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『
藤
原
義
孝
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物
語
』

一

　
　

一　

引
用
の
認
定

　

本
稿
は
、『
源
氏
物
語
』
が
『
藤
原
義
孝
集
』
歌
を
引
用
す
る
実
態
を
捉
え
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。『
義
孝
集
』
は
全
歌
八
〇

首
（
九
州
大
学
細
川
文
庫
本
の
場
合
）
ほ
ど
の
家
集
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
に
引
用
さ
れ
る
例
は
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
例
か
ら
両
作
品
の

関
係
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、『
源
氏
物
語
』
が
先
行
の
歌
を
取
り
入
れ
る
姿
勢
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
引
歌
に
関
す
る
諸
注
の
指
摘
を
網
羅
し
た
伊
井
春
樹
氏
編
『
源
氏
物
語
引
歌
索
引 

１
』「
和
歌
歌
謡
索
引
」
の
中
で
、『
義
孝
集
』
歌
を
引

用
し
た
も
の
と
し
て
指
摘
が
あ
る
『
源
氏
物
語
』
中
の
記
事
は
、
義
孝
歌
八
首
に
対
し
て
一
〇
箇
所
を
数
え
る
。
以
下
に
右
『
引
歌
索
引
』
に
示
さ
れ
た
『
義

孝
集
』
歌
の
『
源
氏
物
語
』
引
用
を
、
同
物
語
の
巻
序
に
従
っ
て
①
～
⑩
と
し
て
示
す
。
そ
の
本
文
及
び
歌
番
号
は
『
私
家
集
大
成
』
所
収
本
（
底
本
は
九
州

大
学
細
川
文
庫
本
）
の
そ
れ
に
拠
る
。
源 

は
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
箇
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
掲
出
し
た
本
文
の
記
述
の
下
の
（　

）
内
の
数
字
は
、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語 

２
』（
小
学
館
）
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
頭
に
義 

を
付
し
た
歌
は
『
義
孝
集
』
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
『
引
歌
索
引
』
を

増
補
し
た
『
角
川
古
典
大
観
源
氏
物
語 

３
』「
引
歌
索
引
」
に
よ
り
、
そ
の
引
用
を
指
摘
す
る
古
注
旧
注
を
〔　

〕
内
に
略
号
で
掲
げ
る
。
略
号
の
示
さ
れ
た

書
名
の
掲
出
は
注
に
譲
る 

４
。
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① 

源　

よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
慰
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花
（「
紅
葉
賀
」
巻
三
三
〇
ペ
ー
ジ
）  

義
73
よ
そ
へ
つ
ゝ
み
れ
と
も

つ
ゆ
たも
に
な
く
さ
ま
す
い
か
ゝ
は
す
へ
き
な
て
し
こ
の
は
な

　
〔
花
・
休
・
紹
・
孟
・
岷
・
湖
・
引
・
拾
・
新
・
余
・
事
・
集
・
大
島
〕

　

② 

源　

御
枕
な
ど
も
さ
な
が
ら
二
三
日
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ど
（「
葵
」
巻
四
六
ペ
ー
ジ
）

義
75
し
か
は
か
り
ち
き
り
し
も
の
を
わ
た
り
か
は
か
へ
る
ほ
と
に
は
わ
す
る
へ
し
や
は 

　
　
　
〔
岷
〕

　

③ 

源　

時
雨
う
ち
し
て
荻
の
上
風
も
た
だ
な
ら
ぬ
夕
暮
に
（「
少
女
」
三
四
ペ
ー
ジ
） 

義
４
秋
は
な
を
ゆ
ふ
ま
く
れ
こ
そ
た
ゝ
な
ら
ね
お
き
の
う
は
か
せ
は
き
の
し
た
つ
ゆ 

　
　
　
〔
前
・
奥
・
紫
・
異
・
河
・
休
・
紹
・
孟
・
岷
・
湖
・
引
・
全
・
対
・
事
・
大
・
評
・
集
・
大
島
〕

　

④ 

源　
（「
）
そ
の
中
に
情
棄
て
ず
お
は
し
ま
せ
ば
」
な
ど
、
い
と
よ
う
す
か
し
た
ま
ふ
（「
行
幸
」
三
二
三
ペ
ー
ジ
） 

義
15
わか
ゝ
ら
す
れ
て
も
あ
る
へ
き
も
の
を
こ
の
こ
ろ
はの
月
よ
ゝ
い
た
く
人
な
す
か
せ
そ 

　
　
　
〔
拾
・
余
〕

　

⑤ 

源　

忘
れ
な
む
と
思
ふ
も
も
の
の
悲
し
き
を
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
む
（「
藤
袴
」
巻
三
四
五
ペ
ー
ジ
） 

義
19
わ
す
るれぬ
をれ
と
か
く
わ
す
る
れ
と
わ
す
ら
れ
す
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん

　
　
　
〔
花
・
紹
・
孟
・
岷
・
湖
・
引
・
新
・
全
・
対
・
事
・
大
・
評
・
集
・
大
島
〕

　

⑥ 

源　

一
日
は
つ
れ
な
し
顔
を
な
む
。
め
ざ
ま
し
う
、
と
（「
若
菜
上
」
巻
一
四
九
ペ
ー
ジ
）

義
46
わ
ひ
ぬ
れ
は
つ
れ
な
し
か
ほ
はにも
て
な
す
を

つ
く
れ
と
も
た
も
と
に
か
ゝ
る
あ
め
の
わり
な
き
ひ
し
さ

　
　
　
〔
河
・
紹
・
大
島
〕

　

⑦ 

源　

風
の
音
さ
へ
た
だ
な
ら
ず
な
り
ゆ
く
こ
ろ
し
も
（「
幻
」
巻
五
四
三
ペ
ー
ジ
）

義
４
秋
は
な
を
ゆ
ふ
ま
く
れ
こ
そ
た
ゝ
な
ら
ね
お
き
の
う
は
か
せ
は
き
の
し
た
つ
ゆ
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〔
河
・
弄
・
一
・
休
・
紹
・
孟
・
岷
・
引
・
全
・
対
・
大
・
評
・
集
・
大
島
〕

　

⑧ 
源　

若
き
心
地
に
は
ひ
と
へ
に
も
の
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。
あ
さ
ま
し
き
ま
で
恨
み
嘆
け
ば
（「
竹
川
」
巻
八
四
ペ
ー
ジ
） 

義
54
み
を
つ
み
て
な
か
ゝ
ら
ぬ
よ
を
し
る
人
は
ひ
と
へ
に
人
を
う
ら
み
さ
ら
な
ん

　
　
　
〔
引
〕

　

⑨ 

源　

乳
母
は
、な
か
な
か
も
の
も
お
ぼ
え
で
、た
だ
、「
い
か
さ
ま
に
せ
ん
、い
か
さ
ま
に
せ
ん
」と
ぞ
言
は
れ
け
る
。（「
蜻
蛉
」巻
二
〇
二
～
三
〇
三
ペ
ー
ジ
）

義
19
わ
す
るれぬ
をれ
と
か
く
わ
す
る
れ
と
わ
す
ら
れ
す
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん

　
　
　
〔
引
・
大
島
〕

　

⑩ 

源　
「
ま
づ
開
け
よ
」
と
の
た
ま
ふ
声
、
い
と
よ
う
ま
ね
び
似
せ
た
ま
ひ
て
忍
び
た
れ
ば
（「
浮
舟
」
巻
一
二
四
ペ
ー
ジ
） 

義
18
あ
や
し
く
も
わ
れか
まぬ
れた
き
ぬ
を
き
た
る
か
な
み
か
さ
の
や
ま
を
人
に
か
らく
れ
て  

　
　
　
〔
一
・
湖
〕

　

以
上
①
～
⑩
が
『
源
氏
物
語
引
歌
索
引
』
の
指
摘
す
る
引
用
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
し
た
一
〇
項
の
全
て
が
厳
密
に
『
義
孝
集
』
か
ら
の
「
引
用
」
と

認
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。『
源
氏
物
語
事
典
』
中
の
「
所
引
詩
歌
仏
典 

５
」
で
は
右
の
①
～
⑩
の
う
ち
①
③
⑤
の
三
例
を
引
歌
と
認
め
、鈴
木
日
出
男
氏
『
源

氏
物
語
引
歌
総
覧 

６
』
で
は
①
③
⑤
⑦
を
引
き
歌
と
認
め
て
い
る
。
な
お
、『
総
覧
』
で
は
上
記
の
四
例
に
加
え
、『
義
孝
集
』
四
番
歌
「
あ
き
は
な
を
（
正
し

く
は
「
な
ほ
」。
以
下
「
な
を
」
と
掲
出
す
る
）」
の
歌
に
対
す
る
「
真
木
柱
」
巻
末
の
記
述
「
物
の
音
な
ど
調
べ
、
な
つ
か
し
き
ほ
ど
の
拍
子
う
ち
加
へ
て
遊

ぶ
、
秋
の
夕
の
た
だ
な
ら
ぬ
に
」（
新
全
集
三
九
八
ペ
ー
ジ
）
の
計
五
例
を
引
歌
と
認
め
て
い
る
。
こ
の
「
真
木
柱
」
巻
の
記
述
を
⑪
と
し
て
、
①
～
⑪
を
吟

味
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

十
一
箇
所
の
う
ち
、ま
ず
②
は
『
岷
江
入
楚
』
に
の
み
あ
る
指
摘
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』「
葵
」
巻
で
、亡
者
が
二
三
日
は
生
き
返
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

葵
上
の
死
の
作
法
を
二
、三
日
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、『
義
孝
集
』
七
五
番
歌
を
踏
ま
え
る
と
す
る
。
同
歌
詞
書
に
あ
る
よ
う
、
義
孝
が
死
に
際
し
て

「
し
ぬ
へ
き
心
ち
の
す
る
か
な
、
し
ぬ
る
か
さ
な
り
と
も
し
は
し
は
と
か
く
な
せ
そ
、
誦
経
し
（
経
す
こ
し
よ
み
イ
）
は
て
ん
の
心
は
へ
り
」
と
言
っ
た
の
を
妹
女
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御
が
忘
れ
て
義
孝
の
葬
儀
に
向
け
て
作
法
を
し
て
し
ま
い
、
彼
は
此
岸
に
あ
る
う
ち
に
誦
経
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
逸
話
を
「
葵
」
巻
が
踏
ま
え
た
と
指
摘
す

る
も
の
で
あ
る
が
、『
義
孝
集
』
七
五
～
七
七
番
歌
は
『
源
氏
物
語
』
成
立
時
に
『
義
孝
集
』
中
に
付
さ
れ
て
い
た
か
疑
わ
し
い
こ
と
も
あ
る
上
、
そ
う
し
た

葬
儀
の
作
法
に
つ
い
て
は
『
義
孝
集
』
の
記
事
に
先
例
を
求
め
る
に
限
ら
ず
、
蘇
生
の
可
能
性
を
考
え
息
を
引
き
と
っ
て
し
ば
ら
く
葬
儀
を
待
つ
こ
と
は
あ
り

う
る
こ
と
で
、
あ
え
て
『
義
孝
集
』
を
踏
ま
え
た
と
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
。

　

④
⑥
⑧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
す
か
（
す
）」（
④
）、「
つ
れ
な
し
が
ほ
」（
⑥
）、「
ひ
と
へ
に
」「
恨
み
」（
⑧
）
と
い
う
語
が
重
な
る
こ
と
か
ら
引
用
と
捉
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
重
な
る
語
（
単
語
・
文
節
）
は
一
、二
語
に
限
ら
れ
、
と
り
た
て
て
『
義
孝
集
』
を
意
識
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　

⑨
は
「
蜻
蛉
」
巻
で
、「
乳
母
は
、
な
か
な
か
も
の
も
お
ぼ
え
で
、
た
だ
、「
い
か
さ
ま
に
せ
む
、
い
か
さ
ま
に
せ
む
」
と
ぞ
言
は
れ
け
る
。」
と
あ
り
、「
い

か
さ
ま
に
せ
む
」
と
い
う
印
象
度
の
強
い
語
の
使
用
か
ら
し
て
『
義
孝
集
』
か
ら
の
引
用
と
も
思
え
る
が
、
別
に
『
異
本
紫
明
抄
』『
花
屋
抄
』
で
は
出
典
未

詳
と
し
て
「
い
か
さ
ま
に
せ
ん
せ
ん
と
こ
そ
い
は
れ
け
れ
世
の
憂
き
時
の
ひ
と
り
ご
と
に
は
」
と
い
う
歌
を
挙
げ
る
。
双
方
を
比
較
し
て
、『
異
本
紫
明
抄
』

等
の
方
が
「
い
は
れ
け
（
れ
）」
と
も
重
な
り
、
ま
た
乳
母
の
言
は
「
ひ
と
り
ご
と
」
で
も
あ
り
、
妥
当
な
指
摘
と
考
え
る
。
な
お
、
河
内
本
系
統
や
別
本
系

の
保
坂
・
陽
明
の
各
本
文
で
は
こ
の
箇
所
、「
め
の
と
は
な
か
〳
〵
も
の
も
お
ほ
え
て
た
ゝ
い
か
さ
ま
に
せ
ん
〳
〵
と
そ
い
は
れ
け
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
あ

と
の
「
〳
〵
」
を
「
せ
ん
」
と
読
ん
で
「
い
か
さ
ま
に
せ
ん
せ
ん
と
ぞ
い
は
れ
け
る
」
と
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
、『
異
本
紫
明
抄
』『
花
屋
抄
』

の
指
摘
の
引
歌
本
文
と
更
に
重
な
る
こ
と
に
な
る
。

　

⑩
の
例
に
つ
い
て
は
、
義
孝
が
近
衛
府
の
上
司
（
兵
部
卿
宮
致
平
親
王
）
に
彼
の
名
を
使
わ
れ
て
愛
人
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
と

を
も
っ
て
親
王
を
責
め
る
の
が
「
あ
や
し
く
も
」
の
歌
で
、
そ
の
出
来
事
を
、『
源
氏
物
語
』「
浮
舟
」
巻
で
匂
宮
が
薫
と
装
っ
て
浮
舟
に
侵
入
す
る
筋
立
て
に

引
か
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
引
用
と
す
る
指
摘
は
『
一
葉
抄
』『
湖
月
抄
』
の
み
で
あ
る
が
、
実
際
に
義
孝
の
愛
人
に
対
し
致
平
親
王
が
匂
宮
の

よ
う
に
浮
舟
へ
の
押
し
入
り
の
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
遊
び
心
を
も
っ
た
あ
い
さ
つ
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
義
孝
歌
と
「
浮

舟
」
巻
の
記
事
双
方
の
間
に
言
葉
の
重
な
り
も
な
い
こ
と
か
ら
、
引
用
と
は
考
え
な
い
。

　

一
方
、
①
の
『
義
孝
集
』
の
「
よ
そ
へ
つ
つ
」
の
歌
は
、「
紅
葉
賀
」
巻
源
氏
の
歌
と
、「
よ
そ
へ
つ
つ
見
る
」「
慰
（
ま
で
）「
露
（
け
さ
）」「
な
で
し
こ
の

花
」
と
い
う
歌
語
が
共
通
す
る
。
ま
た
、
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五

③
は
「
お
ぎ
の
う
は
風
」「
た
だ
な
ら
（
ぬ
）」「
夕
（
ぐ
れ
）」
と
い
う
三
語
と
重
な
り
、『
源
氏
物
語
』
で
は
義
孝
歌
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
て

よ
い
と
考
え
る
。

⑤
は
「
わ
す
れ
（
な
む
）」
の
語
及
び
歌
の
下
句
「
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん
」
と
い
う
印
象
度
の
強
い
語
が
重
な
っ
て
お
り
、
引
用
と
認
め
る
。

⑦
は
「
風
」「
た
だ
な
ら
ず
」
が
重
な
り
、
秋
の
情
趣
を
生
か
す
も
の
と
し
て
義
孝
歌
の
引
用
と
す
る
。

⑪
「
秋
」「
夕
べ
」「
た
だ
な
ら
ぬ
」
が
重
な
り
、
⑦
と
同
様
「
真
木
柱
」
巻
の
こ
の
場
面
で
秋
の
し
め
や
か
な
雰
囲
気
を
背
景
に
求
め
る
箇
所
で
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
引
用
と
認
め
る
。

　

以
上
か
ら
、
引
用
と
認
定
で
き
る
の
は
、
①
③
⑤
⑦
お
よ
び
⑪
の
例
で
あ
り
、『
義
孝
集
』
三
首
に
対
す
る
『
源
氏
物
語
』
五
箇
所
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
③
⑦
⑪
は
『
義
孝
集
』
四
番
歌
の
「
秋
は
な
を
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
①
と
⑤
の
二
首
は
別
の
共
通
す
る
特
徴
が
見
出
せ
る
。
以
下
に
そ
れ

ぞ
れ
の
引
用
に
つ
い
て
吟
味
を
行
う
。

　
　

二　

認
定
し
た
引
用
の
特
徴

⑴　
「
秋
は
な
を
」
の
歌
の
引
用

　

③
⑦
⑪
は
『
義
孝
集
』
四
番
歌
「
秋
は
な
を
ゆ
ふ
ま
く
れ
こ
そ
た
ゝ
な
ら
ね
お
き
の
う
は
か
せ
は
き
の
し
た
つ
ゆ
」
の
歌
を
引
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は

現
存
『
清
慎
公
集
』（
藤
原
実
頼
の
家
集
）
に
も
載
せ
ら
れ
る
が
、『
清
慎
公
集
』
中
で
『
義
孝
集
』
と
重
複
す
る
歌
が
、
鎌
倉
期
に
ま
と
ま
っ
て
入
っ
て
い
て

『
義
孝
集
』
歌
が
混
入
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
竹
内
美
千
代
氏
が
明
ら
か
に
し
て
お
り 

７
、も
と
も
と
『
義
孝
集
』
に
あ
っ
た
歌
と
解
せ
ら
れ
る
。
よ
っ
て
『
清

慎
公
集
』
に
あ
る
『
義
孝
集
』
と
の
重
複
歌
は
考
察
の
対
象
と
し
な
い
。

　

こ
の
『
義
孝
集
』
四
番
歌
は
『
和
漢
朗
詠
集
』（
上
・
秋
興
）
収
載
の
歌
で
も
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
当
時
、よ
り
広
く
読
ま
れ
て
い
た
の
は
『
和

漢
朗
詠
集
』
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
和
漢
朗
詠
集
』
中
の
和
歌
等
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
事
典
』「
所
引
詩
歌
仏
典
索
引
」
の
「
出
典
索
引
」

に
よ
る
と
四
二
例
を
数
え
る
。『
源
氏
』
作
者
に
と
っ
て
身
近
に
あ
っ
た
詩
歌
集
で
あ
っ
た
。
同
『
事
典
』
で
の
『
義
孝
集
』
引
用
の
指
摘
は
三
例
に
留
ま
る
。
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③
は
右
「
秋
は
な
を
」
の
歌
を
『
源
氏
物
語
』「
少
女
」
巻
が
引
い
た
も
の
で
あ
る
。「
少
女
」
巻
第
一
年
の
秋
の
こ
と
、
前
斎
宮
（
秋
好
）
の
立
后
が
な
さ

れ
た
後
、内
大
臣
（「
帚
木
」
巻
の
頭
中
将
）
が
大
宮
邸
に
訪
れ
、雲
居
雁
に
琴
を
奏
で
さ
せ
な
が
ら
宮
の
前
で
光
源
氏
方
に
圧
倒
さ
れ
る
一
門
の
衰
運
を
語
る
。

そ
の
「
少
女
」
巻
中
の
該
当
箇
所
を
一
文
を
掲
げ
て
示
す
。

　

所
ど
こ
ろ
の
大
饗
ど
も
も
果
て
て
、
世
の
中
の
御
い
そ
ぎ
も
な
く
、
の
ど
や
か
に
な
り
ぬ
る
こ
ろ
、
時
雨
う
ち
し
て
荻
の
上
風
も
た
だ
な
ら
ぬ
夕
暮
に
、

大
宮
の
御
方
に
内
大
臣
参
り
た
ま
ひ
て
、
姫
君
渡
し
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
御
琴
な
ど
弾
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

　

こ
の
記
述
に
つ
い
て
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
、

物
語
で
は
、
さ
ら
に
「
時
雨
う
ち
し
て
」
と
あ
り
、
晩
秋
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
情
趣
の
な
か
で
、
久
方
ぶ
り
に
対
面
す
る
内
大
臣
・
大
宮
の
、
わ
が
一

門
の
命
運
を
語
る
対
話
が
展
開
さ
れ
る
。
太
政
大
臣
逝
去
後
の
衰
運
を
思
う
気
持
も
、
右
の
情
趣
に
ふ
さ
わ
し
い
。

と
述
べ
る 

８
。
秋
の
情
趣
が
こ
の
歌
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
後
内
大
臣
は
女
房
た
ち
の
話
を
立
ち
聞
き
し
雲
居
雁
と
夕
霧
が
親
し
く
し
て

い
る
こ
と
を
知
る
。「
た
だ
な
ら
ぬ
」
か
ら
は
、
事
件
の
起
こ
る
兆
し
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

  

こ
の
歌
で
は
対
句
的
に
「
荻
の
上
風
」「
萩
の
下
露
」
が
使
わ
れ
、
語
調
の
良
い
歌
と
指
摘
が
あ
り 

９
、
情
趣
に
加
え
語
調
の
良
さ
が
『
源
氏
』
作
者
に
多
用

さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

  

⑦
の
「
幻
」
巻
の
記
述
は
、
紫
上
の
死
の
翌
年
八
月
の
記
述
と
し
て

風
の
音
さ
へ
た
だ
な
ら
ず
な
り
ゆ
く
こ
ろ
し
も
、
御
法
事
の
営
み
に
て
、
朔
日
ご
ろ
は
紛
ら
は
し
げ
な
り
。
今
ま
で
経
に
け
る
月
日
よ
と
思
す
に
も
、
あ

き
れ
て
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。

と
あ
る
。
紫
上
を
失
っ
て
孤
愁
を
生
き
る
源
氏
が
、
風
の
音
の
た
だ
な
ら
ぬ
乱
れ
に
、
紫
上
の
一
周
忌
の
準
備
を
し
つ
つ
時
の
経
過
に
慨
嘆
す
る
様
子
を
捉
え

る
。
荻
を
吹
く
風
、
萩
に
置
く
露
の
さ
び
し
い
た
た
ず
ま
い
を
背
景
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
⑪
の
「
真
木
柱
」
巻
の
記
述
に
つ
い
て
も
「
秋
は
な
を
」
の
歌
を
引
く
と
認
め
ら
れ
る
。
同
巻
末
、
弘
徽
殿
女
御
の
も
と
に
殿
上
人
が
参
り
集
い
管
弦

の
遊
び
が
な
さ
れ
る
様
子
と
し
て
「
秋
の
夕
の
た
だ
な
ら
ぬ
に
」
と
描
写
さ
れ
、
そ
こ
へ
夕
霧
も
加
わ
っ
て
女
房
た
ち
と
洒
脱
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
。
き
ま

じ
め
な
夕
霧
の
登
場
に
、
深
ま
り
ゆ
く
秋
の
情
趣
を
誂
え
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
奥
か
ら
近
江
の
君
が
介
入
し
、
彼
に
懸
想
の
歌
を
詠
み
か
け
る
。
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こ
こ
で
近
江
の
君
に
道
化
的
役
割
を
演
じ
さ
せ
そ
れ
に
夕
霧
詠
歌
を
も
っ
て
た
し
な
め
る
こ
と
で
「
玉
鬘
」
巻
以
来
の
玉
鬘
を
め
ぐ
る
物
語
の
決
着
が
つ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、近
江
の
君
の
登
場
の
場
違
い
さ
を
際
立
て
る
の
に「
あ
き
は
な
を
」の
義
孝
歌
が
示
す
し
め
や
か
な
雰
囲
気
が
有
効
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

⑵　
「
よ
そ
へ
つ
つ
」「
わ
す
れ
な
む
」
の
歌
の
本
歌
的
受
容

　

①
⑤
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
人
物
が
義
孝
歌
を
踏
ま
え
て
歌
を
詠
み
出
す
形
で
引
用
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
⑤
に
つ
い
て
見
る
が
、
こ
こ
で
の
義
孝
歌
は
、「
同
じ
人
に
久
し
く
絶
え
て
」
と
い
う
詞
書
を
付
し
て
「
わ
す
る
れ
と
か
く
わ
す
る
れ
と
わ
す
ら
れ
す

い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
受
け
て
「
藤
袴
」
巻
で
は
、

　

式
部
卿
の
宮
の
左
兵
衛
の
督
は
、
殿
の
上
の
御
兄
弟
ぞ
か
し
。
親
し
く
参
り
な
ど
し
た
ま
ふ
君
な
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
い
と
よ
く
も
の
の
案
内
も
聞
き

て
、
い
み
じ
く
ぞ
思
ひ
わ
び
け
る
。
い
と
多
く
恨
み
つ
づ
け
て
、

　

忘
れ
な
む
と
思
ふ
も
も
の
の
悲
し
き
を
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
む

紙
の
色
、
墨
つ
き
、
し
め
た
る
匂
ひ
も
さ
ま
ざ
ま
な
る
を
、
人
々
も
み
な
、「
お
ぼ
し
絶
え
ぬ
べ
か
め
る
こ
そ
、
さ
う
ざ
う
し
け
れ
」
な
ど
言
ふ
。

宮
の
御
返
り
を
ぞ
、
い
か
が
思
す
ら
む
、
た
だ
い
さ
さ
か
に
て
、

　

心
も
て
光
に
む
か
ふ
あ
ふ
ひ
だ
に
朝
お
く
霜
を
お
の
れ
や
は
消
つ

と
ほ
の
か
な
る
を
、
い
と
め
づ
ら
し
と
見
た
ま
ふ
に
、
み
づ
か
ら
は
あ
は
れ
を
知
り
ぬ
べ
き
御
気
色
に
か
け
た
ま
へ
れ
ば
、
露
ば
か
り
な
れ
ど
、
い
と
う

れ
し
か
り
け
り
。
か
や
う
に
、
な
に
と
な
け
れ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
る
人
々
の
、
御
わ
び
言
も
多
か
り
。

と
描
か
れ
る
。
式
部
卿
宮
の
子
息
左
兵
衛
督
が
、
内
大
臣
北
方
の
兄
弟
と
い
う
縁
で
玉
鬘
に
懸
想
を
し
て
い
て
、
尚
侍
に
な
ろ
う
と
す
る
彼
女
と
仲
が
疎
く
な

る
こ
と
を
嘆
く
歌
を
詠
ん
で
送
っ
て
き
た
。
鈴
木
日
出
男
氏
は
「
特
に
、
下
の
句
の
「
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
む
」
に
、
こ
の
歌
本
来
の
、
絶
望
的

に
恋
へ
の
い
ら
だ
た
し
さ
が
言
い
こ
め
ら
れ
て
い
る
10 
。」と
評
す
る
が
、そ
の「
い
ら
だ
た
し
さ
」の
訴
え
の
直
截
性
を
義
孝
歌
上
句
が
示
し
て
い
る
。
一
方『
源

氏
物
語
』
の
場
合
、
左
兵
衛
督
の
詠
む
上
句
は
そ
う
し
た
直
情
性
を
よ
り
抑
制
し
て
悲
し
み
を
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
上
句
の
「
忘
る
」
こ
と
を
努
め

つ
つ
そ
れ
が
で
き
な
い
心
の
内
を
、
下
句
全
体
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
示
す
詠
法
は
、『
義
孝
集
』
歌
へ
の
依
存
の
度
合
い
の
強
さ
を
示
す
。
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①
は
、「
紅
葉
賀
」
巻
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

御
前
の
前
栽
の
、
何
と
な
く
青
み
わ
た
れ
る
中
に
、
常
夏
の
は
な
や
か
に
咲
き
出
で
た
る
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
命
婦
の
君
の
も
と
に
書
き
た
ま
ふ
こ
と

多
か
る
べ
し
。

よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
慰
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花 

　

こ
こ
で
「
よ
そ
へ
つ
つ
」
の
歌
は
、
源
氏
が
若
宮
（
冷
泉
）
を
抱
く
桐
壺
帝
・
藤
壺
の
前
か
ら
退
き
、
藤
壺
へ
の
思
慕
を
押
さ
え
き
れ
な
い
ま
ま
自
邸
二
条

院
に
帰
り
、
前
栽
に
咲
く
撫
子
の
花
を
見
て
彼
女
へ
の
文
の
中
に
詠
み
入
れ
た
歌
で
あ
る
。「
若
宮
を
藤
壺
に
よ
そ
へ
て
み
る
と
云
歌
の
心
也
」
と
『
孟
津
抄
』

に
あ
る
。
こ
れ
は
『
義
孝
集
』
の
七
三
番
歌

母
上
、
東
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
し
に
、
い
と
ま
に
て
久
し
う
ま
ゐ
り
侍
ら
ざ
り
し
か
ば
、
な
で
し
こ
に
付
け
て
た
て
ま
つ
り
し
、
母
上

よ
そ
へ
つ
ゝ
み
れ
と
も

つ
ゆ
たも
に
な
く
さ
ま
す
い
か
ゝ
は
す
へ
き
な
て
し
こ
の
は
な

を
受
け
て
い
る
。
こ
の
、
わ
が
子
義
孝
と
会
え
な
い
母
親
の
歯
が
ゆ
い
心
を
詠
み
入
れ
る
歌
と
「
紅
葉
賀
」
巻
①
の
記
事
の
重
な
り
に
つ
い
て
は
前
節
に
示
し

た
が
、
そ
の
度
合
い
は
高
く
、
歌
全
体
の
趣
向
も
同
じ
と
い
え
る
。
鈴
木
日
出
男
氏
は

源
氏
の
歌
で
は
、「
な
で
し
こ
の
花
」
を
わ
が
子
、
不
義
の
子
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
と
の
歌
に
「
つ
ゆ
な
ぐ
さ
ま
ず
」
と
あ
る
の
を
、「
露

け
さ
ま
さ
る
」
と
転
じ
た
。
わ
が
子
を
花
と
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
す
る
が
、
な
ぞ
ら
え
き
れ
な
い
悲
し
み
の
涙
の
表
現
へ
と
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
11 
。

と
指
摘
す
る
が
、
な
ぞ
ら
え
き
れ
な
い
悲
し
み
を
藤
壺
に
訴
え
な
が
ら
奥
に
彼
女
そ
の
人
に
対
す
る
思
慕
を
こ
め
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
①
⑤
の
例
で
は
、『
源
氏
物
語
』
は
『
義
孝
集
』
歌
の
一
部
引
用
に
止
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
『
義
孝
集
』
当
該
歌
全
体
の
趣
意
を
生
か
し
て
、
変

形
は
一
部
の
み
に
限
っ
て
作
品
内
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
傾
向
を
更
に
推
し
進
め
れ
ば
歌
全
体
を
物
語
内
に
用
い
る
こ
と
に
な
る
。「
空
蝉
」
巻
の
末
尾
で
空
蝉
は
「
空
蝉
の
羽
に
お
く
露
の
木
が
く
れ

て
忍
び
忍
び
に
ぬ
る
る
袖
か
な
」（
一
三
一
ペ
ー
ジ
）
と
詠
む
が
、
こ
の
空
蝉
の
歌
は
、『
伊
勢
集
』
四
四
二
番
歌
「
う
つ
せ
み
の
羽
に
お
く
つ
ゆ
の
木
が
く
れ

て
し
の
び
し
の
び
に
ぬ
る
る
袖
か
な
」
を
そ
の
ま
ま
作
品
内
に
利
用
し
て
お
り
、
右
の
⑤
、
①
は
そ
の
引
用
の
形
に
繋
が
る
も
の
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
『
義
孝
集
』
歌
引
用
の
場
合
、
同
家
集
歌
の
「
わ
す
る
れ
ど
」（
⑤
）
に
し
て
も
「
よ
そ
へ
つ
ゝ
」（
①
）
に
し
て
も
そ
の
真
率
な
心
情
の
露
わ
な
表
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明
を
押
さ
え
て
、『
源
氏
物
語
』
で
は
そ
の
文
脈
に
相
応
し
い
形
で
の
提
示
が
さ
れ
て
い
る
。
義
孝
の
も
つ
純
な
直
情
、
彼
と
会
い
た
い
と
思
う
母
の
真
情
を

そ
の
ま
ま
受
け
て
作
中
人
物
に
表
明
さ
せ
る
こ
と
は
せ
ず
、
物
語
の
文
脈
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
背
負
う
状
況
に
合
わ
せ
て
変
形
す
る
と
い
う
配
慮
が
な

さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、『
源
氏
物
語
』
で
こ
う
し
た
重
な
り
の
度
合
い
の
大
き
い
引
用
例
と
し
て
は
、次
の
ａ
～
ｄ
の
よ
う
な
歌
が
あ
げ
ら
れ
る
。
頭
に 

源 

と
あ
る
の
は
『
源

氏
物
語
』
中
の
歌
、「
・
」
と
し
て
示
し
た
歌
が
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
し
た
本
歌
に
あ
た
る
。
本
歌
の
掲
出
は
『
総
覧
』
に
示
さ
れ
た
歌
本
文
に
従
う
。

　
ａ
源
手
を
折
り
て
あ
ひ
み
し
こ
と
を
数
ふ
れ
ば
こ
れ
ひ
と
つ
や
は
君
が
う
き
ふ
し
（「
帚
木
」
巻
七
四
ペ
ー
ジ
、
左
馬
頭
の
歌
）

　
　

・
手
を
折
り
て
あ
ひ
み
し
こ
と
を
数
ふ
れ
ば
十
と
言
ひ
つ
つ
四
つ
は
経
に
け
り
（『
伊
勢
物
語
』
第
十
六
段
）

　

ｂ
源
も
の
思
ふ
と
過
ぐ
る
月
日
も
知
ら
ぬ
間
に
年
も
わ
が
世
も
今
日
や
尽
き
ぬ
る
（
幻
巻
五
五
〇
ペ
ー
ジ
、
源
氏
の
歌
）

　
　

・
も
の
思
ふ
と
過
ぐ
る
月
日
も
知
ら
ぬ
間
に
今
年
は
今
日
に
果
て
ぬ
と
か
聞
く
（『
後
撰
和
歌
集
』
冬
五
〇
六
藤
原
敦
忠
）

　
ｃ
源
見
し
人
も
な
き
山
里
の
岩
垣
に
心
な
が
く
も
這
へ
る
葛
か
な
（「
総
角
」
巻
二
九
七
ペ
ー
ジ
、
宮
の
大
夫
の
歌
）

　
　

・
見
し
人
も
忘
れ
の
み
ゆ
く
ふ
る
里
に
心
長
く
も
来
た
る
春
か
な
（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
雑
三
・
一
〇
三
五
、
藤
原
義
懐
）

　

ｄ
源
大
空
の
月
だ
に
や
ど
る
わ
が
宿
に
待
つ
宵
す
ぎ
て
見
え
ぬ
君
か
な
（「
宿
木
」
巻
四
〇
一
ペ
ー
ジ
、
夕
霧
の
歌
）

　
　

・
大
空
の
月
だ
に
宿
に
い
る
も
の
を
雲
の
よ
そ
に
も
過
ぐ
る
君
か
な
（『
元
良
親
王
御
集
』）

　
『
新
編
国
歌
大
観
』を
検
索
し
て
確
認
す
る
と
、本
節
（1）
に
見
た
義
孝
歌「
秋
は
な
を
」が『
和
漢
朗
詠
集
』に
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、「
わ
す
る
れ
ど
」「
よ

そ
へ
つ
つ
」
の
二
首
は
『
源
氏
物
語
』
と
同
時
代
以
前
の
他
の
作
品
に
採
ら
れ
て
い
な
い
12 
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
作
者
は
当
時
「
義
孝
歌
集
」
と
し
て
纏
ま
っ

て
い
た
歌
集
な
ど
か
ら
歌
を
引
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。「
わ
す
る
れ
ど
」「
よ
そ
へ
つ
つ
」
の
歌
が
「
義
孝
歌
集
」
を
参
照
し
て
い
た
と
す
る
と
、さ
き
に
『
和

漢
朗
詠
集
』
か
ら
の
引
用
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
「
秋
は
な
を
」
歌
も
義
孝
の
家
集
を
見
て
の
も
の
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

義
孝
歌
は
純
な
情
熱
の
吐
露
と
ス
ト
イ
ッ
ク
さ
が
特
徴
と
い
え
る
。
⑤
の
「
わ
す
る
れ
ど
」
は
若
者
の
情
熱
の
直
接
的
吐
露
が
目
立
つ
。
①
は
義
孝
の
母
上

の
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
切
実
な
思
い
が
見
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
そ
う
し
た
当
該
家
集
歌
の
特
質
を
捉
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
物
語
文
脈
の
中
に
ふ
さ
わ

し
く
抑
制
的
な
内
実
に
し
て
生
か
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
⑤
の
義
孝
歌
の
の
た
う
つ
よ
う
な
恋
の
情
意
に
対
し
て
、
左
兵
衛
督
は
同
様
の
純
な
思
い
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を
一
度
客
観
化
し
て
自
ら
を
見
直
し
た
上
、「
い
か
さ
ま
に
し
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん
」
と
下
句
に
繋
げ
て
い
る
。
①
も
「
い
か
ゝ
は
す
へ
き
」
を
「
露
け
さ
ま

さ
る
」
と
変
え
る
こ
と
で
悲
し
み
を
自
ら
に
捉
え
直
し
て
深
み
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
が
直
情
を
抑
制
し
つ
つ
悲
し
み
を
奥

深
く
す
る
の
は
、
引
用
を
め
ぐ
る
『
源
氏
物
語
』
の
特
徴
的
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
鈴
木
日
出
男
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
作
中
の
和
歌
へ
の
引
用

に
つ
い
て
、

和
歌
同
士
の
関
係
で
い
え
ば
、
和
歌
な
ら
で
は
の
類
同
の
型
を
共
有
し
あ
っ
て
い
る
点
で
、
い
わ
ば
類
歌
の
関
係
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
引
き
歌

→
物
語
の
歌
は
単
な
る
模
倣
な
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
後
世
の
本
歌
取
と
似
て
な
く
も
な
い
。
し
か
し
何
よ
り
も
注
意
さ
れ
る
の
は
、
物
語
の
文
脈
の

中
で
奥
行
の
あ
る
表
現
力
を
発
揮
し
て
い
る
点
で
あ
る
13 
。

と
指
摘
す
る
。『
義
孝
集
』
歌
の
引
用
例
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る
が
、
奥
行
の
あ
る
表
現
力
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
右
の
抑
制
的

操
作
と
い
う
点
を
含
め
て
な
お
考
察
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
　

三　

藤
原
義
孝
像
と
『
源
氏
物
語
』

　

前
節
末
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
三
首
が
同
時
代
の
他
作
品
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
状
況
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
作
者
は
、「
義
孝
歌
集
」
と
し
て
纏
ま
っ
た

歌
の
集
成
中
の
歌
を
見
て
引
用
を
行
っ
た
可
能
性
が
高
い
、
と
述
べ
た
。
そ
の
場
合
、『
源
氏
物
語
』
創
作
・
成
立
時
の
「
義
孝
歌
集
」
の
様
態
に
つ
い
て
解

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
が
か
な
わ
ず
、
仮
に
現
存
『
義
孝
集
』
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
粗
々
想
定
し
お
き
た
い
。

田
坂
憲
二
氏
に
よ
る
と
、『
拾
遺
集
』『
栄
花
物
語
』
に
引
用
さ
れ
る
『
義
孝
集
』
歌
は
今
日
の
特
定
の
伝
本
と
の
関
係
は
見
出
し
が
た
い
の
に
対
し
、『
後
拾

遺
和
歌
集
』
で
は
明
ら
か
に
正
安
本
の
本
文
に
依
拠
し
て
お
り
、
系
統
の
分
化
は
こ
の
頃
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
14 
。
そ
の
正
安
本
系
統
で
は
、

　

73
よ
そ
へ
つ
ゝ
み
れ
と
も

つ
ゆ
たも
に
な
く
さ
ま
す
い
か
ゝ
は
す
へ
き
な
て
し
こ
の
は
な

　
　
　

御
返
し

　

74
し
ば
し
だ
に
か
げ
に
か
く
れ
ぬ
ほ
ど
は
な
ほ
う
な
だ
れ
ぬ
べ
し
な
で
し
こ
の
は
な
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原
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孝
集
』
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『
源
氏
物
語
』

一
一

と
い
う
義
孝
母
君
と
義
孝
の
贈
答
は
、三
二
・
三
三
番
の
位
置
に
あ
り
、他
の
『
源
氏
物
語
』
に
引
用
さ
れ
た
義
孝
歌
同
様
同
本
の
前
半
部
に
あ
る
。『
源
氏
物
語
』

作
者
が
参
照
し
た
「
義
孝
歌
集
」
は
現
存
家
集
よ
り
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、「
よ
そ
へ
つ
ゝ
」
歌
が
増
補
的
に
集
の
後
ろ
に
置
か
れ
た
形
の
九

州
大
学
蔵
本
よ
り
も
、
前
半
に
そ
の
歌
を
置
く
正
安
本
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
巻
末
の
義
孝
往
生
説
話
は
そ
の
段
階
で
付
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
、彼
の
夭
亡
を
め
ぐ
る
『
義
孝
集
』
七
五
～
七
八
番
歌
に
つ
い
て
、田
坂
氏
は
、そ
れ
以
前
と
成
立
の
次
元
を
異
に
し
『
後
拾
遺
集
』

成
立
前
後
の
頃
の
付
載
と
推
測
す
る
15 
。こ
う
し
た
本
文
を
参
照
し
た
も
の
と
し
て
受
容
の
実
体
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。た
だ
し
、『
源

氏
物
語
』
作
者
は
そ
の
段
階
の
「
義
孝
歌
集
」
を
も
っ
て
義
孝
歌
を
見
た
こ
と
に
加
え
、
義
孝
と
い
う
一
人
の
人
間
を
意
識
し
そ
の
生
涯
の
姿
を
受
け
止
め
て

い
た
と
い
う
点
も
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
際
彼
の
逝
去
を
め
ぐ
る
記
事
内
容
及
び
『
大
鏡
』
な
ど
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
逸
話
な
ど
は
、
当
時
も
何
ら

か
の
形
で
伝
え
ら
れ
、『
源
氏
物
語
』
作
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

義
孝
は
天
禄
三
（
九
七
二
）
年
十
一
月
一
日
の
父
伊
尹
の
薨
去
を
機
に
、

　
　
　
　

春
人
の
よ
め
と
い
ひ
し
に

　

９
夢
な
ら
て
ゆ
め
な
る
こ
と
を
なお
も
ふ
に
は

け
き
つ
　ゝ

は
る
の
は
か
な
き
も
の
を
も
ふ
か
な

　

11
は
る
〳
〵
の
は
な
を
あ
た
に
と
み
し
も
の
を　

む
か
し
の
人
の
ゆ
め
こ
ゝ
ち
す
る

な
ど
の
厭
世
観
の
こ
も
っ
た
歌
を
詠
み
、
ま
た
そ
の
悲
し
み
を
外
界
の
景
物
と
響
き
合
わ
せ

　

43
ゆ
く
か
た
も
さ
だ
め
な
き
よ
に
み
づ
は
や
み
う
ぶ
ね
を
さ
を
の
さ
す
や
い
づ
こ
ぞ

　
　
　
　

か
は
ぎ
り

　

44
よ
を
さ
む
み
た
つ
か
は
ぎ
り
も
あ
る
も
の
を
つ
く
づ
く
き
ゐ
る
ち
ど
り
か
な
し
な

と
い
う
、
澄
明
さ
を
湛
え
た
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
う
し
た
悲
哀
感
に
満
ち
た
歌
の
世
界
に
加
え
、
義
孝
の
突
然
の
疱
瘡
発
病
と
死
の
経
緯
や
、
生
前
の
求

道
的
な
姿
な
ど
が
一
つ
の
人
格
に
統
合
さ
れ
、
彼
の
花
の
あ
る
、
し
か
し
ス
ト
イ
ッ
ク
な
生
き
方
を
貫
く
人
間
的
魅
力
が
『
源
氏
物
語
』
作
者
に
受
け
止
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

義
孝
の
日
常
の
禁
欲
的
な
生
の
姿
は
『
大
鏡
』
に
見
ら
れ
、
例
え
ば
そ
こ
に
は
、
あ
る
夜
例
な
ら
ず
宮
中
で
女
房
た
ち
と
語
り
合
っ
て
時
を
過
ご
し
た
彼
が

－ 420 －
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世
尊
寺
に
帰
り
、
深
更
西
に
向
か
っ
て
読
経
し
額
づ
く
姿
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

世
の
常
の
君
達
な
ど
の
や
う
に
、
内
わ
た
り
な
ど
に
て
、
お
の
づ
か
ら
女
房
と
語
ら
ひ
、
は
か
な
き
こ
と
を
だ
に
の
た
ま
は
せ
ざ
り
け
る
に
、
い
か
な
る

折
に
か
あ
り
け
む
、
細
殿
に
立
ち
寄
り
た
ま
へ
れ
ば
、
例
な
ら
ず
め
づ
ら
し
う
物
語
り
聞
こ
え
さ
せ
け
る
が
、
や
う
や
う
夜
中
な
ど
に
も
な
り
や
し
ぬ
ら

む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
立
ち
退
き
た
ま
ふ
を
、
い
づ
方
へ
か
と
ゆ
か
し
う
て
、
人
を
つ
け
た
て
ま
つ
り
て
見
せ
け
れ
ば
、
北
の
陣
出
で
た
ま
ふ
ほ
ど
よ
り
、

法
華
経
を
い
み
じ
う
尊
く
誦
じ
た
ま
ふ
。
大
宮
の
ぼ
り
に
お
は
し
て
、
世
尊
寺
へ
お
は
し
ま
し
つ
き
ぬ
。
な
ほ
見
け
れ
ば
、
東
の
対
の
端
な
る
紅
梅
の
い

み
じ
く
盛
り
に
咲
き
た
る
下
に
立
た
せ
た
ま
ひ
て
、「
滅
罪
生
善
、
往
生
極
楽
」
と
い
ふ
、
額
を
西
に
向
き
て
、
あ
ま
た
度
つ
か
せ
た
ま
ひ
け
り
。
帰
り

て
御
有
様
語
り
け
れ
ば
、
い
と
い
と
あ
は
れ
に
聞
き
た
て
ま
つ
ら
ぬ
人
な
し
。（
一
七
八
～
一
七
九
ペ
ー
ジ
16 
）

　

こ
の
よ
う
な
逸
話
内
容
が
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
作
中
人
物
の
生
き
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
薫
は

「
匂
兵
部
卿
」
巻
で
自
分
の
出
生
に
漠
然
と
し
た
疑
問
を
持
ち
、

中
将
は
、
世
の
中
を
深
く
あ
ぢ
き
な
き
も
の
に
思
ひ
す
ま
し
た
る
心
な
れ
ば
、
な
か
な
か
心
と
ど
め
て
、
行
き
離
れ
が
た
き
思
ひ
や
残
ら
む
な
ど
思
ふ
に
、

わ
づ
ら
は
し
き
思
ひ
あ
ら
む
あ
た
り
に
か
か
づ
ら
は
ん
は
つ
つ
ま
し
く
な
ど
思
ひ
棄
て
た
ま
ふ
。（
二
九
ペ
ー
ジ
）

と
あ
る
よ
う
、
世
の
中
を
無
常
な
も
の
と
悟
る
故
に
、
女
性
に
執
着
す
る
こ
と
を
控
え
よ
う
と
し
、
何
事
に
も
抑
制
的
に
振
舞
う
。

心
に
ま
か
せ
て
は
や
り
か
な
る
す
き
事
を
さ
を
さ
好
ま
ず
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
も
て
し
づ
め
つ
つ
、
お
の
づ
か
ら
お
よ
す
け
た
る
心
ざ
ま
を
人
に
も
知
ら
れ

た
ま
へ
り
。（
三
〇
ペ
ー
ジ
）

　

こ
の
よ
う
な
設
定
の
上
で
、
彼
は
女
三
宮
の
死
ま
で
と
い
う
枠
の
中
で
ス
ト
イ
ッ
ク
に
在
俗
の
生
活
を
続
け
る
17 
。
こ
の
当
初
の
人
物
設
定
故
に
、
宇
治
の

姫
君
に
対
し
て
も
そ
の
恋
は
、
出
離
ま
で
の
心
の
平
静
さ
を
保
と
う
と
す
る
た
め
抑
制
的
で
、
こ
の
後
、
大
君
・
浮
舟
と
、
そ
の
恋
を
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
う
し
た
薫
の
精
神
性
に
、
父
伊
尹
を
亡
く
し
て
厭
世
感
を
深
め
、
一
方
で
純
な
恋
心
を
吐
露
し
つ
つ
、
出
自
の
高
貴
さ
に
支
え
ら
れ
て
独
自
な
魅
力
を
湛

え
る
義
孝
の
姿
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
18 
。

　

義
孝
の
人
間
的
特
性
の
『
源
氏
物
語
』
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
今
は
指
摘
に
留
め
、『
源
氏
物
語
』
成
立
時
の
『
義
孝
集
』
の
様
態
の
解
明
な
ど
と
共
に
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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『
藤
原
義
孝
集
』
と
『
源
氏
物
語
』

一
三

注１　

伊
井
春
樹
氏
『
源
氏
物
語
引
歌
索
引
』（
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）・
九
、
桜
楓
社
）。
本
索
引
で
は
和
歌
の
出
典
を
示
す
際
に
『
国
歌
大
観
』
正
続
に
拠
っ
て
い
る
が
、
本
稿

で
出
典
と
し
て
『
藤
原
義
孝
集
』
歌
を
示
す
場
合
、『
私
家
集
大
成
』
所
収
本
（
九
州
大
学
細
川
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
）
の
本
文
及
び
歌
番
号
に
従
う
。

２　

本
稿
で
『
源
氏
物
語
』
本
文
を
引
用
す
る
際
も
、阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
の
各
氏
校
注
・
訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
に
拠
る
。

３　

伊
井
春
樹
氏
『
角
川
古
典
大
観
源
氏
物
語
』（
Ｃ
Ｄ
ー
Ｒ
Ｏ
Ｍ
）（
平
成
一
一
（
一
九
九
九
）・
一
〇
、
角
川
書
店
）。

４　

略
号
を
も
っ
て
示
し
た
注
釈
書
の
名
称
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（
３
）
に
よ
る
。

      

釈
前
＝
源
氏
釈
（
前
田
家
蔵
、『
源
氏
物
語
大
成
』
所
収
）
／
奥
＝
奥
入
（『
源
氏
物
語
大
成
』
所
収
）
／
紫
＝
紫
明
抄
（
京
都
大
学
蔵
、『
紫
明
抄
河
海
抄
』
角
川
書
店
）

／
異
＝
異
本
紫
明
抄
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
蔵
、
未
刊
国
文
古
註
釈
大
系
、
古
典
叢
書
）
／
古
＝
源
氏
物
語
古
註
（
未
刊
国
文
古
注
釈
大

系
）
／
河
＝
河
海
抄
（『
紫
明
抄
河
海
抄
』
角
川
書
店
）
／
花
＝
花
鳥
余
情
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
『
松
永
本
花
鳥
余
情
』
桜
楓
社
）
／
弄
＝
弄
花
抄
（
源
氏
物
語
古
注
集

成
『
弄
花
抄
』
桜
楓
社
）
／
一
＝
一
葉
抄
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
『
一
葉
抄
』
桜
楓
社
）
／
休
＝
休
聞
抄
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
『
休
聞
抄
』
桜
楓
社
）
／
紹
＝
紹
巴
抄
（
翻

刻
平
安
文
学
資
料
稿
『
源
氏
物
語
紹
巴
抄
』）
／
孟
＝
孟
津
抄
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
『
孟
津
抄
』
桜
楓
社
）
／
屋
＝
花
屋
抄
（
未
刊
国
文
学
古
注
釈
大
系
）
／
岷
＝
岷
江

入
楚
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
『
岷
江
入
楚
』
桜
楓
社
）
／
湖
＝
湖
月
抄
（『
増
補
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
名
著
普
及
会
）
／
引
＝
源
氏
物
語
引
歌
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
／
拾

＝
源
註
拾
遺
（『
契
沖
全
集
』
岩
波
書
店
）
／
新
＝
源
氏
物
語
新
釈
（『
賀
茂
真
淵
全
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
）
余
＝
源
注
余
滴
（
国
書
刊
行
会
叢
書
）
／
全
＝
日
本
古

典
全
書
源
氏
物
語
（
朝
日
新
聞
社
）
／
対
＝
対
校
源
氏
物
語
新
釈
（
平
凡
社
）
／
事
＝
源
氏
物
語
事
典
（「
所
引
詩
歌
仏
典
」
東
京
堂
）
／
大
＝
日
本
古
典
文
学
大
系
源
氏

物
語
（
岩
波
書
店
）
／
評
＝
源
氏
物
語
評
釈
（
角
川
書
店
）
／
集
＝
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
（
小
学
館
）
／
大
島
＝
大
島
本
源
氏
物
語
（
影
印
本
、
角
川
書
店
）

５　

池
田
亀
鑑
氏
編
『
源
氏
物
語
事
典
下
巻
』（
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）・
三
、
東
京
堂
出
版
）
の
「
所
引
詩
歌
仏
典
」。

６　

鈴
木
日
出
男
氏
『
源
氏
物
語
引
歌
総
覧
』（
平
成
二
五
（
一
九
五
〇
）・
五
、
風
間
書
房
）「
源
氏
物
語
引
歌
索
引
」。

７　

竹
内
美
千
代
氏
「
清
慎
公
集
と
義
孝
集
」（『
樟
陰
文
学
』
十
三
号
、
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）・
一
〇
）
ほ
か
。

８　

注
６
に
示
し
た
鈴
木
日
出
男
氏
の
著
書
の
当
該
歌
解
説
。

９　

川
口
久
雄
氏
『
和
漢
朗
詠
集
全
訳
注
』（
昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）・
二
、
講
談
社
）。

10　

注
６
に
示
し
た
鈴
木
日
出
男
氏
の
著
書
の
当
該
引
用
解
説
。

11　

注
６
に
示
し
た
鈴
木
日
出
男
氏
の
著
書
の
当
該
引
用
解
説
。

12　
「
秋
は
な
ほ
」
の
歌
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
及
び
鎌
倉
期
説
話
集
の
『
撰
集
抄
』
に
義
孝
作
と
し
て
あ
る
が
、「
わ
す
る
れ
ど
」「
よ
そ
へ
つ
つ
」
の
歌
は
『
源
氏
物
語
』
同
時
代

ま
で
の
他
作
品
に
採
ら
れ
ず
、
わ
ず
か
に
「
よ
そ
へ
つ
つ
」
の
歌
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

13　

鈴
木
日
出
男
氏
「
源
氏
物
語
の
引
歌
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語
引
歌
総
覧
』
所
収
）。

14　

田
坂
憲
二
氏
「『
義
孝
集
』
本
文
考
（
二
）」（
田
坂
憲
二
氏
・
田
坂
順
子
氏
編
著
『
藤
原
義
孝
集
』
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）・
一
二
、
和
泉
書
院
）。

15　

田
坂
憲
二
氏
注
14
に
掲
げ
た
論
文
。
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16　
『
大
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
橘
健
二
氏
・
加
藤
静
子
氏
校
注
・
訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
鏡
』（
小
学
館
）
に
拠
る
。

17　

拙
論「
薫
造
型
の
方
法
―
―「
宿
木
」巻
を
中
心
に
―
―
」（『
源
氏
物
語
の
創
作
過
程
の
研
究
』平
成
二
六（
二
〇
一
四
）・
一
〇
、新
典
社
の
第
十
七
章
）を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

18　

ま
た
、『
大
鏡
』
に
、
殿
上
の
逍
遙
の
際
の
こ
と
と
し
て
、

ま
た
、
殿
上
の
逍
遥
は
べ
り
し
時
、
さ
ら
な
り
、
こ
と
人
は
皆
、
こ
こ
ろ
ご
こ
ろ
に
狩
装
束
め
で
た
う
せ
ら
れ
た
り
け
る
に
、
こ
の
殿
は
い
た
う
待
た
れ
た
ま
ひ
て
、

白
き
御
衣
ど
も
に
、
香
染
の
御
狩
衣
、
薄
色
の
御
指
貫
、
い
と
は
な
や
か
な
ら
ぬ
あ
は
ひ
に
て
、
さ
し
出
で
た
ま
へ
り
け
る
こ
そ
、
な
か
な
か
に
心
を
尽
く
し
た
る
人

よ
り
は
い
み
じ
う
お
は
し
ま
し
け
れ
。
つ
ね
の
御
こ
と
な
れ
ば
、
法
華
経
、
御
口
に
つ
ぶ
や
き
て
、
紫
檀
の
数
珠
の
、
水
精
の
装
束
し
た
る
、
ひ
き
隠
し
て
持
ち
た
ま

ひ
け
る
御
用
意
な
ど
の
、
優
に
こ
そ
お
は
し
ま
し
け
れ
。（
一
八
〇
～
一
八
一
ペ
ー
ジ
）

　
　

と
あ
り
、
そ
れ
が
次
の
「
花
宴
」
巻
の
源
氏
の
姿
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
装
ひ
な
ど
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
た
ま
ひ
て
、
い
た
う
暮
る
る
ほ
ど
に
、
待
た
れ
て
ぞ
渡
り
た
ま
ふ
。
桜
の
唐
の
綺
の
御
直
衣
、
葡
萄
染
の
下
襲
、
裾
い
と
長
く
引
き
て
、

皆
人
は
袍
衣
な
る
に
、
あ
ざ
れ
た
る
お
ほ
き
み
姿
の
な
ま
め
き
た
る
に
て
、
い
つ
か
れ
入
り
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
げ
に
い
と
こ
と
な
り
。
花
の
に
ほ
ひ
も
け
お
さ
れ
て
、

な
か
な
か
こ
と
ざ
ま
し
に
な
ん
。（「
花
宴
」
巻
三
六
四
ペ
ー
ジ
）

　
　
　

右
大
臣
の
家
の
藤
花
の
宴
に
招
か
れ
て
出
か
け
た
際
の
源
氏
の
装
い
は
、
し
ゃ
れ
た
略
装
で
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
源
氏
の
優
雅
な
美
し
さ
を
引
き
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
待
た
れ
て
ぞ
渡
り
た
ま
ふ
」は
、義
孝
が「
こ
の
殿
は
い
た
う
待
た
れ
た
ま
ひ
て
」と
あ
る
こ
と
と
重
な
る
。
こ
の
宴
の
後
源
氏
は
朧
月
夜
と
の
再
逢
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
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