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は
じ
め
に

新
古
今
時
代
の
歌
壇
で
は
「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な

り
」（『
六
百
番
歌
合
』
十
三
番
判
詞
）
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、『
源
氏
物
語
』

摂
取
と
い
う
技
法
が
流
行
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
知
識
が
要
求
さ

れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
新
古
今
時
代
に
ど
れ

ほ
ど
の
摂
取
歌
が
詠
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、寺
本
直
彦
氏
が『
源

氏
物
語
受
容
史
論
考
』
を
始
め
と
す
る
一
連
の
論
考
で
指
摘
を
し
て

い
る（
１
）が

、
そ
の
他
に
も
歌
人
ご
と
の
摂
取
傾
向
な
ど
の
先
行
研
究
は

多
く（
２
）、
新
古
今
時
代
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
摂
取
と
い
う
技
法
の

重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

当
時
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取
歌
は
、
大
き
く
大
別
す
る
と
、『
源
氏

物
語
』
内
の
場
を
物
語
の
流
れ
か
ら
切
り
離
し
て
詠
む
絵
画
的
叙
景

的
な
歌
と
、
物
語
の
筋
や
出
来
事
と
い
っ
た
時
間
的
展
開
を
踏
ま
え

る
物
語
性
の
あ
る
歌
と
に
分
け
ら
れ
る
。
多
く
の
歌
人
た
ち
が
『
源

氏
物
語
』
の
場
を
再
現
す
る
よ
う
な
叙
景
的
摂
取
歌
を
詠
ん
だ
の
に

対
し
、
藤
原
俊
成
・
定
家
・
俊
成
卿
女
ら
御
子
左
家
歌
人
た
ち
は
、

物
語
構
想
そ
の
も
の
を
踏
ま
え
た
摂
取
歌
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る（
３
）。
し

か
し
、
定
家
は
『
源
氏
物
語
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
母
の
影
響
で
若

年
期
か
ら
摂
取
歌
を
詠
ん
で
お
り（
４
）、

そ
の
よ
う
な
彼
の
歌
が
新
古
今

時
代
以
前
か
ら
御
子
左
家
歌
人
た
ち
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
新
古
今
以
前
の
定
家
が
ど
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
の
か
を

検
討
す
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
の
『
正
治
初
度
百
首
』

（
以
下
、
本
百
首
と
称
す
る
）
に
お
け
る
定
家
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取

歌
を
考
察
す
る
。
本
百
首
は
、
後
鳥
羽
院
歌
壇
に
お
け
る
最
初
の
催

藤
原
定
家
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取

―
―
『
正
治
初
度
百
首
』
を
中
心
に
―
―

尾
葉
石
真
理
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し
で
あ
る
が
、『
新
古
今
集
』
に
七
十
九
首
も
の
入
集
歌
を
持
ち
、『
千

五
百
番
歌
合
』
に
次
ぐ
撰
歌
資
料
と
な
っ
て
い
る
点
か
ら
、
新
古
今

歌
壇
の
本
格
的
な
始
発
点
と
し
て
従
来
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ

た
百
首
歌
で
あ
る
。
ま
た
定
家
に
と
っ
て
は
、
官
人
と
し
て
の
昇
進

も
停
滞
を
見
せ
、
歌
人
と
し
て
も
そ
の
歌
が
「
新
儀
非
拠
達
磨
歌
」

と
非
難
を
浴
び
て
い
た
こ
の
時
期
に
そ
の
身
の
浮
沈
を
掛
け
て
臨
ん

だ
の
が
本
百
首
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
定
家
の
百
首
は
後
鳥
羽
院
の

心
を
掴
み
、
以
後
新
古
今
歌
壇
は
定
家
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
て

い
く
。
本
百
首
の
定
家
詠
は
、
後
鳥
羽
院
の
好
尚
傾
向
を
知
る
重
要

な
手
が
か
り
と
し
て
他
歌
人
た
ち
に
把
握
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

疑
う
べ
く
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
百
首
に
お
け
る
定
家
の
『
源
氏
物

語
』
摂
取
歌
の
具
体
相
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
新
古
今
時
代
全
体
に

お
け
る
『
源
氏
物
語
』
摂
取
を
捉
え
る
た
め
の
一
示
唆
を
得
る
こ
と

に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

一
ま
ず
は
山
家
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
次
の
歌
か
ら
考
え
た
い
。

① 

浪
の
を
と
に
宇
治
の
さ
と
人
よ
る
さ
へ
や
ね
て
も
あ
や
う
き
夢

の
う
き
は
し 

（
山
家
・
九
八
八
）

山
家
題
と
は
、
山
居
の
寂
寥
や
鄙
び
た
住
ま
い
を
詠
む
の
が
本
義
で

あ
る
。
従
っ
て
吉
野
・
深
草
・
大
原
と
と
も
に
宇
治
が
舞
台
と
し
て

設
定
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
①
が
宇
治
を
詠
む
の
も
、
こ
の
よ
う
な

伝
統
に
則
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
従
来
の
宇
治
詠
は
多
く
が

網
代
や
氷
魚
、
川
霧
、
宇
治
橋
、
橋
姫
な
ど
に
焦
点
を
当
て
る
の
に

対
し
、
①
の
関
心
は
川
音
に
あ
る
。
宇
治
川
の
川
音
を
詠
ん
だ
歌
は

こ
れ
以
前
に
な
く
、
川
音
と
い
う
着
眼
点
は
和
歌
の
伝
統
の
中
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

定
家
は
、
宇
治
川
の
川
音
を
詠
む
と
い
う
発
想
を
ど
こ
か
ら
得
た

の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』「
橋
姫
」
巻
を
考
え
た
い（
５
）。

げ
に
き
ゝ
し
よ
り
も
あ
は
れ
に
、
す
ま
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
よ
り

は
じ
め
て
、
い
と
か
り
な
る
草
の
い
ほ
り
に
、
お
も
ひ
な
し
こ

と
そ
ぎ
た
り
。
お
な
じ
き
山
ざ
と

0

0

0

ゝ
い
へ
ど
、
さ
る
か
た
に
て

心
と
ま
り
ぬ
べ
く
の
ど
や
か
な
る
も
あ
る
を
、
い
と
あ
ら
ま
し

0

0

0

0

0

0

き
水
の
を
と
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、
な
み
の
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ゞ
き
に
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、
も
の
わ
す
れ
う
ち
し

0

0

0

0

0

0
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0

、
よ0

る
な
ど
心
と
け
て
夢
だ
に
み
る
べ
き
ほ
ど
も
な
げ

0

0

0

0

0

0

0
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に
、
す
ご
く

ふ
き
は
ら
ひ
た
り
。
ひ
じ
り
だ
ち
た
る
御
た
め
に
、
か
ゝ
る
し

も
こ
そ
心
と
ま
ら
ぬ
も
よ
ほ
し
な
ら
め
、
女
君
た
ち

0

0

0

0

、
な
に
心

0

0

0

ち
し
て
す
ぐ
し
給
ら
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
よ
の
つ
ね
の
女
し
く
な
よ
び
た
る
か

た
は
と
を
く
や
、
と
お
し
は
か
ら
る
ゝ
御
あ
り
さ
ま
な
り
。

こ
の
川
音
へ
の
言
及
は
明
ら
か
に
①
の
発
想
と
近
似
し
て
い
る
。

定
家
の
『
奥
入
』
は
当
該
箇
所
に

う
ぢ
が
は
の
な
み
の
ま
く
ら
に
ゆ
め
さ
め
て
よ
る
は
し
ひ
め
の
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い
や
はね
ざ
る
ら
ん
イ

ね
ら
る
ゝ

と
注
し
て
お
り
、『
実
方
集
』
の

ウ
ヂ
ニ
テ
、
水
ニ
ウ
キ
タ
ル
ハ
シ

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
、
ウ
タ
ヽ
ネ
ニ
ネ
タ

ル
ニ
、
ヨ
フ
カ
キ
月
ニ
コ
ヱ
オ
カ
シ
ク
テ
、
信
方
中
将

ウ
ヂ
ガ
ハ
ノ
ナ
ミ

0

0

ノ
マ
ク
ラ
ニ
ユ
メ
サ
メ
テ

0

0

0

0

0

0

ト
イ
ヘ
バ

ヨ
ル
ハ
シ
ヒ
メ
ヤ
イ
モ
ネ
ザ
ル
ラ
ム 

（
五
七
）

と
重
ね
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
①
は
「
橋
姫
」
巻
か

ら
川
音
の
た
め
に
ぐ
っ
す
り
と
は
眠
れ
な
い
と
い
う
発
想
を
得
、
ま

た
『
実
方
集
』
五
七
番
歌
か
ら
、
浪
の
音
の
た
め
に
夢
が
覚
め
る
浮

橋
と
い
う
発
想
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
夢
の
う
き
は
し
」

と
い
う
語
句
は
勿
論
『
源
氏
物
語
』
最
終
巻
名
で
あ
る
か
ら
、『
実
方

集
』
五
七
番
歌
が
詞
の
面
で
①
に
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
ま
で

は
言
え
な
い
。
し
か
し
『
奥
入
』
が
示
す
よ
う
に
、
定
家
の
頭
の
中

で
は
両
者
が
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、「
橋
姫
」
巻
と
『
実

方
集
』
五
七
番
歌
、
両
方
が
定
家
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
る
こ

と
は
可
能
だ
ろ
う
。

宇
治
の
川
音
が
人
の
眠
り
を
妨
げ
る
と
い
う
描
写
は
、「
橋
姫
」
巻

の
後
、「
浮
舟
」
巻
で
再
び
登
場
す
る
。
匂
宮
と
薫
の
間
で
悩
み
、
精

神
的
に
疲
弊
し
て
い
く
浮
舟
の
場
面
で
、
川
音
は
ま
た
も
登
場
人
物

の
不
安
と
関
わ
る
重
要
な
役
目
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

こ
の
み
づ
の
を
と
の
お
そ
ろ
し
げ
に
ひ
ゞ
き
て
ゆ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
、「
か
ゝ

ら
ぬ
な
が
れ
も
あ
り
か
し
。よ
に
ゝ
ず
あ
ら
ま
し
き
と
こ
ろ
に
、

と
し
月
を
す
ぐ
し
た
ま
ふ
を
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
ぬ
べ
き
わ
ざ

に
な
む
」
な
ど
は
ゝ
ぎ
み
し
た
り
が
ほ
に
い
ひ
ゐ
た
り
。
む
か

し
よ
り
こ
の
か
は
の
は
や
く
お
そ
ろ
し
き
こ
と
を
い
ひ
て
「
さ

い
つ
こ
ろ
、
わ
た
し
も
り
が
む
ま
ご
の
わ
ら
は
、
さ
を
さ
し
は

づ
し
て
を
ち
い
り
侍
り
に
け
る
。
す
べ
て
い
た
づ
ら
に
な
る
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

お
ほ
か
る
水
に
は
べ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
人
々
も
い
ひ
あ
へ
り
。

（
中
略
）

よ
る
と
な
れ
ば
、
ひ
と
に
見
つ
け
ら
れ
ず
い
で
ゝ
ゆ
く
べ
き
方

を
思
ま
う
け
つ
ゝ
、
ね
ら
れ
ぬ
ま
ゝ
に

0

0

0

0

0

0

0

、
心
ち
も
あ
し
く
み
な

0

0

0

0

0

0

0

0

た
が
ひ
に
た
り

0

0

0

0

0

0

。

当
該
場
面
は
、
穏
や
か
で
優
し
い
薫
と
、
情
熱
的
な
匂
宮
の
間
で
揺

れ
動
く
日
々
に
も
終
わ
り
が
近
づ
い
た
頃
の
一
幕
で
あ
る
。
浮
舟
の

元
へ
薫
か
ら
京
に
迎
え
る
旨
連
絡
が
届
き
、
周
囲
は
浮
舟
の
内
心
も

知
ら
ず
に
準
備
を
進
め
る
。
一
方
匂
宮
か
ら
も
薫
に
先
ん
じ
て
密
か

に
浮
舟
を
引
き
取
る
計
画
が
告
げ
ら
れ
、
二
人
の
男
の
間
で
追
い
詰

め
ら
れ
る
浮
舟
の
耳
に
川
音
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

人
の
命
を
も
奪
う
恐
ろ
し
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
、
夜
寝
ら
れ
ぬ
ま

ま
に
そ
の
川
音
を
聞
い
た
浮
舟
は
精
神
に
異
常
を
来
し
て
い
く
。
①

の
「
あ
や
う
き
」
の
語
は
第
五
句
「
夢
の
う
き
は
し
」
へ
と
繋
が
っ



－36－

て
お
り
、
夢
の
浮
き
橋
も
橋
渡
し
に
難
が
生
じ
る
、
す
な
わ
ち
夢
が

途
切
れ
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

先
に
示
し
た
「
橋
姫
」
巻
と
『
実
方
集
』
五
七
番
歌
に
基
づ
く
発
想

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
第
四
句
「
ね
て
も
あ
や
う
き
」
は
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
第
二
句
「
宇
治
の
さ
と
人
」
を
受
け
る
。
つ
ま
り
、
単
に

浮
橋
と
の
縁
で
途
切
れ
が
ち
な
夢
を
形
容
す
る
だ
け
で
な
く
、
夢
見

る
主
体
の
不
安
定
な
心
の
形
容
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
二
人
の
男
の

間
で
不
安
定
に
な
っ
て
い
く
浮
舟
の
心
の
あ
や
う
さ
を
浮
き
彫
り
に

し
て
い
る
の
で
あ
る（
６
）。

「
あ
や
う
き
」
の
語
が
精
神
状
態
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ

た
例
は
早
く
『
後
撰
集
』
の

お
と
こ
の
女
の
ふ
み
を
か
く
し
け
る
を
見
て
、
も
と
の
め

の
か
き
つ
け
侍
け
る

へ
だ
て
け
る
人
の
心
の
う
き
は
し
を
あ
や
う
き
ま
で
も
ふ
み
ゝ

つ
る
か
な 

（
雑
一
・
一
一
二
二
・
四
条
御
息
所
女
）

に
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
二
人
の
女
の
間
で
揺
れ
る
夫
の
憂
き

心
の
あ
や
う
さ
と
、
文
を
見
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
元
の
妻
が
思
い
知

ら
さ
れ
た
人
間
関
係
の
あ
や
う
さ
と
を
同
時
に
表
現
す
る
。
平
穏
な

日
々
が
瓦
解
し
て
い
く
こ
と
へ
の
不
安
、人
の
心
の
不
安
定
さ
を「
あ

や
う
き
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
①
の
「
あ
や
う
き
」
は
こ
の
構
造
を

踏
ま
え
、
人
間
関
係
の
あ
や
う
さ
や
生
き
る
こ
と
へ
の
不
安
を
表
す

こ
と
で
「
浮
舟
」
巻
の
物
語
に
繋
が
っ
て
い
る
。

定
家
が
こ
の
よ
う
な
表
現
を
為
し
得
た
背
景
に
は
、『
源
氏
物
語
』

宇
治
十
帖
全
体
に
お
い
て
川
音
が
、
登
場
人
物
た
ち
の
精
神
の
均
衡

を
崩
す
不
気
味
な
道
具
立
て
と
し
て
度
々
登
場
す
る
事
へ
の
着
眼
が

そ
も
そ
も
の
最
初
に
あ
る
。
だ
が
定
家
以
前
の
他
歌
人
た
ち
が
川
音

へ
の
視
点
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
に
お
け
る
川
音
と
い
う
誰
も
注

意
を
払
わ
な
か
っ
た
も
の
に
、
な
ぜ
定
家
だ
け
が
注
目
し
た
の
だ
ろ

う
か
。

建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）、
定
家
は
九
条
兼
実
の
供
と
し
て
宇
治
へ

赴
き
、
そ
こ
で
得
た
見
聞
や
感
慨
を
十
首
の
歌
に
詠
み
、
慈
円
に
書

き
送
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
川
音
を
詠
ん
だ
歌

今
ぞ
き
く
し
づ
ま
る
夜
半
に
こ
と
と
ひ
て
ふ
く
れ
ば
ち
か
き
う

ぢ
の
川
な
み 

（
拾
玉
集
・
五
二
二
二
・
藤
原
定
家
）

で
は
、
現
実
に
耳
に
し
た
宇
治
の
川
音
の
強
烈
な
印
象
を
詠
ん
で
い

る
。
そ
れ
は
た
だ
川
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の

音
は
静
ま
り
返
っ
た
夜
半
に
作
者
を
訪
ね
来
る
か
の
如
く
聞
こ
え
、

時
間
の
経
過
と
と
も
に
更
に
近
く
へ
近
く
へ
と
に
じ
り
寄
っ
て
く
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
網
代
や
氷
魚
、
川
霧
な
ど
の
風
物
が
話
題
と
な

る
よ
う
な
景
勝
地
と
し
て
の
宇
治
で
は
な
く
、
川
音
が
精
神
を
苛
む
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と
い
う
宇
治
の
現
実
を
、『
源
氏
物
語
』
の
「
浮
舟
」
巻
と
こ
の
実
詠

歌
は
同
じ
よ
う
に
見
つ
め
て
い
る
。
風
景
や
風
物
へ
の
注
意
に
留
ま

ら
な
い
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
生
き
様
に
ま
で
目
を
向
け
る
態
度

が
共
に
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
定
家
は
誰
も
重
視
し
な
か
っ
た
『
源
氏

物
語
』
の
描
写
に
着
目
し
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
①
は
、
宇

治
と
い
う
場
で
そ
れ
で
も
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
人
々
の
、
寄

る
辺
な
さ
ま
で
表
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
定
家
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
、
現
実
を
生
き
る
人
の
姿
を
認
め

て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
を
今
少
し
挙
げ
て
お
き
た
い
。

② 

山
が
つ
の
あ
さ
け
の
こ
や
に
た
く
し
ば
の
し
ば
し
と
見
れ
ば
く

る
ゝ
そ
ら
哉 
（
冬
・
九
六
二
）

こ
の
歌
は
、「
須
磨
」
巻
の

煙
の
い
と
ち
か
く
時
々
た
ち
く
る
を
、
こ
れ
や
あ
ま
の
し
ほ
や

く
な
ら
む
と
お
ぼ
し
わ
た
る
は
、お
は
し
ま
す
う
し
ろ
の
山
に
、

し
ば

0

0

と
い
ふ
も
の
ふ
す
ぶ
る
な
り
け
り
。
め
づ
ら
か
に
て

山
が
つ

0

0

0

の
い
ほ
り
に
た
け
る
し
ば
〴
〵
も
こ
と
ゝ
ひ
こ
な

ん
こ
ふ
る
さ
と
人

が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る（
７
）。
須
磨
で
の
光
源
氏
の
侘
び
住
ま
い
を
描
い

た
一
場
面
で
、
立
ち
昇
る
煙
を
見
て
塩
焼
き
か
と
思
っ
た
が
、
実
際

に
は
山
で
柴
を
焼
い
て
い
た
煙
で
あ
っ
た
と
い
う
。
当
該
場
面
は
先

の
宇
治
の
川
音
と
は
異
な
り
、
②
以
前
か
ら
摂
取
さ
れ
た
例
は
あ
っ

て
、

山
ざ
と
の
し
ば
を
り
を
り
に
た
つ
煙
人
ま
れ
な
り
と
そ
ら
に
し

る
か
な 

（
堀
河
百
首
・
雑
・
一
五
〇
二
、

 

千
載
集
・
雑
中
・
一
〇
九
二
・
肥
後
）

や
ま
ふ
か
く
し
づ
が
を
り
た
く
し
ひ
し
ば
の
お
と
さ
へ
さ
む
き

あ
さ
ぼ
ら
け
か
な （
六
百
番
歌
合
・
椎
柴
・
十
四
番
右
・
藤
原
家
隆
）

な
ど
と
詠
ま
れ
て
き
た
。
本
百
首
内
で
も

谷
か
げ
の
柴
の
煙
に
し
ら
れ
け
り
思
ひ
も
か
け
ぬ
家
ゐ
あ
り
と

は 

（
山
家
・
三
九
一
・
守
覚
法
親
王
）

と
詠
ま
れ
る
。
物
語
内
の
場
を
読
ん
だ
叙
景
的
な
歌
と
い
え
よ
う
。

だ
が
こ
れ
ら
の
歌
が
、
叙
景
の
中
に
『
源
氏
物
語
』
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
②
は
閑
居
に
お
い
て
戸
外
を
見

や
る
行
為
、
す
な
わ
ち
「
閑
望
」
を
一
首
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
す

る
。
こ
こ
に
定
家
の
摂
取
歌
と
他
歌
人
の
摂
取
歌
と
の
大
き
な
違
い

が
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
須
磨
」
巻
は
、
栄
光
栄
華
を
極
め
た

源
氏
が
一
転
し
て
都
を
退
去
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
地
位
も

名
誉
も
失
っ
て
た
だ
た
だ
我
が
身
を
嘆
き
な
が
ら
過
ご
す
日
々
が
描

写
さ
れ
る
。
そ
の
源
氏
が
柴
の
煙
を
見
や
る
行
為
に
、
外
を
眺
め
て
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無
為
に
時
間
を
過
ご
す
し
か
な
い
嘆
き
と
不
満
を
②
は
見
て
取
り
、

「
山
賤
が
朝
方
、
朝
餉
の
た
め
に
小
屋
で
焚
い
て
い
る
柴
の
煙
を
し

ば
し
と
思
っ
て
見
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
日
の
短
い
冬
の

空
は
暮
れ
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

西
行
の
有
名
な
一
首

み
ち
の
べ
に
し
み
づ
な
が
る
ゝ
や
な
ぎ
か
げ
し
ば
し
と
て
こ
そ

た
ち
ど
ま
り
つ
れ 
（
新
古
今
集
・
夏
・
二
六
二
・
西
行
法
師
）

の
心
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
よ
う
か
。

実
は
「
閑
望
」
に
つ
い
て
は
、
定
家
は
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）

の
「
閑
居
百
首
」
に
お
い
て

春
さ
め
よ
こ
の
は
み
だ
れ
し
む
ら
時
雨
そ
れ
も
ま
ぎ
る
ゝ
方
は

あ
り
け
り 

（
三
〇
八
）

年
ふ
れ
ど
心
の
春
は
よ
そ
な
が
ら
な
が
め
な
れ
ぬ
る
あ
け
ぼ

の
ゝ
そ
ら 
（
三
〇
九
）

あ
ぢ
き
な
く
心
は
秋
に
と
ま
り
ゐ
て
な
が
む
る
の
べ
の
し
も
が

れ
ぬ
ら
ん 

（
三
五
四
）

な
ど
と
し
て
頻
繁
に
歌
に
詠
ん
で
い
る
。「
閑
居
百
首
」
は
、
文
治

元
年
（
一
一
八
五
）
に
脂
燭
で
源
雅
行
を
打
擲
し
除
籍
処
分
を
受
け

た
定
家
が
、
還
昇
の
後
も
一
向
に
昇
進
の
兆
し
さ
え
見
え
な
か
っ
た

当
時
の
鬱
屈
と
し
た
「
不
遇
者
意
識
」
を
籠
め
た
作
品
で
あ
る
が）

8
（

、

そ
こ
に
閑
居
し
な
が
ら
生
涯
を
送
る
詠
歌
主
体
と
、
空
を
眺
め
る
行

為
を
対
峙
さ
せ
る
構
造
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
こ
れ
と

同
じ
も
の
を
定
家
は
『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」
巻
の
源
氏
に
見
出
す
。

②
の
第
五
句
「
く
る
ゝ
そ
ら
哉
」
と
あ
る
の
は
、
無
論
、
日
が
暮
れ

て
い
く
空
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に

い
か
に
し
な
し
奉
り
給
は
ん
と
す
る
に
か
あ
ら
む
、と
思
ふ
に
、

目
く
る
る
心
地
し
て 

（
落
窪
物
語
）

し
の
ゝ
め
の
あ
け
ゆ
く
そ
ら
も
か
へ
る
に
は
な
み
だ
に
く
る
ゝ

物
に
ぞ
あ
り
け
る 

（
金
葉
集
・
恋
下
・
四
二
三
・
源
師
俊
）

と
さ
れ
る
よ
う
な
、
目
の
前
が
真
っ
暗
に
な
る
、
涙
に
目
が
霞
み
、

我
が
身
の
行
き
先
も
見
え
な
い
と
い
う
意
味
の
「
く
る
る
」
も
掛
け

て
い
よ
う
。
そ
れ
は
た
だ
単
に
日
が
暮
れ
て
空
が
暗
く
な
っ
て
い
く

だ
け
で
は
な
い
。
閑
居
せ
ざ
る
を
得
な
い
絶
望
感
に
よ
り
眼
前
が
黒

く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
②
は
煙
を
眺
め
続
け
、
時

間
の
経
つ
の
を
待
つ
し
か
な
い
人
物
の
心
情
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
定
家
に
と
っ
て
は
か
つ
て
の
経
験

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
、
身
に
迫
る
現
実
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
②
に

お
い
て
も
定
家
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
に
自
身
に
と
っ
て
の
現
実
と

同
じ
も
の
を
見
出
し
、
そ
こ
に
生
き
た
人
間
の
姿
を
見
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
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三
本
百
首
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え
た
歌
は
、
先
に
挙
げ

た
二
首
を
含
め
る
と
百
首
中
六
首
あ
る
。
以
下
に
定
家
詠
と
典
拠
と

を
掲
出
す
る
。

③ 

春
も
お
し
花
を
し
る
べ
に
や
ど
か
ら
む
ゆ
か
り
の
色
の
ふ
ぢ
の

し
た
か
げ 

（
春
・
九
一
九
）

手
に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
み
む
む
ら
さ
き
の
ね
に
か
よ
ひ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
の
べ
の
わ
か
草

0

0

0

0

0

0

0 

（「
若
紫）
10
（

」）

か
の
む
ら
さ
き
の
ゆ
か
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
づ
ね
と
り
給
ひ
て
（
後
略
）。

 

（「
紅
葉
賀
」）

④ 

お
ぎ
の
は
も
し
の
び
〳
〵
に
こ
ゑ
た
て
ゝ
ま
だ
き
つ
ゆ
け
き
せ

み
の
は
衣 
（
夏
・
九
三
三
）

う
つ
せ
み
の
は
に
を
く
露

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
木
が
く
れ
て
し
の
び

0

0

0

〳
〵

0

0

に
ぬ

0

0

る
ゝ
そ
で

0

0

0

0

か
な 

（「
空
蝉
」）

② 

山
が
つ
の
あ
さ
け
の
こ
や
に
た
く
し
ば
の
し
ば
し
と
見
れ
ば
く

る
ゝ
そ
ら
哉 

（
冬
・
九
五
二
）

　
　
（
前
述
）

⑤ 

浪
の
う
へ
の
月
を
み
や
こ
の
と
も
と
し
て
あ
か
し
の
せ
と
を
い

づ
る
ふ
な
人 

（
旅
・
九
八
二
）

宮
こ
の
方
よ
り
と
て
、こ
と
ゝ
ひ
を
こ
す
る
人
も
な
し
。た
ゞ

行
ゑ
な
き
空
の
月
日
の
光
ば
か
り
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
故
郷
の
友
と
な
が
め

0

0

0

0

0

0

0

0

侍0

に
、
う
れ
し
き
つ
り
舟
を
な
む
。 

（「
明
石
」）

⑥ 

い
も
と
我
と
い
る
さ
の
山
は
名
の
み
し
て
月
を
ぞ
し
た
ふ
在
明

の
そ
ら 

（
旅
・
九
八
三
）

か
の
あ
り
あ
け
の
君

0

0

0

0

0

0

は
、は
か
な
か
り
し
夢
を
お
ぼ
し
い
で
ゝ
、

い
と
も
の
な
げ
か
し
う
な
が
め
給
ふ
。（
中
略
）
き
丁
ご
し
に

手
を
と
ら
へ
て
「
あ
づ
さ
ゆ
み
い
る
さ
の
や
ま
に
ま
ど
ふ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

哉
ほ0

の
見
し
月

0

0

0

0

の
か
げ
や
見
ゆ
る
と
。
な
に
ゆ
へ
か
」
と
を
し
あ
て

に
の
た
ま
ふ
を
、
え
し
の
ば
ぬ
な
る
べ
し
、「
心
い
る
か
た
な
ら

ま
せ
ば
ゆ
み
は
り
の
月
な
き
空
に
ま
よ
は
ま
し
や
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
ふ

こ
ゑ
、た
ゞ
そ
れ
な
り
。
い
と
う
れ
し
き
も
の
か
ら
。（「
花
宴）
11
（

」）

① 

浪
の
音
に
宇
治
の
さ
と
人
よ
る
さ
へ
や
ね
て
も
あ
や
う
き
夢
の

う
き
は
し 

（
山
家
・
九
八
八
）

　
　
（
前
述
）

③
は
、
漢
詩
文
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
す
で
に
拙
論
に
て
扱
っ
た）
12
（

た

め
割
愛
し
、
④
⑤
⑥
の
三
首
を
以
下
に
見
て
い
き
た
い
。

④ 
お
ぎ
の
は
も
し
の
び
〳
〵
に
こ
ゑ
た
て
ゝ
ま
だ
き
つ
ゆ
け
き
せ

み
の
は
衣 

（
夏
・
九
三
三
）

こ
の
歌
は
、
夏
歌
と
し
て
夏
衣
を
詠
み
な
が
ら
も
秋
風
を
荻
で
表

現
す
る
。
荻
は
秋
の
代
表
的
な
歌
材
で
あ
り
、
秋
歌
以
外
に
詠
ま
れ
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る
こ
と
は
『
千
載
集
』
及
び
そ
の
時
代
ま
で
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
の

詠
ま
れ
方
も
定
型
化
し
て
お
り
、
葉
の
上
を
秋
風
が
過
ぎ
、
そ
の
風

が
葉
の
上
の
露
を
払
い
、
そ
の
露
に
涙
を
重
ね
て
秋
風
に
「
飽
き
」

を
読
み
取
る
。
他
の
歌
材
と
の
組
み
合
わ
せ
で
も
、
鹿
や
月
、
雁
な

ど
秋
の
歌
材
と
し
か
組
み
合
わ
せ
な
い
の
が
普
通
で
、
そ
れ
以
外
の

詠
み
方
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
『
千
載
集
』
以
後
、
こ

の
定
型
を
破
る
試
み
が
次
々
と
な
さ
れ
る
。
そ
の
初
の
試
み
は
、『
六

百
番
歌
合
』
の

十
一
番　

扇　

左
勝　
　
　
　

藤
原
定
家

か
ぜ
か
よ
ふ
あ
ふ
ぎ
に
秋
の
さ
そ
は
れ
て
ま
づ
て
な
れ
ぬ
る
ね

や
の
月
か
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右　
　
　
　
　

藤
原
家
隆

う
ち
は
ら
ふ
あ
ふ
ぎ
の
か
ぜ
の
ほ
ど
な
き
に
お
も
ひ
こ
め
た
る

を
ぎ
の
お
と
か
な

左
右
共
申
不
悪
歟
之
由

判
云
、
左
の
ね
や
は
詩
歌
に
も
つ
く
り
よ
む
事
に
は
侍
れ

ど
、
殊
不
可
庶
幾
に
や
、
右
、
う
ち
は
ら
ふ
扇
、
思
ひ
こ

め
た
る
荻
、
共
不
被
甘
心
、
又
事
不
分
明
、
ね
や
の
月
猶

ま
さ
る
べ
き
に
や

に
お
け
る
家
隆
詠
の
右
歌
で
あ
る
が
、こ
の
歌
は
「
う
ち
は
ら
ふ
扇
」

「
思
ひ
こ
め
た
る
荻
」
と
い
う
表
現
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と

に
加
え
て
、「
事
不
分
明
」
と
し
て
負
と
な
っ
た
。
家
隆
の
詠
歌
意
図

は

と
に
か
く
に
た
も
と
す
ず
し
く
な
り
ゆ
く
は
あ
ふ
ぎ
の
風
に
秋

や
た
つ
ら
ん 

（
永
久
百
首
・
扇
・
一
六
〇
・
常
陸
）

引
レ
秋
生
二
手
裏
一
、
蔵
レ
月
入
二
懐
中
一
。

 

（
和
漢
朗
詠
集
・
扇
・
一
九
九
・
白
居
易
）

不
レ
期
夜
漏
初
分
後
、
唯
翫
秋
風
未
レ
至
前
。

 

（
和
漢
朗
詠
集
・
扇
・
二
〇
〇
・
菅
原
文
時
）

な
ど
と
さ
れ
た
、「
扇
に
は
秋
風
が
生
じ
る
」
と
い
う
趣
向
を
荻
と
い

う
歌
材
で
試
み
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
し
い
が
、
事
不
分
明
と
判

じ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
④
は
秋
の
到
来
以
前
に
早
く
も

風
に
音
を
立
て
始
め
た
荻
と
、
秋
の
気
配
を
感
じ
て
袖
を
濡
ら
し
始

め
た
露
を
詠
む
こ
と
で
、
そ
う
と
示
さ
れ
る
前
に
恋
人
の
飽
き
る
気

配
に
気
づ
き
、
涙
に
く
れ
る
女
性
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
秋

風
と
露
と
を
合
わ
せ
て
飽
き
と
涙
を
暗
示
す
る
、
秋
荻
の
伝
統
に
則

っ
た
詠
み
方
を
し
な
が
ら
も
、
夏
衣
歌
と
し
て
詠
む
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

荻
の
葉
が
そ
よ
ぐ
の
は
立
秋
後
で
あ
る
と
い
う
、
従
来
の
概
念
に

囚
わ
れ
ず
に
現
実
を
見
よ
う
と
す
る
態
度
が
④
に
も
指
摘
で
き
る

が
、
前
述
の
家
隆
の
歌
と
④
の
違
い
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
俊

成
の
判
詞
が
端
的
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
「
事
不
分
明
」
で
あ
る
か
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否
か
、
で
あ
ろ
う
。
家
隆
の
歌
は
詠
ん
で
い
る
内
容
が
具
体
的
に
イ

メ
ー
ジ
し
に
く
い
、
そ
の
た
め
に
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
で
は

④
は
、
そ
の
問
題
を
克
服
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に

入
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
に
よ
っ
て
、
な
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
す
で
に
久
保
田
氏
が
「
空
蝉
」
巻
の
歌
を
本

歌
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
歌
の
み
で
は
な
く
そ
の
前
の
物
語
本

文
か
ら
の
影
響
も
考
え
た
い
。

い
と
よ
ろ
づ
に
み
だ
れ
て
、
に
し
の
君
も
物
は
づ
か
し
き
心
ち

し
て
わ
た
り
給
に
け
り
。
ま
た
し
る
人
も
な
き
こ
と
な
れ
ば
、

人
し
れ
ず

0

0

0

0

う
ち
な
が
め
て
ゐ
た
り
。
こ
ぎ
み
の
わ
た
り
あ
り
く

に
つ
け
て
も
、
む
ね
の
み
ふ
た
が
れ
ど
、
御
せ
う
そ
こ
も
な
し
。

あ
さ
ま
し
と
思
ひ
う
る
か
た
も
な
く
て
、
さ
れ
た
る
心
に
も
の

あ
は
れ
な
る
べ
し
。
つ
れ
な
き
人
も
さ
こ
そ
し
づ
む
れ
、
い
と

あ
さ
は
か
に
も
あ
ら
ぬ
御
け
し
き
を
、
あ
り
し
な
が
ら
の
わ
が

身
な
ら
ば
と
、
と
り
返
す
も
の
な
ら
ね
ど
、
し
の
び
が
た
け
れ

0

0

0

0

0

0

0

ば0

、
こ
の
御
た
ゝ
う
が
み
の
か
た
つ
か
た
に

う
つ
せ
み
の
は
に
を
く
露

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
木
が
く
れ
て
し
の
び
〳
〵
に

0

0

0

0

0

0

ぬ
る
ゝ
そ
で

0

0

0

0

0

か
な

寝
所
に
忍
び
込
ん
だ
源
氏
に
人
違
い
を
さ
れ
た
と
も
知
ら
ず
、
情
を

交
わ
し
て
し
ま
っ
た
軒
端
荻
で
あ
る
が
、
翌
朝
に
な
っ
て
も
彼
女
の

元
に
は
、
後
朝
の
文
は
お
ろ
か
伝
言
さ
え
も
な
い
。
一
方
、
無
事
逃

げ
お
お
せ
た
空
蝉
に
は
、
源
氏
に
仕
え
る
弟
に
よ
っ
て
恨
み
言
が
伝

え
ら
れ
、
文
が
届
け
ら
れ
る
。
源
氏
に
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
空

蝉
の
悲
し
み
を
物
語
本
文
は
、
木
陰
の
蝉
の
忍
び
音
の
歌
に
託
し
て

表
現
さ
せ
る
が
、
一
方
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
軒
端
荻
に
つ
い

て
は
、
誰
に
も
言
え
ず
一
人
考
え
込
む
姿
し
か
描
か
な
い
。

し
か
し
④
は
、『
源
氏
物
語
』本
文
で
は
空
蝉
の
詠
歌
で
あ
っ
た「
し

の
び
〳
〵
に
」
を
踏
ま
え
た
第
二
句
を
、
第
一
句
「
お
ぎ
の
は
も
」

を
受
け
る
も
の
と
し
て
構
成
す
る
。
つ
ま
り
、
軒
端
荻
も
「
人
知
れ

ず
」
思
い
悩
む
、
と
あ
る
物
語
本
文
に
彼
女
の
密
や
か
な
る
、
だ
が

深
い
嘆
き
を
見
て
取
り
、
忍
び
泣
き
の
声
に
繋
げ
て
い
る
。
そ
の
上

で
第
五
句
「
せ
み
の
は
衣
」
に
も
繋
げ
、「
し
の
び
が
た
け
れ
ば
」
歌

を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
「
空
蝉
」
巻
の
物
語
本
文
を
捉
え
て
、
夏
衣
の

歌
と
し
て
収
束
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
④
は
、
物
語
が
描
か
な
か
っ
た

軒
端
荻
の
悲
し
み
を
掬
い
上
げ
、
生
き
た
人
間
と
し
て
の
彼
女
の
姿

を
描
き
出
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
季
節
の
先
取
り
と
い
う
和
歌
史
の
伝

統
を
打
ち
破
る
挑
戦
を
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
支
え
る
具
体
性
と
物
語

性
、
人
物
の
心
情
と
い
う
「
心
」
の
裏
付
け
ま
で
も
得
る
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑤ 

浪
の
う
へ
の
月
を
み
や
こ
の
と
も
と
し
て
あ
か
し
の
せ
と
を
い

づ
る
ふ
な
人 

（
旅
・
九
八
二
）
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⑥ 
い
も
と
我
と
い
る
さ
の
山
は
名
の
み
し
て
月
を
ぞ
し
た
ふ
在
明

の
そ
ら 

（
旅
・
九
八
三
）

こ
の
二
首
は
そ
れ
ぞ
れ
旅
題
歌
と
し
て
、
地
名
「
明
石
の
瀬
戸
」

「
入
佐
山
」
を
詠
み
込
み
、
⑤
は
明
石
海
峡
を
出
て
月
と
共
に
旅
立

つ
心
を
、
ま
た
⑥
は
恋
人
と
離
れ
、
独
り
月
を
慕
い
見
る
心
を
詠
む

こ
と
に
よ
っ
て
旅
中
の
心
情
を
詠
む
と
い
う
旅
題
の
要
求
を
満
た
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
、「
あ
か
し
の
せ
と
を
い
づ
る
」「
月

を
ぞ
し
た
ふ
」
な
ど
と
は
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
実
際
の
夜
の

旅
路
を
想
定
し
て
の
詠
と
は
考
え
に
く
く
、
月
と
共
に
遠
く
憧
れ
行

く
心
を
詠
ん
で
い
よ
う
。
つ
ま
り
⑤
も
⑥
も
、
月
を
前
に
し
て
の
心

情
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
て
、
見
知
ら
ぬ
土
地
へ
行
く
こ
と
に
対
す

る
不
安
や
旅
先
で
の
孤
独
感
な
ど
と
い
っ
た
旅
の
心
情
が
十
二
分
に

発
揮
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
を
背
景

と
し
て
読
む
と
き
、
月
前
詠
と
し
て
の
趣
向
以
上
の
も
の
が
浮
か
び

上
が
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
⑤
で
あ
る
が
、「
明
石
」
巻
に
お
い
て
侘
び
住
ま
い
を
続
け
て

い
た
源
氏
が
そ
の
寂
寥
と
孤
独
を
語
る
場
面
を
踏
ま
え
る
。

宮
こ
の
方
よ
り
と
て
、
こ
と
ゝ
ひ
を
こ
す
る
人
も
な
し
。
た
ゞ

行
ゑ
な
き
空
の
月
日
の
光
ば
か
り
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
故
郷
の
友
と
な
が
め
侍

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
、
う
れ
し
き
つ
り
舟
を
な
む
。 

（「
明
石
」）

こ
の
孤
独
感
は
当
該
場
面
以
前
に
も
、

御
は
ら
か
ら
の
御
こ
た
ち
、
む
つ
ま
し
う
き
こ
え
給
ひ
し
か
む

だ
ち
め
な
ど
、
は
じ
め
つ
か
た
は
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
給
な
ど
あ

り
き
。
あ
は
れ
な
る
ふ
み
を
つ
く
り
か
は
し
、
そ
れ
に
つ
け
て

も
世
中
に
の
み
め
で
ら
れ
給
へ
ば
、
き
さ
い
の
宮
き
こ
し
め
し

て
、
い
み
じ
う
の
給
ひ
け
り
。「（
中
略
）
か
の
し
か
を
む
ま
と

い
ひ
け
む
人
の
ひ
が
め
る
や
う
に
つ
い
せ
う
す
る
」
な
ど
、
あ

し
き
こ
と
ゞ
も
き
こ
え
け
れ
ば
、
わ
づ
ら
は
し
と
て
、
せ
う
そ

こ
き
こ
え
給
ふ
人
な
し
。 

（
須
磨
）

な
ど
と
し
て
都
か
ら
の
便
り
が
な
く
な
っ
た
こ
と
や
、
ま
た

月
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
い
で
た
る
に
、
こ
よ
ひ
は
十
五
夜

な
り
け
り
、
と
お
ぼ
し
い
で
ゝ
、
殿
上
の
御
あ
そ
び
こ
ひ
し
く
、

所
〳
〵
な
が
め
給
ら
む
か
し
、と
思
ひ
や
り
給
ふ
に
つ
け
て
も
、

月
の
か
ほ
の
み
ま
も
ら
れ
給
ふ
。「
二
千
里
外
故
人
心
」
と
ず

じ
給
へ
る
、
れ
い
の
涙
も
と
ゞ
め
ら
れ
ず
。
入
道
の
宮
の
「
き

り
や
へ
だ
つ
る
」
と
の
た
ま
は
せ
し
ほ
ど
い
は
む
か
た
な
く
恋

し
く
、
お
り
〳
〵
の
事
お
も
ひ
い
で
給
ふ
に
、
よ
ゝ
と
な
か
れ

給
ふ
。「
よ
ふ
け
侍
ぬ
」
と
き
こ
ゆ
れ
ど
、
な
を
い
り
給
は
ず
。

 

（
同
）

な
ど
、
都
を
思
い
出
す
縁
と
し
て
月
を
眺
め
暮
ら
す
源
氏
の
姿
に
端

的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
⑤
は
そ
の
よ
う
な
源
氏
の
姿
を
背
景
と
し
て

踏
ま
え
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
感
慨
と
、
か
つ
て
自
分
が
都
で
栄
耀
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栄
華
を
誇
っ
て
い
た
時
と
変
わ
ら
ぬ
月
を
詠
む
。
そ
れ
に
よ
っ
て
郷

愁
と
、
須
磨
か
ら
明
石
へ
と
流
離
し
続
け
る
旅
人
の
姿
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
、
旅
歌
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
⑥
は
、「
花
宴
」
巻
に
お
け
る
源
氏
と
朧
月
夜
の
君
の
再
会
の

場
面
を
踏
ま
え
る
。

　

か
の
あ
り
あ
け
の
君

0

0

0

0

0

0

は
、
は
か
な
か
り
し
夢
を
お
ぼ
し
い

で
ゝ
、
い
と
も
の
な
げ
か
し
う
な
が
め
給
ふ
。（
中
略
）
き
丁

ご
し
に
手
を
と
ら
へ
て
「
あ
づ
さ
ゆ
み
い
る
さ
の
や
ま
に
ま
ど

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ふ0

哉
ほ
の
見
し
月

0

0

0

0

0

の
か
げ
や
見
ゆ
る
と
。
な
に
ゆ
へ
か
」
と
を

し
あ
て
に
の
た
ま
ふ
を
、
え
し
の
ば
ぬ
な
る
べ
し
、「
心
い
る
か

た
な
ら
ま
せ
ば
ゆ
み
は
り
の
月
な
き
空
に
ま
よ
は
ま
し
や
は
」

と
い
ふ
こ
ゑ
、
た
ゞ
そ
れ
な
り
。
い
と
う
れ
し
き
も
の
か
ら
。

 
（「
花
宴
」）

当
該
箇
所
は
、
作
中
で
「
あ
り
あ
け
の
君
」
と
呼
称
さ
れ
る
朧
月
夜

の
君
を
月
に
擬
え
、「
月
が
入
っ
て
い
く
入
佐
山
で
再
び
月
を
見
ら
れ

る
か
と
思
い
、
さ
迷
っ
て
い
る
」
と
詠
む
源
氏
、
そ
し
て
そ
れ
に
答

え
る
朧
月
夜
の
君
の
贈
答
の
場
面
で
あ
る
。
⑥
に
「
月
を
ぞ
し
た
ふ

在
明
の
そ
ら
」
と
あ
る
の
は
、「
あ
り
あ
け
の
君
」
を
探
し
て
「
い
る

さ
の
や
ま
に
ま
ど
ふ
」
と
詠
ん
だ
源
氏
の
姿
を
表
し
て
い
よ
う
が
、

「
い
も
と
我
と
い
る
さ
の
山
は
名
の
み
し
て
」
と
い
う
上
の
句
は
何

を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か）
13
（

。
朧
月
夜
の
君
の
返
歌
に
は
「
心
い
る

か
た
な
ら
ま
せ
ば
」「
ま
よ
は
ま
し
や
は
」
と
あ
り
、
真
に
自
分
の

こ
と
を
思
っ
て
く
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
迷
う
は
ず
は
な
い
、と
い
う
。

彼
女
の
こ
の
返
歌
は
、
源
氏
が
朧
月
夜
の
君
と
出
会
っ
た
の
は
彼
女

を
求
め
訪
ね
た
末
の
結
果
で
は
な
く
、
藤
壺
と
の
逢
瀬
を
望
ん
で
桜

の
宴
の
夜
に
弘
徽
殿
に
忍
び
込
ん
だ
結
果
の
偶
然
の
産
物
で
あ
る
と

い
う
、
物
語
の
流
れ
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る
。
つ
ま
り
⑥
の
上
の
句

は
、
藤
壺
の
姿
を
求
め
て
さ
迷
う
源
氏
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
下

の
句
は
そ
の
結
果
起
こ
っ
た
朧
月
夜
の
君
と
の
恋
を
描
く
と
い
う
、

物
語
の
筋
を
忠
実
に
捉
え
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
⑥
は
、『
源
氏
物
語
』
場
面
を
背
景
と
せ
ず
に
読
め
ば
、
妻
と

離
れ
て
独
り
月
を
見
る
う
ち
に
夜
明
け
を
迎
え
る
旅
人
の
寂
寥
を
詠

ん
で
い
る
と
解
さ
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
の
「
花
宴
」
巻
を
踏
ま
え

る
と
、
藤
壺
の
姿
を
求
め
て
報
わ
れ
な
い
女
性
遍
歴
の
旅
を
続
け
る

源
氏
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
旅
人
の
姿
と
源
氏
の
姿
と
が
相
ま
っ

て
、
孤
独
感
を
よ
り
強
く
感
じ
さ
せ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

⑤
と
⑥
で
詠
み
込
ま
れ
た
明
石
・
入
佐
は
有
名
な
歌
枕
の
地
で
あ

る
が
、『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え
て
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物

語
を
同
時
に
連
想
さ
せ
る
。
地
名
が
物
語
の
空
間
を
指
し
示
す
言
葉

へ
と
変
貌
し
、
登
場
人
物
た
ち
が
生
き
た
空
間
と
し
て
立
ち
現
れ
て

く
る
。
先
の
④
で
は
『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
登
場
人
物
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た
ち
の
心
情
と
い
う
「
心
」
の
裏
付
け
を
得
て
い
た
が
、
こ
の
⑤
⑥

も
『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
単
な
る
旅
の
通
過
点
と
し

て
の
歌
枕
で
は
な
く
、
苦
し
み
悩
み
、
生
き
る
人
間
の
姿
を
そ
の
地

に
描
こ
う
と
し
た
も
の
と
解
せ
よ
う
。

四
以
上
、
本
百
首
に
お
け
る
定
家
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取
歌
を
見
て

き
た
。
い
ず
れ
も
『
源
氏
物
語
』
を
通
し
て
現
実
を
鋭
く
捉
え
、
ま

た
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
生
き
た
人
の
姿
を
読
み
取
っ
た
も
の
と
思

し
い
。
だ
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
長
ら
く
、
定
家
の
物
語
摂
取
歌

は
、
物
語
世
界
に
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
超
え
た
抒
情
的

世
界
を
創
出
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
定
家

の
聞
書
を
収
め
た
『
京
極
中
納
言
相
語
』
に

紫
式
部
の
筆
を
み
れ
ば
、
心
も
す
み
て
歌
の
姿
詞
優
に
よ
ま

る
ゝ
。

と
あ
り
、
ま
た

恋
の
歌
を
よ
む
に
は
凡
骨
の
身
を
捨
て
ゝ
、
業
平
の
ふ
る
ま
ひ

け
む
事
を
思
ひ
い
で
ゝ
、
我
身
を
み
な
業
平
に
な
し
て
よ
む
。

地
形
を
詠
む
に
は
か
ゝ
る
柴
垣
の
も
と
を
は
な
れ
て
、玉
の
砌
、

山
河
の
景
気
な
ど
を
観
じ
て
よ
き
歌
は
出
来
る
も
の
な
り
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
歌
論
を
、
現
実
を
脱
却
し
て
観
想
的
美

的
世
界
へ
向
か
う
こ
と
を
求
め
た
も
の
と
し
て
捉
え）
14
（

、
そ
の
た
め
に

物
語
摂
取
歌
を
、
非
現
実
の
美
を
追
求
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
本
百
首
に
お
け
る
定
家
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取
歌
は
、『
源

氏
物
語
』
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
人
を
取
り
巻
く
現
実
を
捉
え
よ
う

と
し
て
い
た
。
な
ら
ば
、『
京
極
中
納
言
相
語
』
も
、
現
実
を
否
定
し

た
言
説
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

久
保
田
淳
氏
は
定
家
の
『
古
今
集
』
注
釈
に
関
し
て
「
定
家
の
思

考
方
式
の
現
実
的
な
こ
と
」
を
主
張
し
、「
現
実
を
照
ら
し
見
る
鏡
と

し
て
古
典
が
あ
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
た）
15
（

が
、
同
様
の
こ
と
は
『
源

氏
物
語
』
摂
取
に
対
し
て
も
言
え
る
。
つ
ま
り
『
源
氏
物
語
』
を
媒

介
と
し
て
現
実
を
捉
え
る
感
覚
を
よ
り
鋭
敏
に
し
、
ま
た
定
家
な
り

の
現
実
的
な
目
で
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
こ
と
で
そ
の
深
部
へ
と
至

る
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
定
家
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取
歌
は
詠
ま
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

定
家
は
若
年
期
よ
り
壮
年
期
に
至
る
ま
で
数
々
の
『
源
氏
物
語
』

摂
取
歌
を
詠
ん
だ
が
、
特
に
実
詠
歌
に
お
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
の

世
界
を
媒
介
と
し
、
自
己
の
心
情
を
光
源
氏
な
ど
の
登
場
人
物
に
仮

託
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
父
と
贈
答
し
た
亡
母

哀
傷
歌

秋
の
わ
き
せ
し
日
、
五
條
へ
ま
か
り
て
か
へ
る
と
て
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た
ま
ゆ
ら
の
つ
ゆ
も
な
み
だ
も
と
ゞ
ま
ら
ず
な
き
人
こ
ふ
る
や

ど
の
秋
風

　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　

入
道
殿

秋
に
な
り
風
の
す
ゞ
し
く
か
は
る
に
も
な
み
だ
の
つ
ゆ
ぞ
し
の

に
ち
り
け
る

 

（
拾
遺
愚
草
下
・
部
類
歌　

無
常
・
二
二
七
三
〜
二
七
七
四）
16
（

）

や
、
ま
た
水
無
瀬
御
幸
の
供
奉
の
折
に
詠
ん
だ
実
詠
歌

お
も
か
げ
は
わ
が
身
は
な
れ
ず
た
ち
そ
ひ
て
宮
こ
の
月
に
今
や

ね
ぬ
ら
む 

（
明
月
記
・
建
仁
二
年
六
月
十
一
日
条
）

ま
た
「
か
ぎ
り
な
く
し
の
び
て
人
に
し
ら
せ
ざ
り
け
る
人
に
」
と
あ

る
一
連
の
贈
答
歌
の
う
ち
の
一
首

あ
ぢ
き
な
く
な
に
と
身
に
そ
ふ
俤
ぞ
そ
れ
と
も
見
え
ぬ
や
み
の

う
つ
ゝ
に 

（
拾
遺
愚
草
下
・
部
類
歌　

恋
・
二
六
二
四）
17
（

）

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
現
実
体
験
と
『
源
氏
物
語
』
を
融
合
さ
せ
て

表
現
す
る
こ
の
手
法
と
、本
百
首
に
お
い
て
見
ら
れ
た
、『
源
氏
物
語
』

に
生
き
た
人
間
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
現
実
を
見
よ
う
と
す
る
方
法
と

は
軌
を
一
に
す
る
。
つ
ま
り
定
家
に
と
っ
て
『
源
氏
物
語
』
と
は
現

実
か
ら
乖
離
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
は
互
い
に
影
響
し

合
う
、
相
関
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
思
し
い
の
で
あ
る
。
武
士
の
世

を
生
き
る
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
『
源
氏
物
語
』
が
冀
う
べ
き
王
朝
文

化
の
産
物
と
し
て
、
い
か
に
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
い
た
か
は
想
像

す
る
に
難
く
な
い
。
し
か
し
定
家
は
、
そ
こ
に
理
想
郷
を
見
る
の
で

は
な
く
、
そ
こ
に
現
実
を
見
た
の
で
は
な
い
か
。
定
家
の
現
実
的
な

目
は
物
語
の
中
に
生
身
の
人
間
と
同
じ
人
の
姿
を
見
出
し
、
人
の
生

き
様
そ
の
も
の
を
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ

う
。物

語
と
現
実
の
距
離
と
い
う
観
点
か
ら
新
古
今
時
代
の
『
源
氏
物

語
』
摂
取
歌
に
目
を
向
け
る
と
、
物
語
構
想
を
踏
ま
え
た
摂
取
歌
を

詠
む
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
が
ち
な
御
子
左
家
歌
人
ら
の
歌
に
も
、

ま
た
様
々
な
位
相
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
表
現
基
盤
と

な
る
「
文
学
的
精
神
環
境
」
を
定
家
と
同
じ
く
し
た
と
さ
れ
る
俊
成

卿
女
で
あ
る
が
、
彼
女
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取
歌
は
物
語
と
の
情
緒

的
連
続
性
が
著
し
く
、
物
語
世
界
に
浸
り
切
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る）
18
（

の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
現
実
と
の
断
絶
が
認
め

ら
れ
る
。
ま
た
俊
成
に
師
事
し
た
式
子
内
親
王
に
は
、
物
語
そ
の
も

の
を
詠
む
こ
と
よ
り
も
情
景
を
借
り
て
第
三
者
、
も
し
く
は
自
身
の

心
情
を
詠
む
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
19
（

よ
う
に
、
定
家

の
本
百
首
を
見
、
摂
取
歌
を
詠
ん
だ
は
ず
の
彼
ら
で
さ
え
そ
の
様
相

は
異
な
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
、
定
家
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取

の
方
法
が
彼
ら
の
摂
取
歌
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、

ま
た
定
家
自
身
、
本
百
首
以
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。
そ
の

一
つ
一
つ
を
捉
え
、
総
体
と
し
て
の
新
古
今
歌
風
を
捉
え
る
こ
と
を



－46－

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

※ 

『
正
治
初
度
百
首
』
を
含
め
、
定
家
詠
に
つ
い
て
は
『
拾
遺
愚
草
』（
冷
泉

家
時
雨
亭
叢
書
『
拾
遺
愚
草
上 

中
』『
拾
遺
愚
草
下 

員
外
』
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
三
・
一
九
九
五
年
）
に
拠
り
、
歌
番
号
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』

番
号
を
付
し
た
が
、
他
歌
人
詠
に
つ
い
て
は
宮
内
庁
書
陵
部
本
を
翻
刻
し
、

『
新
編
国
歌
大
観
』
番
号
を
付
し
た
。
そ
の
他
、和
歌
の
引
用
に
つ
い
て
は
、

私
家
集
は
全
て
『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
拠
り
、
そ
れ
以
外
の
歌
や
判
詞

は『
新
編
国
歌
大
観
』に
拠
っ
た
。
た
だ
し
八
代
集
に
限
っ
て
は
本
文
を『
新

日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
拠
り
底
本
表
記
に
直
し
て
引
用
し
た
。『
源
氏

物
語
』
は
『
大
島
本
源
氏
物
語
』（
角
川
書
店
、一
九
九
六
年
）
を
用
い
、『
落

窪
物
語
』
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

17　

落
窪
物
語
』（
三
谷
栄
一

・
三
谷
邦
明
校
注
訳
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、『
催
馬
楽
』
は
『
日
本

古
典
文
学
大
系
３　

古
代
歌
謡
集
』（
土
橋
寛
・
小
西
甚
一
校
注
、
岩
波

書
店
、
一
九
五
七
年
）、『
奥
入
』
は
大
橋
寛
治
氏
蔵
本
の
複
製
（
日
本
古

典
文
学
会
編
、
日
本
古
典
文
学
刊
行
会
、
一
九
七
一
年
）、『
京
極
中
納
言

相
語
』
は
『
日
本
歌
学
大
系
３
』（
佐
佐
木
信
綱
編
、
風
間
書
房
、
一
九

六
三
年
）、『
明
月
記
』
は
国
書
刊
行
会
本
（
国
書
刊
行
会
編
、国
書
刊
行
会
、

一
九
一
一
年
）
を
使
用
し
た
。
な
お
、
清
濁
は
私
意
に
よ
り
付
し
た
。

【
注
】

（
１
）『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
〇
年
）。
ま
た
、『『
源

氏
物
語
』
と
そ
の
受
容
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
四
年
）、『
源
氏
物
語

受
容
史
論
考　

続
編
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
。

（
２
）
糸
賀
き
み
江
「
新
古
今
の
女
歌
人
」（『
和
歌
文
学
の
世
界　

第
一
集
』

和
歌
文
学
会
編
、
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
年
）、
岩
崎
禮
太
郎
「
源
氏

物
語
を
ふ
ま
え
た
和
歌
―
―
千
五
百
番
歌
合
に
お
け
る
定
家
と
公
経

の
歌
を
中
心
と
し
て
」（『「
源
氏
物
語
」
を
読
む
』
佐
藤
泰
正
編
、
笠

間
書
院
、
一
九
八
九
年
）、
久
富
木
原
玲
「
源
氏
物
語
取
り
の
和
歌
―

―
式
子
内
親
王
の
場
合
」
田
中
初
恵
「
定
家
の
和
歌
に
お
け
る
源
氏

物
語
受
容
」（
と
も
に
『
源
氏
物
語
講
座
八　

源
氏
物
語
の
本
文
と
受

容
』
今
井
卓
爾
ほ
か
編
、
勉
誠
社
、
一
九
九
二
年
）、
藤
平
春
男
「
新

古
今
集
と
源
氏
物
語
―
―
定
家
の
本
歌
取
と
源
氏
物
語
の
引
歌
」（『
藤

平
春
男
著
作
集
』
第
五
巻
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）、
渡
邉
裕
美

子
「
俊
成
卿
女
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取
」（『
新
古
今
時
代
の
表
現
方
法
』

笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
他
、
多
数
。

（
３
）
前
掲
の
寺
本
直
彦
氏
の
論
考
、
及
び
渡
邉
裕
美
子
「
俊
成
卿
女
の
『
源

氏
物
語
』
摂
取
」（『
新
古
今
時
代
の
表
現
方
法
』
笠
間
書
院
、
二
〇

一
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
４
）久
保
田
淳「『
源
氏
物
語
』と
藤
原
定
家
、親
忠
女
及
び
そ
の
周
辺
」（『
古

代
文
学
論
叢
』
第
八
輯
、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
二
年
）
に
詳
し
い
。
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（
５
）
谷
鼎
『
藤
原
定
家
歌
集
評
釈
』（
東
京
泰
文
社
、
一
九
三
一
年
）
一
二

一
頁
〜
一
二
二
頁
に
既
に
指
摘
が
あ
り
、
ま
た
寺
本
直
彦
氏
も
『
源

氏
物
語
受
容
史
論
考
』（
前
掲
）
に
お
い
て
谷
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
。

（
６
）
久
保
田
淳
氏
は
①
に
つ
い
て
、「
源
氏
物
語
・
浮
舟
な
ど
の
心
で
詠
む
」

と
指
摘
す
る
。『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

七
三
年
、七
九
八
頁
）、『
訳
注　

藤
原
定
家
全
歌
集
』（
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
六
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。
以
下
、
久
保
田
氏
の
指
摘
は
、
特

に
記
さ
な
い
限
り
は
『
訳
注　

藤
原
定
家
全
歌
集
』
に
拠
る
。

（
７
）
田
中
初
恵
「
定
家
の
和
歌
に
お
け
る
源
氏
物
語
受
容
」（
前
掲
）
は
当

該
箇
所
の
「
山
が
つ
の
」
の
歌
か
ら
の
影
響
を
指
摘
す
る
。

（
８
）
久
保
田
淳
「
文
治
後
半
の
新
風
」（
前
掲
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』）

（
９
）
加
藤
睦
「
空
を
な
が
め
る
和
歌
―
―
藤
原
定
家
の
「
閑
居
百
首
」
を

読
む
―
―
」（『
水
声
通
信
』
三
三
号
、
二
〇
一
〇
年
七
月
）

（
10
）
久
保
田
氏
は
、『
古
今
集
』
及
び
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
以
降
生
ま

れ
た
、「
草
の
ゆ
か
り
」「
ゆ
か
り
の
色
」
と
い
う
歌
句
の
表
現
の
系
譜

に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
11
）「
花
宴
」
巻
の
光
源
氏
歌
「
あ
づ
さ
ゆ
み
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
久
保

田
氏
の
指
摘
が
あ
る
。

（
12
）「
藤
原
定
家
の
漢
詩
文
摂
取
―
―『
正
治
初
度
百
首
』を
め
ぐ
っ
て
―
―
」

（『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
四
六
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
13
）
詞
の
面
で
は
、『
催
馬
楽
』
の
「
妹
と
あ
れ
と
い
る
さ
の
山
の
や
ま
あ

ら
ら
ぎ
手
な
取
り
ふ
れ
そ
や
か
ほ
優
る
が
に
や
と
く
優
る
が
に
や
」

（
妹
と
我
）
の
影
響
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
久
保
田
氏
の
指

摘
が
あ
る
。

（
14
）
藤
平
春
男
「
新
古
今
集
と
源
氏
物
語
―
―
定
家
の
本
歌
取
と
源
氏
物

語
の
引
歌
」（
前
掲
）。
ま
た
錦
仁
「
藤
原
定
家
の
本
歌
取
―
―
『
伊

勢
物
語
』
歌
と
の
関
係
―
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
三
一
号
、
一
九

七
四
年
六
月
）
も
同
様
に
解
す
る
。

（
15
）「
古
典
文
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド　

エ
ピ
ロ
ー
グ
―
―
半
ば
反
語
的
な
―
―
」

（『
国
文
学
』
三
十
巻
十
号
、
一
九
八
五
年
九
月
）

（
16
）
当
該
の
贈
答
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
淳
「『
源
氏
物
語
』
と
藤
原
定
家
、

親
忠
女
及
び
そ
の
周
辺
」（
前
掲
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）『
明
月
記
』
建
仁
二
年
六
月
十
一
日
条
の
「
お
も
か
げ
は
」
の
歌
、
及

び
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、寺
本
直
彦『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
』（
前
掲
）

に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
渡
邉
裕
美
子
「
俊
成
卿
女
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取
」（
前
掲
）

（
19
）
久
富
木
原
玲
「
源
氏
物
語
取
り
の
和
歌
―
―
式
子
内
親
王
の
場
合
」（
前

掲
）


