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詞林　第58号　2015年10月

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
正
編
の
最
終
巻
、
紫
上
逝
去
の
翌
年
を
描
く
幻
巻
は
、

従
来
、
月
次
屏
風
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
幻
巻
の
特
殊
な
構

成
や
叙
述
の
た
め
で
あ
る
。
一
月
に
始
ま
り
、
月
を
追
い
な
が
ら
、
源

氏
は
目
に
映
る
す
べ
て
の
風
物
に
紫
上
を
亡
く
し
た
悲
傷
を
託
し
、
一

年
を
送
る
。

小
町
谷
照
彦
氏
は
、

こ
の
よ
う
に
、
物
語
は
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
、
月
次
の
屏
風
歌
の

よ
う
に
一
月
毎
に
一
段
一
首
を
費
や
し
て
、
季
節
の
風
物
の
目
盛

り
に
従
っ
て
展
開
す
る
。
確
か
に
各
段
は
形
式
的
に
は
時
の
順
序

に
適
っ
た
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
は
内
的
連
繋
な
く
切
断
さ
れ
て
い
て
、
全
く
そ
の
流
動
を
せ

き
止
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
存
在
す
る
の
は

山
積
さ
れ
た
歌
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
で
あ
る（

１
）。

と
、
幻
巻
の
特
殊
な
在
り
様
を
説
く
。
こ
の
よ
う
な
月
次
に
従
っ
た
構

成
は
、「
几
帳
面
な
時
間
の
切
り
と
り
方（

２
）」、「
和
歌
を
軸
と
し
て
断
片

的
な
場
面
を
繋
ぐ（

３
）」
な
ど
と
評
さ
れ
、「
月
次
の
屏
風
絵
の
画
面
に
季

節
が
流
れ
る
よ
う（

４
）」
だ
と
し
て
、
月
次
屏
風
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
て

き
た
。
月
次
に
従
っ
た
構
成
、
し
か
も
勅
撰
集
的
と
も
評
さ
れ
る
和
歌

を
中
心
と
し
た
叙
述
が
、
月
次
屏
風
を
想
起
と
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。

し
か
し
、
幻
巻
の
叙
述
は
均
一
で
は
な
く
、
物
語
が
進
む
に
つ
れ
て

大
き
く
変
容
を
遂
げ
、
春
と
夏
以
降
と
で
は
ま
っ
た
く
性
質
を
異
に
す

る
。
春
三
ヶ
月
の
叙
述
は
通
常
の
巻
と
違
う
と
こ
ろ
が
な
く
、
月
次
屏

風
的
要
素
は
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
、
春
の
あ
ら

ゆ
る
景
物
に
源
氏
が
紫
の
上
の
面
影
を
見
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
従
っ

て
分
量
も
多
く
、
春
だ
け
で
幻
巻
全
体
の
半
分
以
上（

５
）を
占
め
て
い
る
。

小
町
谷
氏
が
「
一
月
毎
に
一
段
一
首
を
費
や
し
て
、
季
節
の
風
物
の
目

盛
り
に
従
っ
て
展
開
」
す
る
幻
巻
の
特
徴
を
、「
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
」

と
限
定
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
鈴
木
宏
子
氏
が
、

春
と
夏
以
降
と
で
は
、
幻
巻
の
時
間
の
進
み
方
自
体
に
変
化
が
認

幻
巻
と
月
次
屏
風
の
世
界

―
―
そ
の
絵
画
性
と
歌
こ
と
ば
の
視
点
か
ら
―
―　
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め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
各
月
を
一
月
も
欠
か
さ
ず
几
帳
面
に

語
っ
て
い
く
方
法
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
各
場
面
は
よ
り
短
い

断
章
と
化
し
て
い
く（

６
）。

と
指
摘
さ
れ
る
の
も
、
幻
巻
が
夏
以
降
、
月
次
屏
風
的
性
格
を
先
鋭
化

さ
せ
て
い
く
さ
ま
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幻
巻
の
全
体
を
通
し
て

見
る
と
月
次
屏
風
と
の
関
連
が
看
取
で
き
る
が
、
冒
頭
か
ら
そ
れ
を
知

る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
っ
た
。

特
に
、
長
い
春
の
叙
述
は
、
十
二
ヶ
月
を
す
べ
て
描
く
と
い
う
幻
巻

の
構
成
へ
の
理
解
を
妨
げ
る
。「
御
更
衣
」、「
五
月
雨
」、「
い
と
暑
き

こ
ろ
」、「
七
月
七
日
」
と
一
定
の
調
子
を
保
っ
て
語
ら
れ
出
す
の
は
夏

以
降
で
、
先
述
の
よ
う
に
春
は
通
常
の
巻
と
異
な
ら
な
い
。
月
次
屏
風

に
通
じ
る
在
り
方
を
看
取
で
き
る
の
は
、
幻
巻
も
半
ば
を
過
ぎ
て
か
ら

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
先
学
の
多
く
は
、
幻
巻
の
月
次
屏

風
的
性
格
が
、
夏
以
降
顕
著
に
な
っ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
、
幻
巻
と
月
次
屏
風
と
の
間
に
別
の
補
助
線
を
引
く
と
、
そ

の
月
次
屏
風
的
性
格
は
、
冒
頭
か
ら
顕
著
な
形
で
表
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。
月
次
屏
風
と
の
関
係
は
、
構
成
や
叙
述
に
限
定
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
場
面
や
細
か
な
表
現
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。
第
一

節
で
扱
う
仏
名
の
場
面
な
ど
は
既
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
、
場
面
設
定
や
歌
こ
と
ば
と
い
う
観
点
か
ら
幻
巻
と
月

次
屏
風
と
の
関
係
を
論
じ
、
そ
の
関
連
性
を
よ
り
鮮
明
に
し
て
ゆ
き
た

い
。

一
、
幻
巻
の
場
面
設
定
―
―
舞
台
と
景
物
―
―

　

幻
巻
の
十
二
月
、
仏
名
の
日
を
迎
え
、
六
条
院
は
多
く
の
参
会
者
で

あ
ふ
れ
て
い
る
。
年
が
明
け
れ
ば
出
家
を
決
意
し
て
い
る
源
氏
は
、
最

後
の
仏
名
を
感
慨
深
く
執
り
行
う
。

雪
い
た
う
降
り
て
、
ま
め
や
か
に
積
も
り
に
け
り
。
導
師
の
ま
か

づ
る
を
御
前
に
召
し
て
、
盃
な
ど
常
の
作
法
よ
り
も
、
さ
し
分
か

せ
た
ま
ひ
て
、
こ
と
に
禄
な
ど
賜
す
。（
略
）
梅
の
花
の
わ
づ
か

に
気
色
ば
み
は
じ
め
て
を
か
し
き
を
、
御
遊
び
な
ど
も
あ
り
ぬ
べ

け
れ
ど
、
な
ほ
今
年
ま
で
は
物
の
音
も
む
せ
び
ぬ
べ
き
心
地
し
た

ま
へ
ば
、
時
に
よ
り
た
る
も
の
、
う
ち
誦
じ
な
ど
ば
か
り
ぞ
せ
さ

せ
た
ま
ふ
。
ま
こ
と
や
、
導
師
の
盃
の
つ
い
で
に
、

春
ま
で
の
命
も
知
ら
ず
雪
の
う
ち
に
色
づ
く
梅
を
今
日
か
ざ

し
て
ん

御
返
し
、

千
代
の
春
見
る
べ
き
花
と
い
の
り
お
き
て
わ
が
身
ぞ
雪
と
と

も
に
ふ
り
ぬ
る（

７
）�

（
幻
・
④
・
548
～
549
）

歳
末
も
い
よ
い
よ
近
く
、
雪
が
降
り
積
も
る
中
、
庭
の
紅
梅
が
わ
ず
か

に
ほ
こ
ろ
ぶ
。
源
氏
は
勤
め
を
終
え
て
退
出
し
よ
う
と
す
る
導
師
を
御

前
に
召
し
、
禄
を
賜
っ
た
。
源
氏
と
導
師
は
雪
中
の
梅
に
間
近
な
春
を

思
い
、
歌
を
詠
み
交
わ
す
。

こ
の
場
面
設
定
に
、
廣
川
勝
美
氏
は
、
ひ
ろ
く
年
中
行
事
に
包
括
さ

れ
る
も
の
と
し
て
の
月
次
屏
風
と
の
一
致
を
指
摘
さ
れ
た（

８
）。
ま
た
、
小
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町
谷
照
彦
氏
は
倭
絵
と
の
関
連
を
読
み
と
ら
れ
る（

９
）。
そ
の
倭
絵
と
は
月

次
屏
風
の
絵
で
あ
っ
た
が
、
氏
は
そ
れ
を
『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
『
和

漢
朗
詠
集
』
の
四
季
の
景
物
と
同
等
に
扱
う
の
み
で
、
重
視
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
と
の
関
係
を
重
く
見
た
の
が
高
野
晴
代
氏
で

あ
っ
た
。
氏
は
、
月
次
屏
風
の
題
材
や
表
現
か
ら
当
該
場
面
が
つ
く
り

だ
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
る）

（1
（

。

今
、
こ
の
場
面
と
月
次
屏
風
と
の
関
係
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。
当
該
場
面
は
、
季
節
の
景
物
に
寄
せ
た
『
源
氏
物
語
』
ら
し
い
一

場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
景
物
は
、『
源
氏
物
語
』
が
こ
れ
ま
で

描
い
て
き
た
も
の
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
は

梅
を
好
み
、
度
々
描
く
が
、
冬
の
梅
は
他
に
例
を
見
な
い
。
幻
巻
の
冒

頭
で
正
月
の
梅
が
描
か
れ
、
か
つ
て
は
六
条
院
で
の
最
初
の
春
が
「
春

の
殿
の
御
前
、
と
り
わ
き
て
、
梅
の
香
も
御
簾
の
内
の
匂
ひ
に
吹
き
紛

ひ
て
、
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
」（
初
音
巻
）
と
賞
賛
さ
れ
た
よ
う

に
、
梅
は
あ
く
ま
で
春
の
景
物
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
幻
巻
で
は
、
そ

の
梅
が
、
冬
、
降
り
積
も
っ
た
雪
の
中
に
ほ
こ
ろ
ん
で
い
る
。

仏
名
と
い
う
舞
台
設
定
も
同
様
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
、
正
月

の
諸
行
事
を
例
外
と
し
て
、
年
中
行
事
を
書
く
こ
と
に
積
極
的
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
世
間
一
般
の
年
中
行
事
は
当
然
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と

し
て
言
外
に
後
退
し
、
儀
式
と
し
て
は
華
や
か
な
賀
や
参
詣
に
筆
が
尽

く
さ
れ
て
き
た
。
仏
名
の
よ
う
な
年
中
行
事
が
舞
台
に
選
ば
れ
る
の
は
、

不
自
然
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
行
事
選
択
に
照
ら
す
と

違
和
感
を
残
す
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
幻
巻
で
、
仏
名
が
舞
台
と
し
て
設
定
さ
れ
、
雪
中
の
梅
が
最
後

の
贈
答
の
主
題
と
な
る
の
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
が
、
月
次
屏
風
で
あ
っ
た
。
実
は
月
次
屏
風
に
お
い
て
、
仏
名
は

十
二
月
の
主
要
な
題
材
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
慶
二
年
閏
七
月
右
衛

門
督
源
清
陰
屏
風）

（（
（

や
天
徳
四
年
頃
以
前
障
子
、
康
保
四
年
一
月
十
一
日

高
明
大
饗
屏
風
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
十
二
月
の
題
材
と
し
て
仏
名
を
取

り
上
げ
る
。
加
え
て
、
梅
も
ま
た
、
十
二
月
の
題
材
と
し
て
大
き
な
位

置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
雪
い
た
う
降
り
て
、

ま
め
や
か
に
積
も
り
に
け
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
大
雪
も
、
十
二
月

の
題
材
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
仏
名
・
梅
・
雪
と
い
う
十
二
月
の
題
材
へ
の
美
意

識
を
凝
縮
さ
せ
て
、
月
次
屏
風
は
一
つ
の
典
型
的
な
場
面
を
形
成
す
る
。

例
え
ば
延
喜
十
八
年
承
香
殿
女
御
源
和
子
屏
風
、

仏
名
の
朝
に
導
師
の
帰
る
つ
い
で
に
法
師
男
ど
も
庭
に
お
り

て
梅
を
持
ち
て
遊
ぶ
あ
ひ
だ
に
雪
の
降
り
か
ゝ
れ
る
梅
折
れ

る

梅
の
花
お
り
し
ま
が
へ
ば
足
引
の
山
路
の
雪
の
お
も
ほ
ゆ
る
か
な）

（1
（

�

（『
貫
之
集
』・
Ⅰ
・
（16
）

ま
た
、
応
和
二
年
一
月
七
日
～
康
保
五
年
六
月
十
三
日
右
兵
衛
督
忠
君

屏
風
に
そ
れ
は
見
え
る
。

（
十
二
月
、
仏
名
し
は
べ
る
と
こ
ろ
）

同
じ
家
の
仏
名
の
朝
に
、
道
師
の
帰
り
は
つ
る
梅
の
木
の
も

と
に
す
ゑ
て
、
物
な
ど
か
づ
け
は
べ
る
と
こ
ろ
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雪
ふ
か
き
山
路
へ
な
に
か
帰
る
ら
ん
春
ま
つ
花
の
蔭
に
と
ま
ら
で

�

（『
能
宣
集
』・
Ⅲ
・
1（9
）

仏
名
の
翌
朝
、
退
出
す
る
導
師
に
、
雪
が
降
り
積
も
り
、
梅
の
花
が
咲

く
場
所
で
禄
を
与
え
る
。
幻
巻
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
十
二
月
の

光
景
が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
面
設
定
は
月
次
屏
風
に

し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
幻
巻
が
十
二
月
の
場
面
を
描
く
に
あ

た
っ
て
、
月
次
屏
風
を
引
き
写
し
に
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
高

野
氏
の
、
月
次
屏
風
の
題
材
か
ら
当
該
場
面
が
構
想
さ
れ
た
と
い
う
ご

指
摘
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

仏
名
、
冬
に
咲
く
梅
、
大
雪
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
に
と
っ
て
珍
し

い
舞
台
や
景
物
の
背
景
に
は
、
月
次
屏
風
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
は
、
当
時
の
月
次
屏
風
に
描
か
れ
た
絵
を
物
語
に
お
い

て
再
現
し
よ
う
と
し
た
。
月
次
屏
風
的
世
界
を
物
語
の
中
に
落
と
し
込

も
う
と
す
る
こ
う
し
た
試
み
こ
そ
、
幻
巻
の
も
つ
特
殊
性
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
を
絵
画
性
の
獲
得
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

月
次
の
屏
風
絵
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
場
面
は
、
こ
れ
だ
け
に
留
ま

ら
な
い
。
幻
巻
は
冒
頭
、
正
月
に
も
紅
梅
を
描
い
て
い
た
。
年
が
改
ま

り
、
六
条
院
へ
多
く
の
人
々
が
参
り
集
う
。
源
氏
は
人
を
遠
ざ
け
て
御

簾
の
う
ち
に
籠
る
が
、
蛍
兵
部
卿
宮
の
来
訪
に
は
さ
す
が
に
心
を
動
か

し
、
私
室
へ
招
き
入
れ
よ
う
と
す
る
。

兵
部
卿
宮
渡
り
た
ま
へ
る
に
ぞ
、
た
だ
う
ち
と
け
た
る
方
に
て
対

面
し
た
ま
は
ん
と
て
、
御
消
息
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

わ
が
宿
は
花
も
て
は
や
す
人
も
な
し
な
に
に
か
春
の
た
づ
ね

来
つ
ら
ん

宮
、
う
ち
涙
ぐ
み
た
ま
ひ
て
、

香
を
と
め
て
来
つ
る
か
ひ
な
く
お
ほ
か
た
の
花
の
た
よ
り
と

言
ひ
や
な
す
べ
き

紅
梅
の
下
に
歩
み
出
で
た
ま
へ
る
御
さ
ま
の
い
と
な
つ
か
し
き
に

ぞ
、
こ
れ
よ
り
外
に
見
は
や
す
べ
き
人
な
く
や
と
見
た
ま
へ
る
。

花
は
ほ
の
か
に
ひ
ら
け
さ
し
つ
つ
、
を
か
し
き
ほ
ど
の
に
ほ
ひ
な

り
。
御
遊
び
も
な
く
、
例
に
変
り
た
る
こ
と
多
か
り
。

�

（
幻
・
④
・
51（
～
511
）

庭
づ
た
い
に
現
れ
た
宮
の
様
子
は
、「
紅
梅
の
下
に
歩
み
出
で
た
ま
へ

る
御
さ
ま
」
と
表
現
さ
れ
る
。
正
月
、
庭
の
梅
の
下
に
客
人
が
訪
れ
る
。

紅
梅
、
そ
し
て
正
月
の
客
人
も
ま
た
、
月
次
屏
風
に
お
い
て
非
常
に

人
気
の
あ
る
一
月
の
題
材
で
あ
っ
た
。
特
に
こ
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ

た
、
梅
と
客
人
の
構
図
は
好
ま
れ
た
。
天
慶
二
年
閏
七
月
右
衛
門
督
源

清
陰
屏
風
で
は
、

正
月
元
日
人
〴
〵
遊
び
し
た
る
所
の
庭
に
梅
の
花
咲
け
り

老
ら
く
も
我
は
な
げ
か
じ
千
世
ま
で
の
年
来
ん
ご
と
に
か
く
て
た

の
ま
ん�

（『
貫
之
集
』・
Ⅰ
・
388
）

と
い
う
光
景
が
、
天
慶
九
年
～
康
保
四
年
天
暦
御
時
屏
風
に
は
、

女
の
家
に
、
男
来
た
り
、
前
に
梅
の
花
あ
り

梅
が
香
をの

本

た
よ
り
の
風
や
つ
け
つ
ら
ん
春
め
づ
ら
し
き
君
が
き
ま

せ
る�

（『
兼
盛
集
』・
Ⅰ
・
（41
）

と
い
う
光
景
が
描
か
れ
、
春
の
到
来
と
と
も
に
訪
れ
る
客
と
梅
が
好
ん
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で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
幻
巻
の
情
景
と
さ
ら
に
近
似
す
る
以
下
の
屏
風

も
あ
る
。
康
保
四
年
～
安
和
二
年
冷
泉
院
御
時
屏
風
は
、

梅
の
花
の
下
に
客
人
来
た
り

わ
が
宿
の
梅
の
立
ち
枝
や
み
え
つ
ら
ん
思
ひ
の
ほ
か
に
君
が
き
ま

せ
る�

（『
兼
盛
集
』・
Ⅲ
・
（51
）

と
、
梅
と
客
人
を
取
り
合
わ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
梅
の
花
の
下
に

客
人
」
が
来
た
と
す
る
。
天
慶
四
年
正
月
右
大
将
実
頼
屏
風
や
、

元
日
人
の
家
に
客
人
あ
ま
た
来
り
、
あ
る
は
屋
の
内
に
入
り
、

あ
る
は
庭
に
下
り
立
て
梅
の
花
を
折
る

春
た
ゝ
ば
咲
か
ば
と
思
ひ
し
梅
の
花
め
づ
ら
し
ひけ

イ

に
や
人
の
折
ら

ん�

（『
貫
之
集
』・
Ⅰ
・
448
）

長
保
三
年
東
三
条
院
四
十
賀
屏
風
、

春
が
す
み
た
な
び
く
こ
と
の
音
に
そ
へ
て
梅
が
枝
さ
へ
に
匂
ふ
宿

か
な　

�

此
歌
は
、
東
三
条
院
の
御
屏
風
に
初
春
家
居
に
梅
の
花
の

み
ぎ
り
に
あ
る
と
こ
ろ
、
簾
の
前
に
男
客
あ
り
て
、
花
を

見
、
琴
を
ひ
く
所
を
詠
め
る
と
云
云

�

（『
夫
木
和
歌
抄
』
春
部
三
・
644
・
祭
主
輔
親
）

も
同
趣
旨
で
、
客
人
を
直
接
、
梅
の
花
の
下
に
配
す
る
。
兵
部
卿
宮
の

来
訪
は
「
紅
梅
の
下
に
歩
み
出
で
た
ま
へ
る
御
さ
ま
」
と
描
か
れ
て
お

り
、
月
次
屏
風
絵
の
一
齣
が
、
そ
の
ま
ま
幻
巻
冒
頭
の
一
情
景
を
成
し

て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
作
者
が
、
月
次
屏
風
の
絵
か
ら
幻
巻
の
場
面
場
面
を

設
定
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
同
時
代
読
者
に
と
っ
て
は
、

幻
巻
の
場
面
場
面
が
月
次
屏
風
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
幻
巻

の
場
面
は
、
当
時
の
人
々
の
経
験
の
中
に
蓄
積
さ
れ
た
月
次
屏
風
題
の

結
実
で
あ
り
、
そ
の
物
語
化
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

先
述
の
よ
う
に
、
構
成
と
叙
述
と
い
う
観
点
か
ら
幻
巻
と
月
次
屏
風

の
関
係
を
読
み
取
る
に
は
、
幻
巻
を
半
分
以
上
読
み
進
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
の
同
時
代
読
者
に
と
っ
て
は
、
冒
頭
、

正
月
に
紅
梅
の
下
へ
蛍
兵
部
卿
宮
が
歩
み
寄
っ
た
瞬
間
、
は
っ
き
り
と

月
次
屏
風
の
世
界
が
心
象
風
景
と
し
て
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
構

成
・
叙
述
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
月
次
屏
風
的
世
界
の
埒
外
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
幻
巻
の
一
月
か
ら
三
月
は
、
実
は
そ
の
冒
頭
に
お
い

て
、
月
次
屏
風
的
性
格
を
、
そ
の
絵
画
性
と
と
も
に
鮮
や
か
に
示
し
て

い
た
。

二
、
幻
巻
の
場
面
設
定
―
―
年
中
行
事
―
―

幻
巻
の
一
月
と
十
二
月
は
、
月
次
屏
風
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で

は
、
幻
巻
の
そ
の
他
の
場
面
に
も
、
月
次
屏
風
の
影
響
は
見
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

鈴
木
日
出
男
氏
は
、
幻
巻
の
各
月
の
題
材
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指

摘
さ
れ
る
。

さ
ら
に
物
語
が
秋
を
迎
え
る
と
、
い
く
つ
か
の
き
わ
だ
っ
た
方
法

の
転
換
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
物
語
を
展
開
さ
せ
る
べ
く
外
在
的
な

時
間
帯
が
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
だ
が
、
こ
れ
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以
後
、
景
物
の
み
な
ら
ず
、
七
夕
、
紫
の
上
の
一
周
忌
・
重
陽
、

冬
に
い
た
っ
て
時
雨
・
五
節
（
豊
明
節
会
）・
御
仏
名
・
追
難
な
ど

と
い
う
よ
う
に
、
む
し
ろ
諸
行
事
が
数
多
く
も
ち
こ
ま
れ
て
く
る）

（3
（

。

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
秋
で
は
な
く
、
夏
に
更
衣
、
葵
祭
が

描
か
れ
る
こ
ろ
か
ら
既
に
生
じ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
る
。
氏
は
、「
外

在
的
な
時
間
帯
」
と
し
て
行
事
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
集

団
の
な
か
の
孤
立
を
か
え
っ
て
き
わ
だ
て
る
」
た
め
と
さ
れ
る
が
、
月

次
屏
風
か
ら
の
影
響
も
な
お
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

景
物
か
ら
行
事
へ
と
い
う
変
化
の
も
っ
と
も
大
き
な
原
因
は
、
幻
巻

が
当
時
の
月
次
屏
風
の
題
材
に
忠
実
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
天
慶
二
年
閏
七
月
右
衛
門
督
源
清
陰
屏
風
の
題
材

を
挙
げ
て
み
よ
う
。「
正
月
元
日
人
〴
〵
遊
び
し
た
る
所
の
庭
に
梅
の

花
咲
け
り
」「
二
月
初
午
稲
荷
詣
で
」「
三
月
池
の
中
島
に
松
鶴
藤
の
花

あ
り
」「
四
月
賀
茂
詣
で
」「
五
月
菖
蒲
草
」「
六
月
祓
」「
七
月
七
日
」

「
八
月
十
五
夜
」「
九
月
菊
」「
十
月
網
代
」「
十
一
月
臨
時
の
祭
」「
十

二
月
仏
名
の
朝
別
る
ゝ
空
に
」（『
貫
之
集
』・
Ⅰ
・
388
～
41（
）。
ま
た
、
天

慶
九
年
～
天
徳
四
年
天
暦
御
時
屏
風
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
正
月
子
日
、
若
菜
摘
む
」「
二
月
、
初
午
稲
荷
詣
で
」「
三
月
、
桜
の

木
の
下
に
か
ち
弓
射
る
」「
四
月
、
池
の
藤
松
に
か
ゝ
れ
る
を
弄
ぶ
」「
五

月
、
郭
公
鳴
く
山
路
に
女
車
行
く
」「
六
月
、
川
の
涸
ら
す
を
り
」「
七

月
七
日
、
川
あ
む
」「
八
月
、
逢
坂
駒
牽
く
」「
九
月
九
日
、
菊
」「
十
月
、

大
井
川
堰
に
紅
葉
な
が
る
」「
十
一
月
、
臨
時
の
祭
」「
十
二
月
、
儺
遣

ふ
」（『
忠
見
集
』・
Ⅰ
・
（6
～
17
）。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
月
次
屏
風
の
典

型
的
な
題
材
で
あ
る
。

各
屏
風
と
も
題
材
は
任
意
に
選
ば
れ
る
た
め
完
全
に
は
一
致
し
な
い

が
、
景
物
か
ら
行
事
、
あ
る
い
は
景
物
が
絵
や
歌
の
中
心
と
な
る
行
事

か
ら
人
事
に
主
眼
が
置
か
れ
る
行
事
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
傾
向
は
存
在

す
る
。
春
は
、
そ
の
到
来
を
告
げ
る
景
物
や
盛
り
の
花
々
が
好
ま
れ
、

ま
た
秋
以
降
に
は
、
七
夕
、
駒
牽
き
や
十
五
夜
、
重
陽
な
ど
の
行
事
が
、

そ
の
月
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
と
理
解
さ
れ
て
、
積
極
的
に
取

り
上
げ
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
景
物
、
行
事
を
し
っ

か
り
と
押
さ
え
る
形
で
、
幻
巻
は
月
次
屏
風
の
題
材
を
選
択
し
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
は
、
幻
巻
の
他
の
場
面
に
つ
い
て
も
、
月
次
屏
風
か
ら
の
影

響
を
考
え
て
み
た
い
。
仏
名
が
毎
年
の
行
事
で
あ
り
な
が
ら
、
幻
巻
に

至
っ
て
は
じ
め
て
描
か
れ
る
よ
う
に
、
幻
巻
の
七
夕
も
ま
た
、『
源
氏

物
語
』
中
、
他
に
例
を
見
な
い
年
中
行
事
で
あ
っ
た
。

幻
巻
の
七
月
は
以
下
の
よ
う
に
綴
ら
れ
る
。

七
月
七
日
も
、
例
に
変
り
た
る
こ
と
多
く
、
御
遊
び
な
ど
も
し
た

ま
は
で
、
つ
れ
づ
れ
に
な
が
め
暮
ら
し
た
ま
ひ
て
、
星
逢
ひ
見
る

人
も
な
し
。
ま
だ
夜
深
う
、
一
と
こ
ろ
起
き
た
ま
ひ
て
、
妻
戸
押

し
開
け
た
ま
へ
る
に
、
前
栽
の
露
い
と
し
げ
く
、
渡
殿
の
戸
よ
り

と
ほ
り
て
見
わ
た
さ
る
れ
ば
、
出
で
た
ま
ひ
て
、

七
夕
の
逢
ふ
瀬
は
雲
の
よ
そ
に
見
て
わ
か
れ
の
庭
に
露
ぞ
お

き
そ
ふ�

（
幻
・
④
・
543
）

七
夕
は
行
事
と
し
て
も
詠
歌
機
会
と
し
て
も
非
常
に
関
心
の
高
い
も
の
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で
あ
っ
た
が
、『
源
氏
物
語
』
が
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
ま
さ
か

の
訪
れ
が
「
七
夕
ば
か
り
に
て
も
」（
総
角
巻
・
東
屋
巻
）、「
年
の
渡
り
」

（
松
風
巻
）
な
ど
と
喩
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
七
夕
そ
の
も
の
は

幻
巻
に
し
か
見
え
な
い
。

幻
巻
の
冒
頭
と
終
末
が
月
次
屏
風
に
よ
る
場
面
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
き
、
こ
の
年
中
行
事
の
選
択
も
ま
た
、
月
次
屏
風
の
題
材
か
ら
の

摂
取
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
七
夕
は
、
延
長
二
年
五
月
中
宮

穏
子
四
十
賀
屏
風
、
天
慶
二
年
内
裏
屏
風
、
正
暦
元
年
以
前
内
裏
屏
風

を
は
じ
め
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
月
次
屏
風
が
七
月
の
題
材
と
し
て
設

定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

月
次
屏
風
が
設
定
す
る
七
夕
の
具
体
的
な
場
面
は
多
様
だ
が
、「
眺

め
る
」
と
い
う
行
為
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
が
あ
る
。
延
長
二
年
五
月

中
宮
穏
子
四
十
賀
屏
風
は
、

七
月
七
日
女
ど
も
空
を
見
る

人
知
れ
ず
空
を
な
が
め
て
天
の
河
波
う
ち
つ
け
に
物
を
こ
そ
お
も

へ�

（『
貫
之
集
』・
Ⅰ
・
（51
）

と
、
物
思
い
に
ふ
け
り
な
が
ら
七
夕
の
空
を
な
が
め
る
人
物
を
描
く
。

天
慶
九
年
～
天
徳
二
年
天
暦
御
時
屏
風
で
は
、

天
暦
御
時
屏
風
に
、
七
月
七
日
端
に
人
〴
〵
出
で
ゐ
て
な
が

め
た
り

逢
ふ
ほ
ど
は
別
れ
し
後
も
た
な
ば
た
の
思
ひ
は
る
べ
き
ひ
ま
も
な

き
か
な�

（『
頼
基
集
』・
19
）

と
、
や
は
り
画
中
の
人
物
が
端
に
出
て
空
を
眺
め
て
い
る
。
こ
う
し
た

月
次
屏
風
の
伝
統
の
中
か
ら
、
幻
巻
の
七
夕
は
設
定
さ
れ
、
妻
戸
を
開

い
て
、
今
年
は
ひ
と
り
で
星
逢
い
を
眺
め
る
し
か
な
い
源
氏
が
造
形
さ

れ
て
ゆ
く
。

七
夕
を
取
り
上
げ
る
七
月
、
紫
上
の
一
周
忌
を
語
る
八
月
に
続
く
の

は
、
九
月
の
重
陽
で
あ
る
。

九
月
に
な
り
て
、
九
日
、
綿
お
ほ
ひ
た
る
菊
を
御
覧
じ
て
、

も
ろ
と
も
に
お
き
ゐ
し
菊
の
朝
露
も
ひ
と
り
袂
に
か
か
る
秋

か
な�

（
幻
・
④
・
544
）

重
陽
の
節
句
も
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
は
幻
巻
以
外
に
描
こ
う
と
し
な
い
。

雨
夜
の
品
定
め
の
中
で
作
詩
の
機
会
と
し
て
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
、
重

陽
そ
れ
自
体
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
や
は
り
幻
巻
だ
け
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
月
次
屏
風
の
影
響
が
見
ら
れ
よ
う
。
重
陽
も
当
然
な
が
ら
、

月
次
屏
風
の
九
月
の
主
要
題
材
で
あ
っ
た
。
延
喜
十
八
年
二
月
醍
醐
天

皇
第
四
皇
女
勤
子
内
親
王
髪
上
屏
風
、
天
慶
二
年
閏
七
月
右
衛
門
督
源

清
陰
屏
風
、
天
慶
九
年
～
天
徳
四
年
天
暦
御
時
屏
風
を
は
じ
め
、
多
く

の
月
次
屏
風
が
九
月
に
菊
を
取
り
上
げ
る
。

こ
う
し
た
月
次
屏
風
の
世
界
か
ら
、
幻
巻
の
七
夕
や
重
陽
は
立
ち
現

わ
れ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
鈴
木
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
外
在
的
な

時
間
帯
」
の
変
容
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
月
次
屏
風
の
題
材

と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
歌
こ
と
ば
と
屏
風
歌

以
上
で
、
幻
巻
の
場
面
選
択
に
お
け
る
月
次
屏
風
の
影
響
を
見
て
き



幻巻と月次屏風の世界（瓦井）

― 31 ―

た
。
こ
こ
で
は
、
歌
こ
と
ば
と
い
う
観
点
か
ら
、
幻
巻
と
屏
風
歌
と
の

関
連
を
さ
ら
に
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

三
月
の
あ
る
夕
暮
、
源
氏
は
女
三
宮
を
訪
れ
る
が
心
癒
え
ず
、
そ
の

ま
ま
明
石
君
の
も
と
へ
向
か
っ
た
。
深
夜
ま
で
静
か
に
語
ら
っ
た
が
、

そ
こ
で
夜
を
過
ご
す
こ
と
な
く
自
室
へ
戻
る
。
翌
朝
、
源
氏
は
明
石
君

へ
手
紙
を
送
る
。

つ
と
め
て
、
御
文
奉
り
た
ま
ふ
に
、

な
く
な
く
も
帰
り
に
し
か
な
仮
の
世
は
い
づ
こ
も
つ
ひ
の
常

世
な
ら
ぬ
に

昨
夜
の
御
あ
り
さ
ま
は
恨
め
し
げ
な
り
し
か
ど
、
い
と
か
く
あ
ら

ぬ
さ
ま
に
思
し
ほ
れ
た
る
御
気
色
の
心
苦
し
さ
に
、
身
の
上
は
さ

し
お
か
れ
て
、
涙
ぐ
ま
れ
た
ま
ふ
。

雁
が
ゐ
し
苗
代
水
の
絶
え
し
よ
り
う
つ
り
し
花
の
か
げ
を
だ

に
見
ず�
（
幻
・
④
・
536
）

注
目
さ
れ
る
の
は
、明
石
君
の
返
歌
で
あ
る
。雁
が
い
た
苗
代
水
（
紫

上
）が
絶
え
て
し
ま
っ
て
か
ら
は
、そ
こ
に
映
っ
て
い
た
花
の
影（
源
氏
）

さ
え
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
、
と
詠
む
こ
の
返
歌
は
、
歌
こ

と
ば
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
場
で
詠
ま
れ
る
歌
に
し
て
は
異
質

な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、「
雁
」
と
「
苗
代
水
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
の
取
り
合
わ
せ

で
あ
る
。「
雁
」
を
詠
む
歌
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
そ
れ
が
「
苗
代
水
」

と
取
り
合
わ
せ
ら
れ
る
と
き
、
特
殊
な
性
質
を
帯
び
る
。
そ
れ
が
、
屏

風
歌
的
性
質
で
あ
っ
た
。
こ
の
取
り
合
わ
せ
は
日
常
の
歌
で
ほ
と
ん
ど

見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
一
方
、
屏
風
歌
の
世
界
で
は
好
ん
で
用
い
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
屏
風
歌
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

二
月
、
田
つ
く
り
侍
る
所

雁
が
ね
ぞ
今
か
へ
る
な
る
小
山
田
の
苗
代
水
の
ひ
き
も
と
め
な
ん

�

（『
能
宣
集
』・
Ⅱ
・
８
）

霞
の
あ
ひ
だ
返
雁

か
す
み
わ
け
雁
返
な
り
小
山
田
の
苗
代
水
に
か
げ
を
う
つ
し
て

�

（『
嘉
言
集
』・
（4
）

苗
代
の
水
に
か
げ
だ
に
と
ゞ
め
を
か
で
今
は
と
か
へ
る
雁
が
ね
の

声�

（『
大
弐
高
遠
集
』・
月
次
・
二
月
・
319
）

い
ず
れ
も
春
、
帰
雁
に
よ
せ
、
雁
が
群
れ
遊
ん
で
い
た
苗
代
水
を
歌
う
。

嘉
言
と
高
遠
の
歌
は
、
苗
代
水
が
雁
の
「
か
げ
」
を
と
ど
め
る
（
あ
る

い
は
と
ど
め
な
い
）
も
の
と
し
て
、
去
っ
て
ゆ
く
雁
を
詠
み
さ
え
す
る
。

い
ず
れ
も
明
石
君
歌
と
、
発
想
、
そ
し
て
と
り
わ
け
歌
こ
と
ば
の
点
に

お
い
て
、
看
過
し
が
た
い
共
通
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

ま
た
、
初
期
定
数
歌
に
お
い
て
も
「
雁
」
と
「
苗
代
水
」
は
取
り
合

わ
せ
ら
れ
た
。

苗
代
の
田
水
に
か
げ
を
や
ど
し
つ
ゝ
家
路
に
か
へ
る
雁
を
し
ぞ
お

も
ふ�

（『
恵
慶
集
』・
春
部
・
114
）

な
き
か
へ
る
雁
の
涙
の
つ
も
る
を
や
苗
代
水
と
人
は
堰
く
ら
ん

�

（『
好
忠
集
』・
Ⅰ
・
二
月
の
終
り
・
6（
）

初
期
定
数
歌
が
、
そ
の
歌
こ
と
ば
を
屏
風
歌
か
ら
多
く
摂
取
し
て
い
る
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こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（4
（

。
恵
慶
と
好
忠
の
定
数
歌
も
ま
た
、
屏

風
歌
周
辺
の
表
現
と
し
て
一
体
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
花
山
院
歌
合
で
は
、
雁
を
題
に
次
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

雁

別
れ
に
し
苗
代
水
を
た
づ
ね
ば
や
秋
の
山
田
に
初
雁
ぞ
な
く

�

（『
長
能
集
』・
Ⅱ
・
4（
）

こ
れ
も
屏
風
歌
の
表
現
に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
秋
の
歌
で
あ

る
点
が
珍
し
い
が
、
春
に
別
れ
た
苗
代
水
を
訪
ね
て
再
び
戻
っ
て
き
た

と
い
う
内
容
は
、
屏
風
歌
の
「
雁
」「
苗
代
水
」
歌
群
の
存
在
を
前
提

と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
雁
」
と
「
苗
代
水
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
の
取
り
合
わ
せ
、「
雁
」
が

「
苗
代
水
」
か
ら
い
な
く
な
る
と
い
う
発
想
は
、
屏
風
歌
、
ま
た
そ
の

周
辺
で
詠
み
つ
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
日
常
の
歌
で
は

大
斎
院
選
子
周
辺
で
詠
ま
れ
た
一
首）

（5
（

し
か
見
出
せ
な
い
。
実
際
に
は
も

う
少
し
詠
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
歌
こ
と
ば
が
屏
風
歌
を

中
心
に
展
開
し
、
公
的
和
歌
、
題
詠
歌
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
て

お
り
、
日
常
の
場
で
は
頻
繁
に
詠
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
日
の
資

料
の
残
存
状
況
に
も
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
今
確
認
で
き
る

「
雁
」
と
「
苗
代
水
」
の
取
り
合
わ
せ
は
、
そ
れ
が
持
っ
て
い
た
題
詠

歌
的
性
格
、
屏
風
歌
周
辺
で
発
展
し
て
き
た
由
緒
を
伝
え
て
い
よ
う
。

し
か
も
、「
雁
」
と
「
苗
代
水
」
の
取
り
合
わ
せ
は
、
い
ず
れ
も
『
源

氏
物
語
』
成
立
か
ら
遡
る
こ
と
数
十
年
以
内
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
同
時
代
読
者
た
ち
は
「
雁
」
と
「
苗
代
水
」
の
取
り

合
わ
せ
を
、
屏
風
歌
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
し
う
る
環
境
に
あ
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
場
面
設
定
に
続
き
、
幻
巻
は
そ
の
歌
こ
と
ば
の
点
か

ら
も
、
屏
風
と
の
関
係
を
そ
れ
と
分
か
る
形
で
、
強
く
打
ち
出
し
て
い

る
の
で
あ
る）

（6
（

。

四
、
幻
巻
の
絵
画
性

『
源
氏
物
語
』
は
幻
巻
を
、
題
材
と
歌
こ
と
ば
の
両
面
か
ら
、
さ
な

が
ら
月
次
屏
風
の
よ
う
に
仕
立
て
た
。
と
り
わ
け
、
題
材
を
摂
取
す
る

こ
と
で
獲
得
さ
れ
る
絵
画
性
に
は
大
き
な
注
意
を
は
ら
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
月
次
屏
風
由
来
の
絵
画
性
、
ま
た
歌
こ
と
ば
を
繋
ぐ
事

象
と
し
て
、
七
夕
の
歌
を
詳
し
く
見
て
み
た
い
。
幻
巻
の
七
月
を
再
び

挙
げ
る
。

七
月
七
日
も
、
例
に
変
り
た
る
こ
と
多
く
、
御
遊
び
な
ど
も
し
た

ま
は
で
、
つ
れ
づ
れ
に
な
が
め
暮
ら
し
た
ま
ひ
て
、
星
逢
ひ
見
る

人
も
な
し
。
ま
だ
夜
深
う
、
一
と
こ
ろ
起
き
た
ま
ひ
て
、
妻
戸
押

し
開
け
た
ま
へ
る
に
、
前
栽
の
露
い
と
し
げ
く
、
渡
殿
の
戸
よ
り

と
ほ
り
て
見
わ
た
さ
る
れ
ば
、
出
で
た
ま
ひ
て
、

七
夕
の
逢
ふ
瀬
は
雲
の
よ
そ
に
見
て
わ
か
れ
の
庭
に
露
ぞ
お

き
そ
ふ�

（
幻
・
④
・
543
）

「
七
夕
の
逢
ふ
瀬
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
は
、
牽
牛
と
織
女
が
逢
う
川
岸
に
、

逢
瀬
の
意
味
を
重
ね
、
い
か
に
も
七
夕
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
。

し
か
し
、
こ
の
「
七
夕
の
逢
ふ
瀬
」
の
和
歌
に
お
け
る
使
用
状
況
を

見
る
と
、
興
味
深
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
中
宮
彰
子
の
女
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房
に
そ
の
詠
者
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
紫
式
部
自
身
の
詠
も
残

る
。

七
日

お
ほ
か
た
に
思
へ
ば
ゆ
ゝ
し
天
の
川
け
ふ
の
逢
ふ
瀬
は
う
ら
や
ま

れ
け
り返

し

天
の
河
逢
ふ
瀬
は
よ
そ
の
雲
居
に
て
絶
え
ぬ
ち
ぎ
り
し
世
ゝ
に
あ

せ
ず
は�
（『
紫
式
部
集
』・
Ⅰ
・
（（1
・
（（（
／
Ⅱ
・
（15
・
（16
）

ど
ち
ら
が
紫
式
部
詠
な
の
か
、
相
手
が
誰
な
の
か
は
諸
説
あ
る
が）

（7
（

、
お

そ
ら
く
同
僚
女
房
と
の
贈
答
で
あ
ろ
う
。
幻
巻
と
の
前
後
関
係
こ
そ
不

明
な
も
の
の
、
明
ら
か
に
源
氏
の
七
夕
詠
と
表
現
上
の
強
い
関
連
を
も

つ
歌
が
詠
ま
れ
る
。
ま
た
、
和
泉
式
部
は
、

七
夕
の
今
夜
逢
ふ
瀬
は
天
の
河
わ
た
り
て
ぬ
る
と
思
ふ
な
り
け
り

�

（『
和
泉
式
部
集
』・
Ⅰ
・
秋
・
311
）

赤
染
衛
門
は
、

隆
家
の
中
納
言
の
お
ぼ
し
け
る
女
に
、
男
の
忍
び
て
文
や
り

た
り
け
る
を
聞
つ
け
て
、
使
ひ
を
と
ら
へ
て
打
ち
な
ど
し
て
、

文
を
ば
取
り
て
破
り
捨
て
ら
れ
た
り
と
き
ゝ
て
、
女
の
も
と

に
つ
か
は
し
し

い
か
な
り
し
逢
ふ
瀬
な
り
け
ん
天
の
川
ふ
み
た
が
へ
て
も
さ
は
ぎ

け
る
か
な

返
し
、
中
納
言

そ
ら
事
よ
ふ
み
た
が
へ（

マ
マ
）す
天
川
さ
し
か
つ
き
て
ぞ
か
た
う
た
れ
に

し）
（8
（

�

（『
赤
染
衛
門
集
』・
Ⅰ
・
385
・
386
）

と
い
う
歌
を
、
そ
れ
ぞ
れ
残
し
て
い
る
。

同
じ
文
化
圏
に
あ
る
人
物
た
ち
が
、
特
定
の
表
現
を
共
通
の
好
尚
と

し
、
積
極
的
に
用
い
る
事
例
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
七
夕

詠
に
お
い
て
「
逢
ふ
瀬
」
と
詠
む
こ
と
も
ま
た
、
彰
子
の
も
と
に
集
う

女
房
た
ち
の
間
で
流
行
し
て
い
た
表
現
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
淵
源
を
探
る
と
き
、
尾
高
直
子
氏
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彰
子
サ
ロ
ン
で
好
ま
れ
た
も
の
の
一
つ
に
『
中
務
集
』
が

あ
り
、
寛
弘
元
（
（114
）
年
頃
に
は
既
に
「『
中
務
集
』
の
贈
答
に
並
々

な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
彰
子
周
辺
の
影
響
を
、
紫
式
部
や
和
泉
式

部
さ
ら
に
は
妍
子
女
房
の
相
模
が
享
受
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る）

（9
（

。

こ
の
ご
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
和
歌
史
に
お
い
て
「
七
夕
」
の
「
逢

ふ
瀬
」
の
初
例
で
あ
る
次
の
中
務
詠
は
、
彰
子
女
房
た
ち
の
歌
と
無
関

係
と
は
思
わ
れ
な
い
。

七
夕
の
絵
の
、
中
宮
の
雛
遊
び
に
、
河
原
の
か
た
洲
浜
に
つ

く
れ
り
、
雛
の
車
の
か
た
、
七
月
七
日）

11
（

七
夕
も
け
ふ
は
逢
ふ
瀬
と
き
く
も
の
を
河
と
ば
か
り
や
見
て
か
へ

る
ら
む�

（『
中
務
集
』・
Ⅰ
・
（（4
）

「
け
ふ
は
逢
ふ
瀬
」
は
、『
紫
式
部
集
』
の
「
け
ふ
の
逢
ふ
瀬
」、
和
泉

式
部
の
「
今
夜
逢
ふ
瀬
」
に
も
通
じ
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
例
も
、
中

務
詠
に
由
来
す
る
彰
子
サ
ロ
ン
の
流
行
表
現
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

本
歌
と
な
っ
た
中
務
詠
は
、「
七
夕
の
絵
」
に
寄
せ
て
詠
ま
れ
た
も
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の
で
あ
っ
た
。
当
然
、『
中
務
集
』
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
紫
式

部
を
は
じ
め
と
す
る
中
宮
彰
子
サ
ロ
ン
の
人
々
は
、
そ
の
こ
と
を
理
解

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
幻
巻
の
七
夕
詠
も
ま
た
、
絵
に
寄
せ
た
中
務

詠
に
由
来
し
て
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
例
は
幻
巻
と
月
次
屏
風
と
の
関
係
と
直
接
的
に
は
関
係
し
な
い

も
の
の
、
幻
巻
が
目
指
し
た
絵
画
性
の
獲
得
の
一
環
と
し
て
理
解
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
幻
巻
と
月
次
屏
風
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
月
次
屏
風
の
題
材
、

歌
こ
と
ば
の
観
点
か
ら
読
み
解
い
て
き
た
。
幻
巻
と
月
次
屏
風
と
の
関

係
は
、
構
成
や
叙
述
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。
各
月
を
語
る
と
い
う
構
成

は
全
体
の
枠
組
み
と
し
て
必
要
だ
が
、
そ
の
枠
組
み
を
利
用
し
て
、
幻

巻
は
月
次
屏
風
の
世
界
を
再
現
し
よ
う
と
試
み
る
。
各
月
の
場
面
は
、

月
次
屏
風
の
典
型
的
な
題
材
を
基
に
設
定
さ
れ
、
景
物
と
登
場
人
物
は
、

月
次
屏
風
の
絵
を
引
き
写
し
に
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
。
そ
こ
で
詠

ま
れ
る
歌
も
ま
た
、
屏
風
歌
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
が
互
い
に
作
用
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
幻
巻
の
月
次
屏
風

的
世
界
が
実
現
す
る
。
幻
巻
の
背
景
に
月
次
屏
風
的
世
界
が
広
が
っ
て

い
る
と
い
う
よ
り
も
、
幻
巻
自
体
が
緻
密
な
月
次
屏
風
そ
の
も
の
で
あ

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
紫
上
を
亡
く
し
た
源
氏
の
悲

嘆
を
表
す
た
め
、
哀
悼
の
た
め
の
月
次
屏
風
を
物
語
の
中
に
実
現
し
よ

う
と
し
た
。

幻
巻
の
月
次
屏
風
と
し
て
の
性
質
は
、
す
で
に
冒
頭
の
一
場
面
で
鮮

や
か
に
示
さ
れ
、『
源
氏
物
語
』
の
同
時
代
読
者
た
ち
は
た
だ
ち
に
月

次
屏
風
を
想
起
し
え
た
。
こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
理
解
を
取
り
入
れ
な

け
れ
ば
、
幻
巻
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
各
月
の
描
写
や

断
片
的
な
叙
述
が
結
果
と
し
て
月
次
屏
風
を
思
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、

月
次
屏
風
の
物
語
的
再
現
と
し
て
幻
巻
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

注（１
）　

小
町
谷
照
彦
「「
幻
」
の
方
法
に
つ
い
て
の
試
論
―
―
和
歌
に
よ
る
作

品
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
―
」（『
源
氏
物
語
と
紫
式
部　

研
究
の
軌
跡　

資

料
篇
』
角
川
学
芸
出
版　

平
成
11
年
／
初
出　
『
日
本
文
学
』
（4-

6
号　

昭
和
41
年
6
月
）

（
２
）　

後
藤
祥
子
「
哀
傷
の
四
季
」（『
講
座�

源
氏
物
語
の
世
界　

７
』
有
斐

閣　

昭
和
57
年
）

（
３
）　

小
嶋
菜
温
子
「
若
菜
・
幻
巻
の
光
源
氏
―
―
〝
賀
＝
慶
祝
”
の
反
世
界

へ
」（『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語　

３
』
勉
誠
出
版　

平
成
（7
年
）

（
４
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
④
』（
小
学
館　

平
成
8
年
）

五
五
〇
頁
頭
注

（
５
）　

神
野
藤
昭
夫
氏
は
、
五
十
五
％
と
い
う
数
字
を
示
し
て
い
る
。（「
晩
年

の
光
源
氏
像
を
め
ぐ
っ
て
―
―
幻
巻
を
ど
う
読
む
か
―
―
」『「
主
題
」
論
の

過
去
と
現
在
』
勉
誠
出
版　

平
成
11
年
／
初
出　
『
今
井
卓
爾
博
士
古
稀
記

念　

物
語
・
日
記
文
学
と
そ
の
周
辺
』
桜
楓
社　

昭
和
55
年
）

（
６
）　

鈴
木
宏
子
「
幻
巻
の
時
間
と
和
歌
―
―
想
起
さ
れ
る
過
去
・
日
々
を
刻
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む
歌
―
―
」（
鈴
木
宏
子
『
王
朝
和
歌
の
想
像
力
―
―
古
今
集
と
源
氏
物
語

―
―
』
笠
間
書
院　

平
成
14
年
／
初
出　

森
一
郎
・
岩
佐
美
代
子
・
坂
本
共

展
編
『
源
氏
物
語
の
展
望　

第
三
輯
』
三
弥
井
書
店　

平
成
11
年
）

（
７
）　
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
④
』

（
小
学
館　

平
成
8
年
）
に
よ
る
。

（
８
）　

廣
川
勝
美
「『
源
氏
物
語
』
幻
巻
考
―
―
年
中
行
事
と
詠
歌
・
春
夏
部

―
―
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考　

１
』
新
典
社　

平
成
（1
年
（1
月
）

（
９
）　

小
町
谷
照
彦
「
紫
の
上
追
悼
歌
群
の
構
造
―
―
時
間
表
現
を
め
ぐ
っ
て

―
―
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞　

別
冊　

源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識

　

第
（9
巻　

御
法
・
幻
』
至
文
堂　

平
成
（3
年
（（
月
）

（
（1
）　

高
野
晴
代
「
歌
こ
と
ば
の
発
生
と
展
開
―
―
屏
風
歌
が
担
う
も
の

―
―
」（『
講
座　

平
安
文
学
論
究　

第
（7
巻
』
風
間
書
房　

平
成
（5
年
）

（
（（
）　

屏
風
の
名
称
は
、
田
島
智
子
『
屏
風
歌
の
研
究
』（
和
泉
書
院　

平
成

（9
年
）
に
依
る
。

（
（1
）　
『
新
編
私
家
集
大
成　

CD
-RO
M

版
』（
エ
ム
ワ
イ
企
画　

平
成
11
年
）、

以
下
も
私
家
集
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。
な
お
、
私
に
漢
字
を
あ
て
、
濁
点

な
ど
を
附
し
た
。

（
（3
）　

鈴
木
日
出
男
「
光
源
氏
の
物
語
の
終
末
」（『
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
』

36
号　

平
成
（3
年
3
月
）

（
（4
）　

西
山
秀
人
「
源
順
の
歌
風
に
つ
い
て
―
―
源
高
明
大
饗
屏
風
歌
を
中
心

に
」（『
古
典
論
叢
』
第
11
号　

平
成
1
年
8
月
）、
松
本
真
奈
美
「
曾
禰
好

忠
「
毎
月
集
」
に
つ
い
て
―
―
屏
風
歌
受
容
を
中
心
に
」（『
国
語
と
国
文
学
』

第
68
―
9
号　

平
成
3
年
9
月
）

（
（5
）　
「
苗
代
に
か
は
へつ

の
声
も
す
だ
か
ぬ
に
い
つ
を
ほ
ど
に
て
か
へ
る
雁
が

ね
」（『
大
斎
院
前
の
御
集
』・
31（
）

（
（6
）　

他
に
も
日
常
の
和
歌
で
詠
ま
れ
に
く
い
歌
こ
と
ば
を
幻
巻
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
蛍
兵
部
卿
宮
歌
「
香
を
と
め
て
来
つ
る
か
ひ
な
く

お
ほ
か
た
の
花
の
た
よ
り
と
言
ひ
や
な
す
べ
き
」
や
源
氏
独
詠
歌
「
つ
れ
づ

れ
と
わ
が
泣
き
く
ら
す
夏
の
日
を
か
ご
と
が
ま
し
き
虫
の
声
か
な
」
な
ど
は
、

屏
風
歌
・
定
数
歌
・
詠
進
歌
に
用
例
が
集
中
し
て
い
る
。

（
（7
）　

南
波
浩
『
笠
間
注
釈
叢
刊
9　

紫
式
部
集
全
評
釈
』（
笠
間
書
院　

昭

和
58
年
）
は
、
一
一
〇
番
歌
を
宣
孝
詠
と
す
る
。
一
方
、
秋
山
虔
「
紫
式
部

集
全
歌
評
釈
（16
～
118
」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
17-

（4
号　

昭

和
57
年
（1
月
）
は
一
一
〇
番
歌
を
式
部
詠
と
し
、
笹
川
博
司
『
私
家
集
全
釈

叢
書
39　

紫
式
部
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

平
成
16
年
）
も
こ
れ
に
従
う
。

ま
た
、
田
中
新
一
『
新
注
和
歌
文
学
叢
書
２　

紫
式
部
集
新
注
』（
青
簡
舎

　

平
成
11
年
）
は
、
こ
の
贈
答
に
つ
い
て
、「
現
実
に
贈
答
さ
れ
た
実
詠
歌

の
可
能
性
は
殆
ど
無
く
、
女
友
達
間
で
交
わ
さ
れ
た
物
語
的
作
り
歌
か
と
も

思
わ
れ
る
が
、
ま
た
、
と
も
に
式
部
の
歌
か
も
知
れ
な
い
。
創
作
歌
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
式
部
の
試
験
・
実
験
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
虚
構

物
語
的
に
創
作
さ
れ
た
歌
の
貴
重
な
事
例
が
こ
こ
に
遺
さ
れ
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
（8
）　
『
私
家
集
全
釈
叢
書
１　

赤
染
衛
門
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

昭
和
6（
年
）

は
、
こ
の
歌
の
成
立
を
長
和
三
（
（1（4
）
年
十
一
月
の
隆
家
大
宰
権
帥
任
官
以

前
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

（
（9
）　

尾
髙
直
子
「
和
泉
式
部
続
集
「
日
次
歌
群
」
の
表
現
―
―
歌
語
「
み
ど

り
の
紙
」「
風
の
音
」
か
ら
―
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
平
成
（6
年
（1
月
）

（
11
）　

Ⅱ
類
本
は
詞
書
を
「
村
上
御
時
、
中
宮
の
雛
合
に
、
七
月
七
日
河
原
に

女
局
（
房
カ
）車
あ
り
、
洲
浜
な
ど
し
て
」
と
す
る
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
、International�W

orkshop�

〈Strategies�of�T
ex-
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tual�and�V
isual�N

arration�in�Classical�and�Early�M
odern�

Japanese�Literature

〉（
於
：
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
、
平
成
17
年
3
月

11
日
）
に
お
け
る
「T

he�Picturesque�Character�of�and�Poetic�
Language�from

�

“Maboroshi

”�in�

“The�T
ale�of�Genji

”:�re-
ferred�to�in�Byōbu-uta

」
と
題
し
た
発
表
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

席
上
で
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
氏
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

（
か
わ
ら
い
・
ゆ
う
こ

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）


