
源
氏
物
語
「
本
文
と
享
受
」
の
方
法
(
I
V
)

I一､
｢面
影
｣
の
語
誌
と
物
語
の
享
受

(I
-
Ⅱ
)

二
t

r首
書
源
氏
物
語
｣
玉
蔓
の
巻
の
本
文
と
物
語
の
享
受

(I
-
Ⅱ
)

00二
'

｢首
書
庶
民
物
語
｣
玉
掌
の
巻
の
本
文
と
物
語
の
享
受

(Ⅱ
～
Ⅳ
)

三
㌧
｢源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
し

(和
泉
書
院
)

要
旨

･
享
受
を
め
ぐ
る
問
題

川

岩

下

光

雄

r源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
｣

(和
泉
書
院
)
要
旨

･
享
受

を
め
ぐ
る
問
題

仙
付

目･
付
仰

｢
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
｣
再
論

｢
つ
れ
づ
れ
｣
の
語
を
め
ぐ
る
論

｢源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
し

(和
泉
書
院
)
要
旨

･
享
受

を
め
ぐ
る
問
題
川

付
00

r伊
勢
物
語
｣
の
方
法
と

｢源
氏
物
語
｣
の
享
受

-

第

1
段

･
第
二
段
を
め
ぐ
っ
て
-



付

㈱
･『伊
勢
物
語
』
の
方
法
と

『源
氏
物
語
』
の
享
受

-

第

1
段

･
第
二
段
を
め
ぐ

っ
て
-

1

r伊
勢
』

｢初
冠
｣
の
章
段
は
'
男
の

｢春
日
野
の
若
む
ら
さ
き
の
す
り
ご
ろ
も
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
｣
と
い
う
歌
と
､
こ

の
歌
が
'

｢
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に
｣
と
い
う
歌
の
趣
に
よ
る
こ
と
を
注
記
す
る
二

首
の
歌
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
｡

｢
み
ち
の
く
の
｣
の
歌
は
'

｢古
今
集
』
巻
十
四
㌧
七
二
四
番
歌
で

｢河
原
左
大
臣
｣

(源
融
)
の
歌
｡

角
川

『新
編

国
歌
大
観

第
二
巻
』
の

『古
今
和
歌
六
帖
』
三
三

二
二
番
歌
'

『百
人

一
首
』
に
は
'
こ
れ
と
同
じ
形
で
出
て
い
る
｡
岩

波

『大
系
』
､

『新
大
系
』
､
小
学
館

｢全
集
』
'
新
潮

『集
成
』
'
角
川

『新
編
国
歌
大
観

第

一
巻
』
な
ど
の

『古
今
集
』
は
'
定
家

本
に
よ
る
の
で
'
第
四
句
が

｢
み
だ
れ
む
と
思
ふ
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
新
潮

『集
成
』

(奥
村
恒
哉
校
注
)
の
頭
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､

第
四
句
の
本
文
異
同
に
よ
っ
て

｢
や
や
意
味
が
異
な
る
｣

(紺
頁
)
こ
と
に
な
る
.
『

伊
勢
』
の
成
立
､
生
成
を
め
ぐ
る
問
題
'
伝
本
の
問

題
は
複
雑
で
'
諸
説
を
整
理
し
た
り
'
批
判
や
再
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
が
､
定
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
措
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
.
片
桐
洋

1
氏

(
F伊
勢
物
語
の
研
究
』

〔研
究
篇
〕
明
治
書
院
)
は
､
第
二
段

｢西
の
京
｣
の
物
語
を

｢伊
勢
1
古
今
｣

｢古
今
1
伊

勢
｣
と
い
う
成
立
関
係
か
ら

｢
そ
の
い
ず
れ
と
も
決
し
か
ね
る
章
段
｣

(㍑
頁
)
と
さ
れ
て
い
た
｡
石
田
穣
二
氏
の
論
を
批
判
さ
れ
た
近
著

『伊
勢
物
語
の
新
研
究
』

(明
治
書
院
)
で
は
'

会
い
は
出
来
な
か
っ
た
も
の
の
'
簾
越
し
の
一
夜
の
物
言
い
に
す
っ
か
り
感
激
し
切
っ
た
男
が
そ
の
余
韻
の
中
に
漸
く
贈
っ
た
'
時
間



遅
れ
の
'
し
か
も
甚
だ
主
観
的
な
後
朝
の
歌
と
み
れ
ば
'
ど
う
だ
ろ
う
｡
簡
単
な

｢古
今
集
｣
の
詞
書
よ
り
も
'

｢伊
勢
物
語
｣
第
二
段

の
文
章
の
方
が
'
わ
か
り
や
す
く
'
的
確
に
'
し
か
も
過
不
足
な
く
､
そ
の
事
情
を
措
出
し
得
て
い
る

(
川
頁
)

と
さ
れ
る
｡
氏
は
､

｢
｢古
今
集
｣
成
立
以
前
に
存
在
し
て

｢古
今
集
｣
の
撰
集
資
料
に
な
っ
た
第
二
段
｣

｢現
存

｢業
平
集
｣
諸
本
の
編

集
時
に
､
既
に

｢伊
勢
物
語
｣
の
一
部
と
な
り
切
っ
て
い
た
第

1
段
｣

(ば
頁
)
と
い
う
物
語
の
生
成
と
構
造
論
に
立
た
れ
'
第
二
段
を

｢伊
勢
1
古
今
｣
と
い
う
成
立
関
係
の
な
か
に
と
ら
え
て
い
る
｡

F伊
勢
』
第
二
段

｢西
の
京
｣
は
､

｢お
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か

し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め
く
ら
し
つ
｣
と
い
う

一
首
の
歌
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
歌
の

｢出
典
と
な
っ
た
も
の
t

F伊
勢

物
語
』
か
ら
取
材
し
た
と
お
ぼ
し
き
も
の
'
お
よ
び
そ
れ
ら
の
類
歌
異
伝
の
頬
を
'
集
め
た
｣

(は
頁
)
新
潮

『集
成
』
附
録
の

｢伊
勢
物

語
和
歌

綜
覧
』
を
引
用
す
る
｡

初 皮敬香早1

業 在 音 歌集●作口ロ□名

･平 中 今
か 集 か .将 か 六
す ( す 集 す 帖

返 か る か 空 か に か ( か
し の と す t の つ り宅 の 五

ゝ て か ;∋ ゝ か に ) ゝ す
わ の わ は ま わ り
か さ か し か か こ
む と む け り む ろ
ら ゝ ら る て ら も
さ い さ ' さ ′､
き ふ き か き 言
の と の へ の 三
す こ す り す き
_り ろ り に り
｣ に 衣 け こ
ろ い る ろ
も き し に も

た の ､
し り ふ し し
の し の の の
jl に み 3, ふ
の ' た す の
み い れ り み

れ よ き か れ
か き り り か

し
り の ら ぬ り
し あ れ の し
ら り す は ら
れ L L れ
す か を. す

は き
' り
し て
の - ～
ふ う
す た
り を
の か
き き
ぬ て
を '
や 女



み
ち
の
く
の
し
の
ふ
も
ち
す
り
た
れ
ゆ
へ
に

み
た
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
-
に

新
古
今
集

十

一

恋

一

(九九
四)

女
に
つ
か
は
し
け
る

在
原
業
平
朝
臣

か
す
か
野
の
わ
か
む
ら
さ
き
の
す
り
こ
ろ
も

し
の
ふ
の
み
た
れ
か
き
り
し
ら
れ
す

古
今
集

十
四

恋
四

(空
E
)

た
い
し
ら
すか

は
ら
の
ひ
た
り
の
お
は
ひ
ま
う
ち
き
み

み
ち
の
く
の
し
の
ふ
も
ち
す
り
た
れ
ゆ
へ
に

み
た
れ
む
と
お
も
ふ
わ
れ
な
ら
な
-
に

古
今
六
帖

五

す
り
こ
ろ
も

(三望
宍
)

み
ち
の
く
の
し
の
ふ
も
ち
す
り
た
れ
ゆ
(.に

み
た
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に

業
平
集

(六
二)

I
の
項
参
照

古
今
集

十
三

恋
三

(六
1六
)

や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
に
し
の
ひ
に
人
に
も
の
ら
い
ひ
て
の
ち
'
あ
め
の
そ
ほ
ふ
り
た
り
け
る
に
よ
み
て
つ
か
は

し
け
る

あ
り
は
ら
の
業
平
朝
臣

お
き
も
せ
す
ね
も
せ
て
よ
る
を
あ
か
し
て
は

は
る
の
も
の
と
て
な
か
め
-
ら
し
つ

新
撰
集

四

恋
雑

(二四
〇)

在
原
業
平
朝
臣

お
き
も
せ
す
ね
も
せ
て
よ
る
を
あ
か
し
て
は

春
の
物
と
て
な
か
め
-
ら
し
つ

古
今
六
帖

1

あ
め

(1111三
111W)

な
り
ひ
ら

お
き
も
せ
す
ね
も
せ
て
よ
る
を
あ
か
し
て
は

春
の
も
の
と
て
な
か
め
-
ら
し
つ

古
今
六
帖

五

あ
し
た

(享
雪
元
)

4



を
さ
も
せ
す
ね
も
せ
て
よ
る
を
あ
か
し
て
は

は
る
の
も
の
と
て
な
か
め
く
ら
し
つ

在
中
将
集

(七)

や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
こ
ろ
'
雨
ふ
る
日
､
人
の
許
に

お
き
も
せ
す
ね
も
せ
て
よ
る
を
あ
か
し
て
は

は
る
の
も
の
と
て
な
か
め
く
ら
し
つ

業
平
集

(皇
)

あ
る
女
の
'
こ
の
京
に
あ
り
L
に
t
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
の
こ
ろ
'
あ
め
ふ
り
し
に
や
り
し

お
き
も
せ
す
ね
も
せ
て

(す
)
よ
る
を
あ
か
し
て
は

は
る
の
も
の
と
て
な
か
め
-
ら
し
つ

な
り
ひ
ら

『伊
勢
』
第
二
段

｢お
き
も
せ
ず
｣
の
歌
は
'

『古
今
｣
十
三

恋
三

の
歌
で
､
竹
岡
正
夫
氏

(
『伊
勢
物
語
全
評
釈
』
右
文
書
院
)

あ
ひてあ
は
ぎ
る

が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､

｢古
今
集
の
部
立
て
で
は
､
恋
三
の
初
め
は
､
古
来
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
｢
会

而

不

達

恋

｣
に
相
当
す
る
｣

(82
貢
)
歌
で
あ
る
｡
こ
の
歌
は
､
藤
岡
忠
美
氏

(鑑
賞
日
本
の
古
典
4
『伊
勢
物
語

･
竹
取
物
語

･
宇
津
保
物
語
』
尚
学
図
書
)
が
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
'
解
釈
が
二
つ
に
分
か
れ
る
｡
氏
は
､

男
が

｢起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
｣
た
の
は
'
女
の
家
に
お
い
て
過
ご
し
た

1
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
'
そ
れ
と
も
'
女

の
家
か
ら
帰
っ
て
何
日
か
過
ぎ
た
と
き
の
男
の
家
に
お
け
る
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

(
32
貢
)

と
さ
れ
'

｢前
者
な
ら
ば
翌
日
に
女
に
贈
っ
た
後
朝
の
歌
に
あ
た
る
L
t
後
者
な
ら
ば
女
に
逢
え
ぬ
男
の
悶
々
と
し
た
も
の
思
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡｣
と
い
わ
れ
る
｡
ひ
と
続
き
の
論
述
で
あ
る
が
､
後
半
部
に
は
問
題
が
あ
り
'
再
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
だ
が
前
半

部
の

｢女
の
家
｣

｢男
の
家
｣
と
い
う
二
つ
の
解
釈
は
'
竹
岡
正
夫
氏
の

『全
評
釈
｣

｢古
注
釈
十

一
種
集
成
｣
や
鎌
田
正
兼
氏
の

『考
証

伊
勢
物
語
』

(名
著
刊
行
会
)
な
ど
に
よ
っ
て
'
古
注
釈
の
時
代
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

『知
顕
集
』
は
､

｢
は
る
の

i

よ
は
'
さ
ら
ぬ
だ
に
あ
け
や
す
さ
に
'
さ
ば
か
り
こ
ゝ

ろ
を
つ
-
し
て
恩
ふ
人
に
は
じ
め
て
あ

い

ぬ
れ
ば
､
あ
く
る
ほ
ど
も
な
し
｡
お
き
て

5



あ
か
し
つ
る
や
ら
ん
'
ね
て
あ
か
し
っ
る
や
ら
ん
'
あ
も
ひ
わ
か
ぬ
ほ
ど
'
は
か
な
さ
を
よ
め
り
｣

(
『全
評
釈
』
89
貢
)
と

｢女
の
家
｣

と
す
る
｡
契
沖
の

『勢
語
臆
断
』
は
､

日
を
へ
て
後
退
は
す
心
な
ら
ば
､
人
を
思
ひ
て
ぬ
る
と
も
な
く
､
お
-
る
と
も
な
-
て
よ
る
は
な
げ
さ
あ
か
し
､
ひ
る
は
ま
た
春
の
物

と
て
つ
-
づ
-
と
う
ち
な
が
め
て
長
さ
日
を
暮
し
か
ぬ
る
心
な
り
｡
詠
に
長
雨
を
か
ね
た
り
｡
帰
り
き
て
其
日
の
暮
な
ど
に
遣
は
す
心
な

ら
ば
､
諸
と
も
に
こ
し
か
た
の
心
づ
-
L
を
語
り
､
ゆ
-
末
を
契
り
な
ど
し
て
'
は
か
な
き
短
夜
は
起
と
も
な
く
'
ぬ
る
と
も
な
し
に
あ

け
て
帰
り
き
て
'
な
が
さ
日
の
雨
さ
へ
そ
は
ふ
る
に
へ
ひ
と
り
な
が
め
て
暮
し
わ
ぶ
る
心
な
り
｡
帰
り
来
て
と
云
る
は
'
其
日
よ
み
て
お

-
れ
る
や
う
な
れ
ど
'
猶
上
旬
の
心
は
後
日
に
迫
は
せ
る
に
や
｡

(同
93
頁
)

と
'

｢男
の
家
｣

｢女
の
家
｣
の
二
つ
の
解
釈
を
示
し
'

｢男
の
家
｣
で
は
な
い
か
と
す
る
｡
真
測
の

『伊
勢
物
語
盲
意
』
は
'

『臆
断
』

の
説
を
継
承
す
る
｡
藤
井
高
尚
の

F伊
勢
物
語
新
釈
』
も

｢男
の
家
｣
と
す
る
｡
そ
こ
に
は
'

｢女
の
家
｣
か
ら

｢男
の
家
｣
.
へ
と
傾
斜
し

て
い
-
近
世
注
釈
史
の
方
向
を
展
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢男
の
家
｣
と
す
る
注
釈
書
を
手
も
と
に
あ
る
も
の
の
な
か
か
ら
分
類
整
理
し

て
列
挙
す
る
｡

○
藤
井
高
尚

『伊
勢
物
語
新
釈
』

(日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
)

○
窪
田
空
穂

『伊
勢
物
語
評
釈
』

(東
京
堂
)

○
大
津
有

一
『竹
取
物
語

伊
勢
物
語
』
日
本
古
典
鑑
賞
講
座

(角
川
書
店
)

○
福
井
貞
助

『竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語

平
中
物
語
』

日
本
古
典
文
学
全
集

(小
学
館
)

○
阿
部
俊
子

『伊
勢
物
語
旧

全
訳
注
』

講
談
社
学
術
文
庫

○竹岡
正
夫
『

伊
勢
物
語

全
評
釈
』
盲
注
釈
十

一
種
集
成

(右
文
書
院
)

｢女
の
家
｣
と
す
る
注
釈
書

に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡

6



○
中
村
真

一
郎

『竹
取
物
語

伊
勢
物
語

落
窪
物
語
』
日
本
古
典
文
庫
7

(河
出
書
房
新
社
)

○
藤
岡
忠
美

『伊
勢
物
語

･
竹
取
物
語

宇
津
保
物
語
山
鑑
賞
日
本
の
古
典
4

(尚
学
図
書
)

○
渡
辺
実

『伊
勢
物
語
山
新
潮
日
本
古
典
集
成

大
津
有

1
･
築
島
裕
校
注
の
岩
波

F
日
本
古
典
文
学
大
系
｣
は
､

｢補
注
｣
で

｢ど
ち
ら
で
も
通
ず
る
よ
う
で
あ
る
｣

(畑
頁
)
と
す
る
.

物
語
章
段
の
成
立
と
構
成
'
主
題
に
関
わ
り
あ
い
な
が
ら
､
諸
説
帰
す
る
所
を
知
ら
な
い
現
状
で
あ
る
が
'
藤
岡
忠
美
､
渡
辺
実
両
氏
の
発

言
や
別
冊
国
文
学
m
34
｢竹
取
物
語

伊
勢
物
語
必
携
｣

(学
燈
社
)
の
増
田
繁
夫
民
ら
の
立
論
は
注
意
す
べ
き
で
あ
り
'

｢女
の
家
｣
の

こ
と
と
解
す
べ
き
方
向
に
大
き
く
傾
い
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

新
潮

『集
成
』
附
録
の

｢伊
勢
物
語
和
歌
綜
覧
｣
に
よ
っ
て
'
詞
書
と
和
歌
と
の
関
係
を
､
そ
の
表
現
す
る
意
味
､
成
文
の
順
序
と
い
う

視
点
か
ら
分
析

･
分
頬
し
て
い
-
と
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
｡

｢お
き
も
せ
ず
｣
の
歌
の
解
釈
に
は
問
題
が
あ
る
が
'
こ
の
歌
が
<
恋
∨

<
雨
>
<
恋
>
と
い
う
意
味
成
分
の
順
序
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
次
に
'
詞
書
き

を
そ
の
表
現
す
る
意
味
成
分
の
順
序
と
い
う
視
点
か
ら
構
成
的
に
単
純
化
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

｢綜
覧
｣
の
配
列
順
序
に
よ
り
'

略
号
で
示
す
｡

○
古
今

<
や
よ
い
の
つ
い
た
ち
>

(<
忍
び
に
>
∧
恋
>
)
∧
雨
>
<
恋
>

7

○
新

撰

〇
六
帖

一

〇
六
帖

五

〇
在
中
将

○
業

平

∧
恋
>

<
あ
め
>

<
あ
し
た
>

<
や
よ
い
の
つ
い
た
ち
>
<
雨
>
<
恋
>

∧
こ
の
京
>
∧
や
よ
い
の
つ
い
た
ち
>
∧
雨
>
<
恋
>



｢伊
勢
』
を
こ
う
し
た
方
法
で
単
純
化
す
る
と
'
<
奈
良
の
京

･
こ
の
京
∨
<
西
の
京
>
<
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
∨
<
ひ
と
り

の
み
に
む
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
>
<
ま
め
男
>
∧
恋
>
<
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
>
<
雨
>
<
恋
>
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
｡

｢歌
｣
の
構

成
に
最
も
近
い
の
は

F古
今
集
』
の
詞
書
き
で
'
<
恋
>
∧
雨
>
<
恋
>
と
い
う
形
で
終
っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
<
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち

>
∧
雨
>
<
恋
>
と
い
う
形
で
終
っ
て
い
る
の
は

F在
中
将
集
L

i.業
平
集
Jl
F伊
勢
物
語
』
で
あ
る
｡
増
田
氏
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
'

｢本
文
も
す
べ
て
ほ
ぼ
現
存
の
形
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
｣

(別
冊
国
文
学
m

3
･117頁
)
は
あ
る
が
､

1
つ
の
前
提
に
立
て

ば

'

詞
書
き
や
地
の
文
章
の
表
現
す
る
意
味
成
分
の
順
序
を
構
成
的
に
考
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
は
'
そ
の
よ
う
な
親
疎
の
関
係
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
片
桐
洋

一
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
第
二
段
の
成
立
関
係
を

｢伊
勢
1
古
今
｣
と
い
う
形
で
捉
え
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
増
田
氏
は

F古
今
集
』
の
詞
書
き
に

｢西
の
京
｣
が
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
､
片
桐
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
成

立
関
係
を
考
え
る
上
で

｢不
審
の
残
る
点
｣
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

F伊
勢
』
の
詞
書
き
が
表
現
す
る
意
味
成
分
が
九
個
の
要
素
を
持
つ

の
に

F古
今
集
｣
は
五
個
に
過
ぎ
ず
'
し
か
も
表
現
の
順
序
が

r在
中
将
集
』
や

F業
平
集
』
と
は
位
相
を
異
に
す
る
｡
さ
ら
に

｢歌
｣
と

詞
書
き
の
表
わ
す
意
味
成
分
の
順
序
が
整
合
L
t
対
応
す
る
｡
そ
う
し
た
位
相
を
も
つ
『古
今
集
』
の
成
立
関
係
を
片
桐
氏
の
よ
う
な
形
で

捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

コ
ハ
帖
』

｢五

あ
し
た
｣
は

｢雑
恩
｣
の
部
の
歌
で
'

｢
四
｣
の

｢恋
｣
の
部
の
歌
で
は
な
い
｡
だ
が

｢く

さ
ぐ
さ
の
お
も
ひ
｣
に
は
'
恋
の
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は

｢
四
｣
の
恋
の
部
の
な
か
に

｢祝
｣

｢別
｣
の
部
や

｢な
が
う
た
｣
な
ど
を
包
含
す
る
多
様
さ
を
も
つ
の
と

一
般
で
あ
り
､

｢
四
｣
も
ま
た

｢服
飾
｣

｢色
｣
な
ど
の
部
を
も
っ
て
い
る
｡

｢
あ

し
た
｣
の
歌
は

『新
編

国
歌
大
観
』
本
に
よ
れ
ば
'
二
五
八
六
番
歌

｢け
さ
は
し
も
｣
か
ら
二
五
九
八
番
歌

｢あ
ひ
み
て
の
｣
の
歌
ま
で

十
三
首
で
あ
る
｡

｢
こ
ひ
し
｣
の
語
を
も
つ
歌
六
首
'

｢お
も
ひ
｣

｢わ
び
し
｣

｢
は
か
な
し
｣

｢な
が
め
｣

｢
み
ま
-
は
し
｣

｢-
れ
ま

つ｣

｢あ
ひ
み
て
｣
の
語
を
も
つ
歌
そ
れ
ぞ
れ

一
首
､
い
ず
れ
も
恋
の
思
い
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
｡
会
う
て
後

｢あ
し
た
｣
の
恋
の
思
い
の

種
々
相
を
歌
い
'
後
朝
の
歌
と
解
さ
れ
る
歌
も
何
首
か
見
ら
れ
る
｡
藤
岡
忠
実
氏

(
『鑑
賞

日
本
の
古
典

4
』
尚
学
図
書
)
は
'

8



や
は
り
'
二
人
の
間
に
は
睦
ま
じ
い
語
ら
い
以
上
の
も
の
が
あ
り
'
夢
う
つ
つ
の
逢
瀬
の
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
'
う
た
わ
れ
て
い

る
と
考
え
た
い
｡

｢起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
｣
と
い
う
詠
み
ぶ
り
は
'
第
六
十
九
段
で
狩
の
使
い
と
し
て
来
た
男
と

1

夜
の
逢
瀬
を
す
ご
し
た
伊
勢
斎
宮
が
'
翌
朝
男
に
お
-
っ
て
き
た
歌
'

こ

君
や
来
し
我
や
行
き
け
む
お
も
は
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
覚
め
て
か

の
下
旬

｢夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
覚
め
て
か
｣
と
'
同
趣
の
表
現
と
い
え
よ
う
｡
逢
い
が
た
い
関
係
の
男
女
が
よ
う
や
く
に
し
て
逢
い
え

た
無
我
夢
中
の
心
境
が
'
こ
う
し
た
さ
だ
か
な
記
憶
さ
え
欠
く
陶
酔
感
の
表
現
を
と
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
第
六
十
九
段
の
場
合
も
､
斎

宮
の
身
に
と
っ
て
の
い
わ
ば

｢禁
じ
ら
れ
た
恋
｣
だ
っ
た
の
で
あ
り
､
こ
の
段
の
女
に
し
て
も
'

｢
ひ
と
り
の
み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
｣

と
い
う
制
約
が
す
で
に
あ
っ
た
L
t
そ
の
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ぬ
男
の
情
熱
的
な
行
動
に
た
い
し
て
､
作
者
は

｢
い
か
が
思
ひ
け
む
｣
と

い
う
讃
嘆
を
こ
め
た
驚
き
さ
え
発
し
て
い
る
｡
だ
か
ら
､
よ
う
や
-
に
し
て
か
な
っ
た
恋
の
一
夜
が
明
け
て
も
い
ま
だ
に
呆
然
と
し
た
男

の
心
境
が
'
後
朝
の
歌
と
し
て
女
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
考
え
て
み
る
と
t
と
-
に

｢起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
｣
の
表
現
を
'

｢夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
覚
め
て
か
｣
と
同
趣
の
類
歌
的
詠

法
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
'
こ
れ
を
男
ひ
と
り
の
慎
悩
の
明
け
暮
れ
と
解
す
る
必
要
は
､
こ
と
さ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(
34
貢
)

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
藤
岡
氏
は
'
さ
ら
に

『伊
勢
』
と

『古
今
集
』
詞
書
き
の
表
現
上
の
対
応
関
係
に
注
意
さ
れ
'

『古
今
集
』
の
詞
書

き
は

『伊
勢
』
を

｢
そ
の
ま
ま
縮
約
し
た
態
に
な
り
'
歌
意
に
相
違
を
き
た
す
こ
と
は
特
に
あ
り
得
な
い
か
に
見
え
る
｣

(同
､
35
頁
)
と

さ
れ
な
が
ら
'
こ
の
歌
が

『古
今
集
』
恋
三
の
巻
頭
歌
と
し
て

｢逢
わ
ぬ
恋
｣
の
詠
歌
で
あ
る
問
題
に
論
及
さ
れ
て
い
る
｡
氏
は
'

｢多
様

な
解
釈
を
成
り
立
た
せ
る
問
題
が
生
じ
て
く
る
の
は
'
詞
書
き
と
和
歌
､
地
の
文
と
和
歌
と
の
関
係
を
'
密
接

一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え

る
と
こ
ろ
に
発
す
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
関
係
に
対
し
て
疑
念
を
い
だ
-
こ
と
は
'
こ
の
和
歌
説
話
の
成
立
事
情
を
と
き
ほ
ぐ
す
の
に
役
立

つ
こ
と
に
な
ろ
う
｣

(同
'
35
貢
)
と
指
摘
さ
れ
る
｡
藤
岡
氏
の
こ
の
論
点
は
示
唆
的
で
あ
り
'
容
認
す
べ
き
で
あ
る
｡
従
来
'
歌
と
詞
書



き
､
歌
と
地
の
文
と
の
比
較
は
'
内
容
的
な
類
似
性
や
'
表
現
上
の
対
応
関
係
に
重
点
が
置
か
れ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
'
表
現
上
の
意
味
成

分
の
構
成
意
識
と
そ
の
表
現
の
順
序
と
い
う
構
文
上
の
論
点
は
'
勅
撰
集
の
詞
書
き
と
私
家
集
や
歌
物
語
の
詞
書
き
や
地
の
文
'
歌
語
り
と

い
う
諸
相
の
な
か
で
再
検
討
を
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
視
点
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
藤
岡
氏
が
'
こ
.の
歌
を

｢無
我
夢
中
で
一
夜
を

す
ご
し
た
の
ち
'

｢春
の
も
の
と
て
な
が
め
暮
ら
し
つ
｣
｣
と

｢
日
暮
れ
に
な
る
ま
で
の
時
間
｣
を
詠
ん
で
い
る
点
に
､

｢暮
れ
を
む
か
え

て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
詠
嘆
か
ら
し
て
'
長
雨
の
た
め
に
､
日
暮
れ
て
も
相
逢
こ
と
の
で
き
な
い
嘆
き
を
む
し
ろ
詠
み
こ
ん
だ
後
朝
の
歌
で

あ
っ
た
｣

(同
'
38
貢
)
と
解
さ
れ
た
の
は
注
意
す
べ
き
論
点
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
片
桐
洋

一
氏
は
'
こ
の
歌
を

｢伊
勢
1
古
今
｣
と
い
う
成
立
関
係
の
な
か
に
捉
え
ら
れ
'

物
越
し
に
対
面
し
た
だ
け
で
容
貌
も
確
か
め
得
な
か
っ
た
の
に
'
そ
の
女
の
心
深
さ
に
感
激
し
傾
倒
し
て
し
ま
う

｢ま
め
男
｣
｡
そ
の

女
に
夫
が
い
て
､
た
初
に
結
果
が
ど
う
な
る
と
い
う
こ
と
な
ど
は
考
え
も
し
な
い
｡
夢
う
つ
つ
の
状
態
で
1
夜
を
過
ご
し
た
後
'
帰
宅
し

て
も
そ
の
余
韻
の
中
に
春
の
長
雨
を
眺
め
つ
つ
一
日
中
物
思
い
に
ひ
た
っ
て
し
ま
う
若
き
男
｡
よ
う
や
-
夕
刻
近
く
な
っ
て
'
や
っ
と
我

を
取
り
戻
し
て
'
昨
夜
あ
た
か
も
愛
の
契
り
が
あ
っ
た
か
の
ご
と
-
後
朝
の
歌
を
贈
る
主
人
公
｡
ま
さ
に
少
年
の
日
に
の
み
許
さ
れ
た
'

切
な
く
も
純
粋
な
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
･
ラ
ブ
の
物
語
で
あ
る
｡

(前
掲
'

『新
研
究
』
ば
頁
)

と
さ
れ
､

｢簾
越
し
の
一
夜
の
物
言
い
に
す
っ
か
り
感
激
し
切

っ
た
男
｣
の
姿
を
読
み
と
ら
れ
て
い
る
｡
片
桐
氏
の
論
を
踏
え
る
吉
田
達
氏

(
『伊
勢
物
語

･
大
和
物
語

そ
の
心
と
か
た
ち
』
九
州
大
学
出
版
会
)
は
'

｢
｢昔
男
｣
の
世
づ
か
な
い
心
の
側
に
立

っ
て
､
そ
こ
に
こ

そ
偽
り
な
い
若
者
の
恋
の
真
情
を
認
め
'

一
夜
の
恋
の
ほ
と
ぼ
り
の
中
に
呆
然
自
失
し
な
が
ら
時
を
忘
れ
'
魂
を
揺
曳
さ
せ
て
い
た
そ
の
男

△
△

の
姿
を
よ
し
と
し
て
い
た
｣

(82
頁
)
と
指
摘
さ
れ
る
o
L
か
L
t
既
に
増
田
繁
氏

(前
掲
'
別
冊
国
文
学
m
3
)
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
'

｢な
が
め
｣
の
語
に

｢感
激
｣
と
い
っ
た

｢肯
定
的
積
極
的
な
感
情
｣
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

｢憂
愁
快
悩
｣
の
心
情
の
世
界
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
｡

『後
撰
集
』
巻
第
四
､

一
八
二
番
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
｡
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さ
み
だ
れ
に
な
が
め
-
ら
せ
る
月
な
れ
ば
さ
や
に
も
見
え
ず
雲
が
-
れ
つ
ゝ

(片
桐
洋

一
校
注

『後
撰
和
歌
集
』
岩
波

｢新

古
典

文
学
大
系
｣
58
頁
)

こ
の
歌
は
'
詞
書
き
に
よ
る
と
藤
原
定
方
が
少
将
で
あ
っ
た
時
､
ひ
そ
か
に
通
っ
て
い
た
女
性
が
い
て
'
既
に
疎
遠
に
な
り
は
じ
め
て
い
た
｡

長
雨
が
す
こ
し
や
ん
で
'
月
が
お
ぼ
ろ
の
頃
'
殿
上
人
五
㌧
六
人
が
そ
の
女
性
の
も
と
に

｢酒
た
う
べ
む
と
て
'
押
し
入
｣
っ
た
が
､
定
方

は
不
在
'

｢あ
る
じ
出
せ
｣
な
ど
､

｢た
は
ぶ
れ
｣
る
｡
そ
こ
で
件
の
女
性
が
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
殿
上
人
達
の
酔
乱

の
一
興
の
な
か
で
詠
ま
れ
た
こ
の
歌
に
も
'

｢五
月
雨
の
中
､
物
思
い
に
ふ
け
り
な
が
ら

一
日
を
暮
ら
し
た
夜
の
月
で
す
か
ら
｣
と
'
や
は

り
待
つ
身
の
憂
愁
の
想
い
が
揺
曳
し
て
い
る
｡
こ
の
語
に
は
､
語
誌
的
に
民
俗
信
仰
を
そ
の
背
後
に
も
つ
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
長

い
歴
史
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡

さ
ら
に
増
田
氏

(前
掲
､
別
冊
国
文
学
m
34
)
は
'

『伊
勢
物
語
』
に
は

｢
ま
め
男
｣
の
用
例
は
他
に
な
-
'

｢ま
め
｣
の
語
も
三
例
ほ
ど
で
'
そ
の
う
ち
二
例
は
第
六
〇
段
の

｢花
橘
｣

の
歌
の
話
'

1
例
は
第

1
〇
三
段
の

｢昔
男
あ
り
け
り
.
い
と
ま
め
に
じ
ち
ょ
う
に
て
､
あ
だ
な
る
心
な
か
り
け
り
｣
で
あ
る
O

｢ま
め
｣

と
は
こ
の
例
に
見
え
る
ご
と
-

｢あ
だ
｣
に
対
す
る
語
で
あ
り
'
当
時
の
用
例
を
あ
げ
る
余
裕
は
な
い
が
'

『源
氏
物
語
』
の
夕
霧
や
薫

の
ご
と
-
穏
や
か
さ
や
持
続
す
る
心
と
い
っ
た
属
性
を
も
つ
も
の
で
'
む
し
ろ

｢
い
ち
は
や
き
み
や
び
｣
の
よ
う
な
傾
向
と
は
対
立
す
る

ご
と
-
思
わ
れ
る
｡

(
117
亘
)

と
指
摘
さ
れ
､

｢作
品
と
し
て
考
え
た
時
に
は
第
二
段
に

｢か
の
ま
め
男
｣
の
語
の
出
て
く
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
｡
｣

｢第
二
段
が
初
段
と
緊
密
に
対
応
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
全
体
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
'

｢か
の
ま
め
男
｣
の
語
を
も

つ
こ
と
で
'
こ
の
位
置
に
収
ま
り
き
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
点
も
'
章
段
の
排
列
の
問
題
と
し
て
'
も
と
他
の
位
置
に
あ
っ
た
の
が

第
二
段
に
移
さ
れ
た
と
い
う
痕
跡
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
｣
と
'
問
題
を
提
起
し
､
論
述
さ
れ
て
い
る
｡
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『色
葉
芋
類
抄
』
は

｢真
成
｣

｢実
為
｣
な
ど
に

｢
マ
メ
ヤ
カ
ニ
｣
の
訓
を
当
て
る
.

『
日
本
語
大
辞
典
』

(小
学
館
)
は

｢ま
め

憲
実
･

実
〕

〔形
動
〕
｣
の
見
出
し
語
に
'

｢

川マ
ミ

(真
実
)
の
転
｣

｢
マ
､､､
ア
エ

(真
実
肖
)
の
義
｣
以
下

｢㈱
｣
ま
で
の
語
源
説
を
付
記
す

る
.
語
意
は
四
つ
の
意
味
に
分
校
し
て
次
の
よ
う
に
示
す
｡

｢仙
ま
じ
め
で
あ
る
さ
ま
｡
誠
実
で
う
わ
っ
い
た
と
こ
ろ
の
な
い
さ
ま
.
｣

｢

物実
際
の
役
に
立
つ
さ
ま
.
生
活
に
直
接
か
か
わ
っ
て
実
用
向
で
あ
る
さ
ま
｡
｣

｢伽
勤
勉
で
よ
-
働
-
さ
ま
｡
凡
帳
面

(き
ち
ょ
う
め

ん
)
な
さ
ま
O
L

｢

仙か
ら
だ
が
丈
夫
な
さ
ま
｡
す
こ
や
か
で
あ
る
さ
ま
｡
達
者
.
｣

『伊
勢
』
の

｢ま
め
｣
の
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
次
の
語
は
'
い
ず
れ
も

｢川
｣
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

川
そ
れ
を
か
の
ま
め
男
'
う
ち
物
語
ら
ひ
て

(二
段
)
<
小
学
館

『全
集
』
は
頁
>

脚
宮
仕
へ
い
そ
が
し
く
､
心
も
割

引

ざ
り
け
る
ほ
ど
の
家
刀
自
'
ま
め
に

思
は
む
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
､
(六
十
段
)<
1-1
頁
>

㈱
い
と
引
叫
灯

しち
ょ
う
に
て
'
あ
だ
な
る
心
な
か
り
け
り
O

(百
三
段
)
<

2-2頁
>

だ
が
､
物
語
の
用
語
意
識
に
は
そ
う
し
た
辞
書
的
な
意
味
を
踏
え
な
が
ら
'
そ
れ
と
は
違
う
､
ま
た
別
の
意
味
を
操
ろ
う
と
す
る
意
識
が
働

い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
も
す
る
｡
竹
岡
氏
が

『全
評
釈
』

(右
文
書
院
)
で
挙
げ
ら
れ
る

『古
今
集
』
巻
十
九
の
誹
讃
歌

｢ま

め
な
れ
ど
何
ぞ
は
よ
け
-
刈
萱
の
乱
れ
て
あ
れ
ど
悪
し
け
-
も
な
し
｣
に
し
て
も
'
増
田
氏
が

『伊
勢
』
百
三
段
の
用
例
で
示
さ
れ
る
例
に

し
て
も
'
い
ず
れ
も

｢ま
め
｣
は

｢あ
だ
｣
に
対
す
る
語
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
-
も
な
い
｡
だ
が
'
宮
仕
え
が
忙
し
く
'
男
の
心
も
ま
た

ひ
た
す
ら
な
､
精
い
っ
ぱ
い
な
愛
の
誠
意
を
傾
け
か
ね
て
い
る
問
に
'
家
あ
る
じ
の
女
は
'
愛
の
誠
意
を
尽
く
そ
う
と
い
う
男
に
つ
い
て
地

方
へ
下
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
｡

『伊
勢
』
六
十
段
の
物
語
の
結
末
は
､
確
か
に
悲
劇
的
で
残
酷
な
趣
き
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
男
の
身
勝

手
と
女
を
も
て
遊
ぶ
倣
慢
さ
が
､
女
を
出
家
へ
と
駆
り
立
て
て
い
-
､
救
い
よ
う
の
な
い
あ
る
暗
さ
が
描
き
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読

め
る
｡
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
､
自
分
達
の
人
生
の
経
験
を
通
し
て
'
文
学
の
そ
う
い
う
読
み
方
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

だ
が
'
女
あ
る
じ
-

だ
か
ら

｢家
刀
自
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
I

が

｢ま
れ
び
と
｣
の
饗
宴
に
侍
る
古
い
話
型
か
ら
の
創
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作
意
識
を
こ
の
章
段
に
か
ら
ま
せ
て
享
受
す
れ
ば
'
ま
た
文
学
の
別
の
世
界
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
う
し
た
物
語
り
の

｢方
法
｣
と
は
別
に
'

『伊
勢
』
の
作
者
は
'
現
世
的
､
世
俗
的
な
意
味
で
の
愛
の
誠
実
を
越
え
た
世
界
に
'
男
女
の

｢
愛
の
誠
実
｣
'

｢恋
の
ま
こ
と
の
趣
き
｣
を
志
向
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
こ
の
章
段
の

｢女
｣
と

｢男
｣
の
生
き
方
の
な
か
に
は
､
そ
う
い
う
心

の
違
い
の
あ
り
よ
う
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
こ
う
い
う
言
い
方
は
､
性
の
差
別
を
伴
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
だ

が
'
そ
れ
は
人
間
の
生
き
方
と
し
て
の
現
実
的
な
る
も
の
と
､
夢
や
ロ
マ
ン
な
る
も
の
t
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
も
あ
る
｡

そ
れ
は
女
と
男
と
が
'
生
き
る
よ
り
拠
を
異
に
L
t
孤
独
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
'
な
お
同
じ
時
と
場
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う

1
つ
の
矛
盾
､
苦
悩
'
乗
離
の
世
界
を
人
生
の
断
層
と
し
て
非
情
な
ま
で
に
え
ぐ
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
0
つ
ま
り
'
女
の
求

め
続
け
て
き
た

｢愛
の
誠
実
｣
さ
が
､
色
好
み
の
愛
の
モ
ラ
ル
と
い
う
物
語
の
創
作
的
'
主
題
的

｢方
法
｣
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
く
姿
を
'

そ
こ
に
描
き
出
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
無
論
'
逆
説
的
に
よ
り
高
い
次
元
の
男
女
の
愛
の
世
界
の
同

一
性
を
示
そ
う
と
す
る
営
み
で
も
あ
っ
た

の
だ
が
｡

『伊
勢
』
百
三
段

｢伽
｣
に
つ
い
て
､
改
め
て
全
文
を
示
す
.

む
か
し
､
男
あ
り
け
り
｡
い
と
ま
め
に
じ
ち
よ
う
に
て
'
あ
だ
な
る
心
な
か
り
け
り
｡
採
草
の
帝
に
な
む
仕
う
ま
つ
り
け
る
｡
心
あ
や

ま
り
や
し
た
り
け
む
､
親
王
た
ち
の
つ
か
ひ
た
ま
ひ
け
る
人
を
あ
ひ
い
へ
り
け
る
｡
さ
て
､

寝
ぬ
る
夜
の
夢
を
は
か
な
み
ま
ど
ろ
め
ば
い
や
は
か
な
に
も
な
り
ま
さ
る
か
な

と
な
む
よ
み
て
や
り
け
る
､
さ
る
歌
の
き
た
な
げ
さ
よ
｡

『新
釈
』

(藤
井
高
尚
)
は
､

ま
め
な
る
男
の
､
親
王
た
ち
の
つ
か
ひ
給
ふ
女
に
も
の
い
ふ
は
'
あ
る
ま
じ
き
事
な
れ
ば
'
か
く
い
へ
る
也
｡
さ
て
'
此
の
段
は
'

｢
ね
ぬ
る
よ
の
｣
と
､
云
ふ
歌
の
せ
ち
な
る
情
を
ふ
か
め
ん
と
て
'
ま
め
な
る
男
の
'
い
と
い
と
あ
ひ
が
た
き
女
に
あ
へ
る
よ
し
に
は
い
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ふ
に
ぞ
あ
り
け
る
｡
ま
め
人
の
心
あ
や
ま
り
し
て
も
の
い
ふ
ば
か
り
な
れ
ば
､
い
た
-
す
ぐ
れ
た
る
女
な
る
べ
-
'
さ
る
か
ら
に
ふ
か
-

心
と
ま
り
て
､

｢夢
を
は
か
な
み
ま
ど
ろ
め
ば
｣
と
は
'
い
へ
る
よ
し
に
つ
-
り
な
し
た
る
也
.
此
ゐ
心
ば
へ
を
､
む
か
し
よ
り
見
し
れ

る
人
な
か
り
し
か
ば
'
注
ど
も
､
み
な
お
ろ
そ
か
也
.

(前
掲
書
'

純真
)

と
注
記
す
る
｡

｢-
-
と
は
'
い
へ
る
よ
し
に
つ
-
り
な
し
た
る
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'

〔歌
の
き
た
な
げ
さ
よ
〕
と
､
い
へ
る
を
､

｢自
記
の
詞
に
て
'
卑
下
し
て
い
へ
る
な
り
｣
と
､
拾
穂

･
臆
断
に
と
け
る
は
'
古
意

に
さ
だ
め
い
は
れ
た
る
ご
と
く
'
あ
や
ま
り
也
｡
さ
れ
ど
､

｢き
た
な
し
と
は
'
歌
を
い
へ
る
に
は
あ
ら
ず
｡
ま
め
人
の
か
-
お
も
ひ
み

だ
れ
た
る
よ
し
の
歌
よ
み
て
や
る
は
'
心
き
た
な
し
と
云
ふ
意
也
｣
と
'
お
な
じ
書
に
と
か
れ
た
る
は
､
い
み
じ
き
し
ひ
言
也
｡
憩
に
み

だ
る
～

心
を
き
た
な
し
と
い
は
ん
は
､
さ
ら
に
此
の
物
語
の
こ
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
う
へ
に
'

｢歌
の
｣
と
'
い
へ
る
を
'
い
か
で
か
歌
に

あ
ら
ず
と
せ
ん
｡
こ
れ
は
'
い
と
い
と
を
か
し
き
歌
な
れ
ば
'
記
者
の
､
わ
ざ
と
う
ら
を
い
ひ
て

｢き
た
な
げ
さ
よ
｣
と
'
い
ひ
た
は
ぶ

れ
た
る
詞
と
見
る
べ
し
.

(同
､

弼頁
)

と
指
摘
し
て
い
る
｡
小
学
館

『全
集
』
の
頭
注
は

｢歌
の
作
者
が
自
ら
卑
下
し
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
｣

(㍑貢
)
と
し
､
新
潮
社

『集
成
』

の
頭
注
は
､

『古
今
集
』
も
載
せ
る
業
平
の
歌
だ
が
'
こ
の
段
の

｢き
た
な
げ
さ
よ
｣
と
い
う
露
骨
な
悪
口
に
つ
い
て
は
'
語
り
手
と
し
て
の
業
平

が
自
ら
卑
下
し
た
言
糞
だ
､
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
お
そ
ら
-
は
そ
う
で
あ
ろ
う
が
'

｢心
あ
や
ま
り
や
し
た
り
け
む
｣
と
い
う
言
葉
と
い

い
'

｢親
王
た
ち
の
使
ひ
給
ひ
け
る
｣
女
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
'
と
が
め
立
て
の
よ
う
な
も
の
を
､
示
し
て
お
き
た
か
っ

た
の
か
と
も
想
像
さ
れ
る
.

(
畑
頁
)

と
注
記
す
る
｡
山
田
清

一
氏

(
『伊
勢
物
語
の
成
立
と
伝
本
の
研
究
』
桜
楓
社
)
は
'

｢
｢さ
る
歌
の
き
た
な
げ
さ
よ
｣
と
い
う
本
文
は
'

広
本
系
諸
本
､
朱
雀
院
塗
寵
本
等
に
は
存
在
せ
ず
､
よ
っ
て
後
世
の
附
我
と
考
え
ら
れ
る
｣

(5-7
頁
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

『全
集
』
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『集
成
』
な
ど
､
最
近

の
注
釈
書
は
さ
す
が
に
藤
井
高
尚
の

『新
釈
』
の
説
は
否
定
し
て
い
る
｡
石
田
穣
二
氏

(
『
新
版
伊
勢
物
語
』
角

川
文
庫
)
の

｢未
練
が
ま
し
い
と
い
う
程
の
意
｣
を
踏
え
ら
れ
た
も
の
か
と
推
定
さ
れ
る
竹
岡
正
夫
氏
は
'

｢未
練
た
っ
ぷ
り
の
'
思
い
切

り
の
悪
さ
よ
｡
｣

(
『
評
釈
』
14-0
頁
)
と
解
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'

交
合
の
後
の
男
の
空
し
さ
を
主
題
に
し
た
'
当
時
珍
し
い
短
編
と
な
っ
て
い
て
'
興
味
深
い
｡
そ
れ
を
'
は
か
な
い
'
は
か
な
い
と
'

い
か
に
も
思
い
切
り
悪
く
未
練
あ
り
げ
に
歌
っ
て
い
る
の
で
､
き
た
な
し
と
批
評
し
た
の
で
あ
る
｡
諸
注
､
こ
の
一
段
の
主
題
が
ま
る
で

読
み
取
れ
て
い
な
い
と
思
う
｡

(同
､
14-4
頁
)

と
'
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

『伊
勢
』
の
章
段
構
成
が
'
そ
の
主
題
'
方
法
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
群
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
'
対
偶
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る

い
く
つ
か
の
章
段
が
存
す
る
こ
と
､
な
ど
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
-
で
あ
る
｡
百
三
段
は
､
百

一
段
､
百
二
段
､
更
に
斎

宮
と
の
物
語
と
い
う
内
容
の
上
で
は
百
四
段
ま
で
'

一
群
を
構
成
す
る
章
段
で
あ
る
が
､
成
立
､
主
題
と
い
う
論
点
で
は

一
貫
性
を
欠
く
面

も
あ
る
｡
し
か
し
'
百
三
段
の

｢
さ
る
歌
の
き
た
な
げ
さ
よ
｣
と
い
う
文
の
意
味
は
､
百

一
段
の

｢あ
る
じ
の
は
ら
か
ら
な
る
'
あ
る
じ
し

15

た
ま
ふ
と
聞
き
て
来
た
り
け
れ
ば
､
と
ら
へ
て
よ
ま
せ
け
る
｡
も
と
よ
り
歌
の
こ
と
は
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
､
す
ま
ひ
け
れ
ど
-
･-
｢
な
ど

か
く
L
も
よ
む
｣
と
い
ひ
け
れ
ば
､
-
-
み
な
人
'
そ
し
ら
ず
な
り
に
け
り
｡
｣

(
『全
集
』
2-1
貢
)
｡
第
百
二
段
の

｢
む
か
L
t
男
あ

り
け
り
｡
歌
は
よ
ま
ざ
り
け
れ
ど

'
世
の
中
を
思
ひ
し
り
た
り
け
り
｡
｣

(同
､

2-1亘
)
と
あ
る
部
分
と
対
応
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
百

1
段
'
百
二
段
の

｢歌
の
こ
と
は
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
｣
'

｢歌
は
よ
ま
ざ
り
け
れ
ど
｣
と
い
う
の
は
､
竹
岡
氏
が

『評
釈
』
で
い

わ
れ
る
よ
う
に
'

｢
｢翁
｣
役
を
演
じ
て
祝
儀
の
歌
を
詠
む
虚
構
で
'
詠
ん
だ
歌
が
問
題
を
含
み
｣

｢
そ
の
作
意
を
男
に
問
い
た
だ
さ
な
-

て
は
納
得
で
き
な
い
よ
う
な
歌
を
詠
む
と
い
う
話
へ
の
伏
線
｣
(
畑
頁
)
で
あ
り
､

｢詠
ん
だ
こ
と
も
な
い
和
歌
を

1
所
懸
命
に
作
っ
て
'

何
と
か
慰
め
て
や
ろ
う
と
'
真
情
あ
ふ
れ
る
歌
を
詠
ん
で
わ
ざ
わ
ざ
贈
っ
て
や
っ
た
｣

(
1413
頁
)
と
い
う
点
も
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
な
い



が
､
小
学
館

F全
集
』
頭
注
に

｢前
段
の

｢歌
の
こ
と
は
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
｣
と
同
じ
よ
う
な
表
現
法
｣

(2-2頁
)
､
新
潮
社

F集
成
』
頭

注
に

｢百

一
段
と
同
じ
く
'

わ
ざ
と
反
対
に
言
っ
た
も
の
で
'
か
え
っ
て
業
平
を
思
わ
せ
る
書
き
方
｣

(119貢
)
と
あ
る
よ
う
に
､
対
応

す
る
表
現
と
考
え
る
論
点
に
立
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
対
応
し
'
対
偶
す
る
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は

､こ
の
二
段
の
表
現
を
必
然
的

に
逆
説
的
な
表
現
と
し
て
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
続
-
百
三
段
は
､
歌
を
詠
ん
で
や
っ
た
こ
と
は
や
っ
た
け
れ
ど
も
'

｢さ

る
歌
の
き
た
な
げ
さ
よ
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡
百
三
段
を
こ
の
よ
う
に
先
行
す
る
百

一
段
､
百
二
段
の
表
現
上
の
同

一
延
長
線
上
に
捉
え
る

と
'
藤
井
高
尚
の

『新
釈
｣
の
説
が
再
浮
上
し
て
-
る
｡
し
か
し

｢心
あ
や
ま
り
や
し
た
り
け
む
'
親
王
た
ち
の
つ
か
ひ
た
ま
ひ
け
る
人
を

あ
ひ
い
へ
り
け
る
｡
｣
と
い
う
物
語
か
ら
は
'
や
は
り
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
だ
が
､

｢歌
の
こ
と
は
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
｣

｢歌
は
よ
ま
ざ

り
け
れ
ば
｣

｢さ
る
歌
の
き
た
な
げ
さ
よ
｣
と
い
う
'
百

一
段
か
ら
百
三
段
に
至
る
表
現
の
基
層
に
は

一
貫
し
て
流
れ
る
主
題
性
､
構
成
意

識
が
存
在
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
｡
そ
う
い
う
視
座
か
ら
百
三
段
を
読
ん
で
い
-
と
､
そ
こ
に
は
'
六
十
段
で
考
え

た
と
同
じ
よ
う
な
視
点
の
物
語
的
世
界
が
'
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

｢
い
と
ま
め
に
じ
ち
よ
う
に
て
､
あ
だ
な
る
心
な
か
り
け
｣
る
男
も
'
時
に
よ
っ
て
ふ
と
誤
を
お
か
す
こ
と
が
あ
る
｡

｢
ま
め
に
じ
ち
よ

う
｣
な
る
こ
と
と
､

｢あ
だ
な
る
心
｣
と
は
'
善
悪
や
正
邪
の
別
と
い
う
よ
う
な
二
律
背
反
的
存
在
と
し
て
捉
え
類
い
も
の
で
は
な
い
か
｡

そ
う
し
た
も
の
が
'
激
し
-
せ
め
ぎ
合
う
潮
騒
の
な
か
に
踏
み
こ
ら
え
'
と
ど
ま
ろ
う
と
し
な
が
ら
'
崩
壊
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
不
条
理
の

な
か
に
生
き
て
い
-
姿
'
そ
う
い
う
苦
悩
'
襖
悩
の
な
か
に
こ
そ
'
人
間
の
か
な
し
さ
へ
い
と
お
し
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
気
品
高
く
､

カタルシス

誇
り
か
に
生
き
る
人
間
の
生
き
方
は
'
文
学
の
世
界
と
は
お
そ
ら
く
無
縁
な
の
で
あ
る
｡
文
学
の
根
源
に
は
'
や
は
り

一
つ
の

浄

化

が

存
在

す
る
｡

『伊
勢
』
は
'
そ
う
い
う
読
ま
れ
方
に
た
え
得
る
作
品
と
し
て
つ
-
ら
れ
'
享
受
さ
れ
て
き
た
物
語
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
｡
そ
う

い
う

｢昔
男
｣
､
主
人
公
の
生
き
方
を
語
る
文
学
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
｡
百
三
段
の

｢昔
男
｣
は
'

｢親
王
た
ち
の
使
ひ
給
ひ
け

る
｣
女
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
t
だ
が
､
そ
の
こ
と
が
罪
悪
観
'
倫
理
観
と
し
て
許
し
難
い

｢あ
だ
な
る
心
｣
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
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る
と
考
え
る
の
は
'
婚
外
交
渉
を
良
俗
秩
序
に
反
す
る
も
の
と
す
る
現
代
人
の
と
ら
わ
れ
た

一
つ
の
見
方
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
う
い
う
見
方
か

ら
は
'

『源
氏
物
語
』
第

一
部
の
物
語
世
界
を
読
み
解
い
-
い
-
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
｡

｢歌
の
こ
と
は
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
｣
､

｢歌
は
よ
ま
ざ
り
け
れ
ば
｣
'
だ
か
ら
歌
を
詠
ん
で
も
､

｢き
た
な
げ
さ
よ
｣
と
い
う
こ
と
に
な

る

｡
一
群
の
物
語
を
表
現
上
の
同

一
延
長
線
上
に
捉
え
て
い
-
と
'

『新
釈
』
の

｢わ
ざ
と
う
ら
を
い
ひ
て
｣

｢
い
ひ
た
は
ぶ
れ
た
｣
と
い

う
'
逆
説
的
な
意
味
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
｡
だ
が
'
そ
こ
に
は
物
語
の
文
脈
か
ら
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
ご
と

く
で
あ
る
｡

｢
い
と
ま
め
に
じ
ち
よ
う
｣
な
る
男
な
る
が
ゆ
え
に
'
か
え
っ
て

｢心
あ
や
ま
り
｣
を
つ
い
し
て
し
ま
う
事
に
も
な
る
の
だ
｡

人
は
そ
う
い
う
あ
や
に
く
な
癖
を
も
っ
て
い
る
｡
そ
れ
に
し
て
も
'

｢寝
ぬ
る
夜
の
｣
の
歌
は
全
-
始
末
の
悪
い
歌
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
｡
女
と
契
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

｢寝
ぬ
る
｣

｢
ま
ど
ろ
む
｣
と
い
う
詞
で
は
っ
き
り
と
言
い
切
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

『源
氏
』
で
'

女
三
宮
に
あ
て
た
相
木
の
消
息
文
を
見
た
光
源
氏
は
､
二
人
の
関
係
が
第
三
者
に
明
確
に
わ
か
っ
て
し
ま
う
書
き
ぶ
り
を
答
め
て
い
る
｡
誰

の
目
に
と
ま
る
か
も
知
れ
ぬ
艶
書
を
そ
ん
な
風
に
書
く
も
の
で
は
な
い
と
教
え
て
い
る
｡
こ
の
歌
は
女
人
へ
の
い
た
わ
り
､
思
い
や
り
を
全

-
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡

｢
ま
め
に
じ
ち
よ
う
｣
な
る

｢昔
男
｣
は
'
実
は
そ
う
い
う
反
面
を
も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
物
語
末

尾
の
露
骨
な
ま
で
の
悪
口
は
'
確
か
に

｢語
り
手
と
し
て
の
業
平
が
自
ら
卑
下
し
た
言
葉
｣
に
は
達
い
な
い
が
'
女
人
へ
の
い
た
わ
り
'
思

い
や
り
を
全
-
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
評
語
-

草
子
地
に
近
い
も
の
で
も
あ
る
.
そ
の
こ
と
は
百

1
㌧
百
二
段
な
ど
隣
接

す
る
章
段
の
末
尾
の
文
が
果
た
し
て
い
る
役
割
と
の
対
応
関
係
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
竹
岡
正
夫
民
ら
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
'
思
い
切

り
の
悪
い
'
未
練
あ
り
げ
な
歌
へ
の
評
語
で
あ
る
と
は
'
と
う
て
い
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

山
下
真
弓
氏

(
｢ま
め
｣

｢
ま
め
や
か
｣
に
つ
い
て
I

意
味
変
遷
と

｢
み
や
び
｣
と
の
関
係
-

｣

『立
教
大
学
日
本
文
学
』
39

昭

52

･
12
)
は
'
第
二
段
の

｢ま
め
男
｣
を

｢全
身
を
賭
け
た
恋
を
す
る
｣

｢恋
に
対
し
て
真
剣
な
男
｣
と
し
､

｢起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜

を
あ
か
す
｣
の
は
､

｢初
々
し
い
恋
を
す
る
｣
こ
と
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
が
､
第
百
三
段
の
歌
の
内
容
と
の
関
わ
り
で

｢
ま
め
男
｣
の
意
味
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を
考
え
て
い
く
と
､
や
は
り
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
｡
女
の
も
と
で
､

｢
お
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
す
｣
こ
と
は
､
既
に
長
文
を
引
用

し
て
掲
げ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
'
藤
岡
忠
美
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
第
六
九
段
の

｢夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
さ
め
て
か
｣
と
同
趣
の
類

歌
的
泳
法
だ
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
の
歌
は
'
男
女
の
関
係
の
あ
り
よ
う
を
当
事
者
以
外
に
は
そ
の
真
相
が
わ
か
り
に
-
い
よ

う
に
詠
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
｡
や
は
り
､
同
趣
の
類
歌
的
詠
法
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
の
歌
の
発
想
は
'
百
三

段
の
歌
と
は
違
う
'
対
時
す
る
次
元
を
持
っ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
､
い
た
わ
り
､
思
い
や
り
の
な
か
に
､
事
の
真
相
を
脱
化
し
て
い
く
と
い

う
意
識
が
存
在
す
る
｡
滝
瀬
爵
克
氏

(
『伊
勢
物
語
文
学
の
世
界
』
古
川
書
店
)
も
次
に
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

｢
｢も
の
の
あ
は
れ
し
る
心
ば
へ
｣
､
つ
ま
り
､

｢
み
や
び
｣
な
情
趣
を
よ
-
解
す
る
優
雅
な
心
の
持
主
の
女
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'

そ
の
よ
う
な

｢
み
や
び
｣
な
心
を
も
っ
て
､
い
ち
は
や
-
感
じ
と
る
気
の
き
い
た

｢な
さ
け
ぶ
か
｣
い
心
づ
か
い
や
気
配
り
が
､
昔
男
の

心
を
と
ら
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
'
彼
を

｢ま
め
男
｣
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
､
彼
女
に
対
し
て
誠
実
で
実
直
な
男

に
ま
で
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
も
あ
る
の
だ
｡

(18
頁
)

大
野
幸
子
氏

(
｢源
氏
物
語

｢
ま
め
｣
に
関
し
て
｣

『高
知
女
子
大
国
文
』

3

昭
42
･
8
)
は
､
源
氏
物
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢
ま

め
｣
に
つ
い
て

感
情
的
と
は
な
ら
ず
'
常
に
理
性
的
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
冷
静
に
判
断
す
る
と
こ
ろ
か
ら
'
真
剣
さ
も
感
じ
ら
れ
る
｡
そ
し
て
あ
ま
り

に
も
理
性
的
で
あ
る
た
め
に
へ
異
常
が
生
じ
､
そ
れ
に
対
す
る
驚
異
も
生
じ
て
く
る
｡
し
か
し

一
般
に
は

｢ま
め
｣
は
驚
異
よ
り
も
､
賞

賛
の
目
で
見
ら
れ
た
り
､
あ
る
い
は
無
骨
者
と
け
な
さ
れ
た
り
す
る
｡

｢
ま
め
｣
を

｢理
性
の
強
い
意
識
｣
-

逆
に
言
え
ば

｢感
情
的

で
な
い
意
識
｣
と
言
え
よ
う
が
-

と
解
し
て
こ
そ
'
源
氏
物
語
の
中
で
の

｢
ま
め
｣
の
働
き
が
正
し
く
理
解
で
き
る
と
思
う
｡
そ
こ
に

は
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
し
つ
つ
も
､
完
全
に

｢ま
め
｣
と
は
な
れ
ず
煩
悩
す
る
'
生
き
生
き
と
し
た
人
間
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
思
う
｡

(
39
頁
)
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と
指
摘
さ
れ
､
用
例
を
検
討
さ
れ
て
い
る
｡

『源
氏
』
の
用
例
と
し
て
は
､
確
か
に
そ
う
い
う
面
が
強
く
表
わ
れ
て
も
い
る
が
'
山
下
真
弓

氏

(前
掲
論
文
)
は
､

｢ま
め
｣

｢
ま
め
や
か
｣
の
分
布
状
況
を
索
引
頬
を
用
い
て
調
査
さ
れ
'

『伊
勢
』
か
ら

『大
鏡
』
に
至
る

1
八
の

作
品
と

『讃
岐
典
侍
日
記
』
を
付
記
し
て
､
そ
れ
ら
を
三
期
に
分
難
し
て
意
味
の
変
遷
を
た
ど
ら
れ
て
い
る
｡
山
下
氏
は
'
前
期
の
作
品
と

し
て

『伊
勢
』

『大
和
』

『多
武
峯
少
将
』

『晴
蛤
』

『宇
津
保
』
の
五
作
品
を
あ
げ
'
特
に

『伊
勢
』
だ
け
を

｢初
期
｣
と
し
､
特
定
し

て
論
述
さ
れ
て
い
る
.
氏
に
よ
れ
ば
'

『色
糞
字
頬
抄
』
な
ど
'
辞
書
頬
に
当
て
は
め
ら
れ
た
漢
字
を
見
る
と
'

｢
｢
ま
め
｣
の
語
感
に
は

精
神
的
緊
張
感
が
感
じ
ら
れ
る
｣
と
い
う
｡
氏
は
､

｢ま
め
｣
'
特
に

｢
ま
め
や
か
｣
は
意
味
が
多
岐
に
亙
っ
て
い
る
が
'
本
文
に
あ
た
る
指
標
と
し
て
便
宜
上
､
項
目
を
設
定
す
る
こ
と

と
し
､
設
定
に
あ
た
っ
て
は

『岩
波
古
語
辞
典
』
等
の
四
項
目
分
枝
を
基
に
し
た
｡

と
さ
れ
､

①
真
面
目

(心
か
ら
､
誠
意
を
持
っ
て
､
誠
実
)

a

真
面
目

b

真
面
目
そ
う
に

②
実
際

(ほ
ん
と
う
に
'
ほ
ん
と
う
は
､
実
際
の
と
こ
ろ
､
実
は
)

③
忠
実

(怠
り
な
-
､
丁
寧
に
'
熱
心
に
､
畏
ま
っ
て
､
居
住
居
を
正
し
て
)

④
対

｢風
流
｣

(経
済
上
の
た
す
け
'
実
用
向
き
の
'
無
風
流
､
真
面
目
ぶ
っ
た
､
生
真
面
目
な
､
凡
帳
面
な
)

に
分
類
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'

①
の

a
と
b
は
'

｢ま
め
｣

｢ま
め
や
か
｣
が
修
飾
し
て
い
る
言
動
の
主
体
が
相
手
も
し
-
は
第
三
者
に
ど
う
見
え
る
か
で
分
け
た
｡

｢ま
じ
め
そ
の
も
の
｣
で
風
雅
を
全
-
解
し
得
な
い
と
第
三
者
の
目
に
う
つ
る
場
合
'

｢真
面
目
ぶ
っ
て
｣
い
る
と
か
な
り
強
い
否
定
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的
判
断
が
下
さ
れ
る
が
､
こ
れ
は
④
に
属
す
｡

○

②
の
う
ち

｢
ま
め
や
か
に

は｣と
い
う
よ
う
に
提
題
の
助
詞

｢
は
｣
が
付
い
た
語
は
､
す
べ
て

｢実
際
の
と
こ
ろ
｣

｢
ほ
ん
と
う
は
｣

と
訳
す
こ
と
に
し
た
｡

と
さ
れ
'
さ
ら
に

｢
こ
の
四
項
目
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
'
雪
や
雨
が

｢ま
め
や
か
に
降
る
｣
等
の
例
が
あ
る
｡

｢｣本
格
的
に
｣

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
.
｣

(29
貢
)
と
指
摘
さ
れ
'
諸
作
品
の
用
例
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
'
意
味
を
分
校
さ
れ
て
い
る
.
氏
は

｢初
期
｣
を

『伊
勢
』
に
限
定
し
'
四
例
の

｢ま
め
｣
に
つ
い
て
'

｢
み
や
び
｣
の
体
現
者
と
し
て
の
昔
男
を

｢
ま
め
男
｣
の
名
で
呼
ぶ
よ
う
に
'
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た

｢ま
め
｣
は
①

a
と
③
の
意
味
､

す
な
わ
ち
こ
の
男
の

｢誠
実
さ
｣
を
表
す
語
で
あ
る
｡

し
か
し
こ
の

｢ま
め
｣
も
前
期
の

『晴
蛤
日
記
』
を
み
る
に
及
ん
で

｢誠
実
｣
の
意
か
ら
離
れ
'
か
な
り
否
定
的
な
意
味
に
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

(同
､
)

と
､
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
指
摘
は

一
面
で
は
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
が
'
反
面
で
は
微
妙
な
用
語
意
識
に
よ
っ
て
操
ら
れ
る
物
語

の
影
の
世
界
を
読
み
得
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
'

『伊
勢
』
六
十
段
'
百
三
段
の

｢ま
め
｣
の
用
例
に
は
､

そ
う
し
た
捉
え
方
で
は
捉
え
き
れ
な
い
用
語
意
識
が
存
在
す
る
｡
そ
の
よ
う
に
第
二
段
の
語
意
と
対
時
す
る
用
語
意
識
を
読
み
解
い
て
い
-

こ
と
の
な
か
に
､
物
語
享
受
の
一
つ
の
た
の
し
み
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
｡

Ⅱ

｢春
日
の
里
｣
か
ら

｢西
の
京
｣
へ
と
展
開
す
る

『伊
勢
』
の
方
法
に
は
､
片
桐
洋

一
氏
や
増
田
繁
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
成
立
論

上
の
問
題
が
あ
る
｡
増
田
氏
は
､

｢作
品
と
し
て
考
え
た
時
に
は
第
二
段
に

｢か
の
ま
め
男
｣
の
語
が
出
て
-
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
こ

20



と
'
全
体
と
し
て

｢第
二
段
が
初
段
と
緊
密
に
対
応
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｣
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
'

｢
｢か
の
ま
め
男
｣
の
語

を
も
つ
こ
と
で
'
こ
の
位
置
に
収
ま
り
き
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
｣
と
い
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
山
下
真
弓
氏

(前
掲
､

｢
｢ま
め
｣

｢ま
め
や
か
｣
に
つ
い
て
｣
)
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

｢
｢ま
め
｣
は

｢
み
や
び
｣
を
支
え
る
土
台
で
あ
る
｣

(37
頁
)
と
L
t

生
活
の
情
趣
化
を
目
差
す
平
安
朝
の
美
的
生
活
へ
の
意
志
は
､

｢
み
や
び
｣
の
世
界
を

一
定
の
価
値
規
範
の
も
と
に
拡
大
さ
せ
た
｡
そ

れ
に
伴
っ
て

｢
ま
め
｣
の
世
界
は

｢
み
や
び
｣
の
世
界
へ
吸
収
さ
れ
る
部
分
を
生
じ
っ
つ
も
､

｢
み
や
び
｣
の
世
界
に
あ
る
色
好
み
の
概

念
か
ら
剥
離
し
て
い
っ
た
｡

(同
)

と
考
え
'
歌
語
り
の
噂
さ
の
主
の
あ
の

｢
ま
め
男
｣
と
解
す
れ
ば
､

｢
こ
の
位
置
に
収
ま
り
き
っ
て
は
い
な
い
｣
と
強
い
て
考
え
る
必
要
も

な

い
｡

『伊
勢
』
の

｢か
の
｣
の
語
例
を
検
討
す
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
は
あ
る
が
､
田
村
俊
介
氏

(平
成
二
年
度

中
古
文
学
会
秋
季

大
会
宮
城
学
院
女
子
大
で
の
口
頭
発
表
｡
但
し
異
文
の
存
在
を
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
)
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
'

『源
氏
』
の

｢
｢か
の
｣
の
下
に
は
人
物
呼
称
が
よ
く
来
る
｣
と
い
う
､

｢か
の
十
六
夜
の
女
君
｣
の
よ
う
な
用
法
は
'

『
伊
勢
』
の
こ
う

し
た
用
例
と
深
-
関
わ
る
｡
こ
う
い
う
用
法
が
慣
用
化
さ
れ
て
い
っ
た
歌
物
語
の
伝
統

･
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
表

現
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
従
来
の
諸
説
は
'

『伊
勢
』
の
語
例
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
'
諸
説
入
り
乱
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
｡

『伊

勢
』
の
第
二
段
が
'
比
較
的
早
い
時
期
に
第

1
段
に
並
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
'
同
じ
次
元
の
な
か
で
捉
え
て
い
-
と
､
対
偶
的
に
見

事
に
構
成
さ
れ
て
い
る
物
語
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
｡

『源
氏
』
の
巻
名
が
､
対
偶
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
は
武
田
祐
吉
博
士

(
｢源
氏
物
語
に
於
け
る
対
偶
意
識
｣
有

精
堂

日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

『源
氏
物
語

-
』
)
で
あ
る
｡
筆
者
も

｢葵

･
貿
木

･
花
散
里
｣

(有
精
堂

源
氏
物
語
講
座

第
三

巻
)

･
｢英

･
賢
木

･
花
散
里
の
巻
と
物
語
の
構
成
｣

(
『源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
』
伊
那
毎
日
新
聞
社
)
な
ど
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
｡

紫
式
部
の
見
た

『伊
勢
』
の
テ
キ
ス
ト
が
'
現
存
す
る
初
冠
本
の
形
態
に
近
-
､
第

一
㌧
二
段
が
並
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
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が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'

『伊
勢
』
章
段
を
構
成
す
る
美
意
識
に
対
偶
的
意
識
が
大
き
く
働
い
て
い
た
こ
と
は
'
事
実
と
し

て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

『伊
勢
』
を
読
み
親
し
ん
で
い
た

『源
氏
』
の
作
者
は
､
自
ら
の
作
品
の
な
か
で

『伊
勢
』
の
方
法
を
随
所

に
生
か
し
'
活
用
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

｢桐
壷
｣

｢帯
木
｣
と
い
う
よ
う
な
対
偶
的
な
巻
名
も
'
あ
る
い
は

『伊

勢
』
か
ら
学
び
得
た
'
時
代
の
思
潮
と
し
て
の
一
つ
の
美
意
識
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡

塚
原
鉄
雄
氏

(
『伊
勢
物
語
の
章
段
構
成
』
新
典
社
)
は
'

｢第

一
段
の
記
述
と
第
二
段
の
記
述
と
は
､
対
照
的
な
対
応
関
係
を
'
多
様

に
具
有
す
る
｡
｣

(62
頁
)
と
さ
れ
､
両
段
の

｢主
題
が
'
貴
族
圏
外
に
居
住
す
る
卑
睦
の
女
性
を
対
象
と
す
る
情
事
と
い
う
こ
と
で
'
統

合
し
う
る
｣
と
し
て
'

｢伊
勢
物
語
の
発
端
章
段
と
仮
称
｣

(64
頁
)
L
t
以
下
の
四
段
を

｢高
子
章
段
｣
と
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､

｢発
端

章
段
と
高
子
章
段
と
は
'
好
色
に
よ
る
人
間
性
の
回
復
が
そ
の
徹
底
せ
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
粉
砕
さ
れ
破
滅
し
た
こ
と
を
'
い
わ
ば

具
体
的
に
論
証
し
た
｣
､

｢体
制
的
制
約
の
限
界
を
｣

｢逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
挫
折
す
る
｣
と
い
わ
れ
､

挫
折
す
る
け
れ
ど
も
'
逸
脱
を
放
棄
し
な
か
っ
た
の
が
､
伊
勢
物
語
で
あ
る
｡
社
会
的
体
制
の
制
約
に
挫
折
し
た

｢を
と
こ
｣
は
'
地

域
的
断
絶
を
超
越
す
る
人
間
的
結
合
を
､
東
方
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
｡
だ
が
､
そ
こ
で
も
'
ま
た
'
好
色
の
挫
折
と
人
間
の
疎

外
と
を
回
避
し
え
な
い

(同
､
83
頁
)

と
､
指
摘
さ
れ
､

｢作
者
の
思
想
は
､
愛
情
行
為
を
媒
介
と
し
て
､
人
間
の
究
極
的
な
孤
独
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
｣

(同
､

純
真
)
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
.

片
桐
洋

一
氏

(伊
勢
物
語
の
新
研
究
』
明
治
書
院
)
は
'
第

一
段

･
二
段

･
三
段
に
つ
い
て
'

成
立
の
次
元
は
違
っ
て
も
､
そ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
の
は
､
い
ず
れ
も
通
俗
的
な
常
識
や
世
間
的
な
打
算
に
背
を
向
け
'
純
粋
無
垢
な

愛
の
み
を
志
向
し
て
い
る
一
途
な
男
の
生
き
ざ
ま
で
あ
る
｡
別
の
言
葉
で
言
え
ば
'
俗
を
否
定
し
､
雅
を
求
め
る
精
神
に
よ
っ
て
貫
か
れ

て
い
る

(捕
頁
)
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と
さ
れ
､

『伊
勢
』
を
貫
く
も
の
は

｢
み
や
び
｣
で
あ
り
､

｢
｢
み
や
び
｣
は

｢閑
｣
で
あ
り

｢雅
｣
で
あ
っ
た
｡
名
利
を
離
れ
門
を
閉
ざ

し
て
ひ
た
す
ら
に
心
を
澄
ま
せ
る
こ
と
で
あ
り
'
俗
を
棄
て
て
正
道
を
貰
-
純
粋
さ
で
あ
る
｣
､

｢
｢伊
勢
物
語
｣
の
文
学
の
方
法
は
'
過

ぎ
去
る
も
の
を
惜
し
み
'
失
わ
れ
た
時
を
求
め
る
心
の
表
現
で
あ
る
｡
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
滝
瀬
爵
克
氏

(
『伊
勢
物
語
文
学
の
世
界
』

古
川
璽
居
)
)
に
よ
れ
ば
､
初
段
の
主
題
の

｢
み
や
び
｣
が
､

｢伊
勢
物
語
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
も
の
｣
で
あ
る
こ
と
を

｢
は
じ
め
て
｣

｢明
ら
か
に
し
た
｣
の
は
氏
で
あ
り
､
昭
和
三
十

一
年
九
月
の

｢文
学
｣
誌
上
に
発
表
し
た
論
文

｢伊
勢
物
語
を
つ
ら
ぬ
-
も
の
ー

作
者

の
意
図
を
通
し
て
ー

｣
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
｡
氏
は
､

こ
の
物
語
の
作
者
た
ち
は
､
主
観
的
に
は
'
矛
盾
し
た
も
の
ま
で
も
包
摘
し
て
､
そ
れ
を
も

｢
み
や
び
｣
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

そ
の
も
っ
と
も
主
要
な
矛
盾
は
'
作
者
た
ち
が
､
前
半
部
で
は
積
極
的
な
激
し
い

｢
い
ち
は
や
き
み
や
び
｣
な
説
話
を
多
く
か
き
､
後
半

部
で
は
'
い
わ
ば
風
流
な

｢
み
や
び
｣
の
説
話
を
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
客
観
的
に
は
前
半
部
と
後
半
部
の
説
話
群
の
質
的

な
相
違
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

(前
掲
書
'
66
貢
)

と
指
摘
さ
れ
'

｢
｢
み
や
び
｣
の
由
来
と
そ
の
展
開
｣
を
た
ど
り
'

中
国
に
な
ら
っ
た
都
と
い
う
都
市
空
間
の
う
ち
に
生
み
だ
さ
れ
た
'
貴
族
社
会
で
の
風
流
事
や
好
色
事
や
反
俗
的
で
放
縦
な
生
活
を
た

の
し
む
感
性
的
な
美
意
識
で
あ
り
､
そ
こ
に
は
､
全
人
間
的
に
生
命
を
燃
焼
さ
せ
て
恋
に
殉
じ
る
よ
う
な
'
粗
野
な
は
げ
し
い
意
欲
の
発

生
す
る
余
地
は
な
-
'
そ
の
母
胎
は
む
し
ろ
民
衆
社
会
で
の
民
謡
や
民
話
や
伝
説
な
ど
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
を
作
者
た
ち
が

歌
語
り
の
場
に
汲
み
上
げ
'
そ
し
て
文
章
化
し
て

｢
み
や
び
｣
な
歌
物
語
に
つ
く
り
か
え
､
再
生
産
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

(同
､

67
貢
)

と
い
わ
れ
る
｡
福
井
貞
助
氏

(
『伊
勢
物
語
生
成
論
』
有
精
堂
)
は
'
第

一
･
二
段
は
､

｢奈
良
の
京
｣
と
い
う
詞
で
連
結
さ
れ
'
二
段
は

1
段
に

｢続
け
ん
と
し
て
構
成
さ
れ
た
｣
も
の
で
'

｢
こ
の
二
幸
段
は
核
と
目
し
て
よ
い
｡
｣

(215
頁
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､

23



こ
れ
ら
の
問
題
は
'
市
原
怒
氏

(
『伊
勢
物
語
生
成
序
説
』
明
治
書
院
)
が
指
摘
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
論
点
と
深
く
関
わ
る
｡
氏
が
注
と
し

て
掲
げ
た
文
献
を
本
文
中
に
括
弧
を
用
い
て
示
し
､
引
用
す
る
｡

初
冠
の
段
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
を
原
初
伊
勢
物
語
の
成
立
時
と
さ
れ
る
福
井
貞
助
氏

(
『伊
勢
物
語
生
成
論
』
)
や
､
四

十

1
段
の
投
影
と
さ
れ
る
片
桐
洋

1
氏

(
『伊
勢
物
語
の
研
究

〔研
究
篇
〕
』
)
や
'
三
元
的
成
立
論
で
第
二
次
生
成
と
さ
れ
る
辛
島
稔

子
氏

(
｢伊
勢
物
語
の
三
元
的
成
立
の
論
｣

(
『文
学
』
昭
三
六

･
一
〇
月
号
)
や
'
更
に
近
時
こ
れ
を
源
融
と
､
そ
の
友
交
サ
ー
ク
ル

と
の
連
関
に
お
い
て
論
じ
ょ
う
と
さ
れ
る
r
Y辺
実
氏

(
｢源
融
と
伊
勢
物
語
｣

『国
語
と
国
文
学
』
昭
四
七
年

二

月
号
)
や
原
国
人
氏

(
｢歌
物
語
論
へ
の
試
み
｣

『古
代
文
化
』
昭
四
九
年
九
月
号
)
な
ど
も
あ
っ
て
'
こ
の
段
の
成
立
期
に
対
す
る
見
解
の
振
幅
は
か
な
り

大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
38
頁
)

氏
は
'
さ
ら
に
'

｢現
存
定
家
本
形
態
伊
敷
物
語
の
初
冠
の
段
に
見
ら
れ
る
冒
頭
の
不
整
合
や
欠
陥
は
､
伊
勢
物
語
が
雑
纂
形
態
か
ら
類
界

化
へ
と
物
語
的
飛
躍
を
遂
げ
た
時
点
に
お
け
る
屈
折
と
歪
み
の
痕
跡
と
見
ら
れ
る
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
物
語
の
生
成
論
は

避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
関
門
で
は
あ
る
が
､
諸
説
の
適
否
を
検
討
し
'
そ
の
上
に
立
っ
て
論
証
す
る
こ
と
は
'
ま
た
き
わ
め
て
至
難

の
わ
ざ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
市
原
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

｢第

一
段
の
成
立
期
に
対
す
る
見
解
の
振
幅
は
か
な
り
大
き
い
｣
が
､

現
存
初
冠
本
の
形
態
に
整
理
結
集
さ
れ
'
頬
究
的
に
'

1
代
記
風
に
享
受
さ
れ
'
読
ま
れ
る
方
向
を
た
ど
っ
て
き
た
t
と
い
う
事
実
を
前
提

と
す
る
仮
説
に
立
つ
論
証
も
'
や
は
り
巨
視
的
な
論
点
に
立
つ
も
の
と
し
て
､
ま
た
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
う
｡
た
だ
市
原
氏
が
推
定
さ
れ

る
よ
う
に
'

｢伊
勢
物
語
の
主
要
章
段
は
雑
事
形
態
と
し
て
'
古
今
集
以
前
に
生
成
さ
れ
｣

(刑責
)
た
も
の
と
想
定
L
t

｢雑
器
的
な
原

初
伊
勢
物
語
が

｢を
と
こ
｣
の
一
代
記
的
に
統

一
さ
れ
た
下
限
｣
は
'

｢延
書
の
後
半
か
ら
延
長
に
か
け
て
｣

(2-9頁
)
で
あ
り
､

｢土
佐

日
記
に
投
影
し
た
伊
勢
物
語

一
本
は
'
時
頼
本
と
同
系
統
の
源
流
本
｣
で
､

｢源
氏
物
語
｣

｢線
角
｣
の
巻
の
時
頼
本
関
連
記
事
が
､
時
頼

本
の
源
流
本
を
典
拠
と
し
て
い
る
｣

(純
真
)
と
す
る
な
ら
ば
'

『源
氏
』
の
作
者
が
見
え
て
い
た

F.伊
勢
』
は
'

｢第
二
次
伊
勢
物
語
｣
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と
し
て
'

｢
二
十
三
段
､
二
十
四
段
､
四
十
段
な
ど
'
か
な
り
虚
構
性
を
有
し
た
章
段
を
も
包
含
し
た
も
の
｣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

氏
は
'

｢土
佐
日
記
か
ら
源
氏
物
語
へ
の
線
上
に
時
頼
本
の
足
跡
を
辿
こ
と
が
で
き
る
｣

(謝
頁
)
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡

原
国
人
氏

(
『伊
勢
物
語
の
原
風
景
』
有
精
堂
)
は
'

｢融
と
藤
原
氏
と
の
乳
蝶

･
藤
原
氏
へ
の
強
い
不
満
が
､
初
段
の
モ
テ
ィ
フ
と
根

源
的
な
部
分
で
つ
な
が
っ
て
い
る
｣

(65
頁
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
論
点
は
､

『伊
勢
』
百

一
段
の

｢咲
く
花
に
下
に
か
く
る
る

人
を
多
み
あ
り
L
に
ま
さ
る
藤
の
か
げ
か
も
｣
や
九
七
段
の

｢
さ
-
ら
花
散
り
交
ひ
曇
れ
老
い
ら
-
の
来
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が
に
｣

な
ど
の
歌
に
見
ら
れ
る

｢き
わ
ど
い
歌
｣

(新
潮
社

『集
成
』
115
頁
)
と
の
関
係
の
な
か
で
据
え
直
し
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
で
あ
る
｡
吉
田
達
氏

(
『伊
勢
物
語

･
大
和
物
語

そ
の
心
と
か
た
ち
』
九
州
大
学
出
版
会
)
は
'
初
段
の
冒
頭
部
を
読
ん
だ
平
安
初
期

の
人
々
が

｢
｢春
日
斎
宮
｣
と
そ
こ
に
在
っ
た

｢酒
人
内
親
王
｣
の
面
影
｣

(3
頁
)
を
そ
の
脳
裡
に
想
起
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ

れ
､
桓
武
天
皇
と
そ
の
同
母
妹
酒
人
と
の
恋
の
伝
承
が
､
外
孫
-

父
系
を
辿
れ
ば
曽
孫
I

に
あ
た
る
業
平
の
悌
の
上
に
'

｢
い
や
'
業

平
ら
し
さ

｢昔
男
｣
の
面
影
の
上
に
向
か
っ
て
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
た
｣

(60
頁
)
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
､
と
指
摘
さ
れ
る
｡
初

段
が
既
に
､
そ
の
底
に

｢伊
勢
斎
宮
｣
の
面
影
を
秘
め
て
い
た
と
す
る
氏
の
指
摘
は

『伊
勢
』
題
名
考
に
新
た
な
問
題
を
投
げ
か
け
る
ば
か

り
で
は
な
-
'
春
日
神
社
-

藤
原
氏
と
い
う
論
点
を
ず
ら
し
て
い
-
こ
と
に
も
な
る
｡

『伊
勢
』
が
プ
レ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
'
桓
武
天
皇

と
酒
人
内
親
王
と
の
恋
の
物
語
を

一
つ
の
話
型
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
'
あ
る
い
は
自
然
な
の
か
も
知
れ
な

い
｡
全
-
否
定
す
べ
き
理
由
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
吉
田
氏
の
論
に
立
つ
と
､
津
島
佑
子
氏

(古
典
の
旅
2
『伊
勢
物
語

土
佐
日
記
』

講
談
社
)
が
'
奈
良
公
園
か
ら
､
春
日
大
社
へ
ま
わ
り
､

｢心
を
騒
が
せ
て
'
狩
衣
の
裾
を
と
っ
さ
に
切
り
取
り
､
歌
を
書
い
て
渡
し
た
t

と
い
う
よ
う
な
牧
歌
的
な
雰
囲
気
は
到
底
'
味
え
そ
う
に
な
い
｡
け
れ
ど
も
､

｢伊
勢
物
語
｣
の
頃
､
す
で
に
過
去
の
場
所
と
な
っ
て
い
た

奈
良
の
都
が
'
今
に
至
る
ま
で
そ
の
地
へ
の
郷
愁
を
核
に
し
て
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
､
か
な
り
貴
重
な
こ

と
な
の
に
ち
が
い
な
い
｣

(68
亘
)
と
い
う
よ
う
な
'
従
来
定
説
化
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
文
学
の
場
に
つ
い
て
の
通
説
は
､
再
検
討
を
加
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え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡
氏
は
ま
た
(

｢京
都
に
対
す
る
の
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
郷
愁
と
'
さ
び
し
さ
も
少
し
混
じ
っ
た

安
ら
ぎ
を
感
じ
て
い
る
｡
｣
と
い
わ
れ
る
｡

『伊
勢
』
第

一
段
､
第
二
段
に
は

｢奈
良
の
京
｣
と
い
う
'
古
京
へ
の
郷
愁
が
'
対
藤
氏
意
識
'

み
や
び
へ
の
美
意
識
'
み
ず
み
ず
し
い
恋
の
心
情
な
ど
と
と
け
あ
っ
て
'
う
つ
-
し
-
も
､
か
な
し
い
ま
で
の
物
語
的
世
界
が
つ
む
ぎ
出
さ

れ
て
い
る
｡

｢奈
良
の
京
｣
'

｢西
の
京
｣
に
は
'
時
の
流
れ
や
体
制
'
権
力
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
家
の
女
達
'
-

そ
れ
は
貧
し
い
に
は

違
い
な
い
け
れ
ど
も
､
過
去
の
経
済
力
や
社
会
的
地
位
に
支
え
ら
れ
た
教
養
や
知
性
を
豊
か
に
身
に
つ
け
､
決
し
て
卑
購
な
女
達
で
は
な
か
っ

た
-

が
住
ん
で
い
た
｡
そ
れ
は

『源
氏
』
の
帯
木
巻
に
書
か
れ
て
い
る
､
物
語
に
語
ら
れ
る
魅
力
あ
る
女
性
の
登
場
が
期
待
さ
れ
る
世
界

で
も
あ
っ
た
が
､
そ
れ
は
ま
た
'
疎
外
さ
れ
た
孤
独
な

｢昔
男
｣
の
生
き
る
世
界
と
も
重
な
る
と
い
う
二
重
の
構
造
を
も
つ
物
語
的
空
間
で

も
あ
っ
た
｡
在
原
業
平
像
に
は
､
原
国
人
氏
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
確
か
に

｢身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
す
｣
疎
外
さ
れ
た
人

物
'
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
'
無
用
者
な
ど
の
人
物
像
を
揺
曳
し
て
い
る
｡
し
か
し
'

｢思
ひ
な
す
｣
は
､
小
学
館

『全
集
』
の
頭
注
な
ど
に
､

｢-
-
と
思
い
こ
む
'
そ
う
思
っ
て
し
ま
う
､
の
意
で
'
男
の
消
沈
し
た
さ
ま
を
示
す
｡
｣

(1-1
亘
)
と

あ
る
の
は
一
面
的
な
読
み
と
言
え

な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
う
い
う
意
識
的
'
意
図
的
な
表
現
の
な
か
に
'
居
直
り
の
逆
説
的
な
心
理
が
そ
の
裏
側
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
'
す
-
な
-
と
も
ス
ト
レ
ー
ト
で
は
な
-
､
屈
折
し
た
逆
説
表
現
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

『伊
勢
』
は
'
そ

う
い
う
業
平
像
を
執
扮
な
ま
で
に
追
求
し
て
い
-

1
面
を
も
っ
て
い
る
｡

『伊
勢
』
第

一
段
'
二
段
に
は
､

｢奈
良
の
京
｣
､

｢奈
良
の
京
は
は
な
れ
-
-
西
の
京
に
｣
と
､
同
質
的
､
同
次
元
的
な
対
応
'
対
偶

の
な
か
に
､
同
時
に
微
妙
に
異
る
異
質
'
異
次
元
的
な
物
語
的
空
間
を
構
成
す
る
｡
そ
し
て
､
結
局
は
異
質
'
異
次
元
の
世
界
を
注
意
深
い

対
偶
意
識
に
よ
っ
て
現
出
し
て
い
る
｡

『源
氏
』
の
桐
壷
と
帯
木
と
い
う
対
偶
'
そ
こ
に
は
t
や
む
ご
と
な
き
宮
廷
に
植
え
る
ら
れ
た
高
貴

な
桐
と
信
濃
路
の
伏
屋
に
生
う
る
卑
腰
な
妖
木
と
い
う
､
異
質
､
異
次
元
の
見
事
な
対
応
が
見
ら
れ
る
｡

『源
氏
』
が
執
筆
さ
れ
'
巻
名
を

つ
け
'
巻
序
が
整
理
さ
れ
て
い
-
過
程
の
な
か
で
､

『伊
勢
』
の
主
題
の
方
法
と
章
段
構
成
の
方
法
と
が
'
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
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こ
と
は
で
き
な
い
｡
桐
壷
の
帝
が
桐
壷
の
更
衣
を
'
宮
廷
社
会
の
愛
の
秩
序
'
そ
の
錠
に
反
し
て
'

一
人
の
女
性
と
し
て
執
物
な
ま
で
に
愛

し
た
こ
と
､
そ
こ
に
は
､
確
か
に
長
恨
歌
の
世
界
を
踏
え
'
翻
案
に
も
近
い
表
現
意
識
が
見
ら
れ
る
が
'
桐
壷
の
帝
が
生
前
に
犯
し
た
罪
と

し
て
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
ま
た
､
接
関
政
治
体
制
の
な
か
で
'
藤
氏
の
後
宮
社
会
に
あ
ら
が
う
一
面
を
持
っ

て
い
た
｡
業
平
像
は
体
制
か
ら
脱
落
し
､
疎
外
さ
れ
て
い
-

一
面
を
も
っ
て
い
た
が
､
桐
壷
の
帝
は
､
聖
代
意
識
と
い
う
史
眼
に
よ
っ
て
的

確
に
捉
え
ら
れ
な
が
ら
､
反
面
で
は
'
そ
う
い
う
人
物
像
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
｡

『伊
勢
』
と

『源
氏
』
と
が
､

一
面
で
は
同
質
的
な
'

反
藤
氏
と
い
う
主
題
の
方
法
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
や
は
り
文
学
作
品
の
も
つ
｢浄
化
｣
作
用
を
そ
の
う
ち
な
る

も
の
と
し
て
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
さ
ら
に
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
｡

(未
完
)


