
﹃
紫
式
部
集
﹄
第
四
〇
・
四
一
番
歌
の
再
検
討

︱
︱
︿
恋
歌
﹀
と
し
て
の
贈
答
︱
︱

佐

藤

香
奈
子

清

水

絢

音

は
じ
め
に

﹃
紫
式
部
集
﹄
は
、
注
釈
史
の
厚
み
と
い
う
点
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
到
底
及
ば
な
い
も
の
の
、
今
な
お
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
作
品

の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
和
歌
解
釈
は
︿
読
者
の
考
え
る
紫
式
部
像
﹀
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
一
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
と
冷
静

に
向
き
合
っ
て
い
る
と
は
決
し
て
言
い
切
れ
な
い
現
状
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
当
該
歌
に
つ
い
て
各
注
釈
書
が
提
示
す
る
問
題
点
を
整
理
し
つ

つ
、
新
た
な
視
点
に
よ
る
解
釈
を
試
み
た
い
。

一
、
研
究
の
現
状
と
問
題
点

今
回
取
り
上
げ
る
贈
答
歌
は
次
の
と
お
り
で
あ
る(１

)

。
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去
年
の
夏
よ
り
薄
鈍
着
た
る
人
に
、
女
院
か
く
れ
た
ま
へ
る
ま
た
の
春
、
い
た
う
霞
み
た
る
夕
暮
れ
に
、
人
の
さ
し
お
か
せ
た
る

雲
の
上
の
も
の
思
ふ
春
は
墨
染
に
霞
む
空
さ
へ
あ
は
れ
な
る
か
な
︵
四
〇
︶

返
し
に

な
に
か
こ
の
ほ
ど
な
き
袖
を
ぬ
ら
す
ら
む
霞
の
衣
な
べ
て
着
る
世
に
︵
四
一
︶

こ
の
贈
答
歌
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る(２

)

。

去
年
の
夏
か
ら
薄
墨
色
の
喪
服
を
着
て
い
た
人
︵
私
︶
に
、
女
院
が
お
隠
れ
に
な
っ
た
次
の
春
の
ひ
ど
く
霞
ん
で
い
る
夕
暮
れ
に
、

あ
る
人
が
使
者
に
持
た
せ
て
来
て
置
か
せ
た
歌

帝
が
喪
に
服
し
て
悲
嘆
に
く
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
今
年
の
春
の
、
こ
の
夕
暮
れ
は
、
喪
服
の
色
に
霞
ん
で
い
る
空
ま
で
も
悲
し
く
感
じ
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
あ
な
た
は
い
か
ば
か
り
か
と
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

返
し
に

取
る
に
た
り
な
い
私
ご
と
き
者
が
、
ど
う
し
て
夫
の
死
の
み
悲
し
ん
で
袖
を
濡
ら
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
国
中
の
方
が
喪
服
を
つ
け
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
時
で
す
の
に
。

こ
れ
は
、
夫
・
宣
孝
の
死
と
、
前
年
冬
に
崩
御
し
た
一
条
天
皇
の
母
后
・
東
三
条
院
詮
子
︵
女
院
︶
の
た
め
に
服
喪
す
る
紫
式
部
へ
の
見
舞

い
の
贈
歌
と
、
そ
れ
に
対
す
る
紫
式
部
の
答
歌
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
天
下
諒
闇
の
こ
の
春
、
紫
式
部
は
夫
と
女
院
、
二
重
の
喪
に
服
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

四
〇
・
四
一
番
歌
の
新
た
な
解
釈
を
試
み
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
注
釈
書
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
の
整
理
・
検
討
を
行
っ
た(

３
)

。
そ
こ
か
ら
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浮
か
び
上
が
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

従
来
の
多
く
の
注
釈
書
・
研
究
書
は
何
者
か
が
四
〇
番
歌
を
紫
式
部
に
贈
り
、
紫
式
部
が
返
歌
と
し
て
四
一
番
歌
を
詠
む
構
図
を
見
出
し
て

お
り
、
そ
れ
が
定
着
し
て
い
る
観
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
段
階
に
お
け
る
最
新
の
笹
川
博
司
氏
に
よ
る
注
釈
書(

４
)

は
四
〇
番
歌
が
紫
式
部
詠
、

四
一
番
歌
が
何
者
か
に
よ
る
返
歌
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
の
立
場
を
見
直
し
、
紫
式
部
が
詠
ん
だ
歌
は
は
た
し
て
ど
ち
ら
な

の
か
を
明
確
に
し
た
い
。

︿
贈
歌
と
答
歌
、
紫
式
部
詠
は
ど
ち
ら
か
﹀

﹁
四
〇
番
歌
が
紫
式
部
詠
、四
一
番
歌
が
何
者
か
に
よ
る
返
歌
﹂と
い
う
構
図
は
近
年
発
表
さ
れ
た
工
藤
重
矩
氏
の
論
が
発
端
と
な
っ
て
お
り
、

笹
川
氏
の
注
釈
書
は
そ
れ
を
承
け
て
い
る
。
こ
の
詠
み
手
逆
転
論
は
、
夫
を
亡
く
し
て
喪
に
服
し
て
い
る
は
ず
の
紫
式
部
が
な
ぜ
︿
薄
鈍
﹀
の

衣
を
着
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
問
題
に
し
て
い
る(５

)

。
こ
こ
で
工
藤
氏
の
論
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

宣
孝
の
歿
が
長
保
三
年
︵
一
〇
〇
一
︶
四
月
で
あ
れ
ば
、
紫
式
部
が
規
定
ど
お
り
に
服
喪
し
た
と
す
れ
ば
、
翌
年
の
長
保
四
年
の
春
に
は
、

薄
鈍
で
は
な
く
濃
い
鈍
色
を
着
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。︵
中
略
︶
詞
書
に
い
う
﹁
薄
鈍
な
る
人
﹂
が
紫
式
部
だ
と
言
う
た
め
に
は
、
一
年
以

内
で
も
薄
鈍
に
変
え
る
こ
と
が
あ
る
と
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。︵
中
略
︶
も
し
右
の
疑
問
が
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
、
服
喪
の
仕
方
が

規
定
と
異
な
る
か
ら
に
は
、﹁
薄
鈍
な
る
人
﹂
は
紫
式
部
で
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹁
薄
鈍
な
る
人
﹂
が
紫
式
部
で
は
な
い

と
な
れ
ば
、﹁
薄
鈍
な
る
人
﹂
は
紫
式
部
が
和
歌
を
贈
っ
た
相
手
で
あ
る
。

︵
工
藤
重
矩
﹃
源
氏
物
語
の
婚
姻
と
和
歌
解
釈
﹄
︶
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こ
の
主
張
が
適
切
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
四
一
番
歌
の
﹁
霞
の
衣
﹂
と
い
う
語
に
目
を
向
け
た
い
。
各
注
釈
書
に
記
載
が
あ
る

﹁
霞
の
衣
﹂
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
次
の
二
点
が
認
め
ら
れ
る
。

︵
ア
︶﹁
霞
の
衣
﹂
は
、﹁
墨
染
に
霞
む
﹂
を
承
け
て
﹁
喪
服
﹂
を
表
現
し
て
い
る
。

︵
イ
︶﹁
霞
の
衣
﹂
に
よ
っ
て
﹁
喪
服
﹂
を
表
現
す
る
手
法
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
で
も
見
ら
れ
る
が
、
紫
式
部
独
自
の
造
語
で
あ
る
。

さ
ら
に
、﹁
霞
の
衣
﹂
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と(６

)

、
喪
服
か
否
か
を
定
め
ず
と
も
﹁
霞
の
衣
﹂
を
使
用
し
て
い
る
例
は
勅
撰
集
の
中
で
八
代
集

ま
で
を
確
認
し
て
も
三
首
に
留
ま
る(７

)

。
こ
の
三
首
の
中
に
﹁
喪
服
﹂
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
私
家

集
・
物
語
に
範
囲
を
広
げ
て
も
﹁
霞
の
衣
﹂
が
﹁
喪
服
﹂
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
で
使
用
さ
れ
る
四
首
と
四
一

番
歌
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い(

)

。
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
条
件
も
導
き
出
せ
る
こ
と
に
な
る
。

８

︵
ウ
︶﹁
霞
の
衣
﹂
を
﹁
喪
服
﹂
と
し
て
使
用
す
る
表
現
は
紫
式
部
以
外
で
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
。

﹁
霞
の
衣
﹂
が
紫
式
部
の
造
語
で
あ
り
、
紫
式
部
独
自
の
表
現
方
法
な
ら
ば
、
四
一
番
歌
の
詠
み
手
は
紫
式
部
で
あ
り
、
必
然
的
に
四
〇
番
歌

の
詠
み
手
が
紫
式
部
以
外
の
何
者
か
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。﹁
薄
鈍
着
た
る
人
﹂
に
関
す
る
問
題
は
据
え
置
く
形
に
な
る
が
、
こ

の
問
題
は
︿
何
者
か
か
ら
紫
式
部
へ
向
け
た
贈
歌
と
、
紫
式
部
に
よ
る
返
歌
﹀
と
い
う
構
図
を
否
定
で
き
る
要
素
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
言

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
工
藤
氏
・
笹
川
氏
の
﹁
四
〇
番
歌
の
詠
み
手
は
紫
式
部
以
外
の
何
者
か
で
あ
り
、
四
一
番
歌
が
紫
式
部
詠
﹂
と
い
う
説

は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
四
〇
番
歌
が
何
者
か
、
四
一
番
歌
が
紫
式
部
と
い
う
通
説
に
落
ち
着
か
ざ
る
を
得
ま
い
。

︿
贈
歌
の
詠
み
手
の
人
物
像
﹀

で
は
、
四
〇
番
歌
が
何
者
か
に
よ
る
贈
歌
、
四
一
番
歌
が
紫
式
部
に
よ
る
答
歌
と
い
う
構
図
を
再
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
注
釈
書
・

研
究
書
に
視
点
を
移
し
て
み
る
。
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四
〇
番
歌
の
贈
り
主
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
も
の
を
い
く
つ
か
引
用
す
る
。

歌
を
さ
し
お
か
せ
た
﹁
人
﹂︵
中
略
︶
の
行
為
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
な
い
の
で
、
高
貴
の
人
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
贈
歌
︵
中

略
︶
を
承
け
て
︵
中
略
︶
謙
遜
し
た
形
で
詠
っ
て
い
る
語
感
か
ら
は
、
宮
廷
関
係
の
人
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
宮
廷
関

係
の
人
で
式
部
と
多
少
と
も
縁
故
の
あ
る
人
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
中
務
宮
章
明
親
王
と
か
、
中
宮
の
母
倫
子
な
ど
が
あ
る
。
も
し

そ
う
な
ら
、
敬
語
が
つ
け
ら
れ
た
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
高
貴
な
人
の
命
を
受
け
た
女
房
が
、
使
い
の
者
を
し
て
式
部
の
も
と
へ

と
ど
け
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

︵
南
波
浩
﹃
紫
式
部
集
全
評
釈
﹄︶

こ
の
歌
は
た
ぶ
ん
女
性
で
あ
る
先
方
か
ら
、
霞
が
深
く
立
ち
こ
め
た
夕
暮
れ
に
届
け
て
き
た
。︵
中
略
︶
相
手
は
貴
顕
の
夫
人
か
、
ま
た
は

そ
の
意
を
受
け
た
女
房
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
後
年
、
宮
仕
え
に
召
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
が
、
彼
女
の
属
す
る
家
と
か
一
族
単
位
で
は

な
し
に
、
彼
女
自
身
と
の
間
に
で
き
て
い
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
贈
答
で
あ
る
。

︵
清
水
好
子
︿
岩
波
新
書
﹀
﹃
紫
式
部
﹄︶

歌
﹁
雲
の
う
へ
の
﹂
は
、
亡
き
夫
の
喪
に
服
し
て
い
る
私
に
宛
て
た
、
女
院
の
側
か
ら
の
消
息
の
中
の
歌
で
あ
り
、
女
院
近
く
仕
え
る
某

か
ら
の
見
舞
い
の
私
信
の
歌
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
諒
闇
に
あ
る
あ
え
て
貴
紳
の
側
か
ら
、
女
房
紫
式
部
の
も
と
に
慰
撫
の
心
情
を
も
っ

て
見
舞
っ
た
挨
拶
の
歌
で
あ
る
。

︵
廣
田
收
﹃
紫
式
部
集
か
ら
の
挑
発
﹄︶
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ま
た
、
鈴
木
日
出
男
氏
は(

)

四
〇
番
歌
の
詠
み
手
を
﹁
お
そ
ら
く
女
友
達
で
あ
ろ
う
﹂
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
こ

９

の
贈
答
歌
が
紫
式
部
と
同
等
も
し
く
は
身
分
の
高
い
﹁
女
性
﹂
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
点
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
詞
書
・
歌
を
丁

寧
に
確
認
す
る
と
、
ど
こ
に
も
女
性
を
想
起
さ
せ
る
文
言
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
や
り
と
り
を
素
直
に
読
み
解
く
の
で
あ
れ
ば
、
詠
み
手

は
女
性
で
あ
る
と
い
う
固
定
観
念
に
囚
わ
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
四
〇
番
歌
の
相
手
が
女
性
で

あ
る
理
由
に
つ
い
て
、
明
確
に
論
拠
を
示
し
て
い
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
紫
式
部
の
出
仕
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の(

)

、
一
般
的
に
は
寛
弘
二
年
︵
一
〇
〇
五
︶
も
し
く
は
寛
弘
三
年
︵
一
〇
〇
六
︶

10

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
歌
が
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
長
保
三
年
︵
一
〇
〇
一
︶
頃
に
は
、
廣
田
氏
の
引
用
に
付
し
た
傍
線
部
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
﹁
女ヽ

房ヽ

紫
式
部
﹂
へ
の
挨
拶
の
歌
が
送
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
竹
内
美
千
代
氏(

)

、
山
本
利
達
氏(

)

、
伊
藤
博
氏(

)

、
田
中
新
一
氏(

)

は
詞
書
中
の
﹁
人
﹂
を
﹁
あ
る
人
﹂
や
﹁
宮
人
﹂
と
現

11

12

13

14

代
語
訳
す
る
こ
と
で
性
別
を
曖
昧
に
し
て
対
処
し
て
い
る
。
詞
書
や
歌
の
言
葉
だ
け
で
は
性
別
を
断
定
で
き
な
い
以
上
、
こ
の
処
置
は
妥
当
で

あ
る
と
言
え
そ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
四
〇
・
四
一
番
歌
の
や
り
と
り
は
、
多
く
が
﹁
女
性
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
先
入
観
の
も
と
で
解
釈
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
だ
け
に
は
留
ま
ら
ず
、
出
仕
前
で
あ
り
な
が
ら
あ
た
か
も
宮
中
の
人
間
と
の
出
仕
に
関
わ
る
や
り
と
り
で
あ
る
か
の
よ
う
な
解
釈
ま

で
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
贈
答
歌
で
あ
る
以
上
、
相
手
の
素
性
に
つ
い
て
の
認
証
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ

の
点
に
つ
い
て
の
十
分
な
検
討
が
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
、
第
四
〇
・
四
一
番
歌
は
本
当
に
喪
中
見
舞
い
の
歌
な
の
か

先
行
研
究
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
贈
答
の
相
手
に
留
意
し
つ
つ
新
た
な
視
点
か
ら
こ
の
贈
答
歌
を
捉
え
な
お
し
て
み
た
い
。
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こ
の
贈
答
歌
の
中
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
語
で
あ
る
。
従
来
四
〇
番
歌
は
、﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
言
葉
を
、
暗
黙
の
う

ち
に
、
亡
き
人
を
思
い
偲
ぶ
言
葉
と
し
て
解
釈
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
論
拠
と
な
る
も
の
は
な
く
、
こ
の
語
に
着
目
し
た
注
釈
も
な
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
こ
で
、﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
言
葉
の
使
用
例
を
提
示
し
そ
の
意
味
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
紫
式
部
が
生
き
た
時
代
前
後
の
勅
撰
集
の
中
か
ら
、﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
例
を
調
査
し
た
結
果
、
こ
の
言
葉
を
使

用
し
た
歌
は
五
九
首
存
在
す
る(

)

。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
例
を
次
に
あ
げ
る(

)

。

15

16

是
貞
親
王
家
歌
合
の
歌

よ
み
人
し
ら
ず

い
つ
は
と
は
時
は
わ
か
ね
ど
秋
の
夜
ぞ
物
思
こ
と
の
か
ぎ
り
な
り
け
る
︵
一
八
九
︶

︵
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
四
秋
歌
上
︶

桂
の
み
こ
に
住
み
は
じ
め
け
る
間
に
、
か
の
み
こ
あ
ひ
思
は
ぬ
気
色
な
り
け
れ
ば

貞
数
の
親
王

人
知
れ
ず
物
思
頃
の
わ
が
袖
は
秋
の
草
葉
に
劣
ら
ざ
り
け
り
︵
九
〇
一
︶

︵
﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
巻
第
十
三
恋
五
︶

題
知
ら
ず

よ
み
人
知
ら
ず

ひ
た
ぶ
る
に
死
な
ば
何
か
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
生
き
て
か
ひ
な
き
物
思
身
は
︵
九
三
四
︶

︵﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
巻
第
十
五
恋
五
︶

男
に
忘
ら
れ
て
侍
け
る
頃
、
貴
布
禰
に
ま
い
り
て
御
手
洗
川
に
蛍
の
飛
び
侍
け
る
を
見
て
よ
め
る

和
泉
式
部

─ 71 ─



も
の
思
へ
ば
沢
の
ほ
た
る
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
た
ま
か
と
ぞ
見
る
︵
一
一
六
二
︶

︵
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
巻
第
二
十
雑
六
︶

﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
語
は
、
自
然
の
風
物
を
愛
で
な
が
ら
物
思
い
に
ふ
け
る
も
の
や
、
恋
煩
い
の
心
情
を
吐
露
す
る
和
歌
に
お
い
て
よ
く
用

い
ら
れ
る
。
調
査
対
象
と
な
っ
た
和
歌
を
部
立
て
ご
と
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
合
算
し
て
み
た
い
。
す
る
と
、
春
か
ら
冬
に
か
け
て
の
部
立

て
に
属
す
る
和
歌
が
二
四
首
、
恋
の
部
立
て
に
属
す
る
和
歌
も
同
じ
く
二
四
首
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、﹁
も
の
思
ふ
﹂
使
用
和
歌
総
数
の
約
四

割
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
語
は
必
ず
し
も
死
別
の
悲
し
み
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、﹁
哀
傷
﹂
の
部
に
﹁
も
の
思
ふ
﹂
の
使
用
例
が
な
い
こ
と
も
、
故
人
を
偲
ぶ
意
図
で
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

こ
こ
で
﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
語
の
使
用
例
に
共
通
す
る
意
図
を
探
っ
て
み
る
と
、
基
本
的
な
概
念
と
し
て
、﹁
伝
え
た
い
け
れ
ど
も
伝
わ
ら

な
い
／
伝
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も
伝
え
た
い
﹂
と
い
う
、
心
の
う
ち
に
相
反
す
る
感
情
を
抱
え
た
と
き
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。

同
様
の
例
と
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
か
ら
い
く
つ
か
引
用
し
た
い
。

こ
の
御
生
霊
、
故
父
大
臣
の
御
霊
な
ど
い
ふ
も
の
あ
り
と
聞
き
た
ま
ふ
に
つ
け
て
、
思
し
つ
づ
く
れ
ば
、
身
ひ
と
つ
の
う
き
嘆
き
よ
り
ほ

か
に
人
を
あ
し
か
れ
な
ど
思
ふ
心
も
な
け
れ
ど
、
も
の
思
ひ
に
あ
く
が
る
な
る
魂
は
、
さ
も
や
あ
ら
む
と
思
し
知
ら
る
る
こ
と
も
あ
り
。

︵
葵
②
三
五
～
三
六
頁
︶

六
条
御
息
所
は
、
自
分
や
自
分
の
父
の
霊
が
物
の
怪
と
な
っ
て
葵
の
上
に
取
り
憑
い
て
い
る
の
だ
と
噂
さ
れ
て
い
る
の
を
知
り
、
考
え
て
み

れ
ば
自
分
で
は
恨
み
心
な
ど
な
い
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
物
思
い
故
に
身
を
抜
け
出
し
て
さ
ま
よ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
魂
が
、
も
し
か
し
た
ら

あ
の
方
︵
葵
の
上
︶
に
取
り
憑
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
お
思
い
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
の
場
面
で
も
、﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
言
葉
は
強
烈
な
感
情
の
発
露
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
時
に
そ
の
思
い
は
生
霊
と
し
て
さ
ま
よ
う

ほ
ど
の
強
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
﹁
も
の
思
ふ
﹂
の
用
例
も
あ
る
。

二
条
院
の
御
前
の
桜
を
御
覧
じ
て
も
、
花
の
宴
の
を
り
な
ど
思
し
出
づ
。﹁
今
年
ば
か
り
は
﹂
と
独
り
ご
ち
た
ま
ひ
て
、
人
の
見
と
が
め
つ

べ
け
れ
ば
、
御
念
誦
堂
に
こ
も
り
ゐ
た
ま
ひ
て
日
一
日
泣
き
暮
ら
し
た
ま
ふ
。
夕
日
は
な
や
か
に
さ
し
て
、
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に
、

雲
の
薄
く
わ
た
れ
る
が
鈍
色
な
る
を
、
何
ご
と
も
御
目
と
ど
ま
ら
ぬ
こ
ろ
な
れ
ど
、
い
と
も
の
あ
は
れ
に
思
さ
る
。

入
日
さ
す
峰
に
た
な
び
く
薄
雲
は
も
の
思
ふ
袖
に
色
や
ま
が
へ
る

︵
薄
雲
②
四
四
八
頁
︶

光
源
氏
は
藤
壺
が
亡
く
な
っ
た
後
、
二
条
院
の
桜
を
御
覧
に
な
っ
て
も
、
共
に
花
の
宴
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
を
思
い
出
さ
れ
る
。
人
目
を
避

け
、
念
誦
堂
で
一
日
中
泣
き
暮
ら
し
て
い
る
と
、
夕
日
が
美
し
く
山
際
の
梢
を
照
ら
し
、
鈍
色
の
雲
が
薄
く
流
れ
て
ゆ
く
の
を
、
と
て
も
あ
わ

れ
な
こ
と
だ
と
お
思
い
に
な
る
。

入
日
が
射
し
て
い
る
峰
に
た
な
び
く
薄
雲
は
、
物
思
い
に
ふ
け
る
私
の
袖
︵
喪
服
︶
の
色
と
違
え
る
よ
う
な
色
を
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、﹁
入
日
さ
す
﹂
の
和
歌
に
﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
こ
の
場
面
は
、
藤
壺
を

亡
く
し
た
光
源
氏
が
独
り
夕
暮
れ
時
に
そ
の
心
情
を
吐
露
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
用
い
ら
れ
る
﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
語
句
も
、
単
に

大
切
な
人
を
亡
く
し
た
悲
し
み
の
喪
に
服
し
て
い
る
状
況
を
表
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
今
は
亡
き
藤
壺
に
伝
わ
ら
な
い
と
分
か
っ
て
い
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
こ
の
藤
壺
を
想
う
気
持
ち
を
伝
え
た
い
と
願
う
、
光
源
氏
の
痛
切
な
心
情
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

現
行
の
解
釈
で
は
、
四
〇
番
歌
に
お
け
る
﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
語
を
﹁
亡
き
人
を
思
い
偲
ぶ
﹂
と
い
う
意
味
に
し
か
捉
え
て
い
な
い
。
し

か
し
、
先
に
掲
げ
た
勅
撰
集
に
は
服
喪
を
意
識
し
た
語
と
し
て
の
使
用
例
は
な
く
、
同
一
作
者
の
作
品
内
に
お
い
て
も
、
そ
の
場
面
の
特
殊
性
・

重
要
度
か
ら
見
て
、
故
人
を
偲
ぶ
語
と
し
て
の
み
の
使
用
な
ど
と
い
う
単
純
さ
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
、
当
該
歌
の
﹁
も
の
思
ふ
﹂
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
﹁
も
の
思
ふ
﹂
と
い
う
語
は
前
述
し
た
と
お
り
風
物
や
恋

に
思
い
悩
む
際
に
使
用
さ
れ
る
語
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、﹃
紫
式
部
集
﹄
四
〇
番
歌
に
お
け
る
﹁
も
の
思
ふ
﹂
の
語
も
ま
た
、
同
様
の
意

味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
。

続
い
て
、
答
歌
か
ら
の
視
点
を
も
っ
て
こ
の
贈
答
を
見
て
み
た
い
。

前
述
し
た
、
四
一
番
歌
に
お
い
て
詠
み
込
ま
れ
る
﹁
霞
の
衣
﹂
と
い
う
語
の
特
殊
性
に
着
目
し
、
こ
の
語
を
構
成
す
る
﹁
霞
﹂
と
い
う
語
に

関
し
て
も
今
一
度
そ
の
役
割
を
確
認
し
た
い
。

日
も
い
と
長
き
に
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
夕
暮
の
い
た
う
霞
み
た
る
に
ま
ぎ
れ
て
、
か
の
小
柴
垣
の
も
と
に
立
ち
出
で
た
ま
ふ
。
人
々
は
帰

し
た
ま
ひ
て
、
惟
光
朝
臣
と
の
ぞ
き
た
ま
へ
ば
、
た
だ
こ
の
西
面
に
し
も
、
持
仏
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
て
行
ふ
尼
な
り
。

︵
若
紫
①
二
〇
五
頁
︶

夕
暮
れ
時
の
霞
に
ま
ぎ
れ
て
、
例
の
小
柴
垣
を
惟
光
と
二
人
で
覗
い
て
み
る
と
、
仏
を
安
置
申
し
上
げ
て
お
勤
め
す
る
尼
が
一
人
い
た
。

こ
れ
は
、
瘧
病
に
悩
ん
だ
光
源
氏
が
加
持
を
受
け
る
た
め
に
北
山
を
訪
れ
、
そ
こ
で
幼
い
紫
の
上
を
見
初
め
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
霞
は
、

小
柴
垣
か
ら
垣
間
見
を
試
み
る
光
源
氏
を
隠
す
機
能
を
果
た
す
。
夕
暮
れ
の
霞
は
垣
間
見
に
は
絶
好
の
環
境
で
あ
り
、
光
源
氏
が
屋
敷
の
者
た

ち
か
ら
見
え
な
い
状
況
を
作
り
出
す
お
ぼ
ろ
げ
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
完
全
に
見
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
し
ば
ら
く
後
に

か
け
つ
け
た
僧
都
は
、﹁
こ
な
た
は
あ
ら
は
に
や
は
べ
ら
む
。﹂
と
屋
敷
の
尼
君
に
忠
告
す
る
。

御
屛
風
も
、
風
の
い
た
く
吹
き
け
れ
ば
、
押
し
た
た
み
寄
せ
た
る
に
、
見
通
し
あ
ら
は
な
る
廂
の
御
座
に
ゐ
い
た
ま
へ
る
人
、
も
の
に
紛

る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
気
高
く
き
よ
ら
に
、
さ
と
に
ほ
ふ
心
地
し
て
、
春
の
曙
の
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
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る
心
地
す
。

︵
野
分
③
二
六
四
頁
︶

御
屏
風
も
風
が
と
て
も
吹
い
て
い
る
の
で
畳
ん
で
寄
せ
て
あ
る
。
そ
の
た
め
に
露
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
廂
の
間
の
御
座
所
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

人
︵
紫
の
上
︶
は
、
ほ
か
の
人
と
見
間
違
え
る
こ
と
も
な
い
。
気
高
く
美
し
く
、
照
り
映
え
る
よ
う
で
、
春
の
曙
に
、
霞
の
間
か
ら
風
情
あ
る

樺
桜
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
の
を
見
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

紫
の
上
を
垣
間
見
た
夕
霧
は
、
そ
の
美
し
さ
を
樺
桜
に
例
え
る
。
夕
霧
の
視
線
で
展
開
す
る
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
屛
風
を
霞
に
例
え
る
こ

と
で
紫
の
上
の
美
し
さ
を
隠
し
、
二
人
の
距
離
を
隔
て
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
屛
風
で
あ
り
霞
で
も
あ
る
﹁
隔
て
﹂

は
、
風
で
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
よ
う
な
脆
さ
を
抱
え
、
完
全
な
目
隠
し
に
は
な
ら
な
い
。
霞
は
人
や
物
を
隠
し
、
隔
て
る
一
方
、
完
全
な
目
隠
し

と
は
な
り
得
ず
に
隙
間
か
ら
見
え
隠
れ
し
て
し
ま
う
、
非
常
に
脆
い
障
壁
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
見
え
そ
う
で
見
え
な
い
が
故
に
、
そ
の
視

線
は
障
壁
の
向
こ
う
側
に
集
中
し
て
注
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
効
果
を
四
一
番
歌
に
あ
て
は
め
て
み
た
い
。﹁
霞
の
衣
﹂
す
な
わ
ち
﹁
喪
服
﹂
を
着
る
行
為
は
死
者
を
悼
む
も
の
だ
。
言
い
換
え
れ

ば
、
喪
服
を
着
る
こ
と
は
大
切
な
人
が
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
体
感
す
る
行
為
と
言
え
る
だ
ろ
う
。﹁
霞
﹂
は
、
紫
式
部
か
ら
四
〇
番
歌

の
送
り
主
と
の
距
離
を
心
理
的
に
も
物
理
的
に
も
隔
て
、
受
け
入
れ
難
い
現
実
を
隠
し
、
拒
も
う
と
す
る
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た
と
お
り
の
霞
の
脆
さ
に
注
意
す
る
な
ら
、
拒
み
は
す
る
も
の
の
わ
ず
か
な
可
能
性
を
残
す
と
い
う
恋
歌
の

贈
答
の
あ
り
様
が
重
ね
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
実
際
、
宣
孝
の
死
去
が
歌
の
前
年
夏
で
あ
る
こ
と(

)

、
歌
の
贈
答
が
春
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

17

春
が
終
わ
り
、
夏
が
く
る
と
喪
は
明
け
る
の
で
あ
る
。﹁
霞
︵
＝
喪
服
︶﹂
が
春
の
終
わ
り
に
消
え
る
こ
と
も
関
連
し
て
い
る
と
見
て
問
題
な
い

だ
ろ
う
。

以
上
の
事
柄
か
ら
、﹁
霞
の
衣
﹂
は
喪
服
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
四
一
番
歌
に
お
い
て
は
﹁
異
性
か
ら
の
求
愛
を
拒
む
素
材
﹂
と
い
う
機

─ 75 ─



能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

加
え
て
、
四
一
番
歌
初
句
の
﹁
な
に
か
﹂
に
着
目
し
た
い
。
係
助
詞
﹁
か
﹂
は
、
直
前
の
副
詞
﹁
な
に
﹂
と
あ
わ
せ
て
﹁
ど
う
し
て
⋮
⋮
だ

ろ
う
か
、
い
や
⋮
⋮
﹂
と
い
う
反
語
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
先
行
研
究
は
、
単
に
﹁
ぬ
ら
す
ら
む
﹂
に
係
る
語
で
あ
る

と
い
う
認
識
を
持
つ
の
み
に
留
め
て
お
り
、﹁
ど
う
し
て
私
の
よ
う
な
取
る
に
足
ら
な
い
者
の
袖
が
悲
し
み
で
ぬ
れ
ま
し
ょ
う
か
、
い
え
、
私
の

袖
な
ど
ぬ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
﹂
と
訳
し
て
い
る
。
謙
遜
の
意
を
含
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
夫
・
宣
孝
の
死
の
悲
し
み
を
よ
り
強
調
す
る
と
い

う
も
の
が
、
今
日
ま
で
に
お
け
る
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
反
語
の
意
を
恋
歌
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
贈
歌
の
内
容
や
贈
歌
の
詠
み
手

に
対
す
る
反
発
の
意
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
贈
答
の
形
式
を
と
る
以
上
、
双
方
に
何
ら
か
の
意
思
の
提
示
が
根
本
に
あ
る

と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
答
歌
の
詠
み
手
が
常
に
﹁
受
け
手
﹂
で
あ
り
、
贈
歌
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
思
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
。

こ
こ
で
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
四
〇
番
歌
の
詞
書
に
見
ら
れ
る
﹁
女
院
か
く
れ
た
ま
へ
る
ま
た
の
春
﹂、
す
な
わ
ち
長
保
四
年
に
お

け
る
紫
式
部
の
身
辺
状
況
に
つ
い
て
、
同
時
期
に
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
四
九
番
歌
か
ら
の
三
首(

)

に
も
と
づ
く
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。

18

第
三
首
に
﹁
霞
に
と
づ
る
宿
﹂
と
あ
る
の
は
、
單
な
る
春
霞
の
た
ち
こ
め
て
ゐ
る
宿
で
は
な
く
、
喪
中
の
家
を
言
ふ
か
ら
、
長
保
三
年
の

暮
か
ら
四
年
の
正
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
、
彼
女
が
未
亡
人
と
な
る
や
否
や
、
す
ぐ
思
ひ
を
懸
け
て
来
た
男
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
は
し
て

ゐ
る
。

︵
岡
一
男
﹃
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究

補
訂
版
﹄︶

こ
の
﹁
す
ぐ
思
ひ
を
懸
け
て
来
た
男
﹂
は
、
こ
の
頃
五
年
の
任
期
を
終
え
て
肥
前
か
ら
帰
京
し
た
肥
前
守
橘
為
義
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張

も
同
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、﹁
帚
木
﹂
巻
に
関
し
て
も
岡
氏
は
﹁
こ
の
巻
と
次
の
巻
と
に
は
空
蝉
の
こ
と
が
描
か
れ
、
繼
子
紀
伊
守
の
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横
戀
慕
も
出
て
來
る
が
、
そ
れ
は
紫
式
部
が
宣
孝
の
長
男
の
隆
光
な
ど
に
經
驗
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

夫
を
亡
く
し
未
亡
人
と
な
っ
た
紫
式
部
で
あ
る
も
の
の
、
父
親
が
存
命
で
家
督
を
継
ぐ
者
も
い
る
以
上
、
噂
の
才
媛
を
伴
侶
に
望
む
男
性
が

い
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、右
の
二
人
が
本
当
に
求
婚
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
宣
孝
の
死
後
、

紫
式
部
に
求
婚
し
て
い
た
人
物
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
を
否
定
す
る
材
料
が
な
く
、
む
し
ろ
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
求
婚

者
が
列
を
な
し
た
可
能
性
す
ら
あ
る
、
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
推
測
の
域
は
出
な
い
が
、
紫
式
部
に
求
婚
を
迫
る
男
の
数
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
岡
氏
の
見
解
に
加
え
、
夫
・
宣
孝
の
死
か
ら
一
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら(

)

、
こ
の
四
〇
・
四
一
番
歌
の
贈
答
を
、
男
性
か
ら

19

紫
式
部
へ
の
喪
中
見
舞
い
に
か
こ
つ
け
た
求
婚
歌
で
あ
る
と
し
て
捉
え
た
場
合
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

無
論
、
求
婚
歌
に
対
し
て
は
、
そ
の
意
向
に
気
づ
か
ぬ
振
り
を
装
い
な
が
ら
婉
曲
に
拒
絶
す
る
と
い
う
、﹁
女
歌
﹂
の
伝
統
に
即
し
た
紫
式
部

の
返
歌
が
定
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

新
解
釈
と
し
て
の
現
代
語
訳
を
次
に
掲
げ
る
。
表
面
的
な
意
味
と
し
て
は
、
通
説
に
そ
の
ま
ま
従
う
こ
と
に
な
る
が
、
括
弧
に
よ
っ
て
示
し

た
裏
の
意
味
が
当
事
者
同
士
の
真
意
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
稿
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

去
年
の
夏
か
ら
薄
墨
色
の
喪
服
を
着
て
い
た
人
︵
私
︶
に
、
女
院
が
お
隠
れ
に
な
っ
た
次
の
春
の
ひ
ど
く
霞
ん
で
い
る
夕
暮
れ
に
、
あ
る

人
が
使
者
に
持
た
せ
て
来
て
置
か
せ
た
歌
。

宮
中
も
喪
に
服
し
て
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
今
年
の
春
の
、
こ
の
夕
暮
れ
は
、
喪
服
の
色
に
霞
ん
で
い
る
空
ま
で
も
悲
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
に
つ
け
て
も
、
あ
な
た
は
い
か
ば
か
り
か
と
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

︵
あ
な
た
が
二
重
の
喪
に
服
し
て
い
る
と
思
う
に
つ
け
、
私
の
心
も
ま
る
で
魂
が
身
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
二
重
に
苦
し
く
な
る
の
で
す
。
女
院

の
死
を
悲
し
む
心
と
、
他
よ
り
も
深
い
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
あ
な
た
に
こ
の
恋
心
を
伝
え
た
い
と
願
っ
て
し
ま
う
心
で
︶
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返
し
に

ど
う
し
て
私
の
よ
う
な
取
る
に
足
ら
な
い
者
が
、
袖
を
ぬ
ら
し
て
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
ま
し
ょ
う
か
、
い
え
、
私
の
袖
な
ど
ぬ
れ
て
は
お
り
ま

せ
ん
。
国
中
が
喪
服
を
着
て
い
る
こ
の
よ
う
な
世
の
中
で
す
の
に
。

︵
私
の
袖
が
ぬ
れ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
国
中
が
悲
し
み
に
暮
れ
る
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
あ
な
た
の
お
気
持
ち
に
寄
り
添
う
つ
も
り
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
︶お

わ
り
に

四
〇
・
四
一
番
歌
は
、
そ
の
本
文
に
即
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
く
、
多
く
の
先
入
観
の
も
と
で
解
釈
が
固
定
的
に
な
さ
れ

て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
文
に
あ
る
言
葉
そ
の
も
の
を
頼
り
に
解
釈
を
紡
ぐ
こ
と
を
改
め
て
意
識
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
導
き
出
す
に

至
っ
た
。
︱
︱
夫
・
宣
孝
以
外
に
は
男
女
関
係
を
持
た
な
い
清
廉
な
寡
婦
で
あ
り
、
中
宮
彰
子
に
仕
え
た
﹁
女
房
﹂
と
し
て
の
源
氏
物
語
作
者
・

紫
式
部
︱
︱
を
念
頭
に
置
い
た
解
釈
で
は
な
く
、﹃
紫
式
部
集
﹄
そ
の
も
の
を
見
つ
め
れ
ば
、
提
示
し
た
よ
う
な
新
た
な
解
釈
も
生
じ
得
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
紫
式
部
像
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
素
直
な
視
点
で
﹃
紫
式
部
集
﹄
と
い
う
作
品
を
見
つ

め
な
お
し
て
み
た
い
。

注
︵

︶
引
用
本
文
は
、
古
本
系
の
最
善
本
と
さ
れ
る
陽
明
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀﹃
紫
式
部
集
﹄︵
山
本
利
達
校
注
・
一
九
八
〇
年

１
二
月
︶
に
よ
る
。
歌
番
号
も
同
書
に
よ
る
。

︵

︶
歌
の
現
代
語
訳
は
注︵
１
︶に
同
じ
。
詞
書
の
現
代
語
訳
は
本
稿
執
筆
者
に
よ
る
。

２

─ 78 ─



︵

︶
使
用
し
た
注
釈
書
な
ら
び
に
研
究
書
は
次
に
あ
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

３・
竹
内
美
千
代
﹃
紫
式
部
集
評
釈

改
訂
版
﹄︵
一
九
六
九
年
六
月
、
改
訂
版
一
九
七
六
年
三
月

桜
楓
社
︶。

・
南
波
浩
︿
岩
波
文
庫
﹀﹃
紫
式
部
集
﹄︵
一
九
七
三
年
一
〇
月

岩
波
書
店
︶。

・
山
本
利
達
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀﹃
紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
﹄︵
一
九
八
〇
年
二
月

新
潮
社
︶。

・
木
船
重
昭
﹃
紫
式
部
集
の
解
釈
と
論
考
﹄︵
一
九
八
一
年

笠
間
書
院
︶。

・
木
村
正
中
・
鈴
木
日
出
男
・
後
藤
祥
子
・
小
町
谷
照
彦
・
秋
山
虔
︿
紫
式
部
集
全
歌
評
釈
﹀︵﹃
國
文
學
︱
解
釈
と
教
材
の
研
究
︱
昭
和
五
七
年
一
〇
月

号

第
二
七
巻
一
四
号
﹄︶︵
一
九
八
二
年
一
〇
月

學
燈
社
︶。

・
南
波
浩
﹃
紫
式
部
集
全
評
釈
﹄︵
一
九
八
三
年
六
月

笠
間
書
院
︶。

・
伊
藤
博
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
紫
式
部
日
記
︵
紫
式
部
集
︶﹄︵
一
九
八
九
年
一
一
月

岩
波
書
店
︶。

・
中
周
子
︿
和
歌
文
学
大
系
﹀﹃
紫
式
部
集
﹄︵
明
治
書
院

二
〇
〇
〇
年
三
月
︶。

・
田
中
新
一
︿
新
注
和
歌
文
学
叢
書
﹀﹃
紫
式
部
集
新
注
﹄︵
青

社

二
〇
〇
八
年
四
月
︶。

・
上
原
作
和
・
廣
田
收
﹃
紫
式
部
と
和
歌
の
世
界

一
冊
で
読
む
紫
式
部
家
集

新
訂
版
﹄︵
武
蔵
野
書
院

二
〇
一
二
年
四
月
︶
。

・
笹
川
博
司
︿
私
家
集
全
釈
叢
書
﹀﹃
紫
式
部
集
全
釈
﹄︵
風
間
書
房

二
〇
一
四
年
六
月
︶。

・
岡
一
男
﹃
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究

補
訂
版
﹄︵
東
京
堂
出
版

一
九
六
六
年
八
月
︶。

・
清
水
好
子
︿
岩
波
新
書
﹀﹃
紫
式
部
﹄︵
岩
波
書
店

一
九
七
三
年
四
月
︶。

・
工
藤
重
矩
﹃
源
氏
物
語
の
婚
姻
と
和
歌
解
釈
﹄︵
風
間
書
房

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
︶。

・
廣
田
収
﹃﹃
紫
式
部
集
﹄
歌
の
場
と
表
現
﹄︵
笠
間
書
院

二
〇
一
二
年
一
〇
月
︶。

・
廣
田
収
﹃
紫
式
部
集
か
ら
の
挑
発
﹄︵
笠
間
書
院

二
〇
一
四
年
五
月
︶。

︵

︶
笹
川
博
司
︿
私
家
集
全
釈
叢
書
﹀﹃
紫
式
部
集
全
釈
﹄︵
風
間
書
房

二
〇
一
四
年
六
月
︶。

４
︵

︶
﹃
令
義
解
﹄
巻
卌
﹁
喪
葬
令
﹂
服
紀
条
に
、﹁
凡
服
紀
者
爲
君
父
母
及
夫
本
主
一
年
﹂︵
新
訂
増
補
國
史
大
系
︶
と
あ
る
。
妻
が
夫
の
喪
に
服
す
場
合

５
は
一
年
間
鈍
色
︵
濃
い
ね
ず
み
色
︶
を
着
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
式
部
が
こ
の
時
期
に
薄
鈍
色
を
着
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
工
藤

重
矩
氏
は
問
題
に
し
て
い
る
。
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︵

︶
調
査
に
は
、
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
監
修
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄︵
角
川
書
店

二
〇
〇
三
年
六
月
︶
を
使
用
し
た
。

６
︵

︶
次
の
三
首
で
あ
る
。

７・﹁
は
る
の
き
る
か
す
み
の
衣
ぬ
き
を
う
す
み
山
風
に
こ
そ
み
だ
る
べ
ら
な
れ
﹂︵﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
一
春
歌
上
・
二
三
︶

・﹁
ゆ
き
か
か
る
雲
ぢ
は
春
も
さ
え
け
れ
ば
か
す
み
の
衣
き
て
か
へ
る
雁
﹂︵﹃
金
葉
和
歌
集
﹄
巻
第
一
春
部
・
一
四
︵
初
撰
二
度
本
系
に
の
み
︶
︶

・﹁
わ
ぎ
も
子
が
袖
ふ
る
や
ま
も
春
き
て
ぞ
霞
の
こ
ろ
も
た
ち
わ
た
り
け
る
﹂︵﹃
千
載
和
歌
集
﹄
巻
第
一
春
歌
上
・
九
︶

︵

︶
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
で
使
用
さ
れ
る
和
歌
は
次
の
四
首
で
あ
る
。

８・﹁
木
の
下
の
し
づ
く
に
ぬ
れ
て
さ
か
さ
ま
に
か
す
み
の
衣
着
た
る
春
か
な
﹂︵
柏
木
④
三
三
五
頁
︶

・﹁
う
ら
め
し
や
か
す
み
の
衣
た
れ
着
よ
と
春
よ
り
さ
き
に
花
の
散
り
け
む
﹂︵
柏
木
④
三
三
六
頁
︶

・﹁
亡
き
人
も
思
は
ざ
り
け
む
う
ち
す
て
て
夕
の
か
す
み
君
着
た
れ
と
は
﹂︵
柏
木
④
三
三
六
頁
︶

・﹁
は
か
な
し
や
か
す
み
の
衣
た
ち
し
ま
に
花
の
ひ
も
と
く
を
り
も
来
に
け
り
﹂︵
早
蕨
⑤
三
五
三
頁
︶

︵

︶
木
村
正
中
・
鈴
木
日
出
男
・
後
藤
祥
子
・
小
町
谷
照
彦
・
秋
山
虔
︿
紫
式
部
集
全
歌
評
釈
﹀︵﹃
國
文
學
︱
解
釈
と
教
材
の
研
究
︱
昭
和
五
七
年
一
〇

９
月
号

第
二
七
巻
一
四
号
﹄

一
九
八
二
年
一
〇
月

學
燈
社
︶。

︵

︶
伊
藤
博
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
紫
式
部
日
記
︵
紫
式
部
集
︶﹄︵
一
九
八
九
年
一
一
月

岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。

10
︵

︶
竹
内
美
千
代
﹃
紫
式
部
集
評
釈

改
訂
版
﹄︵
一
九
六
九
年
六
月
、
改
訂
版
一
九
七
六
年
三
月

桜
楓
社
︶。﹁
或
る
人
﹂
と
し
て
い
る
。

11
︵

︶
山
本
利
達
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀﹃
紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
﹄︵
一
九
八
〇
年
二
月

新
潮
社
︶。﹁
あ
る
人
﹂
と
し
て
い
る
。

12
︵

︶
注︵

︶に
同
じ
。﹁
あ
る
人
﹂
と
し
て
い
る
。

13

10

︵

︶
田
中
新
一
︿
新
注
和
歌
文
学
叢
書
﹀﹃
紫
式
部
集
新
注
﹄︵
青

社

二
〇
〇
八
年
四
月
︶。﹁
あ
る
宮
人
﹂
と
し
て
い
る
。

14
︵

︶
注︵
６
︶に
同
じ
。

15
︵

︶
こ
れ
ら
の
引
用
は
次
の
注
釈
書
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

16・
小
島
敬
之
、
新
井
栄
蔵
校
注
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
古
今
和
歌
集
﹄︵
一
九
八
九
年
二
月

岩
波
書
店
︶

・
片
桐
洋
一
校
注
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
後
撰
和
歌
集
﹄︵
一
九
九
〇
年
四
月

岩
波
書
店
︶

・
小
町
谷
照
彦
校
注
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄︵
一
九
九
〇
年
一
月

岩
波
書
店
︶

─ 80 ─



・
久
保
田
淳
、
平
田
喜
信
校
注
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄︵
一
九
九
四
年
四
月

岩
波
書
店
︶

︵

︶
宣
孝
の
死
亡
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
尊
卑
分
脈
に
よ
れ
ば
、
長
保
三
年
四
月
二
十
五
日
と
あ
る
。︵
新
訂
増
補
國
史
大
系
︶

17
︵

︶
﹃
紫
式
部
集
﹄
第
四
九
番
歌
か
ら
の
三
首
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
引
用
は
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀﹃
紫
式
部
集
﹄︵
山
本
利
達
校
注
・
一
九
八
〇

18
年
二
月
︶
に
よ
る
。
歌
番
号
も
同
書
に
よ
る
。

・
門
た
た
き
わ
づ
ら
ひ
て
帰
り
に
け
る
人
の
、
つ
と
め
て
／
世
と
と
も
に
あ
ら
き
風
吹
く
西
の
海
も
磯
べ
に
波
も
寄
せ
ず
と
や
見
し
︵
四
九
︶

・
と
恨
み
た
り
け
る
返
り
事
／
か
へ
り
て
は
思
ひ
し
り
ぬ
や
岩
か
ど
に
浮
き
て
寄
り
け
る
岸
の
あ
だ
波
︵
五
〇
︶

・
年
か
へ
り
て
、﹁
門
は
あ
き
ぬ
や
﹂
と
い
ひ
た
る
に
／
た
が
里
の
春
の
た
よ
り
に
鶯
の
霞
に
閉
づ
る
宿
を
訪
ふ
ら
む
︵
五
一
︶

︵

︶
注︵

︶に
同
じ
。

19

17

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
①
～
⑥
﹄︵
小
学
館
、
一
九
九
四
年
三
月
～
一
九
九
八
年
四
月
︶
に
拠
り
、
各
引
用
括
弧
内
に
巻
名
・
全
集
巻
数
・
頁
数
を
付
し
た
。

︵
国
文
学
科
三
年
生
︶

─ 81 ─



本
誌
掲
載
の
次
の
論
文
に
つ
い
て
、
本
文
に
一
部
誤
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
の
で
、
訂
正
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
お
手
数
で
す
が
、
左
次
の
通
り
ご
修
正
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

論
文
名
「『
紫
式
部
集
』
第
四
〇
・
四
一
番
歌
の
再
検
討
―
―
〈
恋
歌
〉
と
し
て
の
贈
答
―
―
」

著
者
名

佐
藤
香
奈
子
・
清
水
絢
音

訂
正
（
六
八
頁
一
三
行
目
）

〈
誤
〉：
し
た
が
っ
て
、
工
藤
氏
・
笹
川
氏
の
「
四
〇
番
歌
の
詠
み
手
は
紫
式
部
以
外
の
何
者
か
で
あ
り
、
四
一
番

歌
が
紫
式
部
詠
」
と
い
う
説
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

〈
正
〉：
し
た
が
っ
て
、
工
藤
氏
・
笹
川
氏
の
「
四
〇
番
歌
の
詠
み
手
は
紫
式
部
で
あ
り
、
四
一
番
歌
が
紫
式
部
以

外
の
何
者
か
で
あ
る
」
と
い
う
説
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。 

平
成
二
八
年
四
月

愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会


