
『
源
氏
物
語
』
「
幻
」
巻
贈
答
歌
考

光
源
氏
と
中
将
の
君

杉
　
浦
　
一

彰

、
問
題
の
所
在

　
『
源
氏
物
語
』
「
幻
」
巻
は
、
新
春
の
景
か
ら
そ
の
年
の
歳
暮
ま
で
の
約
一
年
間
を
時
間
的
な
範
囲
と
し
、
月
次
絵
巻
的
に
年
中
行
事
の
光
景

を
交
え
つ
つ
、
光
源
氏
の
生
前
最
後
の
姿
が
語
ら
れ
る
。
中
心
の
話
題
は
、
季
節
の
推
移
に
も
全
く
癒
え
る
様
子
を
見
せ
な
い
光
源
氏
の
悲
哀

と
、
そ
れ
と
並
行
し
て
日
々
強
ま
る
彼
の
道
心
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
物
語
展
開
の
中
で
も
光
源
氏
と
女
性
と
の
交
流
は
語
ら
れ
て
い
く
が
、

突
如
と
し
て
物
語
内
で
存
在
感
を
増
し
て
く
る
中
将
の
君
に
注
目
し
た
い
。

　
た
と
え
ば
、
「
幻
」
巻
で
は
、
二
十
六
首
の
和
歌
が
詠
ま
れ
る
が
、
光
源
氏
の
独
詠
歌
が
十
二
首
と
最
も
多
く
、
そ
の
他
は
光
源
氏
と
他
者
と

の
贈
答
歌
で
あ
る
。
そ
の
中
で
兵
部
卿
宮
、
明
石
の
君
、
花
散
里
、
夕
霧
、
御
導
師
と
の
間
に
は
一
度
し
か
な
さ
れ
な
い
贈
答
が
、
中
将
の
君

と
の
間
で
は
二
度
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。

　
本
稿
は
、
そ
の
光
源
氏
と
中
将
の
君
の
二
組
四
首
の
贈
答
歌
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
将
の
君
の
登
場
場
面
を
全
て
抽
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
、
各
場
面
の
描
写
を
通
し
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
幻
」
巻
の
二
つ
の
和
歌
贈
答
場
面
に
問
題
の
焦
点
を
絞
り
込

み
、
そ
こ
で
の
表
現
の
あ
り
よ
う
を
慎
重
に
辿
っ
て
み
た
い
。
こ
の
贈
答
に
よ
り
、
紫
の
上
喪
失
の
悲
し
み
に
沈
む
光
源
氏
に
何
か
変
化
は
兆
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し
た
の
か
。
．
ま
た
、
阿
部
秋
生
の

「
召
人
」
諭
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
中
将
の
君
の
心
情
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

二
、
「
祭
の
日
」
の
贈
答

紫
の
上
を
喪
っ
た
当
初
の
惑
乱
こ
そ
落
ち
着
い
た
光
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
悲
し
み
を
払
拭
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
桜
や
梅
と

い
っ
た
景
物
に
、
春
を
好
ん
だ
故
人
の
面
影
を
追
想
す
る
。
や
が
て
季
節
は
夏
へ
と
移
り
、
光
源
氏
は
、
「
祭
の
日
」
を
迎
え
る
。

祭
の
日
、
い
と
つ
れ
づ
れ
に
て
、
「
今
日
は
物
見
る
と
て
、
人
々
心
地
よ
げ
な
ら
む
か
し
」
と
て
、
御
社
の
あ
り
さ
ま
な
ど
思
し
や
る
。
「
女

房
な
ど
い
か
に
さ
う
ざ
う
し
か
ら
む
。
里
に
忍
び
て
出
で
て
見
よ
か
し
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
中
将
の
君
の
東
面
に
う
た
た
寝
し
た
る
を
、

歩
み
お
は
し
て
見
た
ま
へ
ば
、
い
と
さ
さ
や
か
に
を
か
し
き
さ
ま
し
て
起
き
上
が
り
た
り
。
つ
ら
つ
き
は
な
や
か
に
、
に
ほ
ひ
た
る
顔
を

も
て
隠
し
て
、
す
こ
し
ふ
く
だ
み
た
る
髪
の
か
か
り
な
ど
、
い
と
を
か
し
げ
な
り
。
紅
の
黄
ば
み
た
る
気
添
ひ
た
る
袴
、
萱
草
色
の
単
衣
、

い
と
濃
き
鈍
色
に
黒
き
な
ど
、
う
る
は
し
か
ら
ず
重
な
り
て
、
裳
、
唐
衣
も
脱
ぎ
す
べ
し
た
り
け
る
を
、
と
か
く
ひ
き
掛
け
な
ど
す
る
に
、

葵
を
か
た
は
ら
に
置
き
た
り
け
る
を
と
り
た
ま
ひ
て
、
「
い
か
に
と
か
や
、
こ
の
名
こ
そ
忘
れ
に
け
れ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

　
　
さ
も
こ
そ
は
よ
る
べ
の
水
に
水
草
ゐ
め
今
日
の
か
ざ
し
よ
名
さ
へ
忘
る
る

と
恥
ぢ
ら
ひ
て
聞
こ
ゆ
。
げ
に
、
と
い
と
ほ
し
く
て
、

　
　
お
ほ
か
た
は
思
ひ
す
て
て
し
世
な
れ
ど
も
あ
ふ
ひ
は
な
ほ
や
つ
み
を
か
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

な
ど
、
一
人
ば
か
り
は
思
し
放
た
ぬ
気
色
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幻
・
④
・
五
三
七
～
五
三
九
頁
）

中
将
の
君
を
見
か
け
た
光
源
氏
は
、
「
祭
」
の
景
物
で
あ
る
「
葵
」
を
手
に
し
な
が
ら
言
葉
を
か
け
る
。
そ
う
し
た
積
極
的
な
行
動
は
、
「
絶
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え
て
御
方
々
に
も
渡
り
た
ま
は
ず
」
（
五
二
二
頁
）
、
女
房
と
の
「
い
に
し
へ
の
物
語
」
（
同
）
や
勤
行
に
明
け
暮
れ
て
い
た
あ
り
よ
う
か
ら
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

と
、
奇
異
の
感
が
拭
え
な
い
。
柳
井
滋
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
一
瞬
紫
上
を
忘
れ
て
い
る
」
よ
う
に
さ
え
見
え
て
し
ま
う
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
な
二
つ
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

・
『
玉
上
評
釈
』

　
こ
の
昼
下
が
り
の
情
事
は
、
実
は
こ
の
「
葵
」
と
い
う
言
葉
の
縁
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
そ
の
縁
語
的
連
関
の
場
面
の
具
体
化

　
を
、
中
将
の
君
と
い
う
女
房
で
や
っ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
五
頁
）

・
『
新
編
全
集
』

　
御
方
々
と
の
交
渉
を
語
っ
た
後
、
葵
祭
に
ち
な
ん
で
召
人
中
将
の
君
を
点
出
す
る
。
め
ぐ
り
く
る
行
事
を
背
景
に
、
彼
女
に
お
の
ず
と
執
着

　
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
が
紫
の
上
に
親
し
く
仕
え
た
女
房
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頭
注
・
五
三
九
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
前
者
は
、
「
葵
」
の
「
縁
語
的
連
関
」
に
注
目
し
た
解
釈
で
、
林
田
孝
和
、
原
岡
文
子
に
よ
っ
て
詳
細
な
検
証
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
。
後
者

は
、
贈
答
の
〈
場
〉
に
触
れ
た
上
で
、
贈
答
歌
を
交
わ
す
中
将
の
君
に
注
目
す
る
。
こ
こ
で
、
光
源
氏
に
、
「
お
し
な
べ
て
に
は
思
し
た
ら
ざ
り

し
人
々
」
（
五
二
六
頁
）
の
一
人
と
し
て
数
え
ら
れ
る
、
中
将
の
君
の
経
歴
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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中
将
の
君
と
て
さ
ぶ
ら
ふ
は
、
ま
だ
小
さ
く
よ
り
見
た
ま
ひ
馴
れ
に
し
を
、
い
と
忍
び
つ
つ
見
た
ま
ひ
過
ぐ
さ
ず
や
あ
り
け
む
、
い
と
か

た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
思
ひ
て
馴
れ
も
き
こ
え
ざ
り
け
る
を
、
か
く
亡
せ
た
ま
ひ
て
後
は
、
そ
の
方
に
は
あ
ら
ず
、
人
よ
り
こ
と
に
ら
う

た
き
も
の
に
心
と
ど
め
思
し
た
り
し
も
の
を
と
思
し
出
つ
る
に
つ
け
て
、
か
の
御
形
見
の
筋
を
ぞ
あ
は
れ
と
思
し
た
る
。
心
ば
せ
、
容
貌

な
ど
も
め
や
す
く
て
、
う
な
ゐ
松
に
お
ぼ
え
た
る
け
は
ひ
、
た
だ
な
ら
ま
し
よ
り
は
、
ら
う
ら
う
じ
と
思
ほ
す
。



（
幻
・
④
・
五
二
六
～
五
二
七
頁
）

　
右
引
用
で
注
意
し
た
い
の
は
、
二
重
傍
線
を
附
し
た
「
う
な
ゐ
松
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
『
河
海
抄
』
は
、
「
墓
上
の
松
を
な
き
人
の
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

剤
と
み
る
か
こ
と
く
に
こ
の
中
将
君
紫
上
の
か
た
み
に
お
ほ
え
た
る
也
」
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
『
新
編
全
集
』
は
、
そ
の
解
釈
を
援
用
す
る

形
で
中
将
の
君
に
付
与
さ
れ
た
「
か
た
み
」
と
し
て
の
役
割
か
ら
、
光
源
氏
の
行
動
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
三
田
村
雅
子
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ

よ
り
具
体
的
に
、
中
将
の
君
の
「
役
割
は
紫
上
の
『
形
代
』
、
『
人
形
』
に
つ
き
て
し
ま
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
祭
の
日
」
の
場
面
の
研
究
情
況
を
確
認
し
て
き
た
が
、
そ
の
傾
向
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
贈
答
の
〈
場
〉
や
「
葵
」

と
い
う
景
物
、
中
将
の
君
の
人
物
造
型
に
は
注
目
し
て
も
、
登
場
人
物
の
〈
物
語
内
行
動
〉
は
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
二
人
の
〈
物
語
行
動
〉
に
は
看
過
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
光
源
氏
は
、
「
祭
の
日
」
を
迎
え
て
も
、
「
里
に
忍
び
て
出

で
て
見
よ
か
し
」
と
女
房
た
ち
に
勧
め
る
だ
け
で
、
自
ら
が
率
先
し
て
「
祭
」
見
物
に
出
か
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
「
祭
」
の
は
な
や
い
だ

気
分
に
馴
染
め
ず
、
「
い
と
つ
れ
づ
れ
」
な
思
い
を
抱
く
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
心
境
で
は
、
女
た
ち
と
和
歌
贈
答

を
す
る
気
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
や
は
り
中
将
の
君
を
垣
間
見
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
垣
間
見
は
、
男
女
の
出
会
い
の
契
機
と
し
て
、
平
安
朝
の
恋
物
語
で
方
法
化
さ
れ
て
い
た
。
『
源
氏
物
語
』
で
も
、
女
を
垣
間
見
す
る
男
の
姿

が
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
、
中
将
の
君
の
「
う
た
た
寝
」
姿
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
と

え
ば
、
「
常
夏
」
巻
に
、
内
大
臣
（
元
頭
中
将
）
が
、
娘
雲
井
雁
を
垣
間
見
す
る
場
面
が
あ
る
（
二
三
八
～
二
三
九
頁
）
。
内
大
臣
の
垣
間
見
は
、

「
羅
の
単
衣
」
と
い
う
雲
居
雁
の
装
束
か
ら
、
「
透
き
た
ま
へ
る
肌
つ
き
」
へ
と
移
り
、
「
手
つ
き
」
、
「
う
ち
や
ら
れ
た
る
御
髪
」
、
「
つ
ら
つ
き
」

に
ま
で
及
ぶ
。
読
者
は
そ
の
眼
差
し
に
沿
っ
て
官
能
的
な
気
分
を
味
わ
う
。
内
大
臣
の
垣
間
見
は
、
「
親
の
御
目
に
は
う
つ
く
し
く
の
み
見
ゆ
」

と
い
う
句
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
雰
囲
気
が
中
和
さ
れ
て
い
く
が
、
親
子
の
よ
う
な
血
縁
関
係
が
な
い
男
女
の
場
合
、
そ
う
し
た
規
制

は
働
か
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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つ
ま
り
、
中
将
の
君
の
無
防
備
な
「
う
た
た
寝
」
姿
を
垣
間
見
し
た
こ
と
に
よ
り
、
光
源
氏
の
中
で
、
「
い
と
つ
れ
づ
れ
」
な
思
い
を
払
拭
す

る
ほ
ど
の
欲
望
が
芽
生
え
、
そ
れ
こ
そ
が
和
歌
詠
出
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
今
度
は
、
光
源
氏
に
見
ら
れ
る
側
の
中
将
の
君
の
行
動
に
目
を
配
り
た
い
。
垣
間
見
に
気
づ
い
た
中
将
の
君
は
、
装
束
を
「
と
か
く
ひ
き
掛

け
な
ど
す
る
」
だ
け
で
、
そ
の
場
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
男
女
の
「
逢
ふ
日
」
を
連
想
さ
せ
る
「
葵
を
か
た
は
ら
に
置
」

い
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
将
の
君
の
行
動
か
ら
は
、
男
に
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
禁
忌
意
識
は
看
取
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
全
く
対
照
的
な
男
を
誘
惑

し
よ
う
と
す
る
意
識
さ
え
う
か
が
え
る
。
し
か
も
中
将
の
君
の
側
か
ら
、
先
じ
て
次
の
よ
う
な
歌
を
贈
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
さ
も
こ
そ
は
よ
る
べ
の
水
に
水
草
ゐ
め
今
日
の
か
ざ
し
よ
名
さ
へ
忘
る
る

と
恥
ぢ
ら
ひ
て
聞
こ
ゆ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
、
吉
井
美
弥
子
は
、
「
自
発
的
な
贈
歌
と
い
う
よ
り
光
源
氏
の
こ
と
ば
に
応
じ
た
返
答
」
と
見
る
が
、
そ
も
そ
も
、
「
葵
」

が
置
か
れ
て
い
て
初
め
て
、
「
光
源
氏
の
こ
と
ば
」
が
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、
「
恥
ぢ
ら
」
う
姿
に
隠
さ
れ
た
、
中
将
の
君
の
よ
り
「
自

発
的
な
」
意
識
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
和
歌
表
現
を
手
が
か
り
に
し
て
、
中
将
の
君
の
意
識
や
そ
の
心
情
を
さ
ら
に
探
っ
て
い
き
た
い
。

　
「
か
ざ
し
」
は
、
「
葵
」
を
言
い
換
え
た
表
現
で
あ
り
、
「
祭
の
日
」
に
相
応
し
い
。
「
よ
る
べ
の
水
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
整
理
し
た
伊
藤
一
男
に
よ
る
と
、
次
に
引
用
す
る
、
『
新
編
全
集
』
の
解
釈
が
「
お
お
む
ね
こ
れ
で
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
。
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「
寄
る
瓶
の
水
」
は
、
神
に
供
え
る
水
で
、
神
霊
が
退
る
と
い
う
。
影
を
映
し
て
占
っ
た
り
、
飲
ん
で
誓
い
を
た
て
た
り
す
る
。
こ
こ
は
、

そ
れ
が
古
く
な
り
「
水
草
」
が
生
え
た
。
上
の
句
は
「
寄
る
辺
」
を
か
け
、
私
に
見
向
き
な
さ
ら
ぬ
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
、
の
意
。
顧



み
て
く
れ
ぬ
源
氏
を
さ
り
げ
な
く
恨
む
女
歌
の
典
型
。

（
頭
注
一
〇
・
五
三
八
～
五
三
九
頁
）

そ
の
一
方
で
は
、
『
細
流
抄
』
の
「
中
将
君
は
紫
上
よ
る
へ
に
し
て
さ
ふ
ら
ひ
侍
也
み
草
ゐ
め
と
は
今
紫
上
ま
し
ま
さ
す
し
て
た
よ
り
を
う
し
な

　
　
　
ハ
ロ
　

ひ
た
る
也
」
や
、
『
玉
上
評
釈
』
の
、
「
頼
っ
て
生
き
る
と
い
う
意
を
こ
め
源
氏
を
な
ぞ
ら
え
た
」
（
一
五
三
～
一
五
四
頁
）
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。

本
稿
も
、
そ
れ
ら
の
解
釈
に
倣
っ
て
、
「
よ
る
べ
の
水
」
に
、
「
頼
っ
て
生
き
る
と
い
う
意
」
を
認
め
る
が
、
中
将
の
君
が
誰
を
意
識
し
て
そ
れ

を
詠
作
し
た
か
が
、
和
歌
解
釈
上
の
要
点
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　
こ
の
和
歌
は
、
吉
井
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏
の
「
こ
の
名
こ
そ
忘
れ
に
け
れ
」
へ
の
返
答
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
中
将
の

君
は
、
「
葵
」
を
避
け
、
「
今
日
の
か
ざ
し
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。
「
葵
」
は
、
男
女
の
「
逢
ふ
日
」
を
想
起
さ
せ
る
小
道
具
で
あ
る
が
、
そ

の
含
意
が
相
手
に
認
識
さ
れ
な
い
と
、
単
な
る
「
祭
」
の
「
か
ざ
し
」
に
し
か
な
ら
な
い
。
「
今
日
の
か
ざ
し
」
と
い
う
ぼ
か
し
た
表
現
を
用
い

た
中
将
の
君
に
は
、
光
源
氏
に
男
女
の
「
逢
ふ
日
」
を
思
い
出
さ
せ
る
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
よ
る
べ
」
で
あ
る

光
源
氏
に
媚
態
を
見
せ
、
誘
い
を
か
け
る
「
自
発
的
」
な
中
将
の
君
の
姿
が
見
え
る
和
歌
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
誘
惑
に
対
し
、
垣
間
見
に
よ
っ
て
、
相
手
へ
の
欲
望
を
高
め
て
い
た
光
源
氏
は
、
自
ず
と
次
の
よ
う
な
返
歌
を
す
る
。
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お
ほ
か
た
は
思
ひ
す
て
て
し
世
な
れ
ど
も
あ
ふ
ひ
は
な
ほ
や
つ
み
を
か
す
べ
き

な
ど
、
一
人
ば
か
り
は
思
し
放
た
ぬ
気
色
な
り
。

　
光
源
氏
は
、
中
将
の
君
の
要
求
に
応
じ
る
よ
う
に
、
「
あ
ふ
ひ
」
を
詠
み
込
み
、
そ
の
上
、
情
交
関
係
を
暗
示
す
る
「
つ
み
（
摘
み
・
罪
）
」

と
い
う
表
現
ま
で
用
い
て
い
る
。
『
古
典
集
成
』
は
、
「
『
葵
』
『
罪
』
は
神
事
に
か
か
わ
る
縁
語
」
（
頭
注
一
・
一
四
四
頁
）
と
い
う
指
摘
に
と
ど

ま
る
が
、
次
に
引
用
す
る
和
歌
を
参
照
し
て
み
る
と
、
よ
り
一
層
こ
こ
で
詠
わ
れ
た
「
つ
み
」
が
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。



く
や
し
く
そ
つ
み
を
か
し
け
る
あ
ふ
ひ
草
神
の
ゆ
る
せ
る
か
ざ
し
な
ら
ぬ
に

（
若
菜
下
・
④
・
二
三
二
頁
）

　
「
祭
の
日
」
（
二
三
一
頁
）
に
詠
ま
れ
た
柏
木
の
独
詠
歌
で
あ
る
。
詠
作
時
の
柏
木
の
心
情
を
示
す
、
「
く
や
し
」
は
、
「
自
分
の
し
て
し
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

た
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
く
や
む
気
持
ち
を
い
う
」
意
。
女
三
の
宮
へ
の
慕
情
を
持
ち
つ
つ
も
、
一
方
で
は
情
欲

に
動
か
さ
れ
、
「
神
の
ゆ
る
」
さ
な
い
密
通
関
係
を
持
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
柏
木
の
姿
が
う
か
が
え
る
和
歌
で
あ
る
。

　
光
源
氏
の
場
合
、
今
は
紫
の
上
の
服
喪
中
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
女
た
ち
へ
の
「
お
ほ
か
た
」
の
「
思
ひ
」
を
捨
て
去
っ
て
い
た
光
源
氏
か
ら

す
れ
ば
、
中
将
の
君
と
の
関
係
は
、
柏
木
が
思
い
悩
ん
だ
「
つ
み
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
思
う
自
制
心

は
、
中
将
の
君
の
「
う
た
た
寝
」
姿
を
見
、
「
葵
」
を
手
に
し
た
時
、
も
ろ
く
も
瓦
解
し
て
し
ま
う
。
「
つ
み
を
か
す
べ
き
」
と
い
う
形
で
結
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

れ
た
光
源
氏
の
返
歌
に
は
、
「
す
き
心
の
復
活
」
さ
え
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
祭
の
日
」
の
和
歌
贈
答
で
は
、
「
い
と
つ
れ
づ
れ
」
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
光
源
氏
が
、
中
将
の
君
の
度
重
な
る
誘
惑
に
よ
っ

て
、
「
一
人
ば
か
り
は
思
し
放
た
ぬ
気
色
」
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
過
程
が
語
ら
れ
て
い
た
。
紫
の
上
追
慕
の
情
が
つ
の
り
、
「
な
ご
り

な
き
御
聖
心
の
深
く
な
り
ゆ
く
」
（
五
二
三
頁
）
光
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
は
「
あ
る
ま
じ
き
絆
」
（
五
三
三
頁
）
を
未
だ
断
ち
切
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

ず
に
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
「
悲
し
み
を
お
互
い
に
な
ぐ
さ
め
あ
っ
て
い
る
主
従
と
し
て
の
愛
情
」
で
は
な
く
、
男
女
間
の

愛
情
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
光
源
氏
の
「
わ
う
か
り
け
る
心
の
ほ
ど
」
（
五
二
六
頁
）
が
窺
え
て
し
ま
う
贈
答
な
の
で
あ
っ
た
。
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三
、
「
御
正
日
」
の
贈
答

　
「
祭
の
日
」
の
贈
答
を
終
え
た
光
源
氏
は
、
池
の
蓮
、
七
夕
と
い
っ
た
景
物
を
、
「
な
が
め
暮
ら
し
」
（
五
四
三
頁
）
、

世
の
無
常
を
独
詠
歌
と
い
う
形
で
詠
っ
て
い
く
。
そ
し
て
つ
い
に
、
紫
の
上
の
「
御
正
日
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
都
度
、
悲
し
み
や



風
の
音
さ
へ
た
だ
な
ら
ず
な
り
ゆ
く
こ
ろ
し
も
、
御
法
事
の
営
み
に
て
、
朔
日
ご
ろ
は
紛
ら
は
し
げ
な
り
。
今
ま
で
経
に
け
る
月
日
よ
と

思
す
に
も
、
あ
き
れ
て
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。
御
正
日
に
は
、
上
下
の
人
々
み
な
斎
し
て
、
か
の
曼
茶
羅
な
ど
今
日
ぞ
供
養
ぜ
さ
せ
た

ま
ふ
。
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

と
書
き
つ
け
た
る
を
取
り
て
見
た
ま
ひ
て
、

　
　
人
恋
ふ
る
わ
が
身
も
末
に
な
り
ゆ
け
ど
残
り
多
か
る
涙
な
り
け
り

と
、
書
き
添
へ
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幻
・
④
・
五
四
三
～
五
四
四
頁
）

　
右
引
用
で
は
、
「
風
の
音
さ
へ
」
と
語
り
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
「
正
日
」
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
「
た
だ
な
ら
ず
な
り
ゆ
く
」
光
源
氏
の
心
の
あ

り
よ
う
が
暗
示
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
正
日
」
当
日
は
簡
単
な
情
景
描
写
し
か
な
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
贈
答
歌
に
よ
っ
て
光
源
氏
の
「
た
だ
な

ら
」
な
い
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
贈
歌
と
な
る
中
将
の
君
の
和
歌
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
の
和
歌
で
注
目
し
た
い
の
は
、
招
涼
の
具
で
あ
る
コ
扇
」
に
そ
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
諸
注
釈
書
に
お
い
て
和
歌
の

媒
体
的
役
割
を
担
う
コ
扇
」
の
存
在
に
触
れ
て
い
る
も
の
は
、
次
に
引
用
す
る
『
玉
上
評
釈
』
の
み
で
あ
っ
た
。
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こ
と
あ
る
時
は
扇
を
新
調
し
、
そ
れ
に
、
心
の
た
け
を
示
す
歌
を
書
き
つ
け
る
。
こ
の
歌
を
か
い
た
扇
を
お
い
て
、
水
さ
し
を
手
に
、
源

氏
が
た
ら
い
の
上
に
手
を
出
す
の
を
待
つ
。
そ
の
と
き
源
氏
は
、
そ
の
扇
を
と
り
、
歌
を
見
た
の
で
あ
る
。
／
す
な
わ
ち
、
横
に
源
氏
は

三
十
一
文
字
を
書
き
添
え
る
。
源
氏
出
家
の
の
ち
、
い
か
ば
か
り
中
将
は
こ
の
扇
に
涙
を
注
ぐ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
上
の
、
最
高
の
御
形

見
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
九
頁
）



　
こ
の
説
明
文
に
は
解
釈
上
二
つ
の
問
題
が
あ
ろ
う
。
一
点
目
は
、
中
将
の
君
が
光
源
氏
か
ら
「
最
高
の
御
形
見
」
を
も
ら
う
た
め
に
、

を
準
備
し
た
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
将
の
君
は
、
は
た
し
て
光
源
氏
と
贈
答
す
る
意
思
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

目
は
、
「
こ
と
あ
る
時
に
は
…
…
」
と
い
う
説
明
で
は
、
中
将
の
君
が
コ
扇
」
に
和
歌
を
記
し
た
意
図
に
つ
い
て
の
説
明
が
不
足
し
て
い
る
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
扇
の
贈
答
に
は
次
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

コ
扇
」

二
点

コ
扇
」

班
捷
好
『
怨
歌
行
』
の
故
事
に
ち
な
み
、

e秋
）

（「

O
き
」
を
想
起
さ
せ
る
）
に
は
（
a
）
捨
て
ら
れ
る
身
の
象
徴
と
な
る
扇
は
、
特
に
男
女

間
で
の
贈
答
を
忌
ま
れ
た
。
一
方
で
は
、
　
　
「
あ
ふ
ぎ
」
に
「
逢
ふ
」

別
れ
に
臨
ん
で
と
り
交
わ
し
た
り
（
源
氏
・
花
宴
巻
、
謡
曲
『
班
女
』
）
、

　
も
　

し
た
。
（
（
a
）
・
（
b
）
の
記
号
及
び
傍
線
は
引
用
者
）

の
意
を
掛
け
、
再
会
の
呪
物
と
し
て
旅
人
へ
の
饅
に
し
た
り
、

末
広
が
り
の
形
状
に
よ
そ
え
て
祝
儀
の
引
出
物
と
さ
れ
た
り
も

　
『
玉
上
評
釈
』
の
解
釈
に
は
、
中
将
の
君
が
コ
扇
」
に
和
歌
を
記
す
際
、
こ
の
（
a
）
・
（
b
）
ど
ち
ら
を
意
識
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど

ち
ら
も
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
容
易
に
看
過
し
得
な
い
視
点
が
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
自
分
の
扇
に
和
歌
を
記
し
て
、
そ
れ
を
光
源
氏
へ
と
贈
る
女
性
が
中
将
の
君
以
外
に
も
二
人
登
場
し
て
い

た
。
夕
顔
と
源
典
侍
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
次
に
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。
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・
夕
顔

　
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

　
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
も
あ
て
は
か
に
ゆ
ゑ
づ
き
た
れ
ば
、
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
を
か
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。



（
夕
顔
・
①
・
一
三
九
～
一
四
〇
頁
）

・
源
典
侍

　
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
。

（
葵
・
②
・
二
九
頁
）

　
前
者
は
、
「
夕
顔
の
花
」
を
、
後
者
は
、
「
あ
ふ
ひ
」
を
中
心
的
な
話
題
と
し
た
和
歌
で
あ
る
。
両
歌
に
は
、
コ
扇
」
の
語
句
が
詠
み
込
ま
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
と
関
連
し
そ
う
な
表
現
も
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
が
、
両
歌
に
は
「
扇
」
が
媒
体
と
な
る
意
義
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
れ
ら
の
解
釈
に
触
れ
る
余
裕
は
無
い
が
、
（
a
）
・
（
b
）
の
影
響
の
有
無
を
考
え
る
際
、
和
歌
表
現
だ
け
で

な
く
、
詠
作
さ
れ
た
情
況
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
以
下
、
詠
作
さ
れ
た
情
況
に
も
目
を
向
け
つ
つ
、
中
将
の
君
の

和
歌
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
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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

と
書
き
つ
け
た
る
を
…
…

　
「
君
」
と
は
、
紫
の
上
を
指
し
、
「
果
て
」
は
、
紫
の
上
の
一
周
忌
を
指
す
。
ま
た
、
和
歌
で
詠
ま
れ
る
「
今
日
」
は
、
詠
作
者
の
「
い
つ
も

　
　
　
　
　
ロ
　

と
は
異
な
る
」
意
識
を
反
映
す
る
表
現
で
あ
る
と
い
う
。
自
ず
と
、
「
正
日
」
に
対
す
る
思
い
の
強
さ
が
く
み
取
れ
て
く
る
。
そ
し
て
種
々
の
表

現
か
ら
は
、
「
君
」
1
1
紫
の
上
へ
の
意
識
は
あ
っ
て
も
、
贈
答
を
す
る
光
源
氏
へ
の
意
識
が
全
く
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
中
将
の
君
は
、
コ
扇
」



に
和
歌
を
「
書
き
つ
け
」
た
が
、
そ
れ
を
光
源
氏
へ
と
贈
る
意
思
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
和
歌
が
詠
作
さ
れ
た
情
況
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
「
正
日
」
に
催
さ
れ
る
「
御
法
事
」
は
、
紫
の
上
の
追
善
供
養
と
光
源
氏
の
心
の

救
済
を
目
的
と
し
た
重
要
な
行
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
法
事
」
の
正
客
と
な
る
資
格
を
持
た
な
い
女
房
中
将
の
君
は
、
後
景
の
よ
う
に
、
「
例

の
宵
の
御
行
ひ
」
に
従
事
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
「
幻
」
巻
に
散
見
さ
れ
る
女
房
た
ち
の
あ
り
よ
う
を
確
認
し
て
お
く
と
、
彼
女
の
行
動
が
理
解
さ
れ
て
こ
よ
う
。
光
源
氏
が
女
房
た

ち
と
、
「
い
に
し
へ
の
物
語
」
（
五
二
二
頁
）
を
す
る
様
子
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
が
、
女
房
た
ち
は
、
生
前
の
紫
の
上
の
様
子
を
「
ほ
の

ぼ
の
聞
こ
え
」
（
五
二
三
頁
）
出
る
だ
け
で
、
「
お
の
お
の
う
ち
出
で
ま
ほ
し
」
（
五
二
六
頁
）
い
言
葉
を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
私
的
感

情
を
押
し
殺
し
、
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
紫
の
上
か
ら
、
「
人
よ
り
こ
と
に
ら
う
た
き
も
の
に
心
と
ど
め
」
（
五
二
六
頁
）
ら
れ
て
い
た
中
将
の
君
は
、
「
正
日
」
と
い
う
節
目
の
日
を
迎

え
て
、
故
人
を
「
恋
ふ
る
」
気
持
ち
が
最
も
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
女
房
と
し
て
職
務
に
あ
た
る
際
に
は
、
歓
迎
で

き
な
い
感
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
中
将
の
君
は
、
「
心
の
た
け
」
を
コ
扇
」
に
「
書
き
つ
け
」
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
女
性
に
と
っ
て

扇
は
他
者
の
眼
差
し
か
ら
顔
を
覆
う
た
め
の
具
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
描
か
れ
た
絵
や
添
え
ら
れ
た
詩
歌
に
よ
り
、
ロ
に
は
出
さ
ぬ
何
か
を
表

現
す
る
こ
と
も
あ
る
」
と
い
樋
。
こ
れ
を
敷
術
す
れ
ば
、
筆
記
者
の
口
外
で
き
な
い
感
情
を
コ
扇
」
に
書
き
記
す
こ
と
で
、
感
情
を
表
出
し
な
い

よ
う
に
す
る
機
能
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
女
房
で
あ
る
中
将
の
君
は
、
分
を
弁
え
、
「
扇
」
に
和
歌
を
「
書
き
つ
け
」
る
形
で
紫
の
上
へ
の
哀
悼
の
意
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
光
源
氏
は
、
中
将
の
君
の
コ
扇
」
の
存
在
に
気
づ
い
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
『
新
編
全
集
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
故
人
へ
の
「
断

ち
が
た
い
愛
執
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
」
（
頭
注
・
五
四
四
頁
）
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
祭
の
日
」
の
贈
答
歌
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
中
将
の
君
の
和

歌
を
契
機
に
し
て
、
光
源
氏
の
返
歌
が
導
き
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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と
、

人
恋
ふ
る
わ
が
身
も
末
に
な
り
ゆ
け
ど
残
り
多
か
る
涙
な
り
け
り

書
き
添
へ
た
ま
ふ
。

　
こ
の
和
歌
で
注
意
し
た
い
の
は
、
わ
ざ
わ
ざ
中
将
の
君
の
「
扇
」
に
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。
諸
注
釈
書
は
特
に
注
目
し
て
い
な
い
の
だ
が
、

上
述
し
た
よ
う
に
、
男
女
間
の
扇
の
贈
答
に
は
、
（
a
）
・
（
b
）
の
働
き
が
あ
り
、
そ
の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
和
歌
表
現
を
手
が
か
り
に
し
て
、
光
源
氏
の
心
境
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
光
源
氏
の
返
歌
は
、
「
君
」
か
ら
「
人
」
と
い
っ
た
表
現
の
異
同
は
認
め
ら
れ
る
が
、
内
容
上
、
中
将
の
君
の
贈
歌
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
よ
う

に
も
見
え
る
。
小
町
谷
照
彦
が
、
「
お
互
い
の
涙
の
確
認
で
あ
っ
て
、
光
源
氏
の
独
詠
と
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
は
な
（
四
」
と
捉
え
、
高
橋
文
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

が
、
「
さ
し
た
る
こ
と
の
な
い
歌
」
と
評
価
し
た
の
も
肯
け
る
。

　
し
か
し
、
光
源
氏
の
和
歌
に
は
、
「
独
詠
」
と
は
捉
え
が
た
い
表
現
が
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
わ
が
身
も
末
に
な
り
ゆ
け
ど
」
は
、
「
残

り
す
く
な
し
や
」
（
五
三
〇
頁
）
、
「
今
は
限
り
の
ほ
ど
近
き
身
」
（
五
三
三
頁
）
と
い
う
形
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
年
齢
意
識
に
よ
る
表
現

と
し
て
、
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
は
、
贈
歌
の
「
際
」
や
「
果
て
」
に
呼
応
し
た
表
現
と
も
い
え
よ
う
。
光
源
氏
は
、
中
将
の
君
の

和
歌
を
受
け
た
こ
と
で
「
身
の
末
」
認
識
を
確
固
に
し
、
道
心
を
一
層
深
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ま
た
、
和
歌
が
「
涙
な
り
け
り
」
と
い
う
形
で
結
ば
れ
て
い
る
点
も
看
過
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
「
幻
」
巻
に
は
、
「
御
目
お
し
拭
ひ
隠
し
た

ま
ふ
に
紛
れ
ず
や
が
て
こ
ぼ
る
る
御
涙
」
（
五
二
六
頁
）
、
「
い
と
せ
き
が
た
き
涙
の
雨
の
み
降
り
ま
さ
れ
ば
」
（
五
二
八
頁
）
、
「
例
の
、
涙
ぐ
み

た
ま
へ
れ
ば
」
（
五
三
〇
頁
）
、
「
例
の
涙
の
も
ろ
さ
は
、
ふ
と
こ
ぼ
れ
出
で
ぬ
る
も
い
と
苦
し
」
（
五
三
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
涙
」
を
流
す

光
源
氏
の
様
子
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
高
橋
は
、
光
源
氏
の
薔
情
が
、
「
涙
に
よ
っ
て
浄
化
し
て
ゆ
く
か
の
如
き
路
程
が
、

よ
く
表
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
「
涙
」
は
、
紫
の
上
へ
の
思
い
や
現
世
に
残
る
者
へ
の
思
い
か
ら
流
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
む

し
ろ
そ
れ
は
現
世
へ
の
未
練
や
執
着
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「
涙
な
り
け
り
」
で
結
ば
れ
た
和
歌
に
は
、
中
将
の
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君
の
よ
う
な
紫
の
上
を
追
慕
す
る
気
持
ち
と
、
出
家
せ
ず
に
過
し
て
き
た
日
々
を
回
想
し
そ
れ
を
後
悔
す
る
光
源
氏
固
有
の
気
持
ち
が
含
ま
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
中
将
の
君
の
「
扇
」
に
、
返
歌
を
「
書
き
添
へ
」
た
意
図
を
考
え
て
み
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
だ
け
で
は
情
況
描
写
が
限
ら
れ

て
お
り
、
判
断
が
難
し
い
。
そ
こ
で
次
の
二
つ
の
場
面
を
参
考
に
し
た
い
。
光
源
氏
は
朧
月
夜
と
女
三
の
宮
の
扇
に
和
歌
を
記
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

・
朧
月
夜

　
か
の
し
る
し
の
扇
は
、
桜
の
三
重
が
さ
ね
に
て
、
濃
き
か
た
に
霞
め
る
月
を
描
き
て
水
に
う
つ
し
た
る
心
ば
へ
、
目
馴
れ
た
れ
ど
、
ゆ
ゑ

　
な
つ
か
し
う
も
て
な
ら
し
た
り
。
「
草
の
原
を
ば
」
と
言
ひ
し
さ
ま
の
み
心
に
か
か
り
た
ま
へ
ば
、

　
　
　
世
に
知
ら
ぬ
心
地
こ
そ
す
れ
有
明
の
月
の
ゆ
く
へ
を
空
に
ま
が
へ
て

　
と
書
き
つ
け
た
ま
ひ
て
、
置
き
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
宴
・
①
・
三
六
〇
頁
）

・
女
三
の
宮

　
　
「
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
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈴
虫
・
④
二
二
七
六
頁
）

　
前
者
は
、
朧
月
夜
へ
の
思
い
を
詠
っ
た
独
詠
歌
で
あ
る
。
朧
月
夜
と
の
間
で
交
換
し
た
、
「
し
る
し
の
扇
」
に
「
世
に
知
ら
ぬ
心
地
」
を
「
書

き
つ
け
」
る
こ
と
で
、
逢
え
ぬ
嘆
き
を
慰
め
よ
う
と
す
る
光
源
氏
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
後
者
は
、
こ
の
時
尼
と
な
っ
て
い
た
女
三
の
宮
へ
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の
贈
歌
で
あ
る
。
在
俗
者
と
出
家
者
と
の
間
に
は
、
物
心
両
面
で
隔
た
り
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
溝
を
少
し
で
も
埋
め
よ
う
と
す
る

か
の
よ
う
に
、
女
三
の
宮
の
「
香
染
な
る
御
扇
」
に
贈
歌
を
記
す
。
「
後
の
世
に
だ
に
、
…
…
」
と
い
う
直
前
の
発
言
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
相
手
の
扇
に
和
歌
を
記
す
時
、
光
源
氏
に
は
次
の
よ
う
な
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
相
手
と
空
間
的
・
あ
る
い
は
心
理
的
に
距
離
が
離
れ
て
い
た
た
め
、
つ
の
っ
て
き
た
気
持
ち
を
、
相
手
の
扇
に
和
歌
を
記
す
こ
と
で
、

　
慰
め
よ
う
と
し
た
。

②
さ
ら
に
、
前
に
引
用
し
た
、
（
b
）
の
働
き
の
ご
と
く
、
再
会
の
呪
物
で
あ
る
「
扇
」
に
和
歌
を
記
す
こ
と
で
、
相
手
と
の
再
会
を
期
待
・

　
希
求
す
る
気
持
ち
も
込
め
た
。
　
　
・

　
右
の
①
・
②
を
念
頭
に
、
「
人
恋
ふ
る
…
…
」
の
和
歌
へ
と
戻
り
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
和
歌
表
現
を
見
る
と
、
光
源
氏
の
意
識
が
、
「
人
」

1
1
紫
の
上
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
扇
」
に
和
歌
を
「
書
き
添
へ
」
た
の
は
、
中
将
の
君
に
渡
す
た

め
で
は
な
く
、
②
の
よ
う
に
紫
の
上
と
極
楽
世
界
で
の
再
会
を
祈
る
気
持
ち
が
働
い
て
い
た
た
め
だ
と
理
解
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
行
為
は
、
も

は
や
光
源
氏
の
意
識
が
、
中
将
の
君
に
代
表
さ
れ
る
現
世
の
女
た
ち
に
向
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
正
日
」
の
贈
答
歌
は
、
コ
扇
」
に
和
歌
を
記
す
動
機
か
ら
し
て
両
者
間
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
た
。
中
将
の
君
は
、
「
君
恋
ふ
る
」
気
持
ち
を
隠

す
た
め
に
、
光
源
氏
は
、
「
恋
ふ
る
」
紫
の
上
と
彼
岸
で
再
会
す
る
願
い
を
込
め
て
、
コ
扇
」
に
和
歌
を
つ
づ
る
が
、
そ
う
し
た
ず
れ
に
は
、
中

将
の
君
と
の
「
あ
る
ま
じ
き
絆
」
（
五
三
三
頁
）
を
断
ち
切
り
、
出
家
の
志
を
固
め
た
光
源
氏
の
精
神
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四
、
ま
と
め

　
中
将
の
君
は
、
「
御
形
見
の
筋
」
や
、
〈
召
人
〉
と
い
う
面
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
彼
女
に
人
格
と
い
う
も
の
を
認
め
な
い
こ
と
が

前
提
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
祭
の
日
」
、
そ
し
て
「
正
日
」
の
贈
答
歌
は
、
中
将
の
君
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
動
が
な
け
れ
ば
、
成
立

し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
で
は
光
源
氏
を
誘
惑
す
る
姿
が
、
後
者
で
は
紫
の
上
を
追
悼
す
る
気
持
ち
を
さ
さ
や
か
に
表
明
す
る
姿
が
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
は
た
し
て
中
将
の
君
に
人
格
が
無
い
な
ど
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
二
つ
の
贈
答
場
面
に
は
、
在
俗
者
と
し
て
の
生
と
出
家
者
と
し
て
の
生
と
の
狭
間
で
ゆ
れ
る
光
源
氏
の
心
の
種
々
相
が
現
れ
て

い
る
。
前
者
で
は
、
出
家
を
た
め
ら
わ
せ
る
「
絆
」
に
縛
ら
れ
る
姿
が
、
後
者
で
は
、
そ
れ
を
断
ち
き
り
、
出
家
の
志
を
固
め
て
い
く
心
境
が

語
ら
れ
て
い
た
。
物
語
作
者
は
、
悲
哀
に
沈
む
光
源
氏
が
、
現
世
へ
の
未
練
を
清
算
し
て
出
家
す
る
ま
で
の
心
理
過
程
を
描
出
す
る
た
め
に
、

紫
の
上
の
〈
ゆ
か
り
〉
で
あ
る
中
将
の
君
と
い
う
〈
端
役
〉
を
登
場
さ
せ
、
男
女
間
の
贈
答
、
紫
の
上
追
悼
の
贈
答
と
い
っ
た
趣
の
違
う
二
つ

の
贈
答
場
面
を
用
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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注（
1
）
武
者
小
路
辰
子
「
中
将
の
君
ー
源
氏
物
語
の
女
房
観
ー
」
（
「
日
本
文
学
」
、
入
ー
一
二
、
一
九
五
九
年
一
二
月
）
な
ど
。

（
2
）
阿
部
秋
生
「
「
召
人
」
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
文
学
」
、
五
ー
九
、
一
九
五
六
年
九
月
）

（
3
）
　
「
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
、
阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
、
小
学
館
、
一
九
九
四
～
一
九
九
八
年
（
『
新
編

　
全
集
」
と
略
記
）
に
よ
る
。
引
用
末
尾
の
（
）
に
は
、
巻
名
・
分
冊
数
・
頁
数
を
記
す
。
な
お
、
本
文
に
は
私
に
傍
線
な
ど
附
し
た
箇
所
が
あ
る
。

　
ま
た
、
以
下
の
注
釈
書
も
参
照
し
た
。
略
記
と
と
も
に
掲
載
す
る
。



　
　
・
「
玉
上
評
釈
」
↓
玉
上
琢
弥
「
源
氏
物
語
評
釈
　
九
巻
』
、
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年

　
　
・
「
古
典
集
成
』
↓
石
田
穣
二
ほ
か
校
注
『
源
氏
物
語
　
六
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
五
〇
）
、
新
潮
社
、
一
九
八
二
年

（
4
）
柳
井
滋
「
御
法
・
幻
巻
の
主
題
」
（
増
田
繁
夫
ほ
か
編
「
源
氏
物
語
研
究
集
成
　
第
二
巻
　
源
氏
物
語
の
主
題
下
』
、
風
間
書
房
、
一
九
九
九
年
）

（
5
）
林
田
孝
和
「
源
氏
物
語
に
み
る
祭
り
の
場
」
（
「
源
氏
物
語
の
発
想
一
、
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
）

（
6
）
原
岡
文
子
「
「
源
氏
物
語
』
の
「
祭
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現
　
そ
の
両
義
的
展
開
」
、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）

（
7
）
玉
上
琢
弥
編
「
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
、
角
川
書
店
、
一
九
六
入
年

（
8
）
三
田
村
雅
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
形
代
〉
」
（
『
源
氏
物
語
　
感
覚
の
論
理
』
、
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
）

（
9
）
吉
井
美
弥
子
「
女
房
た
ち
の
歌
ー
暴
か
れ
る
薫
ー
」
（
池
田
節
子
ほ
か
編
「
源
氏
物
語
の
歌
と
人
物
」
、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）

（
1
0
）
伊
藤
一
男
「
寄
る
瓶
の
水
」
（
鈴
木
一
雄
監
修
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
一
九
　
御
法
・
幻
」
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）

（
1
1
）
伊
井
春
樹
編
「
内
閣
文
庫
本
　
細
流
抄
』
、
桜
楓
社
、
一
九
七
五
年

（
1
2
）
大
野
晋
ほ
か
編
『
岩
波
古
語
辞
典
　
補
訂
版
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年

（
1
3
）
呉
羽
長
「
哀
傷
の
春
か
ら
孤
愁
の
四
季
へ
ー
「
源
氏
物
語
』
「
幻
」
巻
論
ー
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
、
七
四
、
一
九
八
五
年
一
二
月
）

（
1
4
）
注
（
1
）
武
者
小
路
論
文

（
1
5
）
藤
本
宗
利
コ
扇
」
（
山
口
明
穂
ほ
か
編
『
王
朝
文
化
辞
典
ー
万
葉
か
ら
江
戸
ま
で
』
、
朝
倉
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）

（
1
6
）
夕
顔
に
つ
い
て
は
、
黒
須
重
彦
「
「
白
き
扇
」
に
つ
い
て
」
（
『
源
氏
物
語
私
論
ー
タ
顔
の
巻
を
中
心
と
し
て
ー
」
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
が
、

　
　
「
夕
顔
」
巻
の
展
開
と
、
（
a
）
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
。
源
典
侍
に
つ
い
て
は
、
小
林
茂
美
「
源
典
侍
物
語
の
伝
承
構
造
論
」
（
『
源
氏
物
語
論
序
説
一
、

　
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）
が
、
「
端
を
折
」
る
仕
草
と
「
逢
ふ
」
意
識
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
。

（
1
7
）
村
尾
誠
一
「
今
日
」
（
久
保
田
淳
ほ
か
編
「
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
、
角
川
書
店
、
　
九
九
九
年
）

（
1
8
）
藤
本
宗
利
コ
扇
」
（
秋
山
慶
編
『
王
朝
語
辞
典
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
1
9
）
小
町
谷
照
彦
「
「
幻
」
の
方
法
に
つ
い
て
の
試
論
ー
和
歌
に
よ
る
作
品
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
（
「
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
八
四
年
）

（
2
0
）
高
橋
文
二
「
「
幻
」
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
自
己
救
済
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
物
語
鎮
魂
論
』
、
桜
楓
社
、
一
九
九
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
ぎ
う
ら
・
か
ず
あ
き
／
博
士
後
期
課
程
二
年
）
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