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『し
の
び
ね
物
語
』
の
構
造

―

「長
恨
歌
」
を
視
点
と
し
て
―

は
じ
め
に

「し
の
び
ね
物
語
』
は
、
女
主
人
公
の
忍
び
泣
き
と

「し
の
び
ね
の

君
」
と
い
う
呼
称
に
よ
っ
て
、
女
君
の

「し
の
び
ね
」
（忍
び
泣
く

」ヽと
）

の
物
語
と
見
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
女
君
が
男
君

の
出
家
後
に
帝
の
寵
を
受
け
入
れ
栄
華
を
極
め
る
と
い
う
物
語
の
後
半

部
分
の
筋
に
よ
っ
て
、
女
君
の
栄
達
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と

も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
現
存
本

「し
の
び
ね
物
語
」
は
、
「風
葉
和
歌
集
』
所
載

の
三
首
の
和
歌
を
含
ま
な
い
こ
と
と
、
登
場
人
物
の
最
終
官
職
名
の
相

違
か
ら
、
「風
葉
和
歌
集
』
以
後
の
改
作
と
み
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
女
君

の
女
院
に
至
る
栄
達
は
改
作
時
の
増
補
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
従
来
、
物
語
の
後
半
部
分
は
改
作
に
伴

っ
て
新
た
に

付
置
さ
れ
た
物
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
物
語
の
全
体
像
も
古
本
か
ら
の

改
作
化
と
関
連
付
け
て
把
握
さ
れ
る
事
が
多
か
っ
た
。

た
し
か
に
、
女
君
の
忍
び
泣
き
に
視
点
を
置
い
て
読
む
場
合
、
女
君

の
栄
達
は
、
同
時
に
女
君
に
と
っ
て
の
「
し
の
び
ね
」
（忍
び
泣
く

」ヽと
）

米
田
　
真
理
子

の
消
滅
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
の
物
語
に
は

別
の
視
点
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
神
野
藤
昭
夫

氏
は
、
「女
君
の
悲
恋
に
お
け
る
〈
し
の
び
ね
〉
の
嘆
き
」
と
い
う
主
題

性
が
後
退
し
、
「決
然
た
る
出
家
を
と
げ
る
男
君
の
す
が
た
を
え
が
く

工浸場
糠腰群れ録
漱蝉業
納
彰
品
暗
難
ば
孵
哺
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鶏
♂
噂
転
舞
封
認
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異
蟻
話
は
中
鰤
¨
卿
れ
』
ピ

家
し
、
女
君
は
栄
進
し
始
め
る
。
二
人
は

り
曰礎弩鵞
牡‥と，‐こ」「電‐唯
堪
姫̈計神藤”孫
ュ

証軸“
「の魔̈
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野のもとに現存本を据え、男君と女君の境遇の転換点の検証
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を
通
し
て
物
語
の
構
造
を
探
り
、
さ
ら
に
、
「し
の
び
ね
物
語
」
に
お
け

る

「し
の
び
ね
」
の
意
義
と
機
能
を
問
い
直
す
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

で
は
、
は
じ
め
に
、
そ
の
転
換
点
が
物
語
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置

焼

鮨

樹

‐′ヽ 、
潔

齢

静

嶋

輯

製

鵠

だ

」
揚

主

一　
繕
う
こ
と

。
繕
わ
な
い
こ
と

女
君
し
の
び
ね
の
姫
君
は
物
語
の
つ
ね
と
し
て
美
し
い
女
性
で
あ
る

が
、
そ
の
姿
態
が
繕
わ
な
い
様
子
に
描
写
さ
れ
る
点
に
特
徴
を
持
つ
。

は
じ
め
て
男
君
き
ん
つ
ね
の
前
に
姿
を
露
に
し
た
と
き
も
、
「け
さ

は
ま
だ
つ
く
ろ
ひ
給
は
ぬ
ほ
ど
の
う
ち
赤
み
給
へ
る
は
、
さ
ら
に
此
世

の
も
の
と
も
見
え
ず
」
會
〓
一頁
）
と
、
繕
わ
な
い
姿
で
あ
っ
た
。

物
語
の
中
盤
、
帝
と
初
め
て
対
面
す
る
場
面
で
も
同
様
で
あ
る
。

顔
を
御
覧
ず
る
に
、
泣
き
赤
み
た
る
と
お
ぼ
え
て
色
は
は
な
か
ヽ

と
白
く
洲
訓
測
州
測
刻
鮒
測
劉
劉
引
瓢
到
ｕ
あ
て
や
か
に
、
つヽ
つ
く

し
さ
、
い
ふ
よ
し
も
な
き
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（五
七
頁
）

ま
た
、
帝
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
意
思
表
示
と
し
て
、

う
へ
の
渡
ら
せ
給
ふ
と
き
は
、
、ヽ‐り
引
ｄ
＝
剛
？
劇
劇
り
刻
劉
引
剖

割
割
劇
冽
月
冽
割
到
Ｊ
刊
Ⅵ
『
Ｊ
∃
刻
別
劃
利
劇
利
『
¶
Ｊ
到
呵
司

洲
劃
司
ｄ
剖
綱
刻
ｄ
ｕ
細
川
引
、
や
つ
れ
給
へ
ど
も
、
な
か
ノ
ヽ

う
つ
く
し
さ
た
ぐ
ひ
な
け
れ
ば
、
い
か
に
や
つ
れ
給
へ
ど
も
、
お

ぼ
し
う
ら
む
こ
と
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
七
頁
）

と
あ
る
よ
う
な
、
身
な
り
を
整
え
ず
、
鏡
に
も
向
か
わ
な
い
と
い
っ
た

振
る
舞
い
を
す
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
繕
わ
な
い
こ
と
は
、

し
の
び
ね
の
姫
君
の
積
極
的
行
為
と
し
て
描
き
出
さ
れ
さ
え
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
時
点
ま
で
、
し
の
び
ね
の
姫
君
は
繕
わ
な
い
様

子
で
描
か
れ
る
。

一
方
き
ん
つ
ね
は
、
嵯
峨
へ
の
来
訪
の
様
子
が

で
つ
ち
け
さ
う
じ
て

お
は
し
た
り
」
會
三
頁
）
と
特
筆
さ
れ
る
よ
う
に
、
し
の
び
ね
の
姫
君

と
は
対
照
的
に
、
繕
っ
た
華
や
か
な
存
在
と
し
て
あ
る
。
ま
た
、
唯

一

化
粧
を
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
の
も
、
き
ん
つ
ね
で
あ
る
。
左
大

将
家
の
婚
儀
の
当
日
、
「中
将
は
ひ
ぐ
ら
し
ふ
し
給
ひ
て
、
引
つ
く
ろ

ひ
給
ふ
こ
と
も
な
」
（四
二
頁
）
い
態
度
を
取
り
な
が
ら
も
、
い
ざ
そ
の

時
刻
に
な
る
と
、
鏡
台
を
前
に
し
て
泣
き
腫
れ
た
顔
に
眉
を
引
き
直

し
、
香
を
焚
き
じ
め
た
装
束
に
身
を
包
み
、
そ
し
て
父
内
大
臣
に
「た
ゞ

こ
ゝ
か
し
こ
ひ
き
な
ほ
」
（四
四
頁
）
さ
れ
て
、
出
か
け
て
ゆ
く
。

出
家
直
前
に
内
裏
へ
赴
く
場
合
も
、
繕
う
姿
で
描
か
れ
る
。

さ
て
殿
へ
お
は
し
て
、
一刊
引
司
引
引
ｄ
ｄ
ぷ
劉
■
和
劃
洲
口
剣
司

引
ｄ
ｄ
劇
劇
ａ
マ
今
ひ
と
た
び
う
へ
を
も
、
又
さ
ら
ぬ
ひ
と
か
ヽ

を
も
見
奉
ら
ん
と
お
ぼ
し
て
、
ま
ゐ
り
給
へ
ば
、
　

　

（七
一
頁
）

ま
た
両
親
に
対
面
す
る
場
面
で
も
同
様
に
、
い
つ
も
よ
り
華
や
か
に

繕
う
姿
に
描
か
れ
る
。

殿
へ
ま
ゐ
り
給
へ
ば
、
い
つ
よ
り
も
花
や
か
に
引
つ
く
ろ
ひ
給
ヘ

劉
劃
、
殿
母
上
は
、
い
と
う
つ
く
し
と
お
ぼ
し
た
り
、
（七
三
頁
）

左
大
将
家
に
向
か
う
と
き
、
内
裏
で
、
両
親
の
前
で
、
そ
の
身
振
り

―- 29-



は
、
繕
う
こ
と
を
誇
張
さ
れ
る
。
だ
が
し
か
し
、
き
ん
つ
ね
は
出
家
を

契
機
に
繕
う
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

昨
日
ま
で
は
色
き
ら
を
尽
く
し
、
は
な
や
か
な
る
御
袖
に
、
此
世

の
に
ほ
ひ
を
た
き
じ
め
て
、
行
過
給
へ
る
あ
と
に
も
ひ
る
が
ヘ

し
、
立
ち
寄
り
給
と
こ
ろ
ま
で
は
、
た
ま
か
ゞ
み
を
み
が
き
て
い

つ
く
し
か
り
し
御
さ
ま
を
、
今
日
は
ひ
き
か
へ
て
、
藤
の
衣
に
麻

の
袈
裟

〈略
〉
に
引
か
へ
た
る
さ
ま
は
、
世
の
こ
と
わ
り
と
い
ひ

な
が
ら
、
哀
れ
、
は
た
尽
き
せ
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
（七
五
頁
）

出
家
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の

「色
き
ら
を
尽
く
し
」
た
華
や
か
な

装
い
を
、
「藤
の
衣
に
麻
の
袈
裟
」

へ
と
引
き
替
え
る
の
で
あ
る
。

逆
に
し
の
び
ね
の
姫
君
は
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
後
、
強
引
な
帝
の
召

し
を
契
機
に
、
内
侍
の
手
に
よ
っ
て
繕
わ
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。

ゃ
う
ノ
ヽ
に
く
ど
き
て
、
御
髪
か
き
く
だ
し
て
、
涙
に
ぬ
れ
ぬ
御

衣
め
し
か
へ
さ
せ
な
ど
し
て
、
湘
翻
倒
ｄ
ぶ
劉
列
冽
劇
Ｎ

ま
ゐ
り

給
へ
ば
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（七
九
頁
）

物
語
は
、
か
つ
て
き
ん
つ
ね
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
し
の
び
ね

の
姫
君
を
、
以
後
、
繕
う
姿
に
お
い
て
顕
示
す
る
。

制
翻
洲
割
引
ｄ
刻
副
剃
列
＝
判
割
例
創
「

い
と
ゞ
う
つ
く
し
く
光

そ
ひ
て
、
う
へ
の
お
ぼ
し
め
す
も
御
こ
と
わ
り
に
思
ふ
。
（七
九
頁
）

は
て
は

「
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
給
ふ
あ
り
さ
ま
、
た
ゞ
今
の
世
に
、
ま
た

た
ぐ
ひ
あ
る
べ
き
人
も
な
し
」
（八
〇
頁
）
と
、
繕
う
こ
と
を
、
し
の
び

ね
の
姫
君
ひ
と
り
の
人
に
収
飲
す
る
の
で
あ
る
。

両
者
の
繕
う
こ
と

。
繕
わ
な
い
こ
と
は
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
を
契
機

に
逆
転
し
、
そ
の
時
を
境
に
、
正
確
な
対
応
を
見
せ
る
。
繕
う
姿
で
描

か
れ
て
き
た
き
ん
つ
ね
は
、
繕
う
こ
と
を
や
め
、
繕
わ
な
い
姿
で
描
か

れ
て
き
た
し
の
び
ね
の
姫
君
は
、
繕
い
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
身
な
り
の
転
換
は
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
と
、
し
の
び
ね
の

姫
君
の
栄
達
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
の
変
化
に
、
密
接
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
と
言
え
、
よ
っ
て
、
両
者
の
転
機
も
こ
こ
に
位
置
す
る
と

み
な
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
二
人
の
境
遇
の
変
化
は
物
語
の
改
作
化
と

結
び
付
け
ら
れ
、
ど
ち
ら
か
片
方
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
転
換
点
は
、
そ
の
よ
う
な
物
語
の
断
絶
と

し
て
で
は
な
く
、
連
続
し
た
筋
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
後
に
も
物
語
の

一
貫

性
は
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
と
、

そ
れ
以
降
の
物
語
の
中
に
連
続
す
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
出
家
後
の
両
主
人
公
の
接
触
に
つ
い
て
、
次
に
考
察
を
試
み
る
。

一
一　
悲
恋
の
物
語
と
し
て
の

「し
の
び
ね
物
語
』

き
ん
つ
ね
は
出
家
後
、
し
の
び
ね
の
姫
君
と
三
度
と
逢
う
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
、
第
三
者
を
介
在
さ
せ
て
お
互
い
の
様
子
を
確
か
め
合
う

こ
と
に
な
る
。
し
の
び
ね
の
姫
君
が
、
行
方
を
眩
ま
し
た
き
ん
つ
ね
の

捜
索
を
、
息
子
で
あ
る
若
君
に

「山
籠
り
の
人
を
も
尋
ね
、
行
方
を
も

聞
給
へ
」
（八
二
頁
）
と
依
頼
す
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
直
接
逢
う
こ
と
の
不
可
能
な
二
人
に
代
わ
り
第
二
者
が

代
行
す
る
方
法
は
、
「長
恨
歌
」
に
見
ら
れ
る
。

「し
の
び
ね
物
語
』
の

こ
の
父
母
の
間
を
往
還
す
る
若
君
の
存
在
は
、
玄
宗
が
楊
貴
妃
の
死
後

に
そ
の
行
方
を
探
さ
せ
た
方
士
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に

発
見
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
共
通
点
を
見
出
せ
る
と
考
え
る
。

十
二
歳
に
な
っ
た
若
君
は
父
親
探
し
を
始
め
る
。
明
け
暮
れ
神
仏
に

祈
願
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
人
に
告
げ
ら
れ
て
そ
の
居
所
を
知
る
。

た
ゞ
明
け
暮
れ

「父
の
お
は
す
ら
ん
所
知
ら
さ
せ
給
へ
」
と
、
神

仏
に
も
祈
り
給
ひ
し
じ
る
し
に
や
、
横
川
に
お
は
し
ま
す
と
い
ふ

こ
と
聞
給
ひ
て
、
お
し
あ
て
に
お
は
し
ま
し
て
、
み
や
こ
人
の
籠

り
給
へ
る
所
は
と
、
こ
ゝ
か
し
こ
た
づ
ね
あ
り
き
給
へ
ば
、
あ
る

あ
ん
じ
ち
に
、
苔
む
し
て
哀
な
る
所
ぞ
あ
り
け
る
。
　

（八
二
頁
）

し
か
し
、
横
川
へ
辿
り
着
い
た
若
君
に
は
、
父
の
姿
が
す
ぐ
に
は
わ

か
ら
な
い
。
や
が
て
複
数
の
僧
侶
の
中
の
、
美
し
く
色
の
白
い
人
物
に

目
を
留
め
る
。

中
将
は
ま
づ
父
の
御
顔
の
ゆ
か
し
さ
に
、
い
そ
ぎ
入
て
見
給

ヘ

ば
、
二
三
人
計
お
は
す
る
を
御
覧
じ
ま
は
す
。
お
と
な
し
き
ほ
ど

に
て
わ
か
れ
給
は
ん
だ
に
、
か
は
り
給
へ
る
御
さ
ま
は
、
ふ
と
し

も
見
わ
け
給
ま
じ
き
に
、
ま
し
て
ほ
の
か
に
は
お
ぼ
え
給

へ
ど

も
、
さ
だ
か
に
は
い
か
で
知
り
給
ふ
べ
き
。
そ
の
中
に
ま
み
な
ど

の
け
た
か
く
、
色
も
よ
の
僧
よ
り
自
く
お
は
す
る
を
、
ま
づ
御
め

と
ゞ
め
て
見
給
へ
ば
、
「
こ
れ
ヘ
ノ
ヽ
」
と
の
給
へ
る
に
、
つヽ
ち
か

し
こ
ま
り
給
て
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（八
三
頁
）

一
方
、
「長
恨
歌
」
で
は
、
方
士
は
、
諸
方
面
を
探
し
、
な
か
な
か
楊

貴
妃
の
行
方
を
掴
め
な
い
で
い
た
と
こ
ろ
、
忽
ち
に
聞
き
知
る
。

昇
レ
天
入
レ
地
求
レ
之
遍
　
天
二
昇
り
地
二
入
り
之
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
遍
シ

上
窮
二
碧
落
一下
黄
泉
　
上
ハ
碧
落
ヲ
窮
メ
下
ハ
黄
泉

両
処
茫
茫
皆
不
レ
見
　
　
両
処
茫
茫
ト
シ
テ
皆
見
エ
ズ

忽
聞
海
上
有
二
仙
山
一　
忽
チ
ニ
聞
ク
海
上
二
仙
山
有
リ
ト

多
く
の
仙
子
の
中
に
楊
貴
妃
の
姿
を
見
定
め
難
く
、
そ
の
容
姿
に
注

目
す
る
。

其
中
綽
約
多
二
仙
子
一　
其
ノ
中
二
綽
約
卜
ンヽ
テ
仙
子
争
ン

中
有
二
一
人
一字
太
真
　
中
二
一
人
有
り
字
ハ
太
真

そ
し
て
、
雪
の
よ
う
に
自
く
、
美
し
い
顔
立
ち
の
人
を
、
そ
の
人
か

と
推
じ
量
る
。

雪
膚
花
貌
参
差
是
　
　
雪
膚
花
貌
参
差
ト
シ
テ
是
ナ
リ

両
者
は
、
複
数
名
の
中
か
ら
、
格
別
に
色
が
自
く
美
し
い
人
物
を
捜

し
当
て
る
と
い
う
点
で
極
め
て
近
い
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
「し
の
び
ね
物
語
』
で
、
再
会
を
果
た
し
た
き
ん
つ
ね
が
若
君

に
対
し
て
、
「御
か
ど
の
御
こ
と
な
ど
も
間
」
（八
四
頁
）
い
、
若
君
が
し

の
び
ね
の
姫
君
に
つ
い
て
、
「唯
今
の
き
さ
い
の
官
に
て
、
若
宮
春
宮

と
聞
ゆ
」
（八
四
頁
）
と
答
え
る
様
子
は
、
「長
恨
歌
伝
」
の
楊
貴
妃
が
、

「揖
二
方
士
一、
間
二
皇
帝
安
否
一、
次
間
二
天
賓
十
四
年
已
遷
事
■
方
士
ニ

揖
シ
テ
、
皇
帝
ノ
安
否
ヲ
問
ヒ
、
次
二
天
蜜
十
四
年
已
遷
ノ
事
ヲ
問
フ
こ

と
、

玄
宗
の
様
子
を
尋
ね
る
こ
と
に
似
通
う
。

以
上
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
後
、
し
の
び
ね
の
姫
君
が
若
君
を
使
者
と
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し
て
き
ん
つ
ね
の
行
方
を
探
さ
せ
た
場
面
と
、
楊
貴
妃
の
死
後
、
玄
宗

が
方
士
を
使
者
に
立
て
仙
界
の
楊
貴
妃
の
様
子
を
探
ら
せ
た
場
面
と
を

比
較
し
、
場
面
設
定
と
展
開
に
類
似
点
を
見
出
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「し
の
び
ね
物
語
』
の
両
主
人
公
の
別
離
と
、
そ
の
後

の
接
触
の
場
面
に
、
同
様
の
要
素
を
持
つ
「長
恨
歌
」
の
悲
恋
の
物
語

の
筋
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
「し
の
び
ね
物
語
」
に
お
け
る
二
人

の
別
離
後
の
物
語
の
展
開
に
も
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「し
の
び
ね
物
語
』
が
終
始

一
貫
し
た
悲

恋
の
物
語
、
つ
ま
り
、
愛
し
合
う
二
人
が
引
き
離
さ
れ
三
度
と
逢
え
な

い
な
が
ら
も
お
互
い
に
思
い
続
け
る
、
と
い
う
筋
を
持

っ
た
悲
恋
の
物

語
で
あ
る
こ
と
を
、
確
認
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
物
語
の
中
に
、
先
の
転
換
点
は
存
在
す
る
の

で
あ
る
。一二

『し
の
び
ね
物
語
」
と

「長
恨
歌
」

「し
の
び
ね
物
語
」
が

『源
氏
物
語
』
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
、
夙

に
考
究
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

「し
の
び
ね
物
語
』
の
い
く
つ
か
の
言

葉
を
追
っ
て
い
く
と
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に

「長
恨
歌
」
が
透
け
て
見
え

る
の
で
あ
る
。

「長
恨
歌
」
か
ら
の
影
響
は
、
例
え
ば
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
姿
を

「う
す
も
の
ゝ
御
ぞ
も
、
な
ほ
お
も
げ
に
あ
え
か
な
る
さ
ま
」
（四
四
頁
）

と
描
写
す
る
箇
所
が
、
「長
恨
歌
」
の

「温
泉
水
滑
洗
二
凝
脂
一　
侍
兒

扶
起
嬌
無
レ
カ

（温
泉
ノ
水
滑
ラ
カ
ニ
シ
テ
凝
脂
ヲ
洗
フ
　
侍
兒
扶
ケ
起
セ
バ

嬌
卜
と
ア
カ
鉦
ジ
と

を
踏
ま
え
た

「長
恨
歌
伝
」
の

「体
弱
力
微
、
若

跡

魏

♂

纂

盪

て 二
星

琶

隷

判

葬

毎

ま
た
、
こ
の
描
写
は

「唐
物
語
』
第
十
八

「玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の

議
巴
の
、
「う
す
物
の
こ
ろ
も
な
を
ゝ
も
げ
に
な
む
み
え
け
る
」
と
い
う

叙
述
に
近
似
し
、
さ
ら
に
、
「あ
き
ぎ
り
』
の
女
主
人
公
が
、

な
よ
ノ
ヽ
と
の
み
、
し
ほ
れ
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
、
剖
川
劃
べ

る
き

ぬ
も

い
か

に
お
も

か

る
ら

え
と

、
い
た
は
し
く
み
え
給
ふ
。

と
描
写
さ
れ
る
こ
と
と
同
列
に
あ
る
と
言
え
る
。

い
う
ま
で
も
な
く

「長
恨
歌
」
は
、
本
邦
の
文
学
に
多
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
。
そ
の
受
容
の
様
相
も
多
様
で
あ
り
、
「し
の
び
ね
物
語
』

の
文
章
を

「長
恨
歌
」
と
の
関
係
の
上
で
捉
え
る
場
合
も
、
や
は
り
、

そ
の
よ
う
な
受
容
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

新
間

一
美
氏
は
、
「長
恨
歌
」
の
周
辺
の
作
品
を

「長
恨
歌
の
物
語
」

と
呼
び
、
日
本
に
お
け
る
利
用
の
方
法
を
検
証
し
、
受
容
の
様
相
を
跡

付
け
た
。
ま
た
、
上
野
英
二
氏
は
、
「源
氏
物
語
』
当
時
、
一
般
に
行
わ

れ
て
い
た

「長
恨
歌
」
の
独
特
な
理
解
を

「
『長
恨
歌
』
の
説
話
」
と
し

て
提
示
し
、
さ
ら
に
「長
恨
歌
」
の
解
釈
か
ら
新
た
に
形
成
さ
れ
た
コ
長

椰又
Ｎ
Ｆ
魏
朴
駆
予
押唯
椰響
嘔
愧
斜

換
点
の
内
実
の
把
握
の
た
め
に
、
「長
恨
歌
∵
「長
恨
歌
伝
」
を
中
核
に

据
え
、
さ
ら
に
翻
案
作
品
で
あ
る

「唐
物
語
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
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本
に
お
け
る
受
容
史
に
位
置
付
け
ら
れ
る
周
辺
作
品
を
、
時
代
を
特
定

せ
ず
に
考
慮
の
対
象
と
し
、
「し
の
び
ね
物
語
」
と
比
較
す
る
。

さ
て
、
先
の
し
の
び
ね
の
姫
君
の
姿
は
、
正
妻
と
な
っ
た
左
大
将
の

姫
君
の
恰
幅
の
良
さ
と
の
対
比
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
づ
髪
の
さ
ま
も
こ
は
か
ヽ
と
し
て
、
手
あ
た
り
も
の
ふ
と
く
よ

く
こ
え
て
、
さ
か
り
と
み
ゆ
る
に
、
か
の
人
引
引
測
洲
刊
翻
男
則
刊

潤
劇
馴
割
硼
劇
湖
則
洲
潤
刻
割
劃
を
、
お
ぼ
し
い
づ
る
に
、
こ
ひ

し
き
こ
と
た
と
へ
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
四
頁
）

き
ん
つ
ね
は

「心
な
ら
ず
」
（四
四
頁
）
婚
儀
を
終
え
、
妻
と
な
っ
た

人
を
正
視
し
た
と
き
、
し
の
び
ね
の
姫
君
を
思
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

し
の
び
ね
の
姫
君
の
も
と
に
戻
っ
た
と
き
、

あ
け
て
後
み
給
へ
ば
、
面
や
せ
給
へ
る
御
顔
の
、
涙
に
あ
ら
は
れ

た
り
し
も
、
白
く
か

ヽ
や
く
心
ち
し
て
、
か
の
は
な
や
か
に
も
て

な
し
つ
る
人
に
は
、
な
ら
べ
て
も
い
は
ん
か
た
な
き
ぞ
、
な
ほ
も

の
思
ひ
の
つ
ま
な
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
五
頁
）

と
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
面
痩
せ
し
た
姿
を
見
て
、
今
度
は
左
大
将
の

姫
君
の
華
や
か
に
装
っ
た
姿
が
思
い
出
さ
れ
る
。
両
者
は
、
き
ん
つ
ね

に
よ
つ
て
繰
り
返
し
比
較
さ
れ
、
そ
し
て
、
結
局
は
、
し
の
び
ね
の
姫

君
の
美
し
さ
の
賛
美
へ
と
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
左
大
将
の
姫

君
を
見
て
、

心
こ
と
に
つ
く
ろ
ひ
た
て
ら
れ
て
ゐ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
か
の
人
の

涙
に
し
づ
み
て
、
ひ
き
だ
に
つ
く
ろ
ひ
給
は
ぬ
さ
ま
に
、
思
ひ
く

ら
ぶ
れ
ば
、
め
に
も
つ
き
給
は
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
（四
六
頁
）

と
、
そ
の
華
や
か
に
取
り
繕
っ
た
姿
に
対
し
て
、
繕
わ
な
い
し
の
び
ね

の
姫
君
の
姿
を
思
い
起
こ
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
正
妻
へ
愛
情
が
向

け
ら
れ
な
い
こ
と
の
理
由
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「長
恨
歌
」
で
は
、
楊
貴
妃
の
美
し
さ
は
、
後
宮
の
美
人
た
ち
と
の
対

比
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
ら
れ
る
。
「
や
う
き
ひ
の
物
語
』
に
は
、

ふ
ん
た
い
と
い
ふ
は
、
を
し
ろ
い
ま
ゆ
ず
み
な
り
。
か
の
六
宮
の

う
ち
に
こ
も
り
た
る
三
千
人
の
女
房
た
ち
、
い
か
に
も
う
つ
く
し

く
け
し
や
う
を
い
た
し
、
さ
ま
か
ヽ
き
ら
び
や
か
に
い
で
た
ち
侍

べ
れ
ど
も
、
貴
妃
と
見
く
ら
ぶ
れ
バ
、
一二
千
人
の
女
ば
う
た
ち
ハ

色
も
な
く
う
つ
く
し
か
ら
ぬ
と
也
。

と
あ
り
、
楊
貴
妃
と
比
較
さ
れ
る
女
性
達
を
華
や
か
に
装
っ
た
様
子
で

登
場
さ
せ
る
。
「長
恨
歌
抄
』
で
は
、

粉
黛
ト
テ
、
ヲ
シ
ロ
イ
ベ
ニ
ヲ
ヌ
リ
ツ
ケ
テ
、
眉
ヲ
作
リ
ナ
ド
ス

ル
也
。
其
中
へ
、
楊
貴
妃
ノ
更
ニ
ツ
ク
ロ
ハ
ズ
シ
テ
行
玉
ヘ
バ
、

惣
ノ
飾
立
タ
ル
女
房
ハ
、　
一
向
顔
色
ナ
シ
。

と
描
き
、
楊
貴
妃
を
華
や
か
に
装
わ
な
く
て
も
美
し
い
存
在
と
し
て
設

定
す
る
。
ま
た
、
「唐
物
語
』
は
、

三
千
人
の
女
御
き
さ
き
我
も
ノ
ヽ
と
さ
ぶ
ら
ひ
給
へ
ど
、
御
め
の

つ
て
に
だ
に
か
け
給
は
ず
、
た
だ
こ
の
人
を
の
み
ぞ
、
月
日
に
そ

へ
て
た
ぐ
ひ
な
き
も
の
に
お
ぼ
し
け
る
。

と
、
楊
貴
妃
以
外
に
は
愛
情
が
向
け
ら
れ
な
い
と
す
る
。

他
と
の
比
較
に
よ
つ
て
女
主
人
公
の
美
し
さ
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
物

語
に
お
け
る
常
套
手
段
で
あ
ろ
う
が
、
「し
の
び
ね
物
語
」
の

一
連
の

―-33-―



場
面
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
正
妻
と
な
っ
た
左
大
将
の
姫
君
が
華
や
か

に
装
っ
た
姿
で
描
か
れ
、
一
方
の
し
の
び
ね
の
姫
君
が
繕
わ
な
い
姿
に

描
か
れ
な
が
ら
も
対
比
的
に
美
し
い
と
さ
れ
る
こ
と
と
、
そ
し
て
、
そ

れ
が
、
き
ん
つ
ね
の
正
妻
に
対
す
る
愛
情
放
棄
の
理
由
に
持
ち
出
さ
れ

る
点
で
あ
り
、
こ
こ
に
類
似
の
発
想
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
は
き
ん
つ
ね
の
出
家
後
の
場
面
で
あ
る
。
し
の
び
ね
の
姫

君
は
、
誰
憚
か
る
こ
と
な
く

「泣
き
こ
が
れ
」
（七
七
頁
）、
帝
の
慰
め
に

も
応
じ
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
し
て
、
数
ヶ
月
が
過
ぎ
て
も
、
嘆
き
続

け
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
つ
ゝ
五
月
に
も
成
ぬ
、
五
月
雨
し
げ
う
晴
れ
ま
な
く
、
こ

の
し
の
び
ね
は
い
と
ゞ
思
ひ
の
ま
さ
り
て
、
引劇
ｑ
ｕ
引
バ
引
列
―こ―

相
副
締
到
「
倒
到
団
ｄ
∃
到
Ｊ
刊
倒
瑚
割
測
矧
Ш
馴
Ы
劇
湖
で

（七
七
頁
）

せ
め
て
夢
に
で
も
き
ん
つ
ね
の
姿
を
見
た
い
と
望
む
け
れ
ど
も
、
ま

ど
ろ
む
こ
と
も
な
い
の
で
、
夢
さ
え
見
る
こ
と
が
な
い
、
と
描
写
さ
れ

る
こ
の
箇
所
は
、
「唐
物
語
』
の
、

わ
す
れ
て
も
ま
ど
ろ
ま
せ
給
時
な
け
れ
ば
、
ゆ
め
の
う
ち
に
も
あ

と
同
ぃ
湖
餃
舞
ぃ
“
狙
移
「
い
鐵
」
「

「長
恨
歌
」
で
、
玄
宗
が
楊
貴
妃

を
失
っ
て
悲
嘆
す
る
様
子
を
描
い
た

「孤
灯
挑
尽
未
レ
成
レ
眠

（孤
灯
ヲ

挑
ゲ
尽
シ
テ
未
ダ
眠
リ
ヲ
成
サ
ズ
と

「魂
塊
不
二
曾
来
入
つ
夢

（魂
塊
曾
テ
来

タ
リ
テ
夢
ニ
ダ
ニ
入
ラ
ズ
こ

の
二
句
を
ま
と
め
て
翻
案
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
「長
恨
歌
伝
」
に
は
、
「求
二
之
夢
魂
一、
杏
不
レ
能
レ
得

（之

ヲ
夢
魂
二
求
ム
ル
モ
、
杏
ト
シ
テ
得
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
こ
と
、
せ
め
て
夢
の
中

で
逢
い
た
い
と
願
う
玄
宗
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
「長
恨

歌
」
の
両
句
は
、
「和
漢
朗
詠
集
」
七
八
二
「夕
殿
螢
飛
思
情
然
　
引
畑

捌
尽
対
劇
国
」
や
、
「伊
勢
集
」
五
五

「玉
簾
あ
く
る
も
知
ら
で
寝
し
も

の
を
引
醐
割
劇
Ｊ
日
副
湖
∃
「
洲
副
剰
ど
に
採
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
人
口
に
檜
久
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
は
、
き
ん
つ
ね
出
奔
後
、
内
裏
で
行
わ
れ
た
宴
の
場
面
で
あ
る
。

「け
ふ
は
藤
の
宴
あ
る
べ
し
」
と
て
、
若
き
人
々
ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
、

も
の
ヽ
音
ど
も
し
ら
べ
あ
そ
び
給
へ
ば
、
つヽ
へ
し
の
び
ね
の
内
侍

御
そ
ば
に
お
か
せ
給
て
、
「あ
の
あ
そ
ぶ
人
々
の
中
に
も
、
あ
り
し

中
納
言
の
さ
ま
し
た
る
人
こ
そ
な
け
れ
、
さ
ま
か
た
ち
ば
か
り
に

も
あ
ら
ず
。
ふ
き
た
つ
る
も
の
ヽ
音
ど
も
、
つヽ
ち
聞
く
よ
り
す
ゞ

ろ
に
身
に
し
み
て
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
の
、
尽
き
せ
ざ
り
し
こ
そ
恋
し

け
れ
。
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
は
え
な
き
心
ち
の
す
る
を
、
同
じ

心
に
思
ふ
人
も
あ
ら
ん
」
と
て
、
御
覧
じ
起
こ
せ
給
へ
ば
、
顔
う

ち
赤
め
て
、
ま
づ
涙
お
つ
れ
ば
、
扇
に
て
ま
ぎ
ら
は
じ
給
へ
る
さ

ま
の
、
心
ぐ
る
し
げ
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（八
〇
頁
）

き
ん
つ
ね
の
出
家
か
ら
三
年
の
月
日
が
経

っ
た
。
帝
は
、
な
お
時
折

「よ
ろ
づ
の
御
あ
そ
び
に
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
ゞ
も
尽
く
し
」
（八
〇
頁
）

て
、
し
の
び
ね
の
姫
君
を
慰
め
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
日
も

藤
の
宴
を
催
し
た
の
だ
が
、
そ
の
笛
の
音
に
、
し
の
び
ね
の
姫
君
は
、

き
ん
つ
ね
を
思
い
起
こ
し
て
涙
を
落
と
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、

「長
恨
歌
伝
」
の
楊
貴
妃
を
失

っ
た
玄
宗
が
そ
の
喪
失
感
を
紛
ら
わ
せ

ず
に
い
る
場
面
に
、
類
似
点
を
見
出
す
。



毎
レ
至
二
春
之
日
、
冬
之
夜
、
池
蓮
夏
開
、
宮
椀
秋
落
一、
梨
園
弟

子
、
玉
璃
発
レ
音
、
間
二
寛
裳
羽
衣

一
声
一、
則
天
顔
不
レ
恰

（春
ノ
日
、
冬
ノ
夜
、
池
蓮
夏
開
キ
、
宮
椀
秋
落
ツ
ル
ニ
至
ル
毎
二
、
梨
園

ノ
弟
子
、
王
珀
ヲ
モ
ツ
テ
音
ヲ
発
シ
、
党
裳
羽
衣
ノ
一
声
ヲ
聞
ケ
パ
、
則

チ
天
顔
恰
バ
ズ
）

四
季
折
々
に
梨
園
の
弟
子
た
ち
が
玉
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
、
玄
宗
は
見

裳
羽
衣
の
曲
の

一
声
を
聞
き
付
け
、
生
前
の
楊
貴
妃
が
そ
の
曲
を
舞

っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
、
む
な
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「長
恨
歌

伝
」
が
引
き
続
き

「
三
載

一
意
、
其
念
不
衰

含
二
載
一
意
、
其
ノ
念
衰
ヘ

ズ
こ
と
、
一二
年
の
間

一
心
に
楊
貴
妃
を
思
い
続
け
た
玄
宗
の
姿
を
描
く

こ
と
に
も
、
似
通
う
点
を
認
め
る
。

な
お

『し
の
び
ね
物
語
』
の
こ
れ
に
先
立
つ
場
面
で
、
し
の
び
ね
の

姫
君
の
行
方
を
掴
め
ず
に
い
た
さ
ん
つ
ね
が
、
内
裏
で
帝
に
召
さ
れ
て

笛
を
吹
き
、
そ
れ
を
内
侍
の
局
で
し
の
び
ね
の
姫
君
が
、
「中
納
言
の

ふ
え
と
聞
し
り
給
へ
ば
、
そ
ぞ
ろ
に
も
の
が
な
し
く
」
（五
九
頁
）
と
、

き
ん
つ
ね
の
そ
れ
と
聞
き
分
け
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で

の
物
語
中
に
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
前
で
き
ん
つ
ね
が
笛
を
奏
す
る
場

面
は
な
く
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
の
び
ね
の
姫
君
が
き
ん
つ
ね

の
笛
の
音
と
聞
き
分
け
る
と
い
う
の
は
、
唐
突
の
感
の
否
め
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
別
離
以
前
に
、
笛
に
ま
つ
わ
る
二
人
の
思
い
出
の
場
面

が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
こ
の
判
別
は
、
藤
の

宴
の
場
面
に
と
っ
て
は
、
重
要
な
伏
線
と
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
「し
の
び
ね
物
語
』
の
場
面
を
個
別
に
、
「長
恨
歌
」
と
そ
の

鋼
麹
滸
喘
れ

ら 比
蟻
垢
哺
イ
群
絲
メ
輸
櫛
コ
断
働
獅
副
結
紳
隷
枷
錫
‰
〔

男
女
の
悲
恋
の
大
筋
に
お
い
て
も
、
「長
恨
歌
」
と
の
類
同
性
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で

「長
恨
歌
」
を
前
提
と
し
て
、
い
ま
い
ち
ど
人
物
設
定
に
留

意
す
る
と
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
を
契
機
に
、
き
ん
つ
ね
と
し
の
び
ね
の

姫
君
の
立
場
が
交
替
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
当
初
、
玄
宗
が

楊
貴
妃
を
思
う
よ
う
に
、
き
ん
つ
ね
が
し
の
び
ね
の
姫
君
を
思
っ
た
。

見
つ
め
る
主
体
は
常
に
さ
ん
つ
ね
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
き
ん
つ
ね
の

出
奔
後
の
場
面
で
は
、
玄
宗
が
亡
き
楊
貴
妃
を
思
い
嘆
く
よ
う
に
、
今

度
は
し
の
び
ね
の
姫
君
が
失
踪
し
た
き
ん
つ
ね
を
思
い
起
こ
し
て
嘆
く

の
で
あ
る
。

き
ん
つ
ね
の
出
家
は
物
語
の
転
換
点
を
示
す
。
ま
た
、
そ
の
と
き
は
、

し
の
び
ね
の
姫
君
に
と
っ
て
の
変
貌
の
起
点
で
も
あ
る
。
そ
の
時
点
に

お
い
て
、
一
一人
の
主
人
公
は
、
立
場
を
入
れ
替
え
る
の
で
あ
る
。
「し
の

び
ね
物
語
」
の
遠
景
に

「長
恨
歌
」
を
置
く
こ
と
で
、
物
語
の
転
換
点

に
お
け
る
、
男
女
の
立
場
の
入
れ
替
え
の
仕
組
み
が
浮
上
す
る
の
で
あ

２つ
。で

は
、
そ
の
よ
う
な
物
語
構
造
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
し
の
び
ね
の
姫

君
の
特
性
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た
、
「し
の
び
ね
責
忍
び
泣
く

」ヽと
）
は
、

ど
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「し
の
び
ね
」

の
語
が
、
「し
の
び
ね
物
語
」
に
お
い
て
、
如
何
に
機
能
し
、
如
何
な
る

意
義
を
有
す
る
か
、
ま
ず
は
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
流
す
涙
に
即
し
て
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検
証
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

四
　
し
の
び
ね
の
姫
君
の
涙

し
の
び
ね
の
姫
君
は
、
き
ん
つ
ね
か
ら
左
大
将
の
姫
君
と
の
縁
談
を

打
ち
明
け
ら
れ
た
場
面
で
、
「
つ
ゝ
む
涙
の
ほ
ろ
ノ
ヽ
と
こ
ぼ
れ
そ
め

て
」
會
一八
頁
）
と
、
は
じ
め
て
涙
を
見
せ
る
。
以
降
、
若
君
と
き
ん
つ

ね
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
泣
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
し
の
び
ね
の
姫
君
が
泣
く
場
面
の
中
に
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
泣
い

た
顔
を
、
人
が
美
し
い
と
見
定
め
る
場
面
が
、
い
く
つ
か
存
す
る
。

き
ん
つ
ね
が
左
大
将
の
姫
君
の
も
と
か
ら
帰
宅
し
て
、
し
の
び
ね
の

姫
君
を
見
る
と
、

あ
け
て
後
み
給
へ
ば
、
面
や
せ
給
へ
る
御
顔
の
、
涙
に
あ
ら
は
れ

た
り
し
も
、
自
く
か

ヽ
や
く
心
ち
し
て
、
か
の
は
な
や
か
に
も
て

な
し
つ
る
人
に
は
、
な
ら
べ
て
も
い
は
ん
か
た
な
き
ぞ
、
な
ほ
も

の
思
ひ
の
つ
ま
な
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
五
頁
）

と
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
涙
に
洗
わ
れ
た
顔
は
白
く
輝
き
、
華
や
か
に

化
粧
を
施
し
た
左
大
将
の
姫
君
よ
り
も
優
れ
て
美
し
い
と
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
、
き
ん
つ
ね
の
悩
み
の
端
緒
と
な
る
の
で
あ
る
。

き
ん
つ
ね
と
引
き
離
さ
れ
た
し
の
び
ね
の
姫
君
が
、
身
を
寄
せ
た
内

侍
の
局
に
お
い
て
、
内
侍
に
見
ら
れ
る
場
面
で
は
、

几
帳
お
し
の
け
給
へ
ば
、
は
づ
か
し
く
て
、
少
し
起
き
な
ほ
り
て
、

う
ち
そ
ば
み
給
へ
る
に
、
髪
の
行
方
も
知
ら
ず
、
つヽ
ち
や
ら
れ
た

る
に
、
ほ
ろ
ノ
ヽ
と
こ
ぼ
れ
か

ゝ
り
て
、
み
だ
れ
た
る
筋
な
く
、

い
と
こ
ち
た
し
。
御
顔
も
つ
く
ろ
ふ
こ
と
な
く
涙
に
あ
ら
は
れ
た

り
し
が
、
自
く
こ
ま
や
か
に
、
い
と
う
つ
く
し
く
見
る
に
、
う
ち

お
ど
ろ
か
る
ゝ
心
ち
す
れ
ば
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
（五
二
頁
）

と
、
内
侍
は
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
涙
に
洗
わ
れ
た
白
い
素
顔
を
美
し

い
と
見
て
取
り
、
こ
の
直
後
に
出
仕
を
勧
め
る
。

そ
の
出
仕
の
要
請
を
拒
み
続
け
る
し
の
び
ね
の
姫
君
に
、
痺
れ
を
切

ら
し
た
帝
が
、
自
ら
内
侍
の
局
に
踏
み
込
む
場
面
で
は
、

き
ぬ
引
の
け
御
覧
ず
れ
ば
、
髪
の
行
方
も
知
れ
ず
ひ
れ
臥
し
て
、

い
と
ゞ
忍
び
が
た
げ
に
泣
き
給
ふ
を
、
か
き
起
こ
し
給
ひ
て
、
顔

を
御
覧
ず
る
に
、
泣
き
赤
み
た
る
と
お
ぼ
え
て
色
は
は
な
か
ヽ
と

白
く
ひ
き
も
つ
く
ろ
は
ぬ
顔
か
む
ざ
し
あ
て
や
か
に
、
つヽ
つ
く
し

さ
、
い
ふ
よ
し
も
な
き
を
、
う
ち
お
ど
ろ
か
れ
給
て
、
（五
七
頁
）

と
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
白
い
顔
は
、
泣
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
赤
み
が

差
し
、
美
し
さ
を
増
す
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
帝
は
、
そ
の
顔
に
惹
き

付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
要
所
で
し
の
び
ね
の
姫
君
の
顔
は
、
し
き
り
に
涙
に
洗
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
涙
を
流
し
て
繕
わ
な
い
姿
を
美
し
い
と
見

な
す
こ
と
は
、
た
と
え
ば

『夜
の
寝
覚
」
に
、

夜
昼
、
涙
の
み
流
る
る
よ
り
ほ
か
の
つ
く
ろ
ひ
な
く
て
、
月
ご
ろ

に
な
り
ぬ
れ
ど
、
つ
ゆ
ば
か
り
も
衰
へ
な
く
、
御
顔
は
い
と
ど
に

は
ひ
わ
た
り
て
、
つヽ
ち
面
痩
せ
た
ま
ひ
つ
る
う
つ
く
し
さ
は
、
似



る
も
の
ぞ
な
き
や
。

と
あ
る
こ
と
や
、
ま
た

「む
ぐ
ら
の
宿
』
に
、

き
ぬ
を

ヽ
し
や
り
な
ど
し
て
御
覧
ず
る
に
、
ｄ劇
嘲
利
劇
回
司
ｕ
嘲

冽
川
刻
劇
り
１
呵
洲
日
冽
ｄ
利
日
洲
引
川
ｄ
剥
日
引
日
１
剣
剌
―こ―

ｄ
湖
冽
＝
馴
団
ｄ
洲
引
＝
Ч
Ｊ
列
到
ｄ
洲
劃
引
引
劇
洲
劃
剛
川
創
副
を
、
い

よ
ノ
ヽ
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
ま
さ
ら
せ
給
て
、
い
か
に
し
て
、

す
こ
し
な
ぐ
さ
ま
せ
て
み
ん
と
の
み
お
ぼ
し
め
さ
る
。

な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「し
の
び
ね
物
語
』
独
自
の
造
形
で
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
中
国
の
文
学
作
品
に
も
、
例
え
ば

「琵
琶
行
」
の
、
「夜
深
忽

夢
少
年
事
　
夢
晴
粧
涙
紅
閲
干
（夜
深
ケ
テ
忽
チ
夢
ム
少
年
ノ
事

夢
二
晴

ケ
パ
粧
涙
紅
ニ
シ
テ
閲
千
タ
リ
こ
と
、
美
し
い
女
性
の
化
粧
を
施
し
た
顔

に
涙
が
流
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
こ
と
や
、
「晴
粧
」
と
い
う
泣
い
た

顔
に
装
う
行
為
に
も
類
似
性
を
見
出
す
。
「晴
粧
」
は
、
「後
漢
書
』
志

第
十
三
・
五
行

一
に
、
「晴
粧
者
、
薄
拭
二
日
下
一、
若
二
晴
処
一
（晴
粧
ハ
、

薄
ク
ロ
下
ヲ
拭
ヒ
、
晴
キ
タ
ル
処
ノ
若
ク
ス
こ

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
粉

を
目
の
下
で
薄
く
拭
い
、
涙
を
流
し
た
よ
う
に
見
せ
る
化
粧
法
で
あ
る

と
見
ら
れ
、
美
し
い
女
性
の
顔
が
涙
に
濡
れ
る
こ
と
で
さ
ら
に
美
し
さ

を
増
す
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
、
「百
詠
和
歌
』
巻
四

・
桃
に
、

だ
け露
二似
フリ騨
型

梁
翼
力
妻
孫
寿
眉
目
形
人
に
す
ぐ
れ
た
り
。
よ
て
愁
る
眉
喘
粧
を

い
つ
は
り
な
せ
り
。
見
る
も
の
心
を
ま
ど
わ
さ
ず
と
云
事
な
し
。

桃
花
の
露
に
濡
た
る
美
人
の
な
け
る
よ
そ
ほ
ひ
に
ヽ
た
り
。
す
べ

て
桃
花
の
雫
を
の
む
に
百
病
を
除
て
顔
の
色
光
あ
り
と
い
へ
り
。

朝
露
の
紅
に
は
ふ
は
な
の
か
ほ

こ
ぼ
る
ヽ
い
ろ
ぞ
な
み
だ
な
り
け
る

と
、
「眉
目
形
人
に
す
ぐ
れ
」
た
人
の

「晴
粧
」
が

「見
る
も
の
心
を
ま

ど
わ
」
す
と
あ
る
こ
と
は
、
美
し
い
人
の
涙
の
効
果
を
傍
証
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
ゎ
。

こ
こ
で

「し
の
び
ね
物
語
」
に
立
ち
返
る
と
、
ま
さ
し
く
し
の
び
ね

の
姫
君
の
流
し
た
涙
も
、
人
を
惹
き
付
け
る
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
し
の
び
ね
の
姫
君
は
悪
条
件

の
下
に
あ
り
、
故
に
思
い
乱
れ
繕
わ
な
い
姿
で
そ
こ
に
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
容
貌
は
涙
に
濡
れ
る
こ
と
で
自
く
輝
き
、
圧
倒
的
な
美
し
さ
を
醸

し
出
す
。
た
め
に
、
人
々
は
記
憶
に
留
め
る
の
で
あ
る
。

き
ん
つ
ね
が
新
し
く
妻
に
迎
え
た
左
大
将
の
姫
君
を
見
て
、
思
い
浮

か
べ
る
の
は
涙
に
暮
れ
る
し
の
び
ね
の
姫
君
の
姿
で
あ
っ
た
。
し
の
び

ね
の
姫
君
が
内
侍
の
局
に
身
を
寄
せ
、
内
侍
が
出
仕
を
勧
め
る
の
も
、

し
の
び
ね
の
姫
君
の
涙
で
濡
れ
た
顔
を
見
た
こ
と
が
き
つ
か
け
で
あ
つ

た
。
初
め
て
対
面
し
た
帝
が

で
つ
ち
お
ど
ろ
か
れ
給
て
、
い
ま

ヽ
で
こ

れ
を
、
な
ど
雲
ゐ
の
う
ち
な
が
ら
見
ざ
り
つ
る
、
我
お
こ
た
り
と
、
く

や
し
き
ま
で
御
心
う
つ
ろ
ひ
て
」
（五
七
頁
）
と
心
を
囚
わ
れ
た
の
も
、

や
は
り
涙
で
泣
き
濡
ら
し
た
顔
を
見
た
が
た
め
で
あ
っ
た
。

し
の
び
ね
の
姫
君
の
美
し
さ
は
、
は
じ
め
き
ん
つ
ね
の
視
線
の
先
に
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の
み
顕
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、
そ
の
視
線
は
内
侍
か
ら
帝
ヘ

と
停
滞
す
る
こ
と
な
く
引
き
継
が
れ
て
い
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

人
物
に
よ
っ
て
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
美
し
さ
は
、
涙
に
濡
れ
た
顔
に

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
視
線
の
主
体
を
変
更
し
つ
つ
、
物
語
は
展
開

す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
主
張
の
少
な
い
し
の
び
ね
の
姫
君
に
と
っ
て
、

涙
は
、
場
面
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

よ

っ
て
、
物
語
は
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
泣
く
姿
態
を
執
拗
に
繰
り

返
し
、
視
点
を
替
え

つ
つ
再
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
を
展
開
さ
せ

る
力
は
、
常
に
泣
き
、
且
つ
美
し
い
こ
と
で
可
能
に
な
る
と
言
え
る
で

あ
ろ
つヽ
。五

　
「
し
の
び
ね
」
の
移
行

「
し
の
び
ね
」
の
語
は
、
「悲
恋
に
お
け
る
忍
び
泣
き
の
意
」
で
あ
り
、

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
そ

つ
と
涙
を
流
す
行
為
で
あ
る
と
見
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
「
し
の
び
ね
物
語
」
に
お
け
る

「
し
の
び
ね
」
は
、
そ

の
よ
う
に
人
知
れ
ず
泣
く
の
で
は
な
く
、
忍
び
泣
く
姿
を
他
の
人
に

よ

っ
て
見
ら
れ
る
と
い
う
点
に
、
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前

節
で
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
泣
く
姿
の
描
写
の
中
に
は
、
他
の
人
に
美

し
い
と
見
定
め
ら
れ
る
例
が
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
し
の
び
ね
の
姫
君

の
忍
び
泣
き
と
い
う
行
為
も
、
ま
た
、
他
の
人
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る

も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も

「
し
の
び
ね
の
内
侍
」
（七
九
頁
）
と
い
う
呼
称
も
、
き
ん

つ
ね
の
出
家
後
、
よ
う
や
く
参
上
し
た
し
の
び
ね
の
姫
君
を
見
た
帝
に

よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
泣
き
続
け
て
き
た
こ
と
を

で
つ
ち
わ
ら
は
せ
給

ヘ

ば
」
（七
九
頁
）
と
か
ら
か
わ
れ
、
あ
だ
名
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
、
前
節
に
引
用
し
た
場
面
を
見
返
す
と
、
し
の
び
ね
の
姫
君

の
泣
く
姿
と
「白
し
」
と
い
う
言
葉
と
が
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
に
も
、

特
徴
を
見
出
さ
れ
る
。

し
の
び
ね
の
姫
君
は
、
き
ん
つ
ね
に
、

面
や
せ
給

へ
る
御
顔
の
、
涙
に
あ
ら
は
れ
た
り
し
も
、
劇
０
か

ゝ

や
く
心
ち
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
五
頁
）

と
見
つ
め
ら
れ
、
内
侍
の
局
に
お
い
て
は
、

御
顔
も

つ
く
ろ
ふ
こ
と
な
く
涙
に
あ
ら
は
れ
た
り
し
が
、
劇
ｑ
こ

ま
や
か
に
、
い
と
う

つ
く
し
く
見
る
に
、
　
　
　
　
　
（五
二
頁
）

と
、
内
侍
に
よ

っ
て
見
出
さ
れ
る
。
帝
と
の
対
面
の
場
面
で
も
、

顔
を
御
覧
ず
る
に
、
泣
き
赤
み
た
る
と
お
ぼ
え
て
色
は
は
な
か
ヽ

と
劇
ｑ
ひ
き
も

つ
く
ろ
は
ぬ
顔
か
む
ざ
し
あ
て
や
か
に
、
つヽ
つ
く

し
さ
い
ふ
よ
し
も
な
き
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（五
七
頁
）

と
、
泣
く
姿
に
目
を
止
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
直
前
の

場
面
で
も
、
そ
の
顔
を
見

つ
め
ら
れ
、

い
と
ま
ご
ひ
し
給
ふ
や
う
に
て
御
顔
を
つ
く
か
ヽ
と
見
給

へ
ば
、

い
み
じ
う
泣
き
は
れ
て
き
ら
ノ
ヽ
と
し
た
る
御
顔
の
、
い
よ
ノ
ヽ

ひ
か
る
や
う
に
劇
引
う

つ
く
し
け
れ
ば
、
御
ぐ
し
を
か
き
や
り

て
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（七
三
頁
）
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と
、
や
は
り
泣
く
姿
と
、
「自
し
」
は
結
び
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
描
写
か
ら
、
し
の
び
ね
の
姫
君
の
泣
く
姿
は
、
「白
し
」
と

い
う
形
容
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
し

の
び
ね
の
姫
君
の
泣
く
姿
は
、
人
に
見
顕
わ
さ
れ
、
「自
し
」
と
判
断
さ

れ
る
点
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
の
び
ね
の
姫
君
の
忍
び
泣
き
は
、
語
義
通
り
の
人
知
れ
ず
泣
く
行

為
で
は
な
く
、
他
の
人
に
見
出
さ
れ
、
さ
ら
に
「白
し
」
と
見
ら
れ
、
美

し
い
と
判
断
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
。

物
語
の
中
途
で
し
の
び
ね
の
姫
君
は
、
忍
び
泣
く
こ
と
を
や
め
る
。

帝
が
「
せ
ち
に
た
は
ぶ
れ
さ
せ
給
号
つ
と
、
「う
ち
わ
ら
ひ
給
を
り
も
あ

れ
ば
」
（八
一
頁
）
と
、
微
笑
を
も
ら
す
。
こ
の
振
る
舞
い
は
忍
び
泣
く

女
君
の
境
遇
の
転
機
の
符
牒
で
あ
る
。

さ
て
、
物
語
で
涙
を
流
す
の
は
、
も
ち
ろ
ん
し
の
び
ね
の
姫
君
だ
け

で
は
な
い
。
き
ん
つ
ね
も
、
時
折
涙
を
見
せ
る
。
物
語
の
終
盤
で
、
出

家
後
の
き
ん
つ
ね
を
、
若
君
が
捜
し
出
し
再
会
す
る
場
面
で
も
、
き
ん

つ
ね
は
涙
を
流
す
の
で
あ
る
。

「年
ご
ろ
ゆ
か
し
う
も
こ
ひ
し
く
も
思
ふ
故
、
ね
ぶ
つ
も
さ
は
り

が
ち
な
り
つ
る
を
、
つヽ
れ
し
く
も
た
づ
ね
給
へ
る
か
な
〈略
こ
と

て
、
墨
染
の
御
袖
を
顔
に
お
し
あ
て
ヽ
泣
き
給
ふ
。
　

（△
二
頁
）

そ
し
て
、
若
君
は
、
き
ん
つ
ね
を
見
る
。

い
と
若
く
、
う
つ
く
し
う
お
は
せ
し
名
残
に
や
つ
れ
給
へ
ど
も
、

人
に
ま
ぎ
る
べ
く
も
見
え
給
は
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
（八
四
頁
）

き
ん
つ
ね
の
泣
く
姿
も
、
か
つ
て
の
し
の
び
ね
の
姫
君
と
同
様
に
、

若
君
に
よ
っ
て
見
つ
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
若
君
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ

た
き
ん
つ
ね
は
、
「自
し
」
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
中
に
ま
み
な
ど
の
け
た
か
く
、
色
も
よ
の
僧
よ
り
劇
ｑ
お
は

す
る
を
、
ま
づ
御
目
と
ゞ
め
て
見
給
へ
ば
、
　
　
　
　
（杢
二
頁
）

き
ん
つ
ね
の
容
姿
を

「自
し
」
と
形
容
す
る
の
は
、
こ
の

一
例
の
み

で
あ
る
が
、
こ
の

「自
し
」
も
、
涙
を
流
す
姿
と
結
び
付
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
の
び
ね
の
姫
君
が
も
ら
し
た
微
笑
と
は
対
照
的
に
、
出
家
し
た
き

ん
つ
ね
は
、
や
つ
れ
た
美
し
い
白
い
顔
と
結
び
つ
い
た
泣
く
姿
を
、
他

の
人
に
見
ら
れ
る
側

へ
と
移
行
す
る
。
し
の
び
ね
の
姫
君
の
特
権
で

あ

っ
た

「し
の
び
ね
」
は
、
出
家
し
た
き
ん
つ
ね
へ
と
受
け
継
が
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「し
の
び
ね
」
（忍
び
泣
く
こ
と
）
の

描
写
に
も
、
や
は
り
、
物
語
の
中
で
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
一
貫
性
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第

一
節
で
、
繕
う
こ
と
と
繕
わ
な
い
こ
と
の

転
換
点
を
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
に
看
取
し
た
の
と
同
時
に
、
「し
の
び

ね
」
も
ま
た
、
出
家
を
境
と
し
て
、
し
の
び
ね
の
姫
君
か
ら
き
ん
つ
ね

へ
と
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

し
の
び
ね
の
姫
君
は
、
若
君
と
き
ん
つ
ね
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
泣
き

続
け
た
。
し
か
し
、
き
ん
つ
ね
の
出
家
後
に
、
帝
の
寵
を
受
け
入
れ
、

そ
の
忍
び
泣
き
を
や
め
る
。
そ
の
と
き
、
し
の
び
ね
の
姫
君
が
忍
び
泣



く

「
し
の
び
ね
」
の
物
語
は
、
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
の
び

ね
の
姫
君
の

「
し
の
び
ね
」
は
、
栄
達
を
き

っ
か
け
に
、
し
の
び
ね
の

姫
君
か
ら
離
脱
し
、
出
家
し
た
き
ん
つ
ね
が
、
そ
の

「
し
の
び
ね
」
を

受
け
継
ぐ
。
つ
ま
り
、
「
し
の
び
ね
」
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
物
語
の

転
換
点
に
お
い
て
、
主
体
を
入
れ
替
え
て
、
承
継
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
主
題
の
代
替
や
、
物
語
の
改
変
を
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
よ
う
な
破
綻
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
し
の
び
ね
物
語
」
の
遠
景
に

「長
恨
歌
」
を
置
く
こ
と
で
、
物
語
の

転
換
点
と
、
男
女
の
立
場
の
入
れ
替
え
の
仕
組
み
が
浮
上
す
る
。
そ
し

て
、
物
語
を
総
括
的
に
捉
え
る
と
き
、
「
し
の
び
ね
物
語
』
は
、
き
ん
つ

ね
の

「
し
の
び
ね
」
の
物
語
で
も
あ
る
と
言
え
、
「
し
の
び
ね
」
の
物
語

は

一
貫
す
る
の
で
あ
る
。

注（１
）
神
野
藤
昭
夫
氏

「『し
の
び
ね
物
語
」
の
位
相
―
吉
本

「し
の
び
ね
」
・
現

存

『し
の
び
ね
』
・
「し
ぐ
れ
」
の
軌
跡
―
」
貧
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語

史
』
若
草
書
房
　
平
成

一
〇
年
）

（２
）
大
槻
修
氏

『蓬
左
文
庫
蔵
し
の
び
ね
物
語
」
解
説

（和
泉
書
院
　
昭
和
五

三
年
）。
ま
た
、
同
氏

「は
か
な
げ
な
女
の
悲
恋
の
物
語
」
η
中
世
王
朝
物
語

の
研
究
』
世
界
思
想
社
　
平
成
五
年
）
や
、
同
氏

「
し
の
び
ね
」
物
語
の
改

作
態
度
」
（同
前
）
に
主
題
と
改
作
の
関
係
を
論
述
さ
れ
て
い
る
。

（３
）
中
川
照
将
氏
「
し
の
び
ね
物
語
」
に
お
け
る
人
物
の
属
性
」
貧
詞
林
』
２５

平
成

一
一
年
）
に
、
引
き
繕
う
こ
と
に
関
し
て
の
論
究
が
あ
る
。

（４
）
行
方
不
明
者
の
捜
索
は
、
「住
吉
物
語
』
・
「あ
き
ぎ
り
」
な
ど
に
も
見
ら

れ
る
が
、
「し
の
び
ね
物
語
』
は
、
そ
れ
ら
と
は
手
順
が
異
な
り
、
類
型
と
は

言
い
難
い
。
ま
た
、
「長
恨
歌
」
の
こ
の
箇
所
の
利
用
は
、
「源
氏
物
語
』
桐

壺
の
巻
の
靭
負
の
命
婦
が
方
士
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
に
先
駆
が
見
ら
れ
、
「し

の
び
ね
物
語
』
の
若
君
を
方
士
に
見
立
て
る
と
き
、
こ
の
場
面
を
、
そ
の
延

長
線
上
に
位
置
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

（５
）
広
島
平
安
文
学
研
究
会

「訳
注

「し
の
び
ね
物
語
」
（上
と

（「古
代
中
世

国
文
学
』
４
　
昭
和
五
九
年
）

（６
）
新
間

一
美
氏

「白
居
易
の
長
恨
歌
―
日
本
に
お
け
る
受
容
に
関
連
し
て

―
」
含
白
居
易
研
究
講
座
　
第
二
巻
　
自
居
易
の
文
学
と
人
物
Ⅱ
」
勉
誠
社

平
成
五
年
）

（
７
）
上
野
英
二
氏

「
平
安
朝
に
お
け
る
物
語
―
長
恨
歌
か
ら
源
氏
物
語
へ
」

貧
源
氏
物
語
序
説
』
平
凡
社
　
平
成
七
年
）

（８
）
「唐
物
語
全
釈
』
は
、
当
該
箇
所
の
語
釈
に
、
「源
氏
物
語
』
明
石
の
巻

「年

比
夢
の
内
に
も
み
た
て
ま
つ
ら
で
、
こ
ひ
し
う
お
は
つ
か
な
き
御
さ
ま
を
、

ほ
の
か
な
れ
ど
さ
だ
か
に
み
た
て
ま
つ
り
つ
る
の
み
面
か
げ
に
お
ぼ
え
給
て
」

を
例
に
挙
げ
て
い
る
。

（９
）
上
野
英
二
氏
は
、
注

（７
）
の
論
文
の

［注
］
（
２５
）
に
お
い
て
、

例
え
ば
、
若
紫
の
巻
の
北
山
の
垣
間
見
の
場
面
は
、
「伊
勢
物
語
』
初
段
に

基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「長
恨
歌
」
を
基
に
桐
壺
の
巻
が

書
か
れ
た
の
と
同
様
の
事
情
を
そ
こ
に
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

と
、
指
摘
す
る
。
「し
の
び
ね
物
語
』
の
冒
頭
場
面
が
、
「源
氏
物
語
』
の
若

紫
の
巻
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
市
古
貞
次
氏
の

「公
家

物
語
」
３
中
世
小
説
の
研
究
」
東
京
大
学
出
版
会
　
昭
和
三
〇
年
）
を
嗜
矢

に
、
夙
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
上
野
氏
の
指
摘
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
る
と
、
「し
の
び
ね
物
語
」
の
冒
頭
部
分
に
も
、
「長
恨
歌
」
と

の
類
似
点
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



（
１０
）
化
粧
を
し
た
顔
に
涙
が
流
れ
る
様
子
は
、
以
下
の
作
品
等
に
も
見
え
る
。

「千
載
佳
句
』
下

・
草
本
部

・
薔
薇

六
四
三
　
翠
葉
恨
レ
風
二
如
二
剪
彩

・　
紅
花
含
レ
露
ヲ
似
二
晴
粧
・

『本
朝
文
粋
』
巻
十
四

・
願
文
下

・
追
善

〈円
融
院
四
十
九
日
御
願
文

始
号
二朱

雀
院
・
・
菅
相
公
補
正
〉

柳
眼
情
有
レ
情
、
空
添
二
晴
粧
於
池
堤
之
暮
雨
・

「新
撰
朗
詠
集
』
春
　
雨

七
二
　
花
疑
漢
女
晴
粧
涙
　
水
似
呉
娃
笑
弄
争
　
博
温

ま
た
、
本
邦
に
お
い
て
、
「吉
本
説
話
集
」
な
ど
に
所
収
さ
れ
る

「平
中
事
」

が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

こ
の
平
中
、
さ
し
も
心
入
ら
ぬ
女
の
許
に
て
も
、
泣
か
れ
ぬ
音
を
、
空
泣

き
を
し
、
涙
に
濡
ら
さ
む
料
に
、
硯
瓶
に
水
を
入
れ
て
、
緒
を
つ
け
て
、
肘

に
懸
け
て
し
歩
き
つ
、
顔
袖
を
濡
ら
し
け
り
。

（
Ｈ
）
神
野
藤
昭
夫
氏
、
注

（
１
）
の
論
文
に
拠
る
。

※

『し
の
び
ね
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
丹
鶴
叢
書
所
収
本
を
底
本
と
す
る

『鎌
倉
時
代
物
語
集
成
」
に
拠
る
。
な
お
、
私
意
に
よ
り
、
適
宜
、
漢
字
を
あ

て
、
傍
記
を
本
文
化
し
た
。

※
そ
の
他
、
引
用
し
た
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。
な
お
、
私
意
に
よ

り
、
適
宜
、
句
読
点

・
返
り
点

・
書
き
下
し
文
を
付
し
た
。

Ｌ
長
恨
歌
」
「長
恨
歌
伝
」
「琵
琶
行
」
…

「白
氏
文
集
歌
詩
索
引
　
下
冊
　
白

氏
文
集
歌
詩
篇
』
（同
朋
出
版
　
平
成
元
年
）

ム
唐
物
語
』
…
小
林
保
治
氏

『唐
物
語
全
釈
』
（笠
間
書
院
　
平
成

一
〇
年
）

ム
あ
き
ぎ
り
」
「む
ぐ
ら
の
宿
』
…
鎌
倉
時
代
物
語
集
成

ム
や
う
き
ひ
物
語
一
…
古
典
文
庫

二
長
恨
歌
抄

〈
慶
長
古
活
字
版
こ
…
國
田
百
合
子
氏

『長
恨
歌
・
琵
琶
行
抄

〈
諸

本
の
国
語
学
的
研
究
・
翻
字
校
異
篤
こ

（ひ
た
く
書
房
　
昭
和
五
七
年
）

ム
和
漢
朗
詠
集
』
『新
撰
朗
詠
集
』
…
新
編
国
歌
大
観

ム
伊
勢
集
」
「古
本
説
話
集
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系

ム
源
氏
物
語
』
『夜
の
寝
覚
』
『太
平
記
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

ム
後
漢
書
』
‥
第

一
一
冊
　
中
華
書
局

ム
百
詠
和
歌
』
…
山
崎
誠
氏

「百
詠
和
歌
の
一
伝
本
の
紹
介
と
翻
刻
」
貧
広
島

女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
”
　
昭
和
六
〇
年
）

ム
千
載
佳
句
∵
‥
金
子
彦
二
郎
氏
『平
安
時
代
文
学
と
自
氏
文
集
』
（妻
林
舎

昭
和
五
二
年
）

（よ
ね
だ

。
ま
り
こ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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