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共
鳴
す
る
源
氏
物
語

―
―
花
の
枯
れ
枝
を
さ
し
だ
す
こ
と
―
―

一　
源
氏
物
語
の
中
で

無
数
の
細
部
が
共
鳴
し
て
い
る

『源
氏
物
語
」
に
は
中
心
も
な
け
れ
ば
背
骨
も
な
い
。
た
だ
、
テ
ク
ス
ト
に

散
在
す
る
身
振
り
や
姿
態
、
言
葉
や
事
物
と
い
っ
た
諸
細
部
が
、
あ
ち
こ
ち
で

共
鳴
共
振
し
て
い
る
だ
け
だ
。

或
る
細
部
は
、
幾
帖
も
距
た
っ
た
他
の
諸
細
部
と
連
動
し
重
合
す
る
こ
と
で
、

更
な
る
力
、
新
た
な
る
意
味
を
発
現
す
る
。
さ
よ
う
な
諸
細
部
の
響
き
合
い
を

触
知
す
る
こ
と
、
さ
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
機
構
を
明
ら
め
る
こ
と
が
、
本
稿
の

目
的
で
あ
る
。

就
中
、
次
の

「横
笛
」
巻
の
く
だ
り
に
は
、
そ
こ
か
し
こ
の
細
部
細
部
と
の

強
い
共
鳴
を
見
せ
る
、
力
能
を
持
っ
た
身
振
り
が
あ
る
。

大
将

［夕
霧
］
は
、
こ
の
君

［薫
］
を
ま
だ
え
よ
く
も
見
ぬ
か
な
と
お
ぼ

し
て
、
御
簾
の
隙
よ
り
さ
し
出
で
た
ま
へ
る

［薫
］
に
、
花
の
枝
の
枯
れ

て
落
ち
た
る
を
取
り
て
見
せ
た
て
ま
つ
り
て
、
招
き
た
ま
へ
ば
、
走
り
お

は
し
た
り
。
二
藍
の
直
衣
の
限
り
を
着
て
、
い
み
じ
う
白
う
光
り
う
つ
く

し
き
こ
と
、
皇
子
た
ち
よ
り
も
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
に
て
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と

き
よ
ら
な
り
。
な
ま
目
と
ま
る
心
も
添
ひ
て
見
れ
ば
に
や
、
眼
居
な
ど
、

カロ

こ
れ

［薫
］
は
今
す
こ
し
強
う
か
ど
あ
る
さ
ま
ま
さ
り
た
れ
ど
、
ま
じ
り

の
と
ぢ
め
を
か
し
う
か
を
れ
る
け
し
き
な
ど
、
［柏
木
に
］
い
と
よ
く
お

ぼ
え
た
ま
へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（横
笛
　
一三
二
七
頁
～
）

「横
笛
」
巻
末
近
く
、
亡
き
柏
木
が
現
れ
た
昨
夜
の
夢
を
気
掛
か
り
に
し
つ

つ
光
源
氏
の
も
と
を
訪
れ
た
夕
霧
が
、

《花
の
枯
れ
枝
》
を
さ
し
だ
し
て
幼
い

薫
を
招
き
寄
せ
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

「花
の
枝
の
枯

れ
て
落
ち
た
る
を
取
り
て
見
せ
」
る
と
い
う
身
振
り
だ
。

こ
の
夕
霧
の
仕
種
に
つ
い
て
は
、
玉
上
琢
彊
氏
が

「
お
い
で
お
い
で
を
す
る
。

相
手
を
し
よ
う
、
と
い
う
態
度
を
示
し
た
の
だ
。」
と
述
べ
る
以
外
、
古
註
釈

か
ら
現
代
の
註
釈
書
ま
で
、
意
義
や
意
味
合
い
が
説
か
れ
る
こ
と
も
、
引
歌
や

引
詩
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
近
年
、
野
口
武
彦
氏
を
始
め
、
河
添

房
江
氏
や
原
岡
文
子
氏
ら
に
よ
っ
て
、
「
宿
鏡
膨
縣
〕
だ
の
「
移
α
怒
躍
」

だ
の
が
言
挙
げ
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
く
だ
り
へ
の
言
及
を
見
る
こ
と
は
出
来

＾
３
）

な
か
っ
た
。

主
題
や
構
造
と
い
っ
た
大
い
な
る
観
念
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
、
瑣
末
な
断
片
、

取
る
に
足
ら
ぬ
細
部
と
し
て
貶
置
さ
れ
る
、
か
よ
う
な
仕
種
や
姿
態
は
、
し
か

し
、
僅
か
な
強
度
、
微
か
な
顛
動
を
以
て
確
か
に
そ
こ
に
顕
現
し
て
い
る
。

藤

日
日

一景



今
回
は
、
こ
の

企
化
の
枯
れ
枝
を
さ
し
だ
す
》
と
い
う
身
振
り
が
、
「源
氏

物
語
』
の
諸
細
部
と
如
何
な
る
共
鳴
を
成
し
、
如
何
な
る
重
合
を
果
し
て
い
る

の
か
を
辿
り
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

二
　
花
の
枯
れ
枝
は

横
笛
の
代
わ
り
と
し
て
あ
る

ま
ず
、
こ
の
く
だ
り
が

「横
笛
」
と
い
う
巻
に
於
い
て
ど
の
よ
う
な
連
続
系

の
上
に
あ
っ
た
か
を
想
起
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

巻
頭
、
柏
本
の
一
周
忌
法
要
の
様
子
が
語
ら
れ
た
後
、
朱
雀
院
か
ら
女
三
宮

に
贈
ら
れ
た
筍
を
、
幼
い
薫
が
咬
み
誓
る
く
だ
り
が
あ
る
。

［薫
は
］
こ
の
筍
の
曇
子
に
、
何
と
も
知
ら
ず
立
ち
寄
り
て
、
い
と
あ
わ

た
た
し
う
取
り
散
ら
し
て
、
食
ひ
か
な
ぐ
り
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、
…
…

御
歯
の
生
ひ
出
づ
る
に
食
ひ
あ
て
む
と
て
、
筍
を
つ
と
握
り
持
ち
て
―
雫

も
よ
よ
と
食
ひ
濡
ら
し
た
ま
へ
ば
、
［光
源
氏
］
「
い
と
ね
ぢ
け
た
る
色
好

み
か
な
」
と
て
、

憂
き
節
も
忘
れ
ず
な
が
ら
く
れ
竹
の
こ
は
捨
て
が
た
き
も
の
に
ぞ
あ
り

け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（横
笛
　
一≡

〓
二
頁
～
）

前
稿
で
は
、
こ
の
筍
が
、
笛
竹
な
ら
ざ
る
笛
、
未
成
熟
の
笛
と
し
て
あ
る
こ

と
、
及
び
、
筍
に
し
ゃ
ぶ
り
つ
く
薫
の
仕
種
が

《笛
吹
く
》
身
振
り
の
擬
態
と

し
て
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
幼
い
薫
が
、
『源
氏
物
語
』
の
中
で

一
度
と
し
て

《笛
吹
く
》
身
振
り
を
表
し
得
な
か
っ
た
柏
木
の
代
行
者
と
し
て
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
が
健
気
で
虚
し
い
代
理
行
為
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
「横
笛
」

と
い
う
巻
は
、
柏
木
哀
悼
に
続
き
、
未
だ
手
に
せ
ぬ
形
見
の
笛
を
吹
か
ん
と
す

る
そ
の
子
薫
を
語
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

続
い
て
、
夕
霧
が
落
葉
宮
の
も
と
を
訪
れ
て
琴
の
掻
き
合
せ
な
ど
を
し
、
帰

ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
宮
の
母
＝

一
条
御
息
所
が

「御
贈
り
物
」
に
柏
木
の

形
見
の
笛
を

「添
へ
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」
く
だ
り
。
そ
れ
は
、
生
前
、
柏

木
自
身
が
、

「
み
づ
か
ら
も
、
さ
ら
に
こ
れ
が
音
の
限
り
は
、
え
吹
き
と
ほ
さ
ず
。
思

は
む
人
に
い
か
で
伝
へ
て
し
が
な
」
と
、
を
り
を
り
聞
こ
え
ご
ち
た
ま
ひ

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（横
笛
　
一壬
二
〇
頁
）

も
の
だ
と
い
う
。

続
い
て
、
亡
き
柏
木
が
夕
霧
の
夢
に
現
れ
る
く
だ
り
。

夕
霧
が
三
条
殿
に
帰
る
と
、
も
う
既
に

「皆
寝
た
ま
」
う
た
様
子
。
独
り
、

落
葉
宮
の
こ
と
御
息
所
の
こ
と
、
妻
雲
居
雁
の
こ
と
な
ど
を
想
い
つ
つ
臥
し
、

眠
り
に
就
い
た
こ
ろ
、
そ
の
夢
枕
に
柏
木
が
立
つ
。

す
こ
し
寝
入
り
た
ま
へ
る
夢
に
、
か
の
衛
門
の
督

［柏
木
］、
た
だ
あ
り

し
さ
ま
の
社
姿
に
て
、
か
た
は
ら
に
ゐ
て
、
こ
の
笛
を
取
り
て
見
る
。
夢

の
う
ち
に
も
、
亡
き
人
の
、
わ
づ
ら
は
じ
う
、
こ
の
声
を
尋
ね
て
来
た
る

と
思
ふ
に
、

［柏
木
］
「笛
竹
に
吹
き
寄
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
長
き
ね
に
伝

へ
な
む

思
ふ
か
た
異
に
は
べ
り
き
」
と
言
ふ
を
、
間
は
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
若
君

［夕
霧
の
子
］
の
寝
お
び
れ
て
泣
き
た
ま
ふ
御
声
に
、
［夕
霧
は
夢
か

ら
］
さ
め
た
ま
ひ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（横
笛
　
一壬
三
二
頁
）

《笛
吹
く
こ
と
》
な
ら
ず
、
筍
＝
未
成
熟
の
笛
に
し
ゃ
ぶ
り
つ
く
姿
を
し
か

表
し
得
な
か
っ
た
薫
に
こ
そ
、
柏
木
の
笛
は
伝
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
か
よ
う
に
子
の
存
在
が
仄
め
か
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
笛
は
夕
霧
に
渡
り
、

彼
に
よ
っ
て
吹
か
れ
も
す
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
笛
を

「我
が
子

孫
に
伝
え
て
ほ
し
い
」
「あ
な
た
に
伝
え
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う

遺
恨
を
持
っ
た
柏
木
が
、
わ
ざ
わ
ざ
夕
霧
の
夢
に
現
れ
る
の
も
首
肯
け
る
と
い



う
も
の
だ
。

結
局
、

「思
ふ
か
た
異
に
は
べ
り
き
」
と
は
い
う
も
の
の
、　
一
条
御
息
所
が

「引
き
出
で
た
ま
へ
り
し
」
も
の
を

「仏
の
道
に
お
も
む
け
む
」
の
も
あ

っ
け

な
さ
す
ぎ
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
、
夕
霧
は
と
も
か
く
も
笛
を
携
え
て

「六
条

の
院
に
参
り
た
ま
ひ
ぬ
」
。
そ
こ
に
は
、
匂
宮
や
二
宮
と
い
っ
た
明
石
女
御
腹

の
皇
子
た
ち
も
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん

「宮
の
若
君
」
＝
薫
も
い
た
。

そ
こ
で
よ
う
や
く
、
最
初
に
掲
げ
た

《
花
の
枯
れ
枝
を
さ
し
だ
す
》
場
面
と

な
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の

「横
笛
」
巻
の
展
開
を
考
え
る
に
、
薫
に

《
花
の
枯
れ
枝

を
さ
し
だ
す
》
く
だ
り
に
於
い
て
は
、
夕
霧
は
、
そ
の
懐
中
に
、
収
ま
る
べ
き

場
所
を
失
し
た
、
宙
吊
り
の
、
浮
済
す
る
笛
を
有
し
て
い
る
、
と
見
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
こ
の
笛
は
、
夢
に
現
れ
た
柏
木
の
訴
え
通
り
、
そ
の
子
孫
す
な
わ

ち
薫
に
譲
渡
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
笛
は
、
最
終
的
に
は

夕
霧
を
経
て
光
源
氏
の
手
に
収
ま
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
夕
霧
に
よ
っ
て
さ
し
だ
さ
れ
た
そ
の

《花
の
枯
れ
枝
》
は
、
薫
に

直
接
渡
さ
れ
る
は
ず
で
あ

っ
た
笛
の
代
わ
り
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
そ
の
代
用
と

い
う
意
味
で
、
偽
り
の
横
笛
と
い
っ
て
も
よ
い
。

但
し
、
そ
れ
が
夕
霧
の
考
え
で
以
て
な
さ
れ
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
、

い
さ
さ
か
も
な
い
。
「横
笛
」
巻
の
連
続
系
の
上
で
、
夕
霧
か
ら
さ
し
だ
さ
れ

た

《花
の
枯
れ
枝
》
が
、
本
来
薫
に
受
け
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
柏
本
の
笛

の
代
替
物
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

結
局
、
柏
木
の
遺
言
、
形
見
の
横
笛
は
、
い
ず
れ
も
光
源
氏
に
回
収
さ
れ
て

終
り
、
そ
れ
以
降
、
遺
恨
を
持

っ
た
柏
木
が
、
誰
か
の
夢
に
現
れ
た
り
物
怪
に

な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
夕
霧
の
措
置
は
、
柏
木
の
意
向
に
背
く
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
柏
木
の
笛
の
問
題
は
、
「横

笛
」
「宿
木
」
二
巻
だ
け
の
懸
案
事
項
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
後
、
笛
の
代
わ
り
と
し
て
の

《花
の
枯
れ
枝
》
は
、
柏
木
か
ら
薫
へ
と

そ
の
強
度
の
志
向
を
組
み
込
み
換
え
、
新
た
な
力
動
を
発
し
始
め
る
。
だ
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
、
も
う
し
ば
ら
く
後
に
な
る
だ
ろ
う
。

〓
一　
蹴
鞠
の
庭
の
桜
が

薫
の
桜
に
折
り
重
な
る

「横
笛
」
巻
に
於
い
て
は
、

《花
の
枯
れ
枝
》
は
、
笛
の
代
わ
り
、
偽
り
の

笛
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
同
時
に
、
そ
れ
を
さ
し
だ
し
た
夕
霧
の
姿
態

は
、
巻
を
距
て
た
別
の
細
部
細
部
で
な
さ
れ
た
同
様
の
身
振
り
と
共
鳴
す
べ
く

新
た
な
稼
働
を
始
め
る
。

「若
菜
上
」
巻
、
誰
も
が
知
る
蹴
鞠
の
場
面
。

二
月
の
末
頃
だ
ろ
う
か
、
六
条
院
に
集
い
蹴
鞠
に
興
じ
る
若
人
た
ち
に
、
桜

花
が
瓢
挑
と
散
り
か
か
る
。
夕
霧
は
、
そ
の
庭
を
眺
め
な
が
ら
、
御
階
に
座
っ

（
６
）

て
い
る
。

軽
々
し
う
も
見
え
ず
、
も
の
き
よ
げ
な
る
う
ち
と
け
姿
に
、
花
の
雪
の
や

う
に
降
り
か
か
れ
ば
、
う
ち
見
上
げ
て
、
し
を
れ
た
る
枝
す
こ
し
押
し
折

り
て
、
御
階
の
中
の
し
な
の
ほ
ど
に
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
。（若

菜
上
　
一
一
一六
頁
）

一
方
の
柏
木
は
、
蹴
鞠
の
庭
に
什
み
、
夕
霧
と
言
葉
を
交
し
な
が
ら
女
三
宮

の
い
る
で
あ
ろ
う
方
に
目
を
向
け
た
。

督
の
君

［柏
木
］
続
き
て
、
「花
、
乱
り
が
は
し
く
散
る
め
り
や
。
桜
は

避
き
て
こ
そ
」
な
ど
の
た
ま
ひ
つ
つ
、
宮

［女
三
宮
］
の
御
前
の
か
た
を

後
目
に
見
れ
ば
、
例
の
、
こ
と
に
を
さ
ま
ら
ぬ
け
は
ひ
ど
も
し
て
、
色
々

こ
ぼ
れ
出
で
た
る
御
簾
の
つ
ま
、
透
影
な
ど
、
春
の
手
向
の
幣
袋
に
や
と

お
ぼ
ゆ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）



例
の

「唐
猫
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、
柏
木
が
女
三
宮
の
立
ち
姿
を
覗
き
見
る

こ
と
に
な
る
こ
の
後
の
く
だ
り
に
つ
い
て
は
贅
言
を
要
し
ま
い
。
今
こ
こ
で
は
、

散
り
ゆ
く
桜
の
も
と
に
い
る
柏
木
と
、

「し
を
れ
た
る
枝
」
＝

《
た
わ
ん
だ
桜

の
枝
》
を
手
に
す
る
夕
霧
と
に
目
を
据
え
よ
う
。

「横
笛
」
巻
で
夕
霧
が
薫
に
さ
し
だ
し
た

《花
の
枯
れ
枝
》
は
、
「若
菜
上
」

巻
と
同
じ
く
桜
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
か
た
や
晩
春
、
か
た
や
仲
秋
で
は
あ
る
も

の
の
、
光
源
氏
の
君
臨
す
る
六
条
院
と
い
う
同
じ
空
間
に
於
い
て
、
《花
の
散

り
落
ち
た
枝
》
を
手
に
し
た
こ
の
二
つ
の
夕
霧
の
姿
態
は
強
く
共
鳴
し
合
う
。

柏
木

‐
女
三
宮
の
密
通
、
薫
の
誕
生
、
柏
木
の
死
、
女
三
宮
の
出
家
…
…
と
い

う

一
連
の
事
件
を
知
る
人
物
の
同
じ
き
姿
態
を
蝶
番
に
し
て
、
柏
木
と
薫
と
が

重
合
す
る
。
夕
霧
の

《花
の
枯
れ
枝
を
さ
し
だ
す
》
身
振
り
に
よ
っ
て
、
蹴
鞠

の
庭
と
い
う
密
通
事
件
の
端
緒
と
、
不
義
の
子
薫
と
い
う
そ
の
残
滓
と
が
、
折

り
重
な
り
合
う
。

こ
の
後
、
夕
霧
は
、
光
源
氏
に
柏
本
の
遺
言
を
告
げ
、
そ
の
笛
を
托
す
の
で

あ
っ
た
が
、
柏
木
の
遺
恨
が
光
源
氏
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
直
前
に
置
か
れ
た

こ
の
一
場
面
の
上
に
、
あ
の
蹴
鞠
の
庭
が
再
現
前
化
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。

四
　
花
の
枯
れ
枝
は

死
し
た
柏
木
と
連
接
し
て
あ
る

「若
菜
」
巻
に
於
い
て
は
、
桜
と
の
連
接
を
成
す
存
在
者
と
し
て
、
ま
ず
女

三
宮
を
挙
げ
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
「若
菜
上
」
巻
末
に
置
か
れ

た
、
柏
木
及
び
小
侍
従
の
歌
。

［柏
木
］
よ
そ
に
見
て
折
ら
ぬ
嘆
き

［＝
木
］
は
じ
げ
れ
ど
も
な
ご
り
恋

し
き
花
の
夕
か
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（若
菜
上
　
一
〓
一四
頁
）

［小
侍
従
］
い
ま
さ
ら
に
色
に
な
出
で
そ
山
桜
お
よ
ば
ぬ
枝
に
心
か
け
き

と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（若
菜
上
　
一
〓
一六
頁
）

な
る
ほ
ど
、
女
三
宮
は
桜
に
讐
え
ら
れ
る
人
物
で
は
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、

柏
木
と
い
う
人
物
も
、
桜
と
の
連
接
を
果
し
、
そ
の
喩
を
纏
う
存
在
者
な
の
で

あ

っ
た
。

亡
き
そ
の
人
を
悼
喪
す
る
巻

「柏
木
」
。

「御
前
の
木
立
い
た
う
け
ぶ
り
て
、
初
日
酬
引
測
悧
脚
日
判
Ч
引
列
引
」
晩
春
、

夕
霧
が
、
柏
木
の
死
を
悼
み
哀
じ
む
落
葉
宮
、
そ
の
母

一
条
御
息
所
を
弔
問
す

る
く
だ
り
。

御
前
近
き
桜
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
、
ズ
７
年
ば
か
り
は
」
と
う
ち
お
ぼ

ゆ
る
も
、
い
ま
い
ま
し
き
筋
な
り
け
れ
ば
、
「あ
ひ
見
む
こ
と
は
」
と
口

ず
さ
び
て
、

［夕
霧
］
時
し
あ
れ
ば
変
ら
ぬ
色
に
に
ほ
ひ
け
り
片
枝
枯
れ
に
し
宿
の

桜
も

わ
ざ
と
な
ら
ず
誦
じ
な
し
て
立
ち
た
ま
ふ
に
、
い
と
と
う
、

［御
息
所
］
こ
の
春
は
柳
の
芽
に
ぞ
玉
は
ぬ
く
咲
き
散
る
花
の
ゆ
く
ヘ

知
ら
ね
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（柏
本
　
一二
〇
八
頁
～
）

夕
霧
の
歌
で
は
、
落
葉
宮
が

「変
ら
ぬ
色
に
」
匂
う

「宿
の
桜
」
に
よ
そ
え

ら
れ
る
一
方
、
柏
木
は

「枯
れ
に
し
」
「片
枝
」
に
讐
え
ら
れ
て
い
る
。
柏
木

は

《枯
れ
て
し
ま
っ
た
桜
の
枝
》
な
の
だ
。

更
に
、
夕
霧
が
、
柏
木
の
父
で
あ
る
致
仕
大
臣
の
も
と
を
訪
れ
た
く
だ
り
。

「夕
暮
の
雲
の
け
し
き
、
鈍
色
に
霞
み
て
、
花
の
散
り
た
る
梢
ど
も
を
も
、

今
日
ぞ
目
と
ど
め
た
ま
ふ
」
致
仕
大
臣
が
、
御
息
所
の
先
の
歌

「
こ
の
春
は
…

…
」
が
し
た
た
め
ら
れ
た
畳
紙
を
見
て
歌
を
作
す
の
に
続
き
、
夕
霧
、
弁
君
＝

柏
木
の
弟
が
、
唱
和
を
す
る
。

［致
仕
大
臣
］
木
の
下
の
雫
に
濡
れ
て
さ
か
さ
ま
に
霞
の
衣
着
た
る
春

か
な



大
将
の
君
、

［夕
霧
］
亡
き
人
も
思
は
ざ
り
け
む
う
ち
捨
て
て
夕
べ
の
霞
君
着
た
れ

と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

弁
の
君
、

［弁
君
］
う
ら
め
し
や
霞
の
衣
誰
着
よ
と
春
よ
り
さ
き
に
花
の
散
り
け

む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（柏
木
　
一二
一
一
頁
）

先
に
挙
げ
た
御
息
所
の
歌
に
於
い
て
は
、
「咲
き
散
る
花
」
＝
咲
き
誇

っ
た

後
に
散
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
桜
に
、
「ゆ
く
へ
」
の
案
じ
ら
れ
る
落
葉
宮
が
重
な

る
が
、
「花
の
散
り
た
る
梢
」
の
も
と
で
詠
ま
れ
た
こ
の
弁
君
の
歌
に
於
い
て

は
、
「春
よ
り
さ
き
に
」
散
っ
て
し
ま
っ
た
桜
に
、
亡
く
な
っ
た
柏
木
が
重
な

２つ
。満

開
の
桜
の
木
に
あ
っ
て
は

「枯
れ
に
し
」
「片
枝
」
に
讐
え
ら
れ
、
散
り

ゆ
く
桜
の
本
に
あ
っ
て
は

「散
り
け
む
」
花
に
よ
そ
え
ら
れ
る
亡
き
柏
木
は
、

常
に

《枯
れ
た
花
》
《散
っ
た
桜
》
と
折
り
重
な
っ
て
あ
る
。

こ
こ
に
於
い
て
、

《枯
れ
た
花
》
《散

っ
た
桜
》
と
連
接
す
る
柏
木
が
、
最

初
に
掲
げ
た

「横
笛
」
巻
の
く
だ
り
と
繋
が
る
。
す
な
わ
ち
、
秋
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
か
或
い
は
、
秋
と
い
う
季
節
に
相
応
し
く
、
夕
霧
か
ら

薫
に
さ
し
だ
さ
れ
た

「枯
れ
て
落
ち
た
る
」
「花
の
枝
」
に
、
柏
木
の
姿
態
が

重
な
る
の
だ
。
夕
霧
か
ら
薫
へ
の

《花
の
枯
れ
枝
》
は
、
亡
き
柏
木
そ
の
も
の

と
し
て
呈
示
さ
れ
て
あ
る
。

五
　
花
の
枯
れ
枝
は

沈
冷
せ
る
身
体
を
背
負
っ
て
あ
る

こ
れ
ま
で
辿
り
見
て
来
た
の
は
、
い
ず
れ
も

「若
菜
」
「柏
木
」
「横
笛
」
と

い
う
直
線
的
な
連
続
系
に
於
け
る
重
合
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
夕
霧
が

《花
の
枯
れ
枝
を
さ
し
だ
す
》
く
だ
り
が
、
そ
の
身
振
り
の
力
動
に
よ
っ
て
、

或
い
は
そ
の
関
係
性
の
波
動
に
よ
っ
て
、
距
た
っ
た
他
の
巻
の
諸
細
部
と
手
を

結
ぶ
、
そ
の
共
鳴
の
様
相
を
眺
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

「き
さ
ら
ぎ
の
十
日
、
雨
す
こ
し
降
り
て
、
御
前
近
き
紅
梅
盛
り
」
の
こ
ろ
、

朝
顔
斎
院
か
ら
光
源
氏
の
も
と
へ
薫
物
競
べ
の
た
め
の
品
々
と
と
も
に
文
が
贈

ら
れ
て
来
る
、

「梅
枝
」
巻
の
く
だ
り
。

前
斎
院

［朝
顔
］
よ
り
と
て
、
散
り
過
ぎ
た
る
梅
の
枝
に
つ
け
た
る
御
文

持
て
参
れ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（梅
枝
　
二
五
五
頁
）

こ
の
枝
は
、
そ
の
消
息
に
あ
っ
た
次
の
歌
と
連
動
す
る
。

［前
斎
院
］
花
の
香
は
散
り
に
し
枝
に
と
ま
ら
ね
ど
う
つ
ら
む
袖
に
浅

く
し
ま
め
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（梅
枝
　
一
一五
六
頁
）

「散
り
過
ぎ
た
る
梅
の
枝
」、
歌
句

「散
り
に
し
枝
」
は
、
も
ち
ろ
ん
自
己

卑
下
で
は
あ
る
も
の
の
、
さ
だ
過
ぎ
た
朝
顔
斎
院
自
身
を
表
し
て
あ
る
。

或
い
は
ま
た
、
彼
の
地
へ
赴
か
ん
と
す
る
光
源
氏
が
王
命
婦
の
も
と
に
春
宮

＝
冷
泉
へ
の
別
れ
の
便
り
を
送
る
、
「須
磨
」
巻
の
く
だ
り
。

春
宮
に
も
御
消
息
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
王
命
婦
を

［出
家
の
身
の
母
藤
壺

の
］
御
か
は
り
と
て

［春
宮
の
も
と
に
］
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
へ
ば
、
そ
の

局
に
と
て
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（須
磨
　
一
〓
一
一
頁
）

「今
日
な
む
都
離
れ
は
べ
る
」
で
始
ま
る
光
源
氏
の
こ
の

「御
消
息
」
の
文

面
は
挙
げ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
、

［光
源
氏
］
い
つ
か
ま
た
春
の
都
の
花
を
見
む
時
う
し
な
へ
る
山
賤
に

し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

な
る
歌
が
そ
の
文
の
末
に
添
え
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
、

桜
の
散
り
過
ぎ
た
る
枝
に
つ
け
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
目
し
よ
う
。

か
た
や
春
宮
の
方
で
は
、
次
の
よ
う
な
遣
り
取
り
が
あ
っ
た
。



［王
命
婦
］
「か
く
な
む
」
と
御
覧
ぜ
さ
す
れ
ば
、
幼
き
御
こ
こ
ち
に
も
、

ま
め
だ
ち
て
お
は
し
ま
す
。

［王
命
婦
］
「御
返
り
い
か
が
も
の
し
は
ベ

ら
む
」
と
啓
す
れ
ば
、
［春
宮
］
「し
ば
し
見
ぬ
だ
に
恋
し
き
も
の
を
、
遠

く
は
ま
し
て
い
か
に
、
と
言
へ
か
し
」
と
の
た
ま
は
す
。
も
の
は
か
な
の

御
返
り
や
と
、
あ
は
れ
に
見
た
て
ま
つ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

こ
の
い
じ
ら
し
く
も
頼
り
な
い
春
宮
の
代
わ
り
に
、
王
命
婦
に
よ
っ
て
返
歌

が
詠
ま
れ
た
。

［王
命
婦
］
咲
き
て
と
く
散
る
は
憂
け
れ
ど
ゆ
く
春
は
花
の
都
を
立
ち

（
９
）

帰
り
見
よ

時
し
あ
ら
ば
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（須
磨
　
一
〓
〓
一頁
）

光
源
氏
の
歌
で
は
、
自
身
＝

「時
う
し
な
へ
る
山
賤
」
で
あ
る
し
、
王
命
婦

の
歌
で
は
、
光
源
氏
＝

「花
の
都
を
立
ち
帰
り
見
」
る

「春
」
で
あ
っ
て
、
確

か
に
こ
こ
で
は
、
光
源
氏
＝

《枯
れ
た
桜
》
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、

こ
こ
で
、
「明
石
」
巻
の
次
の
く
だ
り
と
の
連
繋
を
見
よ
う
。

［光
源
氏
は
］
ほ
ど
も
な
く
、
も
と
の
御
位
あ
ら
た
ま
り
て
、
数
よ
り
ほ

か
の
権
大
納
言
に
な
り
た
ま
ふ
。
つ
ぎ
つ
ぎ
の
人
も
、
さ
る
べ
き
限
り
は

も
と
の
官
返
し
賜
は
り
世
に
ゆ
る
さ
る
る
ほ
ど
、
枯
れ
た
り
し
木
の
春
に

あ
へ
る
こ
こ
ち
し
て
、
い
と
め
で
た
げ
な
り
。

（明
石
　
一二
〇
五
頁
～
）

帰
還
し
復
官
を
果
し
た
光
源
氏
及
び
そ
の
部
下
た
ち
の
、
こ
の

「枯
れ
た
り

し
本
の
春
に
あ
へ
る
こ
こ
ち
」
と
の
連
接
に
よ
っ
て
、
「須
磨
」
巻
の

「桜
の

散
り
過
ぎ
た
る
枝
」
に
、
「時
う
し
な
へ
る
」
光
源
氏
の
沈
冷
せ
る
姿
態
が
重

合
す
る
。
送
り
手
自
身
の
表
象
と
し
て
、
そ
の

《花
の
枯
れ
枝
》
は
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「横
笛
」
巻
に
於
い
て
夕
霧
が
さ
し
だ
し
た

《花
の

枯
れ
枝
》
に
も
、
「柏
木
」
巻
と
の
連
繋
の
み
な
ら
ず
、
他
の
巻
々
の
細
部
と

の
共
鳴
に
よ
っ
て
も
、
や
は
り
、
虚
し
く
散
っ
て
い
っ
た
柏
木
の
身
体
、
或
い

は
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一ハ
　
花
の
枯
れ
枝
は

不
義
の
子
へ
の
符
牒
と
し
て
あ
る

こ
こ
ま
で
、

《花
の
枯
れ
枝
》
に
、
夭
逝
し
た
柏
木
、
容
色
衰
え
た
朝
顔
斎

院
、
沈
愉
せ
る
光
源
氏
と
い
う
、
そ
の
枝
の
送
り
主
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
托
さ

れ
て
い
る
様
を
眺
め
て
来
た
。
た
だ
、
か
よ
う
な
定
位
も
、
喩
と
か
反
復
と
か

い
っ
た
概
念
を
以
て
す
る
理
会
に
過
ぎ
ま
い
。
し
か
る
に
、
就
中
、

「横
笛
」

巻
と

「須
磨
」
巻
と
は
、
そ
の
身
振
り
、
そ
の
関
係
性
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
い

共
鳴
を
以
て
遅
逓
し
て
い
る
。

「謬
犠
」
巻
で
は
、
零
落
せ
る
光
源
氏
を
よ
そ
え
た

《散
り
過
ぎ
た
桜
の

枝
》
が
、
王
命
婦
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
中
継
ぎ
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
女
性
が
、
「賢
木
巻
で
藤
壺
に
従

っ
て
出
家
し
て

い
る
の
で
、
今
、
東
宮
に
伺
候
し
て
い
る
の
は
不
可
解
。
作
者
の
不
注
意
か
。」

と
い
う
疑
義
を
呈
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
こ
こ
に
儀
存
し
て
い
る
こ
と

の
、
そ
の
機
能
を
惟
み
よ
う
。

こ
の
王
命
婦
は
、
「若
紫
」
～

「賢
木
」
巻
に
於
い
て
、
光
源
氏
と
藤
壺
と

の
密
通
を
手
引
き
し
、
春
宮
＝
冷
泉
の
出
産
ま
で
を
取
り
計
ら
っ
た
女
房
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
同
様
に
、
夕
霧
も
、
柏
木

‐
女
三
宮
の
密
通
事
件
、
そ
し
て
不

義
の
子
の
誕
生
を
知
る
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
人
は
、
同
型
の
関
係

性
の
中
に
あ
る
相
似
の
存
在
者
と
し
て
共
鳴
し
て
い
る
。

光
源
氏
か
ら
冷
泉
へ
の

《桜
の
散
り
過
ぎ
た
る
枝
》
を
中
継
ぎ
す
る
王
命
婦
。

柏
本
か
ら
薫
へ
の

《偽
り
の
笛
》
＝

《枯
れ
て
落
ち
た
る
花
の
枝
》
を
さ
し
だ

す
夕
霧
…
…
。

す
な
わ
ち
、
《桜
の
枯
れ
枝
》
は
、
密
通
の
事
実
、
出
生
の
秘
密
を
知
る
仲

介
者
に
よ
っ
て
渡
さ
れ
る
、
不
義
の
子
へ
の
符
牒
な
の
だ
。
知
ら
れ
ざ
る
真
の



父
の
身
体
を
背
負
っ
て
さ
し
だ
さ
れ
た

《桜
の
枯
れ
枝
》
は
、
そ
の
事
件
を
知

る
人
物
の
手
で
不
義
密
通
の
子
に
も
た
ら
さ
れ
、
父
の
存
在
を
語
ら
ぬ
ま
ま
に

告
げ
る
言
表
装
置
と
な
る
。

七
　
薫
は

枯
れ
た
る
花

朽
ち
た
る
木
を
招
喚
す
る

さ
て
、
「花
の
技
の
枯
れ
て
落
ち
た
る
を
取
り
て
見
せ
た
て
ま
つ
り
て
、
招

き
た
ま
」
う
た
夕
霧
の
身
振
り
に
、
御
簾
の
隙
間
か
ら
出
て
来
て

「走
り
お
は

し
た
り
」
と
い
う
反
応
を
示
す
薫
は
、
如
何
様
に

《花
の
枯
れ
枝
》
と
の
連
動

を
成
す
の
か
。

こ
こ
か
ら
は
、
《枯
れ
落
ち
た
る
花
の
枝
》
に
走
り
寄
る
と
い
う
姿
態
を
呈

し
て
い
た
幼
い
薫
と

《枯
れ
た
る
花
》
と
が
、
そ
の
後
も
強
い
共
鳴
関
係
を
以

て
結
び
合
う
様
を
眺
め
て
ゆ
く
。

「源
氏
物
語
』
に
顕
出
す
る
登
場
人
物
の
中
に
は
、
枯
れ
て
い
る
と
か
朽
ち

て
い
る
と
か
称
さ
れ
る
存
在
者
た
ち
が
い
る
。

「燈
な
ど
の
消
え
入
る
や
う
に
て
果
て
た
ま
ひ
ぬ
」
藤
壺

（薄
雲
　
一
六
八

頁
）
や
、
「ま
こ
と
に
消
え
ゆ
く
露
の
こ
こ
ち
し
て
、
限
り
に
見
た
ま
へ
ば
」
「明

け
果
つ
る
ほ
ど
に
消
え
果
て
た
ま
ひ
ぬ
」
紫
上

（御
法
　
一
一
〓
一頁
）、
ま
た
、

「泡
の
消
え
入
る
や
う
に
て
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
」
柏
木

（柏
木
　
一
一九
五
頁
）
…

…
等
々
、
『源
氏
物
語
』
の
存
在
者
た
ち
は
、
そ
の
死
に
際
し
て
固
有
の
形
容

を
有
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
、
大
君
な
る
人
物
は
、
そ
の
今
は
の
際

に
、
《枯
れ
た
る
花
》
と
連
接
す
る
存
在
者
な
の
で
あ
っ
た
。

世
の
中
を
こ
と
さ
ら
に
厭
ひ
離
れ
ね
と
す
す
め
た
ま
ふ
仏
な
ど
の
、
い
と

か
く
い
み
じ
き
も
の
継
究
は
せ
た
ま
ふ
に
や
あ
ら
む
、
見
る
ま
ま
に
引
釧

硼
潮
捌
脚
引
Ｎ
「
「
『
「
潤
列
ヨ
冽
剣
劉
到
ｑ
劇
劉
は
、
い
み
じ
き
わ
ざ
か
な
。

（総
角
　
一
〇
九
頁
）

大
君
が
、
そ
の
最
期
に

「も
の
の
枯
れ
ゆ
く
」
と
い
う
言
葉
を
有
す
る
の
も
、

一
切
の
食
事
を
拒
否
し

「痩
せ
痩
せ
」
に
な
っ
て
ゆ
く

「総
角
」
巻
の
展
開
に

於
け
る
必
然
な
の
か
も
知
れ
ず
、
そ
こ
か
ら
「彼
女
の
意
志
に
よ
る
死
の
選
択
」

が
論
じ
ら
れ
る
の
も
、
首
肯
け
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。

だ
が
、
次
の

「宿
木
」
巻
の
く
だ
り
を
見
よ
う
。

亡
き
姉
大
君
の
面
影
を
妹
に
重
ね
、
追
懐
と
恋
慕
の
念
を
持
ち
な
が
ら
、
薫

は
中
君
に

「折
り
た
ま
へ
る
」
朝
顔
の
花
を
、
御
簾
の
内
か
ら

「や
を
ら
さ
し

入
れ
」
る
。［薫

］
よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る
し
ら
露
の
契
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
、

［中
君
］
消
え
ぬ
ま
に
枯
れ
ぬ
る
花
の
は
か
な
さ
に
お
く
る
る
露
の
な

ほ
ぞ
ま
さ
れ
る

何
に
か
か
れ
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（宿
木
　
一
七

一
頁
）

「置
き
な
が
ら
枯
る
る
」
朝
顔
、

「消
え
ぬ
ま
に
枯
静
』
る
花
」
が
、
大
君

に
よ
そ
え
ら
れ
る
こ
と
つ
い
て
は
既
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
生
前
、
物
を
食
す

る
こ
と
な
く

「痩
せ
痩
せ
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
ら
ぬ

「宿
木
」
巻
に

至
っ
て
も
、
な
お
、
薫
の
周
囲
に
存
在
す
る
女
君
が

《枯
れ
た
る
花
》
と
接
合

せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
に
目
を
留
め
て
お
こ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
更
に
、
薫
の
周
囲
に
は

《枯
れ
た
る
花
》
の
み
な
ら
ず

《朽

ち
た
る
木
》
ま
で
も
が
招
喚
さ
れ
て
来
る
。

宇
治
の
地
で
、
薫
の
語
ら
い
の
相
手
と
な
っ
て
い
た
老
女
弁
君
は
、
き
ま
っ

て

「朽
木
」
な
る
言
葉
を
担
う
存
在
者
で
あ
っ
た
。

［弁
君
］
Ｆ
…
・は
し
た
な
く
お
ぼ
え
は
べ
り
て
、
え
さ
し
出
で
は
べ
ら



―

）

で
、
深
山
隠
れ
の
朽
木
に
な
り
に
て
は
べ
る
な
り
。
…
…
」

（橋
姫
　
一
一九
七
頁
）

ま
た
、
次
の
弁
君
の
歌
。

［薫
］
や
ど
り
き
と
思
ひ
い
で
ず
は
木
の
も
と
の
旅
寝
も
い
か
に
さ
び

し
か
ら
ま
し

と
ひ
と
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、
尼
君
、

［弁
君
］
荒
れ
果
つ
る
朽
木
の
も
と
を
や
ど
り
き
と
思
ひ
お
き
け
る
ほ

ど
の
悲
し
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（宿
本
　
一
〓
二
四
頁
）

ま
た
、
薫
の
心
内
。

さ
て
例
の
朽
木
の
も
と
を
見
た
ま
へ
過
ぎ
む
が
な
ほ
あ
は
れ
な
れ
ば
、
そ

な
た
ざ
ま
に
お
は
す
る
に
、
…
…
　
　
　
　
　
　
（宿
木
　
二
五
七
頁
）

或
い
は
ま
た
、
横
川
僧
都
の
母
尼
も

《朽
ち
た
る
木
》
と
し
て
あ
る
。

薫
に
母
尼
の
話
を
す
る
僧
都
の
言
。

［横
川
僧
都
］
Γ
Ｉ
・な
に
が
し
が
母
な
る
朽
尼
の
は
べ
る
を
、
京
に
は

か
ば
か
し
き
住
処
も
は
べ
ら
ぬ
う
ち
に
、
か
く
て
籠
り
は
べ
る
あ
ひ
だ
は
、

…
…
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（夢
浮
橋
　
一
二
ハ
○
頁
）

確
か
に
、
こ
れ
ら
は
、
老
い
た
る
女
性
の
自
己
卑
下
、
謙
遜
と
し
て
あ
る
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
老
女
に
あ
ら
ず
し
て
、
「朽
木
」
な
る
言
葉
を
有
す
る
女

君
た
ち
が
い
る
。

姉
妹
の
未
来
を
憂
う
る
姉
大
君
が
、
妹
中
君
の
将
来
を
案
じ
、
薫
に
語
っ
た

一一一口。

［大
君
］
Ｆ
Ｉ
・深
山
隠
れ
に
は
心
苦
し
く
見
え
た
ま
ふ
人

［中
君
］
の

御
上
を
、
い
と
か
く
朽
木
に
は
な
し
果
て
ず
も
が
な
と
、
人
知
れ
ず
あ
つ

か
は
し
く
お
ぼ
え
は
べ
れ
ど
、
い
か
な
る
べ
き
世
に
か
あ
ら
む
」

（総
角
　
一
四
頁
）

妹
中
君
の
行
く
末
を
案
ず
る
言
の
中
に
、
己
と
妹
と
の
零
落
せ
る
姿
が
想
定

さ
れ
て
い
る
。

或
い
は
ま
た
、
小
野
の
地
で
出
家
を
果
し
た
も
の
の
、
な
お
換
悩
を
深
め
る

浮
舟
の
様
。

思
ひ
よ
ら
ず
あ
さ
ま
し
き
こ
と
も
あ
り
し
身
な
れ
ば
、
い
と
う
と
ま
し
、

す
べ
て
朽
木
な
ど
の
や
う
に
て
、
人
に
捨
て
ら
れ
て
や
み
な
む
、
と
も
て

な
し
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（手
習
　
一
一四
二
頁
）

「源
氏
物
語
」
に
於
い
て
、

「朽
木
」
「朽
尼
」
と
い
う
語
は
、
薫
を
巡
る

宇
治
の
女
性
た
ち
に
し
か
発
露
し
な
い
。
但
し
、
こ
の
理
由
を
、
宇
治
十
帖
と

い
う
枠
組
の
性
質
と
か
、
薫
と
い
う
人
物
の
性
格
と
か
に
帰
す
る
の
は
忌
避
し

よ
う
。
薫
と
い
う
存
在
者
の
み
が
持
つ
、
《枯
れ
た
る
花
》
《朽
ち
た
る
木
》
と

の
共
鳴
力
を
感
知
す
べ
き
な
の
だ
。

思
え
ば
、
「竹
河
」
巻
に
於
い
て
、
薫
は
、
玉
重
の
女
房
と
次
の
よ
う
な
遣

り
取
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

［宰
相
君
］
折
り
て
見
ば
い
と
ど
に
ほ
ひ
も
ま
さ
る
や
と
す
こ
し
色
め

け
梅
の
初
花

回
は
や
し
、
と
聞
き
て
、

［薫
］
「よ
そ
に
て
は
も
ぎ
木

［稿
木

・
枯
木
〕
な
り
と
や
定
む
ら
む

し
た
に
に
ほ
へ
る
梅
の
初
花

さ
ら
ば
袖
触
れ
て
見
た
ま
へ
」
　
　
　
　
　
　
　
（竹
河
　
一
一〇
八
頁
）

薫
の
好
き
者
な
ら
ぬ
様
子
を

「す
こ
し
色
め
け
」
と
か
ら
か
う
女
房
に
対
し

て
、
「も
ぎ
木
」
と
い
う
語
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「色
め
け
」
も
し
く

は

「ね
ぢ
け
た
る
色
好
み
」
（横
笛
　
一二

一四
頁
）
と
称
さ
れ
な
が
ら
、
結
局

そ
の
周
囲
に
招
来
す
る
女
た
ち
が
悉
く

《枯
れ
た
る
花
》
《朽
ち
た
る
木
》
で

あ
っ
た
の
は
、
何
と
も
皮
肉
な
こ
と
だ
。
或
い
は
、
か
か
る
情
況
こ
そ
が
、



「ね
ぢ
け
た
る
」
「も
ぎ
木
」
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

と
も
か
く
も
、
「横
笛
」
巻
の
、
夕
霧
が

《花
の
枯
れ
枝
を
さ
し
だ
す
》
く

だ
り
、
薫
が
筍
に
し
ゃ
ぶ
り
つ
く
く
だ
り
が
、
薫
と
い
う
存
在
に
波
動
を
及
ぼ

し
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
「横
笛
」
な
る
巻
は
、
薫
と

「朽
木
」
た
る
女

た
ち
と
の
強
い
共
鳴
関
係
の
力
源
と
な
っ
て
い
る
。

八
　
横
笛
巻
は

如
何
な
る
共
鳴
力
を
持
っ
て
い
る
の
か

以
上
、
「横
笛
」
巻
の

《花
の
枯
れ
枝
》
が
、
柏
木
の
形
見
の
笛
の
代
わ
り

と
し
て
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
亡
き
柏
木
の
存
在
を
背
負

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
た
。
ま
た
、
「若
菜
上
」
巻
と
の
共
鳴
か
ら
、
そ
こ
に
蹴
鞠
の
庭
＝
密

通
の
端
緒
が
折
り
重
な
る
こ
と
、
「須
磨
」
巻
と
の
連
動
か
ら
、
そ
れ
が
不
義

の
子
へ
の
符
牒
と
し
て
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
更
に
、
成
人
し
た
薫
の
周
囲
に

は
、
「横
笛
」
巻
の
力
動
を
受
け
、
《枯
れ
た
る
花
》
《朽
ち
た
る
木
》
に
よ
そ

え
ら
れ
る
女
た
ち
が
招
喚
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
薫
の
し
ゃ
ぶ
り
つ
く
筍
が
、
笛
竹
な
ら
ぎ
る
笛

。

未
成
熟
の
笛
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
《花
の
枯
れ

枝
》
が
、
笛
の
代
替
品

・
偽
り
の
笛
で
あ
る
な
ら
ば
、
「横
笛
」
と
い
う
巻
に

於
い
て
は
、
薫
は
、
徹
底
的
に
柏
木
の
形
見
の
笛
を
手
に
し
得
ぬ
よ
う
に
さ
れ

て
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
そ
の
後
、
成
人
し
た
薫
は
、
「宿
木
」
巻
に
於
い

て
、
よ
う
や
く
、
そ
し
て
た
だ

一
度
だ
け
、
そ
の
笛
を
吹
く
。
ち
な
み
に
、
「宿

木
」
巻
に
は
、
「横
笛
」
巻
の
光
源
氏
の
言

「ね
ぢ
け
た
る
色
好
み
か
な
」
と

共
鳴
す
る
語

「ね
ぢ
け
」
「色
好
み
」
が
散
見
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
、
「ね
ぢ
け
た
る
色
好
み
」
の
問
題
、
「横
笛
」
「宿
木
」
二

巻
の
強
い
共
鳴
関
係
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
豪
を
要
す
る
問
題
と
し
て
、
稿
を

改
め
て
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

※
　
本
文
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成

『源
氏
物
語
」

一
～
八
に
拠
り
、
巻
名
と
そ
の
頁

数
と
を
附
し
た
。

な
お
、
…
…
は
省
略
し
た
と
こ
ろ
、
［　
］
内
は
私
に
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

建（１
）

玉
上
琢
爾

■源
氏
物
語
評
釈
　
第
八
巻
」
二
一
一
頁

（２
）

野
口
武
彦

『花
の
詩
学
」
朝
日
新
聞
社

・
一
九
七
八
年

河
添
房
江

「花
の
喩
の
系
譜
」
∩
源
氏
物
語
の
喩
と
王
権
」
有
精
堂

。
一
九
九

二
年
）

原
岡
文
子

「■源
氏
物
語
』
の

「桜
」
考
」
η
源
氏
物
語
　
両
義
の
糸
』
有
精
堂

・
一
九
九

一
年
）

（３
）

新
し
い
論
稿
で
は
、

小
林
正
明

「『源
氏
物
語
」
王
権
聖
樹
解
体
論
―
樹
下
美
人
か
ら
リ
ゾ
ー
ム
ヘ
ー
ビ

翁
新
物
語
研
究
四
　
源
氏
物
語
を

〈読
む
ｙ

若
草
書
房

・
一
九
九
六
年
）

が
、
「花
を

「折
る
」
こ
と
」
を

「「折
る
」
主
体
の
欲
望
の
発
現
形
態
」
と
し
、

そ
の

「
エ
ロ
ス
や
法
の
領
域
に
か
か
わ
る
あ
る
種
の
作
用
」
を
考
察
し
て
ゆ
く
中

で
、
「折
ら
れ
た
花
の
贈
与
と
受
託
」
の

「
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
効
力
」
を
論
じ
て

い
る
が
、
こ
の
く
だ
り
に
つ
い
て
は
、
「幼
年
に
し
て
す
で
に
薫
の
花
の
技
は
枯
れ

て
い
た
。

」
と
述
べ
る
に
留
ま
る
。

（４
）

拙
稿

「連
動
す
る
源
氏
物
語
―
笛
を
吹
く
こ
と
―
」
含
詞
林
」
第
二

一
号

。
一

九
九
七
年
四
月
）

以
下

「前
稿
」
と
は
こ
れ
を
指
す
。
本
稿
と
併
せ
読
ま
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（５
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系

「源
氏
物
語
　
四
」
五
九
頁

‐
註

一
六

は
、
夢
の
中
の
柏
木
の
歌

「笛
竹
に
吹
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
な
が
き

音
に
伝

へ
な
む
」
を
註
し
て
、
「
こ
と
し
に

「子
と
」
を
か
け
る
か
。
も
し
そ
う

な
ら
、
こ
こ
で
亡
霊
は
こ
の
世
に
子
孫
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
友
人
に
は
じ
め
て

明
か
す
」
と
し
て
い
る
。

（６
）

こ
の
蹴
鞠
の
く
だ
り
の

「空
間
」
「場
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
稿
を
参
照
。

松
井
健
児

「『源
氏
物
語
も
の
蹴
鞠
の
庭
―
六
条
院
東
南
の
町
の
空
間
と
柏
木
―
」

翁
論
集
平
安
文
学

一　
文
学
空
間
と
し
て
の
平
安
京
』
勉
誠
社

・
一
九
九
四
年
）

（７
）

△
マ
西
祐

一
郎

「女
三
宮
と

「山
桜
ヒ

（『國
語
國
文
」

一
九
九
六
年
二
月
）

に
、
こ
れ
ら
の
歌
の
精
緻
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（８
）

現
代
の
多
く
の
註
釈
書
の
中
に
あ
っ
て
、
例
外
的
に
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系

『源
氏
物
語
　
四
ヽ
三
七
頁
‐
註

一
五

・
註

一
七

は
、
こ
の
贈
答
歌
に
、
落
葉
宮

。
柏
木
を
よ
そ
え
る
こ
と
な
く
訳
を
附
し
て
い
る
。



（９
）

ン」
の
贈
答
歌
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
稿
を
参
照
。

廣
田
収

「花
の
景
と
し
て
の
都
―
須
磨

・
明
石
巻
を
中
心
に
―
」
（南
波
浩
編

・
廣

川
勝
美
編
集

『源
氏
物
語
　
地
名
と
方
法
」
桜
楓
社

・
一
九
九
〇
年
）

（１０
）
　

「時
し
あ
ら
ば
」
に
は
引
歌
が
期
待
さ
れ
る
が
、
ど
の
註
釈
書
も

「未
詳
」
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系

『源
氏
物
語
　
一
ご

一
一〇
頁

‐
註

一
〇

は
、
「参
考
」
と
し
て
、
「柏
木
」
巻
の
御
息
所
の
歌

「時
し
あ
れ
ば
か
は
ら
ぬ
色

に
に
ほ
ひ
け
り
片
枝
か
れ
に
し
宿
の
桜
も
」
を
挙
げ
て
い
る
。
と
も
に
同

一
の
古

歌
を
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
近
年
流
行
の
術
語

″物
語
内
引
用
″
″逆

照
射
″
な
ど
を
以
て
説
く
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、

「柏

木
」
「須
磨
」
二
巻
の
連
動
、
及
び
、
〈散
り
た
る
花
》
＝
光
源
氏
と
、
《枯
れ
た
る

花
》
＝
柏
木
と
の
強
い
共
鳴
を
見
る
に
留
め
て
お
く
。

（ｎ
）

例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
註
さ
れ
て
い
る
。

「三
月
の
末
と
い
う
今
の
季
節
に
も
ふ
さ
わ
し
く
、
源
氏
の
今
の
身
の
上
に
も
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。」
（新
潮
日
本
古
典
集
成

一源
氏
物

ヨ
叩
　
二
」
二
二
一
頁

‐
註
九
）

１
時
う
し
な
へ
る
」
わ
が
身
を
擬
す
る
。

」
（新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『源
氏
物

語
　
一
ξ

一
八
三
頁

‐
註

〓
こ

（・２
）

ち
な
み
に
、
「須
磨
」
巻
に
は
、
須
磨
退
居
前
に

「花
の
木
ど
も
や
う
や
う
盛
り

過
ぎ
て
、
わ
づ
か
な
る
木
蔭
の
、
い
と
白
き
庭
に
薄
く
霧
り
わ
た
り
た
る
、
そ
こ

は
か
と
な
く
霞
み
あ
ひ
て
」
合
一〇
七
頁
）
と
い
う
情
景
や
、
巻
末
近
く
に

「須
磨

に
は
、
年
か
へ
り
て
、
日
長
く
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
植
ゑ
し
若
木
の
桜
ほ
の
か
に

咲
き
そ
め
て
、
空
の
け
し
き
う
ら
ら
か
な
る
に
」
含
一五
〇
頁
）
と
い
う
情
景
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
巻
で
は
、
光
源
氏
と
桜
と
が
連
接
を
果
し
、
鎖
列
を
成

し
て
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

（・３
）

前
掲
註

（３
）
小
林
論
文
は
、
「須
磨
」
巻
の

《花
の
枯
れ
枝
》
に
も
言
及
し
て

い
る
。
氏
は
、
「花
を
折
る
こ
と
」
及
び

「折
ら
れ
た
花
の
贈
与
と
受
託
」
を
考
察

す
る
中
で
、
こ
の

「須
磨
」
巻
の

〈花
の
枯
れ
枝
》
を

「王
権
幻
想
の
聖
樹
の
枝
」

と
し
、
そ
れ
が
光
源
氏
か
ら
春
宮

へ
と

「継
承
さ
れ
し、
こ
の
と
き

「聖
樹
の
死
と

再
生
と
が
同
時
に
標
記
さ
れ
し
た
と
述
べ
、
更
に
、
「
散
り
す
き
た
る
」
桜
の
枝

は
、
冷
泉
朝
を
結
果
的
に
不
毛
の
位
相
に
呪
縛
し
て
い
る
」、
或
い
は
、
「皇
統
譜

の
系
統
樹
と

「散
り
す
き
た
る
」
桜
の
枝
の
は
ざ
ま
で
、
冷
泉
帝
の
自
己
同

一
性

は
揺
れ
動
い
て
い
る
」
な
ど
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
「王
権
」
等
の
大
い
な
る

観
念
で
、
テ
ク
ス
ト
の
諸
細
部
を
押
え
込
め
る
の
か
否
か
、
疑
間
で
あ
る
。

（‐４
）

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『源
氏
物
語
　
一
ξ
　
一
八
三
頁

‐
註

一
〇

（・５
）

但
し
、
大
島
本
は
、
他
の
多
く
の
青
表
紙
本
と
異
な
り
、

「も
の
隠
れ
ゆ
く
や

う
に
て
」
と
い
う
本
文
を
持
つ
。

（・６
）
　

「も
の
の
枯
れ
ゆ
く
や
う
に
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
稿
を
参
照
。

石
田
穣
二

「源
氏
物
語
に
お
け
る
四
つ
の
死
―
歌
語
の
こ
と
な
ど
―
」
含
源
氏
物

語
諭
集
」
桜
楓
社

・
一
九
七

一
年
）

湯
本
な
ぎ
さ

「も
の
の
枯
れ
ゆ
く
や
う
に

（『源
氏
物
語
」
の
心
象
ノ
ー
ト
ご

翁
論
集
源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
　
四
」
新
典
社

。
一
九
九
二
年
）

（・７
）

今
井
源
衛

「字
治
の
大
君
の
死
」
翁
源
氏
物
語

へ
の
招
待
」
小
学
館
ラ
イ
プ
ラ

リ
ー

・
一
九
九
七
年
）

（・８
）
　

「も
の
の
枯
れ
ゆ
く
や
う
に
」
逝

っ
た
大
君
、
及
び
、
そ
の
朝
顔
と
の
連
接
に

つ
い
て
は
、
次
の
論
稿
を
参
照
。

原
岡
文
子

「歌
語
と
心
象
風
景
―

「朝
顔
」
の
花
を
め
ぐ

っ
て
」
∩
國
文
學
」

一

九
九
二
年
四
月
）

（‐９
）

次
の
論
稿
に
、
「朽
木
」
と
い
う
語
、
及
び
、
「古
今
集
」
歌

「形
こ
そ
深
山
隠

れ
の
朽
木
な
れ
心
は
花
に
な
さ
ば
な
り
な
む
」
に
つ
い
て
の
研
究
史
の
ま
と
め
と

考
察
が
あ
る
。

佐
田
公
子

「
み
山
隠
れ
の
朽
本
と
花
と
―
兼
芸
法
師
の
歌

一
首
小
考
―
」
翁
研
究

と
資
料
」
第
二
〇
輯

。
一
九
九
二
年

一
二
月
）

【附
記
】

本
稿
は
、
修
士
論
文

「聯
動
す
る
源
氏
物
語
―
、
横
笛
」
巻
の
力
と
線
―
」
２

九
九
七

年

一
月
九
日
提
出
）
の
一
部
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


