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『源
氏
物
語
』
の
引
歌

一
首

は
じ
め
に

私
は
先
の
拙
稿

（
１
）
に
お
い
て
、

『本
院
侍
従
集
』
の
３３
番
詞
書
に

あ
る
引
歌
表
現

「
い
つ
も
し
ぐ
れ
は
」
の
引
歌
は
、

『源
氏
釈
』
等
に
載

る
出
典
未
詳
歌

「
神
無
月
い
つ
も
時
雨
は
ふ
り
し
か
ど
か
く
袖
く
た
す
を

り
は
な
か
り
き
」

（
２
）
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
日

坂
憲
二
氏
の
論
文
に

「
「神
無
月
い
っ
も
時
雨
は
」
考
―
源
氏
物
語
引
歌

瞥
見
―
」

（３
）
が
あ
る
の
を
知

っ
た
。
拙
論
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
当

然
参
照
し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
論
文
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
見
落

と
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
、
田
坂
氏
に
は
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
田
坂
氏
の
論
を
踏
ま
え

〔神
無
月
歌
〕
に
関
す
る

私
見
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
葵
巻
の
表
現
等
に
つ
い
て
の
試
論
を
展
開
し

て
み
る
。

一　

田
坂
氏
説

堤

和

博

さ
て
、

〔神
無
月
歌
〕
が

「源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
で
引
歌
と
し
て
最

初
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
葵
巻
で
葵
上
の
喪
に
服
す
源
氏
が
朝
顔
の
宮
に

文
を
送
る
場
面
で
あ
る

（４
）
。

な
ほ
い
み
じ
う
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
朝
顔
の
宮
に
、
今
日
の
あ
は
れ

は
さ
り
と
も
見
知
り
た
ま
ふ
ら
む
と
お
し
は
か
ら
る
る
御
心
ば
へ
な

れ
ば
、
暗
き
ほ
ど
な
れ
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
絶
え
間
遠
け
れ
ど
、
さ

の
も
の
と
な
り
に
た
る
御
文
な
れ
ば
、
咎
な
く
て
御
覧
ぜ
さ
す
。
空

の
色
し
た
る
唐
の
紙
に
、

わ
き
て
こ
の
暮
こ
そ
袖
は
露
け
け
れ
も
の
思
ふ
秋
は
あ
ま
た
へ

ぬ
れ
ど

…

。

と
あ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
一―

一
〇
三
〉

こ
の
傍
線
部
分
の
引
歌
を
、

「
源
氏
釈
』
以
下
の
多
く
の
古
注
釈
は

〔神
無
月
歌
〕
と
す
る
。
田
坂
氏
も

「季
節
と
い
い
、
語
句
の
整
合
性
と

い
い
、
全
体
に
漂
う
哀
感
と
い
い
、
こ
の
場
面
に
完
壁
に
符
合
す
る
も
の

で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
田
坂
氏
は

〔神
無
月
歌
〕
が
出
典
未
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詳
歌
で
あ
り
、

「源
氏
釈
』
の

「出
典
未
詳
歌
の
中
に
は
、
源
氏
物
語
の

本
文
と
余
り
に
密
接
過
ぎ
て
、
や
や
小
首
を
傾
げ
た
く
な
る
よ
う
な
も
の

も
時
折
だ
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
次
に
引
用
す
る
総
角

巻
で
は
注
釈
書
に
よ
っ
て
引
歌
が
違

っ
て
い
る
の
を
重
要
視
す
る
。

例
の
、
こ
ま
や
か
に
書
き
た
ま
ひ
て
、

な
が
む
る
は
同
じ
雲
居
を
い
か
な
れ
ば
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
添
ふ

る
時
雨
ぞ

コ
釧
割
側
ｑ
ｑ
引
」
な
ど
い
ふ
こ
と
も
や
あ
り
け
む
、
耳
馴
れ
に
た

る
を
、
な
ほ
あ
ら
し
こ
と
と
見
る
に
つ
け
て
も
、
う
ら
め
し
さ
ま
さ

り
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈七
―
九
五
〉

時
は
神
無
月
。
中
君
の
も
と
を
思
う
よ
う
に
訪
れ
ら
れ
な
い
匂
宮
か
ら
中

君
に
文
が
送
ら
れ
る
「
傷
心
の
中
君
に
か
わ
り
大
君
が
文
を
披
見
し
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
大
君
は
病
の
床
に
あ
る
。

こ
こ
の
傍
線
部
分
の
引
歌
と
し
て
、

「花
鳥
余
情
』
以
下
は

〔神
無
月

歌
〕
を
挙
げ
る
が
、

『
源
氏
釈
』
、

「奥
入
』
、

『紫
明
抄
』
、

「
河
海

抄
』
等
は

「
い
に
し
へ
も
い
ま
も
む
か
し
も
ゆ
く
す

へ
も
か
く
袖
く
た
す

た
ぐ
ひ
あ
ら
し
な
」

（
５
）
歌
を
挙
げ
る
。

田
坂
氏
は
、
葵
巻
で

〔神
無
月
歌
〕
を
指
摘
し
た

『源
氏
釈
』
等
が
こ

こ
で
別
歌
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、

〔神
無
月
歌
〕
の
下
旬
が

「
か
く
袖
ひ

つ
る

（く
た
す
）
…
…
」
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
推
論
し
、
さ
ら
に
葵

巻
の
引
歌
は
、
紫
式
部
の
伯
父
為
頼
の

「
神
な
月
い
つ
も
し
ぐ
れ
は
か
な

し
き
を
こ
こ
ゐ
の
も
り
も
い
か
が
み
る
ら
ん
」

（６
）
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。

推
測
を
や
や
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
世
尊
寺
伊
行
は
為
頼
の

「
神
無

月
…
…
子
恋
ひ
の
森
も
い
か
が
見
る
ら
ん
」
の
和
歌
を
、
葵
巻
の
引

歌
と
し
て
指
摘
し
よ
う
と
し
た
が
、
記
憶
が
や
や
曖
味
で
あ

っ
た
た

め
に
、
源
氏
物
語
の
本
文
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
下
の
句
が

「
か
く
袖

ひ
つ
る

（く
た
す
）
を
り
は
な
か
り
き
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
本
来
は
そ
の
よ
う
な
和
歌
は
存
し
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
総
角
巻
の

「
か
く
袖
ひ
つ
る
」
の
時
は
、
こ
の

和
歌
は
挙
げ
ず
に
、
別
の

「
い
に
し
へ
も
」
の
和
歌
を
指
摘
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

〔神
無
月
歌
〕
の
存
在
を
否
定
し
て
か
か
れ
ば
、
田
坂
氏
の
推
測
も
成

り
立
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
次
節
に
述
べ
る
こ
と
か
ら

〔神
無
月
歌
〕

の
存
在
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

一
一

〔神
無
月
歌
〕
の
存
在

田
坂
氏
は
葵
巻
と
総
角
巻
だ
け
を
問
題
に
す
る
が
、
先
の
拙
稿
で
も
指

摘
し
た
通
り
、

〔神
無
月
歌
〕
が
引
歌
で
あ
る
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
箇
所
が
他
に
二
つ
有
る
。
そ
の
一
つ
は

『
源
氏
物
語
』
の
幻
巻
で
、

紫
上
の
一
周
忌
を
や
や
過
ぎ
た
頃
の
源
氏
の
様
子
を
描
く
場
面
で
あ
る
。

神
無
月
は
、
お
ほ
か
た
も
時
雨
が
ち
な
る
こ
ろ
、
い
と
ど
な
が
め

た
ま
ひ
て
、
夕
暮
の
空
の
け
し
き
に
も
、
え
も
い
は
ぬ
心
細
さ
に
、

「
圏
例
ｕ
洲
ｄ
」
と
ひ
と
り
ご
ち
お
は
す
。
　

　

　

〈エハ
ー

一
四
九
〉

傍
線
部
分
の
引
歌
と
し
て

『源
氏
釈
』
以
下
の
古
注
釈
の
多
く
は

〔神
無
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月
歌
〕
を
挙
げ
て
い
る
。

〔神
無
月
歌
〕
が
引
歌
と
し
て
相
応
し
い
の
は

一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

〔為
頼
歌
〕
に
は

「
降
り
し
か
ど
」

と
い
う
句

（ま
た
は
、
類
似
の
句
）
は
な
い
か
ら
こ
こ
で
は
引
歌
に
は
な

ら
な
い
。
ま
た
、
他
に
適
当
な
引
歌
も
み
つ
か
ら
な
い
。

も
う

一
つ
は
、

『本
院
侍
従
集
』
の
３３

・
３４
番
の
贈
答
の
う
ち
の
３３
番

詞
書
に
あ
る

一
節
で
、
従
来
典
拠
未
詳
と
さ
れ
て
き
た
所
で
あ
る
。
母
親

の
喪
に
服
す
男
に
女
が
文
を
送
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
贈
答
が
交
わ

さ
れ
る

（
７
）
。

か
く
て
こ
の
き
み
、
女
お
や
の
御
ふ
く
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
と
聞

て
、
と
ぶ
ら
ひ
た
て
ま
つ
り
給
た
り
け
る
御
か
へ
り
ご
と
に
、

「
国
引
劇
Ч
ｑ
利
国
」
と
の
た
ま
へ
り
け
る
に
、
女
、

わ
れ
さ
へ
ぞ
袖
は
露
け
き
藤
衣
君
お
り
た
ち
て
ぬ
る
と
聞
し
に

返
し

を
と
に
の
み
き
ゝ
わ
た
り
つ
る
藤
衣
ふ
か
く
わ
び
し
と
今
ぞ
し
り
ぬ

る

母
親
を
亡
く
し
た
男
は

「
い
つ
も
し
ぐ
れ
は
」
と
言
う
こ
と
で
、
表
に
は

出
さ
な
か

っ
た

「
か
く
袖
く
た
す
を
り
は
な
か
り
き
」
と
女
に
訴
え
た
か

っ
た
の
だ
。
男
の
返
歌

（３４
番
）
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
男
に
と
っ
て
は

初
め
て
の
服
喪
で
、
想
像
を
越
え
る
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
男
の
気
分
は

「
か
く
袖
く
た
す
を
り
は
な
か
り
き
」
と
合
致
す
る
。
女
は
そ
れ
に
答
え

て
、
上
旬
を

「
わ
れ
さ
へ
ぞ
袖
は
露
け
き
」
と
仕
立
て
て
い
る
。
こ
こ
を

説
明
的
に
訳
せ
ば
、

「あ
な
た
は
、
か
く
袖
く
た
す
を
り
は
な
か
り
き
、

と
言
い
た
い
の
で
し
ょ
う
が
、
私
ま
で
も
袖
は
露

っ
ぼ
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
」
と
な
ろ
う
。
続
く
下
旬
は

「袖
」
の
連
想
か
ら
喪
服
を
表
す

「
藤
衣
」
と
そ
の
縁
語

「
お
り
」
で

（松
平
文
庫
本

・
群
書
類
従
本
等
で

は
、

「
ぬ
る
」
が

「藤
衣
」
の
縁
語
で
あ
る

「
き
る

（着
る
）
」
に
な
っ

て
い
る
）
で
纏
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
た
男
の
方
で
は
、

女
が
詠
み
込
ん
で
き
た

「藤
衣
」
を
中
心
に
し
て
返
歌
を
作
っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
引
用
さ
れ
て
い
る

「
い
つ
も
し
ぐ
れ
は
」
は

〔為
頼

歌
〕
に
も
あ
る
句
だ
が
、

〔為
頼
歌
〕
が
引
歌
で
あ
る
可
能
性
は
な
か
ろ

う
。

〔為
頼
歌
〕
は
田
坂
氏
の
考
証
に
拠
れ
ば
、
永
詐
元
年

（九
八
九
）

の
詠
で
あ
る
が
、

『本
院
侍
従
集
』
は
天
慶
天
暦
期
の
遣
り
取
り
が
纏
め

ら
れ
た
も
の

（８
）
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、

〔神
無
月
歌
〕
以
外
に
適
当
な
引
歌
は
や
は
り
み
つ
か
ら
な
い
。

要
す
る
に
、

〔神
無
月
歌
〕
は
葵
巻
の
み
な
ら
ず
、
幻
巻
で
も

『本
院

侍
従
集
』
で
も
引
歌
と
し
て
相
応
し
い
歌
な
の
だ
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
田
坂
氏
は
、
葵
巻
で

〔神
無
月
歌
〕
が
引
歌

で
あ
る
な
ら
、
出
典
未
詳
歌
な
の
に
あ
ま
り
に
場
面
に
適
合
し
て
お
り
、

さ
ら
に

『源
氏
釈
』
の
引
く
出
典
未
詳
歌
の
中
に
は
、
あ
ま
り
に
場
面
に

適
合
し
て
い
て
か
え
っ
て
存
在
が
疑
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
問
題
視

し
、

〔神
無
月
歌
〕
は

〔為
頼
歌
〕
の
下
旬
を
伊
行
が
誤
っ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
推
測
す
る
。
だ
か
ら
、
総
角
巻
で
は

『源
氏
釈
』
等
は
引
歌
と

し
て

〔神
無
月
歌
〕
を
挙
げ
な
か

っ
た
の
だ
と
い
う
。

引
歌
と
し
て
適
合
す
る
の
が
、
葵
巻
だ
け
な
ら
こ
の
よ
う
な
推
測
も
成

り
立
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
指
摘
し
た
こ
と
よ
り
す
る
と
、

〔神
無
月

歌
〕
が
伊
行
の
記
憶
違
い
に
よ
っ
て
生
し
た
と
想
定
す
る
の
は
無
理
で
あ



る
。
そ
の
よ
う
な
歌
が
、
葵
巻
の
み
な
ら
ず
幻
巻
で
も
、
は
た
ま
た

「本

院
侍
従
集
』
で
も
引
歌
と
し
て
適
合
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
特
に

『本
院
侍
従
集
』
の
場
合
は
、
今
も
述
べ
た
よ
う
に
、
引
歌
表
現

「
い
つ

も
し
ぐ
れ
は
」
の
引
歌
が

〔神
無
月
歌
〕
な
ら
ば
、
女
の
歌
の
上
旬
と
も

の
の
み
ご
と
に
適
合
す
る
。

〔神
無
月
歌
〕
の
存
在
を
認
め
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。

な
お
、
田
坂
氏
が
問
題
と
す
る

「類
似
の
条
件
下
に
あ
る
総
角
巻
」
で

「源
氏
釈
』
等
が

〔神
無
月
歌
〕
を
挙
げ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
で

触
れ
る
。
ま
た
、
葵
巻
等
で

〔神
無
月
歌
〕
が
引
か
れ
た
表
現
効
果
に
つ

い
て
は
、
第
四
節
以
降
で
順
次
触
れ
て
ゆ
く
。

〓
一

〔神
無
月
歌
〕
の
詠
歌
事
情

前
節
で
の
考
察
に
よ
り
、

〔神
無
月
歌
〕
の
存
在
を
疑
う
必
然
性
は
な

い
と
わ
か

っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、

〔神
無
月
歌
〕
の
詠
歌
事
情
に
つ
い
て

考
え
て
お
き
た
い
。

〔神
無
月
歌
〕
の
詠
歌
事
情
は
、
詞
書
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
正
確
に
は

わ
か
ら
な
い
。
時
雨
の
降
る
神
無
月
で
あ
る
こ
と
と
、
か
つ
て
経
験
し
た

こ
と
の
な
い
ほ
ど
の
悲
嘆
に
浸

っ
て
い
る
こ
と
が
歌
句
か
ら
窺
え
る
だ
け

で
、
悲
し
み
の
原
因
は
不
明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
節
で
指
摘
し
た
葵

巻

・
幻
巻

・
『本
院
侍
従
集
』
の
場
面
が
い
ず
れ
も
故
人
を
哀
悼
す
る
場

面
で
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
、

〔神
無
月
歌
〕
は

も
と
は
故
人
を
哀
悼
す
る
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
大
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

元
来
の
詠
歌
事
情
に
は
関
わ
ら
ず
、
い
つ
の
間
に
か
故
人
を
哀
悼
す
る
場

面
で
引
か
れ
る
歌
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
と
す
る
と
、
田
坂
氏
が

「類
似
の
条
件
下
に
あ
る
総
角
巻
」
で

『源

氏
釈
』
等
が

〔神
無
月
歌
〕
を
指
摘
し
な
い
の
を
疑
間
視
す
る
の
は
あ
た

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
第

一
節

（
四
六
頁
上
段
）
で
引
用
し
た
総
角
巻
は
神

無
月
の
時
雨
の
降
る
時
に
悲
嘆
に
浸
っ
て
い
る
点
は
他
の
例
と
類
似
し
て

い
る
が
、
け
っ
し
て
死
者
を
悼
ん
で
悲
し
ん
で
い
る
場
面
で
は
な
い
。
そ

の
点
、
葵
巻

。
幻
巻

・
『本
院
侍
従
集
』
の
例
と
は
決
定
的
に
相
連
す
る
。

伊
行
や
定
家
は

〔神
無
月
歌
〕
が
死
者
を
悼
む
歌
で
あ
る
の
を
ま
だ
知

っ

て
い
て
、
総
角
巻
で
は
別
歌
を
挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う

（
９
）
。

さ
て
、
今
述
べ
た

〔神
無
月
歌
〕
の
詠
歌
事
情
に
関
す
る
推
測
を
も
と

に
、

〔神
無
月
歌
〕
が
葵
巻

。
幻
巻

・
『本
院
侍
従
集
』
で
ど
の
よ
う
に

生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
次
に
検
討
し
て
い
く
。

四
　
葵
巻
で
の
引
用

ま
ず
は
第

一
節

（四
五
頁
下
段
）
で
引
用
し
た
場
面
に
至
る
ま
で
の
経

緯
を
確
認
し
て
お
く
。
源
氏
が
葵
上
の

「
御
法
事
な
ど
過
ぎ
ぬ
れ
ど
、
正

日
ま
で
は
な
ほ
こ
も
り
お
は
」

〈
二
―
九
九
〉
し
て
い
る
あ
る
日
、
い
つ

も
の
よ
う
に
三
位
の
中
将

（葵
上
の
兄
）
が
源
氏
の
所
に
や
っ
て
来
た
。

や
や
長
く
な
る
が
引
用
し
て
お
く
。

嘲
劇
引
Ы
ｕ
ｄ
、
も
の
あ
は
れ
な
る
期
到
力、‐
測
、
中
将
の
君
、
鈍

色
の
直
衣
、
指
貫
、
う
す
ら
か
に
衣
が
へ
し
て
、
い
と
を
を
し
う
あ
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ざ
や
か
に
、
心
は
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
、
日
翻
ョ
日
□
測
ョ
劇
コ
「、
涙
も
あ

ら
そ
ふ
こ
こ
ち
し
て
、　
コ
剛
Я
引
劃
ヨ
ｄ
剌
刑
引
劇
引
ｄ
＝
劉
副
知

引
引
」
と
う
ち
ひ
と
り
ご
ち
て
、
頬
杖
つ
き
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
女

に
て
は
、
見
捨
て
て
な
く
な
ら
む
魂
か
な
ら
ず
と
ま
り
な
む
か
し
と
、

色
め
か
し
き
こ
こ
ち
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
、
今
す
こ
し
こ
ま
や
か
な
る
夏

の
御
直
衣
に
、
紅
の
つ
や
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
こ
こ
ち
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
か
た
と
わ
き
て
な

が
め
む

翻
ガ
測
ｕ
劃
」
と
、
ひ
と
り
言
の
や
う
な
る
を
、

則
硼
剰
例
ヨ
剛
Я
引
例
日
ｕ
雲
居
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら

す
こ
ろ

と
の
た
ま
ふ
御
け
し
き
も
、
浅
か
ら
ぬ
ほ
ど
じ
る
く
見
ゆ
れ
ば
、
あ

や
し
う
、
年
ご
ろ
は
い
と
し
も
あ
ら
ぬ
御
心
ざ
し
を
、
院
な
ど
居
立

ち
て
の
た
ま
は
せ
、
大
臣
の
御
も
て
な
し
も
心
苦
し
う
、
大
宮
の
御

か
た
ざ
ま
に
、
も
て
離
る
ま
し
き
な
ど
、
か
た
が
た
に
さ
し
あ
ひ
た

れ
ば
、
え
し
も
ふ
り
捨
て
た
ま
は
で
、
も
の
憂
げ
な
る
御
け
し
き
な

が
ら
あ
リ
ヘ
た
ま
ふ
な
め
り
か
し
と
、
い
と
ほ
し
う
見
ゆ
る
を
り
を

り
あ
り
つ
る
を
、
ま
こ
と
に
や
む
ご
と
な
く
重
き
か
た
は
、
こ
と
に

思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
な
め
り
と
見
知
る
に
、
い
よ
い
よ
く
ち
を

し
う
お
ぼ
ゆ
。
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
光
失
せ
ぬ
る
こ
こ
ち
し
て
、
屈
じ

い
た
か
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
一―

一
〇
〇
～

一
〇
二
〉

こ
の
後
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
の
小
見
出
し
が

「
源
氏
、
大
宮
に
若
君
を

思
う
歌
を
贈
る
」
と
な

っ
て
い
る
場
面
が
あ
り
、
第

一
節

（
四
五
頁
下
段
）

で
引
用
し
た
場
面
へ
と
続
く
。
　
　
　
　
　
´

さ
て
、
問
題
の
中
心
は
源
氏
が

「
う
ち
ひ
と
り
ご
ち
」
た

「
雨
と
な
り

雲
と
や
な
り
に
け
む
、
今
は
知
ら
ず
」
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
諸
注
に
指

摘
が
あ
る
よ
う
に
、
中
唐
の
詩
人
劉
再
錫
が
愛
人
を
亡
く
し
て
作
っ
た

「
有
所
嵯
」

（
１０
）
の

一
節

「為
雨
為
雲
今
不
知
」
を
朗
詠
し
た
も
の
で

あ
る
。
訳
は

「我
が
恋
し
い
人
の
魂
は
雨
と
な
っ
た
の
が
、
雲
と
な
っ
た

の
か
、
今
は
知
ら
な
い
」
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

「
有
所
嵯
」
は

『文

選
』
巻
十
九
に
載
る
楚
の
詩
人
宋
玉
の

「高
唐
賦
序
」

（
Ｈ
）
の
伝
説
を

踏
ま
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
死
者
に
関
す
る
伝
説
で
は
な
い
。
昔
、

懐
王
の
寵
愛
を
受
け
た
神
女
が
別
れ
際
に

「
妾
在
巫
山
之
陽
、
高
丘
之
阻
。

旦
為
朝
雲
、
暮
為
行
雨
、
朝
朝
暮
暮
陽
二
之
下
。
」
と
言
っ
た
が
、
は
た

し
て

「
旦
朝
視
之
如
言
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば

「有
所
嵯
」

の
先
の
一
節
は

「
高
唐
賦
序
の
神
女
は
、
旦
に
は
朝
雲
と
な
り
暮
れ
に
は

行
雨
と
な
る
と
言
っ
た
が
、
わ
が
恋
し
い
女
の
魂
は
雲
と
な
っ
た
の
か
雨

と
な
っ
た
の
か
、
今
は
知
ら
な
い
。
」
と
意
訳
で
き
る
だ
ろ
う
。
源
氏
も

劉
萬
錫
と
ま
さ
し
く
同
じ
思
い
で
朗
詠
し
た
の
は
容
易
に
想
像
で
き
る

（
‐２
）
０
そ
の
姿
を
見
た
中
将
が

「
女
に
て
は
、
見
捨
て
て
な
く
な
ら
む
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魂
か
な
ら
ず
と
ま
り
な
む
か
し
」
と
思
う
の
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
の

頭
注
に
よ
る
と

「
劉
調
錫
の
詩

（引
用
者
注
―

「
有
所
嵯
」
の
こ
と
）
の

「女
郎
の
魂
は
暮
雲
を
逐
う
て
帰
る
」
を
踏
ま
え
た
も
の
」
で
あ
る
。
中

将
は

「色
め
か
し
き
こ
こ
ち
に
」
こ
う
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
勿
論
玉
上

琢
爾
氏
の
言
う
通
り
、

「
亡
き
妹
へ
の
追
慕
か
ら
で
あ
る
」

（
１３
）
の
だ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
中
将
は
、
源
氏
の
朗
詠
を
聞
き
、
自
分
の
喪

っ
た

の
は
恋
人
で
は
な
く
妹
だ
が
、
そ
の
妹
の
魂
が
こ
の
世
の
ど
こ
か
に
留
っ

て
い
る
の
を
期
待
し
始
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
中
将
の
詠

歌
は
、
や
は
り
新
潮
日
本
古
典
集
成
の
頭
注
の
指
摘
通
り
、

「
源
氏
が
劉

萬
錫
の
詩
の

「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
む
、
…
…
」
と
誦
し
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
気
持
を
歌
に
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
加
え
て
、
中
将
の
詠
歌

に
添
え
ら
れ
た

一
言
Ｌ
行
方
な
し
や
」
に
込
め
ら
れ
た
中
将
の
気
持
ち
は
、

こ
れ
も
新
潮
日
本
古
典
集
成
の
頭
注
の
よ
う
に

「
（宋
玉
の

「
高
唐
賦
序
」

に
は
、
神
女
は
朝
に
は
雲
と
な
り
、
夕
に
は
雨
と
な
っ
て
、
朝
々
暮
々
陽

台
の
下
に
お
り
ま
す
と
言

っ
た
が
）
葵
の
上
は
行
方
も
知
れ
ず
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
だ
」

（括
弧
内
原
文
）
と
説
明
で
き
る
。

「有
所
嘘
」
と

同
様
、
魂
の
行
方
を
知
り
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
こ
に
そ
の
魂
が
あ
る

の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
気
分
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
れ
に
源
氏
が
唱
和
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
場
面
で
は
中
将
は

「
高
唐
賦
序

の
神
女
は
、
旦
に
は
朝
雲
と
な
り
暮
れ
に
は
行
雨
と
な
る
と
言

っ
た
が
、

妹
の
魂
は
雲
と
な
っ
た
の
か
雨
と
な
っ
た
の
か
今
は
知
ら
な
い
。
」
と
悲

し
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
も
っ
と
言
う
な
ら
ば
、
な
ん
と
か
葵
上
の
魂
の

在
処
を
知
り
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
場
面
が

「
も
の
あ
は
れ
な
る
暮
つ
か
た
」
で
あ
る

の
と
、
源
氏
の
歌
に

「
見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ

れ
る
。
今
ま
で
は

「有
所
嵯
」
を
引
い
て
、
魂
の
在
処
を
た
ず
ね
あ
ぐ
ん

で
い
た
源
氏
は
、
今
度
は

「
旦
為
朝
雲
暮
為
行
雨
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る

「
高
唐
賦
序
」
を
直
接
引
き
、
暮
れ
に
降
る
雨
に
葵
上
の
魂
を
見
て
い
る
、

あ
る
い
は
見
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
場
面
、

「高
唐
賦
序
」
を
引
く

「有
所
嵯
」
を
引
い
て
、

葵
上
の
魂
を
雲
か
雨
か
と
探
し
て
い
た
の
が
、
源
氏
の
詠
歌
に
至
る
と
、

「
高
唐
賦
序
」
を
直
接
引
き
、

「
暮
つ
か
た
」
に
そ
ぼ
降
る
雨
を
葵
上
の

魂
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「高
唐
賦
序
」
に
あ
る

「
暮
」
と

「
雨
」
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
要
素
な
の
で
あ
る
。

次
に
大
宮

へ
歌
を
贈
る
場
面
を
挟
ん
で
朝
顔
の
宮
に
手
紙
を
贈
る
場
面

に
移
り
、
問
題
の
引
歌
表
現

「
い
つ
も
時
雨
は
」
が
な
さ
れ
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
も
源
氏
は

「高
唐
賦
序
」
を
引
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
将
と
の
会
話
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
か
明
ら
か
で
は

な
い
が
、　
一
端
夕
暮
れ
に
う
ち
降
る
時
雨
に
葵
上
の
魂
を
見
た
源
氏
に
と

っ
て
は
、
も
は
や
暮
れ
に
降
る
時
雨
は
た
だ
の
雨
で
は
あ
り
得
ず
、
葵
上

の
魂
そ
の
も
の
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
思

っ
て
こ
の
場
面

を
見
て
み
る
と
、
源
氏
は
ま
ず
歌
の
上
旬
で

「
わ
き
て
こ
の
暮
こ
そ
」
と

言
い
、

「
こ
の
暮
」
を
取
り
立
て
て
強
調
し
て
い
る
の
が
注
意
を
引
く
。

そ
し
て
引
歌
表
現

「
い
つ
も
時
雨
は
」
に
よ

っ
て
、

「
時
雨
」
を
提
示
す

る
。
間
に
あ
る
下
旬
で
袖
が
濡
れ
る
こ
と
を
言
い
つ
つ
、
暮
れ
と
時
雨
を
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強
調
し
て
い
る
の
は
、

「高
唐
賦
序
」
を
引
い
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
く
、

や
は
り
源
氏
は
夕
暮
れ
の
時
雨
に
葵
上
の
魂
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
こ
で
の
引
用
歌
句
は

「
い
つ
も
時
雨
は
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

次
に
触
れ
る
幻
巻
の
よ
う
に

「
降
り
し
か
ど
」
な
ど
で
は
い
け
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
前
後
に
時
雨
の
提
示
は
な
く
、
源
氏
が

「
い
つ
も
時
雨
は
」

を
引
く
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
時
雨
が
提
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

源
氏
が

〔神
無
月
歌
〕
を
引
歌
と
し
た
の
は
、
単
に

〔神
無
月
歌
〕
の

詠
歌
事
情
や
歌
句
と
自
分
の
現
在
の
境
遇
が
似
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な

く
、
中
将
と
会
話
し
た
時
の
よ
う
に

「有
所
嵯
」
に
引
か
れ
て
い
る

「高

唐
賦
序
」
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
夕
暮
れ
の
時
雨
に
亡
き
葵
上
の
魂
を

見
て
、
神
無
月
に
は
い
つ
も
時
雨
は
降
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
今
年
の
時
雨

は
特
別
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
自
分
の
袖
は
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
ほ
ど
に
朽
ち
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
意
味
を
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
か

ら
な
の
で
あ
る
。

葵
上
を
追
慕
す
る
源
氏
の
情
は
、
真
実
真
心
か
ら
強
い
も
の
で
あ
る
の

が
改
め
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
問
題
を
田
坂
氏
が
葵
巻
の
引
歌
だ
と
指
摘
す
る

〔為
頼
歌
〕

に
移
す
と
、
こ
の
場
合

〔為
頼
歌
〕
は
引
歌
に
な
っ
て
い
な
い
と
言
い
切

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

「降
り
し
か
ど
」

。
「
か
く
袖
ひ
つ
る
」
と

〔為
頼

歌
〕
に
は
無
い
句
を
引
い
て
い
る
幻
巻

・
総
角
巻
の
場
合
は
問
題
に
な
ら

な
い
。
ま
た
、

『本
院
侍
従
集
』
で
も
こ
の
歌
が
引
か
れ
て
い
る
可
能
性

が
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
葵
巻
で
は

〔為
頼
歌
〕
が
引
か

れ
て
い
る
可
能
性
が
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
と
私
も
思
う
。
特
に
田
坂

氏
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
紫
式
部
は
伯
父
為
頼
に
可
愛
が
ら
れ
て
お
り
、

家
集
や

『源
氏
物
語
』
に
為
頼
の
歌
を
よ
く
使

っ
て
い
る
以
上
は
、
葵
巻

で

〔為
頼
歌
〕
を
紫
式
部
が
思
い
浮
か
べ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
の
点
、

「
引
歌
」
を
ど
う
定
義
す
る
か
と
い
う
微
妙
か
つ
重
大
な
問
題
が
絡
ん
で

く
る
が
、

〔為
頼
歌
〕
は
あ
く
ま
で
も
子
ど
も
を
喪

っ
た
人
に
贈

っ
た
歌

で
あ
り
、
葵
上
を
喪

っ
た
源
氏
が
引
く
に
は
や
や
相
応
し
く
な
い
の
を
思

う
と
、
や
は
り
紫
式
部
は
引
歌
の
第

一
番
と
し
て

〔神
無
月
歌
〕
を
意
識

し
て
い
た
に
違
い
な
く
、

〔為
頼
歌
〕
は
本
歌
取
で
い
う
と
こ
ろ
の
所
謂

参
考
歌
程
度
に
と
ど
ま
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
引
歌
を

「
読
者
が
和
歌
を
思
い
浮
か
べ
な
く
て
は
本
文
が
読

み
と
れ
な
い
場
合
」
に
引
か
れ
た
歌
と
、

「
作
者
が
和
歌
を
思
い
浮
か
べ

な
が
ら
文
を
書
い
た
場
合
」
に
引
か
れ
た
歌
に
分
け
れ
ば

（１４
）
ヽ

〔神

無
月
歌
〕
は
前
者
に
該
当
し
、

〔為
頼
歌
〕
は
該
当
す
る
と
し
て
も
後
者

で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る

（１５
）
０

五
　
幻
巻
で
の
引
用

第
二
節

（
四
六
頁
下
段
Ｙ
で
引
用
し
た
部
分
を
再
び
確
認
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
源
氏
の
引
歌
表
現
の
直
前
が

「神
無
月
は
、
お
ほ
か
た
も
時
雨

が
ち
な
る
こ
ろ
、
い
と
ど
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
夕
暮
の
空
の
け
し
き
に
も
、

え
も
い
は
ぬ
心
細
さ
に
」
と
な
っ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど

〔神
無
月
歌
〕
の

内
容
を
含
ん
で
い
る
が
注
意
を
引
く
で
あ
ろ
う
。
源
氏
が

〔神
無
月
歌
〕

を
引
く
の
は
必
然
的
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、

〔神
無
月
歌
〕
に
は
詠
わ
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れ
て
い
な
い

「
夕
暮
」
が
あ
る
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
葵
巻
で

「高
唐
賦
序
」
と

「
有
所
嵯
」
が
引
か
れ
る
時
、

「
雨
」
と
と
も
に

「暮
」

が
重
要
な
要
素
で
あ

っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
も

源
氏
は
夕
暮
れ
の
時
雨
に
死
者
の
魂
、
こ
の
場
合
は
紫
上
の
魂
を
見
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で

「
降
り
し
か
ど
」
を
引
き
、
下
旬
の

「
か
く
袖
く
た
す
を
り
は
な
か
り
き
」
に
葵
巻
と
同
じ
様
な
意
味
を
込
め

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
は
葵
巻
で
の
よ
う
に

「
い
つ
も
時
雨
は
」
の
部
分

を
引
く
必
要
は
な
い
。
い
や
、

「
い
つ
も
時
雨
は
」
を
引
い
て
し
ま
え
ば
、

「
時
雨
が
ち
な
る
こ
ろ
」
と
重
複
し
て
し
ま
い
、
か
え
っ
て
興
ざ
め
で
あ

る
。
葵
巻
と
い
い
、
幻
巻
と
い
い
、
源
氏
が
引
歌
表
現
を
行
う
時
、
引
用

す
る
歌
句
は
適
切
に
選
ば
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幻
巻
で
も

「
高

唐
賦
序
」
と

「
有
所
嵯
」
を
引
い
て
い
る
の
だ
と
強
調
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
今
問
題
に
し
た
箇
所
の
直
後
に
は
次
に
引
用
し
た
よ
う
な

叙
述
が
く
る
。

雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
。

大
空
を
か
よ
ふ
幻
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
方
た
づ
ね
よ

何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
ま
ぎ
れ
ず
の
み
、
月
日
に
添
へ
て
お
ぼ
さ
る
。

〈六
―

一
四
九

。
一
五
〇
〉

周
知
の
通
り
、
巻
名
の
出
来
と
な
る
こ
の
歌
は
、
玄
宗
が
方
士
に
亡
き

楊
貴
妃
の
魂
を
求
め
さ
せ
た

「
長
恨
歌
」
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
そ

の
直
前
に

〔神
無
月
歌
〕
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ

う
。

「高
唐
賦
序
」
と

「
有
所
嘘
」
で
死
者
の
魂
を
見
た
源
氏
が
、
今
度

は
死
者
の
魂
を
訪
ね
て
い
く
故
事
を
自
然
と
連
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一ハ
　

〔神
無
月
歌
〕
の
詠
歌
事
情
再
考

こ
こ
ま
で
く
る
と
、

〔神
無
月
歌
〕
の
詠
歌
事
情
に
臆
測
を
巡
ら
し
た

く
な
っ
て
く
る
。
結
論
か
ら
言
う
と
、

〔神
無
月
歌
〕
は
そ
も
そ
も

「有

所
嵯
」
と

「
有
所
嵯
」
が
引
く

「
高
唐
賦
序
」
と
を
引
き
な
が
ら

「暮
」

の

「
行
雨
」
を
死
者
の
魂
の
変
し
た
も
の
と
と
り
な
し
た
歌
物
語
的
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
の
か
。

主
人
公
が
神
無
月
の
夕
暮
れ
に
死
者
を
偲
ん
で
い
る
と
、
時
雨
が
降

っ

た
。
そ
こ
で

「
有
所
嵯
」
や

「
高
唐
賦
序
」
の

「
行
雨
」
を
思
い
出
し
、

あ
の
雨
は
死
者
の
魂
が
変
し
た
も
の
か
と
思
う
。
そ
し
て
一詠
歌
す
る
。
な

ら
ば
、
そ
の
歌
の
訳
は
、

神
無
月
に
は
い
つ
も
時
雨
は
降
っ
た
。
し
か
し
、
今
降
る
時
雨
は
た

だ
の
雨
で
は
な
い
。

「高
唐
賦
序
」
の
神
女
が
暮
れ
に
は

「
行
雨
」

と
な
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
恋
し
い
あ
の
人
の
魂
が
変
し
て
雨
と
な

っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
劉
調
錫
は

「
恋
人
の
魂
が
雲
と
変
し
た
か

雨
と
変
し
た
か
」
と
嘆
い
た
が
、
私
は
眼
前
の
雨
と
な
っ
た
と
思
い

た
い
。
そ
う
思
う
と
、
私
の
袖
は
時
雨
で
濡
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

悲
し
み
の
涙
で
一
層
に
濡
れ
、
こ
れ
ほ
ど
に
朽
ち
て
し
ま
う
こ
と
は

か
つ
て
な
か
っ
た
程
な
の
で
あ
る
。

と
で
も
な
ろ
う
か
。
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こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
の
は
、
葵
巻
で
源
氏
が
朝
顔
宮
に
贈
歌
す
る
際

に
、

「有
所
嵯
」
の

一
節
も

「
高
唐
賦
序
」
の
一
節
も
付
け
加
え
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
幻
巻
で
も

「有
所
嵯
」
や

「高
唐
賦
序
」

が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
語
句
は
な
か
っ
た
。
朝
顔
宮
や

当
時
の
読
者
が
源
氏
の
詠
歌
と
引
歌
表
現
か
ら
源
氏
の
真
意
を
汲
み
取
る

こ
と
を
紫
式
部
が
期
待
で
き
た
の
は
、

〔神
無
月
歌
〕
自
体
が

「有
所
嵯
」

と

「高
唐
賦
序
」
を
引
い
た
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

（
１６
）
０

以
上
の
臆
説
が
も
し
あ
た

っ
て
い
れ
ば
、

〔神
無
月
歌
〕
は
恋
人
を
失

っ
た
人
の
歌
に
な
る
。

七
　

『本
院
侍
従
集
』
で
の
引
用

先
に
述
べ
た
内
容
と
重
な
る
が
、
も
う

一
度
問
題
の
場
面

（
四
七
頁
上

段
）
を
確
認
し
て
お
く
と
、
女
親
の
喪
に
服
す
男

（兼
通
が
モ
デ
ル
）
に

女

（本
院
侍
従
が
モ
デ
ル
）
が
弔
意
を
表
す
文
を
送
る
と
、
男
は

「
い
つ

も
し
ぐ
れ
は
」
と
返
事
す
る
。
折
り
に
適

っ
た
引
歌
で
あ
る
の
は
確
か
な

の
だ
が
、
も
し
、
前
節
で
指
摘
し
よ
う
に

〔神
無
月
歌
〕
が
恋
人
を
失
っ

た
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
事
情
に
は
や
や
ず
れ
が
あ
る
。
も

っ
と

も
、
引
歌
表
現
を
す
る
場
合
、
必
ず
し
も
引
歌
と
完
全
に
同
じ
状
況
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
が
。
そ
れ
と
、

「
源
氏
物
語
』
の
場
合

の
よ
う
に

「
高
唐
賦
序
」
と

「
有
所
嵯
」
と
を
意
識
し
て
男
が
引
歌
表
現

を
し
た
と
し
た
ら
、
恋
人
の
魂
が
雨
に
な
る
の
を
、
母
親
の
魂
が
雨
に
な

る
と
い
う
状
況
に
置
き
換
え
た
こ
と
に
な
る
。

結
果
的
に
は
、
男
が
初
め
て
服
喪
す
る
心
境
と

〔神
無
月
歌
〕
の
下
旬

「
か
く
袖
く
た
す
を
り
は
な
か
り
き
」
が
似
通
い
、
女
が
上
旬
で
そ
れ
を

踏
ま
え
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
女
の
歌
の
下
旬
は

「藤
衣
」
の
縁
語

「
お

り

（織
り
）
」

（
「
ぬ
る
」
は
松
平
文
庫
本

。
群
書
類
従
本
等
で
は

「
き

る

（着
る
）
」
に
な
っ
て
い
る
）
で
綾
な
さ
れ
、
男
の
返
歌
も

「
藤
衣
」

が
テ
ー
マ
と
な
り
、

〔神
無
月
歌
〕
か
ら
は
離
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
恋
人
を
亡
く
し
た
時
に
詠
ま
れ
た
ら
し
い

〔神
無
月
歌
〕
と

女
親
を
喪

っ
た
男
の
立
場
は
違
う
か
ら
、
引
歌
表
現
は
女
と
男
の
贈
答
の

き

っ
か
け
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
女
の
返
歌
の
巧
み
さ
は
目
立
つ
も
の
の
、

「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
よ
う
な
深
い
表
現
効
果
は
魔
し
て
は
い
な
い
の

で
あ
る

（１７
）
０

八
　

〔為
頼
歌
〕

田
坂
氏
は
幻
巻

・
『本
院
侍
従
集
』
の
引
歌
表
現
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及

し
な
い
が

（
１８
）
、
葵
巻
の
引
歌
表
現
は
実
は

〔為
頼
歌
〕
を
引
い
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
は
す
で
に

示
し
た
が
、
こ
の

〔為
頼
歌
〕
も
あ
る
い
は

〔神
無
月
歌
〕
を
本
歌
と
し

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

為
頼
が
物
語
好
き
で
あ
っ
た
の
は

「為
頼
集
』
か
ら
窺
え
る
が
、　
一
方
、

『為
頼
集
』
は
か
な
り
の
数
の
哀
傷
歌
を
載
せ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ

ん
な
為
頼
の

一
面
を

『為
頼
集
全
釈
』
の

「
解
説
」

（
１９
）
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、

「
肉
親

。
縁
者
へ
の
情
愛
に
溢
れ
た
」
心
情
を
赤
裸
々
に
吐
露
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す
る
人
と
表
現
で
き
る
。
同
書
が
、

「家
族
や
春
属
に
限
り
な
い
愛
情
を

注
い
だ
為
頼
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
そ
れ
ら
の
人
々
に
先
立
た
れ
た
と
き
の

悲
し
み
は
大
変
な
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
痛
切
な
響
き
を
持

っ
た
和
歌

と
し
て
結
実
し
て
い
る
。
」
と
指
摘
す
る
の
も
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。

さ
て
、
問
題
の

〔為
頼
歌
〕
を
詞
書
か
ら
改
め
て
引
用
し
て
お
く
。

故
あ
は
た
の
右
大
臣
ど
の
の
は
か
な
く
な
り
た
ま
ひ
て
の
年
の

十
月
に

神
な
月
い
つ
も
し
ぐ
れ
は
か
な
し
き
を
こ
こ
ゐ
の
も
り
も
い
か
が
み

る
ら
ん

こ
の
本
文
に
よ
れ
ば
、

「あ
は
た
の
右
大
臣
」
が
死
ん
だ
際
に
、
故
人

の
親
に
為
頼
が
贈

っ
た
歌
に
な
る
。
し
か
し
、
田
坂
氏
の
詳
細
な
考
察
に

よ
る
と
、
実
は
こ
の
歌
は
永
詐
元
年

（九
八
九
）
に
粟
田
右
大
臣
藤
原
道

兼
が
長
男
福
足
君
を
亡
く
し
た
時
に
為
頼
が
道
兼
に
贈
っ
た
歌
で
、
詞
書

は
本
来

「
故
あ
は
た
の
右
大
臣
ど
の
ゝ
こ
は
か
な
く
…
…
」
と
で
も
あ
る

べ
き
も
の
だ
と
言
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
為
頼
の
相
手
に
対
す
る
同
情
の

念
は
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
り
、
為
頼
自
身
も
我
が
子
を
亡
く
し
た
よ
う
な
悲

し
み
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
痛
い
ほ
ど
感
じ
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
為
頼

は
普
段
の
嘉
落
さ
は
ど
こ
へ
や
ら
、
心
底
相
手
に
同
情
の
念
を
伝
え
よ
う

と
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
の

〔為
頼
歌
〕
と

〔神
無
月
歌
〕
の

一
二
句
が

一
致
す
る
の
は
単
な

る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
の
影
響
を
受
け

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、

〔神
無
月
歌
〕
は
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、

「本
院
侍
従
集
』
３３

・
３４
番
が
贈
答
さ
れ
る
際
に
も
引
歌
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
私
の
考
証

（
２０
）
で
は
天
慶
六
年

（九
四
三
）
の
神
無
月
に
行
わ
れ
た
兼
通
と
本
院
侍
従
の
贈
答
が
も
と
と

な

っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

〔神
無
月
歌
〕
は
少
な
く
と
も
天
慶
六

年
の
時
点
で
人
口
に
臓
突
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
田
坂
氏
が

〔為
頼
歌
〕

が
詠
ま
れ
た
と
推
定
す
る
永
詐
元
年

（九
八
九
）
よ
り
は
実
に
約
半
世
紀

前
で
あ
る
。
ま
た
、
為
頼
の
姪
紫
式
部
も

『
源
氏
物
語
』
の
少
な
く
と
も

ニ
カ
所
で

〔神
無
月
歌
〕
を
引
歌
と
し
て
い
る
こ
と
は
綾
述
し
た
通
り
で

あ
る
。
従
っ
て
、
偶
然

一
二
句
が

一
致
し
た
の
で
な
く
、

〔神
無
月
歌
〕

を
知

っ
て
い
た
為
頼
が
、
子
を
亡
く
し
た
人
に
贈
歌
す
る
に
あ
た
り
、

〔神
無
月
歌
〕
を
本
歌
に
し
て
詠
歌
し
た
可
能
性
の
方
が
高
か
ろ
う
。
な

ら
ば
、
為
頼
の
詠
歌
は
、
十
世
紀
末
に
お
け
る
本
歌
取
り
の
例
と
し
て
注

目
す
べ
き
も
の
に
な
る

（２‐
）
。

そ
う
す
る
と
、

「為
頼
集
全
釈
』
で

「
十
月
の
時
雨
は
い
つ
だ

っ
て
悲

し
い
の
に
子
恋
の
森
も
い
っ
た
い
ど
ん
な
気
持
ち
で
見
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
」
と
訳
さ
れ
て
い
る

〔為
頼
歌
〕
に
込
め
ら
れ
て
い
る
意
味
に
は
も

っ
と
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

〔神
無
月
歌
〕
が
本
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

に
入
れ
て
説
明
的
に
訳
せ
ば
、

「
十
月
の
し
ぐ
れ
は
い
つ
だ
っ
て
悲
し
い

も
の
だ
け
ど
、
故
人
を
偲
ぶ
あ
ま
り
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
袖
を
濡
ら
し
て

し
ま
っ
た
人
も
あ
る
。
そ
の
人
が
亡
く
し
た
の
は
子
供
で
は
な
か

っ
た
が
、

亡
く
な
っ
た
子
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
子
恋
い
の
森
、
す
な
わ
ち
あ
な
た

も
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
気
持
ち
で
時
雨
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

と
で
も
な
ろ
う
か
。
ま
た
さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
も
し

〔神
無
月
歌
〕

が

「
高
唐
賦
序
」
な
ど
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
な
ら
ば
、
最
後
に

「
時
雨
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が
亡
き
子
供
の
魂
の
よ
う
に
見
え
て
悲
し
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
」

（２２
）
と
い
う
意
味
あ
い
も
付
け
加
え
て
よ
か
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
纏
ま
り
の
な
い
こ
と
を
績
々
述
べ
る
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
。

〔神
無
月
歌
〕
が
引
歌
と
な
っ
て
い
る
な
ら
、

「
源
氏
物
語
』
等
で
ど
の
よ
う
な
読
み
が
可
能
か
、
探
っ
て
み
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。
大
方
の
御
叱
正
を
お
願
い
し
た
い
。

注（１
）

「
『本
院
侍
従
集
』
考
―
配
列
に
施
さ
れ
た
虚
構
を
中
心
と
し
て

―
」

（本
誌
第
１４
号

。
一
九
九
二
年
１０
月
）

（２
）
前
田
家
本

『
源
氏
釈
』
に
よ
る
。
以
下
、
こ
の
歌
を

〔神
無
月
歌
〕

と
呼
ぶ
。
な
お
、

「く
た
す
」
が
書
陵
部
本

『
源
氏
釈
』
で
は

「
ぬ

ら
す
」
に
、
定
家
自
筆
本

『奥
入
』
で
は

「
ひ
つ
る
」
に
な
っ
て
い

る
な
ど
、
本
に
よ
り
小
異
が
あ
る
。

「
源
氏
釈
』

・
『
奥
入
』
は

『源
氏
物
語
大
成
第
七
巻
」
に
よ
り
、
濁
点
等
は
私
に
付
し
た
。
以

下
、
同
じ
。

（３
）

『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
想
」

（
一
九
九
二
年

・
和
泉
書
院
）
。

も
と
、

「文
芸
と
思
想
』
５７
号

。
一
九
九
二
年
１
月
に
同
題
で
発
表
。

な
お
、
以
後
も
田
坂
氏
の
見
解
を
た
び
た
び
引
用
す
る
が
、
断
ら
な

い
限
り
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。

（
４
）

『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
、
石
田
穣
二

◆
清
水
好
子
校
注

『新
潮
日
本
古
典
集
成
」
に
よ
り
、
引
月
末
尾
の

〈
〉
内
に
巻
数
と

頁
数
を
記
す
。
な
お
、

『
源
氏
物
語
』
以
外
か
ら
の
引
用
も
含
め
、

傍
線
は
す
べ
て
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
前
田
家
本

『
源
氏
釈
』
に
よ
る
。
定
家
自
筆
本

『奥
入
』
で
は
下

旬
が

「
か
く
そ
て
ひ
つ
る
お
り
は
あ
ら
じ
を
」
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、

本
に
よ
り
小
異
が
あ
る
。

（
６
）

『為
頼
集
』
６０
番
。

「為
頼
集
』
の
引
用

・
歌
番
号
は
、
筑
紫
平

安
文
学
会
著

『為
頼
集
全
釈
』

（
一
九
九
四
年

・
風
間
書
房
）
に
よ

る
。
な
お
、
こ
の
為
頼
の
歌
に
は
作
者
等
に
つ
い
て
種
々
問
題
が
あ

る
が
、
以
下
に
お
い
て
は
便
宜
上

〔為
頼
歌
〕
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

注

（２‐
）
参
照
。

（
７
）

『本
院
侍
従
集
』
か
ら
の
引
用
は
書
陵
部
蔵
本

（五
〇

一
。
一
九

七
）
を
底
本
と
す
る

「
私
家
集
大
成
中
古
Ｉ
』
に
よ
り
、
私
に
濁
点

・
読
点
等
を
付
し
た
。

（８
）
注

（
１
）
の
拙
稿
に
お
い
て
詳
述
し
た
。
な
お
、

〔為
頼
歌
〕
の

詠
歌
時
期
に
つ
い
て
は
注

（
２‐
）
も
参
照
。

（９
）
総
角
巻
に
つ
い
て
は
別
稿

「
「
か
く
袖
ひ
つ
る
」
考
―
総
角
巻
の

匂
宮
の
引
歌
表
現
―
」

（仮
題
）

（
『鈴
峯
女
子
短
期
大
学
人
文
社

会
科
学
研
究
集
報
』
第
４‐
集

。
一
九
九
五
年
１
月
刊
行
予
定
）
を
用

意
し
て
い
る
。

（
１０
）

『全
唐
詩
』

（
一
九
六
〇
年

。
中
華
書
局
）
に
よ
り
、
本
文
を
挙

げ
る
。
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庚
令
楼
中
初
見
時
　
武
昌
春
柳
似
腰
肢
　
相
逢
相
笑

（
一
作
失
）

尽
如
夢
　
為
雨
為
雲
今
不
知
　
部
渚
濠
濠
煙
雨
微
　
女
郎
魂
逐

暮
雲
帰
　
只
応
長
在
漢
陽
渡
　
化
作
鴛
奮

一
隻
飛

（Ｈ
）
引
用
は
、
小
尾
郊

一
『全
釈
漢
文
大
系
　
文
選

（文
章
編
）
二
』

（
一
九
七
四
年

・
集
英
社
）
に
よ
る
。

（‐２
）

『
源
氏
物
語
大
成
第
七
巻
』
所
収
の
前
田
家
本

『源
氏
釈
』
の
校

異
に
は「

ひ
と
り
こ
つ
は
」
ノ
次
、
書
陵
部
本

「
文
選
文
也
」
ト
シ
テ

「
巫
山
之
女
旦
為

二
行
雲

・
暮
鶯

二
行
雨

・
卜
云
」
ノ
註
文
ア

ーー
ソ

。

と
あ
る
。

（
‐３
）

『
源
氏
物
語
評
釈
第
二
巻
』

（
一
九
六
五
年

・
角
川
書
店
）

（‐４
）
玉
上
琢
爾
氏
の

「
源
氏
物
語
の
引
き
歌

（そ
の
一
）
―
そ
の
種
々

相
―
」
（
『源
氏
物
語
研
究
　
源
氏
物
語
評
釈
別
巻

一
二

九
六
六
年

・
角
川
書
店
。
も
と
、

『
国
語
国
文
』
第
２７
巻
第
８
号

。
一
九
五
八

年
８
月
に
同
題
で
発
表
）
に
あ
る
こ
と
ば
。

（
‐５
）
こ
の
点
に
関
し
て
田
坂
氏
は

「出
典
未
詳
歌
が
、
た
と
え
存
在
し

た
に
し
て
も
、
現
実
に
伯
父
為
頼
の
和
歌
が
あ
る
以
上
、
紫
式
部
が

葵
巻
の
朝
顔
の
姫
君
へ
の
文
を
叙
す
る
に
当
た
っ
て
、
為
頼
の
和
歌

を
意
識
し
な
か

っ
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
引
歌
と
し
て
は

出
典
未
詳
歌
と
為
頼
歌
と
両
説
並
記
を
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
」

（引
用
者
注
―

「出
典
未
詳
歌
」
と
は
、

〔神
無
月
歌
〕
の
こ
と
）

と
述
べ
る
。

（
‐６
）
河
添
房
江
氏
は
、

「
引
歌
―
源
氏
物
語
の
位
相
―
」

（
『
論
集
和

歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』

一
九
八
六
年

・
笠
間
書
院
）
の
中
で
、

物
語
世
界
を
随
半
す
る
よ
う
な
古
歌
を
、
つ
ま
り
は
歌
語
り
や

歌
物
語
を
か
か
え
こ
む
和
歌
を
引
歌
し
た
方
が
、
物
語
世
界
の

線
条
性
に
よ
り
強
力
に
作
用
す
る
と
い
う
事
情
が
あ
り
う
る
か

も
し
れ
な
い
。

と
言
う
。
河
添
氏
の
発
言
は
、
例
え
ば
帯
木
巻

一
巻
の
構
想
と
古
歌

が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
見
据
え
て

な
さ
れ
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
て
い
る
葵
巻

・

幻
巻
の
引
歌
表
現
も
歌
物
語
的
な

〔神
無
月
歌
）
を
引
い
て
叙
述
さ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
氏
の
考
え
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
思
う
。

ま
た
河
添
氏
は
続
け
て
、

し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
歌
物
語
や
歌
語
り
で
は
、
歌
本

来
の
成
立
事
情
を
そ
っ
く
り
明
か
す
場
合
よ
り
も
、
そ
れ
が
見

喪
わ
れ
た
の
ち
に
、
新
た
な
解
釈
と
し
て
歌
語
り
や
歌
物
語
が

よ
び
こ
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
殊
の
ほ
か
多
い

と
言
う
。

〔神
無
月
歌
〕
も
本
来
の
詠
歌
事
情
と
は
離
れ
、
い
つ
し

か

「
高
唐
賦
序
」
と

「
有
所
嵯
」
を
踏
ま
え
た
歌
物
語
に
仕
立
て
ら

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
‐７
）
山
口
博
氏
は

「
源
氏
物
語
の
引
歌
」

（
『源
氏
物
語
講
座
第
七
巻
』

一
九
七

一
年

。
有
精
堂
）
に
お
い
て
、

「源
氏
物
語
』
で
は
登
場
人

物
が
引
歌
を
明
示
し
た
場
合
は

「
折
に
か
な
っ
て
雰
囲
気
に
ふ
さ
わ

し
」
い
引
歌
が
な
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
葵
巻

¨
幻
巻
で
の
引
歌
は
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氏
の
指
摘
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば
、

『本
院
侍
従
集
』

の
男
の
引
歌
表
現
は
甘
い
。

（‐８
）
田
坂
氏
は
注

（
１５
）
で
引
用
し
た
部
分
に
続
け
て
、

「
ち
ょ
う
ど
、

岩
波

『古
典
大
系
』
で
、
幻
巻
の

「
ふ
り
し
か
ど
と
、
ひ
と
り
ご
ち

お
は
す
」
の
部
分
に
山
岸
徳
平
氏
が
出
典
未
詳
歌
と
共
に
こ
の
為
頼

の
和
歌
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
。
」

（引
用
者
注
―

「出
典
未
詳
歌
」

と
は
、

〔神
無
月
歌
〕
の
こ
と
）
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
幻
巻
の
引

歌
と
し
て
古
注
釈
が

〔神
無
月
歌
〕
を
指
摘
す
る
の
に
気
づ
い
て
い

る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
以
上
は
何
も
述
べ
な
い
。

（‐９
）
注

（６
）
参
照
。
引
用
し
た
の
は
、
日
坂
憲
二
氏
の
執
筆
部
分
。

（２０
）
注

（１
）
に
同
じ
。

（２‐
）

〔為
頼
歌
〕
は

「清
少
納
言
集
』
に
も
載

っ
て
い
る
な
ど
問
題
は

多
い
が
、
永
詐
元
年

（九
八
九
）
に
為
頼
が
詠
ん
だ
と
い
う
田
坂
氏

の
緻
密
な
考
証
結
果
に
従
い
た
い
。
な
お
、
た
と
え
、
田
坂
氏
の
考

証
に
誤
り
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
為
頼
あ
る
い
は
清
少
納
言
の
頃
に

詠
ま
れ
た
の
は
確
実
で
、

「本
院
侍
従
集
』
よ
り
は
か
な
り
後
で
あ

る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
従
っ
て
、

〔神
無
月
歌
〕
を
本
歌
と
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
本
論
の
主
旨
と
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
。

（２２
）

〔為
頼
歌
〕
も
死
者
が
恋
人
で
な
い
こ
と
は

『本
院
侍
従
集
」
と

同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
し

ゐヽ
の
も
り
も
」
の
助
詞

「も
」
が

き
い
て
い
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
こ
の

「
も
」
は
、

「恋
人
を
喪
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
子
供
を
喪

っ
た
あ
な
た
も、
」
と
い
う
添
加
の
意

に
採
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

『為
頼
集
全
釈
」
に
よ
る
と
、
三
手

文
庫
本

。
宮
内
庁
書
陵
部
本

・
山
口
県
立
図
書
館
本
は

「
も
」
で
あ

る
が
、
群
書
類
従
本

・
続
群
書
類
従
本

・
慶
応
義
塾
大
学
本
で
は

「
は
」
と
な
っ
て
い
る
由
で
あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、

「
も
」
と
あ

り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
つ
つ
み

。
か
ず
ひ
ろ
　
鈴
峯
女
子
短
期
大
学
講
師
）
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