
『
源
氏
物
語
』
「
鈴
虫
」

〈
香
染
の
扇
〉

　
　
　
巻
に

の
行
方
か
ら

お
け
る
女
三
宮
考

杉
　
浦

一

彰

、
問
題
の
所
在

　
朱
雀
院
は
持
病
の
進
行
に
従
い
出
家
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
鍾
愛
の
娘
で
あ
る
女
三
宮
の
将
来
を
思
う
と
な
か
な
か
踏
み
切
れ
な
い
。

彼
は
そ
の
不
安
を
拭
う
た
め
、
自
分
の
代
わ
り
に
娘
の
後
見
を
託
せ
る
人
物
を
捜
す
。
し
か
し
適
任
者
は
お
ら
ず
、
最
終
的
に
は
光
源
氏
へ
の

降
嫁
と
い
う
形
で
決
着
す
る
。
光
源
氏
に
は
年
齢
的
な
問
題
が
あ
り
、
最
初
そ
の
申
し
出
に
乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
が
、
度
重
な
る
要
請
や
藤

壼
の
係
累
と
い
う
血
筋
に
期
待
を
か
け
て
承
諾
す
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
の
女
三
宮
は
た
だ
幼
く
、
光
源
氏
の
淡
い
期
待
は
立
ち
消
え
に
な
る
。

　
「
若
菜
上
」
巻
の
前
半
の
展
開
を
辿
っ
て
み
た
が
、
女
三
宮
の
幼
稚
な
人
物
像
が
そ
も
そ
も
の
発
端
で
あ
り
、
そ
の
人
物
造
型
は
物
語
の
進
行

上
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
先
行
研
究
で
は
、
極
楽
と
ま
で
言
わ
し
め
た
六
条
院
世
界
に
疑
義
を
呈
し
崩
壊
に
導
く

　
（
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べ

存
在
、
柏
木
の
破
滅
や
光
源
氏
の
凋
落
を
決
定
づ
け
る
存
在
、
光
源
氏
と
紫
の
上
の
夫
婦
関
係
を
相
対
化
す
る
存
在
な
ど
の
よ
う
に
、
人
物
造

型
の
意
義
と
物
語
の
主
題
を
関
連
付
け
る
解
釈
が
多
い
。
女
三
宮
の
人
物
造
型
を
単
に
欠
点
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
義
を
考
究

す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
と
こ
ろ
で
、
女
三
宮
は
こ
う
し
た
人
物
造
型
が
一
貫
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
女
は
成
長
・
変
貌
す
る
。
特
に
、
「
鈴
虫
」
巻
は
そ
れ
ま
で
の
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ハ
ら
り

語
ら
れ
方
と
著
し
く
異
な
り
、
す
で
に
異
質
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
解
は
御
帳
台
を
舞
台
に
し
た
光
源
氏
と
の
贈
答
歌
に
起
因
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
の
で
、
「
香
染
な
る
御
扇
」
（
④
・
三
七
六
頁
）
が
媒
介
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

　
し
か
し
主
要
な
注
釈
書
で
は
解
釈
上
こ
の
〈
扇
〉
を
重
要
視
し
て
い
な
い
。
贈
歌
に
込
め
ら
れ
た
光
源
氏
の
心
情
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

「
香
染
な
る
御
扇
」
に
和
歌
が
書
写
さ
れ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本
論
で
は
「
鈴
虫
」
巻
に
お
い
て
二
組
あ
る
光

源
氏
と
女
三
宮
の
贈
答
歌
の
う
ち
、
御
帳
台
を
舞
台
と
す
る
前
者
の
贈
答
歌
を
取
り
あ
げ
る
。
媒
体
と
な
る
〈
香
染
の
扇
〉
に
積
極
的
な
意
義

を
見
出
し
、
そ
れ
は
女
三
宮
の
人
物
造
型
に
も
深
く
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

二
、
女
三
宮
の
成
長

　
ま
ず
は
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
「
鈴
虫
」
巻
の
女
三
宮
の
人
物
造
型
の
異
質
性
を
確
認
す
る
た
め
、
彼
女
の
成
長
・
変
貌
の
過
程
を
見
て

い
く
。
女
三
宮
に
は
、
「
欠
陥
的
な
姫
宮
」
像
を
造
型
す
る
た
め
に
、
「
あ
え
か
」
「
い
は
け
な
し
」
「
幼
し
」
「
片
な
り
」
「
ひ
は
つ
」
「
わ
か
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど
の
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
た
。
物
語
が
展
開
す
る
と
そ
う
し
た
外
見
だ
け
で
は
な
く
彼
女
の
内
心
も
多
く
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

契
機
を
柏
木
と
の
密
通
事
件
（
以
下
密
通
事
件
と
称
す
）
に
求
め
る
解
釈
、
女
三
宮
の
母
性
の
誕
生
に
求
め
る
解
釈
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
密
通

事
件
を
起
点
と
し
、
そ
れ
以
降
の
人
物
造
型
に
関
わ
る
表
現
を
中
心
に
取
り
扱
う
。

　
さ
て
、
女
三
宮
は
密
通
事
件
発
生
直
後
か
ら
そ
の
発
覚
を
恐
れ
る
心
と
柏
木
と
の
関
係
を
結
ん
だ
罪
の
意
識
に
苦
悩
す
る
。
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深
き
心
も
お
は
せ
ね
ど
、
ひ
た
お
も
む
き
に
も
の
怖
ぢ
し
た
ま
へ
る
御
心
に
、
た
だ
今
し
も
人
の
見
聞
き
つ
け
た
ら
む
や
う
に
ま
ば
ゆ
く

恥
つ
か
し
く
思
さ
る
れ
ば
、
明
か
き
所
に
だ
に
え
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
は
ず
。
い
と
口
惜
し
き
身
な
り
け
り
と
み
つ
か
ら
思
し
知
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
・
④
・
二
一
二
〇
頁
）



女
三
宮
は
「
ひ
た
お
も
む
き
に
も
の
怖
ぢ
し
た
ま
へ
る
御
心
」
が
つ
き
、
「
人
の
見
聞
き
つ
け
」
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
朧
化
さ
れ
た
「
人
」
と
い

う
語
り
で
あ
る
が
、
光
源
氏
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
取
り
返
し
の
付
か
な
い
事
態
に
、
女
三
宮
は
「
い
と
口
惜
し
き
身
な
り

け
り
」
と
憂
愁
を
深
め
る
。
つ
い
に
柏
木
か
ら
の
「
浅
緑
の
薄
様
な
る
文
」
（
若
菜
下
・
二
五
〇
頁
）
に
よ
っ
て
密
通
事
件
の
全
容
が
光
源
氏
に

知
ら
れ
る
と
、
彼
女
が
恐
れ
て
い
た
事
態
が
現
実
と
な
る
。
光
源
氏
は
憎
し
み
を
隠
し
、
「
あ
り
し
な
が
ら
見
た
て
ま
つ
ら
ん
よ
」
（
若
菜
下
．

二
五
三
～
二
五
四
頁
）
と
何
事
も
な
い
よ
う
に
振
る
舞
う
が
、
骸
積
す
る
種
々
の
感
情
を
抑
え
る
こ
と
な
ど
出
来
る
は
ず
も
な
く
、
女
三
宮
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
じ

柏
木
を
破
滅
へ
と
追
い
つ
め
て
い
く
。

　
進
退
窮
ま
っ
た
女
三
宮
は
、
現
状
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
願
い
を
も
つ
。

さ
の
み
こ
そ
は
思
し
隔
つ
る
こ
と
も
ま
さ
ら
め
と
恨
め
し
う
、
わ
が
身
つ
ら
く
て
、

尼
に
も
な
り
な
ば
や
の
御
心
つ
き
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
柏
木
・
④
・
三
〇
一
頁
）
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女
三
宮
は
心
身
と
も
に
極
限
状
態
に
追
い
込
ま
れ
る
う
ち
に
薫
を
出
産
す
る
。
柏
木
の
子
と
す
で
に
認
知
す
る
光
源
氏
は
手
放
し
で
は
喜
べ

ず
、
自
然
と
対
応
が
よ
そ
よ
そ
し
く
な
る
。
確
か
な
隔
意
を
感
じ
と
っ
た
女
三
宮
は
、
「
思
し
隔
つ
る
こ
と
も
ま
さ
ら
め
」
と
今
後
の
結
婚
生
活

を
悲
観
し
、
そ
う
し
た
関
係
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
に
、
「
尼
に
も
な
」
る
決
意
を
す
る
。
信
心
が
全
く
な
い
出
家
願
望
は
娘
を
思
う
朱
雀
院
の

手
に
よ
っ
て
滞
り
な
く
達
成
さ
れ
る
。
し
か
し
尼
と
な
っ
て
も
女
三
宮
は
望
ん
だ
生
活
を
迎
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

人
々
す
べ
り
隠
れ
た
る
ほ
ど
に
、
宮
の
御
も
と
に
寄
り
た
ま
ひ
て
、
「
こ
の
人
を
ば
い
か
が
見
た
ま
ふ
や
。
か
か
る
人
を
棄
て
て
、
背
き
は

て
た
ま
ひ
ぬ
べ
き
世
に
や
あ
り
け
る
。
あ
な
心
憂
」
と
お
ど
ろ
か
し
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
顔
う
ち
赤
め
て
お
は
す
。

　
　
「
誰
が
世
に
か
種
は
ま
き
し
と
人
間
は
ば
い
か
が
岩
根
の
松
は
こ
た
へ
む



あ
は
れ
な
り
」
な
ど
忍
び
て
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、
御
答
へ
も
な
う
て
、
ひ
れ
臥
し
た
ま
へ
り
。

（
柏
木
・
④
・
三
二
四
～
三
二
五
頁
）

　
薫
の
五
十
日
の
祝
儀
に
関
わ
る
一
場
面
で
あ
る
。
祝
儀
が
終
わ
り
周
囲
に
人
気
が
な
く
な
る
と
、
光
源
氏
は
女
三
宮
に
擦
り
寄
り
、
「
か
か
る

人
を
棄
て
て
」
と
薫
に
託
け
た
恨
み
言
を
伝
え
る
。
そ
れ
に
対
し
女
三
宮
は
「
顔
う
ち
赤
め
」
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
彼
女
の
消
極
的
な
対

応
を
見
た
光
源
氏
は
さ
ら
に
和
歌
で
恨
む
。
こ
の
和
歌
は
、
「
梓
弓
い
そ
べ
の
こ
松
た
が
世
に
か
よ
う
つ
世
か
ね
て
た
ね
を
ま
き
け
む
」
（
古
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

集
・
雑
歌
上
・
九
〇
七
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
〈
新
大
系
〉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
祝
賀
に
な
っ
て
い
な
い
露
骨
な
歌
」
（
脚

注
一
九
二
一
二
頁
）
で
あ
る
。
光
源
氏
は
「
誰
が
世
に
か
種
は
ま
き
し
」
と
、
心
中
に
煉
り
続
け
る
女
三
宮
へ
の
恨
み
心
を
「
忍
び
て
聞
こ
え
」

る
の
で
あ
っ
た
。

　
辛
辣
な
和
歌
を
受
け
た
女
三
宮
は
返
歌
で
き
な
い
。
ま
る
で
一
時
の
暴
風
雨
が
過
ぎ
去
る
の
を
耐
え
る
か
の
よ
う
に
、
彼
女
は
「
ひ
れ
臥
」

す
。
出
家
し
て
も
な
お
光
源
氏
へ
の
恐
怖
心
に
縛
ら
れ
、
女
三
宮
は
和
歌
の
贈
答
さ
え
満
足
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
「
鈴
虫
」
巻
の
場
面
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
語
ら
れ
方
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
女
三
宮
の
対
応
が
見
え
る
。
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北
の
御
障
子
も
と
り
放
ち
て
御
簾
か
け
た
り
。
そ
な
た
に
人
々
は
入
れ
た
ま
ふ
。
し
づ
め
て
、
宮
に
も
、
も
の
の
心
知
り
た
ま
ふ
べ
き

下
形
を
聞
こ
え
知
ら
せ
た
ま
ふ
、
い
と
あ
は
れ
に
見
ゆ
。
御
座
を
譲
り
た
ま
へ
る
仏
の
御
し
つ
ら
ひ
見
や
り
た
ま
ふ
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
、

「
か
か
る
方
の
御
営
み
を
も
、
も
ろ
と
も
に
い
そ
が
ん
も
の
と
は
思
ひ
よ
ら
ざ
り
し
こ
と
な
り
。
よ
し
、
後
の
世
に
だ
に
、
か
の
花
の
中

の
宿
に
隔
て
な
く
と
を
思
ほ
せ
」
と
て
、
う
ち
泣
き
た
ま
ひ
ぬ
。

　
　
は
ち
す
葉
を
お
な
じ
台
と
契
り
お
き
て
露
の
わ
か
る
る
今
日
ぞ
悲
し
き

と
御
硯
に
さ
し
濡
ら
し
て
、
香
染
な
る
御
扇
に
書
き
つ
け
た
ま
へ
り
。
宮
、

　
　
へ
だ
て
な
く
は
ち
す
の
宿
を
契
り
て
も
君
が
心
や
す
ま
じ
と
す
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、



と
書
き
た
ま
へ
れ
ば
、
「
言
ふ
か
ひ
な
く
も
思
ほ
し
朽
す
か
な
」
と
、
う
ち
笑
ひ
な
が
ら
、
な
ほ
あ
は
れ
と
も
の
を
思
ほ
し
た
る
御
気
色
な

り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈴
虫
・
④
・
三
七
六
～
三
七
七
頁
）

　
光
源
氏
は
絢
燗
豪
華
な
法
会
の
準
備
が
一
段
落
す
る
と
、
法
会
の
主
役
と
な
る
女
三
宮
を
訪
れ
る
。
そ
こ
で
は
お
よ
そ
彼
の
美
意
識
か
ら
は

か
け
離
れ
た
光
景
が
広
が
っ
て
い
た
。
「
ご
と
ご
と
し
く
装
束
き
た
る
女
房
」
が
「
五
六
十
人
」
（
三
七
五
頁
）
ほ
ど
集
ま
り
、
さ
ら
に
火
取
か

ら
立
ち
上
る
香
が
「
け
ぶ
た
き
ま
で
あ
ふ
ぎ
散
ら
」
（
同
）
さ
れ
る
。
盛
夏
の
頃
、
女
房
の
体
臭
と
薫
香
が
立
ち
籠
め
る
空
間
は
想
像
を
絶
す
る
。

女
三
宮
は
と
い
う
と
何
の
手
段
も
講
ぜ
ず
、
「
人
気
に
圧
さ
れ
た
ま
ひ
て
、
い
と
小
さ
く
を
か
し
げ
に
て
ひ
れ
臥
」
（
三
七
六
頁
）
し
て
い
た
。

　
光
源
氏
は
あ
ま
り
の
光
景
に
辟
易
し
な
が
ら
も
、
女
三
宮
と
落
ち
着
い
て
話
せ
る
環
境
を
整
え
る
。
女
房
の
施
し
た
過
剰
な
演
出
を
戒
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

場
に
滞
留
す
る
暑
気
を
払
い
、
邪
魔
な
「
人
々
は
入
れ
」
る
。
そ
こ
か
ら
は
光
源
氏
の
目
指
す
「
聖
な
る
空
間
」
が
こ
こ
に
も
維
持
さ
れ
る
よ
う

に
努
め
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
が
、
同
時
に
彼
の
女
三
宮
に
対
す
る
細
や
か
な
心
遣
い
も
看
取
さ
れ
る
。

　
光
源
氏
は
部
屋
の
設
え
だ
け
で
な
く
法
会
が
滞
り
な
く
進
む
よ
う
女
三
宮
に
「
下
形
」
を
教
え
る
。
密
通
事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
「
御
座
」

を
見
て
も
彼
は
女
三
宮
へ
の
怒
り
や
妬
み
を
吐
露
せ
ず
、
穏
や
か
な
心
で
「
さ
ま
ざ
ま
」
な
思
い
を
語
り
か
け
て
い
る
。
女
三
宮
は
そ
れ
に
対

し
、
「
ひ
れ
臥
し
」
て
無
視
す
る
よ
う
な
対
応
は
し
な
い
。
語
り
か
け
に
応
じ
る
姿
か
ら
は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
女
三
宮
の
成
長
が
認
め

ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
女
三
宮
の
人
物
造
型
を
単
に
成
長
と
片
づ
け
た
の
で
は
そ
の
異
質
性
が
明
ら
か
と
な
ら
な
い
。
以
下
、
贈
答
歌

の
表
現
を
辿
り
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
両
者
の
心
情
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
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三
、
光
源
氏
の
贈
歌
ー
「
香
染
な
る
御
扇
」
に
込
め
ら
れ
る
再
会
の
思
い

　
光
源
氏
の
和
歌
の
表
現
や
そ
の
媒
体
と
な
る
扇
か
ら
、
「
さ
ま
ざ
ま
」
と
し
か
語
ら
れ
な
い
心
情
を
汲
み
取
る
。
そ
し
て
先
行
研
究
で
は
あ
ま

り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
「
香
染
な
る
御
扇
」
と
和
歌
と
の
関
係
性
を
捉
え
直
す
。
光
源
氏
の
和
歌
を
再
掲
す
る
。

　
　
は
ち
す
葉
を
お
な
じ
台
と
契
り
お
き
て
露
の
わ
か
る
る
今
日
ぞ
悲
し
き

と
御
硯
に
さ
し
濡
ら
し
て
、
香
染
な
る
御
扇
に
書
き
つ
け
た
ま
へ
り
。

　
展
開
の
順
序
か
ら
す
れ
ば
逆
転
す
る
が
、
ま
ず
先
に
筆
跡
の
表
現
か
ら
見
て
い
こ
う
。
「
鈴
虫
」
巻
は
先
行
す
る
場
面
で
、
光
源
氏
の
書
写
し

た
女
三
宮
の
「
御
持
経
」
（
三
七
四
頁
）
が
人
々
を
驚
か
せ
た
様
子
を
語
る
。
光
源
氏
は
「
罫
か
け
た
る
金
の
筋
よ
り
も
、
墨
つ
き
の
上
に
輝
」

（
三
七
四
～
三
七
五
頁
）
く
よ
う
に
も
書
け
る
の
に
、
あ
え
て
、
「
御
硯
に
さ
し
濡
ら
し
て
」
和
歌
を
書
写
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
『
源

氏
物
語
』
で
は
「
初
音
」
巻
に
い
ま
一
例
あ
る
の
み
で
（
③
・
一
五
〇
頁
）
、
主
要
な
注
釈
書
も
積
極
的
な
意
義
を
見
出
し
て
い
な
い
。
し
か
し

和
歌
と
の
関
係
に
重
点
を
置
く
と
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
光
源
氏
の
和
歌
に
は
「
露
」
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
「
露
」
は
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
場
合
し
ば
し
ば
涙
の
喩
と
な
駆
。
水
気
を
多
く
含
ん
だ
筆

は
「
露
」
を
連
想
さ
せ
る
。
つ
ま
り
深
い
「
悲
し
」
み
を
表
現
す
る
た
め
に
「
御
硯
に
さ
し
濡
ら
し
て
」
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
筆
跡

で
さ
え
光
源
氏
の
心
情
を
補
強
す
る
働
き
を
し
て
お
り
、
和
歌
の
媒
体
と
な
る
「
香
染
な
る
御
扇
」
に
も
含
意
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

注
釈
書
で
は
〈
集
成
〉
の
「
丁
子
を
濃
く
煎
じ
た
汁
で
染
め
た
も
の
。
薄
紅
で
黄
色
を
帯
び
る
。
丁
子
染
と
も
い
う
。
尼
の
持
ち
物
で
あ
る
」

（
頭
注
五
．
三
四
八
頁
）
の
よ
う
な
解
釈
に
と
ど
ま
る
。
基
本
的
な
語
釈
に
留
ま
り
、
媒
体
と
な
る
意
義
に
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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だ
が
光
源
氏
が
偶
然
手
に
取
っ
た
扇
に
和
歌
を
書
写
し
た
と
い
う
理
解
で
は
い
か
に
も
不
適
当
で
あ
る
。

　
光
源
氏
が
扇
に
和
歌
を
書
写
す
る
意
義
、
そ
れ
が
「
香
染
」
で
あ
る
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
は
贈
歌
の
際
、
扇
が
媒
体
と
な
る
意
義
か
ら
検
討
す
る
。
こ
の
行
為
は
、
た
と
え
ば
八
代
集
で
は
、
『
後
撰
和
歌
集
』
に
七
例
、
『
拾
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

和
歌
集
』
に
四
例
、
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
四
例
、
『
金
葉
和
歌
集
』
に
一
例
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
三
例
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
『
後
拾

遺
和
歌
集
』
に
所
収
す
る
次
の
和
歌
に
注
目
し
た
い
。

　
　
ゐ
な
か
へ
ま
か
り
け
る
人
に
、
か
は
ぎ
ぬ
、
あ
ふ
ぎ
つ
か
は
す
と
て

よ
の
つ
ね
に
お
も
ふ
わ
か
れ
の
た
び
な
ら
ば
心
み
え
な
る
た
む
け
せ
ま
し
や

（
巻
八
・
別
・
四
六
七
・
藤
原
長
能
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
地
方
に
下
る
人
の
「
た
む
け
」
と
し
て
「
か
は
ぎ
ぬ
」
と
と
も
に
「
あ
ふ
ぎ
」
が
贈
ら
れ
る
。
〈
新
大
系
〉
に
よ
る
と
、
「
か
は
ぎ
ぬ
」
に
「
彼

（
か
）
は
来
ぬ
」
が
掛
け
ら
れ
、
「
あ
ふ
ぎ
」
に
は
「
逢
ふ
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
ゐ
な
か
」
に
旅
立
つ
人
へ
饅
別
と
し
て
贈
ら
れ

る
扇
に
は
、
コ
扇
（
あ
ふ
ぎ
）
1
1
逢
ふ
」
の
連
想
か
ら
そ
の
人
と
の
再
会
を
祈
念
す
る
意
味
あ
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

大
谷
雅
夫
は
「
夕
顔
」
巻
に
あ
る
次
の
場
面
を
端
緒
に
し
て
、
扇
に
「
逢
ふ
」
の
意
を
重
ね
る
こ
と
に
疑
義
を
示
す
。
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こ
ま
や
か
に
を
か
し
き
さ
ま
な
る
櫛
、
扇
多
く
し
て
、
幣
な
ど
わ
ざ
と
が
ま
し
く
て
、
か
の
小
桂
も
遣
は
す
。

　
　
逢
ふ
ま
で
の
形
見
ば
か
り
と
見
し
ほ
ど
に
ひ
た
す
ら
袖
の
朽
ち
に
け
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
①
・

一
九
四
～
一
九
五
頁
）

　
空
蝉
が
夫
の
任
国
へ
下
る
際
、
光
源
氏
か
ら
私
的
な
饅
別
の
品
を
贈
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
光
源
氏
の
和
歌
に
は
、
「
逢
ふ

ま
で
の
形
見
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
は
コ
扇
」
で
は
な
く
、
「
か
の
小
桂
」
に
寄
せ
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の



は
、
広
義
の
離
別
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
も
こ
の
場
面
と
「
鈴
虫
」
巻
の
場
面
を
同
一
に
扱
え
な
い
点
で
あ
る
。

　
両
場
面
の
状
況
を
子
細
に
見
る
と
異
同
が
あ
り
、
扇
を
贈
る
行
為
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
留
意
し
た
い
の

は
、
「
香
染
な
る
御
扇
」
と
語
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
は
い
ま
一
例
、
薫
の
〈
香
染
め
の
扇
〉
が
見
ら
れ
る
（
宿
木
・
⑤
・
四
二

三
頁
）
。
そ
こ
で
は
薫
の
「
移
り
香
」
と
「
丁
子
」
の
香
が
相
ま
っ
て
「
た
と
へ
ん
方
な
」
い
香
り
を
放
つ
様
子
が
語
ら
れ
る
。
し
か
し
「
鈴
虫
」

巻
の
場
合
、
特
に
「
香
染
な
る
御
扇
」
の
香
り
に
関
す
る
言
及
は
な
く
、
他
の
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
と
同
時
代
作
品
に
視
野
を
広
げ
る
と
、
『
枕
草
子
』
に
一
例
認
め
ら
れ
た
。

　
松
の
木
立
高
き
所
の
、
東
南
の
格
子
上
げ
わ
た
し
た
れ
ば
、
涼
し
げ
に
透
き
て
見
ゆ
る
母
屋
に
、
四
尺
の
几
帳
立
て
て
、
そ
の
前
に
円

座
置
き
て
、
四
十
ば
か
り
の
僧
の
、
い
と
清
げ
な
る
、
墨
染
の
衣
、
薄
物
の
袈
裟
、
あ
ざ
や
か
に
装
束
き
て
、
香
染
の
扇
を
使
ひ
、
せ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ザ

て
陀
羅
尼
を
よ
み
ゐ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
六
〇
頁
）

　
『
枕
草
子
』
に
は
扇
（
二
六
七
・
二
六
入
段
な
ど
）
に
言
及
す
る
章
段
が
あ
り
、
清
少
納
言
の
扇
へ
の
興
味
と
当
時
の
使
用
習
慣
が
垣
間
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

る
。
引
用
し
た
用
例
で
は
、
「
香
染
の
扇
」
を
使
い
陀
羅
尼
を
読
む
「
四
十
ば
か
り
の
僧
」
が
登
場
す
る
。
扇
の
色
彩
に
ま
で
叙
述
が
及
ん
で
お

り
、
当
時
の
習
慣
と
し
て
、
「
香
染
の
扇
」
は
出
家
者
の
持
ち
物
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
に
挙
げ
た
〈
集
成
〉
も
指
摘
し
て
い
る
が
、

「
香
染
な
る
御
扇
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
尼
で
あ
る
女
三
宮
の
持
ち
物
と
し
て
印
象
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
場
合
、
光
源
氏
は
意
図
的
に
女
三
宮
の
コ
扇
」
に
和
歌
を
書
き
付
け
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
特
殊
な
行
為
で
あ
っ
た
。

①

あ
り
つ
る
扇
御
覧
ず
れ
ば
、
も
て
馴
ら
し
た
る
移
り
香
い
と
し
み
深
う
な
つ
か
し
く
て
、
を
か
し
う
す
さ
び
書
き
た
り
。

　
　
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
そ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
顔
・
①
二
三
九
～
一
四
〇
頁
）
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②③

よ
し
あ
る
扇
の
端
を
折
り
て
、

　
　
「
は
か
な
し
や
人
の
か
ざ
せ
る
あ
ふ
ひ
ゆ
ゑ
神
の
ゆ
る
し
の
今
日
を
待
ち
け
る

注
連
の
内
に
は
」
と
あ
る
手
を
思
し
出
つ
れ
ば
、
か
の
典
侍
な
り
け
り
。

例
の
宵
の
御
行
ひ
に
、
御
手
水
ま
ゐ
ら
す
る
中
将
の
君
の
扇
に
、

　
　
君
恋
ふ
る
涙
は
際
も
な
き
も
の
を
今
日
を
ば
何
の
果
て
と
い
ふ
ら
ん

（
葵
・
②
・
二
九
頁
）

（
幻
・
④
・
五
四
四
頁
）

　
①
～
③
は
、
和
歌
の
媒
体
と
な
る
扇
が
登
場
す
る
箇
所
で
あ
る
。
扇
の
所
有
者
は
、
①
は
夕
顔
、
②
は
源
典
侍
、
③
は
中
将
の
君
で
あ
り
、

和
歌
を
詠
作
し
た
人
物
と
扇
の
所
有
者
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
「
鈴
虫
」
巻
の
場
合
、
光
源
氏
は
自
分
の
扇
で
は
な
く
、
あ
え
て
女
三
宮
の
「
香

染
な
る
御
扇
」
に
書
き
つ
け
る
。
そ
の
た
め
彼
の
贈
歌
は
出
家
者
の
扇
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
鈴
虫
」
巻
に
戻
る
。
光
源
氏
の
和
歌
に
は
「
は
ち
す
葉
」
が
、
女
三
宮
の
返
歌
に
は
「
は
ち
す
の
宿
」
が
詠
み
込
ま
れ
、
こ
の
贈
答
で
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

的
な
歌
材
を
は
た
し
て
い
る
。
蓮
は
和
歌
に
詠
ま
れ
る
場
合
は
多
く
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
、
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
の
比
喩
と
な
る
。
『
源
氏
物
語
』

に
は
、
「
蓮
」
（
八
例
）
、
「
蓮
の
上
」
（
一
例
）
、
「
蓮
の
上
の
露
の
願
い
」
（
一
例
）
、
「
蓮
の
座
」
（
一
例
）
、
「
蓮
の
中
の
世
界
」
（
一
例
）
、
「
蓮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

花
」
（
三
例
）
、
「
蓮
の
宿
」
（
一
例
）
、
「
蓮
葉
」
（
二
例
）
の
用
語
例
が
あ
る
。
夏
の
景
物
や
薫
香
な
ど
そ
の
使
用
は
多
岐
に
及
ぶ
が
、
贈
歌
の
直

前
に
あ
る
光
源
氏
の
「
よ
し
、
後
の
世
に
だ
に
、
か
の
花
の
中
の
宿
に
隔
て
な
く
と
を
思
ほ
せ
」
と
い
う
発
言
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び

明
ら
か
で
あ
る
。
「
は
ち
す
葉
」
に
は
女
三
宮
と
の
来
世
も
変
わ
ら
ぬ
夫
婦
の
一
蓮
托
生
の
意
味
が
込
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
は
ち
す
葉
」
と
「
露
」
さ
ら
に
「
お
（
置
）
き
て
」
は
縁
語
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
「
香
染
な
る
御
扇
」
と
結
び
つ
く

語
句
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
八
代
集
に
視
野
を
広
げ
て
も
、
コ
扇
」
と
「
蓮
」
・
「
露
」
・
「
置
く
」
が
有
機
的
に
結
び
つ
く
和
歌
は
見
出
せ
ず
、
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　

一
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
コ
扇
」
と
「
蓮
」
の
形
状
の
相
似
を
詠
っ
た
例
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
「
は
ち
す
葉
を
お
な
じ

台
」
と
い
う
表
現
に
留
意
す
る
と
、
出
家
者
の
持
ち
物
「
香
染
な
る
御
扇
」
と
の
関
係
性
に
気
づ
く
。
出
家
者
の
目
指
す
極
楽
世
界
と
い
う
連
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想
で
「
香
染
な
る
御
扇
」
と
和
歌
は
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
光
源
氏
の
和
歌
に
は
、
「
露
」
や
「
わ
か
る
る
今
日
ぞ
悲
し
き
」
が
詠
み
込
ま
れ
、
〈
新
編
全
集
〉
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
宮
へ
の
愛
執
と
執
着

の
情
」
（
頭
注
二
二
七
七
頁
）
が
あ
る
一
面
で
は
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
「
後
の
世
」
の
関
係
に
言
及
す
る
発
言
や
和
歌
の
「
は
ち
す
葉
を
お

な
じ
台
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
光
源
氏
の
意
識
が
す
で
に
来
世
の
「
契
り
」
へ
と
転
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
密
通
事
件
に
よ
っ
て

夫
婦
関
係
が
破
綻
し
た
現
世
の
生
活
に
は
「
執
着
」
せ
ず
、
来
世
で
の
再
会
を
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
光
源
氏
の
心
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
香
染
な
る
御
扇
」
を
和
歌
の
媒
体
と
し
た
理
由
も
明
ら
か
と
な
る
。
饅
別
の
際
に
贈
ら
れ
る

「
扇
」
に
は
、
「
逢
ふ
」
と
の
連
想
か
ら
相
手
に
再
会
を
意
識
さ
せ
る
。
光
源
氏
は
出
家
者
の
「
香
染
な
る
御
扇
」
に
和
歌
を
書
き
付
け
る
こ
と

で
、
女
三
宮
に
来
世
も
変
わ
ら
ぬ
「
契
り
」
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。

　
「
鈴
虫
」
巻
で
は
冒
頭
か
ら
女
三
宮
の
た
め
に
心
を
砕
く
光
源
氏
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
行
動
や
こ
の
和
歌
の
性
格
を
見
る
限
り
、

「
さ
ま
ざ
ま
」
と
朧
化
さ
れ
た
彼
の
心
中
に
女
三
宮
へ
の
怒
り
や
執
心
の
情
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
コ
扇
」
を
媒
介
と
し
た

こ
と
か
ら
女
三
宮
の
出
家
を
追
認
す
る
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
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四
、
女
一
一
一
宮
の
返
歌
－
消
え
た
「
香
染
な
る
御
扇
」

来
世
で
の
再
会
を
望
む
光
源
氏
の
思
い
は
女
三
宮
に
届
い
た
の
か
。
光
源
氏
の
贈
歌
や
そ
の
媒
体
と
な
っ
た

つ
い
て
検
討
し
、
女
三
宮
が
返
歌
を
詠
作
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。
女
三
宮
の
返
歌
を
再
掲
す
る
。

「
香
染
な
る
御
扇
」
の
影
響
に

　
　
へ
だ
て
な
く
は
ち
す
の
宿
を
契
り
て
も
君
が
心
や
す
ま
じ
と
す
ら
む

と
書
き
た
ま
へ
れ
ば
、
・



　
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
女
三
宮
は
光
源
氏
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
彼
か
ら
「
忍
び
聞
こ
え
」
（
柏
木
・
三
二
四
頁
）
ら
れ
て
も
返
歌
で
き
な
か
っ

た
。
こ
う
し
た
強
い
忌
避
意
識
を
念
頭
に
置
く
と
、
女
三
宮
が
「
ひ
れ
臥
」
し
贈
歌
を
無
視
す
る
可
能
性
が
充
分
に
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に

は
、
「
書
き
た
ま
へ
れ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
「
香
染
な
る
御
扇
」
に
返
歌
を
書
き
付
け
る
。
彼
女
の
成
長
が
確
認
さ
れ

る
対
応
で
あ
る
が
、
同
時
に
光
源
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
「
香
染
な
る
御
扇
」
が
詠
作
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
和
歌
の
媒

体
と
し
て
扇
が
存
在
し
た
た
め
、
女
三
宮
は
返
歌
を
す
る
の
で
あ
る
。
男
女
間
で
扇
の
贈
答
が
な
さ
れ
る
意
義
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
平
安
期
に
お
け
る
扇
の
贈
答
を
検
討
し
た
南
波
浩
に
よ
る
と
、
そ
の
行
為
に
は
次
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
い
う
。

平
安
朝
に
お
い
て
は
、
扇
を
他
者
に
贈
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
の
タ
マ
（
生
命
力
）
を
振
い
立
た
せ
、

息
災
を
祈
念
す
る
「
タ
マ
フ
リ
」
の
観
念
と
、
扇
の
贈
受
を
不
吉
と
し
て
忌
む
「
タ
ブ
ー
」
の
観
念
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
並
存
と
い
う
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
（
両
義
性
）
を
、
コ
扇
」
は
含
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

あ
る
い
は
邪
気
を
払
い
、
そ
の

す
な
わ
ち
、
相
反
異
質
の
観
念
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前
者
の
「
タ
マ
フ
リ
」
の
観
念
は
、
受
取
手
の
感
情
を
昂
揚
さ
せ
る
呪
術
的
な
行
為
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
花
宴
」
巻
で
逢
瀬
を
迎
え
た
光

源
氏
と
朧
月
夜
が
そ
の
翌
日
「
扇
ば
か
り
を
し
る
し
に
取
り
か
へ
」
（
①
・
三
五
八
頁
）
た
の
は
、
共
寝
の
「
し
る
し
」
と
し
て
互
い
の
愛
情
を

奮
い
立
た
せ
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
後
者
の
忌
避
観
念
は
、
『
袖
中
抄
』
の
「
あ
ふ
ぎ
ゆ
・
し
」
の
項
目
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

施
、
こ
れ
は
〈
班
捷
好
の
故
藥
〉
が
源
泉
と
な
る
考
え
方
で
あ
る
。
「
東
屋
」
巻
の
コ
扇
の
色
も
心
お
き
つ
べ
き
閨
の
い
に
し
へ
」
（
⑥
・
一
〇
一

頁
）
と
い
う
表
現
に
も
影
響
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
女
三
宮
の
和
歌
を
手
掛
か
り
に
こ
れ
ら
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
女
三
宮
の
和
歌
に
は
、
「
ゆ
ゆ
し
」
な
ど
の
表
現
は
な
い
。
和
歌
に
は
、
「
は
ち
す
の
宿
」
「
契
り
」
と
光
源
氏
の
贈
歌
と
共
通
す
る
語
句
が
用

ら
れ
、
贈
答
歌
の
呼
吸
が
途
切
れ
な
い
よ
う
整
え
ら
れ
て
い
る
。
技
法
面
で
は
、
「
す
ま
じ
」
に
「
住
ま
じ
」
と
「
澄
ま
じ
」
を
掛
け
て
重
層
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
あ
ピ

な
表
現
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
光
源
氏
の
贈
歌
と
異
な
り
、
「
源
の
心
は
此
世
に
と
め
給
へ
し
と
云
く
た
し
給
也
」
や
、
「
同
座
は
あ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ

れ
と
も
今
生
に
て
さ
へ
隔
心
あ
れ
は
と
の
事
也
」
の
よ
う
な
解
釈
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
〈
玉
上
評
釈
〉
の
指
摘
し
た
「
い
わ
け

な
さ
を
脱
け
出
て
、
大
人
ら
し
く
な
っ
た
落
ち
着
き
」
（
二
三
六
頁
）
は
確
認
さ
れ
る
だ
が
、
扇
の
贈
答
に
関
わ
る
「
両
義
性
」
が
女
三
宮
に
い

か
に
作
用
し
た
か
は
不
分
明
で
あ
る
。
和
歌
の
表
層
的
な
部
分
に
表
れ
な
い
影
響
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
女
三
宮
の
和
歌
全
体
の
雰
囲
気
は
、
光
源
氏
の
「
契
り
」
を
否
定
す
る
基
調
で
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
女
三
宮
が
そ
れ
ま
で
光
源
氏
に

決
し
て
口
に
で
き
な
か
っ
た
感
情
で
あ
る
。
密
通
事
件
発
覚
後
、
女
三
宮
は
光
源
氏
と
の
関
係
に
「
へ
だ
て
」
を
感
じ
て
い
た
が
、
素
直
に
感

情
を
吐
露
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
光
源
氏
と
の
交
渉
に
お
い
て
女
三
宮
は
「
ひ
れ
臥
し
」
感
情
を
隠
蔽
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
和
歌
で
は
光
源
氏
に
揮
る
こ
と
な
く
、
彼
へ
の
不
満
を
直
情
的
に
訴
え
る
。
「
香
染
な
る
御
扇
」
を
渡
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
「
タ
マ
フ
リ
」

の
影
響
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
女
三
宮
の
手
に
扇
が
存
在
し
た
た
め
欝
積
し
た
感
情
は
表
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
女
三
宮
の
和
歌
で
贈
答
が
一
応
の
結
末
を
迎
え
る
と
、
「
『
言
ふ
か
ひ
な
く
も
思
ほ
し
朽
す
か
な
』
と
、
う
ち
笑
ひ
な
が
ら
、
な
ほ
あ

は
れ
と
も
の
を
思
ほ
し
た
る
御
気
色
な
り
」
と
い
う
光
源
氏
の
感
懐
が
語
ら
れ
る
の
み
で
、
「
香
染
な
る
御
扇
」
の
行
方
は
消
さ
れ
る
。
こ
の
意

義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
改
め
て
女
三
宮
の
和
歌
の
性
格
を
捉
え
直
す
。

　
「
香
染
な
る
御
扇
」
の
行
方
は
予
想
の
域
を
出
な
い
が
、
次
の
三
通
り
考
え
ら
れ
る
。
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（一

j
（
二
）

（
三
）

扇
は
女
三
宮
の
返
歌
と
と
も
に
光
源
氏
の
手
元
に
移
る
。

扇
は
本
来
の
所
有
者
で
あ
る
女
三
宮
の
手
元
に
残
る
。

扇
は
穀
損
状
態
が
進
ん
だ
た
め
捨
て
ら
れ
た
。

　
こ
の
う
ち
、
（
一
）
は
贈
答
の
呼
吸
を
考
慮
す
れ
ば
一
番
可
能
性
が
高
い
。
（
二
）
は
光
源
氏
の
行
動
に
本
来
の
所
有
者
へ
返
す
目
的
が
あ
っ

た
の
な
ら
ば
可
能
性
が
あ
る
。
（
三
）
は
光
源
氏
の
贈
歌
が
「
さ
し
濡
ら
」
さ
れ
た
筆
で
書
か
れ
、
さ
ら
に
女
三
宮
の
返
歌
が
「
書
き
」
そ
え
ら



れ
た
点
に
注
目
す
れ
ば
導
き
出
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
く
ら
で
も
想
像
で
き
る
が
、
そ
の
行
方
が
消
さ
れ
た
点
に
注
目
し
た
い
。
役
目
を
終
え
、

物
語
上
か
ら
捨
て
ら
れ
た
扇
は
、
〈
班
捷
好
の
故
事
〉
と
響
き
合
う
の
で
あ
る
。
相
手
の
寵
愛
が
途
絶
え
る
こ
と
を
絶
唱
し
た
「
怨
歌
行
」
に
は

「
弄
二
損
医
笥
中
一
恩
情
中
道
絶
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
つ
ま
り
捨
て
ら
れ
る
扇
は
男
女
の
関
係
の
断
絶
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
女
三
宮
の
返
歌
で
は
「
契
り
」
の
否
定
な
ど
光
源
氏
と
の
意
識
の
ず
れ
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
光
源
氏
は
コ
扇
」
に
托
し
て
来
世
で
の
再

会
を
詠
い
か
け
る
。
女
三
宮
は
「
扇
」
に
込
め
ら
れ
た
真
意
を
汲
み
取
れ
ず
、
た
だ
和
歌
の
技
巧
的
な
面
の
み
で
逆
襲
す
る
。
光
源
氏
に
は
い

ま
だ
に
「
へ
だ
て
」
が
あ
る
と
邪
推
す
る
女
三
宮
に
は
、
コ
扇
」
と
「
は
ち
す
の
宿
を
契
り
」
と
の
関
わ
り
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
光
源
氏
と

の
「
契
り
」
を
た
だ
否
定
す
る
女
三
宮
の
姿
か
ら
は
、
男
の
真
意
を
読
み
と
れ
な
い
幼
さ
が
露
呈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
贈
答
の
後
、
光
源
氏
は

「
う
ち
笑
ひ
な
が
ら
、
な
ほ
あ
は
れ
」
を
覚
え
る
。
そ
れ
は
扇
に
凝
縮
し
た
思
い
が
女
三
宮
に
届
か
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
思
わ
ず
漏
れ
た
嘆

息
で
あ
る
。

　
コ
扇
」
は
女
三
宮
の
心
中
に
あ
る
光
源
氏
へ
の
不
満
を
表
出
さ
せ
る
契
機
を
作
っ
た
。
そ
の
反
面
、
贈
答
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
埋
ま
ら
な

い
夫
婦
の
距
離
感
で
あ
る
。
女
三
宮
は
そ
の
直
情
的
な
返
歌
に
よ
っ
て
い
ま
だ
に
幼
稚
な
対
応
し
か
と
れ
ぬ
こ
と
を
さ
ら
け
出
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
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五
、
ま
と
め

　
「
鈴
虫
」
巻
の
御
帳
台
を
舞
台
と
す
る
光
源
氏
と
女
三
宮
の
贈
答
歌
を
中
心
的
に
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
後
の
展
開
を
辿
り
、
扇
の
贈
答
が
与

え
た
両
者
へ
の
影
響
を
確
認
し
て
論
を
閉
じ
る
。

　
女
三
宮
か
ら
返
歌
を
受
け
た
光
源
氏
は
そ
の
後
、
「
今
し
も
心
苦
し
き
御
心
添
ひ
て
、
は
か
り
も
な
く
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
」
（
三
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頁
）
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
老
い
衰
え
た
光
源
氏
の
醜
さ
が
認
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
光
源
氏
は
女
三
宮
に
経
済
的
な
支
援



を
し
な
が
ら
も
、
彼
女
に
同
居
を
強
要
し
て
は
い
な
い
（
三
七
九
頁
）
。
そ
の
た
め
光
源
氏
の
気
持
ち
は
現
世
の
生
活
よ
り
も
、
来
世
で
の
生
活

に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
女
三
宮
は
光
源
氏
の
行
動
の
真
意
を
汲
み
取
れ
な
い
。
繰
り
返
さ
れ
る
手
厚
い
支
援

に
も
、
そ
の
背
後
に
光
源
氏
の
〈
好
き
心
〉
を
幻
視
し
、
「
例
の
御
心
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
こ
そ
は
あ
な
れ
」
（
三
八
〇
頁
）
と
思
う
の
で
あ
っ

た
。
贈
答
歌
で
見
ら
れ
た
、
両
者
の
溝
は
結
局
埋
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
贈
答
歌
の
解
釈
か
ら
「
鈴
虫
」
巻
の
女
三
宮
の
特
異
な
人
物
造
型
が
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
和
歌
の
媒
体
と
な

る
「
香
染
な
る
御
扇
」
の
存
在
が
何
よ
り
大
き
い
。
「
香
染
な
る
御
扇
」
は
女
三
宮
の
気
持
ち
を
表
出
さ
せ
る
契
機
と
な
り
、
同
時
に
光
源
氏
の

真
意
を
読
み
取
れ
な
い
幼
稚
さ
も
あ
ぶ
り
出
す
。
消
さ
れ
た
〈
扇
〉
の
行
方
は
、
こ
の
夫
婦
関
係
が
〈
あ
ふ
ぎ
ゆ
ゆ
し
〉
の
結
末
を
迎
え
た
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

　
　
　
（
1
）
山
田
利
博
「
負
性
を
帯
び
た
主
人
公
－
女
三
の
宮
の
造
型
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文
学
研
究
会
編
「
源
氏
物
語
と
平
安
文

　
　
　
　
学
第
三
集
』
、
一
九
九
三
年
）
、
山
本
高
子
「
源
氏
物
語
論
ー
ー
女
三
の
宮
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
会
誌
一
四
八
、
二
〇
〇

　
　
　
　
五
年
三
月
）
な
ど
。

　
　
　
（
2
）
深
沢
三
千
男
「
女
三
宮
物
語
の
基
本
構
造
」
（
『
源
氏
物
語
の
形
成
』
桜
楓
社
、
一
九
七
二
年
）
、
柳
町
時
敏
「
柏
木
と
女
三
の
宮
－
藤
壷
事
件
応
報

　
　
　
　
の
深
度
1
」
（
「
常
葉
国
文
」
二
七
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
な
ど
。

　
　
　
（
3
）
豊
島
秀
範
「
絶
対
的
存
在
の
欠
落
－
女
三
宮
登
場
の
意
味
1
」
（
『
弘
学
大
語
文
』
一
六
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
、
森
田
衣
世
「
紫
の
上
と
女
三
の

　
　
　
　
宮
」
（
「
樟
蔭
国
文
学
」
四
二
、
二
〇
〇
五
年
一
月
）
な
ど
。

　
　
　
（
4
）
榎
本
正
純
「
女
三
の
宮
孜
－
物
語
と
作
者
（
下
）
1
」
（
『
武
庫
川
国
文
』
三
二
、
一
九
八
八
年
＝
月
）
、
三
村
友
希
「
女
三
の
宮
の
恋
1
も

　
　
　
　
う
一
人
の
〈
紫
の
上
〉
の
行
方
1
」
（
「
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
」
二
六
、
一
九
九
八
年
三
月
）
、
池
内
千
絵
「
女
三
宮
の
心
情
と
そ
の
形
象
」

　
　
　
　
（
「
愛
文
一
三
九
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
な
ど
。
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（
5
）
池
田
節
子
「
女
三
の
宮
」
（
今
井
卓
爾
ほ
か
編
「
物
語
を
織
り
な
す
人
々
』
勉
誠
社
、
一
九
九
一
年
）

（
6
）
　
「
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
秋
山
度
ほ
か
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年
～
一
九
九
八
年
に
拠
り
、
私
に
適
宜
傍

　
線
な
ど
を
附
し
、
引
用
末
尾
に
巻
名
・
分
冊
数
・
頁
数
を
記
す
。
解
釈
を
引
用
す
る
際
は
、
〈
新
編
全
集
〉
と
略
記
す
る
。

（
7
）
参
考
と
し
た
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
を
除
く
注
釈
書
を
左
記
す
る
。

　
　
〈
玉
上
評
釈
＞
u
玉
上
琢
彌
「
源
氏
物
語
評
釈
　
第
八
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年

　
　
〈
集
成
＞
　
　
U
石
田
穣
二
ほ
か
校
注
『
源
氏
物
語
　
五
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
四
〇
）
新
潮
社
、
一
九
八
〇
年

　
　
〈
新
大
系
＞
　
U
柳
井
滋
ほ
か
校
注
『
源
氏
物
語
　
四
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
二
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年

（
8
）
前
記
（
4
）
榎
本
正
純
論
文
。

（
9
）
松
田
薫
「
「
源
氏
物
語
』
に
み
る
”
物
語
の
論
理
”
1
女
三
宮
造
型
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
同
志
社
国
文
学
』
二
八
、
一
九
八
六
年
＝
一
月
）
、

　
前
記
（
4
）
三
村
友
希
論
文
。

（
1
0
）
沢
田
正
子
「
源
氏
物
語
の
母
」
（
源
氏
物
語
探
求
会
編
『
源
氏
物
語
の
探
求
　
第
六
輯
』
風
間
書
房
、
一
九
八
一
年
）

（
1
1
）
前
記
（
2
）
深
沢
三
千
男
論
文
。

（
1
2
）
特
に
注
記
の
な
い
和
歌
引
用
は
す
べ
て
「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
監
修
「
新
編
国
歌
大
観
C
D
－
R
O
M
版
」
に
拠
る
。

（
1
3
）
山
口
量
子
「
鈴
虫
巻
女
三
宮
持
仏
開
眼
供
養
の
位
相
ー
ー
方
法
と
し
て
の
〈
モ
ノ
＞
1
」
（
『
玉
藻
』
二
七
、
一
九
九
九
一
年
一
〇
月
）

（
1
4
）
渡
部
泰
明
「
露
」
（
久
保
田
淳
ほ
か
編
「
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）

（
1
5
）
詞
書
や
和
歌
で
コ
扇
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
用
例
を
検
索
し
た
が
、
扇
合
な
ど
の
用
例
は
除
外
し
、
扇
を
人
に
贈
っ
た
用
例
の
み
数
え
る
。

（
1
6
）
久
保
田
淳
ほ
か
校
注
「
後
拾
遺
和
歌
集
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
八
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年

（
1
7
）
大
谷
雅
夫
「
饅
別
の
扇
－
歌
語
と
詩
語
1
」
（
「
国
語
国
文
』
六
四
ー
三
、
一
九
九
五
年
三
月
）

（
1
8
）
松
尾
聰
ほ
か
校
注
・
訳
「
枕
草
子
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
八
）
小
学
館
、
一
九
九
七
年

（
1
9
）
片
桐
洋
一
編
「
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
」
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年

（
2
0
）
池
田
亀
鑑
編
「
源
氏
物
語
大
成
　
巻
四
」
中
央
公
論
社
、
一
九
五
三
年

（
2
1
）
　
『
河
海
抄
』
が
早
く
「
一
々
池
中
花
尽
満
花
々
惣
是
往
生
人
各
留
半
座
乗
花
葉
待
我
閻
浮
同
行
人
」
と
一
蓮
托
生
を
指
摘
し
た
。
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（
2
2
）
形
状
の
相
似
が
詠
わ
れ
る
用
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
煙
は
翠
扇
を
開
く
清
風
の
暁

　
　
　
　
水
は
紅
衣
を
乏
ぶ
白
露
の
秋
（
夏
　
蓮
・
一
七
七
・
許
渾
）
（
菅
野
禮
行
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
九
」
小
学
館
、

（
2
3
）
南
波
浩
「
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
「
扇
」
を
め
ぐ
る
問
題
」
（
『
叙
説
」
　
一
九
七
九
年
一
〇
月
）

（
2
4
）
川
村
晃
生
『
歌
論
歌
学
集
成
　
第
五
巻
」
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
年

（
2
5
）
　
〈
班
捷
好
の
故
事
〉
と
は
漢
の
成
帝
か
ら
帝
寵
を
一
身
に
受
け
て
い
た
班
捷
好
が
そ
の
愛
情
を
趙
飛
燕
に
奪
わ
れ
歎
く
も
の
で
あ
る
。

　
歌
行
」
で
有
名
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
、
「
怨
歌
行
」
を
記
載
す
る
。

　　　2726
）　　　）　　　）

一
九
九
九
年
）

『
文
選
』
「
怨

　
　
新
裂
二
齊
統
素
一
　
較
潔
如
二
霜
雪
一

　
　
裁
爲
二
合
歓
扇
一
　
團
團
似
二
明
月
一

　
　
出
二
入
君
懐
袖
一
　
動
揺
微
風
登

　
　
常
恐
秋
節
至
　
　
涼
風
奪
二
炎
熱
一

　
　
奔
二
損
医
笥
中
一
　
恩
情
中
道
絶
　
（
内
田
泉
之
助
ほ
か
校
注
・
訳
「
文
選
（
詩
篇
）
下
一
明
治
書
院
、
一
九
六
四
年
一
二
月
）

伊
井
春
樹
編
『
内
閣
文
庫
本
　
細
流
抄
」
桜
楓
社
、
一
九
七
五
年

野
村
精
一
「
孟
津
抄
　
中
巻
」
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
　
巻
五
）
桜
楓
社
、
一
九
八
一
年

増
田
繁
夫
「
鈴
虫
巻
の
世
界
」
（
秋
山
慶
ほ
か
編
「
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
　
第
七
集
』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
士
後
期
課
程
一
年
）
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