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
、「
胸
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つ
ぶ
つ
ぶ
と
走
る
に
」（
蜻
蛉
日
記
）
は
、「
胸
走
る
」
に
「
つ
ぶ
つ

ぶ
と
」
が
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
が
涙
と
結
び
つ
い
た
「
涙
の
つ
ぶ
つ
ぶ
と
落
ち
給
ふ
」（
う

つ
ほ
物
語
・
楼
上
上
巻
）
は
、
粒
の
よ
う
な
涙
が
「
ぽ
た
ぽ
た
と
」

落
ち
る
と
な
り
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
泣
き
た
ま
ふ
」
は
、「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」

泣
く
意
に
な
る
。
松
尾
聡
氏
「
中
古
語
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
の
語
意
」

国
語
展
望
41
・
昭
和
五
十
年
十
一
月
参
照
。 

（
131
頁
）

　

そ
の
時
は
こ
れ
で
納
得
し
て
い
た
の
だ
が
、
後
に
な
っ
て
こ
の
説
明
で

は
、『
源
氏
物
語
』
の
特
殊
用
法
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
い
た

の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
論
じ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

一
、
辞
書
の
説
明

　

空
蝉
巻
の
垣
間
見
場
面
で
、
源
氏
は
空
蝉
と
碁
を
打
っ
て
い
る
軒
端
荻

の
容
姿
を
見
て
、

い
と
白
う
を
か
し
げ
に
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
て
そ
ぞ
ろ
か
な
る
人
の
、

 

（
空
蝉
巻
120
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
の

最
初
の
用
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
て
い
る
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
は
、
比
喩

的
な
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
ふ
っ
く
ら
し
た
（
ぽ
ち
ゃ
っ
と
し
た
）

と
い
う
訳
で
よ
さ
そ
う
で
あ
る
（
肉
感
的
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
）。

　

で
は
こ
れ
は
、
美
的
形
容
と
と
ら
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の

も
源
氏
は
、
必
ず
し
も
軒
端
の
荻
に
惹
か
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
続
く
「
そ
ぞ
ろ
か
」（
背
が
高
い
）
に
し
て
も
、
女
性
と
し
て
は

必
ず
し
も
褒
め
言
葉
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る（

1
（

。

　

は
た
し
て
こ
の
意
味
は
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
の
一
般
的
な
用
法
な
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
『
源
氏
物
語
』
独
自
の
特
殊
用
法
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
を「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」の
用
例
の
検
討
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

な
お
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
か
ら

引
用
す
る
。

　

ま
ず
は
辞
書
の
説
明
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
最
初
に
小
学
館
の
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
で
「
つ
ぶ
つ
ぶ
」
を
引
く
と
、
副
詞
と
し
て
大
き
く
四

つ
の
意
味
が
掲
出
さ
れ
て
い
た
。

　

㈠
（「
粒
粒
」
の
意
か
）
物
が
粒
状
で
あ
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。

⑴ 

文
字
を
す
ら
す
ら
と
書
き
続
け
な
い
で
、
は
な
ち
書
き
に
書
く
さ

ま
を
表
わ
す
語
。
ぽ
つ
ぽ
つ
。

（
例
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
・
夢
浮
橋
巻
の
用
例
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
）

⑵ 

涙
、
血
、
水
な
ど
が
粒
の
よ
う
に
な
っ
て
流
れ
出
る
さ
ま
を
表
わ

す
語
。
ぽ
た
ぽ
た
。
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（
例
と
し
て
『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
上
上
巻
・『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
・

『
狭
衣
物
語
』・『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）

⑶ 

粒
状
で
こ
ろ
こ
ろ
し
て
い
る
さ
ま
、
ま
た
、
一
面
に
粒
状
の
も
の

が
付
い
て
い
る
さ
ま
や
、
粒
状
の
も
の
が
入
っ
て
い
る
さ
ま
を
表

わ
す
語
。
ぽ
つ
ぽ
つ
。
ぷ
つ
ぷ
つ
。

（
例
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
の
は
近
世
以
降
）

　

㈡ 

（「
円
円
」
の
意
か
。「
つ
ぶ
ら
」
と
関
係
あ
る
か
）
ま
る
ま
る
と
肥

え
て
い
る
さ
ま
、
ふ
っ
く
ら
と
し
て
い
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。

（
例
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
横
笛
巻
・『
夜
の
寝
覚
』
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
）

　

㈢
（「
つ
ぶ
さ
・
つ
ば
ら
」
と
関
係
あ
る
か
）

⑴
こ
ま
ご
ま
と
く
わ
し
い
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
つ
ま
び
ら
か
。

（
例
と
し
て
『
蜻
蛉
日
記
』・『
源
氏
物
語
』
少
女
巻
・『
名
語
記
』

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）

⑵
す
っ
か
り
完
全
な
さ
ま
を
表
わ
す
語
。

（
例
と
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
三
一
─
一
〇
・『
十
訓
抄
』
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
）

　

㈣
（
そ
の
音
か
ら
）

⑴ 

胸
さ
わ
ぎ
な
ど
の
す
る
さ
ま
、
思
い
が
あ
ま
っ
て
胸
が
ど
き
ど
き

す
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
ど
き
ど
き
。

（
例
と
し
て
『
蜻
蛉
日
記
』・『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
・『
狭
衣
物

語
』
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）

⑵
針
な
ど
を
無
造
作
に
刺
す
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
ぷ
つ
ぷ
つ
。

（
例
と
し
て
『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
巻
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）

⑶
物
な
ど
を
無
造
作
に
切
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
ぶ
つ
ぶ
つ
。

（
例
と
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
二
〇
─
三
四
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）

⑷
煮
物
の
煮
え
た
つ
音
を
表
わ
す
語
。

（
例
と
し
て
『
徒
然
草
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）

⑸ 

口
の
中
で
ぶ
つ
ぶ
つ
言
う
こ
と
。経
文
を
唱
え
た
り
、不
平
を
言
っ

た
り
す
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
ぶ
つ
ぶ
つ
。

（
例
と
し
て
『
有
明
の
別
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）

　

こ
れ
を
見
て
、
上
代
の
用
例
が
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
つ

ぶ
つ
ぶ
と
」
は
平
安
朝
語
だ
と
い
う
予
測
が
つ
く
。
前
掲
空
蝉
巻
の
用
例

は
、
こ
の
う
ち
の
㈡
「
ふ
っ
く
ら
と
し
て
い
る
さ
ま
」
で
あ
ろ
う
。
例
示

さ
れ
て
い
る
の
が
『
源
氏
物
語
』
と
『
夜
の
寝
覚
』
の
例
で
あ
る
か
ら
、

『
源
氏
物
語
』
が
初
出
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
特
殊
用
法
で
あ
る
可
能
性
が

高
く
な
る
。

　

参
考
ま
で
に
他
の
辞
書
も
見
て
お
き
た
い
。
角
川
書
店
『
古
語
大
辞
典
』

を
見
る
と
、

ⅷ 

水
中
を
歩
く
音
の
形
容
。
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
。「
此
の
盗
人
は
、
其
の
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盗
た
る
馬
に
乗
て
、
…
痛
く
も
不
走
し
て
、
水
を
つ
ふ
〳
〵
と
歩
ば

し
て
行
け
る
に
」〈
今
昔
二
五
─
三
七
〉

は
㈣
の
範
疇
で
あ
ろ
う
が
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
出
て
い
な
い
用

法
で
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
も
、
用
法
の
広
が
り
が
認
め
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、『
第
五
版
全
訳
読
解
古
語
辞
典
』（
三
省
堂
）
の
説
を
紹
介

し
て
お
き
た
い
。「
読
解
の
た
め
に
」
で
「
た
っ
ぷ
り
と
し
た
様
子
を
表

す
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
と
し
て
、

上
代
の
用
例
が
な
く
、
中
古
に
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
用
例
が
な
い
の

で
、
わ
か
り
に
く
い
語
。
中
古
の
用
例
の
多
く
は
、
①
か
ら
④
ま
で

で
、「
ま
る
ま
る
と
・
完
全
に
・
た
っ
ぷ
り
と
・
残
り
な
く
こ
ま
ご

ま
と
」
な
ど
の
範
囲
で
解
け
て
、「
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
」
の
意
は
な
さ

そ
う
と
す
る
説
が
妥
当
。
④
の
例
は
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
」
の
形
が

多
く
、
現
代
語
の
「
ど
き
ど
き
」
に
近
い
語
の
恋
情
表
現
に
な
る
が
、

こ
の
場
合
も
思
い
が
胸
の
う
ち
に
た
っ
ぷ
り
と
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な

る
か
ら
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
」
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、「
つ
ぶ
さ
（
具

さ
）」「
つ
ぶ
ら
（
円
ら
）」
な
ど
の
語
も
同
系
と
考
え
ら
れ
る
。

と
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
大
変
参
考
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

全
体
と
し
て
は
、
大
き
く
「
粒
・
円
あ
る
い
は
つ
ぶ
ら
・
つ
ぶ
さ
」
語

源
系
と
擬
態
語
系
に
二
分
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
特
に
擬
態
語
の
場
合
は
汎

用
性
が
あ
る
ら
し
く
、「
ど
き
ど
き
・
ぷ
つ
ぷ
つ
・
ぶ
つ
ぶ
つ
・
ふ
つ
ふ
つ
・

じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
」
な
ど
複
数
の
擬
音
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
意

味
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

二
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
」
の
用
例

　

参
考
ま
で
に
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
」
の
用
例
を
調
査
し
て
み
た
。
こ
れ
に
関

し
て
は
、
既
に
松
尾
聡
氏
の
調
査
結
果
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
さ
せ

て
い
た
だ
く
。

う
つ
ほ
物
語
四
例　

蜻
蛉
日
記
三
例　

落
窪
物
語
三
例　

藤
原
実
方

集
一
例　

源
氏
物
語
十
三
例　

紫
式
部
日
記
一
例　

浜
松
中
納
言
物

語
一
例　

夜
の
寝
覚
五
例　

狭
衣
物
語
三
例　

栄
花
物
語
一
例　

今

昔
物
語
集
三
例　

と
り
か
へ
ば
や
物
語
一
例　

有
明
の
別
れ
七
例　

古
今
著
聞
集
一
例　

十
訓
抄
一
例　

宇
治
拾
遺
物
語
三
例　

吉
野
拾

遺
一
例　

徒
然
草
一
例

　

松
尾
氏
は
広
く
用
例
を
求
め
ら
れ
、
中
古
・
中
世
の
作
品
か
ら
合
計

五
十
三
例
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る（

2
（

。
こ
の
う
ち
で
も
っ
と
も
用
例
が
多
い
の

は
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
巻
別
に
あ
げ
る
と
、

空
蝉
巻
・
葵
巻
・
少
女
巻
・
胡
蝶
巻
・
野
分
巻
・
若
菜
下
巻
・
柏
木

巻
・
横
笛
巻
二
例
・
夕
霧
巻
・
橋
姫
巻
・
総
角
巻
・
夢
浮
橋
巻
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と
な
る
。
横
笛
巻
だ
け
二
例
あ
る
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
偏
り
は
認
め
ら
れ

な
い
。
ま
た
『
有
明
の
別
れ
』
の
七
例
も
用
例
が
多
い
と
い
っ
て
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。

　

次
に
松
尾
氏
は
、
こ
れ
ら
の
用
例
を
A
か
ら
M
ま
で
の
十
三
種
（『
日

本
国
語
大
辞
典
』
は
十
一
種
）
の
意
味
に
細
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
用
例

を
あ
て
は
め
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
概
要
を
示
す
と
、

A
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
ゆ
」
の
類　

源
氏
物
語
以
下
十
一
例

B
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
泣
く
」「
涙
つ
ぶ
つ
ぶ
と
落
つ
」
な
ど
の
類　

う
つ

ほ
物
語
以
下
六
例

C
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
言
ふ（
語
る
・
聞
ゆ
）」の
類　

落
窪
物
語
以
下
九
例

D
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
言
ひ
続
く
」「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
聞
え
お
く
」
な
ど
の
類　

蜻
蛉
日
記
以
下
の
四
例

E
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
聞
く
」　

有
明
の
別
れ
の
一
例

F
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
書
く
」
の
類　

源
氏
物
語
以
下
の
三
例

G
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
心
得
」　

源
氏
物
語
の
一
例

H
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
読
む
」
の
類　

有
明
の
別
れ
の
三
例

I
「
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
」
な
ど
の
類　

蜻
蛉
日
記
以
下
の
六
例

＊ 

徒
然
草
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
を
聞
き
」
は
豆
を
煮
る
音
な
の
で

除
外

J
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
縫
ひ
つ
く
」　

う
つ
ほ
物
語
の
一
例
（
孤
例
）

K
「
汗
（
血
）
つ
ぶ
つ
ぶ
と
出
づ
」
の
類　

有
明
の
別
れ
以
下
の
二
例

L
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
切
る
」　

今
昔
物
語
集
以
下
の
二
例（

3
（

M
「
水
を
つ
ふ
つ
ふ
と
歩
ば
す
」　

今
昔
物
語
集
の
一
例

＊ 

吉
野
拾
遺
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
水
の
底
に
沈
み
け
る
」
は
「
づ
ぶ
づ

ぶ
（
ず
ぶ
ず
ぶ
）」
な
の
で
除
外

と
な
る
。
こ
れ
を
初
出
の
年
代
で
分
類
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の

用
例
が
あ
る
の
は
、

B
（
六
例
）・
C
D
（
四
例
）・
I
（
一
例
）・
J
（
一
例
）

で
あ
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』
あ
た
り
が
出
発

点
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
次
に
『
源
氏
物
語
』
か
ら
用
い
ら
れ
て

い
る
の
が
、

A
・
F
・
G
・

で
、
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
特
殊
用
法
（
用
法
拡
大
）
と
い
え
そ
う
で

あ
る
。
最
後
が
『
源
氏
物
語
』
以
後
の
例
で
、

E
・
H
・
K
・
L
・
M

が
あ
げ
ら
れ
る
。こ
れ
は
平
安
後
期
以
降
の
新
し
い
用
法（
E
H
K
は『
有

明
の
別
れ
』
が
初
出
、
L
M
は
『
今
昔
物
語
集
』
が
初
出
）
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。
こ
の
う
ち
の
K
は
B
に
ま
と
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
E
H

は
C
D
に
含
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
分
類
と
用
例
の
分
析
を
踏
ま
え
た
上
で
松
尾
氏
は
、
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中
古
の
諸
例
は
す
べ
て
ツ
ブ
ラ
・
ツ
ブ
サ
系
の
語
と
み
て
、「
ま
る

ま
る
と
・
完
全
に
・
た
っ
ぷ
り
と
・
残
り
な
く
こ
ま
ご
ま
と
」
な
ど

の
範
囲
で
な
ん
と
か
解
く
の
が
ど
う
や
ら
穏
当
で
あ
っ
て
、
少
な
く

と
も
「
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
」
の
意
の
存
在
は
、
き
び
し
く
再
検
討
す
べ

き
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

と
結
論
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
を
日
本
国
語
大
辞
典
に
当
て
は
め
る

と
、
㈠
の
⑴
⑵
な
ど
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
も

ち
ろ
ん
用
法
は
統
一
だ
け
で
な
く
拡
散
も
可
能
な
の
で
、
新
た
な
意
味
が

付
与
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。

三
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
泣
く
」「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
言
ふ
」
表
現

　

広
が
り
の
あ
る
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
だ
が
、
用
例
が
多
い
の
は
A
十
一

例
・
C
九
例
、
I
七
例
、
B
六
例
で
あ
る
。
た
だ
し
C
と
D
は
一
緒
に
し

て
も
よ
さ
そ
う
な
の
で
、こ
れ
を
合
体
さ
せ
る
と
十
三
例
と
最
多
に
な
る
。

こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
用
例
だ
け
を
取
り
上
げ
て

分
類
し
て
み
た
い
。
す
る
と
前
述
の
よ
う
に
B
が
六
例
で
C
D
が
四
例
と

な
る
。

　

B
の
例
と
し
て
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
、

① 

涙
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
落
と
し
て
、
い
た
く
た
め
ら
ひ
て
、
聞
こ
え
も
や

り
た
ま
は
ね
ば
、 

（
新
編
全
集
国
譲
上
巻
130
頁
）

② 

い
と
悲
し
と
思
ほ
し
て
、
え
念
じ
た
ま
は
で
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
泣
き
た

ま
ふ
を
、 

（
国
譲
中
巻
221
頁
）

③
涙
の
つ
ぶ
つ
ぶ
と
落
ち
た
ま
ふ
を
、 

（
楼
の
上
上
巻
502
頁
）

の
三
例
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。①
は
実
忠
が
涙
を
流
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

②
は
袖
君
が
泣
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
③
は
兼
雅
が
涙
を
落
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、

④ 

若
き
を
の
こ
ど
も
「
声
細
や
か
に
て
、
面
痩
せ
に
た
る
」
と
い
ふ
歌

を
う
た
ひ
出
で
た
る
を
聞
く
に
も
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
涙
ぞ
落
つ
る
。

 

（
新
編
全
集
中
巻
209
頁
）

が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
石
山
寺
詣
で
の
帰
り
に
船
中
で
俗
謡
を
聞
い
た
道
綱

母
が
涙
を
流
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
に
大
量
の
涙
で
な
く
て
も
よ
さ

そ
う
だ
。
ま
た
『
落
窪
物
語
』
に
は
、

⑤
女
い
ら
へ
も
せ
で
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
泣
き
ぬ
。 

（
新
編
全
集
86
頁
）

が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
⑤
は
落
窪
姫
君
が
泣
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
現

代
語
訳
に
は
「
し
く
し
く
と
」
と
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
「
泣
く
」
あ
る
い

は
「
涙
落
と
す
」
と
と
も
に
使
わ
れ
て
お
り
、
固
定
化
さ
れ
て
い
た
表
現

と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、

⑥
つ
ぶ
つ
ぶ
と
泣
き
た
ま
ふ
。 

（
夕
霧
巻
436
頁
）
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と
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
条
御
息
所
が
泣
い
て
い
る
の
だ
が
、
現

代
語
訳
で
は
「
し
き
り
に
涙
を
お
こ
ぼ
し
に
な
る
」
と
あ
っ
た
。
面
白
い

こ
と
に
こ
の
用
法
は
、『
源
氏
物
語
』
以
後
平
安
後
期
物
語
で
は
ま
っ
た

く
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
で
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
泣
き

方
は
必
ず
し
も
激
し
い
と
は
い
え
そ
う
も
な
い
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ

う
か
。

　

こ
れ
に
K
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。
松
尾
氏
は
あ
げ
て
お
ら
れ

な
い
が
、『
紫
式
部
集
Ⅰ
』
三
十
一
番
の
詞
書
に
は
、

ふ
み
の
う
へ
に
、
し
ゅ
と
い
ふ
物
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
そ
そ
き
か
け
て
、

な
み
だ
の
い
ろ
な
ど
か
き
た
る
人
の
か
へ
り
ご
と
に
、

 

（
私
家
集
大
成
中
古
Ⅰ
735
頁
）

と
あ
り
、
朱
を
ぼ
た
ぼ
た
と
か
け
て
紅
涙
に
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
も
特
殊

用
法
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
C
D
の
例
と
し
て
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、

⑦ 

い
か
で
つ
ぶ
つ
ぶ
と
言
ひ
知
ら
す
る
も
の
に
も
が
な
と
思
ひ
乱
る
る

と
き
、
心
づ
き
な
き
胸
う
ち
騒
ぎ
て
、
も
の
言
は
れ
ず
の
み
あ
り
。

 

（
上
巻
115
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
道
綱
母
が
胸
の
内
に
あ
る
不
満
を
な
ん
と
か
し
て
つ
ぶ

さ
に
兼
家
に
言
い
知
ら
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。次
に『
落

窪
物
語
』
に
は
、

⑧
か
た
は
し
よ
り
つ
ぶ
つ
ぶ
と
語
り
て
、 

（
236
頁
）

⑨
か
た
は
し
よ
り
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、 

（
243
頁
）

の
二
例
が
出
て
い
る
。
⑧
は
越
前
守
が
継
母
に
経
緯
を
こ
ま
ご
ま
と
詳
し

く
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
⑨
は
衛
門
督
が
中
納
言
に
継
母
の
苛
め
を
詳

し
く
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
両
方
と
も
「
か
た
は
し
よ
り
」
が
つ

い
て
い
る
の
は
『
落
窪
物
語
』
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
例
は
『
実
方
集
Ⅰ
』
九
七
番
に
、

⑩ 

も
の
を
だ
に
い
は
ま
の
水
の
つ
ぶ
つ
ぶ
と
い
は
ば
や
ゆ
か
む
お
も
ふ

こ
こ
ろ
の 

（
私
家
集
大
成
中
古
Ⅰ
639
頁
）

と
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
な
お
『
実
方
集
』
の
例
は
和
歌
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
か
、「
水
」と
の
関
わ
り
も
生
じ
て
い
る
。こ
れ
は
下
っ
て『
古

今
著
聞
集
』
六
（
二
六
六
）
の
、

雨
降
れ
ば
軒
の
玉
水
つ
ぶ
つ
ぶ
と
い
は
ば
や
物
を
心
ゆ
く
ま
で

 

（
新
潮
古
典
集
成
上
巻
326
頁
）

の
本
歌
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
だ（

4
（

。ま
た
歌
で
は
な
い
が『
狭
衣
物
語
』の
、

岩
間
の
水
の
つ
ぶ
つ
ぶ
と
聞
こ
え
知
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
ほ
ど
だ
に
な

く
、 

（
新
編
全
集
91
頁
）

に
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る（

5
（

。

　

こ
う
い
っ
た
C
D
の
用
法
は
、
作
品
の
広
が
り
を
含
め
て
、「
つ
ぶ
つ

ぶ
と
」
の
原
初
的
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
『
源
氏
物
語
』
に
も
、
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ゆ
ゆ
し
か
り
し
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
つ
い
で
に

も
、
か
の
む
げ
に
息
も
絶
え
た
る
や
う
に
お
は
せ
し
が
、
ひ
き
返
し

つ
ぶ
つ
ぶ
と
の
た
ま
ひ
し
こ
と
ど
も
思
し
出
づ
る
に
心
憂
け
れ
ば
、

 

（
葵
巻
44
頁
）

弁
参
り
て
、
御
消
息
ど
も
聞
こ
え
伝
へ
て
、
恨
み
た
ま
ふ
を
こ
と
わ

り
な
る
よ
し
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
答
へ
も
し
た
ま
は
ず
、

 

（
総
角
巻
246
頁
）

の
二
例
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
葵
巻
の
例
は
葵
の
上
に
憑
依
し
た
六
条
御

息
所
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
総
角
巻
は
弁
の
尼
が
薫
の
こ
と
を

こ
ま
ご
ま
と
大
君
に
言
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、『
狭
衣
物
語
』
に
、

つ
ぶ
つ
ぶ
と
聞
こ
え
さ
せ
ま
ほ
し
き
事
多
か
れ
ど
、 

（
194
頁
）

と
あ
る
の
は
、
狭
衣
が
源
氏
の
宮
に
こ
ま
ご
ま
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
も
僧
正
が
崩
御
前
の
天
皇
に
、

し
の
び
や
か
に
つ
ぶ
つ
ぶ
と
申
し
聞
か
せ
た
ま
ふ
。

 

（
新
編
全
集
418
頁
）

と
死
後
の
こ
と
を
い
い
聞
か
せ
て
い
る
。
ま
た
『
栄
花
物
語
』
に
も
、

あ
べ
い
こ
と
ど
も
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
仰
せ
ら
る
る
に
、

 

（
新
編
全
集
469
頁
）

と
出
て
い
る
。
こ
れ
は
一
条
帝
が
道
長
に
こ
ま
ご
ま
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
有
明
の
別
れ
』
巻
三
に
は
、

は
じ
め
よ
り
の
こ
と
を
、な
に
と
う
ち
い
づ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ね
ど
、

み
だ
り
が
は
し
う
つ
ぶ
つ
ぶ
と
き
こ
聞
ゆ
る
に
、 （
創
英
社
版
418
頁
）

と
侍
従
が
中
宮
に
実
の
父
親
の
秘
密
を
打
ち
明
け
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
B
C
D
は
各
時
代
を
通
し
て
用
例
の
あ
る
原
初
的
用
法

と
し
た
い
。

四
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
ゆ
」
は
『
源
氏
物
語
』
の
造
語
か

　

次
に
A
に
つ
い
て
は
、
既
に
山
口
仲
美
氏
が
検
討
さ
れ
、

こ
う
し
て
み
る
と
、
人
物
の
姿
態
を
形
容
す
る
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
も
、

こ
れ
ら
『
源
氏
物
語
』
の
一
群
の
擬
態
語
と
同
様
に
、
当
時
一
般
に

存
在
す
る
「
つ
ぶ
ら
か
な
り
」「
つ
ぶ
ら
」
な
ど
の
語
か
ら
、
紫
式

部
が
造
り
出
し
た
語
で
は
あ
る
ま
い
か
。〈
中
略
〉『
宇
津
保
物
語
』

の
「
つ
ぶ
ら
か
な
り
」
の
語
義
・
用
法
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
つ

ぶ
つ
ぶ
と
」
に
き
わ
め
て
近
い
。
こ
こ
か
ら
、
紫
式
部
が
、「
つ
ぶ

つ
ぶ
と
」
と
い
っ
た
擬
態
語
を
造
り
出
す
の
は
、
た
や
す
い
こ
と
で

あ
っ
た
ろ
う
。 

（
480
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る（

6
（

。

　

確
か
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
下
巻
の
、
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ま
だ
五
十
日
に
も
足
り
た
ま
は
ず
、
い
と
つ
ぶ
ら
か
に
白
く
肥
え
た

ま
へ
り
。上
抱
き
た
ま
ひ
て
、「
あ
な
小
さ
や
。人
初
め
は
か
く
あ
る
」

 

（
401
頁
）

は
、
小
宮
の
生
ん
だ
赤
ん
坊
（
五
の
宮
）
を
抱
い
た
帝
の
感
想
で
あ
る
。

「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
が
「
つ
ぶ
ら
」「
つ
ぶ
さ
」
か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
る

と
す
る
と
、
紫
式
部
が
「
つ
ぶ
ら
か
に
」
か
ら
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
を
造
り

出
し
た
と
す
る
の
も
首
肯
さ
れ
る
。
た
だ
し
「
つ
ぶ
ら
か
に
」
の
用
例
を

調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
一
例
し
か
見
当
た
ら
な
か
っ

た
で
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
つ
ぶ
ら
か
に
肥
ゆ
」
に
し
て
も
特
殊
表
現

と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

　

こ
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
ゆ
」
表
現
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
詰
め
る
こ

と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
用
例
は
帝
の

皇
子
と
い
う
高
い
身
分
の
赤
ん
坊
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
身
分
の
そ
う
高
く
な
い
女
性
三
人
と
、
不
義
の
子

薫
に
二
例
用
い
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
最
上
級
の
美
的
形
容
と
は
い
え

そ
う
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

1
い
と
白
う
を
か
し
げ
に
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
て
そ
ぞ
ろ
か
な
る
人
の
、

 

（
空
蝉
巻
120
頁
）

2 

む
つ
か
し
と
思
ひ
て
う
つ
ぶ
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
い
み
じ
う
な
つ
か

し
う
、
手
つ
き
の
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
た
ま
へ
る
、
身
な
り
肌
つ
き
の

い
と
こ
ま
や
か
に
う
つ
く
し
げ
な
る
に
、
な
か
な
か
な
る
も
の
思
ひ

添
ふ
心
地
し
た
ま
う
て
、 

（
胡
蝶
巻
186
頁
）

3 

抱
き
と
り
た
ま
へ
ば
、
い
と
心
や
す
く
う
ち
笑
み
て
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と

肥
え
て
白
う
う
つ
く
し
。 

（
柏
木
巻
322
頁
）

4 

い
と
よ
く
肥
え
て
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
を
か
し
げ
な
る
胸
を
あ
け
て
乳
な

ど
く
く
め
た
ま
ふ
。 

（
横
笛
巻
360
頁
）

5 

二
藍
の
直
衣
の
か
ぎ
り
を
着
て
、
い
み
じ
う
白
う
光
り
う
つ
く
し
き

こ
と
、
皇
子
た
ち
よ
り
も
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
に
て
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と

き
よ
ら
な
り
。 

（
横
笛
巻
364
頁
）

　

1
は
前
述
し
た
軒
端
の
荻
の
こ
と
、
2
は
玉
鬘
の
こ
と
、
3
と
5
は
薫

の
こ
と
、
4
は
雲
居
雁
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
用
法
は
若
い
女
性
と
赤
ん

坊
に
の
み
使
わ
れ
て
い
る
。
赤
ん
坊
は
薫
（
男
性
）
の
み
だ
が
、
5
に
は

「
肥
え
」
が
な
い
の
で
や
や
異
質
か
も
し
れ
な
い
（「
き
よ
ら
」
を
修
飾

す
る
の
も
異
質
か
）。
女
性
は
軒
端
荻
、
玉
鬘
、
雲
居
雁
と
い
っ
た
二
流

の
女
性
に
使
わ
れ
て
い
る
（
藤
壺
や
紫
の
上
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
）。

こ
れ
に
つ
い
て
山
口
仲
美
氏
は
、

肉
付
き
の
良
い
官
能
的
な
美
を
表
す
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
は
、
平
安
時

代
一
般
に
使
わ
れ
て
い
た
語
で
は
な
く
、
紫
式
部
の
造
語
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
て
く
る
。 

（
476
頁
）

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
若
い
女
性
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
と
赤
ん
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坊
の
そ
れ
を
同
一
視
す
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
ま
た
女
性
に
し
て
も
、

軒
端
の
荻
と
雲
居
雁
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
豊
満
な
胸
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
さ
す
が
に
玉
鬘
は
手
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

参
考
ま
で
に
、『
紫
式
部
日
記
』
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

大
納
言
の
君
は
、
い
と
さ
さ
や
か
に
、
小
さ
し
と
い
ふ
べ
き
か
た
な

る
人
の
、
白
う
う
つ
く
し
げ
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
た
る
が
う
は
べ

は
い
と
そ
び
や
か
に
、 

（
新
編
全
集
188
頁
）

　

大
納
言
の
君
と
は
源
廉
子（
倫
子
の
姪
）の
こ
と
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』

同
様
、
こ
こ
で
も
身
分
の
低
い
女
房
に
使
わ
れ
て
い
た
。
な
お
「
そ
び
や

か
に
」（
す
ら
っ
と
し
て
）
は
本
来
男
性
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

そ
の
点
は
軒
端
荻
の
「
そ
ぞ
ろ
か
な
る
」
と
共
通
し
て
い
る
。
あ
る
い
は

大
納
言
の
君
が
道
長
の
愛
人
で
あ
る
こ
と
を
揶
揄
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
女
性
の
身
分
が
低
い
だ
け
で
な
く
、
何
か
し
ら

批
判
的
な
含
み
の
あ
る
用
法
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
山
口
氏
も
「
三

人
と
も
、
気
品
と
い
う
点
で
は
、
い
さ
さ
か
物
足
り
ぬ
」（
475
頁
）
と
述

べ
て
お
ら
れ
た
。

　

そ
の
他
、『
有
明
の
別
れ
』
に
も
、

い
と
よ
き
ほ
ど
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
こ
え
た
る
人
の
、
い
と
さ
さ
や
か

に
て
、
ひ
た
ひ
髪
い
み
じ
く
を
か
し
げ
に
か
か
り
て
、

 

（
創
英
版
262
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
中
務
卿
宮
の
北
の
方
の
様
子
で
あ
る
。「
さ
さ
や
か
に
」

は
『
紫
式
部
日
記
』
の
引
用
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
ゆ
」
は
、
山
口
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
紫
式
部
の
造
語
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
面
白
い
こ
と
に
、『
源

氏
物
語
』
以
後
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
ま
ろ
に
」
と
い
う
新
表
現
も
造
ら
れ
て
い

る
。
特
に
『
夜
の
寝
覚
』
で
は
、

a
 つ
ぶ
つ
ぶ
と
ま
ろ
に
、
う
つ
く
し
う
肥
え
た
り
し
手
あ
た
り
の
、

 

（
新
編
全
集
100
頁
）

b
 つ
ぶ
つ
ぶ
と
丸
に
、
う
つ
く
し
う
お
ぼ
え
て
、 

（
277
頁
）

c
か
た
ち
、
身
な
り
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
丸
に
、
う
つ
く
し
う
て
、 （
325
頁
）

と
、
五
例
中
の
三
例
が
そ
う
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
源
氏
物
語
』
を

引
用
し
た
、

d
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
て
、
色
は
く
ま
な
く
白
く
、 

（
203
頁
）

も
あ
る
し
、
最
初
の
a
は
大
納
言
が
中
の
君
の
肉
付
き
の
よ
さ
を
述
べ
た

も
の
だ
が
、「
肥
え
て
」
も
併
用
さ
れ
て
い
る
。
b
は
帝
が
中
の
君
を
述

べ
た
も
の
。
そ
れ
に
対
し
て
c
は
中
の
君
の
姫
君
を
形
容
し
た
も
の
、
d

は
中
の
君
の
若
君
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
c
d
と
も
に
母
中
の
君
と

子
供
の
類
似
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。『
夜
の
寝
覚
』の
三
例
は『
源
氏
物
語
』

を
引
用
し
な
が
ら
も
、
新
た
に
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
ま
ろ
に
」
表
現
を
造
り
出

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（「
う
つ
く
し
」
も
併
用
）。
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五
、�「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
書
く
」「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
心
得
」
も
『
源
氏

物
語
』
の
造
語
か

　

と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
は
A
だ
け
で
な
く
F
・

G
に
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』か
ら
し
か
用
例
が
見
ら
れ
な
い
表
現
な
の
で
、

同
じ
く
紫
式
部
の
造
語
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ

と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
ま
ざ
ま
悲
し
き
こ
と
を
、
陸
奥
国
紙
五
六
枚
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ

や
し
き
鳥
の
跡
の
や
う
に
書
き
て
、 
（
橋
姫
巻
164
頁
）

　

こ
れ
は
柏
木
が
女
三
宮
に
あ
て
て
書
い
た
恋
文
を
、
後
で
薫
が
見
る
場

面
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
松
尾
氏
は
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
書
く
」
は
浮
舟

に
宛
て
た
薫
の
手
紙
、

か
く
つ
ぶ
つ
ぶ
と
書
き
た
ま
へ
る
さ
ま
の
、紛
ら
は
さ
む
方
な
き
に
、

さ
り
と
て
、
そ
の
人
に
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
見
つ
け

ら
れ
き
こ
え
た
ら
ん
ほ
ど
の
、
は
し
た
な
さ
な
ど
思
ひ
乱
れ
て
、
い

と
ど
は
れ
ば
れ
し
か
ら
ぬ
心
は
、
言
ひ
や
る
べ
き
方
も
な
し
。

 

（
夢
浮
橋
巻
392
頁
）

同
様
、こ
ま
ご
ま
と
詳
し
く
書
い
て
と
解
せ
る
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
を
「
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
」
と
解
す
る
の
は
、「
あ
や
し
き
鳥
の
跡
の
や

う
に
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
て
お
ら
れ
る
。
も
と
も
と
こ
れ

は
柏
木
が
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
女
三
の
宮
に
返
事
を
す
る
と
こ
ろ
に
、

御
返
り
、
臥
し
な
が
ら
う
ち
休
み
つ
つ
書
い
た
ま
ふ
。
言
の
葉
の
つ

づ
き
も
な
う
、
あ
や
し
き
鳥
の
跡
の
や
う
に
て
、 

（
柏
木
巻
296
頁
）

と
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
鳥
の
跡
」
は
、
夕
霧
に
宛
て
た
一
条
御

息
所
の
手
紙
に
も
、

心
地
の
か
き
乱
り
く
る
る
や
う
に
し
た
ま
ふ
目
押
し
し
ぼ
り
て
、
あ

や
し
き
鳥
の
跡
の
や
う
に
か
き
た
ま
ふ
。 

（
夕
霧
巻
425
頁
）

と
あ
り
、
そ
れ
を
見
た
夕
霧
の
感
想
に
も
、

か
く
例
に
も
あ
ら
ぬ
鳥
の
跡
の
や
う
な
れ
ば
、
と
み
に
も
見
解
き
た

ま
は
で
、
御
殿
油
近
う
取
り
寄
せ
て
見
た
ま
ふ
。 

（
同
427
頁
）

と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
ま
ご
ま
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
文
字
そ
の
も
の
が
た
ど
た
ど
し
い
と
解
せ
そ
う
で
あ
る
。

　

な
お
「
鳥
の
跡
」
の
よ
う
な
筆
跡
で
手
紙
を
書
い
た
柏
木
や
一
条
御
息

所
は
そ
の
後
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、「
鳥
の
跡
」
は
死
期
の
迫
っ
た
人

の
手
紙
と
い
う
特
殊
用
法
と
見
る
こ
と
が
で
き
る（

7
（

。
こ
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と

書
く
」
も
特
殊
表
現
と
い
え
そ
う
だ
が
、
用
法
と
し
て
は
「
ぽ
つ
り
ぽ
つ

り
」
と
「
こ
ま
ご
ま
と
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
心
得
」
は
、

け
し
き
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
心
得
た
ま
へ
ど
、音
も
せ
で
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。
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（
少
女
巻
39
頁
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
内
大
臣
が
女
房
達
の
噂
話
を
聞
き
、
夕
霧
と
雲
居
雁
の

関
係
を
詳
し
く
知
っ
て
し
ま
っ
た
場
面
な
の
で
、「
す
っ
か
り
と
・
つ
ぶ

さ
に
」
で
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
他
に
例
を
見
な
い
『
源
氏
物
語
』

初
出
の
表
現
な
の
だ
が
、
あ
ま
り
重
要
な
場
面
で
は
な
い
た
め
か
、
こ
れ

ま
で
積
極
的
に
造
語
で
あ
る
こ
と
は
主
張
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

六
、「
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
心
地
」も『
源
氏
物
語
』の
造
語
か

　

最
後
に
I
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
、

行
ひ
し
ゐ
た
る
ほ
ど
に
、「
お
は
し
ま
す
お
は
し
ま
す
」
と
の
の
し

れ
ば
、
例
の
ご
と
ぞ
あ
ら
む
と
思
ふ
に
、
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
走
る
に
、

引
き
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
み
な
人
、
面
を
ま
ぼ
り
か
は
し
て
ゐ
た
り
。

 
（
中
巻
224
頁
）

か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
期
待
し
て
待
っ
て
い
る
道
綱
母
の
邸
の

前
を
兼
家
が
前
渡
り
（
素
通
り
）
し
た
場
面
で
あ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
に

用
例
が
あ
る
の
で
『
源
氏
物
語
』
の
造
語
と
は
い
え
な
い
の
だ
が
、
よ
く

見
る
と
『
蜻
蛉
日
記
』
は
「
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
走
る
」
と
な
っ
て
い
る
（
孤

立
例
）。
こ
れ
は
「
胸
走
る（

8
（

」
と
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
が
合
体
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
は
、

Ⅰ 

は
つ
か
に
見
ゆ
る
御
袖
口
は
、
さ
に
こ
そ
あ
ら
め
と
思
ふ
に
、
胸
つ

ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
心
地
す
る
も
う
た
て
あ
れ
ば
、外
ざ
ま
に
見
や
り
つ
。

 

（
野
分
巻
275
頁
）

Ⅱ 

御
鏡
な
ど
あ
け
て
ま
ゐ
ら
す
る
人
は
、
な
ほ
見
た
ま
ふ
文
に
こ
そ
は

と
心
も
知
ら
ぬ
に
、小
侍
従
見
つ
け
て
、昨
日
の
文
の
色
と
見
る
に
、

い
と
い
み
じ
く
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
心
地
す
。 

（
若
菜
下
巻
250
頁
）

と
あ
っ
て
、「
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
心
地
す
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
Ⅰ

は
夕
霧
が
紫
の
上
の
気
配
を
感
じ
て
ど
き
ど
き
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
Ⅱ

は
源
氏
に
柏
木
の
手
紙
を
見
つ
け
ら
れ
て
小
侍
従
が
ど
き
ど
き
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
恋
の
と
き
め
き
だ
け
で
な
く
、
冷
や
汗
が
流
れ
て
ど
き

ど
き
し
て
い
る
場
合
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
心
音
を
表
す
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
強
い
よ
う
だ
。
わ
ず
か
な
違
い
で
は
あ
る
が
、「
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と

鳴
る
心
地
す
」
は
『
源
氏
物
語
』
の
造
語
（
独
自
表
現
）
と
い
っ
て
も
い

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
、

御
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
心
地
せ
ら
れ
給
ふ
。 

（
新
編
全
集
250
頁
）

は
、
中
納
言
の
胸
が
高
鳴
る
と
こ
ろ
だ
が
、
頭
注
一
に
「
こ
こ
は
ど
き
ど

き
と
い
う
動
機
の
高
鳴
り
を
あ
ら
わ
す
擬
音
語
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

『
有
明
の
別
れ
』
巻
一
で
も
、

上
の
御
胸
は
そ
ぞ
ろ
に
つ
ぶ
つ
ぶ
と
な
る
御
心
地
ぞ
す
め
る
。
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（
創
英
版
166
頁
）

と
あ
っ
て
、女
大
将
を
見
て
い
る
帝
の
胸
は
と
き
め
い
て
い
る
。ま
た『
有

明
の
別
れ
』
巻
三
に
は
も
う
一
例
、

ひ
と
か
た
な
ら
ず
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
な
る
心
地
ぞ
す
る
。

 

（
創
英
版
394
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
内
大
臣
が
対
の
上
（
自
分
の
娘
）
を
見
て
胸
が
ど
き
ど

き
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
木
幡
の
時
雨
』
に
も
、
木
幡
で
美
し
い

姫
君
を
垣
間
見
た
中
納
言
は
、

う
ち
つ
け
に
御
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
な
る
心
地
し
て
、
御
涙
の
ほ
ろ
ほ
ろ

と
こ
ぼ
る
る
ぞ
せ
ん
か
た
な
き
や
。

 

（『
木
幡
の
し
ぐ
れ
・
風
に
つ
れ
な
き
』
笠
間
書
院
・
13
頁
）

と
あ
っ
て
、
定
石
を
踏
襲
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
涙
は
悲
し
み
の
涙

で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
狭
衣
物
語
』
の
、

胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
り
つ
つ
、 

（
57
頁
）

は
、
狭
衣
が
源
氏
の
宮
を
見
て
胸
が
高
鳴
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、「
心

地
す
」
が
欠
け
て
お
り
、
比
喩
表
現
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
『
徒
然
草
』
の
、

豆
を
煮
け
る
音
の
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
を
聞
き
給
ひ
け
れ
ば
、

 

（
新
編
全
集
137
頁
）

は
、「
胸
」
で
は
な
く
豆
の
煮
え
る
音
な
の
で
、
こ
れ
も
新
し
い
擬
態
語

と
い
え
そ
う
だ
。

ま
と
め

　

以
上
、『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
、
そ
の
前
後
の
作
品
に
お
け
る
「
つ

ぶ
つ
ぶ
と
」
の
用
例
を
総
合
的
に
検
討
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、『
源
氏

物
語
』
で
は
そ
れ
以
前
に
な
か
っ
た
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
ゆ
」
表
現
を
発
明

し
、「
ふ
っ
く
ら
と
し
た
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
を
美
的
用
法
に
仕
立
て
た
も
の
と

も
い
え
る
、
し
か
し
な
が
ら
形
容
さ
れ
て
い
る
女
性
が
二
流
の
人
物
な
の

で
、
や
や
上
品
さ
を
欠
く
二
級
の
美
的
表
現
と
見
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
「
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
心
地
」
に
し
て
も
、
初
出
は
『
蜻
蛉
日
記
』

で
あ
る
が
、「
走
る
」
と
「
鳴
る
」
の
違
い
を
勘
案
す
る
と
、
こ
れ
も
『
源

氏
物
語
』
の
造
語
に
加
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
の
用

例
を
多
用
し
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
は
、
そ
れ
以
前
の
用
法
を
継
承
し
な

が
ら
も
、
新
た
な
用
法
を
工
夫
・
考
案
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
は
汎
用
性
の
高
い
擬
態
語
と
し
て
活
用
さ
れ
た
こ
と

で
、
そ
の
用
法
に
広
が
り
が
生
じ
た
わ
け
だ
が
、『
源
氏
物
語
』
は
そ
れ

を
う
ま
く
物
語
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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（
1
） 「
そ
ぞ
ろ
か
」
の
用
例
は
多
く
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
源
氏
物
語
』
で

は
濁
音
「
そ
ぞ
ろ
か
」（
空
蝉
巻
・
柏
木
巻
）
と
清
音
「
そ
そ
ろ
か
」（
行
幸
巻
）

が
併
存
し
て
い
る
。
他
に
「
そ
そ
ろ
か
」
は
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
一
例
、「
そ

ぞ
ろ
か
」
は
『
夜
の
寝
覚
』『
狭
衣
物
語
』『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
各
一
例
認
め
ら

れ
る
。
そ
も
そ
も
座
っ
て
い
る
軒
端
の
荻
を
見
て
、
そ
れ
で
背
が
高
い
こ
と
が
分

か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
座
高
が
高
い
の
で
あ
れ
ば
、「
そ
び
や
か
」
の
仲
間

と
い
う
よ
り
「
お
背
長
」（
末
摘
花
巻
）
の
類
語
に
な
り
そ
う
だ
。

（
2
） 

松
尾
聡
氏
「
中
古
語
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
の
語
意
」
国
語
展
望
41
・
昭
和
50
年
11
月 

→
『
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
語
意
の
紛
れ
易
い
中
古
語
攷
』（
笠
間
書
院
）
昭

和
59
年
10
月
。
松
尾
氏
は
五
十
五
例
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
『
源
氏

物
語
』
一
例
と
『
狭
衣
物
語
』
一
例
は
本
文
に
問
題
が
あ
る
の
で
対
象
か
ら
は
ず

し
た
。
ま
た
柿
谷
雄
三
氏
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
の
副
詞
に
関
す
る
一
考
察
」
論
究

日
本
文
学
11
・
昭
和
31
年
12
月
で
も
、『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の

用
例
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 『
落
窪
物
語
』
に
は
「
一
の
車
の
と
こ
し
ば
り
を
、
ふ
つ
ふ
つ
と
切
り
て
け
れ
ば
」

（
207
頁
）
と
い
う
近
似
し
た
例
が
あ
る
。「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
と
「
ふ
つ
ふ
つ
と
」（
ぶ

つ
ぶ
つ
と
）
は
、
擬
態
語
と
し
て
は
互
換
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
4
） 『
千
五
百
番
歌
合
』
の
四
八
八
番
に
、

つ
ぶ
つ
ぶ
と
の
き
の
玉
水
か
ず
そ
ひ
て
し
の
ぶ
に
く
も
る
は
る
さ
め
の
そ
ら

 

（
新
編
国
歌
大
観
）

 

と
あ
り
、
そ
の
判
詞
に
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
と
い
へ
る
や
、
い
か
に
ぞ
と
き
こ
え
侍
れ

ど
、
い
は
ば
や
も
の
を
こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
と
、
鄙
曲
に
う
た
ふ
歌
も
侍
れ
ば
、
を

か
し
く
も
侍
る
べ
し
」と
、『
古
今
著
聞
集
』第
六
所
収
の
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

同
二
六
一
九
番
に
も
、

し
の
ぶ
と
も
の
き
の
た
ま
水
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
り
し
あ
ま
よ
の
も
の
が
た
り
せ
よ

 

（
新
編
国
歌
大
観
）

 

と
あ
る
。
ま
た
『
隆
房
集
』
一
五
番
に
も
、

つ
ぶ
つ
ぶ
と
い
は
ね
ば
こ
そ
あ
れ
た
ま
水
の
あ
は
れ
い
づ
く
に
つ
も
る
お
も

ひ
ぞ 

（
私
家
集
大
成
中
世
Ⅰ
319
頁
）

 

と
詠
ま
れ
て
い
る
。「
軒
の
玉
水
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
と
い
う
表
現
が
定
着
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

（
5
） 

倉
田
実
氏
「
源
氏
宮
思
慕
の
独
詠
歌
」
大
妻
女
子
大
学
紀
要
31
・
平
成
11
年
3
月

で
は
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
の
意
味
を
「「
水
が
粒
の
よ
う
に
な
っ
て
流
れ
で
る
さ
ま
」

な
ど
で
は
な
く
、
先
に
引
用
し
た
「
胸
は
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
り
騒
げ
ど
」
と
同
じ
よ

う
に
、水
が
た
っ
ぷ
り
あ
ふ
れ
て
音
が
高
ま
る
さ
ま
で
あ
り
」と
し
た
上
で
、「「
岩

間
の
水
の
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
高
鳴
る
意
に
恋
情
の
高
ま
り
を
よ
そ
え
、
ま
た
「
つ
ぶ

つ
ぶ
と
聞
こ
え
」で
つ
ぶ
さ
に
言
う
意
に
も
働
い
て
い
る
」と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
6
） 

山
口
仲
美
氏
「「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
肥
え
た
ま
へ
る
人
」
日
本
文
学
32
─
8
・
昭
和

58
年
8
月
→
『
平
安
朝
の
言
葉
と
文
体
』（
風
間
書
房
）
平
成
10
年
6
月
→
『
言

葉
か
ら
迫
る
平
安
文
学
1
山
口
仲
美
著
作
集
1
』（
風
間
書
房
）
平
成
30
年
10
月

（
7
） 

吉
海「
基
本
用
語
・
あ
や
し
き
鳥
の
跡
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
23
夕
霧
』

（
至
文
堂
）
平
成
14
年
6
月
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
た
。

 

　

中
国
の
蒼そ
う

頡け
つ

と
い
う
人
が
、
鳥
の
足
跡
を
見
て
文
字
を
発
明
し
た
と
い
う
説
文

の
故
事
に
よ
る
。
本
来
は
古
今
集
仮
名
序
の
「
鳥
の
跡
と
ど
ま
れ
ら
ば
」
の
よ
う

に
、
単
に
文
字
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
連
綿
体
の
仮
名
が
発
達
す
る
中

で
、
鳥
の
足
跡
の
よ
う
に
一
字
一
字
が
ぶ
つ
ぶ
つ
切
れ
て
い
る
も
の
を
言
う
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
こ
も
御
息
所
が
病
気
で
衰
弱
し
た
身
を
お
し
て
書
い
た
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
夕
霧
は
必
ず
し
も
字
の
ま
ず
さ
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

 

　

病
床
の
柏
木
に
も
同
様
に
「
言
の
葉
の
つ
づ
き
も
な
う
、
あ
や
し
き
鳥
の
跡
の

や
う
に
て
」（
柏
木
巻
）
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
後
の
「
橋
姫
」
巻
で
弁
の
尼
か

ら
薫
へ
渡
さ
れ
た
柏
木
の
手
紙
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
や
し
き
鳥
の

跡
の
や
う
」
に
書
か
れ
た
そ
の
手
紙
で
あ
っ
た
。
柏
木
と
御
息
所
の
手
紙
は
、
と

も
に
臨
終
直
前
の
人
が
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
書
い
た
と
い
う
共
通
性
が
認
め
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ら
れ
る
。〈
以
下
略
〉 

（
101
頁
）

（
8
） 

吉
海
「
基
本
用
語
・
胸
は
し
り
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
23
夕
霧
』（
至

文
堂
）
平
成
14
年
6
月
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
た
。

　

本
来
は
胸
騒
ぎ
が
す
る
、
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
の
意
。「
人
に
逢
は
む
つ

き
の
な
き
夜
は
思
ひ
お
き
て
胸
走
り
火
に
心
焼
け
を
り
」（
古
今
集
・
雑
躰
・

小
野
小
町
）
を
引
歌
と
し
て
い
る
と
す
る
と
、
恋
の
火
で
胸
が
燃
え
て
寝
ら

れ
な
い
意
と
な
る
。
こ
こ
は
落
葉
の
宮
で
は
な
く
御
息
所
か
ら
の
手
紙
で
あ

る
か
ら
、
引
歌
表
現
と
見
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

（
113
頁
）

 

「
胸
走
る
」
の
、
用
例
は
『
古
今
集
』
一
〇
三
〇
番
・『
蜻
蛉
日
記
』・『
う
つ
ほ
物

語
』
国
譲
上
巻
・『
落
窪
物
語
』・『
枕
草
子
』・『
源
氏
物
語
』・『
栄
花
物
語
』
な

ど
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
胸
つ
ぶ
る
」「
胸
つ
ぶ
ら
は
し
」「
胸
鳴
る
」
も
類
語
と

見
て
お
き
た
い
。


