
朧
月
夜
と
の
密
会
が
露
見
し
右
大
臣
方
か
ら
圧
力
が
か
け
ら
れ
、

源
氏
が
須
磨
に
左
遷
さ
れ
る
運
び
と
な
る
そ
の
直
前
に
お
か
れ
る
短

い
間
奏
曲
と
で
も
い
う
べ
き
こ
の
花
散
里
巻
は
、
実
は
な
か
な
か
手

の
込
ん
だ
巻
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

近
時
も
、
神
野
藤
昭
夫
氏
(
1
)

に
よ
っ
て
和
歌
表
現
か
ら
の
発
想

を
探
る
試
み
が
な
さ
れ
て
お
り
そ
の
方
面
か
ら
の
研
究
は
ほ
ぼ
尽
く

さ
れ
た
感
も
あ
る
の
だ
が
、
実
は
未
だ
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
一

つ
の
不
思
議
な
事
柄
が
あ
る
。

夏
烏
で
あ
る
ほ
と
と
ぎ
す
に
誘
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
花
散
里
も

住
む
麗
景
殿
女
御
の
邸
を
訪
ね
る
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
ま
っ
す
ぐ
に

麗
景
殿
女
御
の
邸
を
訪
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
五
月
雨
の
晴
れ

間
に
、
女
御
を
訪
ね
る
途
中
、
中
川
の
あ
た
り
で
昔
の
愛
人
の
家
に

立
ち
寄
る
。
そ
の
女
の
住
む
宿
の
「
垣
根
」
が
鍵
語
で
あ
る
。

先
ず
は
中
川
の
女
へ
の
源
氏
か
ら
の
贈
歌
で
あ
る
。

は
じ
め
に

お
ち
返
り
え
ぞ
忍
ば
れ
ぬ
ほ
と
A

ぎ
す
ほ
の
語
ら
ひ
し
宿
の
垣

根

に

（

『

新

大

系

一

』

三

九

六

頁

）

つ
ぎ
に
、
中
川
女
の
宿
を
去
る
と
き
の
惟
光
の
言
葉
、

「
よ
し
／
＼
、
う
へ
し
垣
根
も
」
と
て
出
づ
る
を
、
人
知
れ
ぬ

心
に
は
、
ね
た
う
も
あ
は
れ
に
も
思
け
り
。
（
同
）

麗
景
殿
女
御
の
邸
に
お
い
て
、
さ
っ
き
の
中
川
の
女
の
宿
の
ほ
と
と

ぎ
す
が
鳴
い
て
い
た
と
す
る
場
面
。

郭
公
、
あ
り
つ
る
垣
根
の
に
や
、
お
な
じ
声
に
う
ち
鳴
く
。
慕

ひ
来
に
け
る
よ
、
と
お
ぼ
さ
る
A

ほ
ど
も
、
艶
な
り
か
し
。

巻
の
終
わ
り
に
、

あ
り
つ
る
垣
根
も
、
さ
や
う
に
て
あ
り
さ
ま
変
は
り
た
る
あ
た

り
な
り
け
り
。

と
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
短
い
巻
の
中
で
中
川
の
女
の
宿
の
「
垣
根
」

を
指
し
示
す
頻
度
に
は
目
を
ひ
く
も
の
が
あ
る
。

和
歌
の
世
界
に
お
い
て
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
垣

花
散
里
巻
の
中
川
女
宿
の
垣
根
よ
り

徳

岡

（同 （同

三
九
七
頁
）

三
九
九
頁
）

._」l__

冴1
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人
し
れ
ず
垣
根
が
く
れ
の
ほ
と
A

ぎ
す
こ
と
か
た
ら
ひ
て
鳴
か

ぬ
夜
ぞ
な
き

な
ど
を
掲
げ
て

返
し

「
源
氏
の
歌
の
表
現
は
語
句
の
み
で
な
く
内
容
的
に

根
と
い
え
ば
卯
の
花
の
垣
根
が
常
套
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
花
散

里
巻
で
は
そ
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
源
氏
の
贈
歌
は
特
異
だ
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
そ
の
前
後
に
卯
の
花
云
々
へ
の
言
及
が
あ
れ
ば
問
題
は
な

い
の
だ
が
、
歌
に
も
卯
の
花
を
詠
み
込
ま
ず
に
「
ほ
と
A

ぎ
す
の
ほ

の
語
ら
ひ
し
垣
根
」
と
い
う
こ
と
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
に
違
い
な

、。
l
>
 

こ
の
源
氏
歌
に
つ
い
て
は
吉
見
健
夫
氏
(
2
)

が
、
「
お
ち
返
り
」
と

い
う
歌
語
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
か
ら
『
拾
遺
和
歌
集
』
の

定

文

が

家

の

歌

合

に

射

恒

郭
公
を
ち
か
へ
り
鳴
け
う
な
ひ
子
が
う
ち
た
れ
髪
の
五
月
雨
の

空

（

―

-

六

）

に
拠
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
「
垣
根
」
が

取
り
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
実
方
集
』
の

も
の
い
ひ
け
る
人
の
ほ
ど
へ
て
あ
り
け
る
に
四
月
ば
か
り
に

か
く
い
ひ
け
る

卯
花
の
垣
根
が
く
れ
の
ほ
と
A

ぎ
す
わ
が
忍
び
ね
の
い
づ
れ
ほ

ど

へ

ぬ

（

二

九

九

『

実

方

集

』

）

（三

0
0
)

も
共
通
す
る
点
が
み
ら
れ
る
が
、
源
氏
の
歌
の
表
現
は
こ
の
よ
う
に

や
や
特
異
な
語
句
を
利
用
し
、
当
時
の
読
者
に
新
味
な
印
象
を
与
え

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
、
中
川
女
の
返
歌
、

ほ
と
A

ぎ
す
言
問
ふ
声
は
そ
れ
な
れ
ど
あ
な
お
ぼ
つ
か
な
さ
み

だ

れ

の

空

（

『

新

大

系

一

』

三

九

六

頁

）

が
、
先
の
射
恒
歌
の
語
句
を
頭
尾
に
、
利
用
し
つ
つ
『
古
今
集
』
の
、

題

し

ら

ず

よ

み

人

し

ら

ず

去
年
の
夏
な
き
ふ
る
し
て
し
郭
公
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
こ
ゑ
の
か

（
一
五
九
）

は
ら
ぬ

を
踏
ま
え
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
上
で
、

昔
を
思
い
起
こ
し
て
あ
り
ふ
れ
た
求
愛
を
す
る
源
氏
と
そ
れ

を
辛
辣
に
拒
絶
す
る
中
川
の
女
と
の
贈
答
は
、
種
々
の
語
旬
の

工
夫
が
示
さ
れ
な
が
ら
も
基
本
的
に
は
類
型
的
な
発
想
の
範
囲

を
出
る
こ
と
は
な
く
、
両
者
の
関
係
は
、
そ
の
延
長
に
漠
然
と

推
測
さ
れ
る
程
度
で
独
自
な
あ
り
方
は
具
体
的
に
な
に
も
明
ら

か
に
さ
れ
な
い
。

と
見
ら
れ
る
。
『
拾
遺
集
』
の
肪
恒
歌
、
及
び
『
古
今
集
』
一
五
九
番

歌
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
の
だ
が
、
源
氏
歌
に

は
ど
こ
に
も
「
卯
の
花
」
の
垣
根
と
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ

と
こ
そ
を
本
稿
で
は
問
題
と
し
て
み
た
い

ど
の
よ
う
な
理
由
の
も
と
に
こ
の
垣
根
が
設
定
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
垣
根
の
謎
を
探
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
和
歌
文
学
に
お
け
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考
察
に
入
る
前
に
、
花
散
里
巻
以
外
の
『
源
氏
物
語
』
内
部
に
お

け
る
卯
の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
登
場
の
仕
方
を
見
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。『

源
氏
物
語
』
で
の
卯
の
花
の
登
場
は
、
乙
女
巻
の
夏
の
町
の
垣
根

が
早
い
。

北
の
東
は
、
涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
、
夏
の
陰
に
よ
れ
り
。

前
近
き
前
栽
、
呉
竹
、
下
風
涼
し
か
る
べ
く
、
小
高
き
森
の
や

う
な
る
木
ど
も
木
深
く
お
も
し
ろ
く
、
山
里
め
き
て
、
卯
の
花

の
垣
根
こ
と
さ
ら
に
し
わ
た
し
て
、
む
か
し
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
、

撫
子
、
薔
薇
、
く
た
に
な
ど
や
う
の
花
く
さ
/
＼
を
植
へ
て
、
春

秋
の
木
草
、
そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
。

（
「
少
女
」
『
新
大
系
二
』
三
二
三

S
四
頁
）

次
に
柏
木
没
後
、
夕
霧
は
一
条
の
宮
邸
に
た
び
た
び
供
物
や
消
息

を
す
る
が
そ
の
一
条
の
宮
邸
の
様
子
に
、

か
の
一
条
の
宮
に
も
、
常
に
と
ぶ
ら
ひ
聞
こ
へ
給
。
卯
月
ば

か
り
の
卯
花
は
そ
こ
は
か
と
な
う
心
ち
よ
げ
に
、
一
っ
色
な
る

四
方
の
梢
を
か
し
う
見
え
わ
た
る
を
、
も
の
思
ふ
宿
は
よ
ろ
づ

ヽ

『
源
氏
物
語
』

の
卯
の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す

る
、
あ
る
い
は
同
時
代
文
学
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』

の
在
り
方
を
知
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

亡
き
人
を
し
の
ぶ
る
よ
ひ
の
む
ら
雨
に
ぬ
れ
て
や
来
つ
る
山

の
こ
と
に
つ
け
て
静
か
に
心
ぼ
そ
く
、
暮
ら
し
か
ね
給
に
、
例

の
渡
り
給
へ
り
。
（
「
柏
木
」
『
新
大
系
四
』
三
九
頁
）

と
叙
さ
れ
る
。
一
方
、
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
こ
れ
は
問
題
と
し
て
い
る

花
散
里
巻
が
早
く
、
次
に
蛍
巻
に
、
蛍
兵
部
卿
宮
が
玉
婁
の
姿
を
蛍

の
光
で
と
ら
え
た
も
の
の
思
い
を
遂
げ
ら
れ
ず
苦
し
い
贈
答
歌
を
交

わ
し
た
直
後
に
、

ほ
と
A

ぎ
す
な
ど
必
ず
う
ち
鳴
き
け
む
か
し
、
う
る
さ
け
れ

ば
こ
そ
聞
き
も
と
め
ね
。
（
「
蛍
」
『
新
大
系
二
』
四
三
一
頁
）

と
こ
の
よ
う
な
時
に
は
ほ
と
と
ぎ
す
が
き
っ
と
鳴
い
た
だ
ろ
う
、
と

し
、
省
筆
し
て
し
ま
う
箇
所
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、
幻
巻
で
紫
の
上
を
追
慕
す
る
源
氏
と
夕
霧
と
の
贈
答

歌
の
場
面
に
、

何
事
に
つ
け
て
も
、
忍
び
が
た
き
御
心
よ
は
さ
の
つ
A

ま
し

く
て
、
過
ぎ
に
し
こ
と
い
た
う
も
の
給
出
で
ぬ
に
、
待
た
れ
つ

る
山
ほ
と
A

ぎ
す
ほ
の
か
に
う
ち
鳴
き
た
る
も
、
い
か
に
知
り

て
か
、
と
聞
く
ひ
と
た
ゞ
な
ら
ず
。

ほ
と
A

ぎ
す

と
て
、
い
と
ゞ
空
を
な
が
め
給
ふ
。
大
将
、

ほ
と
A

ぎ
す
君
に
つ
て
な
ん
ふ
る
さ
と
の
花
た
ち
花
は
い
ま

ぞ

盛

り

と

（

「

幻

」

『

新

大

系

四

』

二

0
一頁）

と
あ
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
死
後
の
国
か
ら
の
使
い
で
あ
る
と
み
な
し
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た
歌
だ
が
こ
こ
で
も
懐
旧
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
花
橘
が
取
り
合
わ
さ

れ
る
。な

お
、
宇
治
十
帖
に
至
っ
て
蜻
蛉
巻
で
、
浮
舟
失
踪
後
、
四
月
に

な
り
浮
舟
を
京
に
迎
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
薫
は
、
北
の
宮
（
二
条
院
）

に
滞
在
中
で
あ
っ
た
匂
宮
に
歌
を
贈
る
場
面
に
も
あ
る
。

月
立
ち
て
、
け
ふ
ぞ
渡
ら
ま
し
と
お
ぼ
し
出
で
給
日
の
夕
暮
、

い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
。
御
前
近
き
橘
の
香
の
な
つ
か
し
き
に
、

ほ
と
A

ぎ
す
の
二
声
ば
か
り
鳴
き
て
わ
た
る
。
「
宿
に
通
は
ば
」

と
ひ
と
り
ご
ち
給
も
飽
か
ね
ば
、
北
の
宮
に
、
こ
A

に
渡
り
給

日
な
り
け
れ
ば
、
立
花
を
お
ら
せ
て
聞
こ
え
賜
゜

忍
び
音
や
君
も
な
く
ら
む
か
ひ
も
な
き
死
出
の
た
お
さ
に
心

か
よ
は
ば

宮
は
、
女
君
の
御
さ
ま
の
い
と
よ
く
似
た
る
を
、
あ
は
れ
と
お

ぼ
し
て
、
二
と
こ
ろ
な
が
め
給
お
り
な
り
け
り
。
け
し
き
あ
る

文
か
な
と
見
給
て
、

橘
の
か
ほ
る
あ
た
り
は
郭
公
心
し
て
こ
そ
な
く
べ
か
り
け
れ

わ
づ
ら
は
し
。

と
書
き
給
。
（
「
蜻
蛉
」
『
新
大
系
五
』
二
八

0
頁）

こ
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
内
部
で
は
、
卯
の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
と

い
う
取
り
合
わ
せ
は
避
け
ら
れ
、
お
の
お
の
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る

か
、
あ
る
い
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
橘
と
の
取
り
合
わ
せ
で
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
和
歌
史
の
方
面
か
ら
は
ど
の
よ
う

宇
紺
硲
加
町
巻
面

ほ
と
と
ぎ
す
の
に
い
で
や
ま
に
い
り

霜
公
鳥
野
山
出
入

さ

つ

き

や

ま

う

の

は

な

づ

く

よ

ほ

と

と

ぎ

す

五
月
山
宇
能
花
月
夜
雹
公
鳥

ま
た
な
か
ぬ
か
も

又
鳴
鴨

う

の

は

な

も

い

ま

だ

さ

か

ね

ば

宇

能

花

毛

走

開

者

起
嗚
句
耐

（
一
九
五
三
）

き

け

ど

も

あ

か

ず

雖
レ
聞
不
レ
飽 （

一
四
七
七
）

配
公
鮎
熙
知
が
叫
皿

二
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
卯
の
花
の
垣
根
に
つ
い
て

ー
勅
撰
集
を
中
心
に

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
事
柄
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
花
散
里
巻
の
不
思
議

な
垣
根
と
あ
わ
せ
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思

ろっ゚
ほ
と
と
ぎ
す
が
垣
根
で
鳴
く
場
合
、
そ
れ
は
卯
の
花
の
垣
根
で
あ

る
。
と
い
う
常
套
的
な
表
現
は
ど
の
よ
う
に
し
て
確
立
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ほ
と
と
ぎ
す
と
花
の
取
り
合
わ
せ
に
つ
い
て
工
藤
重
矩
氏
(
3
)

は

『
万
葉
集
』
か
ら
卯
の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
取
り
合
わ
せ
は
十
例
ほ

ど
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
る
が
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て

ゆ
く
と
、
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か

よ

ふ

か

き

ね

の

鸞

之

往

来

垣

根

乃

き

み

が

き

ま

さ

ぬ

君
之
不
ー
一
来
座
―

き

な

き

と

よ

も

す

来
鳴
令
レ
響

う

の

は

な

の

宇
能
花
之

（
一
九
八
八
）

駅
事
叩
船 （

一
九
五
七
）

の
よ
う
に
単
に
卯
の
花
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
が
殆
ど
で
、
そ
れ
が
垣

根
と
し
て
詠
ま
れ
る
の
は
、

の
み
で
あ
る
。
季
節
も
、
一
九
五
三
番
歌
に
見
る
よ
う
に
五
月
山
の

卯
の
花
月
夜
に
ほ
と
と
ぎ
す
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
も
一
首
あ
り
、
後

述
す
る
よ
う
な
卯
の
花
を
初
夏
の
花
と
限
定
す
る
認
識
は
な
く
、
夏

期
に
咲
く
花
と
し
て
、
卯
の
花
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、
勅
撰
和
歌
集
か
ら
辿
っ
て
お
き
た
い
。

『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、

郭

公

の

鳴

き

け

る

を

聞

き

て

、

よ

め

る

射

恒

ほ
と
A

ぎ
す
我
と
は
な
し
に
卯
花
の
憂
き
世
中
に
な
き
わ
た
る

覧

（

一

六

四

）

卯
の
花
に
ほ
と
と
ぎ
す
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
右
の
よ
う
に
見
い
だ

せ
る
が
そ
れ
は
垣
根
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
後
撰
和
歌
集
』
に
至
る
と
、
一
四
八
番
歌
か
ら

の
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
群
に
は
卯
の
花
の
垣
根
が
詠
ま
れ
、
時
間
を

追
っ
て
詠
み
継
が
れ
る
。

ら
ま
し

う
き
物
と
思
ひ
知
り
な
ば
卯
花
の
咲
け
る
か
き
ね
も
た
づ
ね
ざ

哉
返
し

ぬ
返
し

卯
花
の
咲
け
る
か
き
ね
の
月
き
よ
み
寝
ず
聞
け
と
や
鳴
く
ほ

と
A

ぎ

す

(

-

四

八

）

四
月
許
、
友
だ
ち
の
住
み
侍
け
る
所
近
く
侍
て
、
か
な
ら
ず

消
息
つ
か
は
し
て
む
と
待
ち
け
る
に
、
音
な
く
侍
け
れ
ば

郭
公
来
ぬ
る
か
き
ね
は
近
な
が
ら
待
ち
遠
に
の
み
声
の
き
こ
え

（
一
四
九
）

ほ
と
A

ぎ
す
声
待
つ
ほ
ど
は
遠
か
ら
で
し
の
び
に
鳴
く
を
聞
か

ぬ

な

る

覧

(

-

五

0
)

も
の
言
ひ
か
は
し
侍
け
る
人
の
つ
れ
な
く
侍
け
れ
ば
、
そ
の

家
の
か
き
ね
の
卯
花
を
折
り
て
、
言
ひ
入
れ
て
侍
け
る

う
ら
め
し
き
君
が
垣
根
の
卯
花
は
う
し
と
見
つ
A

も
猶
た
の
む

（
一
五
一
）

（
一
五
二
）

一
五
三
番
か
ら
一
五
五
番
歌
ま
で
は
卯
の
花
の
垣
根
の
そ
の
白
さ
を

歌
い
、
次
の
一
五
六
番
歌
で
歌
い
収
め
る
。

鳴
わ
び
ぬ
い
づ
ち
か
ゆ
か
ん
郭
公
猶
卯
花
の
影
は
離
れ
じ

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
一
四
九
及
び
一
五

0
番
歌
の
よ
う
に
ど

こ
に
も
「
卯
の
花
」
と
い
う
歌
語
は
用
い
ら
れ
な
い
が
そ
の
前
後
を
、

つ
ま
り
一
四
八
番
歌
及
び
一
五
一
及
び
一
五
二
番
歌
の
「
卯
の
花
」
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の
垣
根
を
詠
ん
だ
歌
に
挟
ま
れ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
飛
来
す
る
垣
根

を
詠
ん
だ
場
合
、
そ
れ
は
自
ず
と
「
卯
の
花
」
の
垣
根
で
あ
っ
た
と

理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
新
大
系
』
脚
注
が
「
一
四
九
・
一
五
一
＼
一
五
五
の
よ

う
に
「
卯
花
」
は
「
垣
根
」
に
植
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
」
と

み
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
が
、
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
編
ま
れ

る
勅
撰
集
に
あ
っ
て
「
四
月
」
に
詠
ま
れ
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
で
垣

根
が
詠
ま
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
花
が
詠
ま
れ
る
場
合
そ
れ
は
「
卯

花
」
と
了
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

『
拾
遺
和
歌
集
』
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

夏
の
部
の
二
首
目
か
ら
卯
の
花
が
詠
ま
れ
始
め
る
。頂

屏

風

に

ー

我
が
宿
の
垣
根
や
春
を
隔
つ
ら
ん
夏
来
に
け
り
と
見
ゆ
る
卯
花

（八

0
)

こ
の
順
の
歌
は
「
初
夏
の
代
表
的
な
景
物
で
あ
る
卯
の
花
の
垣
根

が
、
春
を
隔
て
て
、
夏
を
も
た
ら
す
」
（
『
新
大
系
』
）
こ
と
を
詠
ん

で
い
る
が
、
卯
の
花
が
垣
根
と
し
て
好
ま
れ
て
い
た
理
由
が
ほ
の
み

え
て
く
る
歌
で
あ
る
。

『
拾
遺
集
』
で
は
こ
の
直
後
に
衣
替
え
の
歌
が
あ
り
、
藤
の
花
の
歌

が
続
き
、
八
九
番
歌
か
ら
卯
の
花
の
垣
根
の
歌
が
見
え
て
く
る
。

山
里
の
卯
花
に
鶯
の
鳴
き
侍
り
け
る
を
平
公
誠

卯
花
を
散
り
に
梅
に
ま
が
へ
て
や
夏
の
垣
根
に
鶯
の
鳴
く

同
歌
の

人
麻

（
八
九
）

八
0
番
歌
に
続
い
て
卯
花
が
散
る
の
を
梅
に
見
ま
が
え
て
鶯
が
嗚
＜

と
い
う
歌
だ
が
、
卯
の
花
は
夏
の
盛
り
の
花
で
は
な
く
、
初
夏
の
花

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

渡
邊
道
子
氏

3
が
六
条
院
の
夏
の
町
に
植
え
ら
れ
た
花
を
考
察
さ

れ
た
際
に
「
卯
の
花
の
垣
根
」
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
『
拾

遺
集
』
の
九
一
番
歌
か
ら
の
歌
群
で
、
卯
の
花
の
白
さ
が
御
幣
に
璧

え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
貫
之
歌
、

神
ま
つ
る
宿
の
卯
花
白
妙
の
御
幣
か
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

（
九
二
）

は
、
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
白
い
色
と
の
連
想
も
あ
っ
て
、
四

月
の
神
祭
に
関
連
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
清
浄
の
美
を
有
す
る
側
面
も
あ
る
の
だ
が
、
相
変
わ
ら

ず
九
四
番
歌
の
よ
う
に
垣
根
と
し
て
好
ま
れ
て
い
る
。

時
分
か
ず
降
れ
る
雪
か
と
見
る
ま
で
に
垣
根
も
た
わ
に
咲
け
る

卯

花

（

九

四

）

し
か
し
な
が
ら
『
拾
遺
集
』
の
夏
の
部
の
中
に
は
ほ
と
と
ぎ
す
が

飛
来
す
る
卯
の
花
の
垣
根
の
様
子
が
詠
ま
れ
た
も
の
は
一
首
も
な
い
。

1
0
七
一
番
、
つ
ま
り
雑
春
の
部
に
お
い
て
、
先
の
『
万
莱
集
』
と

題
知
ら
ず

郭
公
通
ふ
垣
根
の
卯
花
の
う
き
こ
と
あ
れ
や
君
が
来
ま
さ
ぬ
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(
1
0七
一
）

が
見
い
だ
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

夏
の
部
に
再
び
戻
っ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
初
め
る
の
を
待
ち

わ
び
、
そ
の
一
声
に
一
喜
一
憂
す
る
歌
に
し
ば
ら
く
つ
き
あ
っ
て
い

る
と
、
五
月
雨
が
あ
り
、
菖
蒲
草
が
配
さ
れ
、
よ
う
や
く
―
―
二
番

歌
に
至
っ
て
、

誰
が
袖
に
思
よ
そ
へ
て
郭
公
花
橘
の
枝
に
鳴
く
ら
ん

よ
み
人
し
ら
ず

が
歌
わ
れ
、
夏
の
盛
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
神
野
藤

昭
夫
氏
が
、
源
氏
の
麗
景
殿
の
女
御
へ
の
贈
歌
「
橘
の
香
と
な
つ
か

し
み
ほ
と
A

ぎ
す
花
散
る
里
を
た
づ
ね
て
ぞ
と
ふ
」
を
検
討
さ
れ
る

際
に
、

い
っ
た
い
三
者
（
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
「
た
ち
ば
な
」
「
は
な
ち
る
さ

と
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
例
は
、
数
多
く
な
い
が
、
「
た
ち
ば

な
（
は
な
た
ち
ば
な
）
」
と
「
ほ
と
と
ぎ
す
（
や
ま
ほ
と
と
ぎ

す
）
」
を
と
も
に
歌
い
込
ん
だ
例
は
、
『
万
葉
集
』
歌
に
圧
倒
的

に
多
く
、
「
た
ち
ば
な
」
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
の
観
念
連
合
が
、

特
定
の
引
歌
と
い
う
よ
り
も
和
歌
的
発
想
の
伝
統
が
深
々
と
し

た
流
れ
の
中
で
培
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て

お
き
た
い
。

と
し
て
、
補
注
に
掲
げ
ら
れ
た
歌
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
勅
撰
集
の
夏
の
部
を
追
っ
て
き
た
が
、
卯
の
花

の
垣
根
が
詠
ま
れ
る
の
は
『
後
撰
集
』
が
早
く
、
卯
の
花
は
初
夏
の

景
物
（
「
四
月
」
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
）
と
し
て
認
知
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
『
拾
遺
集
』
で
も
卯
の
花
は
初
夏
の
景
物
と
し
て
変
わ
ら

ず
に
親
し
ま
れ
て
お
り
、
卯
の
花
の
垣
根
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
組
み
合

わ
せ
は
雑
の
部
に
は
一
首
存
す
る
も
の
の
、
夏
の
部
に
は
存
在
し
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
勅
撰
和
歌
集
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
相
違
が

あ
る
。
従
っ
て
、
一
節
で
見
た
よ
う
な
卯
の
花
の
垣
根
と
ほ
と
と
ぎ

す
の
組
み
合
わ
せ
を
有
さ
な
い
『
源
氏
物
語
』
の
在
り
方
は
、
よ
り

『
拾
遺
集
』
に
近
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
花
散
里
巻
が
五
月
雨
の
晴
れ
間
を
ぬ
っ
て
の
忍
び

歩
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

御
お
と
う
と
の
三
の
君
、
内
わ
た
り
に
て
は
か
な
う
ほ
の
め

き
給
ひ
し
な
ご
り
の
、
例
の
御
心
な
れ
ば
さ
す
が
に
忘
れ
も
は

て
給
は
ず
、
わ
ざ
と
も
も
て
な
し
給
は
ぬ
に
、
人
の
御
心
を
の

み
尽
く
し
は
て
給
ふ
べ
か
め
る
を
も
、
こ
の
ご
ろ
残
る
こ
と
な

く
お
ぼ
し
乱
る
A

よ
の
あ
は
れ
の
く
さ
は
ひ
に
は
、
思
ひ
出
で

給
に
は
忍
び
が
た
く
て
、
さ
み
だ
れ
の
空
め
づ
ら
し
く
晴
れ
た

る
雲
間
に
渡
り
給
。
（
「
花
散
里
」
『
新
大
系
一
』
三
九
五
頁
）

こ
の
花
散
里
巻
は
夏
の
盛
り
の
出
来
事
で
あ
る
た
め
に
、
初
夏
ー
四

月
の
景
物
と
さ
れ
る
卯
の
花
は
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
最
初
に
提
起
し
た
問
い
で
あ
る
中
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川
女
の
宿
の
垣
根
に
卯
の
花
が
描
か
れ
な
い
こ
と
の
答
え
に
は
な
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
な
ぜ
「
垣
根
」
と
だ
け
記
さ
れ
る
か
の
答
え
に

は
な
っ
て
は
い
な
い
。
問
題
は
、
換
言
す
れ
ば
、
五
月
に
な
に
か
の

垣
根
で
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
と
い
う
趣
向
が
な
ぜ
撰
ば
れ
た
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

節
を
改
め
今
度
は
私
家
集
の
世
界
を
探
っ
て
み
た
い
。

（
四
九
）

三
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
卯
の
花
の
垣
根
に
つ
い
て

ー
私
家
集
を
中
心
に

ほ
と
と
ぎ
す
は
や
は
り
私
家
集
に
あ
っ
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
、

卯
の
花
の
垣
根
に
鳴
く
も
の
と
し
て
詠
み
継
が
れ
て
き
た
よ
う
で
あ

る、
師
氏
の
家
集
で
あ
る
『
海
人
手
古
良
集
』
の
「
夏
」
に
、

卯
の
花
の
さ
か
り
に
な
れ
ば
郭
公
夜
ぶ
か
き
ね
に
ぞ
有
明
の
月

と
あ
り
、
あ
る
い
は
『
小
大
君
集
』
に
も
、

御
扇
の
ぬ
ひ
物
し
た
る
を
持
た
せ
給
う
て
、
こ
れ
見
よ
と
仰

せ
ら
れ
賜
は
せ
た
る
を
み
れ
ば
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
卯
の
花
く

ひ
て
い
く
か
た
あ
り
、
た
だ
に
や
は
と
て

垣
根
出
づ
る
た
よ
り
に
く
へ
る
卯
の
花
を
し
む
と
こ
ゑ
も
た
て

ぬ
な
る
べ
し

こ
れ
を
実
方
の
朝
臣
に
給
は
せ
た
れ
ば

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
に
し
散
ら
ば
卯
の
花
の
垣
根
な
が
ら
に
聞
く

べ

か

り

け

る

（

七

六

・

七

七

『

小

大

君

集

』

）

と
あ
る
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

実
方
は
、
本
稿
の
冒
頭
部
分
に
引
い
た
よ
う
に
、
こ
と
に
ほ
と
と

ぎ
す
と
卯
の
花
の
垣
根
の
取
り
合
わ
せ
の
歌
を
多
く
残
し
て
い
る
が
、

為
任
の
弁
、
し
の
び
た
る
と
こ
ろ
よ
り
、
あ
し
た
に
、

た
が
里
に
い
か
に
し
の
ぶ
ぞ
ほ
と
A

ぎ
す
お
の
が
垣
根
は
花
や

散

り

に

し

（

七

0
『
実
方
集
』
）

は
、
季
節
の
明
示
が
な
い
け
れ
ど
も
、
ほ
と
と
ぎ
す
に
「
垣
根
の
花
」

が
取
り
合
わ
さ
れ
る
と
き
に
は
、
「
卯
の
花
」
と
見
た
い
と
こ
ろ
で
あ

り
『
新
大
系
』
で
も
「
ほ
と
と
ぎ
す
よ
、
誰
の
里
で
、
ど
ん
な
風
に

忍
び
音
で
鳴
い
て
い
る
の
か
。
自
分
の
垣
根
の
卯
の
花
は
散
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
。
」
と
卯
の
花
と
理
解
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
同
家
集
に
は
次
の
よ
う
な
連
歌
も
残
さ
れ
て
い
る
。

八
月
ば
か
り
、
月
あ
か
き
夜
、
花
山
院
ひ
が
歌
よ
ま
む
と
仰

せ
ら
れ
て

（
六
八

a)

秋
の
夜
に
山
ほ
と
A

ぎ
す
鳴
か
ま
せ
ば

と
仰
せ
ら
る
A

に

垣

根

の

月

や

花

と

見

え

ま

し

（

六

八

b

)

「
ひ
が
歌
」
、
つ
ま
り
理
屈
に
合
わ
ぬ
歌
と
し
て
「
秋
の
山
に
山
ほ
と

と
ぎ
す
が
、
も
し
鳴
い
た
な
ら
」
と
花
山
院
が
仰
せ
ら
れ
「
垣
根
に
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ふ
り
注
ぐ
秋
の
月
影
が
、
そ
れ
こ
そ
、
初
夏
の
卯
の
花
と
み
え
ま

し
ょ
う
か
」
と
す
る
。
こ
れ
は
『
後
撰
集
』
の

時
わ
か
ず
月
か
雪
か
と
見
る
ま
で
に
か
き
ね
の
ま
A

に
咲
け
る

卯

の

花

(

-

五

五

）

を
も
と
に
し
た
も
の
だ
が
、
垣
根
が
卯
の
花
で
あ
る
と
い
う
了
解
が

な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
歌
語
の
上
で
は
卯
の
花
以
外
の
垣
根
に
ほ
と
と
ぎ
す
と

取
り
合
わ
さ
れ
る
例
が
見
い
だ
さ
れ
は
じ
め
る
。

『
和
泉
式
部
集
』
（
岩
波
文
庫
）
の

同
じ
僧
都
（
稿
者
注
・
小
幡
僧
都
）
の
母
の
許
に
、
故
内
侍

と
も
こ
と
も
（
と
も
ろ
と
も
に
の
誤
ヵ
（
同
文
庫
補
注
）
）
卯

の
花
見
し
こ
と
な
ど
い
ひ
や
り
た
れ
ば

時
鳥
な
き
陰
に
て
も
故
郷
の
苔
の
垣
根
を
い
か
に
恋
ふ
ら
ん

ら
む

（
四
九
七
）

か
へ
し

故
郷
の
垣
根
に
の
み
ぞ
わ
れ
は
泣
く
死
出
の
田
長
は
と
ぶ
ら
ひ

も

せ

ず

（

四

九

八

）

あ
る
い
は
『
大
斎
院
前
御
集
』
の

四
月
、
楔
ぎ
の
夜
、
川
原
に
て
、
神
の
い
た
う
鳴
り
け
れ

ば
、
右
近
の
君
の
乗
り
た
る
車
に
、
い
ひ
や
る
。
進

（マ
A
)

常
よ
り
も
楔
ぎ
を
神
の
受
く
れ
ば
や
な
り
ぬ
つ
ら
の
空
に
見
ゆ

（
七
一
）

り
を

（
七
二
）

実
方
の
兵
衛
の
佐
、
車
の
も
と
に
立
ち
よ
り
て
、
も
の
な
ど

い
ふ

流
れ
て
も
語
ら
ひ
は
て
じ
ほ
と
と
ぎ
す
影
み
た
ら
し
の
川
と
こ

そ

見

め

（

七

三

）

兵
衛
の
佐

い

が

き

よ
そ
に
て
も
偲
ぶ
る
声
は
ほ
と
と
ぎ
す
祈
る
斎
垣
の
垣
根
ば
か

（
七
四
）

と
が
あ
る
。
『
和
泉
式
部
集
』
四
九
七
番
歌
の
「
苔
の
垣
根
」
、
『
大
斎

院
前
御
集
』
七
四
番
歌
の
「
斎
垣
の
垣
根
」
と
あ
り
、
「
卯
の
花
」
と

は
詠
ま
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
卯
の
花
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
詞
書
き
「
卯
の
花
見
し
こ
と
」
「
四
月
、
楔
ぎ
の
夜
」
か

ら
推
す
こ
と
が
出
来
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
『
匡
衡
集
』
に
は
、

按
察
大
納
言
ど
の
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
て
、
郭
公
ま
つ
心
を
、

人
々
よ
み
し
に

卯
花
の
か
き
ね
な
ら
で
も
ほ
と
と
ぎ
す
こ
こ
ろ
の
う
ち
の
ま
つ

に

な

か

な

む

（

一

）

の
例
が
あ
り
「
（
こ
こ
ろ
の
う
ち
の
）
ま
つ
」
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
取

り
合
わ
さ
れ
る
も
の
の
、
「
「
卯
花
の
か
き
ね
」
な
ら
で
も
」
と
い
う

よ

右
近

川
神
も
現
れ
て
鳴
る
御
手
洗
に
思
は
む
こ
と
を
み
な
楔
ぎ
せ
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前
提
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
ほ
と
と
ぎ
す
に
取
り
合
わ
さ
れ
る
植

物
の
表
現
の
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
や
は
り
ど
こ
か
で

「
卯
の
花
」
を
意
識
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
詞
書

や
歌
意
か
ら
見
て
取
れ
る
。

多
様
化
に
従
わ
な
い
も
の
も
も
ち
ろ
ん
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。

『
伊
勢
大
輔
集
』
の
「
麗
景
殿
の
女
御
の
御
絵
合
に
」
の
「
鶴
」
に

続
く
連
作
の
一
首
で
あ
る

卯
の
花
の
咲
け
る
垣
根
は
白
波
の
竜
田
の
川
の
堰
と
ぞ
見
る（ニ―)

『
和
泉
式
部
集
』
に
も

卯
の
花
見
に
い
き
て
、
帰
り
て
つ
と
め
て

折
し
ま
れ
き
の
ふ
垣
根
の
花
を
見
て
け
ふ
聞
く
も
の
か
山
郭
公

（
五
四
三
）

の
よ
う
に
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
な
私
家
集
の
傾
向
か
ら
み
る
と
「
卯
の
花
の
垣
根
に
鳴

く
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
詠
ん
だ
初
夏
の
歌
を
夏
の
部
に
有
さ
な
い
『
拾

遺
集
』
の
在
り
方
は
同
時
代
の
和
歌
史
の
中
に
あ
っ
て
一
線
を
画
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
『
拾
遺
集
』
の
季
節
感
に
厳
格
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
忠
実
で

あ
っ
た
の
が
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
源
氏
歌

の
よ
う
に
、
五
月
に
な
に
か
の
垣
根
に
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
と
い
う

趣
向
の
歌
は
や
は
り
一
首
も
な
い
。
こ
れ
は
、
和
歌
史
の
傾
向
か
ら

は
ず
れ
た
所
に
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
さ
れ

る。

「
し
で
の
た
を
さ
」
異
名
か
ら
見
た
場
合

そ
の
前
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
に
は
、
し
で
の
た
を
さ
、
う
な
ゐ
鳥
、

い
も
せ
鳥
、
あ
や
め
鳥
、
早
苗
鳥
、
く
き
ら
と
い
う
異
名
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
方
面
か
ら
の
考
察
も
し
な
け
れ
ば
正
確
な
理
解
に
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
王
朝
和
歌
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
し
で
の
た
を

さ
」
や
「
早
苗
鳥
」
を
こ
の
節
で
は
考
察
し
て
お
き
た
い
。

し
で
の
た
を
さ
に
関
し
て
は
、
既
に
浅
井
ち
ひ
ろ
氏
(
5
)

が
蜻
蛉

巻
の
薫
歌
を
考
察
さ
れ
る
際
に
、
勅
撰
集
、
私
家
集
か
ら
掲
げ
て
い

る
の
で
詳
し
く
は
氏
の
論
に
拠
ら
れ
た
い
。
勅
撰
集
で
は
『
古
今
集
』

い
く
ば
く
の
田
を
作
れ
ば
か
郭
公
し
で
の
た
を
さ
を
朝
な
／
＼

よ

ぶ

藤

原

敏

行

朝

臣

(
1
0
一
三
・
雑
鉢
『
古
今
集
』
）

の
み
だ
、
と
の
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
に
田
植
え
と
結
び
つ
け
て
詠
ま

れ
る
の
は
、
夙
に
、
片
桐
洋
一
氏
(
6
)

が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
「
死

出
田
長
」
と
解
し
、
「
死
出
の
山
」
を
越
え
て
田
植
え
を
督
励
し
に
来

る
鳥
と
見
て
い
た
」
こ
と
に
拠
る
。
そ
れ
が
冥
土
の
鳥
と
し
て
詠
ま

れ
た
の
は
、
伊
勢
が
、
宇
多
天
皇
の
皇
子
を
亡
く
し
て
詠
ん
だ
、

生
み
奉
り
た
り
け
る
親
王
の
亡
く
な
り
て
又
の
年
、
郭
公
を

の

四、

-31 -



し
で
の
山
越
え
て
来
つ
ら
ん
郭
公
恋
し
き
人
の
上
語
ら
な
ん

（
一
三

0
七
．
哀
傷
『
拾
遺
集
』
）

に
そ
の
想
の
源
が
あ
る
。
さ
て
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
「
し
で
の
た

を
さ
」
を
約
め
て
「
し
で
た
を
さ
」
と
す
る
例
に
以
下
の
も
の
が

『
大
斎
院
前
御
集
』
に
あ
ら
た
に
見
い
だ
さ
れ
た
。

四
日
渡
殿
前
に
、
苗
引
か
せ
給
ひ
て
、
植
ゑ
さ
せ
給
ふ
。
卯

の
花
を
垣
根
に
わ
た
し
て
、
を
か
し
き
さ
ま
に
し
わ
た
し
た

り
。
馬

死
出
田
長
垣
根
に
鳴
か
む
声
き
か
ば
守
る
山
が
つ
も
静
心
あ
ら

（
一
五
四
）

進

根
な
ら
で
人
の
田
の
実
を
引
く
と
こ
そ
早
苗
取
り
と
は
い
ふ
べ

か

り

け

れ

（

一

．

五

五

）

詞
書
き
の
中
の
四
日
と
は
、
寛
和
元
年
（
永
観
三
年
・
九
八
五
）
五

月
四
日
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
五
月
に
卯
の
花
の
垣

根
を
詠
み
、
さ
ら
に
死
出
田
長
ー
ほ
と
と
ぎ
す
を
と
り
あ
わ
せ
た
希

有
な
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

意
味
が
難
解
だ
が
、
大
斎
院
選
子
が
、
御
前
で
苗
を
引
か
せ
、
そ
れ

を
植
え
さ
せ
た
上
で
、
周
り
に
卯
の
花
の
垣
根
を
わ
た
し
た
。
そ
こ

で
馬
（
馬
内
侍
）
が
詠
ん
だ
の
が
、
「
死
出
田
長
は
卯
の
花
の
垣
根
鳴

く
で
あ
ろ
う
声
を
聞
く
な
ら
ば
、
早
苗
を
守
る
山
が
つ
も
、
早
苗
を

じ
聞
き
て

曇
ら
は
し
と
は
鳴
く
な
れ
ど
五
月
を
浅
み
さ
み
だ
れ
る
か
な

馬

取
ら
れ
は
し
ま
い
か
と
心
穏
や
か
で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
大
し
て
進
が
、
「
根
で
は
な
く
て
田
の
実
を
引
く
」
と
詠
む
。

「
根
」
と
「
田
の
実
（
稲
）
」
が
対
照
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
は
「
早
苗
」
を
「
根
」
と
言
い
換
え
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
（
ち
が
う
、
ち
が
う
）
早
苗
で
は
な
く
人
の
田
の
実
（
稲
）

を
（
さ
っ
さ
と
）
引
く
の
を
こ
そ
、
「
早
苗
鳥
」
と
い
う
べ
き
な
の
で

し
た
」
と
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、

田
の
ほ
と
り
に
か
り
す
る
人
あ
り

さ
な
へ
と
り
お
の
が
つ
く
ら
ぬ
秋
の
田
を
か
り
に
き
ぬ
と
や
田

ぬ

し

と

が

め

む

（

三

四

『

恵

慶

法

師

集

』

）

の
よ
う
に
、
早
苗
鳥
は
自
分
で
は
作
ら
な
い
秋
の
田
（
稲
）
を
刈
る

の
だ
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
馬
や
進
の
歌
の
理
解
に
は
必
要

な
よ
う
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
『
大
斎
院
前
御
集
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
五
月
の

卯
の
花
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
の
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

五
月
五
日
、
衛
門
の
乳
母
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
書
き
つ
け
て
、

若
人
た
ち
、
こ
れ
に
や
が
て
よ
う
つ
け
給
へ
、
と
あ
れ
ば
、

宰
相

卯
の
花
か
げ
に
鳴
き
つ
る
に
今
や
梢
に
声
を
聞
く
ら
む（

一
五
一
）
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（
一
五
二
）

進
五
月
雨
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
夜
い
た
り
て
は
鳴
か
む
と
す
ら
む

（
一
五
三
）

ほ
と
と
ぎ
す
は
四
月
中
は
卯
の
花
の
陰
に
鳴
い
て
い
た
が
、
い
ま
は

梢
に
鳴
い
て
い
る
声
を
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
よ

く
よ
く
こ
の
詞
書
や
馬
の
歌
を
見
て
み
る
と
、
五
月
に
入
っ
て
未
だ

日
の
浅
い
時
候
を
と
ら
え
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

先
に
掲
げ
た
一
五
四
・
一
五
五
番
歌
が
五
月
四
日
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
卯
の
花
に
ほ
と
と
ぎ
す
を
取

り
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
時
期
の
限
度
で
あ
る
五
月
の
初
旬
に
、

ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

『
大
斎
院
前
御
集
』
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
扱
い
は
和
歌
文
学
の
背
景
を

意
識
し
つ
つ
も
、
独
自
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
に
は
『
源
氏
物
語
』
と
の
直
接
の
関
係
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
「
卯
の
花
」
の
組
み
合
わ
せ
に
は
、
そ
の
時
節

を
意
識
し
た
、
実
に
繊
細
な
感
性
が
働
い
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。
は
か
ら
ず
も
同
時
代
文
学
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
こ

と
に
な
っ
て
き
た
が
、
い
ま
―
つ
考
察
し
て
お
き
た
い
文
学
が
あ
る
。

そ
れ
は
『
枕
草
子
』
で
あ
る
。

「
木
の
花
は
」

の
段
に

清
少
納
言
が
ほ
と
と
ぎ
す
を
好
ん
だ
こ
と
は
『
枕
草
子
』
に
明
快

で
あ
る
。

四
月
の
つ
ご
も
り
五
月
の
つ
い
た
ち
の
比
ほ
ひ
、
橘
の
葉
の

こ
く
青
き
に
、
花
の
い
と
し
ろ
う
さ
き
た
る
が
、
雨
う
ち
ふ
り

た
る
つ
と
め
て
な
ど
は
、
よ
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
に
お
か
し
。

花
の
な
か
よ
り
、
こ
が
ね
の
玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ
ざ

や
か
に
見
え
た
る
な
ど
、
朝
露
に
ぬ
れ
た
る
、
あ
さ
ぼ
ら
け
の

桜
に
お
と
ら
ず
。
郭
公
の
よ
す
が
と
さ
へ
思
へ
ば
に
や
、
猶
こ

さ
ら
に
い
ふ
べ
う
も
あ
ら
ず
。

（
三
四
段
『
新
大
系
』
五

0
頁
（
『
新
大
系
』
は
三
巻
本
一
類
の

陽
明
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
。
）
）

と
橘
を
「
郭
公
の
よ
す
が
」
と
み
る
の
は
和
歌
の
世
界
か
ら
の
発
想

で
あ
る
。
藤
本
宗
利
氏
(
7
)

が
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
の

が
注
目
さ
れ
る
。

一
目
瞭
然
で
あ
る
の
は
、
葉
の
青
・
花
の
白
・
果
実
の
黄
金

色
と
色
彩
表
現
を
重
ね
る
こ
と
で
、
鮮
明
な
絵
画
的
印
象
を
与

え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
が
漢
詩
の
対
句
表
現
を
思
わ
せ
る

表
現
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
読
者
に

よ
っ
て
は
、
具
平
親
王
の
「
枝
繁
金
鈴
春
雨
後
花
薫
紫
爵
凱

五、

『
枕
草
子
』

の
ほ
と
と
ぎ
す
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風
程
」
と
い
う
詩
句
を
、
連
想
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
同
時
に
こ
の
表
現
が
、
当
時
の
通
年
的
な
橘
の
心
象
に

照
ら
し
て
、
明
ら
か
な
欠
落
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ

か
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
れ
は
香
気
へ
の
沈
黙
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
同
時
代
人
に
と
っ
て
の
橘
の
心
象
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
古

今
集
の

五
月
待
っ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
む
か
し
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す

る

〈

夏

・

一

三

九

〉

と
い
う
一
首
と
、
無
縁
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
段
で
橘
の
香
り
を
消
し
去
っ
た
こ
と
と
、
花
散
里
巻
に
お
い
て

主
軸
と
し
て
描
か
れ
る
花
散
里
と
の
遊
返
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
ほ

と
と
ぎ
す
と
橘
の
香
り
の
モ
チ
ー
フ
の
扱
い
は
対
照
的
だ
と
い
え
る
。

藤
本
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
色
彩
を
ち
り
ば
め
た
橘
の
表
現
こ
そ
が

『
枕
草
子
』
の
非
凡
さ
な
の
で
あ
る
。

次
に
「
鳥
は
」
の
段
に
、
鶯
に
つ
い
て
言
及
し
た
後
に
続
く
く
だ

り
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

郭
公
は
猶
、
さ
ら
に
い
ふ
べ
き
か
た
な
し
。
い
つ
し
か
し
た

り
顔
に
も
聞
え
た
る
に
、
卯
花
、
花
橘
な
ど
に
や
ど
り
し
て
、

は
た
か
く
れ
た
る
も
、
ね
た
げ
な
る
心
ば
へ
也
。
五
月
雨
の
み

じ
か
き
夜
に
寝
覚
を
し
て
、
い
か
で
人
よ
り
さ
き
に
聞
か
ん
と

ま
た
れ
て
、
夜
ふ
か
く
う
ち
い
で
た
る
こ
ゑ
の
、
ら
う
／
＼
じ

う
愛
敬
づ
き
た
る
、
い
み
じ
う
心
あ
く
が
れ
、
せ
ん
か
た
な
し
。

六
月
に
成
ぬ
れ
ば
、
お
と
も
せ
ず
な
り
ぬ
る
、
す
べ
て
い
ふ
も

を

ろ

か

也

。

（

三

八

段

『

新

大

系

』

五

九

S
六
0
頁）

と
す
る
。

こ
の
段
に
は
卯
花
と
花
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら

れ
る
が
、
何
故
か
先
に
見
た
「
木
の
花
は
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
非

凡
な
表
現
は
見
ら
れ
ず
和
歌
表
現
の
延
長
に
終
始
し
て
い
る
。

こ
の
「
鳥
は
」
の
段
に
関
し
て
、
『
枕
草
子
』
前
田
家
本
の
研
究
を

進
め
る
磯
山
直
子
氏
(
8
)

に
よ
っ
て
、
前
田
家
本
に
は
ほ
と
と
ぎ
す

の
項
目
が
独
立
し
て
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
事
は
見
逃
せ
な
い
。

前
田
家
本
編
者
は
、
項
目
の
採
録
態
度
と
し
て
は
、
項
目
を

よ
り
増
補
さ
せ
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
。
編
纂
時
に
参
照
し
得

た
堺
本
・
能
因
本
い
ず
れ
か
の
写
本
に
「
郭
公
」
が
存
在
し
て

い
た
な
ら
ば
、
当
然
採
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
郭
公
」
を
採

用
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
前
田
家
本
編
纂
時
、
つ
ま
り

平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
と
推
測
で
き
る
時
期
に
は
、
「
郭
公
」

と
い
う
項
目
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え

る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
清
少
納
言
が
、
枕
草
子
の
『
鳥
は
』

と
い
う
章
段
内
に
、
特
に
―
つ
の
項
目
と
し
て
は
「
郭
公
」
を

記
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
「
郭
公
」
は
、
枕
草
子
の
中
で
も
多
く
言
及
さ
れ
、
清
少
納

言
が
愛
し
た
鳥
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
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「
郭
公
」
と
い
う
項
目
を
『
鳥
は
』
の
章
段
に
増

補
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
前
田
家
本
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
く
だ
り
を
引
い
て
お
き
た
い
。

ほ
と
と
ぎ
す
は
、
あ
さ
ま
し
う
待
た
れ
て
、
夜
う
ち
待
ち
出

で
ら
れ
た
る
心
ば
へ
こ
そ
い
み
じ
う
め
で
た
け
れ
。
六
月
な
ど

に
は
、
ま
こ
と
に
お
と
も
せ
ぬ
が
、
雀
な
ど
の
よ
う
に
あ
る
も

の
な
ら
ば
、
う
ぐ
ひ
す
も
さ
し
も
お
ぼ
ゆ
ま
じ
。
春
の
鳥
と
た

ち
か
へ
る
よ
り
待
た
る
る
も
の
な
れ
ば
、
ま
ほ
思
は
ず
な
る
は

く
ち
を
し
人
げ
な
き
人
を
ば
、
し
る
人
や
は
あ
る
。
鳥
の
な
か

に
も
、
烏
．
鳶
な
ど
の
こ
ゑ
を
ば
耳
に
聞
き
入
れ
ず
か
し
。
う

ぐ
ひ
す
は
、
ふ
み
な
ど
に
作
り
た
れ
ど
、
心
ゆ
か
ぬ
こ
こ
ち
す
。

（
『
前
田
家
本
枕
冊
子
新
註
』
三
二
＼
三
三
頁
）

と
鶯
の
延
長
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
て
、
比
重
の
置
き
方
が
他
の
諸

本
に
比
べ
て
軽
い
こ
と
が
わ
か
る
。

前
田
家
本
の
描
写
の
方
が
実
は
原
型
で
あ
っ
た
の
だ
と
お
ぼ
し
い
。

今
、
こ
の
箇
所
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
次
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。

賀
茂
へ
ま
い
る
道
で
田
植
え
を
す
る
人
の
言
葉
に
嘆
き
、
時
鳥
は

鴬
に
お
と
る
と
言
う
人
を
憎
く
思
う
以
下
の
記
述
は
偏
愛
の
感
さ
え

有
る
。

•
•
•
い
か
な
る
に
か
あ
ら
む
、
お
か
し
と
み
ゆ
る
ほ
ど
に
、
時
鳥

を
い
と
な
め
う
歌
ふ
。
聞
く
に
ぞ
心
う
き
。
「
ほ
と
A

ぎ
す
、

を
れ
、
か
や
つ
よ
、
を
れ
な
き
て
こ
そ
、
我
は
田
植
ふ
れ
」
と

て
、
後
人
が

歌
ふ
を
聞
く
も
、
い
か
な
る
人
か
「
い
た
く
な
な
き
そ
」
と
は

い
ひ
け
ん
。
仲
忠
が
童
生
ひ
い
ひ
を
と
す
人
と
、
時
鳥
鶯
に
お

と
る
と
い
ふ
人
こ
そ
、
い
と
つ
ら
う
に
く
け
れ
。

（二

0
九
段
『
新
大
系
』
二
五
五
頁
）

こ
の
段
は
前
田
家
本
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
来
的
な
も
の

な
の
か
否
か
が
疑
問
だ
が
、
従
来
、
清
少
納
言
の
時
鳥
へ
の
偏
愛
を

示
す
段
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
段
で
は
あ
る
。
以
上
の

よ
う
な
本
文
の
不
安
定
さ
を
有
す
る
段
で
は
な
く
、
比
較
的
安
定
し

た
本
文
の
段
に
ほ
と
と
ぎ
す
と
の
関
わ
り
を
描
い
た
段
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
定
子
後
宮
の
女
房
た
ち
の
定
子
と
の
、
あ
る
い
は
殿
上

人
と
の
機
知
に
富
ん
だ
や
り
取
り
を
記
す
日
記
的
章
段
の
な
か
の
、

「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
、
職
に
お
は
し
ま
す
比
」
の
段
で
あ
る
。

こ
の
段
は
ほ
と
と
ぎ
す
を
歌
に
詠
む
こ
と
を
名
目
に
松
が
崎
に
清

少
納
言
一
行
が
五
月
五
日
ー
五
月
雨
の
中
に
出
か
け
る
。
し
か
し
、

一
首
も
詠
む
こ
と
な
く
明
順
の
朝
臣
の
家
で
歌
い
な
が
ら
稲
を
ひ
く

農
民
を
見
物
し
、
山
菜
料
理
に
舌
鼓
を
打
ち
し
て
過
ご
す
の
だ
が
、

「
雨
ふ
り
ぬ
」
の
言
葉
に
促
さ
れ
帰
路
に
つ
く
。
そ
の
帰
路
の
描
写

が
楽
し
い
。
（
「
前
田
家
本
」
も
ほ
ぼ
同
じ
描
写
で
あ
る
。
）

卯
の
花
の
い
み
じ
う
咲
き
た
る
を
お
り
て
、
車
の
簾
、
か
た

は
ら
な
ど
に
さ
し
あ
ま
り
て
、
を
そ
ひ
、
む
ね
な
ど
に
、
な
が

き
枝
を
葺
た
る
や
う
に
さ
し
た
れ
ば
、
只
卯
花
の
垣
ね
を
牛
に

か
け
た
る
ぞ
と
見
ゆ
る
。
供
な
る
お
の
こ
ど
も
も
、
い
み
じ
う
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笑
ひ
つ
A

、
「
こ
A

ま
だ
し
、
／
＼
」
と
さ
し
あ
へ
り
。

（
九
五
段
『
新
大
系
』
―
二
九
頁
）

卯
の
花
を
牛
車
の
あ
ち
こ
ち
に
さ
し
て
、
そ
れ
が
卯
の
花
の
垣
根
を

牛
に
か
け
た
よ
う
だ
と
い
う
、
こ
の
は
し
ゃ
ぎ
よ
う
は
極
め
て
印
象

的
だ
け
れ
ど
も
、
卯
の
花
を
五
月
の
景
物
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
和

歌
の
世
界
の
四
季
の
区
分
か
ら
は
逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
逸
脱
に
は
自
然
の
在
り
方
に
密
着
し
て
い

る
実
感
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

月
が
改
ま
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
卯
の
花
が
全
く
咲
か
な
く
な
る

は
ず
は
な
い
。
自
然
観
察
の
実
際
に
即
し
て
生
き
生
き
と
文
章
を
記

す
こ
と
こ
そ
共
感
を
誘
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
清
少
納
言
の
姿
勢

が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
、
紫
式
部
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
熟
知
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
花
散
里
巻
に
お
け
る
、
五
月
二
十
日
の
§
五
月
雨
の

睛
れ
間
の
忍
び
歩
き
の
物
語
の
導
入
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
「
卯
の
花

を
伏
せ
た
垣
根
」
の
中
川
女
の
物
語
を
語
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
花
橘

を
配
し
た
花
散
里
物
語
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
卯
の
花
と
は
書
か

な
い
が
、
垣
根
、
垣
根
と
何
度
も
繰
り
返
し
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
卯

の
花
で
あ
る
か
の
よ
う
な
痕
跡
を
残
し
た
あ
た
り
に
、
ど
こ
か
し
ら

『
枕
草
子
』
へ
の
捩
れ
た
共
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

『
拾
遺
集
』
の
在
り
方
に
従
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
、
「
花
散
里
巻
は
、
実
は
な
か
な
か
手
の
込
ん
だ
巻
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
」
と
記
し
た
。
そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
て

本
論
の
結
び
と
し
た
い
。

た
と
え
ば
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
花
散
里
巻
は
五
月
雨
の
晴

れ
間
の
出
来
事
を
描
く
が
、
一
方
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
ー
」
の

段
は
、
五
月
雨
の
降
る
最
中
で
あ
り
、
こ
れ
は
対
照
的
で
さ
え
あ
る
。

更
に
、
『
枕
草
子
』
で
は
明
順
邸
へ
、
花
散
里
巻
で
は
麗
景
殿
女
御

邸
へ
赴
く
そ
れ
ぞ
れ
の
往
路
の
以
下
の
描
写
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

道
も
祭
の
比
思
ひ
出
ら
れ
て
を
か
し
。

（
九
五
段
『
新
大
系
』
―
二
八
頁
）

大
き
な
る
桂
の
木
の
を
ひ
風
に
、
祭
り
の
こ
ろ
お
ぼ
し
出
で
ら

れ
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
け
は
ひ
を
か
し
き
を
、
た
ゞ
一
目
見

た
ま
ひ
し
宿
り
な
り
と
見
給
。
（
『
新
大
系
一
』
三
九
六
頁
）

も
っ
と
も
、
後
者
は
中
川
女
の
宿
に
お
け
る
描
写
な
の
だ
が
、
賀
茂

祭
り
を
思
い
出
し
な
が
ら
出
歩
く
、
と
い
う
趣
向
が
一
致
し
て
い
る
。

花
散
里
巻
で
桂
の
木
の
「
を
ひ
風
」
に
賀
茂
祭
り
を
思
い
出
す
の
は
、

桂
の
木
が
賀
茂
祭
り
に
葵
と
と
も
に
か
ざ
し
と
し
て
用
い
ら
れ
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
『
枕
草
子
』
の
「
五
月
の
精
進
の
ほ
ど
ー
」

の
段
を
換
骨
奪
胎
し
よ
う
と
す
る
意
図
さ
え
窺
え
る
。

つ
ま
り
、
単
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
に
何
を
と
り
あ
わ
せ
る
か
否
か
と

む
す
び
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い
う
こ
と
に
終
始
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
の
結
構
に
ま
で
「
五

月
の
御
精
進
の
ほ
ど
ー
」
の
段
を
投
影
さ
せ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
感
じ

さ
せ
な
い
周
到
さ
で
―
つ
の
物
語
と
な
り
得
て
い
る
の
が
こ
の
花
散

里
巻
と
い
え
る
。

従
来
も
引
用
と
い
う
立
場
か
ら
、
中
川
女
宿
と
麗
景
殿
女
御
邸
の

様
子
を
対
比
し
て
読
み
解
く
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
『
伊
勢
物
語
』

と
の
関
係
も
様
々
に
論
じ
ら
れ
成
果
を
収
め
て
い
る
(10)

と
思
わ
れ

る
が
、
執
拗
に
示
さ
れ
て
い
る
中
川
女
宿
の
垣
根
、
及
び
そ
の
周
辺

の
描
写
に
着
目
し
、
注
意
深
く
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
意
外
な
一

面
が
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（注）
(
1
)
神
野
藤
昭
夫
「
源
氏
物
語
の
和
歌
的
発
想
と
表
現
ー
「
花
散
里
」
巻

の
分
析
を
中
心
に
ー
」
『
源
氏
物
語
研
究
四
』
風
間
書
房
平
成
十
一
年
九
月

(
2
)
吉
見
健
夫
「
花
散
里
巻
の
和
歌
ー
源
氏
物
語
の
歌
物
語
的
方
法
に
つ

い
て
—
」
『
中
古
文
学
論
孜
』
平
成
六
年
―
二
月
及
び
「
花
散
里
巻
試
論
|
'
贈

答
歌
の
方
法
性
ー
」
『
中
古
文
学
論
孜
』
平
成
三
年
―
二
月

(
3
)

工
藤
重
矩
「
古
今
集
一
四
八
の
解
釈
・
補
考
」
『
語
文
研
究
』
（
六
一

号
昭
和
六
一
年
六
月
）
の
ち
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
季
節
と
鳴
声
の
和
漢
比
較

ー
古
今
和
歌
集
一
四
八
の
解
釈
補
考
ー
」
『
平
安
王
朝
和
歌
漢
詩
文
新
考
継

承
と
批
判
』
風
間
書
房
平
成
十
二
年

(
4
)
渡
邊
道
子
「
夏
の
町
・
花
散
里
と
そ
の
植
物
」
『
実
践
国
文
学
』
第

四
一
号
平
成
四
年
三
月

(
5
)
浅
井
ち
ひ
ろ
「
「
蜻
蛉
巻
」
の
四
月
十
日
の
薫
の
歌
「
し
で
の
た
を
さ
」

を
め
ぐ
っ
て
」
『
和
歌
文
学
研
究
』
第
八
十
四
号
平
成
一
四
年
六
月

(
6
)
片
桐
洋
一
『
増
訂
版
歌
枕
・
歌
こ
と
ば
辞
典
』
笠
間
書
院

十
一
年
六
月

(
7
)
藤
本
宗
利
「
読
者
論
と
し
て
ー
鏡
と
し
て
の
枕
草
子
ー
」
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
学
燈
社
平
成
八
年
一
月

(
8
)
磯
山
直
子
「
『
枕
草
子
』
本
文
の
写
本
性
ー
前
田
家
本
を
中
心
と
し
て

|
」
『
王
朝
文
学
の
本
質
と
変
容
散
文
編
』
片
桐
洋
一
編
和
泉
書
院
平

成
十
三
年
二
月

(
9
)
麗
景
殿
女
御
邸
で
の
描
写
に
「
廿
日
の
月
さ
し
出
づ
る
ほ
ど
に
、
」
（
『
新

大
系
一
』
三
九
七
頁
）
と
あ
る
。

(10)
引
用
あ
る
い
は
語
り
と
い
う
立
場
か
ら
の
論
で
、
三
谷
邦
明
「
花
散

里
巻
の
方
法
伊
勢
物
語
六
段
の
扱
い
方
を
中
心
に
」
『
中
古
文
学
』
（
昭
和

五
0
年
五
月
）
の
ち
『
物
語
文
学
の
方
法
11
』
「
第
九
章
花
散
里
巻
の
方
法

|
〈
色
好
み
〉
の
挫
折
あ
る
い
は
伊
勢
物
語
六
十
段
の
引
用
ー
」
（
有
精
堂
）

及
び
、
広
田
収
「
物
語
り
に
お
け
る
伝
承
と
様
式
ー
伊
勢
物
語
六
十
段
・
六

十
二
段
と
源
氏
物
語
花
散
里
巻
」
『
日
本
文
学
』
（
昭
和
六

0
年
四
月
）
な
ど

が
あ
る
。

＊
本
文
の
引
用
は
断
り
の
な
い
限
り
『
新
大
系
』
に
拠
っ
た
。
ま
た
『
海
人

手
古
良
集
』
『
恵
慶
法
師
集
』
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
、
『
万
葉
集
』

は
『
萬
葉
集
本
文
編
』
（
塙
書
房
）
、
『
小
大
君
集
』
『
大
斎
院
前
御
集
』
『
伊

勢
大
輔
集
』
は
「
私
家
集
注
釈
叢
刊
」
（
日
本
古
典
文
学
会
）
、
『
匡
衡
集
』
は

「
私
家
集
全
釈
叢
書
」
（
風
間
書
房
）
に
拠
っ
た
。

平
成
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