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詞林　第61号　2017年4月

一
、
は
じ
め
に

　

万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
年
九
月
十
四
日
、
三
条
帝
中
宮
藤
原
妍
子
が

崩
御
し
た
。
三
十
四
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。『
栄
花
物
語
』
は
、
道
長
・

倫
子
夫
妻
の
激
し
い
悲
痛
に
は
じ
ま
り
、
遺
さ
れ
た
人
々
の
悲
し
み
を

か
な
り
の
筆
を
割
い
て
語
っ
て
ゆ
く
。
折
に
ふ
れ
て
の
哀
傷
歌
も
多
く

載
る
。
そ
の
数
は
十
四
首
と
『
栄
花
物
語
』
中
で
は
突
出
し
て
多
く）

（
（

、

妍
子
周
辺
の
女
房
が
折
に
ふ
れ
て
彼
女
を
哀
惜
す
る
詠
が
目
立
つ
。
ま

た
、
撰
集
や
家
集
に
も
妍
子
へ
の
哀
傷
歌
は
比
較
的
よ
く
残
っ
て
お
り
、

十
一
世
紀
前
半
の
哀
傷
歌
を
考
え
る
上
で
の
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

妍
子
と
い
え
ば
、『
紫
式
部
日
記
』
に
見
え
る
次
の
一
齣
で
も
よ
く

知
ら
れ
る
。

　
　

�

局
に
、
物
語
の
本
ど
も
と
り
に
や
り
て
隠
し
お
き
た
る
を
、
御
前

に
あ
る
ほ
ど
に
、
や
を
ら
お
は
し
ま
い
て
、
あ
さ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、

み
な
内
侍
の
督
の
殿
に
、
奉
り
た
ま
ひ
て
け
り
。
よ
ろ
し
う
書
き

か
へ
た
り
し
は
、
み
な
ひ
き
う
し
な
ひ
て
、
心
も
と
な
き
名
を
ぞ

と
り
は
べ
り
け
む
か
し）

（
（

。�

（
168
）

紫
式
部
が
彰
子
の
御
前
に
伺
候
し
て
い
る
と
き
、
道
長
が
彼
女
の
局
に

入
っ
て
下
書
き
の
本
を
持
ち
出
し
、「
内
侍
の
督
の
殿
」、
妍
子
に
与
え

て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
本
の
贈
与
先
と

し
て
妍
子
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
妍
子
自
身
が
『
源
氏
物
語
』
の
愛
読

者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
が
、
妍
子
と
『
源
氏
物
語
』
と
の

関
係
は
従
来
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
彰
子
と
妍
子
は
仲

の
良
い
姉
妹
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
折
に
ふ
れ
た
贈
答
歌
も
残
り
、
い
わ

ゆ
る
彰
子
サ
ロ
ン
と
妍
子
サ
ロ
ン
の
近
似
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
る
と
、
妍
子
周
辺
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』

の
受
容
を
辿
る
こ
と
は
、
同
時
代
的
な
『
源
氏
物
語
』
受
容
を
解
き
明

か
す
重
要
な
手
が
か
り
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
妍
子
へ
の
哀
傷
歌
を
手

が
か
り
と
し
て
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
摂
取
（
以
下
、
源

氏
摂
取
）
を
紐
解
き
、
妍
子
周
辺
に
お
け
る
源
氏
摂
取
の
様
相
と
そ
の

特
殊
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

藤
原
妍
子
周
辺
の
女
房
と
『
源
氏
物
語
』

―
―
哀
傷
歌
を
通
し
て
―
―

　
　
　
　
　
　

瓦
井　

裕
子
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二
、『
栄
花
物
語
』
と
女
房
た
ち
の
哀
悼

　

妍
子
は
正
暦
五
（
九
九
四
）
年
に
道
長
と
倫
子
の
間
に
生
ま
れ
た
。

寛
弘
七（
一
〇
一
〇
）年
に
春
宮
時
代
の
三
条
帝
に
入
内
し
、長
和
二（
一

〇
一
三
）
年
に
禎
子
内
親
王
を
産
む
。

　

妍
子
は
華
美
を
好
ん
だ
よ
う
で
、
贅
を
尽
く
し
た
一
品
経
供
養
を

行
っ
た
こ
と
や
、
女
房
た
ち
の
衣
装
の
豪
奢
に
よ
っ
て
道
長
や
頼
通
に

叱
責
さ
れ
た
こ
と
が
伝
わ
る
。
女
房
も
ま
た
同
様
の
嗜
好
を
持
っ
た
者

た
ち
が
多
く
伺
候
し
て
い
た
こ
と
が
『
栄
花
物
語
』
や
『
無
名
草
子
』

に
伝
え
ら
れ
る
。

　
　

�

そ
の
御
妹
の
枇
杷
殿
の
皇
太
后
宮
と
聞
こ
え
さ
す
る
に
こ
そ
、
い

と
華
や
か
に
、
も
の
好
み
し
た
る
人
々
多
く
さ
ぶ
ら
ひ
け
れ
。
大

和
宣
旨
も
そ
の
宮
の
女
房
な
る
べ
し
。
折
々
の
女
房
の
装
束
、
打

出
な
ど
も
、
た
め
し
な
き
ほ
ど
に
制
を
破
り
、
女
房
の
一
品
経
供

養
な
ど
し
け
る
こ
と
も
、
い
と
お
び
た
た
し
く
は
べ
り
け
れ）

（
（

。
�

（『
無
名
草
子
』・
281
）

ま
た
、
妍
子
の
も
と
に
は
相
模
や
大
和
宣
旨
、
娘
・
禎
子
内
親
王
の
乳

母
と
し
て
弁
乳
母
な
ど
歌
才
ゆ
た
か
な
女
房
た
ち
も
出
仕
し
て
い
た
。

　

妍
子
は
万
寿
四
年
の
三
月
ご
ろ
か
ら
病
に
苦
し
み
、
九
月
十
四
日
に

崩
御
し
た
。
九
月
十
六
日
に
葬
送
、
十
月
十
九
日
に
は
三
十
五
日
の
法

要
が
行
わ
れ
、
翌
日
、
禎
子
内
親
王
の
乳
母
で
あ
る
命
婦
乳
母
と
弁
乳

母
が
歌
を
贈
答
し
た
こ
と
が
『
栄
花
物
語
』
に
見
え
る
。『
栄
花
物
語
』

に
は
、
続
い
て
「
十
六
日
」
に
葬
送
の
夜
と
同
じ
月
を
眺
め
て
妍
子
周

辺
の
女
房
た
ち
が
歌
を
詠
み
交
わ
し
た
記
事
が
載
る
。

　
　

�

昨
日
（
稿
者
注
・
三
十
五
日
の
法
要
）
の
講
師
、
天
竺
の
釈
迦
の
涅

槃
の
所
の
悲
し
み
の
涙
の
、
今
に
そ
の
あ
た
り
の
砂
子
に
し
み
て

紅
の
色
な
る
心
を
説
き
け
れ
ば
、
命
婦
の
乳
母
の
、
里
よ
り
、

　
　
　
　

�

君
恋
ふ
る
涙
の
色
は
そ
の
か
み
の
　

別
れ
の
庭
　

も
か
く
や
あ

り
け
ん

　
　

返
し
、
弁
の
乳
母
、

　
　
　
　

�

い
に
し
へ
の
　

別
れ
の
庭
　

の
涙
に
も
身
に
し
む
こ
と
は
な
ほ

ぞ
ま
さ
れ
る

　
　

�

こ
と
ど
も
多
か
れ
ど
、
え
書
き
つ
づ
け
ず
。
十
六
日
の
月
明
き
に
、

典
侍
、

　
　
　
　

�

君
が
見
し
月
ぞ
と
思
へ
ど
な
ぐ
さ
ま
ず
　

別
れ
し
庭
　

を
憂
し

と
思
へ
ば

　
　

弁
の
乳
母
、

　
　
　
　

�

な
が
め
け
ん
月
の
光
を
し
る
べ
に
て
闇
を
も
照
ら
す
影
と
添

ふ
ら
ん

　
　

中
将
の
乳
母
、

　
　
　
　

�

立
ち
の
ぼ
る
雲
と
な
り
に
し
君
ゆ
ゑ
に
月
ぞ
う
き
世
の
影
と

の
み
見
る

　
　

五
節
の
君
、

　
　
　
　

�
憂
け
れ
ど
も
見
し
面
影
の
恋
し
さ
に
今
宵
の
月
を
あ
か
ず
見

る
か
な

　
　
　
　

�
な
ど
て
君
雲
隠
れ
け
ん
か
く
ば
か
り
の
ど
か
に
す
め
る
月
も
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あ
る
世
に

　
　

少
将
、

　
　
　
　

�
さ
や
か
な
る
月
と
は
い
さ
や
見
え
わ
か
ず
た
だ
か
き
曇
る
心

地
の
み
し
て

�

（『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
十
九　

た
ま
の
か
ざ
り
・
③
・
141
～
143
）

三
十
五
日
の
法
要
で
、
講
師
は
釈
迦
涅
槃
の
と
き
人
々
の
慟
哭
の
血
涙

に
よ
っ
て
あ
た
り
が
紅
に
染
ま
っ
た
こ
と
を
説
い
た
。
命
婦
乳
母
と
弁

乳
母
は
、
そ
の
昔
の
涅
槃
の
悲
し
み
と
比
べ
て
も
、
い
ま
妍
子
を
亡
く

し
た
悲
し
み
は
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
彼
女
た
ち

は
涅
槃
と
そ
の
悲
痛
の
場
を
「
そ
の
か
み
の
別
れ
の
庭
」「
い
に
し
へ

の
別
れ
の
庭
」
と
表
現
し
た
。

　

続
く
「
十
六
日
」
の
記
事
は
、
何
月
の
十
六
日
で
あ
る
か
判
然
と
し

な
い
。『
新
全
集
』
は
、

　
　

�

本
記
事
は
三
十
五
日
の
法
事
（
十
月
十
九
日
）
と
四
十
九
日
の
法

事
（
十
月
二
十
八
日
）
と
の
間
に
位
置
す
る
か
ら
、
十
月
の
十
六

日
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
時
間
的
先
後
関
係
に
従
っ
て
位
置
づ
け

る
な
ら
ば
、
本
記
事
は
三
十
五
日
の
法
事
の
直
前
に
来
る
。

と
、
こ
れ
を
十
月
十
六
日
の
記
事
で
あ
る
と
す
る
が
、
確
た
る
こ
と
は

言
い
が
た
い
。
こ
の
記
事
が
こ
こ
に
置
か
れ
た
理
由
は
、
加
藤
静
子
氏

が
、

　
　

�

釈
迦
入
滅
の
「
別
れ
の
庭
」
と
い
う
言
葉
で
、
妍
子
と
の
死
別
が

釈
迦
の
そ
れ
に
並
べ
ら
れ
、「
十
六
日
の
月
」
を
詠
み
こ
ん
だ
以

下
の
歌
群
と
は
、
典
侍
の
「
別
れ
し
庭
」
の
歌
こ
と
ば
で
結
び
つ

け
ら
れ
る）

（
（

。

と
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
最
初
の
贈
答
で
詠
ま
れ
た
「
別
れ
の
庭
」
は
、
従
来
こ
れ
が

直
接
的
に
指
す
釈
迦
涅
槃
の
こ
と
と
し
か
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、「
十
六
日
」
の
記
事
が
先
行
す
る
な
ら
ば
、
命
婦
乳
母
と
弁

乳
母
の
「
別
れ
の
庭
」
は
、
法
要
で
の
説
法
に
先
だ
っ
て
ま
っ
た
く
異

な
る
文
脈
で
詠
ま
れ
た
典
侍
の
「
別
れ
し
庭
」
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

仮
に
「
十
六
日
」
が
時
間
的
に
後
ろ
に
位
置
し
て
い
て
も
、
典
侍
の
「
別

れ
し
庭
」
は
妍
子
と
の
別
れ
し
か
意
味
し
て
お
ら
ず
、
釈
迦
涅
槃
の
要

素
は
き
わ
め
て
薄
い
。
こ
の
二
度
の
詠
歌
で
詠
み
こ
ま
れ
た
「
別
れ
の

庭
」「
別
れ
し
庭
」
は
、
法
要
で
の
説
教
内
容
に
基
づ
い
た
表
現
と
い

う
従
来
の
理
解
と
は
別
の
文
脈
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
「
別
れ
の
庭
」「
別
れ
し
庭
」
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
歌
こ
と
ば
と

し
て
き
わ
め
て
珍
し
く
、
妍
子
の
崩
御
以
前
に
は
一
例
し
か
確
認
さ
れ

な
い）

（
（

。
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
っ
た
。
紫
上
を
喪
っ
て
も
う
す
ぐ

一
周
忌
が
め
ぐ
り
こ
よ
う
と
す
る
七
夕
の
翌
朝
、
源
氏
は
一
人
で
過
ご

す
七
夕
に
孤
独
を
思
う
。

　
　

�

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
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お
き
そ
ふ）

（
（

�

（
幻
・
④
・
543
）

七
夕
後
朝
の
二
星
の
悲
し
み
を
、
源
氏
は
紫
上
に
先
立
た
れ
た
自
身
の

心
情
に
重
ね
る
。「
わ
か
れ
の
庭
」
は
「
逢
ふ
瀬
」
と
の
対
比
と
し
て
、

最
愛
の
人
と
別
れ
た
悲
傷
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
妍
子
を
め
ぐ
る
哀

傷
歌
に
見
え
る
「
別
れ
の
庭
」「
別
れ
し
庭
」
も
ま
た
、
直
接
的
に
は

説
教
の
内
容
を
指
す
に
し
て
も
、
そ
の
表
現
の
基
底
に
は
『
源
氏
物
語
』、

そ
し
て
紫
上
を
亡
く
し
た
源
氏
の
悲
し
み
を
、
わ
が
悲
し
み
に
重
ね
あ

わ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
動
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
次
に
再
掲
し
た
命
婦
乳
母
の
歌）

（
（

に
も
源
氏
摂
取
が
想
定
さ

れ
る
。

　
　

�

な
ど
て
君
　

雲
隠
れ
け
ん
　

か
く
ば
か
り
の
ど
か
に
す
め
る
　

月
　

も
あ

る
世
に

命
婦
乳
母
は
、「
こ
の
よ
う
な
美
し
い
月
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
あ
な
た

は
雲
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
妍
子
を
雲
に
隠
さ
れ
た
月
に
よ
そ

え
る
。
雲
隠
れ
の
月
を
人
の
死
の
比
喩
と
す
る
の
は
『
源
氏
物
語
』
が

拓
い
た
発
想
で
あ
っ
た（

９
）。

　
　

�

御
墓
は
、
道
の
草
し
げ
く
な
り
て
、
分
け
入
り
た
ま
ふ
ほ
ど
い
と

ど
露
け
き
に
、
月
も
雲
隠
れ
て
、
森
の
木
立
木
深
く
心
す
ご
し
。

帰
り
出
で
ん
方
も
な
き
心
地
し
て
拝
み
た
ま
ふ
に
、
あ
り
し
御
面

影
さ
や
か
に
見
え
た
ま
へ
る
、
そ
ぞ
ろ
寒
き
ほ
ど
な
り
。

　
　
　
　

�

な
き
か
げ
や
い
か
が
見
る
ら
む
よ
そ
へ
つ
つ
な
が
む
る
　

月

も
雲
が
く
れ
ぬ
る
　�

（
須
磨
・
②
・
182
）

須
磨
退
去
を
目
前
に
、
源
氏
が
桐
壺
院
の
御
陵
に
詣
で
る
場
面
で
あ
る
。

命
婦
乳
母
も
、
月
の
雲
隠
れ
を
死
の
比
喩
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
影

響
を
直
接
的
に
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』

で
は
こ
の
歌
の
初
句
が
「
な
ど
て
か
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
伊

勢
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
に

も
一
応
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う）

11
（

。

　

ま
た
、
弁
乳
母
の
歌
（
再
掲
）、

　
　

�

い
に
し
へ
の
　

別
れ
の
庭
　

の
涙
に
も
身
に
し
む
こ
と
は
　

な
ほ
ぞ
ま

さ
れ
る
　

こ
の
意
外
に
例
が
少
な
い
表
現
で
詠
ま
れ
た
結
句
に
も
、『
源
氏
物
語
』

宿
木
巻
の
薫
と
中
君
の
贈
答
が
響
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
　

�

折
り
た
ま
へ
る
花
を
、
扇
に
う
ち
置
き
て
見
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
や

う
や
う
赤
み
も
て
行
く
も
な
か
な
か
色
の
あ
は
ひ
を
か
し
く
見
ゆ

れ
ば
、
や
を
ら
さ
し
入
れ
て
、

　
　
　
　

�

よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る
白
露
の
ち
ぎ
り
か
お
き
し
朝

顔
の
花

　
　

�

こ
と
さ
ら
び
て
し
も
も
て
な
さ
ぬ
に
、
露
を
落
さ
で
持
た
ま
へ
り

け
る
よ
と
を
か
し
く
見
ゆ
る
に
、
置
き
な
が
ら
枯
る
る
け
し
き
な

れ
ば
、

　
　
　
　

�「
消
え
ぬ
ま
に
枯
れ
ぬ
る
花
の
は
か
な
さ
に
お
く
る
る
露
は

　

な
ほ
ぞ
ま
さ
れ
る
　

　
　

�
何
に
か
か
れ
る
」
と
い
と
忍
び
て
言
も
つ
づ
か
ず
、
つ
つ
ま
し
げ

に
言
ひ
消
ち
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
な
ほ
い
と
よ
く
似
た
ま
へ
る
も
の

か
な
と
思
ふ
に
も
、
ま
づ
ぞ
悲
し
き
。�

（
宿
木
・
⑤
・
394
～
395
）
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薫
は
露
を
お
い
た
朝
顔
に
よ
せ
て
中
君
へ
の
執
着
を
詠
む
が
、
中
君
は

朝
顔
（
大
君
）
に
先
立
た
れ
た
露
の
身
の
は
か
な
さ
を
嘆
く
。
こ
の
こ

と
ば
も
『
源
氏
物
語
』
に
し
か
確
認
で
き
な
い
。
さ
し
て
特
徴
的
な
こ

と
ば
で
は
な
い
た
め
積
極
的
に
摂
取
と
は
認
め
が
た
い
が
、
有
名
な
場

面
で
あ
る
た
め
、
こ
の
表
現
が
脳
裏
に
よ
ぎ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
崩
御
し
た
妍
子
を
偲
ん
で
周
辺
の
女
房
が
歌
を
詠
ん

で
い
く
と
き
、
そ
の
詠
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。

哀
傷
歌
は
源
氏
摂
取
の
重
要
な
場
で
あ
り
つ
づ
け
、
す
で
に
当
時
と
し

て
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。『
栄
花
物
語
』
も
『
源
氏
物
語
』

を
意
識
し
、
た
と
え
ば
後
の
後
朱
雀
帝
女
御
・
藤
原
嬉
子
の
崩
御
記
事

は
、
そ
の
構
成
の
大
枠
を
『
源
氏
物
語
』
の
葵
上
の
死
の
描
写
に
よ
っ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
妍
子
崩
御
記
事
に
『
源
氏
物
語
』

と
の
関
係
は
見
出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
加
藤
氏
の
言
わ
れ

る
よ
う
に
「
別
れ
の
庭
」「
別
れ
し
庭
」
と
い
う
こ
と
ば
を
媒
介
と
し

て
二
場
面
を
一
続
き
に
配
置
す
る
構
成
に
は
、
妍
子
周
辺
の
女
房
た
ち

の
歌
の
背
景
か
ら
哀
傷
の
心
に
源
氏
の
心
境
を
重
ね
よ
う
と
し
た
意
識

を
読
み
取
り
、
こ
れ
を
関
連
づ
け
て
配
置
し
よ
う
と
し
た
『
栄
花
物
語
』

の
意
図
が
窺
え
る
。
彼
女
た
ち
は
、
紫
上
や
桐
壺
院
へ
の
哀
傷
歌
を
自

由
に
摂
取
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
が
描
い
た
哀
惜
の
心
を
表
出
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

三
、『
相
模
集
』
と
源
氏
摂
取
の
趣
向

　

相
模
は
結
婚
前
の
若
い
こ
ろ
妍
子
に
仕
え
た
か
と
さ
れ
、『
相
模
集
』

に
も
妍
子
崩
御
に
際
し
た
歌
が
ま
と
ま
っ
て
載
る
。
崩
御
当
時
の
相
模

は
夫
・
大
江
公
資
の
任
国
に
下
向
し
た
後
す
で
に
離
婚
し
て
お
り
、
妍

子
に
出
仕
し
た
頃
か
ら
時
間
が
経
っ
て
は
い
る
が
、
往
時
を
な
つ
か
し

む
心
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　

�

皇
大
后
宮
亡
せ
さ
せ
給
て
又
の
夜
、
月
の
い
み
じ
う
明
き

を
見
て

　
　

91�
天
の
し
た
雲
の
ど
か
に
も
あ
ら
ぬ
夜
に
澄
み
て
も
見
ゆ
る
秋
の

月
か
な

　
　
　
　
　

�

大
谷
に
出
で
給
し
に
、
御
送
り
の
車
な
ど
の
打
つ
ゝ
き
た

り
し
が
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
に
て

　
　

92�
あ
は
れ
き
み
雲
の
よ
そ
に
も
大
谷
の
煙
と
な
ら
む
影
と
や
は
見
し

　
　
　
　
　

そ
の
こ
ろ
彼
の
宮
の
宣
旨
の
も
と
に

　
　

93�
問
は
ゞ
や
と
思
や
る
だ
に
露
け
き
に
い
か
に
ぞ
君
が
袖
は
朽
ち

ぬ
や

　
　
　
　
　

返
し

　
　

94�
涙
河
流
る
ゝ
水
脈
と
知
ら
ね
ば
や
袖
ば
か
り
を
ば
君
が
問
ふ
ら
む

　
　
　
　
　

�

十
月
に
な
り
て
同
宮
の
人
の
中
に
、
誰
が
と
も
な
く
て
さ

し
置
か
せ
し

　
　

95�
神
無
月
し
ぐ
る
ゝ
こ
ろ
も
い
か
な
れ
や
空
に
過
ぎ
に
し
秋
の
宮
人

　
　
　
　
　

返
し
た
づ
ね
て
を
こ
せ
た
り

　
　

96�
言
の
葉
を
見
る
に
つ
け
て
も
神
無
月
い
と
ゞ
時
雨
ぞ
降
り
ま
さ

り
け
る）

12
（

�

（『
相
模
集
』
Ⅰ
・
91
～
96
番
歌
）

九
一
・
九
二
番
歌
は
独
詠
、
九
三
・
九
四
番
歌
は
妍
子
女
房
で
あ
る
大



藤原妍子周辺の女房と『源氏物語』（瓦井）

― 32 ―

和
宣
旨
と
の
葬
送
直
後
の
贈
答
、
九
五
・
九
六
番
歌
は
妍
子
女
房
と
の

名
を
明
か
さ
な
い
贈
答
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
贈
答
も
、
相
模
か
ら
妍
子

女
房
へ
詠
み
か
け
て
い
る
。
主
人
を
若
く
し
て
亡
く
し
た
女
房
た
ち
を

思
い
や
る
の
に
加
え
、
ひ
と
り
で
は
持
て
あ
ま
す
哀
惜
の
情
を
共
有
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
九
三
番
歌
に
注
目
し
た
い
。

　
　

�

問
は
ゞ
や
と
思
や
る
だ
に
　

露
け
き
に
　

い
か
に
ぞ
君
が
　

袖
　

は
朽
ち

ぬ
や

相
模
は
「
弔
問
の
私
の
袖
さ
え
露
で
濡
れ
た
よ
う
な
の
に
、
ま
し
て
あ

な
た
の
袖
は
涙
で
朽
ち
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
」
と
詠
む
。

自
分
の
涙
を
「
露
け
き
」
と
表
現
し
、
さ
ら
に
相
手
の
袖
は
ど
れ
ほ
ど

濡
れ
て
い
る
か
、
と
思
い
や
る
こ
の
歌
は
、
次
の
六
条
御
息
所
の
弔
問

歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

　
　

�

深
き
秋
の
あ
は
れ
ま
さ
り
ゆ
く
風
の
音
身
に
し
み
け
る
か
な
、
と

な
ら
は
ぬ
御
独
り
寝
に
、
明
か
し
か
ね
た
ま
へ
る
朝
ぼ
ら
け
の
霧

り
わ
た
れ
る
に
、
菊
の
け
し
き
ば
め
る
枝
に
、
濃
き
青
鈍
の
紙
な

る
文
つ
け
て
、
さ
し
置
き
て
往
に
け
り
。
い
ま
め
か
し
う
も
、
と

て
見
た
ま
へ
ば
、
御
息
所
の
御
手
な
り
。「
聞
こ
え
ぬ
ほ
ど
は
思

し
知
る
ら
む
や
。

　
　
　
　

�

人
の
世
を
あ
は
れ
と
聞
く
も
　

露
け
き
に
　

お
く
る
る
　

袖
　

を
思

ひ
こ
そ
や
れ

　
　

た
だ
今
の
空
に
思
ひ
た
ま
へ
あ
ま
り
て
な
む
」
と
あ
り
。

�

（
葵
・
②
・
51
）

袖
を
「
露
け
き
に
」
と
詠
ん
で
、
上
の
句
と
下
の
句
の
程
度
を
比
べ
よ

う
と
す
る
表
現
は
、
少
な
い
な
が
ら
も
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
大
斎
院
前

の
御
集
』
な
ど
に
見
え
、
当
時
の
女
性
た
ち
に
好
ま
れ
た
表
現
と
思
し

い
。
六
条
御
息
所
の
弔
問
歌
も
こ
の
好
尚
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
相
模
歌
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
歌
こ
と
ば
は
好
尚

か
ら
直
接
発
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
相
模
の
源
氏
摂
取
へ
の
嗜
好
を

勘
案
し
て
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

御
息
所
の
弔
問
は
「
深
き
秋
の
あ
は
れ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
九
月
の
こ

と
と
思
わ
れ
、
九
三
番
歌
の
贈
歌
が
踏
ま
え
る
に
は
時
期
と
し
て
も
よ

く
合
致
す
る
。
九
月
、
自
分
よ
り
も
故
人
と
の
関
係
の
深
い
人
物
を
弔

問
す
る
と
き
、
相
模
は
六
条
御
息
所
の
弔
問
歌
を
踏
ま
え
、
源
氏
が
悲

し
み
に
沈
む
晩
秋
の
美
し
い
情
景
ま
で
も
取
り
こ
み
つ
つ
詠
歌
し
た
。

相
手
方
は
先
に
見
た
よ
う
な
源
氏
摂
取
を
自
在
に
行
う
妍
子
女
房
で
あ

る
か
ら
、
自
歌
の
源
氏
摂
取
の
趣
向
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
予
想
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
て
く
る
と
、
九
五
・
九
六
番
歌
の
贈
答
の
、

　
　

�

十
月
に
な
り
て
同
宮
の
人
の
中
に
、
誰
が
と
も
な
く
て
さ
し
置
か

せ
し

と
い
う
状
況
も
、
こ
の
六
条
御
息
所
弔
問
の
場
面
と
無
関
係
と
は
思
わ

れ
な
い
。
六
条
御
息
所
は
、
葵
上
の
喪
に
服
す
源
氏
の
も
と
に
文
を
送

る
が
、
名
を
伏
せ
「
さ
し
置
き
て
」
使
者
を
帰
ら
せ
た
。
そ
の
ひ
そ
や

か
な
行
為
や
文
の
様
子
に
よ
っ
て
源
氏
は
「
い
ま
め
か
し
う
も
」
と
心

を
動
か
す
。
相
模
が
「
誰
が
と
も
な
く
て
さ
し
置
か
せ
し
」
と
い
う
よ
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う
に
、
名
を
明
か
さ
ず
文
を
そ
っ
と
置
い
て
く
る
だ
け
に
留
め
た
の
も
、

や
は
り
六
条
御
息
所
の
趣
向
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

こ
う
し
て
や
り
と
り
さ
れ
た
九
五
・
九
六
番
歌
の
贈
答
も
ま
た
、
源

氏
摂
取
が
顕
著
で
あ
る
。
妍
子
が
崩
御
し
た
九
月
か
ら
月
が
変
わ
り
、

十
月
に
な
っ
た
。

　
　
　
　

�

十
月
に
な
り
て
同
宮
の
人
の
中
に
、
誰
が
と
も
な
く
て
さ
し

置
か
せ
し

　
　

�

神
無
月
　

し
ぐ
る
　ゝ

こ
ろ
も
い
か
な
れ
や
　

空
　

に
過
ぎ
に
し
秋
の
宮
人

　
　
　
　

返
し
た
づ
ね
て
を
こ
せ
た
り

　
　

�

言
の
葉
を
見
る
に
つ
け
て
も
神
無
月
　

い
と
ゞ
時
雨
ぞ
　

降
り
ま
さ

り
け
る

相
模
が
「
十
月
に
な
っ
て
時
雨
の
降
る
こ
ろ
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て

い
ま
す
か
、
遺
さ
れ
た
あ
な
た
が
た
は
」
と
問
う
と
、
筆
跡
か
ら
相
模

と
分
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
返
歌
が
届
い
た
。
そ
こ
に
は
、「
弔
問
の

便
り
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
十
月
の
時
雨
の
よ
う
に
涙
が
い
っ
そ
う
流

れ
ま
す
」
と
あ
っ
た
。

　

こ
の
贈
答
は
そ
れ
ぞ
れ
一
首
で
は
源
氏
摂
取
歌
と
認
定
し
が
た
い
。

し
か
し
、
両
者
を
併
せ
て
見
る
と
き
、
次
の
葵
上
哀
傷
の
場
面
を
踏
ま

え
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
十
月
、
し
ぐ
れ
る
空
を
な
が
め
な
が

ら
源
氏
と
頭
中
将
が
歌
を
詠
み
交
わ
す
場
面
で
あ
る
。

　
　

�

時
雨
う
ち
し
て
も
の
あ
は
れ
な
る
暮
つ
方
、
中
将
の
君
、
鈍
色
の

直
衣
、
指
貫
う
す
ら
か
に
更
衣
し
て
、
い
と
を
を
し
う
あ
ざ
や
か

に
心
恥
づ
か
し
き
さ
ま
し
て
参
り
た
ま
へ
り
。
君
は
、
西
の
つ
ま

の
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
霜
枯
れ
の
前
栽
見
た
ま
ふ
ほ
ど
な
り
け

り
。
風
荒
ら
か
に
吹
き
時
雨
さ
と
し
た
る
ほ
ど
、
涙
も
あ
ら
そ
ふ

心
地
し
て
、「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
、
今
は
知
ら
ず
」

と
う
ち
独
り
ご
ち
て
頬
杖
つ
き
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
女
に
て
は
、

見
棄
て
て
亡
く
な
ら
む
魂
か
な
ら
ず
と
ま
り
な
む
か
し
と
、
色
め

か
し
き
心
地
に
う
ち
ま
も
ら
れ
つ
つ
、
近
う
つ
い
ゐ
た
ま
へ
れ
ば
、

し
ど
け
な
く
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
さ
ま
な
が
ら
、
紐
ば
か
り
を
さ

し
な
ほ
し
た
ま
ふ
。
こ
れ
は
、
い
ま
す
こ
し
濃
や
か
な
る
夏
の
御

直
衣
に
、
紅
の
艶
や
か
な
る
ひ
き
か
さ
ね
て
や
つ
れ
た
ま
へ
る
し

も
、
見
て
も
飽
か
ぬ
心
地
ぞ
す
る
。
中
将
も
、
い
と
あ
は
れ
な
る

ま
み
に
な
が
め
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　

�「
雨
と
な
り
　

し
ぐ
る
る
空
　

の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て

な
が
め
む

　
　

行
く
方
な
し
や
」
と
独
り
言
の
や
う
な
る
を
、

　
　
　
　

�

見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ
　

い
と
ど
時
雨
に
　

か
き

く
ら
す
こ
ろ�

（
葵
・
②
・
54
～
55
）

相
模
は
源
氏
の
「
し
ぐ
る
る
空
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
を
用
い
、
亡
き
葵

上
を
偲
ぶ
源
氏
の
心
情
を
自
歌
で
踏
ま
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
手
紙
を

受
け
取
っ
た
妍
子
の
女
房
は
、
相
模
歌
が
当
該
場
面
の
源
氏
歌
を
踏
ま

え
る
こ
と
を
理
解
し
、
源
氏
へ
の
返
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
頭
中
将
の
歌

か
ら
「
い
と
ど
時
雨
に
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
を
と
っ
て
相
模
へ
の
返
歌

と
し
た
。
相
模
の
贈
歌
に
お
け
る
源
氏
摂
取
、
そ
れ
が
源
氏
摂
取
だ
と

い
う
妍
子
女
房
の
察
知
、
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
返
歌
を
さ
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ら
に
摂
取
し
な
が
ら
詠
ま
れ
る
妍
子
女
房
の
返
歌
、
と
い
う
連
鎖
的
な

源
氏
摂
取
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
相
模
の
贈
歌
は
、
崩
御
直
前
に
妍
子
周
辺
で
詠
ま
れ
た
歌
を

も
踏
ま
え
て
い
る
。
崩
御
の
お
そ
ら
く
一
ヶ
月
ほ
ど
前
、
妍
子
の
御
前

に
前
栽
が
植
え
ら
れ
歌
が
詠
ま
れ
た
。
弁
乳
母
の
歌
が
残
る
。

　
　
　
　

宮
の
御
前
に
、
前
栽
植
ゑ
て
人
々
歌
詠
み
け
る
に

　
　

�

庭
も
せ
に
う
へ
た
る
花
は
君
が
代
を
野
辺
と
ぞ
み
ゆ
る
　

秋
の
宮
人
　

�

（『
弁
乳
母
集
』・
14
）

妍
子
の
病
状
は
い
よ
い
よ
深
刻
な
状
態
で
あ
っ
た
が
、
回
復
へ
の
願
い

も
込
め
て
「
君
が
代
を
の
べ
」
と
詠
み
、
中
宮
（
秋
宮
）
で
あ
っ
た
妍

子
の
女
房
た
ち
を
「
秋
の
宮
人
」
と
表
現
す
る
。
こ
の
こ
と
ば
を
用
い

て
、
相
模
は
結
局
む
な
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
妍
子
の
女
房
た
ち
を
思

い
や
る
の
で
あ
る
。

　
　

�

神
無
月
し
ぐ
る
ゝ
こ
ろ
も
い
か
な
れ
や
空
に
過
ぎ
に
し
　

秋
の
宮
人
　

こ
の
よ
う
な
表
現
は
当
時
他
に
例
を
見
ず
、
相
模
は
弁
乳
母
の
歌
を
聞

き
及
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
相
模
は
妍
子
周
辺
の
詠
歌
を

一
部
に
せ
よ
ほ
と
ん
ど
同
時
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
近
い
立
場
に
あ
り
、

妍
子
周
辺
の
女
房
た
ち
の
好
尚
や
趣
向
も
よ
く
知
悉
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

相
模
は
妍
子
の
回
復
へ
の
祈
り
を
込
め
た
歌
を
踏
ま
え
、
崩
御
し
て

し
ま
っ
た
今
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
弔
問
す
る
。
相
模
の
贈
歌
は
、
葵
上

を
亡
く
し
た
源
氏
の
哀
傷
、
そ
し
て
叶
わ
な
か
っ
た
妍
子
の
回
復
へ
の

祈
り
と
い
う
複
雑
な
文
脈
の
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
き
、『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え
て
の
弔
問
は
相
模
自
身

の
『
源
氏
物
語
』
愛
好
に
加
え
、
妍
子
周
辺
の
女
房
の
好
尚
も
同
時
に

勘
案
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
事
実
、
妍
子
周
辺
の
女
房
た
ち
は

相
模
の
贈
歌
か
ら
葵
上
へ
の
哀
傷
歌
を
読
み
取
り
、『
源
氏
物
語
』
の

ま
さ
に
そ
の
場
面
を
踏
ま
え
て
返
歌
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、
十
一
世
紀
前
半
の
哀
傷
歌
と
妍
子
周
辺

　

こ
の
よ
う
な
妍
子
へ
の
哀
傷
歌
が
踏
ま
え
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』

の
中
で
も
紫
上
・
葵
上
な
ど
と
り
わ
け
重
要
で
、
そ
の
死
に
あ
た
っ
て

は
か
な
り
の
筆
を
費
や
し
て
哀
惜
の
情
が
描
か
れ
る
女
君
た
ち
で
あ
っ

た
。
妍
子
女
房
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
哀
惜
の
情
を
歌
に
取
り
こ
む
。
そ

れ
は
、
和
歌
一
首
で
は
表
現
し
が
た
い
心
情
を
『
源
氏
物
語
』
の
哀
傷

と
二
重
写
し
に
す
る
こ
と
で
表
出
す
る
と
同
時
に
、
妍
子
を
紫
上
や
葵

上
に
な
ず
ら
え
る
行
為
で
も
あ
っ
た
。

　

当
時
、
哀
傷
歌
で
の
源
氏
摂
取
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
、

こ
の
よ
う
な
方
法
は
存
外
に
少
な
い
。
た
と
え
ば
、
彰
子
は
一
条
帝
を

偲
ん
で
赤
染
衛
門
と
次
の
贈
答
を
残
す
。

　
　
　
　

�

女
院
に
啓
す
べ
き
こ
と
あ
り
て
参
り
た
り
し
に
、
一
条
院
御

こ
と
お
ほ
せ
ら
れ
出
て
、
匡
衡
が
御
文
つ
か
う
ま
つ
り
し
ほ

ど
の
こ
と
ゞ
も
お
ほ
せ
ら
れ
て
、
い
み
じ
く
泣
か
せ
給
し
か

ば
、
悲
し
く
お
ぼ
え
て
ま
か
で
ゝ
つ
と
め
参
ら
せ
し

　
　

つ
ね
よ
り
も
ま
た
濡
れ
そ
ひ
し
袂
か
な
昔
を
か
け
て
落
ち
し
涙
に

　
　
　
　

御
返
し
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�　
う
つ
　ゝ

と
も
思
ひ
わ
か
れ
で
過
る
世
に
　

見
し
世
の
夢
　

を
何
か
た

り
け
ん�

（『
赤
染
衛
門
集
』
Ⅰ
・
325
～
326
）

こ
れ
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
九
段
の
、

　
　

�

君
や
来
し
わ
れ
や
ゆ
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
　

夢
　

か
　

う
つ
つ
　

か
寝
て

か
さ
め
て
か）

13
（

を
引
く
と
と
も
に
、
下
の
句
を
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
明
石
入
道

が
か
つ
て
明
石
君
出
生
時
に
見
た
夢
を
伝
え
る
際
の
歌
に
よ
っ
て
い
る
。

　
　

�

ひ
か
り
出
で
ん
暁
ち
か
く
な
り
に
け
り
今
ぞ
　

見
し
世
の
夢
　

が
た

り
す
る�

（
若
菜
上
・
④
・
115
）

源
氏
摂
取
に
よ
る
哀
傷
歌
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
利
用
は
あ
く
ま
で

表
現
上
に
留
ま
り
、
そ
の
表
現
が
も
つ
作
中
人
物
の
心
情
や
場
面
の
文

脈
に
は
立
ち
入
っ
て
い
か
な
い
。

　

次
も
や
は
り
一
条
帝
を
哀
悼
し
、
道
長
と
行
成
が
交
わ
し
た
贈
答
で

あ
る
。

　
　

�

正
月
十
五
日
、
一
条
院
の
御
念
物
に
、
殿
ば
ら
み
な
参
ら
せ
た
ま

へ
り
。
月
の
い
み
じ
う
澄
み
昇
り
て
め
で
た
き
に
、
事
果
て
て
出

で
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
殿
の
御
前
、

　
　
　
　

�

君
ま
さ
ぬ
　

宿
　

に
は
月
ぞ
　

ひ
と
り
　

す
む
古
き
宮
人
立
ち
も
と

ま
ら
で

　
　

と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
侍
従
中
納
言
、

　
　
　
　

�

去
年
の
今
日
今
宵
の
月
を
見
し
を
り
に
か
か
ら
む
も
の
と
思

ひ
か
け
き
や

�

（『
栄
花
物
語
』
巻
第
十　

ひ
か
げ
の
か
づ
ら
・
①
・
511
～
512
）

こ
の
道
長
歌
に
は
、
夕
霧
が
亡
き
柏
木
を
哀
惜
す
る
次
の
歌
が
踏
ま
え

ら
れ
て
い
よ
う
。

　
　

�

い
と
ど
う
ち
あ
ば
れ
て
、
未
申
の
方
の
崩
れ
た
る
を
見
入
る
れ
ば
、

は
る
ば
る
と
お
ろ
し
こ
め
て
、
人
影
も
見
え
ず
、
月
の
み
遣
水
の

面
を
あ
ら
は
に
す
み
ま
し
た
る
に
、
大
納
言
こ
こ
に
て
遊
び
な
ど

し
た
ま
う
し
を
り
を
り
を
、
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
。

　
　
　
　

�

見
し
人
の
か
げ
す
み
は
て
ぬ
池
水
に
　

ひ
と
り
宿
　

も
る
秋
の

夜
の
　

月
　

　
　

�

と
独
り
ご
ち
つ
つ
、
殿
に
お
は
し
て
も
、
月
を
見
つ
つ
、
心
は
空

に
あ
く
が
れ
た
ま
へ
り
。�

（
夕
霧
・
④
・
452
～
453
）

夕
霧
は
落
葉
宮
の
本
邸
を
見
て
、
か
つ
て
柏
木
が
こ
こ
で
管
弦
の
遊
び

な
ど
を
し
て
い
た
折
々
を
回
想
す
る
。
そ
し
て
、
い
ま
は
月
ば
か
り
が

柏
木
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
邸
を
守
っ
て
い
る
と
詠
む
。
道
長
歌

も
、
や
は
り
一
条
帝
が
崩
御
し
て
月
（
彰
子
）
ば
か
り
が
一
条
院
に
す

む
の
だ
と
い
う
。
先
程
の
例
よ
り
は
か
な
り
『
源
氏
物
語
』
の
文
脈
を

踏
ま
え
た
歌
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
密
通
の
果
て
に
命
を
落
と
し
た
柏

木
に
一
条
帝
が
な
ず
ら
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、
柏
木
の
生
前
に
は
顧

み
ら
れ
な
か
っ
た
落
葉
宮
に
彰
子
を
重
ね
る
の
も
不
適
当
で
あ
る
。
道

長
歌
は
『
源
氏
物
語
』
の
哀
傷
の
文
脈
を
歌
に
落
と
し
こ
み
は
す
る
も

の
の
、
故
人
を
作
中
人
物
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
は

至
っ
て
い
な
い
。

　

十
一
世
紀
前
半
の
哀
傷
歌
に
お
け
る
源
氏
摂
取
は
、
お
お
よ
そ
が
こ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
作
中
歌
か
ら
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文
脈
は
無
視
し
て
表
現
だ
け
を
と
る
か
、『
源
氏
物
語
』
の
文
脈
を
踏

ま
え
て
歌
を
詠
む
も
の
の
、
故
人
を
作
中
人
物
に
重
ね
る
こ
と
に
よ
る

意
味
づ
け
を
し
よ
う
と
し
な
い
か
、
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
そ
の

場
か
ぎ
り
の
一
回
性
の
も
の
で
、
贈
答
で
あ
っ
た
に
し
て
も
贈
歌
答
歌

と
も
に
源
氏
摂
取
を
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
見
出
し
が
た
い
。
換
言
す

れ
ば
、
詠
者
個
人
の
思
い
つ
き
や
好
尚
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
妍
子
へ
の
哀
傷
歌
で
と
ら
れ
た
『
源
氏

物
語
』
の
女
君
に
な
ず
ら
え
て
哀
惜
す
る
方
法
、
し
か
も
一
回
性
の
も

の
で
な
く
、
妍
子
周
辺
で
以
前
の
文
脈
を
受
け
な
が
ら
繰
り
返
さ
れ
て

い
く
源
氏
摂
取
は
、
実
は
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
人

が
源
氏
摂
取
を
す
る
と
、
そ
れ
を
理
解
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
さ
ら
に

踏
ま
え
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
営
為
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
好
ん
だ
女

房
集
団
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
方
法
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
は
、
や
が
て
新
古
今
時
代
、

美
福
門
院
加
賀
の
死
を
め
ぐ
る
俊
成
と
式
子
内
親
王
の
や
り
と
り
に
昇

華
し
て
ゆ
く
。
建
久
四
（
一
一
九
三
）
年
二
月
十
三
日
に
俊
成
は
妻
で

あ
る
美
福
門
院
加
賀
を
亡
く
し
、
六
月
末
、
昔
を
想
起
さ
せ
る
夕
暮
れ

の
空
に
ひ
か
れ
て
哀
傷
の
歌
々
を
詠
む
。
そ
れ
が
式
子
内
親
王
の
耳
に

入
り
、
彼
女
は
俊
成
歌
に
応
え
る
形
で
詠
歌
し
た
。
寺
本
直
彦
氏
は
、

こ
の
や
り
取
り
に
『
源
氏
物
語
』
が
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。

　
　

�

俊
成
は
わ
が
悲
し
み
を
歌
う
と
き
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
、
愛
す

る
人
を
喪
っ
た
桐
壺
帝
や
光
源
氏
の
悲
愁
が
、
深
い
同
感
を
以
っ

て
想
起
さ
れ
、
そ
の
歌
は
お
の
ず
か
ら
こ
れ
を
踏
ま
え
た
。
式
子

内
親
王
も
ま
た
こ
れ
に
和
し
て
、
桐
壺
帝
、
頭
中
将
、
さ
て
は
紫

の
上
の
追
憶
に
生
き
る
傷
心
の
光
源
氏
の
心
境
を
し
の
び
つ
つ
悼

歌
を
贈
り
、
俊
成
さ
ら
に
同
じ
場
面
を
踏
ん
で
こ
れ
に
応
え
た
。

か
く
て
こ
の
歌
壇
の
老
巨
匠
と
高
貴
の
才
媛
と
の
織
り
な
し
た
一

連
の
哀
歌
は
、
い
わ
ば
源
氏
物
語
を
伴
奏
と
し
て
、
あ
わ
れ
に
美

し
く
か
な
で
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る）

14
（

。

こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
の
中
で
、
式
子
内
親
王
歌
で
は
先
に
見
て
き
た

「
わ
か
れ
の
庭
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
。

　
　

�

身
に
し
み
て
音
に
き
く
だ
に
露
け
き
は
　

わ
か
れ
の
庭
　

を
は
ら
ふ

秋
風�

（『
長
秋
草
』・
192
）

式
子
内
親
王
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
ば
は
紫
上
を
亡
く
し
た
源
氏
の
悲

痛
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
感
覚
を
は
や
く
か
ら
備
え
て
い

た
の
が
、
妍
子
周
辺
の
女
房
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
同
年
七
月
、
定
家
が
俊
成
邸
を
訪
れ
た
際
の
歌
も
残
る
。

　
　
　
　

秋
野
分
せ
し
日
、
五
条
へ
ま
か
り
て
帰
る
と
て

　
　

玉
ゆ
ら
の
露
も
涙
も
と
ゞ
ま
ら
ず
な
き
人
恋
ふ
る
宿
の
秋
風

　
　
　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
道
殿

　
　

秋
に
な
り
風
の
涼
し
く
か
は
る
に
も
涙
の
露
ぞ
篠
に
散
り
け
る

�

（『
拾
遺
愚
草
』
2773
・
2774
）

こ
の
日
の
天
候
を
定
家
が
詞
書
に
「
野
分
」
と
記
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

久
保
田
淳
氏
は
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
想
定
さ
れ
る
。

　
　

�

建
久
四
年
七
月
九
日
、
秋
風
が
荒
く
吹
き
、
雨
が
降
り
注
い
だ
こ
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と
は
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
秋
風
を
「
の
わ
き
」
と

捉
え
、
野
分
の
見
舞
い
を
兼
ね
て
、
こ
こ
の
所
暫
く
訪
れ
て
い
な

い
父
の
五
条
邸
を
訪
れ
よ
う
と
思
い
立
っ
た
時
、
定
家
は
耽
読
し

た
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
・
野
分
・
御
法
な
ど
の
巻
々
の
場
面
場

面
を
思
い
浮
べ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か）

15
（

。

俊
成
・
式
子
内
親
王
・
定
家
の
歌
々
は
、
彼
ら
自
身
が
物
語
世
界
に
深

く
入
り
込
ん
で
い
き
、
登
場
人
物
た
ち
と
溶
け
合
っ
て
、
そ
の
悲
傷
を

わ
が
物
と
す
る
こ
と
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
両
氏
が
「
そ
の
歌

は
お
の
ず
か
ら
こ
れ
を
踏
ま
え
た
」、『
源
氏
物
語
』
を
「
思
い
浮
べ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
そ
れ
を
自
然

に
行
う
こ
と
の
で
き
る
熱
心
な
読
者
で
あ
り
、
源
氏
取
り
に
も
習
熟
し

て
い
た
。
哀
傷
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
の
利
用
に
連
な

る
の
が
、
妍
子
周
辺
女
房
た
ち
の
源
氏
摂
取
で
あ
っ
た
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
妍
子
へ
の
哀
傷
歌
を
通
し
て
、
妍
子
周
辺
の
女
房
た
ち
の
源

氏
摂
取
の
様
相
を
考
察
し
て
き
た
。『
源
氏
物
語
』
は
妍
子
だ
け
で
な
く
、

そ
の
女
房
た
ち
の
間
で
も
お
お
い
に
も
て
は
や
さ
れ
、
愛
読
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
垣
間
見
え
て
く
る
。
そ
の
耽
溺
に
よ
っ
て
、
女
房
た
ち

は
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
集
団
と
し
て
、贈
答
や
唱
和
に
お
い
て『
源

氏
物
語
』
を
踏
ま
え
て
詠
歌
し
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
妍
子
の
崩
御
は
万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
年
で
あ
る
。
妍
子

が
道
長
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
与
え
ら
れ
た
寛
弘
五
（
一
〇
〇
八
）
年

か
ら
は
す
で
に
約
二
十
年
と
い
う
長
い
時
間
が
経
過
し
て
い
る
。
こ
の

二
十
年
間
、
妍
子
周
辺
の
女
房
た
ち
は
『
源
氏
物
語
』
を
愛
好
し
つ
づ

け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
他
の
事
象

も
考
え
併
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
一
言
に
は
言
え
な
い
が
、
熱
が
冷
め

て
相
当
の
年
数
が
経
過
し
た
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
細
か
い
表
現

な
ど
は
記
憶
か
ら
抜
け
落
ち
、
唱
和
の
場
で
摂
取
す
る
こ
と
も
、
贈
歌

の
源
氏
摂
取
を
理
解
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら

く
は
、
少
な
く
と
も
妍
子
周
辺
で
は
ゆ
る
や
か
に
せ
よ
『
源
氏
物
語
』

が
好
ま
れ
読
ま
れ
つ
づ
け
た
の
で
あ
り
、主
人
の
崩
御
に
あ
た
っ
て『
源

氏
物
語
』
を
踏
ま
え
、
主
人
を
紫
上
や
葵
上
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が

一
種
の
合
意
と
し
て
女
房
た
ち
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

注（1
）　

渡
瀬
茂
「『
栄
花
物
語
』
の
考
察
（
一
）
―
―
死
を
め
ぐ
る
叙
述
に
つ

い
て
―
―
」（『
栄
花
物
語
新
攷　

思
想
・
時
間
・
機
構
』
和
泉
書
院　

平
成

28
年
／
初
出
・『
研
究
と
資
料
』第
一
輯　

昭
和
54
年
4
月
）に
よ
る
と
、『
栄

花
物
語
』
正
編
は
八
十
三
人
の
死
を
扱
い
、
そ
れ
に
伴
う
哀
傷
歌
は
一
一
四

首
に
の
ぼ
る
。

（
2
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

和
泉
式
部
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級

日
記　

讃
岐
典
侍
日
記
』（
小
学
館　

平
成
6
年
）

（
3
）　

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
』
第
89
号　

平
成
16

年
12
月
）
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（
4
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

松
浦
宮
物
語　

無
名
草
子
』（
小
学
館　

平
成
11
年
）

（
5
）　

加
藤
静
子
「『
栄
花
物
語
』
の
表
現
性
―
―
死
の
叙
述
を
め
ぐ
っ
て
、

和
漢
の
地
平
―
―
」（『
和
漢
比
較
文
学
叢
書　

第
十
二
巻　

源
氏
物
語
と
漢

文
学
』
汲
古
書
院　

平
成
5
年
）

（
6
）　

た
だ
し
、『
金
葉
和
歌
集
』
初
度
本
に
は
能
宣
歌
と
し
て
次
の
歌
が
載
る
。

　
　
　
　

�

七
夕
に
、
前
栽
あ
る
と
こ
ろ
に
て
、
殿
上
の
人
人
多
く
集
ま
り
て
歌

詠
み
け
る
に
、
露
と
い
ふ
文
字
を
取
り
て
詠
め
る　

大
中
臣
能
宣

　
　

い
と
ど
し
く
思
ひ
け
ぬ
べ
し
七
夕
の
わ
か
れ
の
庭
に
お
け
る
白
露

�

（『
金
葉
和
歌
集
』
秋
・
243
）

　

し
か
し
、
第
四
句
「
わ
か
れ
の
庭
に
」
は
『
能
宣
集
』
に
よ
る
と
「
わ
か
れ

の
袖
に
」
と
な
っ
て
お
り
、『
新
古
今
和
歌
集
』
も
こ
ち
ら
を
採
る
。
ま
た
、

同
時
代
の
も
の
と
し
て
は
以
下
の
例
が
あ
る
が
、
先
後
関
係
は
不
明
。

　
　
　
　

山
階
寺
の
涅
槃
会
に
詣
で
て
詠
み
侍
け
る　

光
源
法
師

　
　

い
に
し
へ
の
わ
か
れ
の
庭
に
あ
へ
り
と
も
今
日
の
涙
ぞ
涙
な
ら
ま
し

�

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
釈
教
・
1179
）

　

光
源
法
師
に
つ
い
て
は
、
加
藤
氏
前
掲
論
文
（
5
）
に
言
及
が
あ
る
。

（
7
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
』（
小
学
館　

平
成
6
～
11
年
）

（
8
）　

こ
の
歌
は
『
栄
花
物
語
』
で
は
五
節
の
君
の
二
首
目
と
な
っ
て
い
る
が
、

全
員
が
一
首
ず
つ
詠
ん
で
い
く
こ
の
場
で
彼
女
だ
け
二
首
詠
む
の
は
不
自
然

で
あ
る
。
こ
こ
は
お
そ
ら
く
詠
者
が
脱
落
し
て
お
り
、
本
来
の
詠
者
は
『
後

拾
遺
和
歌
集
』
が
伝
え
る
命
婦
乳
母
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

（
9
）　

月
が
雲
隠
れ
る
と
い
う
表
現
に
は
、
須
磨
巻
全
体
を
通
し
た
漢
詩
や
仏

典
の
引
用
を
想
定
す
る
説
が
あ
り
、
首
肯
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
環
と

し
て
の
当
該
場
面
に
お
い
て
は
、
月
が
雲
隠
れ
る
と
い
う
表
現
が
桐
壺
院
の

死
の
比
喩
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
『
源
氏
物
語
』
に
独
特
の

も
の
で
あ
っ
た
。
新
間
一
美
「
須
磨
の
光
源
氏
と
漢
詩
文
―
―
浮
雲
、
日
月

を
蔽
ふ
―
―
」（『
平
安
朝
文
学
と
漢
詩
文
』和
泉
書
院　

平
成
15
年
／
初
出
・

『
甲
南
大
学
紀
要
』
文
学
編
76　

平
成
２
年
３
月
）、
中
野
方
子
「
雲
隠
せ
ど

も
光
消
な
く
に
―
―
『
古
今
集
』
に
お
け
る
日
月
を
隠
す
喩
と
仏
伝
・『
涅

槃
経
』」（『
立
正
大
学
国
語
国
文
』
47
号　

平
成
21
年
３
月
）

（
11
）　
『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』
の
歌
は
以
下
の
通
り
。『
伊
勢
物
語
』
は
「
色

好
み
な
り
け
る
女
」
に
、『
源
氏
物
語
』
は
人
妻
と
な
っ
て
出
仕
し
た
玉
鬘

に
冷
泉
帝
が
詠
む
歌
で
あ
る
。

　
　

�

な
ど
て
か
く
あ
ふ
ご
か
た
み
に
な
り
に
け
む
水
も
ら
さ
じ
と
む
す
び
し
も

の
を�

（『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
八
段
）

　
　

な
ど
て
か
く
は
ひ
あ
ひ
が
た
き
紫
を
心
に
深
く
思
ひ
そ
め
け
む

�

（『
源
氏
物
語
』
真
木
柱
巻
）

（
11
）　

加
藤
静
子
「『
栄
花
物
語
』
―
―
源
氏
物
語
の
影
」（『
国
文
学　

解
釈

と
鑑
賞
』
第
54
巻
3
号　

平
成
元
年
3
月
）

（
12
）　
『
新
編
私
家
集
大
成　

CD
-RO
M

』（
エ
ム
ワ
イ
企
画　

平
成
21
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
て
校
訂
し
た
。
一
部
、
用
字
を
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
13
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』（
小
学
館　

平
成
6
年
）

（
14
）　

寺
本
直
彦
「
俊
成
の
源
氏
物
語
受
容
（
一
）」（『
源
氏
物
語
受
容
史
論

考　

正
編
』
風
間
書
房　

昭
和
45
年
）

（
15
）　

久
保
田
淳「『
源
氏
物
語
』と
藤
原
定
家
、親
忠
女
及
び
そ
の
周
辺
」（『
藤

原
定
家
と
そ
の
時
代
』
岩
波
書
店　

平
成
6
年
）

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
第
二
回EA

JS

日
本
会
議
（
於
・
神
戸
大
学
）
に
お
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け
る
「The�reception�of�

“The�Tale�of�Genji

”�regarding�lam
ents�

for�em
press�consort�K

enshi

」
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
先
生
方
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
／

課
題
番
号15J11615
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

�

（
か
わ
ら
い
・
ゆ
う
こ　

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）


