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Grace and Camp or Mote and Ego: 

An Aesthetic Study of Fashion Magazine for Woman in Japan

KIMURA Satoru

［Abstract］The purpose of this paper is to search for the way of aesthetic research of the dominant and 

� xed framework in the western and Japan society which is “men are looking subjects and women are looked 

objects.” Through examining grace, the aesthetic research can elucidate the re� ective form which enables 

the women looked to accomplish the desire of the men looking. And camp “is to � nd the success in certain 

passionate failures” and can bring the different possibility from grace to the women looked. Dividing 

Japanese fashion magazines for women into “Mote (likable)” and “Ego (egoistic)” and overlaying them with 

grace and camp, we consider the living way of women looked still more elaborately.
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【
要
旨
】 本
稿
は
、
古
代
中
国
の
文
学
理
論
で
あ
る
意
象
論
の
視
点
か
ら
、『
源
氏
物
語
』「
桐

壺
」
巻
に
お
け
る
「
桐
壺
」
や
「
淑
景
舎
」
及
び
「
光
る
君
」
に
関
わ
る
関
係
を
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。

従
来
で
は
「
桐
壺
」
は
「
淑
景
舎
」
の
通
称
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は
い
つ
か
ら

発
生
し
た
の
か
。
本
稿
は
ま
ず
そ
の
史
実
の
信
憑
性
に
つ
い
て
徹
底
的
に
検
証
し
た
。
そ

の
結
果
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
文
献
に
は
、
ど
こ
に
も
見
え
ず
、
例
え
ば
、『
源
氏
物
語
』

よ
り
先
に
完
成
し
た
『
枕
草
子
』
や
男
性
貴
族
の
漢
文
日
記
に
も
「
桐
壺
」
と
い
う
表
現

は
見
当
た
ら
な
い
。
史
実
の
名
称
で
あ
る
「
淑
景
舎
」
は
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
か
ら

の
記
録
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
桐
壺
」
は
「
淑
景
舎
」
の
通
称

と
い
う
由
来
の
分
水
嶺
は
、『
源
氏
物
語
』
第
一
帖
「
桐
壺
」
か
ら
の
始
発
で
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
桐
壺
」
は
、
作
者
の
紫
式
部
が
文
学
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
紫
式
部
は
文
学
的
に「
桐
」に
こ
だ
わ
り
、
淑
景
舎
の
庭
に
植
え
た
の
か
。『
源

氏
物
語
』
以
前
の
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
「
桐
」
の
実
態
を
考
察
し
た
結
果
、
お
も
に

古
代
中
国
の
『
詩
経
』
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
桐
」
と
「
琴
」
が
繋
が
っ
て
い
る

表
現
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、「
桐
壺
」
に
登
場
さ
れ
た
「
桐
」
は
、
先
行
文
学
に

お
け
る
「
桐
」
と
「
琴
」
の
関
係
が
見
え
ず
、
紫
式
部
が
用
い
た
「
桐
」
は
別
な
手
法
で

あ
る
。
そ
れ
は
古
代
中
国
の
文
学
理
論
で
あ
る
意
象
論
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
意
象
論

は
作
者
が
あ
る
特
定
の
事
物
の
表
象
を
借
り
て
、
自
ら
意
識
と
情
緒
を
表
現
す
る
方
法
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
作
者
が
詩
的
な
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
受
け
て
、
特
に
白
居
易
の
宮

『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
意
象
考
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廷
に
「
桐
」
を
移
植
す
る
発
想
か
ら
、
淑
景
舎
の
庭
に
「
桐
壺
」
を
定
め
た
と
考
察
し
た
。

ま
た
詩
賦
に
お
け
る
悲
的
な
「
桐
」
は
春
に
な
る
と
、
生
い
茂
る
意
象
か
ら
、
悲
恋
で
あ

る
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
間
に
生
ま
れ
た
「
光
る
君
」
の
素
晴
ら
し
い
将
来
を
象
徴
す
る

こ
と
と
考
察
し
た
。
す
な
わ
ち
主
人
公
で
あ
る
源
氏
と
藤
壺
の
間
に
生
ま
れ
た
子
が
素
晴

ら
し
い
将
来
を
暗
喩
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

一　

は
じ
め
に

第
一
巻
で
あ
る
「
桐
壺
」
巻
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
多
方
面
か
ら
論
究
さ
れ
て
き

た ）
1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
古
代
中
国
の
文
学
理
論
で
あ
る
意
象
論
に
よ
る
研
究
は
い

ま
だ
に
見
え
な
い
。
意
象
論
と
は
何
か
、
紫
式
部
は
ど
の
よ
う
に
意
象
論
を
援
用
し

て
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
を
創
出
し
た
の
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
作
者
の
紫
式
部

が
如
何
に
詩
的
な
孤
独
で
あ
る
「
桐
」の
意
象
を
利
用
し
て
、極
め
て
悲
し
い
「
桐
壺
」

物
語
を
創
出
し
た
こ
と
を
考
察
し
て
み
た
い
。
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二　

問
題
提
起
：
史
実
の
淑
景
舎
と
文
学
の
桐
壺

作
者
の
紫
式
部
が
最
初
に
書
い
た
「
桐
壺
」
と
い
う
名
称
は
次
の
よ
う
な
一
文
で

あ
る
。
引
用
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
、
文
末
に
巻
名
と
頁
数

を
示
し
た
。
傍
線
等
は
稿
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
。

御み
つ
ぼ
ね局

は
桐き

り
つ
ぼ壺

な
り
。

 

（
桐
壺
・
二
〇
頁
）

右
の
文
は
、
源
氏
の
母
親
が
住
ん
で
い
る
場
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
傍
線
を
付
け
た

「
桐
壺
」
は
、
作
者
の
紫
式
部
が
物
語
の
中
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し

も
歴
史
の
事
実
と
は
言
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
桐
壺
」
に
つ
い
て
は
、
従
来

の
研
究
で
は
、『
源
氏
物
語
』以
後
の
歴
代
か
ら
現
代
ま
で
、史
実
の
内
裏
の
中
の
「
淑

景
舎
」
の
「
通
称
」
と
解
釈
し
て
い
る ）

2
（

。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
は
、「
桐
壺
」

が
「
淑
景
舎
」
の
「
通
称
」
と
な
っ
た
時
期
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
で
あ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
『
源
氏
物
語
』
以
後
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
桐
壺
」
は
、
そ
も
そ
も
「 

淑
景

舎
」
の
「
通
称
」
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
に
基
づ
い
て
、
後

人
が
付
け
た
の
か
。
ど
ち
ら
が
先
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
以
前
、
ど
こ
に
も
「
桐
壺
」
が
存
在
せ
ず
、

「
桐
壺
」
は
紫
式
部
が
作
ら
れ
た
文
学
的
な
「
桐
壺
」
意
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
っ
と
詳
し
く
考
察
し
て
み
た
い
。

十
分
留
意
し
た
い
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
残
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
文
献
に

は
、「
淑
景
舎
」
が
見
え
る
が
、「
桐
壺
」
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
条
天
皇
の
時
代
、
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
一
二
月
九
日
、
淑
景
舎
に

遷
御
し
た
記
録
は
、『
日
本
紀
略
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
引
用
漢
文
の
表
記

は
常
用
漢
字
に
直
し
た
（
以
下
の
漢
文
文
献
も
同
様
）。

日
本
紀
略
後
篇
九　

一
条
（
正
暦
二
年
）
十
二
月

九
日
甲
戌
。
天
皇
移
二ー

御
摂
政
宿
所
淑
景
舎
一

。
諸
卿
殿
上
人
有
二

被
物
禄
物

等
事 ）

3
（

一

。

ま
た
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）、上
級
貴
族
で
あ
る
藤
原
行
成
の
漢
文
日
記
『
権
記
』

の
中
で
、「
桐
壺
」
は
見
え
ず
、「
淑
景
舎
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

権
記
第
二　

長
保
四
年
八
月　

三
日
、丙
寅
、前
大
僧
正
参
東
宮
、給
御
馬
、依
宣（

藤
原
娍
子
）

耀
殿
被
平
復
也
、今
日
物
忌
、

臨
昏
為（

平
）文

朝
臣
来
告
、
淑（

藤
原
原
子
）

景
舎
君
於
東
三
条
奉
東
対
御
曹
司
頓
滅
云
々
、
聞
悲

無
極 ）

4
（

、
〔
前
大
僧
が
東
宮
の
許
に
参
っ
た
。
御
馬
を
下
給
さ
れ
た
。
宣せ

ん
よ
う
で
ん

耀
殿
（
藤
原

娍す
け
こ子

）
が
平へ

い
ふ
く復

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
は
物も

の
い
み忌

で
あ
る
。

黄
昏
に
臨
ん
で
、（
源
）為た

め

文ふ
み

朝
臣
が
来
て
、告
げ
た
こ
と
に
は
、淑し

げ
い
し
や
の
き
み

景
舎
君（
藤

原
原も

と
こ子

）
が
、
東ひ

が
し
さ
ん
じ
よ
う
て
い

三
条
第
の
東ひ

が
し
の
た
い対

の
御み

ぞ
う
し

曹
司
に
お
い
て
頓と

ん
め
つ滅

し
ま
し
た
」

と
云
う
こ
と
だ
。
聞
い
て
悲
し
ん
だ
こ
と
は
、
極
ま
り
無
か
っ
た ）

5
（

。〕

以
上
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
漢
文
だ
け
で
は
な
く
、
仮
名
文
に
お
け
る
「
桐
壺
」

と
い
う
名
称
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
に
は
、
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
ま

た
「 

淑
景
舎
」
の
場
合
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
和
文
、
例
え
ば
、『
竹
取
物
語
』『
古

今
和
歌
集
』『
伊
勢
物
語
』『
土
佐
日
記
』『
後
撰
和
歌
集
』『
大
和
物
語
』『
平
中
物
語
』

『
蜻
蛉
日
記
』『
宇
津
保
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
和
泉
式
部
日
記
』
な

ど
の
作
品
に
は
、
い
ず
れ
も
「
桐
壺
」
と
「
淑
景
舎
」
は
見
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
興

味
深
い
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
直
前
成
立
し
た
『
枕
草
子
』
の
中
に
は
「
桐
壺
」

が
見
え
な
い
が
、「
淑
景
舎
」
が
い
く
つ
か
の
章
段
の
中
で
登
場
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
田
中
重
太
郎
『
校
本
枕
冊
子
』
に
よ
る
と
、
堺
本
だ
け
に
は
「
淑
景
舎
」
が
見
え

ず
、
他
の
能
因
本
に
は
「
淑
景
舎
」
が
八
箇
所
、
三
巻
本
に
も
八
箇
所
、
前
田
本
に

は
七
箇
所
が
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
淑
景
舎
」
は
、『
枕
草
子
』
の
中
で
、
ど
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
か
。
確
認
の
た
め
、
現
時
点
ま
で
よ
く
引
用
さ
れ
て
き
た
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『源氏物語』「桐壺」意象考

三
巻
本
に
お
け
る
淑
景
舎
に
関
す
る
部
分
を
取
り
上
げ
て
み
て
み
よ
う
。
引
用
文
は

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
段
数
と
段
名
お
よ
び
頁

数
を
示
し
た
。
冒
頭
文
の
数
字
と
傍
線
は
稿
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
。

①
第
八
六
段　

宮
の
五
節
出
だ
さ
せ
た
ま
ふ
に

 
宮
の
五ご

 
せ
ち節

出い

だ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
か
し
づ
き
十
二
人
、
こ
と
所
に
は
女に

よ
う
ご御

、

御み
や
す
ど
こ
ろ

息
所
の
御
方か

た

の
人
出
だ
す
を
ば
わ
る
き
事
に
な
む
す
る
と
聞
く
を
、
い
か

に
お
ぼ
す
に
か
、
宮
の
御
方
を
十
人
は
出
だ
さ
せ
た
ま
ふ
。
い
ま
二ふ

た
り人

は
、

女に
よ
う
ゐ
ん院

、
淑し

げ
い
さ

景
舎
の
人
、
や
が
て
は
ら
か
ら
ど
ち
な
り
。

 

（
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
）

②
第
八
九
段　

無
名
と
い
ふ
琵
琶

 
「
無む

み
や
う名

」
と
い
ふ
琵び

は琶
の
御
琴こ

と

を
、
上う

へ

の
持も

て
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
る
に
、
見

な
ど
し
て
、
か
き
鳴
ら
し
な
ど
す
」
と
言
へ
ば
、
弾ひ

く
に
は
あ
ら
で
、
緒を

な
ど

を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
て
、「
こ
れ
が
名
よ
、い
か
に
と
か
」と
聞
え
さ
す
る
に
、「
た

だ
い
と
は
か
な
く
、
名
も
な
し
」
と
の
た
ま
は
せ
た
る
は
、
な
ほ
い
と
め
で
た

し
と
こ
そ
お
ぼ
え
し
か
。

 
淑し

景げ
い

舎さ

な
ど
わ
た
り
た
ま
ひ
て
、
御
物
語
の
つ
い
で
に
、「
ま
ろ
が
も
と
に

い
と
を
か
し
げ
な
る
笙さ

う

の
笛ふ

え

こ
そ
あ
れ
。
故こ

殿と
の

の
得え

さ
せ
た
ま
へ
り
し
」
と
の

た
ま
ふ
を
、

 

（
一
七
五
〜
一
七
六
頁
）

③
第
一
〇
〇
段　

淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど

 
淑し

げ
い
さ

景
舎
、
春と

う

宮ぐ
う

に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
、
い
か
が
、
め
で
た
か
ら

ぬ
こ
と
な
し
。
正
月
十
日
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、御
文ふ

み

な
ど
は
し
げ
う
通か

よ

へ
ど
、

ま
だ
御
対た

い
め
ん面

は
な
き
を
、
二
月
十
日
余よ

ひ日
、
宮
の
御
方
に
わ
た
り
た
ま
ふ
べ
き

御
消せ

う
そ
こ息

あ
れ
ば
、
常
よ
り
も
御
し
つ
ら
ひ
心
こ
と
に
み
が
き
つ
く
ろ
ひ
、
女
房

な
ど
、
み
な
用
意
し
た
り
。

 

（
一
九
九
頁
）

④
前
同

 

ま
だ
こ
な
た
に
て
御み
 
ぐ
し髪
な
ど
ま
ゐ
る
ほ
ど
、「
淑し
げ
い
さ

景
舎
は
見
た
て
ま
つ
り
た

り
や
」
と
問
は
せ
た
ま
へ
ば
、「
ま
だ
い
か
で
か
。
御
車
よ
せ
の
日
、
た
だ
御

う
し
ろ
ば
か
り
を
な
む
は
つ
か
に
」
と
聞
ゆ
れ
ば
、「
そ
の
柱
と
屏
風
と
の
も

と
に
寄
り
て
、わ
が
う
し
ろ
よ
り
み
そ
か
に
見
よ
。
い
と
を
か
し
げ
な
る
君
ぞ
」

と
の
た
ま
は
す
る
に
、
う
れ
し
く
、
ゆ
か
し
さ
ま
さ
り
て
、
い
つ
し
か
と
思
ふ
。

 

（
二
〇
〇
頁
）

⑤
前
同

 

障さ
う
じ子
の
い
と
広
う
あ
き
た
れ
ば
、
い
と
よ
く
見
ゆ
。
上
は
白
き
御
衣ぞ

ど
も
、

紅
の
張
り
た
る
二ふ
た

つ
ば
か
り
、
女
房
の
裳も

な
め
り
、
ひ
き
か
け
て
、
奥
に
寄
り

て
、
東
ひ
ん
が
し

向
き
に
お
は
す
れ
ば
、
た
だ
御
衣ぞ

な
ど
ぞ
見
ゆ
る
。
淑
景
舎
は
北
に

す
こ
し
寄
り
て
、
南
向
き
に
お
は
す
。

 

（
二
〇
一
頁
）

⑥
前
同

 

め
で
た
き
御
あ
り
さ
ま
を
う
ち
ゑ
み
つ
つ
、
例
の
た
は
ぶ
れ
言ご
と

せ
さ
せ
た
ま

ふ
。
淑し
げ
い
さ

景
舎
の
、
い
と
う
つ
く
し
げ
に
絵
に
か
い
た
る
や
う
に
て
ゐ
さ
せ
た
ま

へ
る
に
、
宮
は
い
と
や
す
ら
か
に
、
い
ま
す
こ
し
大お
と
な人
び
さ
せ
た
ま
へ
る
御
け

し
き
の
、
紅
の
御
衣ぞ

に
ひ
か
り
合
は
せ
た
ま
へ
る
、
な
ほ
た
ぐ
ひ
は
い
か
で
か

と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。

 

（
二
〇
二
頁
）

⑦
前
同

 

御お
ほ
ん

む
か
へ
に
、
女
房
、
東
宮
の
侍じ
 
じ
ゆ
う従
な
ど
い
ふ
人
も
ま
ゐ
り
て
、「
と
く
」

と
そ
そ
の
か
し
き
こ
ゆ
。「
ま
づ
、
さ
は
、
か
の
君
わ
た
し
聞
え
た
ま
ひ
て
」

と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、「
さ
り
と
も
い
か
で
か
」
と
あ
る
を
、「
見
送
り
き
こ
え
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二　

問
題
提
起
：
史
実
の
淑
景
舎
と
文
学
の
桐
壺

作
者
の
紫
式
部
が
最
初
に
書
い
た
「
桐
壺
」
と
い
う
名
称
は
次
の
よ
う
な
一
文
で

あ
る
。
引
用
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
、
文
末
に
巻
名
と
頁
数

を
示
し
た
。
傍
線
等
は
稿
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
。

御み
つ
ぼ
ね局

は
桐き

り
つ
ぼ壺

な
り
。

 

（
桐
壺
・
二
〇
頁
）

右
の
文
は
、
源
氏
の
母
親
が
住
ん
で
い
る
場
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
傍
線
を
付
け
た

「
桐
壺
」
は
、
作
者
の
紫
式
部
が
物
語
の
中
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し

も
歴
史
の
事
実
と
は
言
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
桐
壺
」
に
つ
い
て
は
、
従
来

の
研
究
で
は
、『
源
氏
物
語
』以
後
の
歴
代
か
ら
現
代
ま
で
、史
実
の
内
裏
の
中
の
「
淑

景
舎
」
の
「
通
称
」
と
解
釈
し
て
い
る ）

2
（

。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
は
、「
桐
壺
」

が
「
淑
景
舎
」
の
「
通
称
」
と
な
っ
た
時
期
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
で
あ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
『
源
氏
物
語
』
以
後
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
桐
壺
」
は
、
そ
も
そ
も
「 

淑
景

舎
」
の
「
通
称
」
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
に
基
づ
い
て
、
後

人
が
付
け
た
の
か
。
ど
ち
ら
が
先
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
以
前
、
ど
こ
に
も
「
桐
壺
」
が
存
在
せ
ず
、

「
桐
壺
」
は
紫
式
部
が
作
ら
れ
た
文
学
的
な
「
桐
壺
」
意
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
っ
と
詳
し
く
考
察
し
て
み
た
い
。

十
分
留
意
し
た
い
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
残
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
文
献
に

は
、「
淑
景
舎
」
が
見
え
る
が
、「
桐
壺
」
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
条
天
皇
の
時
代
、
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
一
二
月
九
日
、
淑
景
舎
に

遷
御
し
た
記
録
は
、『
日
本
紀
略
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
引
用
漢
文
の
表
記

は
常
用
漢
字
に
直
し
た
（
以
下
の
漢
文
文
献
も
同
様
）。

日
本
紀
略
後
篇
九　

一
条
（
正
暦
二
年
）
十
二
月

九
日
甲
戌
。
天
皇
移
二ー

御
摂
政
宿
所
淑
景
舎
一

。
諸
卿
殿
上
人
有
二

被
物
禄
物

等
事 ）

3
（

一

。

ま
た
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）、上
級
貴
族
で
あ
る
藤
原
行
成
の
漢
文
日
記
『
権
記
』

の
中
で
、「
桐
壺
」
は
見
え
ず
、「
淑
景
舎
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

権
記
第
二　

長
保
四
年
八
月　

三
日
、丙
寅
、前
大
僧
正
参
東
宮
、給
御
馬
、依
宣（

藤
原
娍
子
）

耀
殿
被
平
復
也
、今
日
物
忌
、

臨
昏
為（

平
）文

朝
臣
来
告
、
淑（

藤
原
原
子
）

景
舎
君
於
東
三
条
奉
東
対
御
曹
司
頓
滅
云
々
、
聞
悲

無
極 ）

4
（

、
〔
前
大
僧
が
東
宮
の
許
に
参
っ
た
。
御
馬
を
下
給
さ
れ
た
。
宣せ

ん
よ
う
で
ん

耀
殿
（
藤
原

娍す
け
こ子

）
が
平へ

い
ふ
く復

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
は
物も

の
い
み忌

で
あ
る
。

黄
昏
に
臨
ん
で
、（
源
）為た

め

文ふ
み

朝
臣
が
来
て
、告
げ
た
こ
と
に
は
、淑し

げ
い
し
や
の
き
み

景
舎
君（
藤

原
原も

と
こ子

）
が
、
東ひ

が
し
さ
ん
じ
よ
う
て
い

三
条
第
の
東ひ

が
し
の
た
い対

の
御み

ぞ
う
し

曹
司
に
お
い
て
頓と

ん
め
つ滅

し
ま
し
た
」

と
云
う
こ
と
だ
。
聞
い
て
悲
し
ん
だ
こ
と
は
、
極
ま
り
無
か
っ
た ）

5
（

。〕

以
上
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
漢
文
だ
け
で
は
な
く
、
仮
名
文
に
お
け
る
「
桐
壺
」

と
い
う
名
称
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
に
は
、
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
ま

た
「 

淑
景
舎
」
の
場
合
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
和
文
、
例
え
ば
、『
竹
取
物
語
』『
古

今
和
歌
集
』『
伊
勢
物
語
』『
土
佐
日
記
』『
後
撰
和
歌
集
』『
大
和
物
語
』『
平
中
物
語
』

『
蜻
蛉
日
記
』『
宇
津
保
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
和
泉
式
部
日
記
』
な

ど
の
作
品
に
は
、
い
ず
れ
も
「
桐
壺
」
と
「
淑
景
舎
」
は
見
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
興

味
深
い
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
直
前
成
立
し
た
『
枕
草
子
』
の
中
に
は
「
桐
壺
」

が
見
え
な
い
が
、「
淑
景
舎
」
が
い
く
つ
か
の
章
段
の
中
で
登
場
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
田
中
重
太
郎
『
校
本
枕
冊
子
』
に
よ
る
と
、
堺
本
だ
け
に
は
「
淑
景
舎
」
が
見
え

ず
、
他
の
能
因
本
に
は
「
淑
景
舎
」
が
八
箇
所
、
三
巻
本
に
も
八
箇
所
、
前
田
本
に

は
七
箇
所
が
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
淑
景
舎
」
は
、『
枕
草
子
』
の
中
で
、
ど
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
か
。
確
認
の
た
め
、
現
時
点
ま
で
よ
く
引
用
さ
れ
て
き
た

（23）

『源氏物語』「桐壺」意象考

三
巻
本
に
お
け
る
淑
景
舎
に
関
す
る
部
分
を
取
り
上
げ
て
み
て
み
よ
う
。
引
用
文
は

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
段
数
と
段
名
お
よ
び
頁

数
を
示
し
た
。
冒
頭
文
の
数
字
と
傍
線
は
稿
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
。

①
第
八
六
段　

宮
の
五
節
出
だ
さ
せ
た
ま
ふ
に

 
宮
の
五ご

 
せ
ち節

出い

だ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
か
し
づ
き
十
二
人
、
こ
と
所
に
は
女に

よ
う
ご御

、

御み
や
す
ど
こ
ろ

息
所
の
御
方か

た

の
人
出
だ
す
を
ば
わ
る
き
事
に
な
む
す
る
と
聞
く
を
、
い
か

に
お
ぼ
す
に
か
、
宮
の
御
方
を
十
人
は
出
だ
さ
せ
た
ま
ふ
。
い
ま
二ふ

た
り人

は
、

女に
よ
う
ゐ
ん院

、
淑し

げ
い
さ

景
舎
の
人
、
や
が
て
は
ら
か
ら
ど
ち
な
り
。

 

（
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
）

②
第
八
九
段　

無
名
と
い
ふ
琵
琶

 
「
無む

み
や
う名

」
と
い
ふ
琵び

は琶
の
御
琴こ

と

を
、
上う

へ

の
持も

て
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
る
に
、
見

な
ど
し
て
、
か
き
鳴
ら
し
な
ど
す
」
と
言
へ
ば
、
弾ひ

く
に
は
あ
ら
で
、
緒を

な
ど

を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
て
、「
こ
れ
が
名
よ
、い
か
に
と
か
」と
聞
え
さ
す
る
に
、「
た

だ
い
と
は
か
な
く
、
名
も
な
し
」
と
の
た
ま
は
せ
た
る
は
、
な
ほ
い
と
め
で
た

し
と
こ
そ
お
ぼ
え
し
か
。

 
淑し

景げ
い

舎さ

な
ど
わ
た
り
た
ま
ひ
て
、
御
物
語
の
つ
い
で
に
、「
ま
ろ
が
も
と
に

い
と
を
か
し
げ
な
る
笙さ

う

の
笛ふ

え

こ
そ
あ
れ
。
故こ

殿と
の

の
得え

さ
せ
た
ま
へ
り
し
」
と
の

た
ま
ふ
を
、

 

（
一
七
五
〜
一
七
六
頁
）

③
第
一
〇
〇
段　

淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど

 
淑し

げ
い
さ

景
舎
、
春と

う

宮ぐ
う

に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
、
い
か
が
、
め
で
た
か
ら

ぬ
こ
と
な
し
。
正
月
十
日
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、御
文ふ

み

な
ど
は
し
げ
う
通か

よ

へ
ど
、

ま
だ
御
対た

い
め
ん面

は
な
き
を
、
二
月
十
日
余よ

ひ日
、
宮
の
御
方
に
わ
た
り
た
ま
ふ
べ
き

御
消せ

う
そ
こ息

あ
れ
ば
、
常
よ
り
も
御
し
つ
ら
ひ
心
こ
と
に
み
が
き
つ
く
ろ
ひ
、
女
房

な
ど
、
み
な
用
意
し
た
り
。

 

（
一
九
九
頁
）

④
前
同

 

ま
だ
こ
な
た
に
て
御み
 
ぐ
し髪
な
ど
ま
ゐ
る
ほ
ど
、「
淑し
げ
い
さ

景
舎
は
見
た
て
ま
つ
り
た

り
や
」
と
問
は
せ
た
ま
へ
ば
、「
ま
だ
い
か
で
か
。
御
車
よ
せ
の
日
、
た
だ
御

う
し
ろ
ば
か
り
を
な
む
は
つ
か
に
」
と
聞
ゆ
れ
ば
、「
そ
の
柱
と
屏
風
と
の
も

と
に
寄
り
て
、わ
が
う
し
ろ
よ
り
み
そ
か
に
見
よ
。
い
と
を
か
し
げ
な
る
君
ぞ
」

と
の
た
ま
は
す
る
に
、
う
れ
し
く
、
ゆ
か
し
さ
ま
さ
り
て
、
い
つ
し
か
と
思
ふ
。

 

（
二
〇
〇
頁
）

⑤
前
同

 

障さ
う
じ子
の
い
と
広
う
あ
き
た
れ
ば
、
い
と
よ
く
見
ゆ
。
上
は
白
き
御
衣ぞ

ど
も
、

紅
の
張
り
た
る
二ふ
た

つ
ば
か
り
、
女
房
の
裳も

な
め
り
、
ひ
き
か
け
て
、
奥
に
寄
り

て
、
東
ひ
ん
が
し

向
き
に
お
は
す
れ
ば
、
た
だ
御
衣ぞ

な
ど
ぞ
見
ゆ
る
。
淑
景
舎
は
北
に

す
こ
し
寄
り
て
、
南
向
き
に
お
は
す
。

 

（
二
〇
一
頁
）

⑥
前
同

 

め
で
た
き
御
あ
り
さ
ま
を
う
ち
ゑ
み
つ
つ
、
例
の
た
は
ぶ
れ
言ご
と

せ
さ
せ
た
ま

ふ
。
淑し
げ
い
さ

景
舎
の
、
い
と
う
つ
く
し
げ
に
絵
に
か
い
た
る
や
う
に
て
ゐ
さ
せ
た
ま

へ
る
に
、
宮
は
い
と
や
す
ら
か
に
、
い
ま
す
こ
し
大お
と
な人
び
さ
せ
た
ま
へ
る
御
け

し
き
の
、
紅
の
御
衣ぞ

に
ひ
か
り
合
は
せ
た
ま
へ
る
、
な
ほ
た
ぐ
ひ
は
い
か
で
か

と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。

 

（
二
〇
二
頁
）

⑦
前
同

 
御お
ほ
ん

む
か
へ
に
、
女
房
、
東
宮
の
侍じ
 
じ
ゆ
う従
な
ど
い
ふ
人
も
ま
ゐ
り
て
、「
と
く
」

と
そ
そ
の
か
し
き
こ
ゆ
。「
ま
づ
、
さ
は
、
か
の
君
わ
た
し
聞
え
た
ま
ひ
て
」

と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、「
さ
り
と
も
い
か
で
か
」
と
あ
る
を
、「
見
送
り
き
こ
え
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史
実
の
南
の
飛
香
舎
の
庭
に
は
「
藤
」
が
あ
り
、
北
の
凝
華
舎
の
庭
に
「
梅
」
が
あ
る

の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
は
、
い
ず
れ
も
『
枕
草
子
』
の
中
に
は
登
場

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、下
記
の
傍
線
を
付
け
た
第
一
二
四
段
に
は
「
藤

壺
」
が
見
え
る
。

第
一
二
四
段　

関
白
殿
、
黒
戸
よ
り　

出
で
さ
せ
た
ま
ふ
と
て

山
の
井
の
大
納
言
、
そ
の
御
つ
ぎ
つ
ぎ
の
、
さ
な
ら
ぬ
人
々
、
黒
き
物
を
ひ
き

散
ら
し
た
る
や
う
に
、
藤ふ

ぢ
つ
ぼ壺

の
塀へ

い

の
も
と
よ
り
、
登と

う

華く
わ

殿で
ん

の
前
ま
で
ゐ
並な

み
た

る
に
、
ほ
そ
や
か
に
な
ま
め
か
し
う
て
、
御
佩は

か

刀し

な
ど
ひ
き
つ
く
ろ
は
せ
た
ま

ひ
、
や
す
ら
は
せ
た
ま
ふ
に
、
宮
の
大だ

い
ぶ夫

殿ど
の

は
、
戸
の
前
に
立
た
せ
た
ま
へ
れ

ば
、
ゐ
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
な
め
り
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
す
こ
し
歩あ

ゆ

み
出
で
さ
せ

た
ま
へ
ば
、
ふ
と
ゐ
さ
せ
た
ま
へ
り
し
こ
そ
。

 

（
二
三
四
〜
二
三
五
頁
）

ま
た
次
の
章
段
に
は
、
梅
壺
も
登
場
し
て
い
る
。

第
七
九
段　

返
る
年
の
二
月
二
十
余
日

 
返
る
年
の
二
月
二
十
余よ

ひ日
、
宮
の
、
職し

き

へ
出い

で
さ
せ
た
ま
ひ
し
御お

ん
と
も供

に
ま
ゐ

ら
で
、
梅む

め

壺つ
ぼ

に
残
り
ゐ
た
り
し
ま
た
の
日
、
頭と

ぅ
の

中
将
の
御
消せ

う
そ
こ息

と
て
、「
昨き

の
ふ日

の
夜
、
鞍く

ら
ま馬

に
詣ま

う

で
た
り
し
に
、
今こ

よ
ひ
か
た

宵
方
の
ふ
た
が
り
け
れ
ば
、
方か

た
た
が違

へ
に
な

む
行い

く
。
ま
だ
明
け
ざ
ら
む
に
、帰
り
ぬ
べ
し
。
か
な
ら
ず
言
ふ
べ
き
事
あ
り
。

い
た
う
た
た
か
せ
で
待
て
」
と
の
た
ま
へ
り
し
か
ど
、「
局つ

ぼ
ね

に
一ひ

と
り人

は
な
ど
て

あ
る
ぞ
。
こ
こ
に
寝
よ
」
と
、
御み

く
し
げ
ど
の

匣
殿
の
召
し
た
れ
ば
、
ま
ゐ
り
ぬ
。

 

（
一
四
〇
〜
一
四
一
頁
）

こ
れ
ら
の
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
飛ひ

香き
ょ
う
し
ゃ舎
」
と
「
凝ぎ
ょ
う

華か
し
ゃ舎
」
を
指
す

意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
南
の 

飛
香
舎
の
庭
に
藤
が
あ
り
、
北
の
凝
華
舎
の
庭
に
梅
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
存
在
し
て
い
る
藤
壺
と
梅
壺
の
名
称
が
あ
る
か
ら
、
清

少
納
言
が
「
飛
香
舎
」
と
「
凝
華
舎
」
を
使
わ
ず
、「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
を
使
用
し
た

む
」
な
ど
の
た
ま
は
す
る
ほ
ど
に
も
、
い
と
め
で
た
く
を
か
し
。「
さ
ら
ば
遠

き
を
先
に
す
べ
き
か
」
と
て
、
淑し
げ
い
さ

景
舎
わ
た
り
た
ま
ふ
。
殿
な
ど
帰
ら
せ
た
ま

ひ
て
ぞ
の
ぼ
ら
せ
た
ま
ふ
。
道
の
ほ
ど
も
、
殿
の
御
さ
る
が
う
言ご
と

に
い
み
じ
笑

ひ
て
、
ほ
と
ほ
と
う
ち
橋
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
し
。

 

（
二
〇
七
〜
二
〇
八
頁
）

⑧
第
二
六
〇
段　

関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の

 

さ
て
、
ま
こ
と
に
寅
の
時
か
と
、
装さ
う
ぞ束
き
た
ち
て
あ
る
に
、
明
け
果
て
、
日

も
さ
し
出い

で
ぬ
。「
西
の
対た
い

の
唐か
ら
び
さ
し廂
に
、
さ
し
寄
せ
て
な
む
乗
る
べ
き
」
と
て
、

渡わ
た

殿ど
の

へ
あ
る
限
り
行い

く
ほ
ど
、
ま
だ
う
ひ
う
ひ
し
き
ほ
ど
な
る
今
ま
ゐ
り
な
ど

は
、
つ
つ
ま
し
げ
な
る
に
、
西
の
対
に
殿と
の

の
住
ま
せ
た
ま
へ
ば
、
宮
も
そ
こ

に
お
は
し
ま
し
て
、
ま
づ
女
房
ど
も
、
車
に
乗
せ
さ
せ
た
ま
ふ
を
御
覧
ず
と

て
、
御み

す簾
の
内
に
、
宮
、
淑し
げ
い
さ

景
舎
、
三
、四
の
君
、
殿
の
上う
へ

、
そ
の
御
お
と
と
、

三み
と
こ
ろ所
立
ち
並な

み
お
は
し
ま
さ
ふ
。

 
（
三
九
四
〜
四
〇
五
頁
）

右
に
傍
線
を
付
け
た
八
つ
の
「
淑
景
舎
」
に
つ
い
て
は
、
場
所
と
し
て
の
名
所
と

そ
の
「
淑
景
舎
」に
住
ん
で
い
る
人
を
指
す
意
味
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
八
回
の
「
淑

景
舎
」
を
書
い
た
が
、
一
回
も
「
桐
壺
」
を
書
い
て
な
か
っ
た
か
ら
考
え
て
、
少
な

く
と
も
『
源
氏
物
語
』
直
前
、
い
わ
ゆ
る
「
桐
壺
」
は
「
淑
景
舎
」
の
通
称
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り 「
桐
壺
」が
「
淑
景
舎
」の
通
称
に
な
っ
た
原
因
は
、『
源
氏
物

語
』「
桐
壺
」
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
も
し
『
源
氏
物
語
』
以
前

に
す
で
に
、「
桐
壺
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
淑
景
舎
」
の
通
称
と
し
て

事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
清
少
納
言
が
『
枕
草
子
』
の
中
で
繰
り
返
し
八
回
の

「
淑
景
舎
」
を
使
わ
ず
、「
桐
壺
」
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
言
う
と
、

清
少
納
言
が
「
桐
壺
」
を
使
っ
て
い
な
い
か
ら
、
当
時
の
史
実
の
淑
景
舎
を
「
桐
壺
」

と
い
う
通
称
が
存
在
せ
ず
と
考
え
る
こ
と
は
矛
盾
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

（25）

『源氏物語』「桐壺」意象考

と
考
え
る
。
も
し
当
時
で
は
「
淑
景
舎
」
の
通
称
は
「
桐
壺
」
で
あ
る
事
実
な
ら
、
清

少
納
言
が
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
淑
景
舎
」
よ
り
「
桐
壺
」
を
使
う

は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
前
掲
し
た
よ
う
に
、
清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』
の
中
で
八

回
「
淑
景
舎
」
を
述
べ
た
が
、
一
回
も
「
桐
壺
」
を
使
わ
な
い
こ
と
か
ら
み
る
と
、
少

な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
が
成
立
す
る
前
の
「
淑
景
舎
」
の
通
称
は
「
桐
壺
」
と
は
言

え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
当
時
の
男
性
貴
族
た
ち
の
漢
文
記
録
の
中
に
も
同
じ
よ
う
に
、「
桐
壺
」
は
見

え
ず
、「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
例
を
あ
げ
て
、『
小
右
記
』

と
『
御
堂
関
白
記
』
の
記
録
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
『
小
右
記
』
永
祚
元
年

（
九
八
九
）
二
月
二
三
日
に
お
け
る
「
藤
壺
」
と
天
元
五
年
（
九
八
二
）
正
月
三
日
に

お
け
る
「
梅
壺
」
の
記
録
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

『
小
右
記
』【
藤
壺
・
梅
壺
】

 

永
祚
元
年
二
月

廿
三
日
、（
中
略
）
宣
命
了
余
自
宿
所
向
化
徳
門
辺
、
待
内
大
臣
自
藤
壺
来
、

会
同
門 ）

6
（

、

〔
二
十
三
日
、〈
中
略
〉
宣
命
が
終
わ
っ
て
、
私
は
宿
所
か
ら
和わ

と
く徳

門
の
辺
り

に
向
か
っ
た
。
内
大
臣
が
藤ふ

じ
つ
ぼ壺

か
ら
来
る
の
を
待
っ
て
、
同
門
に
会
し
た ）

7
（

。〕

天
元
五
年
正
月

三
日
、
丙
申
、（
中
略
）
参
議
佐（

藤
原
）理

相
率
参
入
内
、
於
梅（

藤
原
詮
子
）

壺
上
直
廬
有
盃
酒 ）

8
（

、

〔
三
日
、
丙
申
、〈
中
略
〉
参さ

ん
ぎ議

（
藤
原
）
佐す

け

理ま
さ

が
、
連
れ
だ
っ
て
内
裏
に
参

入
し
た
。
女に

よ
う
ご御

（
藤
原
詮あ

き
こ子

）
の
梅う

め

壺つ
ぼ

の
上う

え
の
じ
き
ろ

直
廬
に
於
い
て
盃
酒
が
行
な
わ

れ
た ）

9
（

、〕

ま
た
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
正
月
一
七
日
に
お
け
る
「
藤
壺
」

と
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
十
二
月
九
日
に
お
け
る
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
の
記
録
を

次
の
よ
う
に
確
認
が
で
き
る
。

『
御
堂
関
白
記
』【
藤
壺
・
梅
壺
】

寛
弘
元
年
正
月

十
七
日
、
壬
寅
、
渡
三
東
条
、
見
造
作
、
一
宮
参
内
給
、
藤
壺
東
面
御
座 ）

10
（

、

〔
十
七
日
、
壬
寅
。
東ひ

が
し

三さ
ん

条じ
よ
う

第て
い

に
行
っ
て
、
造
営
を
検
分
し
た
。
一い

ち
の

宮み
や

（
敦あ

つ

康や
す

親し
ん

王の
う

）
が
内
裏
に
参
入
さ
れ
た
。
飛
香
舎
の
東ひ

が
し
お
も
て面

を
御ご

ざ
い
し
よ

在
所
と
さ
れ
た ）

11
（

。〕

長
和
二
年
十
二
月

九
日
、
丙
寅
、（
中
略
）
光
栄
朝
臣
、
候
宿
、
藤
壺
与
梅
壺
間
度﹇

渡
﹈殿

盗
来 ）

12
（

、

〔
九
日
、
丙
寅
。〈
中
略
〉
光み

つ

栄よ
し

朝あ

臣そ
ん

が
奉
仕
し
た
。
候
宿
し
た
。
藤ふ

じ

壺つ
ぼ

（
飛ひ

香ぎ
よ
う
し
や舎

）
と
梅う

め

壺つ
ぼ

（
凝
華
舎
）
の
間
の
渡わ

た
ど
の殿

に
盗ぬ

す
び
と人

が
入
っ
た ）

13
（

。〕

以
上
の
よ
う
に
、『
枕
草
子
』『
小
右
記
』『
御
堂
関
白
記
』
に
お
け
る
「
藤
壺
」
と

「
梅
壺
」
の
表
現
が
見
え
る
が
、
従
来
で
は
「
淑
景
舎
」
の
通
称
で
あ
る
「
桐
壺
」
は
、

『
枕
草
子
』
に
も
『
小
右
記
』
に
も
、『
御
堂
関
白
記
』
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
が
成
立
す
る
前
は
、「
淑
景
舎
」
の
通
称
と
し
て

の
「
桐
壺
」
と
い
う
名
称
は
存
在
し
な
い
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
淑
景
舎
」
の
庭
に
は
「
桐
」
が
あ
る
か
ら
、「
桐
壺
」
と
し
て
の
通
称
の

説
は
、『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
か
ら
発
生
し
た
俗
説
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
源
氏
物

語
』「
桐
壺
」
の
描
写
の
影
響
に
よ
り
、史
実
の
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
と
同
じ
よ
う
に
、

『
源
氏
物
語
』
以
後
の
学
者
ら
が
、
史
実
の
「
淑
景
舎
」
を
「
桐
壺
」
と
い
う
俗
称
を

付
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
平
安
時
代
に
お
け
る
『
倭
名
類
聚
抄
』
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
後
人
か

ら
の
増
補
の
用
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、『
倭
名
類
聚
抄
』
底
本
は
、

二
種
類
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
十
巻
本
」
と
「
二
十
巻
本
」
が
あ
る
。
確
か
に
、「
十

巻
本
」に
は
「
桐
壺
」が
見
え
ず
、「
二
十
巻
本
」で
は
「
桐
壺
」が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

後
宮
の
淑
景
舎
（
桐
壺
）、
飛
香
舎
（
藤
壺
）、
凝
華
舎
（
梅
壺
）
な
ど
の
五
舎
が
揃
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。「
十
巻
本
」
に
見
え
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て 

澤お
も
だ
か瀉
久ひ
さ

孝た
か
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史
実
の
南
の
飛
香
舎
の
庭
に
は
「
藤
」
が
あ
り
、
北
の
凝
華
舎
の
庭
に
「
梅
」
が
あ
る

の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
は
、
い
ず
れ
も
『
枕
草
子
』
の
中
に
は
登
場

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、下
記
の
傍
線
を
付
け
た
第
一
二
四
段
に
は
「
藤

壺
」
が
見
え
る
。

第
一
二
四
段　

関
白
殿
、
黒
戸
よ
り　

出
で
さ
せ
た
ま
ふ
と
て

山
の
井
の
大
納
言
、
そ
の
御
つ
ぎ
つ
ぎ
の
、
さ
な
ら
ぬ
人
々
、
黒
き
物
を
ひ
き

散
ら
し
た
る
や
う
に
、
藤ふ

ぢ
つ
ぼ壺

の
塀へ

い

の
も
と
よ
り
、
登と

う

華く
わ

殿で
ん

の
前
ま
で
ゐ
並な

み
た

る
に
、
ほ
そ
や
か
に
な
ま
め
か
し
う
て
、
御
佩は

か

刀し

な
ど
ひ
き
つ
く
ろ
は
せ
た
ま

ひ
、
や
す
ら
は
せ
た
ま
ふ
に
、
宮
の
大だ

い
ぶ夫

殿ど
の

は
、
戸
の
前
に
立
た
せ
た
ま
へ
れ

ば
、
ゐ
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
な
め
り
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
す
こ
し
歩あ

ゆ

み
出
で
さ
せ

た
ま
へ
ば
、
ふ
と
ゐ
さ
せ
た
ま
へ
り
し
こ
そ
。

 

（
二
三
四
〜
二
三
五
頁
）

ま
た
次
の
章
段
に
は
、
梅
壺
も
登
場
し
て
い
る
。

第
七
九
段　

返
る
年
の
二
月
二
十
余
日

 
返
る
年
の
二
月
二
十
余よ

ひ日
、
宮
の
、
職し

き

へ
出い

で
さ
せ
た
ま
ひ
し
御お

ん
と
も供

に
ま
ゐ

ら
で
、
梅む

め

壺つ
ぼ

に
残
り
ゐ
た
り
し
ま
た
の
日
、
頭と

ぅ
の

中
将
の
御
消せ

う
そ
こ息

と
て
、「
昨き

の
ふ日

の
夜
、
鞍く

ら
ま馬

に
詣ま

う

で
た
り
し
に
、
今こ

よ
ひ
か
た

宵
方
の
ふ
た
が
り
け
れ
ば
、
方か

た
た
が違

へ
に
な

む
行い

く
。
ま
だ
明
け
ざ
ら
む
に
、帰
り
ぬ
べ
し
。
か
な
ら
ず
言
ふ
べ
き
事
あ
り
。

い
た
う
た
た
か
せ
で
待
て
」
と
の
た
ま
へ
り
し
か
ど
、「
局つ

ぼ
ね

に
一ひ

と
り人

は
な
ど
て

あ
る
ぞ
。
こ
こ
に
寝
よ
」
と
、
御み

く
し
げ
ど
の

匣
殿
の
召
し
た
れ
ば
、
ま
ゐ
り
ぬ
。

 

（
一
四
〇
〜
一
四
一
頁
）

こ
れ
ら
の
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
飛ひ

香き
ょ
う
し
ゃ舎
」
と
「
凝ぎ
ょ
う

華か
し
ゃ舎
」
を
指
す

意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
南
の 

飛
香
舎
の
庭
に
藤
が
あ
り
、
北
の
凝
華
舎
の
庭
に
梅
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
存
在
し
て
い
る
藤
壺
と
梅
壺
の
名
称
が
あ
る
か
ら
、
清

少
納
言
が
「
飛
香
舎
」
と
「
凝
華
舎
」
を
使
わ
ず
、「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
を
使
用
し
た

む
」
な
ど
の
た
ま
は
す
る
ほ
ど
に
も
、
い
と
め
で
た
く
を
か
し
。「
さ
ら
ば
遠

き
を
先
に
す
べ
き
か
」
と
て
、
淑し
げ
い
さ

景
舎
わ
た
り
た
ま
ふ
。
殿
な
ど
帰
ら
せ
た
ま

ひ
て
ぞ
の
ぼ
ら
せ
た
ま
ふ
。
道
の
ほ
ど
も
、
殿
の
御
さ
る
が
う
言ご
と

に
い
み
じ
笑

ひ
て
、
ほ
と
ほ
と
う
ち
橋
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
し
。

 

（
二
〇
七
〜
二
〇
八
頁
）

⑧
第
二
六
〇
段　

関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の

 

さ
て
、
ま
こ
と
に
寅
の
時
か
と
、
装さ
う
ぞ束
き
た
ち
て
あ
る
に
、
明
け
果
て
、
日

も
さ
し
出い

で
ぬ
。「
西
の
対た
い

の
唐か
ら
び
さ
し廂
に
、
さ
し
寄
せ
て
な
む
乗
る
べ
き
」
と
て
、

渡わ
た

殿ど
の

へ
あ
る
限
り
行い

く
ほ
ど
、
ま
だ
う
ひ
う
ひ
し
き
ほ
ど
な
る
今
ま
ゐ
り
な
ど

は
、
つ
つ
ま
し
げ
な
る
に
、
西
の
対
に
殿と
の

の
住
ま
せ
た
ま
へ
ば
、
宮
も
そ
こ

に
お
は
し
ま
し
て
、
ま
づ
女
房
ど
も
、
車
に
乗
せ
さ
せ
た
ま
ふ
を
御
覧
ず
と

て
、
御み

す簾
の
内
に
、
宮
、
淑し
げ
い
さ

景
舎
、
三
、四
の
君
、
殿
の
上う
へ

、
そ
の
御
お
と
と
、

三み
と
こ
ろ所
立
ち
並な

み
お
は
し
ま
さ
ふ
。

 

（
三
九
四
〜
四
〇
五
頁
）

右
に
傍
線
を
付
け
た
八
つ
の
「
淑
景
舎
」
に
つ
い
て
は
、
場
所
と
し
て
の
名
所
と

そ
の
「
淑
景
舎
」に
住
ん
で
い
る
人
を
指
す
意
味
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
八
回
の
「
淑

景
舎
」
を
書
い
た
が
、
一
回
も
「
桐
壺
」
を
書
い
て
な
か
っ
た
か
ら
考
え
て
、
少
な

く
と
も
『
源
氏
物
語
』
直
前
、
い
わ
ゆ
る
「
桐
壺
」
は
「
淑
景
舎
」
の
通
称
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り 「
桐
壺
」が
「
淑
景
舎
」の
通
称
に
な
っ
た
原
因
は
、『
源
氏
物

語
』「
桐
壺
」
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
も
し
『
源
氏
物
語
』
以
前

に
す
で
に
、「
桐
壺
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
淑
景
舎
」
の
通
称
と
し
て

事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
清
少
納
言
が
『
枕
草
子
』
の
中
で
繰
り
返
し
八
回
の

「
淑
景
舎
」
を
使
わ
ず
、「
桐
壺
」
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
言
う
と
、

清
少
納
言
が
「
桐
壺
」
を
使
っ
て
い
な
い
か
ら
、
当
時
の
史
実
の
淑
景
舎
を
「
桐
壺
」

と
い
う
通
称
が
存
在
せ
ず
と
考
え
る
こ
と
は
矛
盾
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

（25）

『源氏物語』「桐壺」意象考

と
考
え
る
。
も
し
当
時
で
は
「
淑
景
舎
」
の
通
称
は
「
桐
壺
」
で
あ
る
事
実
な
ら
、
清

少
納
言
が
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
淑
景
舎
」
よ
り
「
桐
壺
」
を
使
う

は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
前
掲
し
た
よ
う
に
、
清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』
の
中
で
八

回
「
淑
景
舎
」
を
述
べ
た
が
、
一
回
も
「
桐
壺
」
を
使
わ
な
い
こ
と
か
ら
み
る
と
、
少

な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
が
成
立
す
る
前
の
「
淑
景
舎
」
の
通
称
は
「
桐
壺
」
と
は
言

え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
当
時
の
男
性
貴
族
た
ち
の
漢
文
記
録
の
中
に
も
同
じ
よ
う
に
、「
桐
壺
」
は
見

え
ず
、「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
例
を
あ
げ
て
、『
小
右
記
』

と
『
御
堂
関
白
記
』
の
記
録
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
『
小
右
記
』
永
祚
元
年

（
九
八
九
）
二
月
二
三
日
に
お
け
る
「
藤
壺
」
と
天
元
五
年
（
九
八
二
）
正
月
三
日
に

お
け
る
「
梅
壺
」
の
記
録
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

『
小
右
記
』【
藤
壺
・
梅
壺
】

 

永
祚
元
年
二
月

廿
三
日
、（
中
略
）
宣
命
了
余
自
宿
所
向
化
徳
門
辺
、
待
内
大
臣
自
藤
壺
来
、

会
同
門 ）

6
（

、

〔
二
十
三
日
、〈
中
略
〉
宣
命
が
終
わ
っ
て
、
私
は
宿
所
か
ら
和わ

と
く徳

門
の
辺
り

に
向
か
っ
た
。
内
大
臣
が
藤ふ

じ
つ
ぼ壺

か
ら
来
る
の
を
待
っ
て
、
同
門
に
会
し
た ）

7
（

。〕

天
元
五
年
正
月

三
日
、
丙
申
、（
中
略
）
参
議
佐（

藤
原
）理

相
率
参
入
内
、
於
梅（

藤
原
詮
子
）

壺
上
直
廬
有
盃
酒 ）

8
（

、

〔
三
日
、
丙
申
、〈
中
略
〉
参さ

ん
ぎ議

（
藤
原
）
佐す

け

理ま
さ

が
、
連
れ
だ
っ
て
内
裏
に
参

入
し
た
。
女に

よ
う
ご御

（
藤
原
詮あ

き
こ子

）
の
梅う

め

壺つ
ぼ

の
上う

え
の
じ
き
ろ

直
廬
に
於
い
て
盃
酒
が
行
な
わ

れ
た ）

9
（

、〕

ま
た
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
正
月
一
七
日
に
お
け
る
「
藤
壺
」

と
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
十
二
月
九
日
に
お
け
る
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
の
記
録
を

次
の
よ
う
に
確
認
が
で
き
る
。

『
御
堂
関
白
記
』【
藤
壺
・
梅
壺
】

寛
弘
元
年
正
月

十
七
日
、
壬
寅
、
渡
三
東
条
、
見
造
作
、
一
宮
参
内
給
、
藤
壺
東
面
御
座 ）

10
（

、

〔
十
七
日
、
壬
寅
。
東ひ

が
し

三さ
ん

条じ
よ
う

第て
い

に
行
っ
て
、
造
営
を
検
分
し
た
。
一い

ち
の

宮み
や

（
敦あ

つ

康や
す

親し
ん

王の
う

）
が
内
裏
に
参
入
さ
れ
た
。
飛
香
舎
の
東ひ

が
し
お
も
て面

を
御ご

ざ
い
し
よ

在
所
と
さ
れ
た ）

11
（

。〕

長
和
二
年
十
二
月

九
日
、
丙
寅
、（
中
略
）
光
栄
朝
臣
、
候
宿
、
藤
壺
与
梅
壺
間
度﹇

渡
﹈殿

盗
来 ）

12
（

、

〔
九
日
、
丙
寅
。〈
中
略
〉
光み

つ

栄よ
し

朝あ

臣そ
ん

が
奉
仕
し
た
。
候
宿
し
た
。
藤ふ

じ

壺つ
ぼ

（
飛ひ

香ぎ
よ
う
し
や舎

）
と
梅う

め

壺つ
ぼ

（
凝
華
舎
）
の
間
の
渡わ

た
ど
の殿

に
盗ぬ

す
び
と人

が
入
っ
た ）

13
（

。〕

以
上
の
よ
う
に
、『
枕
草
子
』『
小
右
記
』『
御
堂
関
白
記
』
に
お
け
る
「
藤
壺
」
と

「
梅
壺
」
の
表
現
が
見
え
る
が
、
従
来
で
は
「
淑
景
舎
」
の
通
称
で
あ
る
「
桐
壺
」
は
、

『
枕
草
子
』
に
も
『
小
右
記
』
に
も
、『
御
堂
関
白
記
』
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
が
成
立
す
る
前
は
、「
淑
景
舎
」
の
通
称
と
し
て

の
「
桐
壺
」
と
い
う
名
称
は
存
在
し
な
い
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
淑
景
舎
」
の
庭
に
は
「
桐
」
が
あ
る
か
ら
、「
桐
壺
」
と
し
て
の
通
称
の

説
は
、『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
か
ら
発
生
し
た
俗
説
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
源
氏
物

語
』「
桐
壺
」
の
描
写
の
影
響
に
よ
り
、史
実
の
「
藤
壺
」
と
「
梅
壺
」
と
同
じ
よ
う
に
、

『
源
氏
物
語
』
以
後
の
学
者
ら
が
、
史
実
の
「
淑
景
舎
」
を
「
桐
壺
」
と
い
う
俗
称
を

付
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
平
安
時
代
に
お
け
る
『
倭
名
類
聚
抄
』
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
後
人
か

ら
の
増
補
の
用
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、『
倭
名
類
聚
抄
』
底
本
は
、

二
種
類
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
十
巻
本
」
と
「
二
十
巻
本
」
が
あ
る
。
確
か
に
、「
十

巻
本
」に
は
「
桐
壺
」が
見
え
ず
、「
二
十
巻
本
」で
は
「
桐
壺
」が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

後
宮
の
淑
景
舎
（
桐
壺
）、
飛
香
舎
（
藤
壺
）、
凝
華
舎
（
梅
壺
）
な
ど
の
五
舎
が
揃
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。「
十
巻
本
」
に
見
え
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て 

澤お
も
だ
か瀉
久ひ
さ

孝た
か



221（26）

日本女子大学紀要　人間社会学部　第 33号　Japan Women’s University Journal vol.33（2022）

が
狩
谷
棭
斎
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』「
解
題
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
十
巻
本
に
な
い
と
こ
ろ
は
、
顕
昭
、
仙
覚
、
卜
部
兼
永
、
源
善
成
等
の

中
世
の
諸
学
者
で
、
本
書
を
そ
の
著
作
中
に
引
用
し
て
ゐ
る
人
々
が
、
そ
れ
ら

の
部
分
の
み
は
、
一
つ
も
引
用
し
て
ゐ
な
い
点
か
ら
察
し
て
、
こ
れ
ら
は
後
の

増
補
と
み
る
べ
く
、
十
巻
本
が
原
形
を
伝
へ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る ）

14
（

。

以
上
の
説
を
合
わ
せ
て
、前
述
し
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』直
前
に
書
か
れ
た
『
枕

草
子
』の
中
に
は
、は
っ
き
り
「
飛
香
舎
」を
「
藤
壺
」と
表
記
。ま
た
「
凝
華
舎
」を
「
梅

壺
」
と
表
記
。
し
か
し
、「
淑
景
舎
」
を
八
回
に
書
い
て
、「
桐
壺
」
を
一
回
も
書
か
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
清
少
納
言
の
時
代
で
は
、
史
実
「 

淑
景
舎
」
は
「
淑
景
舎
」
し
か

使
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
時
点
の
文
献
か
ら
み
る
と
、
始
め
て
「
淑
景
舎
」
を
「
桐
壺
」

と
称
し
た
人
は
、
作
者
の
紫
式
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
初
の
「
桐
壺
」
の
文
献
は
、

『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
と
言
え
る
。
そ
し
て
、『
源
氏
物
語
』
以
後
、
つ
ま
り
平
安
後

期
か
ら
、
鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
、
江
戸
時
代
、
明
治
時
代
、
昭
和
時
代
、
平
成
時

代
及
び
今
ま
で
の
「
淑
景
舎
」
の
通
称
が
「
桐
壺
」
と
い
う
解
釈
は
あ
り
う
る
こ
と
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
、「
淑

景
舎
」
は
「
桐
壺
」
と
は
言
わ
ず
、
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
が
出
て
き
て
か

ら
、
後
に
「
淑
景
舎
」
は
「
桐
壺
」
と
い
う
俗
称
を
付
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
前
に
述
べ
た
「
二
十
巻
本
」『
倭
名
類
聚
抄
』
本
文
と
同
じ
よ
う
に
、『
源
氏
物

語
』
以
後
の
学
者
ら
が
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
に
基
づ
い
て
平
安
京
の
内
裏
を
復
元

す
る
際
に
増
補
し
た
説
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
紫
式
部
が
「
桐
壺
の
更
衣
」
の
住
む
庭
の
中
で
、
文
学
的
に
「
桐
」

を
植
え
た
の
か
。
ま
た
登
場
人
物
の
「
桐
壺
帝
」「
桐
壺
更
衣
」「
光
る
君
」
ら
は
ど
の

よ
う
に
「
桐
」
と
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
点
が
本
論
の
中
心
内
容
で
あ

る
。
本
論
に
援
用
し
た
理
論
は
、
古
代
中
国
の
文
学
理
論
で
あ
る
意
象
論
で
あ
る
。

紫
式
部
が
物
語
を
創
作
す
る
た
め
に
、
詩
的
な
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
受
け
て
、
特

に
白
居
易
と
元
禛
の
間
の
「
桐
」
に
関
わ
る
詩
的
な
「
桐
」
の
意
象
の
受
容
に
よ
っ
て
、

桐
壺
更
衣
の
庭
に
「
桐
」
を
植
え
、「
桐
壺
帝
」
と
「
桐
壺
更
衣
」
の
悲
恋
の
間
に
生
ま

れ
た
「
光
る
君
」
の
立
派
な
将
来
を
象
徴
す
る
物
語
を
創
出
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。

三　
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
桐
の
表
現

な
ぜ
作
者
の
紫
式
部
は
「
淑
景
舎
」
の
庭
に
「
桐
」
を
植
え
た
の
か
。
そ
れ
は
手
法

と
し
て
の
一
つ
は
文
学
的
な
発
想
で
あ
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
新
間
一
美
が
指
摘
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
、『
白
氏
文
集
』「
長
恨
歌
」
に
も
「
桐
」
と
繋
が
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
作
者
が
全
面
的
に
「
桐
」
と
い
う
文
学
的
な
悲

し
い
意
象
を
受
け
て
「
桐
壺
」
物
語
を
創
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
確
認
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
、
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
「
桐
」
の
表
現

は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

遡
っ
て
み
る
と
、『
古
事
記
』と
『
日
本
書
紀
』に
は
「
桐
」が
見
つ
か
ら
な
い
。『
万

葉
集
』
で
は
「
桐
」
が
一
箇
所
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
本
文
は
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
に
よ
る
。

『
万
葉
集
』
巻
第
五
﹇
八
〇
九
﹈

直た
だ

に
逢あ

は
ず　

あ
ら
く
も
多
く　

し
き
た
へ
の　

枕ま
く
ら

去さ

ら
ず
て　

夢い
め

に
し
見
え
む

 
大お

ほ
と
も
の
た
び

伴
淡
等と

の
謹き

ん
じ
ゃ
う状

梧ご
と
う桐

の
日や

ま
と本

琴ご
と

一い
ち
め
ん面　

対つ
し
ま馬

の
結ゆ

ひ

石し
や
ま山

の
孫ひ

枝こ
え

な
り

こ
の
琴
、夢い

め

に
娘を

と
め子

に
化な

り
て
曰い

は

く
、「
余わ

れ

、根
を
遥え

う

島た
う

の
崇た

か

き
巒み

ね

に
託つ

け
、

幹か
ら

を
九き

う

陽や
う

の
休う

る
は

し
き
光
に
晞さ

ら

す
。
長
く
煙え

ん
か霞

を
帯め

ぐ

ら
し
て
、
山さ

ん
せ
ん川

の
阿く

ま

に
逍せ

う
え
う遥

し
、
遠
く
風
波
を
望
み
て
、
雁が

ん
ぼ
く木

の
間あ

ひ
だ

に
出
入
す
。
た
だ
百
年

（27）

『源氏物語』「桐壺」意象考

の
後の

ち

に
、
空む

な

し
く
溝こ

う
か
く壑

に
朽く

ち
な
む
こ
と
の
み
を
恐
る
。
偶

た
ま
さ
か

に
良
き
匠た

く
み

に
遭あ

ひ
、剒き

り
て
小
琴
に
為つ

く

ら
れ
ぬ
。
質
麁あ

ら

く
音
少
な
き
こ
と
を
顧か

へ
り

み
ず
、

恒つ
ね

に
君
子
の
左さ

琴き
ん

と
あ
ら
む
こ
と
を
希ね

が

ふ
」
と
い
ふ
。

 

（
一
二
四
〜
一
二
五
頁
）

右
で
は
、
藤
原
房
前
が
書
状
に
付
け
て
送
っ
た
の
は
「
桐
」
で
作
ら
れ
た
「
琴
」
で

あ
る
。
こ
の
「
桐
」
は
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
風
土
記
』
で
は
「
桐
」
は

出
雲
国
に
し
か
見
え
な
い
二
種
類
の
「
赤
桐
」と
「
白
桐
」が
あ
る
。
引
用
文
は
前
同
。

出
雲
国
風
土
記
（
意
宇
の
郡
）

 
凡お

ほ
よそ

諸
も
ろ
も
ろ

の
山や

ま
の野

に
在あ

ら
ゆ
る
草く

さ
き木

は
、
麦や

ま
す
げ

門
冬
、
独つ

ち
た
ら活

（
中
略
）
杉す

ぎ

、
字も

じ

或あ
る

は
椙し

や
う

に
作つ

く

る
。
赤あ

か
ぎ
り桐

、
白あ

を

桐ぎ
り

、
楠く

す

、
椎し

ひ

、
海つ

ば
き榴

、
字も

じ

或あ
る

は
椿ち

ん

に
作つ

く

る
。

 

（
一
五
三
頁
）

さ
ら
に
奈
良
時
代
、
平
安
時
代
に
お
け
る
日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
「
桐
」
を
捜
し

て
み
る
と
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
桐
」
と
似
て
い
る
よ
う
な
「
琴
」
を
作
る
材
料
の

表
現
が
見
え
る
。
例
え
ば
、『
懐
風
藻
』
で
は
「
桐
」
が
一
箇
所
。
作
者
は
境さ
か
い
べ
の
お
お
き
み

部
王
で

あ
る
。
引
用
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

　
　

五
言　

一
首　
　

五
言　

一
首

　
　

秋
夜
宴
山
池　
　

秋し
う

夜や
さ
ん山

池ち

に
宴
す　

対
峰
傾
菊
酒　
　

峰
に
対む

か
ひ
て
菊き

く

酒し
ゆ

を
傾か

た
ぶ

け
、

臨
水
拍
桐
琴　
　

水
に
臨の

ぞ

み
て
桐と

う

琴き
ん

を
拍う

つ
。

忘
帰
待
明
月　
　

帰か
へ
り

を
忘
れ
て
明
月
を
待
つ
、

何
憂
夜
漏
深　
　

何な
に

ぞ
憂う

れ

へ
む
夜や

ろ
う漏

の
深ふ

け
む
こ
と
を
。

 

（
一
一
六
頁
）

右
の
詩
は
、
境
部
王
が
二
十
五
歳
で
書
い
た
作
で
あ
る
が
、
詩
作
の
通
り
に
「
桐
」

は
、「
琴
」
の
木
材
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
桐
」
と
「
琴
」
に
繋
が
る
表
現
は
、
菅
原

道
真
の
『
菅
家
後
集
』
巻
十
三
第
四
七
七
首
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
に
も
見
え

る
。
引
用
文
は
前
同
。

酒
何
以
成
麹
和
水　
　

酒さ
け

は
何な

に

を
以も

ち

て
か
成な

す　

麴
か
む
だ
ち

水み
づ

に
和く

わ

す

琴
何
以
成
桐
播
糸　
　

琴こ
と

は
何な

に

を
以も

ち

て
か
成な

す　

 

桐き
り

糸い
と

を
播ほ

ど
こ

す

 
（
四
七
八
頁
）

右
の
詩
に
お
け
る
「
桐
」
と
「
糸
」
を
合
わ
せ
て
「
桐
絲
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
古
代

中
国
の
詩
句
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
琴
」の
「
弦
」を
指
す
意
味
で
あ
る
。

菅
原
道
真
の
「
桐
」
の
意
象
は
、
前
掲
し
た
『
懐
風
藻
』
に
お
け
る
一
箇
所
「
桐
琴
」

の
「
桐
」
と
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
琴
の
好
材
料
の
意
象
で
あ
る
。

漢
詩
文
だ
け
で
な
く
、
和
文
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
物
語
や
日
記
文
学
に

お
け
る
「
桐
」
を
確
認
し
て
み
る
と
、
多
い
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、『
竹
取
物
語
』

で
は
、「
桐
」が
見
え
ず
、ま
た
『
土
佐
日
記
』に
も
見
え
な
い
。
た
だ
『
う
つ
ほ
物
語
』

「
俊
蔭
」
の
中
に
は
一
箇
所
「
桐
」
が
見
え
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。

引
用
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

俊
蔭
、
い
さ
を
し
き
心
、
速は

や

き
足
を
い
た
し
て
行
く
に
、
か
ら
く
し
て
そ
の
山

に
至
り
て
、
見
渡
せ
ば
、
千
丈
の
谷
の
底
に
根
を
さ
し
て
、
末
は
空
に
つ
き
、

枝
は
隣と

な
り

の
国
に
さ
せ
る
桐
の
木
を
倒
し
て
、
割わ

り
こ
づ
く
る
者
な
り
。（
中
略
）

こ
の
罪
を
免ま

ぬ
か

れ
む
た
め
に
、
倒た

ふ

さ
る
る
木
の
片か

た
は
し端

を
た
ま
は
り
て
、
年
ご
ろ

労ら
う

せ
る
父
母
に
、
琴こ

と

の
声
を
聞
か
せ
て
、
そ
の
め
い
と
な
さ
む
」
と
い
ふ
と
き

に
、
阿
修
羅
、
い
や
ま
す
ま
す
に
怒い

か

り
て
い
は
く
、

 

（
二
四
〜
二
七
頁
）

傍
線
を
付
け
た
よ
う
に
、
倒
れ
た
「
桐
」
は
、「
琴
」
の
声
を
聞
く
た
め
、
琴
を
作

る
材
料
で
あ
る
。
清
少
納
言
『
枕
草
子
』
第
三
五
段
「
木
の
花
は
」
の
章
段
に
も
、
や

は
り
「
桐
」
の
優
れ
た
こ
と
に
「
琴
」
を
作
る
と
い
う
表
現
が
繋
が
っ
て
い
る
。
引
用

文
は
前
同
。

第
三
五
段　

木
の
花
は
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が
狩
谷
棭
斎
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』「
解
題
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
十
巻
本
に
な
い
と
こ
ろ
は
、
顕
昭
、
仙
覚
、
卜
部
兼
永
、
源
善
成
等
の

中
世
の
諸
学
者
で
、
本
書
を
そ
の
著
作
中
に
引
用
し
て
ゐ
る
人
々
が
、
そ
れ
ら

の
部
分
の
み
は
、
一
つ
も
引
用
し
て
ゐ
な
い
点
か
ら
察
し
て
、
こ
れ
ら
は
後
の

増
補
と
み
る
べ
く
、
十
巻
本
が
原
形
を
伝
へ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る ）

14
（

。

以
上
の
説
を
合
わ
せ
て
、前
述
し
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』直
前
に
書
か
れ
た
『
枕

草
子
』の
中
に
は
、は
っ
き
り
「
飛
香
舎
」を
「
藤
壺
」と
表
記
。ま
た
「
凝
華
舎
」を
「
梅

壺
」
と
表
記
。
し
か
し
、「
淑
景
舎
」
を
八
回
に
書
い
て
、「
桐
壺
」
を
一
回
も
書
か
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
清
少
納
言
の
時
代
で
は
、
史
実
「 

淑
景
舎
」
は
「
淑
景
舎
」
し
か

使
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
時
点
の
文
献
か
ら
み
る
と
、
始
め
て
「
淑
景
舎
」
を
「
桐
壺
」

と
称
し
た
人
は
、
作
者
の
紫
式
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
初
の
「
桐
壺
」
の
文
献
は
、

『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
と
言
え
る
。
そ
し
て
、『
源
氏
物
語
』
以
後
、
つ
ま
り
平
安
後

期
か
ら
、
鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
、
江
戸
時
代
、
明
治
時
代
、
昭
和
時
代
、
平
成
時

代
及
び
今
ま
で
の
「
淑
景
舎
」
の
通
称
が
「
桐
壺
」
と
い
う
解
釈
は
あ
り
う
る
こ
と
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
、「
淑

景
舎
」
は
「
桐
壺
」
と
は
言
わ
ず
、
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
が
出
て
き
て
か

ら
、
後
に
「
淑
景
舎
」
は
「
桐
壺
」
と
い
う
俗
称
を
付
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
前
に
述
べ
た
「
二
十
巻
本
」『
倭
名
類
聚
抄
』
本
文
と
同
じ
よ
う
に
、『
源
氏
物

語
』
以
後
の
学
者
ら
が
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
に
基
づ
い
て
平
安
京
の
内
裏
を
復
元

す
る
際
に
増
補
し
た
説
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
紫
式
部
が
「
桐
壺
の
更
衣
」
の
住
む
庭
の
中
で
、
文
学
的
に
「
桐
」

を
植
え
た
の
か
。
ま
た
登
場
人
物
の
「
桐
壺
帝
」「
桐
壺
更
衣
」「
光
る
君
」
ら
は
ど
の

よ
う
に
「
桐
」
と
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
点
が
本
論
の
中
心
内
容
で
あ

る
。
本
論
に
援
用
し
た
理
論
は
、
古
代
中
国
の
文
学
理
論
で
あ
る
意
象
論
で
あ
る
。

紫
式
部
が
物
語
を
創
作
す
る
た
め
に
、
詩
的
な
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
受
け
て
、
特

に
白
居
易
と
元
禛
の
間
の
「
桐
」
に
関
わ
る
詩
的
な
「
桐
」
の
意
象
の
受
容
に
よ
っ
て
、

桐
壺
更
衣
の
庭
に
「
桐
」
を
植
え
、「
桐
壺
帝
」
と
「
桐
壺
更
衣
」
の
悲
恋
の
間
に
生
ま

れ
た
「
光
る
君
」
の
立
派
な
将
来
を
象
徴
す
る
物
語
を
創
出
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。

三　
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
桐
の
表
現

な
ぜ
作
者
の
紫
式
部
は
「
淑
景
舎
」
の
庭
に
「
桐
」
を
植
え
た
の
か
。
そ
れ
は
手
法

と
し
て
の
一
つ
は
文
学
的
な
発
想
で
あ
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
新
間
一
美
が
指
摘
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
、『
白
氏
文
集
』「
長
恨
歌
」
に
も
「
桐
」
と
繋
が
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
作
者
が
全
面
的
に
「
桐
」
と
い
う
文
学
的
な
悲

し
い
意
象
を
受
け
て
「
桐
壺
」
物
語
を
創
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
確
認
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
、
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
「
桐
」
の
表
現

は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

遡
っ
て
み
る
と
、『
古
事
記
』と
『
日
本
書
紀
』に
は
「
桐
」が
見
つ
か
ら
な
い
。『
万

葉
集
』
で
は
「
桐
」
が
一
箇
所
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
本
文
は
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
に
よ
る
。

『
万
葉
集
』
巻
第
五
﹇
八
〇
九
﹈

直た
だ

に
逢あ

は
ず　

あ
ら
く
も
多
く　

し
き
た
へ
の　

枕ま
く
ら

去さ

ら
ず
て　

夢い
め

に
し
見
え
む

 
大お

ほ
と
も
の
た
び

伴
淡
等と

の
謹き

ん
じ
ゃ
う状

梧ご
と
う桐

の
日や

ま
と本

琴ご
と

一い
ち
め
ん面　

対つ
し
ま馬

の
結ゆ

ひ

石し
や
ま山

の
孫ひ

枝こ
え

な
り

こ
の
琴
、夢い

め

に
娘を

と
め子

に
化な

り
て
曰い

は

く
、「
余わ

れ

、根
を
遥え

う

島た
う

の
崇た

か

き
巒み

ね

に
託つ

け
、

幹か
ら

を
九き

う

陽や
う

の
休う

る
は

し
き
光
に
晞さ

ら

す
。
長
く
煙え

ん
か霞

を
帯め

ぐ

ら
し
て
、
山さ

ん
せ
ん川

の
阿く

ま

に
逍せ

う
え
う遥

し
、
遠
く
風
波
を
望
み
て
、
雁が

ん
ぼ
く木

の
間あ

ひ
だ

に
出
入
す
。
た
だ
百
年

（27）

『源氏物語』「桐壺」意象考

の
後の

ち

に
、
空む

な

し
く
溝こ

う
か
く壑

に
朽く

ち
な
む
こ
と
の
み
を
恐
る
。
偶

た
ま
さ
か

に
良
き
匠た

く
み

に
遭あ

ひ
、剒き

り
て
小
琴
に
為つ

く

ら
れ
ぬ
。
質
麁あ

ら

く
音
少
な
き
こ
と
を
顧か

へ
り

み
ず
、

恒つ
ね

に
君
子
の
左さ

琴き
ん

と
あ
ら
む
こ
と
を
希ね

が

ふ
」
と
い
ふ
。

 

（
一
二
四
〜
一
二
五
頁
）

右
で
は
、
藤
原
房
前
が
書
状
に
付
け
て
送
っ
た
の
は
「
桐
」
で
作
ら
れ
た
「
琴
」
で

あ
る
。
こ
の
「
桐
」
は
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
風
土
記
』
で
は
「
桐
」
は

出
雲
国
に
し
か
見
え
な
い
二
種
類
の
「
赤
桐
」と
「
白
桐
」が
あ
る
。
引
用
文
は
前
同
。

出
雲
国
風
土
記
（
意
宇
の
郡
）

 
凡お

ほ
よそ

諸
も
ろ
も
ろ

の
山や

ま
の野

に
在あ

ら
ゆ
る
草く

さ
き木

は
、
麦や

ま
す
げ

門
冬
、
独つ

ち
た
ら活

（
中
略
）
杉す

ぎ

、
字も

じ

或あ
る

は
椙し

や
う

に
作つ

く

る
。
赤あ

か
ぎ
り桐

、
白あ

を

桐ぎ
り

、
楠く

す

、
椎し

ひ

、
海つ

ば
き榴

、
字も

じ

或あ
る

は
椿ち

ん

に
作つ

く

る
。

 

（
一
五
三
頁
）

さ
ら
に
奈
良
時
代
、
平
安
時
代
に
お
け
る
日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
「
桐
」
を
捜
し

て
み
る
と
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
桐
」
と
似
て
い
る
よ
う
な
「
琴
」
を
作
る
材
料
の

表
現
が
見
え
る
。
例
え
ば
、『
懐
風
藻
』
で
は
「
桐
」
が
一
箇
所
。
作
者
は
境さ
か
い
べ
の
お
お
き
み

部
王
で

あ
る
。
引
用
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

　
　

五
言　

一
首　
　

五
言　

一
首

　
　

秋
夜
宴
山
池　
　

秋し
う

夜や
さ
ん山

池ち

に
宴
す　

対
峰
傾
菊
酒　
　

峰
に
対む

か
ひ
て
菊き

く

酒し
ゆ

を
傾か

た
ぶ

け
、

臨
水
拍
桐
琴　
　

水
に
臨の

ぞ

み
て
桐と

う

琴き
ん

を
拍う

つ
。

忘
帰
待
明
月　
　

帰か
へ
り

を
忘
れ
て
明
月
を
待
つ
、

何
憂
夜
漏
深　
　

何な
に

ぞ
憂う

れ

へ
む
夜や

ろ
う漏

の
深ふ

け
む
こ
と
を
。

 

（
一
一
六
頁
）

右
の
詩
は
、
境
部
王
が
二
十
五
歳
で
書
い
た
作
で
あ
る
が
、
詩
作
の
通
り
に
「
桐
」

は
、「
琴
」
の
木
材
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
桐
」
と
「
琴
」
に
繋
が
る
表
現
は
、
菅
原

道
真
の
『
菅
家
後
集
』
巻
十
三
第
四
七
七
首
「
詠
二

楽
天
北
窓
三
友
詩
一

」
に
も
見
え

る
。
引
用
文
は
前
同
。

酒
何
以
成
麹
和
水　
　

酒さ
け

は
何な

に

を
以も

ち

て
か
成な

す　

麴
か
む
だ
ち

水み
づ

に
和く

わ

す

琴
何
以
成
桐
播
糸　
　

琴こ
と

は
何な

に

を
以も

ち

て
か
成な

す　

 

桐き
り

糸い
と

を
播ほ

ど
こ

す

 

（
四
七
八
頁
）

右
の
詩
に
お
け
る
「
桐
」
と
「
糸
」
を
合
わ
せ
て
「
桐
絲
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
古
代

中
国
の
詩
句
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
琴
」の
「
弦
」を
指
す
意
味
で
あ
る
。

菅
原
道
真
の
「
桐
」
の
意
象
は
、
前
掲
し
た
『
懐
風
藻
』
に
お
け
る
一
箇
所
「
桐
琴
」

の
「
桐
」
と
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
琴
の
好
材
料
の
意
象
で
あ
る
。

漢
詩
文
だ
け
で
な
く
、
和
文
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
物
語
や
日
記
文
学
に

お
け
る
「
桐
」
を
確
認
し
て
み
る
と
、
多
い
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、『
竹
取
物
語
』

で
は
、「
桐
」が
見
え
ず
、ま
た
『
土
佐
日
記
』に
も
見
え
な
い
。
た
だ
『
う
つ
ほ
物
語
』

「
俊
蔭
」
の
中
に
は
一
箇
所
「
桐
」
が
見
え
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。

引
用
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

俊
蔭
、
い
さ
を
し
き
心
、
速は

や

き
足
を
い
た
し
て
行
く
に
、
か
ら
く
し
て
そ
の
山

に
至
り
て
、
見
渡
せ
ば
、
千
丈
の
谷
の
底
に
根
を
さ
し
て
、
末
は
空
に
つ
き
、

枝
は
隣と

な
り

の
国
に
さ
せ
る
桐
の
木
を
倒
し
て
、
割わ

り
こ
づ
く
る
者
な
り
。（
中
略
）

こ
の
罪
を
免ま

ぬ
か

れ
む
た
め
に
、
倒た

ふ

さ
る
る
木
の
片か

た
は
し端

を
た
ま
は
り
て
、
年
ご
ろ

労ら
う

せ
る
父
母
に
、
琴こ

と

の
声
を
聞
か
せ
て
、
そ
の
め
い
と
な
さ
む
」
と
い
ふ
と
き

に
、
阿
修
羅
、
い
や
ま
す
ま
す
に
怒い

か

り
て
い
は
く
、

 

（
二
四
〜
二
七
頁
）

傍
線
を
付
け
た
よ
う
に
、
倒
れ
た
「
桐
」
は
、「
琴
」
の
声
を
聞
く
た
め
、
琴
を
作

る
材
料
で
あ
る
。
清
少
納
言
『
枕
草
子
』
第
三
五
段
「
木
の
花
は
」
の
章
段
に
も
、
や

は
り
「
桐
」
の
優
れ
た
こ
と
に
「
琴
」
を
作
る
と
い
う
表
現
が
繋
が
っ
て
い
る
。
引
用

文
は
前
同
。

第
三
五
段　

木
の
花
は
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桐き
り

の
木
の
花
、
紫
に
咲
き
た
る
は
、
な
ほ
を
か
し
き
に
、
葉
の
ひ
ろ
ご
り
ざ

ま
ぞ
う
た
て
こ
ち
た
け
れ
ど
、
こ
と
木
ど
も
と
ひ
と
し
う
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら

ず
、
唐も

ろ
こ
し土

に
名
つ
き
た
る
鳥
の
、
選え

り
て
こ
れ
に
の
み
ゐ
る
ら
む
、
い
み
じ
う

心
こ
と
な
り
。
ま
い
て
琴こ

と

に
作
り
て
、さ
ま
ざ
ま
な
る
音ね

の
出い

で
来く

る
な
ど
は
、

を
か
し
な
ど
、世
の
常
に
言
ふ
べ
く
や
は
あ
る
。
い
み
じ
う
こ
そ
め
で
た
け
れ
。

 

（
八
七
〜
八
八
頁
）

以
上
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
「
桐
」
の
描
写

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。少
数
の
作
品
の
極
め
て
少
な
い
表
現
か
ら
み
る
と
、

主
に
『
風
土
記
』に
お
け
る
出
雲
国
に
は
「
赤
桐
」と
「
白
桐
」が
存
在
す
る
こ
と
。『
万

葉
集
』
に
お
け
る
「
桐
」
は
和
歌
に
詠
ま
れ
た
歌
語
で
は
な
い
。
ま
た
奈
良
時
代
か

ら
平
安
中
期
ま
で
の
代
表
的
な
漢
詩
文
に
お
け
る
「
桐
」
も
少
な
い
が
、
そ
の
「
桐
」

の
意
味
は
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
に
お
い
て
極
め
て
少
な
い
「
桐
」
と
清
少
納
言

が
書
い
た
よ
う
に
、
よ
く
音
が
出
る
よ
う
な
琴
の
木
材
の
役
割
で
あ
る
。
実
際
、
桐

と
琴
の
繋
が
る
歴
史
の
典
拠
は
、
古
代
中
国
の
文
学
典
籍
で
あ
る
『
詩
経
』「
鄘
風
」

に
も
見
ら
れ
る
。

定
方
之
中 

定て
い

の
方ま

さ

に
中ち

ゆ
う

す
る
と
き

作
二ー

于
楚
宮
一 

楚そ

宮き
ゆ
う

を
作つ

く于
る

揆
レ

之
以
レ

日 

之こ
れ

を
揆は

か

る
に
日ひ

を
以も

つ

て
し

作
二ー

于
楚
室 

楚そ
し
つ室

を
作つ

く于
る

樹
レ

之
榛
栗 

之こ
れ

に
樹う

ふ
る
に
榛し

ん

栗り
つ

を
も
つ
て
し　

椅
桐
梓
漆 

椅い

・
桐と

う

・
梓し

・
漆し

つ

を
も
つ
て
し

爰
伐
琴
瑟 

爰こ
こ

に
伐き

り
て
琴き

ん
し
つ瑟

と
せ
ん ）
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以
上
の
よ
う
に
、
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
「
桐
」
に
関
わ
る
琴
の
木
材
の
典
拠

は
『
詩
経
』
に
お
け
る
「
桐
」
の
説
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』「
桐

壺
」
に
お
け
る
「
桐
」
は
、
桐
壺
更
衣
の
居
場
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
御
局
は
桐
壺

な
り
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
更
衣
の
邸
の
庭
に
は
「
桐
」
の
樹
が
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
特
に
前
後
の
文
脈
か
ら
み
る
と
、「
琴
」
を
作
る
木
材
の
桐
と
は
関
係
な

さ
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
作
者
の
紫
式
部
の
意
図
は
、
更
衣
の
住
ん
で
い
る
邸
の
庭

に
は
「
桐
」
が
あ
り
、
更
衣
と
「
桐
」
と
関
わ
る
関
係
を
表
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
紫
式
部
は
い
っ
た
い
何
を
念
頭
に
置
い
て
、
物
語
の
中
で
「
桐
」
を
想
定

し
た
の
か
。
こ
の
疑
問
点
の
考
察
は
次
の
節
に
譲
り
た
い
。

四　

意
象
論
か
ら
見
た
「
桐
」
の
悲
し
い
意
象

な
ぜ
紫
式
部
は
「
桐
壺
」
の
「
桐
」
を
想
定
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
古
代

中
国
の
文
学
理
論
で
あ
る
意
象
論
に
従
っ
て
、
新
た
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
作
者
が
意
識
的
に
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
利
用
し
て
悲
劇
的
な
「
桐
壺
帝
」

と
「
桐
壺
更
衣
」
及
び
「
光
る
君
」
ら
の
物
語
を
暗
喩
し
た
方
法
と
考
え
る
。

で
は
、
意
象
論
と
は
何
か
。
ま
ず
こ
の
点
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
代
中
国
の
文
学
理
論
と
し
て
の
意
象
論
の
起
源
は
、
中
国
の
古
典
で
あ
る
『
易

経
』の
八
卦
の
「
卦
象
」で
あ
る
。
す
な
わ
ち
陰
（

）と
陽
（

）の
二
爻
（
こ
う
）の

符
号
を
組
み
合
わ
せ
て
、
八
卦
に
お
け
る
乾
（
け
ん
）
、
兌
（
だ
）
、
離
（
り
）

、
震
（
し
ん
）
、
巽
（
そ
ん
）
、
坎
（
か
ん
）
、
艮
（
ご
ん
）
、
坤
（
こ
ん
）

の
符
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
（
て
ん
）、
沢
（
た
く
）、
火
（
か
）、
雷
（
ら
い
）、
風

（
ふ
う
）、
水
（
す
い
）、
山
（
さ
ん
）、
地
（
ち
）
の
自
然
の
現
象
を
指
す
卦
象
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
符
号
の
形
で
具
体
的
な
物
象
を
表
す
原
理
か
ら
、
象
形
文
字
と
し
て
の

言
語
（
言
）
で
、
具
体
的
な
事
物
や
自
然
物
な
ど
の
表
象
（
象
）
を
表
し
て
、
作
者
自

ら
の
意
識
（
意
）
を
表
現
す
る
こ
と
が
意
象
論
の
本
質
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
易
経
』

「
繋
辞
上
伝
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
言
」「
意
」「
象
」
の
論
説
が
あ
る
。

（29）

『源氏物語』「桐壺」意象考

子
曰
、
書
不 

レ

尽
言
、
言
不
レ

尽
レ

意
。
然
則
聖
人
之
意
、
其
不
レ

可
レ

見
乎
。

子
曰
、
聖
人
立
レ

象
以
尽
レ

意
、
設
レ

卦
以
尽
二

情
偽
一

、
繋
レ

辞
焉
以
尽
二

其

言
一

、
変
而
通
レ

之
以
尽
レ

利
、
鼓
レ

之
舞
レ

之
以
尽
レ

神
。

子し
 
い
は曰

く
、
書し

よ

は
言げ

ん

を
尽つ

く
さ
ず
、
言げ

ん

は
意い

を
尽つ

く
さ
ず
。
然し

か

ら
ば
則す

な
は

ち
聖せ

い
じ
ん人

の
意い

は
、
其そ

れ
見み

る
可べ

か
ら
ざ
る
か
、
と
。
子こ

 
い
は曰

く
、
聖せ

い
じ
ん人

は
象し

や
う

を
立た

て
て

以も
つ

て
意い

を
尽つ

く
し
、
卦く

わ

を
設も

う

け
て
以も

つ

て
情じ

や
う

偽ぎ

を
尽つ

く
し
、
辞じ

を
繋か

け

け
て
以も

つ

て

其そ

の
言げ

ん

を
尽つ

く
し
、
変へ

ん

じ
て
之こ

れ

を
通つ

う

じ
以も

つ

て
利り

を
尽つ

く
し
、
之こ

れ

を
鼓こ

し
之こ

れ

を
舞ぶ

し

し
て
以も

て

て
神し

ん

を
尽つ

く
す
、
と ）
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。

右
の
よ
う
に
、
簡
単
に
言
う
と
、
象
を
立
て
て
、
言
葉
の
表
現
で
満
足
で
き
な
い

部
分
の
意
味
を
表
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

古
代
中
国
の
文
学
理
論
の
白
眉
と
言
わ
れ
た
『
文
心
雕
龍
』（
平
安
中
期
『
日
本
国

見
在
書
目
録
』
に
記
載
）「
神
思
」
篇
の
中
で
、
初
め
て
意
と
象
を
ま
と
め
て
「
意
象
」

と
定
め
た
。

然
後
使
下

玄
解
之
宰
、
尋
二

声
律
一

而
定
レ

墨
、
独
照
之
匠
、
闚
二

意
象
一

而

運
上
レ

斤
。
以
蓋
馭
レ

文
之
首
術
、
謀
レ

篇
之
大
端
。

然し
か

る
後の

ち

、
玄げ

ん

解か
い

の
宰さ

い

を
し
て
声せ

い

律り
つ

を
尋た

づ

ね
て
墨す

み

を
定さ

だ

め
し
め
、
独ど

く

照せ
う

の
匠し

や
う

を
し

て
意い

象し
や
う

を
闚う

か
が

つ
て
斤

ま
さ
か
り

を
運め

ぐ

ら
し
む
。
此こ

れ
蓋は

だ

し
文ぶ

ん

を
馭ぎ

よ

す
る
の
首し

ゆ
じ
ゆ
つ術

に
し
て
、

篇へ
ん

を
謀は

か

る
の
大だ

い
た
ん端

な
り ）
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。

『
文
心
雕
龍
』
以
後
、
歴
代
の
詩
格
の
中
で
は
意
象
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
例
え
ば
、
唐
代
の
司
空
図
の
『
二
十
四
詩
品
』
の
「
縝
密
」
に
は
「
意
象
欲
レ

生
、

造
化
已
奇
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
日
本
の
詩
論
書
の
開
祖
と
言

わ
れ
た
平
安
初
期
『
文
鏡
秘
府
論
』
に
は
、
興
味
深
く
こ
と
に
「
意
」
と
「
象
」
を
論

じ
て
い
る
。
例
え
ば
「
地
巻
」
の
最
後
に
「
九
意
」
が
あ
り
、
ま
た
「
南
巻
」
に
は
「
論

文
意
」
が
あ
る
。「
九
意
」
は
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
山
、
水
、
雪
、
雨
、
風
の
九
つ
の

自
然
物
に
関
す
る
現
象
で
あ
る
。
ま
た
「
論
文
意
」で
は
、次
の
よ
う
な
論
述
が
あ
る
。

四
時
気
象
、
皆
以
レ
意
排
レ
之
、
令
レ
有
二

次
序
一
、令
レ

兼
レ

意
説
レ

之
為
レ

妙 ）
18
（

。

以
上
の
論
説
は
、
意
象
論
の
論
旨
と
似
て
い
る
。
つ
ま
り
四
季
の
現
象
を
表
す
場

合
、
作
者
の
意
識
に
よ
っ
て
前
後
の
並
び
、
心
の
意
思
を
兼
ね
て
叙
述
す
る
こ
と
が

妙
に
な
る
。
事
物
や
自
然
物
、
動
物
、
植
物
な
ど
の
表
象
を
借
り
て
、
作
者
自
ら
の

意
識
と
情
緒
を
融
合
さ
せ
た
こ
と
が
意
象
論
の
焦
点
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
事
物
、
自
然
物
な
ど
の
対
象
は
そ
の
ま
ま
作
品
の
中
で
映
す
だ
け
で

は
な
く
、
作
者
の
意
識
や
情
緒
が
浸
透
し
た
意
象
で
あ
る
。
二
十
世
紀
八
十
年
代
か

ら
中
国
で
は
意
象
論
の
研
究
は
文
学
、
映
画
、
音
楽
、
美
術
、
書
道
、
心
理
学
、
神

経
美
学
な
ど
の
多
く
の
領
域
で
活
躍
し
て
い
る
。

以
上
の
意
象
論
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
な
ぜ
紫
式
部
が
「
桐
壺
」
の
「
桐
」
を
想
定

し
た
の
か
。
こ
の
点
を
解
く
た
め
に
、「
桐
」
が
登
場
し
た
「
御
局
は
桐
壺
な
り
」
の

前
後
文
脈
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
文
頭
の
数
字
は
稿
者
が
付
け

た
も
の
で
あ
る
。
引
用
は
前
同
。

❶
は
じ
め
よ
り
お
し
な
べ
て
の
上う

へ
み
や
づ
か
へ

宮
仕
し
た
ま
ふ
べ
き
際き

は

に
は
あ
ら
ざ
り
き
。

お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
上じ

や
う
ず衆

め
か
し
け
れ
ど
、
わ
り
な
く
ま
つ
は
さ
せ

た
ま
ふ
あ
ま
り
に
、
さ
る
べ
き
御
遊
び
の
を
り
を
り
、
何
ご
と
に
も
ゆ
ゑ
あ
る

こ
と
の
ふ
し
ぶ
し
に
は
、
ま
づ
参ま

う

上の
ぼ

ら
せ
た
ま
ふ
、
あ
る
時
に
は
、
大お

ほ
と
の殿

籠ご
も

り

す
ぐ
し
て
や
が
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
な
ど
、
あ
な
が
ち
に
御お

ま
へ前

さ
ら
ず
も
て

な
さ
せ
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
お
の
づ
か
ら
軽か

ろ

き
方か

た

に
も
見
え
し
を
、
こ
の
皇
子

生
ま
れ
た
ま
ひ
て
後の

ち

は
、
い
と
心
こ
と
に
思
ほ
し
お
き
て
た
れ
ば
、
坊ぼ

う

に
も
、

よ
う
せ
ず
は
、
こ
の
皇み

こ子
の
ゐ
た
ま
ふ
べ
き
な
め
り
と
、
一
の
皇
子
の
女
御
は

思お
ぼ

し
疑
へ
り
。
人
よ
り
さ
き
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
な
べ

て
な
ら
ず
、
皇み

こ女
た
ち
な
ど
も
お
あ
は
し
ま
せ
ば
、
こ
の
御
方か

た

の
御
諫い

さ

め
を
の

み
ぞ
な
ほ
わ
づ
ら
は
し
う
心
苦
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。

❷
か
し
こ
き
御
陰か

げ

を
ば
頼
み
き
こ
え
な
が
ら
、
お
と
し
め
疵き

ず

を
求
め
た
ま
ふ
人
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桐き
り

の
木
の
花
、
紫
に
咲
き
た
る
は
、
な
ほ
を
か
し
き
に
、
葉
の
ひ
ろ
ご
り
ざ

ま
ぞ
う
た
て
こ
ち
た
け
れ
ど
、
こ
と
木
ど
も
と
ひ
と
し
う
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら

ず
、
唐も

ろ
こ
し土

に
名
つ
き
た
る
鳥
の
、
選え

り
て
こ
れ
に
の
み
ゐ
る
ら
む
、
い
み
じ
う

心
こ
と
な
り
。
ま
い
て
琴こ

と

に
作
り
て
、さ
ま
ざ
ま
な
る
音ね

の
出い

で
来く

る
な
ど
は
、

を
か
し
な
ど
、世
の
常
に
言
ふ
べ
く
や
は
あ
る
。
い
み
じ
う
こ
そ
め
で
た
け
れ
。

 

（
八
七
〜
八
八
頁
）

以
上
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
「
桐
」
の
描
写

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。少
数
の
作
品
の
極
め
て
少
な
い
表
現
か
ら
み
る
と
、

主
に
『
風
土
記
』に
お
け
る
出
雲
国
に
は
「
赤
桐
」と
「
白
桐
」が
存
在
す
る
こ
と
。『
万

葉
集
』
に
お
け
る
「
桐
」
は
和
歌
に
詠
ま
れ
た
歌
語
で
は
な
い
。
ま
た
奈
良
時
代
か

ら
平
安
中
期
ま
で
の
代
表
的
な
漢
詩
文
に
お
け
る
「
桐
」
も
少
な
い
が
、
そ
の
「
桐
」

の
意
味
は
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
に
お
い
て
極
め
て
少
な
い
「
桐
」
と
清
少
納
言

が
書
い
た
よ
う
に
、
よ
く
音
が
出
る
よ
う
な
琴
の
木
材
の
役
割
で
あ
る
。
実
際
、
桐

と
琴
の
繋
が
る
歴
史
の
典
拠
は
、
古
代
中
国
の
文
学
典
籍
で
あ
る
『
詩
経
』「
鄘
風
」

に
も
見
ら
れ
る
。

定
方
之
中 

定て
い

の
方ま

さ

に
中ち

ゆ
う

す
る
と
き

作
二ー

于
楚
宮
一 

楚そ

宮き
ゆ
う

を
作つ

く于
る

揆
レ

之
以
レ

日 

之こ
れ

を
揆は

か

る
に
日ひ

を
以も

つ

て
し

作
二ー

于
楚
室 

楚そ
し
つ室

を
作つ

く于
る

樹
レ

之
榛
栗 

之こ
れ

に
樹う

ふ
る
に
榛し

ん

栗り
つ

を
も
つ
て
し　

椅
桐
梓
漆 

椅い

・
桐と

う

・
梓し

・
漆し

つ

を
も
つ
て
し

爰
伐
琴
瑟 

爰こ
こ

に
伐き

り
て
琴き

ん
し
つ瑟

と
せ
ん ）

15
（

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
「
桐
」
に
関
わ
る
琴
の
木
材
の
典
拠

は
『
詩
経
』
に
お
け
る
「
桐
」
の
説
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』「
桐

壺
」
に
お
け
る
「
桐
」
は
、
桐
壺
更
衣
の
居
場
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
御
局
は
桐
壺

な
り
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
更
衣
の
邸
の
庭
に
は
「
桐
」
の
樹
が
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
特
に
前
後
の
文
脈
か
ら
み
る
と
、「
琴
」
を
作
る
木
材
の
桐
と
は
関
係
な

さ
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
作
者
の
紫
式
部
の
意
図
は
、
更
衣
の
住
ん
で
い
る
邸
の
庭

に
は
「
桐
」
が
あ
り
、
更
衣
と
「
桐
」
と
関
わ
る
関
係
を
表
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
紫
式
部
は
い
っ
た
い
何
を
念
頭
に
置
い
て
、
物
語
の
中
で
「
桐
」
を
想
定

し
た
の
か
。
こ
の
疑
問
点
の
考
察
は
次
の
節
に
譲
り
た
い
。

四　

意
象
論
か
ら
見
た
「
桐
」
の
悲
し
い
意
象

な
ぜ
紫
式
部
は
「
桐
壺
」
の
「
桐
」
を
想
定
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
古
代

中
国
の
文
学
理
論
で
あ
る
意
象
論
に
従
っ
て
、
新
た
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
作
者
が
意
識
的
に
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
利
用
し
て
悲
劇
的
な
「
桐
壺
帝
」

と
「
桐
壺
更
衣
」
及
び
「
光
る
君
」
ら
の
物
語
を
暗
喩
し
た
方
法
と
考
え
る
。

で
は
、
意
象
論
と
は
何
か
。
ま
ず
こ
の
点
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
代
中
国
の
文
学
理
論
と
し
て
の
意
象
論
の
起
源
は
、
中
国
の
古
典
で
あ
る
『
易

経
』の
八
卦
の
「
卦
象
」で
あ
る
。
す
な
わ
ち
陰
（

）と
陽
（

）の
二
爻
（
こ
う
）の

符
号
を
組
み
合
わ
せ
て
、
八
卦
に
お
け
る
乾
（
け
ん
）
、
兌
（
だ
）
、
離
（
り
）

、
震
（
し
ん
）
、
巽
（
そ
ん
）
、
坎
（
か
ん
）
、
艮
（
ご
ん
）
、
坤
（
こ
ん
）

の
符
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
（
て
ん
）、
沢
（
た
く
）、
火
（
か
）、
雷
（
ら
い
）、
風

（
ふ
う
）、
水
（
す
い
）、
山
（
さ
ん
）、
地
（
ち
）
の
自
然
の
現
象
を
指
す
卦
象
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
符
号
の
形
で
具
体
的
な
物
象
を
表
す
原
理
か
ら
、
象
形
文
字
と
し
て
の

言
語
（
言
）
で
、
具
体
的
な
事
物
や
自
然
物
な
ど
の
表
象
（
象
）
を
表
し
て
、
作
者
自

ら
の
意
識
（
意
）
を
表
現
す
る
こ
と
が
意
象
論
の
本
質
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
易
経
』

「
繋
辞
上
伝
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
言
」「
意
」「
象
」
の
論
説
が
あ
る
。

（29）

『源氏物語』「桐壺」意象考

子
曰
、
書
不 

レ

尽
言
、
言
不
レ

尽
レ

意
。
然
則
聖
人
之
意
、
其
不
レ

可
レ

見
乎
。

子
曰
、
聖
人
立
レ

象
以
尽
レ

意
、
設
レ

卦
以
尽
二

情
偽
一

、
繋
レ

辞
焉
以
尽
二

其

言
一

、
変
而
通
レ

之
以
尽
レ

利
、
鼓
レ

之
舞
レ

之
以
尽
レ

神
。

子し
 
い
は曰

く
、
書し

よ

は
言げ

ん

を
尽つ

く
さ
ず
、
言げ

ん

は
意い

を
尽つ

く
さ
ず
。
然し

か

ら
ば
則す

な
は

ち
聖せ

い
じ
ん人

の
意い

は
、
其そ

れ
見み

る
可べ

か
ら
ざ
る
か
、
と
。
子こ

 
い
は曰

く
、
聖せ

い
じ
ん人

は
象し

や
う

を
立た

て
て

以も
つ

て
意い

を
尽つ

く
し
、
卦く

わ

を
設も

う

け
て
以も

つ

て
情じ

や
う

偽ぎ

を
尽つ

く
し
、
辞じ

を
繋か

け

け
て
以も

つ

て

其そ

の
言げ

ん

を
尽つ

く
し
、
変へ

ん

じ
て
之こ

れ

を
通つ

う

じ
以も

つ

て
利り

を
尽つ

く
し
、
之こ

れ

を
鼓こ

し
之こ

れ

を
舞ぶ

し

し
て
以も

て

て
神し

ん

を
尽つ

く
す
、
と ）

16
（

。

右
の
よ
う
に
、
簡
単
に
言
う
と
、
象
を
立
て
て
、
言
葉
の
表
現
で
満
足
で
き
な
い

部
分
の
意
味
を
表
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

古
代
中
国
の
文
学
理
論
の
白
眉
と
言
わ
れ
た
『
文
心
雕
龍
』（
平
安
中
期
『
日
本
国

見
在
書
目
録
』
に
記
載
）「
神
思
」
篇
の
中
で
、
初
め
て
意
と
象
を
ま
と
め
て
「
意
象
」

と
定
め
た
。

然
後
使
下

玄
解
之
宰
、
尋
二

声
律
一

而
定
レ

墨
、
独
照
之
匠
、
闚
二

意
象
一

而

運
上
レ

斤
。
以
蓋
馭
レ

文
之
首
術
、
謀
レ

篇
之
大
端
。

然し
か

る
後の

ち

、
玄げ

ん

解か
い

の
宰さ

い

を
し
て
声せ

い

律り
つ

を
尋た

づ

ね
て
墨す

み

を
定さ

だ

め
し
め
、
独ど

く

照せ
う

の
匠し

や
う

を
し

て
意い

象し
や
う

を
闚う

か
が

つ
て
斤

ま
さ
か
り

を
運め

ぐ

ら
し
む
。
此こ

れ
蓋は

だ

し
文ぶ

ん

を
馭ぎ

よ

す
る
の
首し

ゆ
じ
ゆ
つ術

に
し
て
、

篇へ
ん

を
謀は

か

る
の
大だ

い
た
ん端

な
り ）

17
（

。

『
文
心
雕
龍
』
以
後
、
歴
代
の
詩
格
の
中
で
は
意
象
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
例
え
ば
、
唐
代
の
司
空
図
の
『
二
十
四
詩
品
』
の
「
縝
密
」
に
は
「
意
象
欲
レ

生
、

造
化
已
奇
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
日
本
の
詩
論
書
の
開
祖
と
言

わ
れ
た
平
安
初
期
『
文
鏡
秘
府
論
』
に
は
、
興
味
深
く
こ
と
に
「
意
」
と
「
象
」
を
論

じ
て
い
る
。
例
え
ば
「
地
巻
」
の
最
後
に
「
九
意
」
が
あ
り
、
ま
た
「
南
巻
」
に
は
「
論

文
意
」
が
あ
る
。「
九
意
」
は
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
山
、
水
、
雪
、
雨
、
風
の
九
つ
の

自
然
物
に
関
す
る
現
象
で
あ
る
。
ま
た
「
論
文
意
」で
は
、次
の
よ
う
な
論
述
が
あ
る
。

四
時
気
象
、
皆
以
レ
意
排
レ
之
、
令
レ
有
二

次
序
一
、令
レ

兼
レ

意
説
レ

之
為
レ

妙 ）
18
（

。

以
上
の
論
説
は
、
意
象
論
の
論
旨
と
似
て
い
る
。
つ
ま
り
四
季
の
現
象
を
表
す
場

合
、
作
者
の
意
識
に
よ
っ
て
前
後
の
並
び
、
心
の
意
思
を
兼
ね
て
叙
述
す
る
こ
と
が

妙
に
な
る
。
事
物
や
自
然
物
、
動
物
、
植
物
な
ど
の
表
象
を
借
り
て
、
作
者
自
ら
の

意
識
と
情
緒
を
融
合
さ
せ
た
こ
と
が
意
象
論
の
焦
点
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
事
物
、
自
然
物
な
ど
の
対
象
は
そ
の
ま
ま
作
品
の
中
で
映
す
だ
け
で

は
な
く
、
作
者
の
意
識
や
情
緒
が
浸
透
し
た
意
象
で
あ
る
。
二
十
世
紀
八
十
年
代
か

ら
中
国
で
は
意
象
論
の
研
究
は
文
学
、
映
画
、
音
楽
、
美
術
、
書
道
、
心
理
学
、
神

経
美
学
な
ど
の
多
く
の
領
域
で
活
躍
し
て
い
る
。

以
上
の
意
象
論
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
な
ぜ
紫
式
部
が
「
桐
壺
」
の
「
桐
」
を
想
定

し
た
の
か
。
こ
の
点
を
解
く
た
め
に
、「
桐
」
が
登
場
し
た
「
御
局
は
桐
壺
な
り
」
の

前
後
文
脈
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
文
頭
の
数
字
は
稿
者
が
付
け

た
も
の
で
あ
る
。
引
用
は
前
同
。

❶
は
じ
め
よ
り
お
し
な
べ
て
の
上う

へ
み
や
づ
か
へ

宮
仕
し
た
ま
ふ
べ
き
際き

は

に
は
あ
ら
ざ
り
き
。

お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
上じ

や
う
ず衆

め
か
し
け
れ
ど
、
わ
り
な
く
ま
つ
は
さ
せ

た
ま
ふ
あ
ま
り
に
、
さ
る
べ
き
御
遊
び
の
を
り
を
り
、
何
ご
と
に
も
ゆ
ゑ
あ
る

こ
と
の
ふ
し
ぶ
し
に
は
、
ま
づ
参ま

う

上の
ぼ

ら
せ
た
ま
ふ
、
あ
る
時
に
は
、
大お

ほ
と
の殿

籠ご
も

り

す
ぐ
し
て
や
が
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
な
ど
、
あ
な
が
ち
に
御お

ま
へ前

さ
ら
ず
も
て

な
さ
せ
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
お
の
づ
か
ら
軽か

ろ

き
方か

た

に
も
見
え
し
を
、
こ
の
皇
子

生
ま
れ
た
ま
ひ
て
後の

ち

は
、
い
と
心
こ
と
に
思
ほ
し
お
き
て
た
れ
ば
、
坊ぼ

う

に
も
、

よ
う
せ
ず
は
、
こ
の
皇み

こ子
の
ゐ
た
ま
ふ
べ
き
な
め
り
と
、
一
の
皇
子
の
女
御
は

思お
ぼ

し
疑
へ
り
。
人
よ
り
さ
き
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
な
べ

て
な
ら
ず
、
皇み

こ女
た
ち
な
ど
も
お
あ
は
し
ま
せ
ば
、
こ
の
御
方か

た

の
御
諫い

さ

め
を
の

み
ぞ
な
ほ
わ
づ
ら
は
し
う
心
苦
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。

❷
か
し
こ
き
御
陰か

げ

を
ば
頼
み
き
こ
え
な
が
ら
、
お
と
し
め
疵き

ず

を
求
め
た
ま
ふ
人
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は
多
く
、
わ
が
身
は
か
弱
く
も
の
は
か
な
き
あ
り
さ
ま
に
て
、
な
か
な
か
な
る

も
の
思
ひ
を
ぞ
し
た
ま
ふ
。

❸
御み

つ
ぼ
ね局

は
桐き

り
つ
ぼ壺

な
り
。
あ
ま
た
の
御
方か

た
が
た々

を
過
ぎ
さ
せ
た
ま
ひ
て
隙ひ

ま

な
き
御お

ほ
む
ま
へ前

渡わ
た

り
に
、
人
の
御み

こ
こ
ろ心

を
尽
く
し
た
ま
ふ
も
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
た
り
。
参ま

う

上の
ぼ

り
た
ま
ふ
に
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
る
を
り
を
り
は
、
打う

ち

橋は
し

、
渡わ

た

殿ど
の

の
こ
こ
か

し
こ
の
道
に
あ
や
し
き
わ
ざ
を
し
つ
つ
、
御
送
り
迎
へ
の
人
の
衣き

ぬ

の
裾す

そ

た
へ
が

た
く
ま
さ
な
き
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
時
に
は
、
え
避さ

ら
ぬ
馬め

道だ
う

の
戸
を

鎖さ

し
こ
め
、
こ
な
た
か
な
た
心
を
合
は
せ
て
は
し
た
な
め
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ふ

時
も
多
か
り
。
事
に
ふ
れ
て
、
数
知
ら
ず
苦
し
き
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
、
い
と

い
た
う
思
ひ
わ
び
た
る
を
い
と
ど
あ
は
れ
と
御
覧
じ
て
、
後ご

う

涼ら
う

殿で
ん

に
も
と
よ
り

さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
更か

う
い衣

の
曹ざ

う
し司

を
ほ
か
に
移
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
上う

へ
つ
ぼ
ね局

に
賜た

ま
は

す
。

そ
の
恨
み
ま
し
て
や
ら
む
方
な
し
。

 

（
一
九
〜
二
〇
頁
）

❶
あ
る
更
衣
は
ほ
か
の
女
御
よ
り
極
め
て
帝
に
寵
愛
さ
れ
、
皇
子
が
生
ま
れ
て
か

ら
、
ま
す
ま
す
帝
に
愛
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
第
一
皇
子
を
生
ん
だ
妃
や
ほ
か
の
女

御
か
ら
の
嫉
妬
や
迫
害
が
強
く
な
り
、
帝
の
特
別
な
愛
に
対
し
て
、
こ
の
更
衣
は
だ

ん
だ
ん
苦
し
く
な
る
状
態
で
あ
る
。
❷
更
衣
は
ま
す
ま
す
体
も
心
も
弱
く
な
っ
て
き

た
。こ
の
よ
う
な
周
り
に
助
け
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
よ
う
な
苦
し
い
状
況
の
中
で
、

❸
居
場
所
の
庭
に
は
「
桐
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
の
女
御
た
ち
の
い

じ
め
は
ま
す
ま
す
強
く
な
り
、
道
の
中
の
汚
れ
物
で
、
衣
の
裾
を
汚
し
た
り
、
出
入

口
を
閉
め
た
り
、
仕
方
な
く
、
帝
が
近
く
に
住
む
と
こ
ろ
に
移
っ
た
が
、
以
前
に
住

ん
で
い
る
人
か
ら
も
怒
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
❶
❷
❸
の
哀
調
を
帯
び
た
帝
と
の
悲
恋
で
あ
る
更
衣
の
極
め
て
孤

独
、
無
援
、
苦
し
い
状
態
の
中
で
、「
桐
壺
」
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
「
桐
壺
」
に

つ
い
て
は
、
か
つ
て
藤
井
貞
和
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

か
な
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
、
つ
ま
り
身
分
が
低
い
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ

に
い
る
の
だ
と
解
釈
す
る
人
も
い
ま
す
。
こ
の
更
衣
が
桐
壺
に
い
る
と
い
う
こ

と
に
は
、
も
っ
と
別
の
こ
め
ら
れ
た
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
と
し

て
は
必
ず
し
も
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
段
階
で
す ）

19
（

。

正
し
く
藤
井
貞
和
が
分
析
さ
れ
た
通
り
に
、
お
そ
ら
く
作
者
が
「
桐
」
を
想
定
し

た
こ
と
は
、
詩
的
な
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
受
け
て
、
桐
壺
更
衣
と
桐
壺
帝
の
悲

恋
の
物
語
を
暗
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
意
象
論
の
視
点
か
ら
み

る
と
、「
桐
」
に
悲
し
い
意
象
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
作
者
が
「
桐
壺
」
巻

の
中
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
た
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
感
傷
詩
﹇
〇
五
九
六
﹈「
長
恨

歌
」
の
中
に
登
場
さ
れ
た
「
梧
桐
」
は
哀
感
を
そ
そ
る
意
象
が
見
え
る
。

春
風
桃
李
花
開
日 

春し
ゆ
ん
ぶ
う風　

桃た
う

李り　

花は
な

開ひ
ら

く
日ひ

、

秋
雨 

梧
桐
葉
落
時 ）

20
（

 

秋し
う
う雨　

梧ご
ど
う桐　

葉は

お落
つ
る
時と

き

。

右
の
「
桐
」
は
、
葉
が
落
ち
て
さ
ら
に
雨
を
浴
び
で
、
秋
の
哀
愁
を
催
す
意
象
が

目
の
前
に
湧
い
て
く
る
。
菅
原
道
真
が
こ
の
詩
句
を
、「
葉
落
梧
桐
雨
打
時 ）
21
（

（
葉は

の

落お

つ
る
梧ご
と
う桐
は
雨あ
め

の
打う

つ
時と
き

）」
と
変
容
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
菅
原
道
真
が
、

白
居
易
の
「
秋
雨
」
よ
り
「
雨
で
打
つ
」
に
変
え
て
、
い
っ
そ
う
悲
し
い
「
桐
」
の
意

象
が
深
め
ら
れ
た
。
こ
の
「
桐
」
に
関
わ
る
「
秋
の
悲
哀
」
に
つ
い
て
、
新
間
一
美
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
巻
名
が
「
長
恨
歌
」
の
「
秋
雨
梧
桐
葉
落
時
」
を
意
識
し
て
生
ま
れ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
は
か
な
く
も
散
っ
た
更
衣
の
姿
と
帝
の
「
秋
の
悲

哀
」
と
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
巻
名
は
一
面
で
更
衣
の

生
と
死
、
及
び
帝
の
愛
と
悲
哀
を
象
徴
し
、
一
面
で
そ
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
光

源
氏
の
生
活
基
盤
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
主
人
公
を
そ
の
父
母
と
の
関

連
か
ら
紹
介
す
る
と
い
う
巻
の
内
容
に
、
実
に
ふ
さ
わ
し
い
巻
名
な
の
で
あ

る ）
22
（

。

（31）

『源氏物語』「桐壺」意象考

確
か
に
新
間
一
美
の
指
摘
は
否
定
で
き
な
い
が
、
た
だ
作
者
の
紫
式
部
は
こ
の
一

箇
所
「
桐
」
だ
け
で
な
く
、
総
合
的
な
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
か
ら
「
桐
壺
」
を
設
定

し
た
と
考
え
る
。
前
掲
し
た
❶
❷
❸
の
よ
う
に
、
特
に
文
学
的
な
「
孤
桐
」
の
意
象

に
つ
い
て
は
、
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
に
関
す
る
孤
立
の
状
況
に
深
く
投
影
し
た
と
見

え
る
。
つ
ま
り
紫
式
部
の
手
元
の
古
典
文
学
に
お
け
る
悲
し
む
「
孤
桐
」
の
意
象
を

重
ね
て
受
け
て
、
強
く
意
識
し
て
悲
恋
の
更
衣
を
「
桐
壺
」
に
造
形
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
文
学
的
な
「
孤
桐
」
の
意
象
は
し
ば
し
ば
古
代
中
国
の
典
籍
の
中
に
登
場
し

て
い
る
。
例
え
ば
、『
書
経
』「
禹
貢
」
篇
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
孤
桐
」
が
あ
る
。

嶧
陽
孤
桐 

嶧え
き

の
陽や

う

は
孤こ

桐ど
う

な
り

泗
濱
浮
磬 

泗し

濱ひ
ん

は
浮ふ

け
い磬

な
り ）

23
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お
そ
ら
く
孤
立
で
あ
る
桐
の
樹
幹
か
ら
、
詩
語
と
し
て
の
「
孤
桐
」
意
象
が
誕
生

し
た
の
だ
ろ
う
。
唐
詩
の
中
に
は
「
孤
桐
」
を
引
用
し
た
詩
作
は
幾
つ
か
見
え
る
。

典
型
な
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
白
居
易
が
書
い
た
「
雲
居
寺
孤
桐
」（
雲う
ん
ご
じ

居
寺
の
孤こ

桐と
う

の
詩
）（『
白
氏
文
集
』
巻
一
諷
諭
詩
﹇
〇
〇
一
一
﹈
に
収
録
）
詩
が
あ
り
、
次
の
よ
う

な
「
孤
桐
」
の
意
象
が
見
え
る
。

四
面
無
二

附
枝
一

 
四し

め
ん面　

附ふ

枝し

無な

く
、

中
心
有
二

通
理
一

 
中ち

ゆ
う
し
ん心 

通つ
う

理り

有あ

り
と ）

24
（

。

右
の
孤
桐
の
意
象
か
ら
見
る
と
、
前
掲
し
た
❸
の
よ
う
に
、
い
じ
め
ら
れ
た
桐
壺

更
衣
の
孤
独
、
無
援
、
苦
し
い
が
、
心
の
中
に
桐
壺
帝
の
深
愛
を
受
け
て
い
る
姿
は

詩
的
な
「
孤
桐
」
の
意
象
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
作
者
が
総
合
的
な
悲
し
い
「
孤
桐
」
の
意
象
を
受
け
て
、
さ
ら

に
白
居
易
と
親
友
の
元
稹
の
間
に
「
和
答
詩
」
に
関
す
る
悲
し
む
「
桐
の
花
」
の
意
象

を
重
ね
て
、
強
い
て
意
識
し
て
孤
立
、
無
援
で
あ
る
更
衣
の
居
場
所
の
淑
景
舎
の
庭

に
文
学
的
に
「
桐
を
植
え
た
」
動
機
が
見
え
る
。

『
白
氏
文
集
』
巻
二
諷
諭
詩
﹇
〇
一
〇
〇
﹈「
和
答
詩
」
に
は
一
〇
首
が
あ
る
。
そ

の
う
ち
、
第
三
首
は
﹇
〇
一
〇
三
﹈「
答
二

桐
花
一

詩
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
左
遷
さ
れ

た 

元
稹
が
途
中
で
、
地
面
に
落
ち
た
桐
の
花
が
さ
び
れ
て
い
る
風
景
を
見
て
、
自
ら

下
げ
ら
れ
た
身
分
を
感
興
し
て
思
わ
ず
「
桐
花
」
詩
（『
元
氏
長
慶
集
』
巻
一
に
収
録
）

を
書
い
て
白
居
易
に
送
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
白
居
易
が
元
稹
の
「
桐
花
」
詩
に

対
し
て
、「
答
二

桐
花
詩
一

」
を
贈
答
し
た
の
で
あ
る
。
両
詩
と
も
長
い
が
、
こ
こ
で

注
目
し
た
い
詩
句
の
み
を
取
り
上
げ
て
置
き
た
い
。　
　

ま
ず
は
元
稹
の
不
遇
な
孤
独
の
桐
の
花
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
。

 

尓
生
不
得
所 

 
尓な

ん
ぢ

生
き
て
所
を
得
ざ
れ
ば
、

我
願
裁
為
琴 

　

我
願
は
く
は
裁
ち
て
琴
を
為
り
、

安
置
君
王
側 

　

君
王
の
側
に
安
置
し
て　

調
和
元
首
音 ）

25
（

 

 
元
首
の
音
を
調
和
せ
し
め
ん
こ
と
を ）

26
（

。

前
掲
し
た
よ
う
に
、
日
中
古
典
文
学
に
お
け
る
桐
の
一
つ
表
現
は
琴
を
作
る
好
材

料
で
あ
る
。
そ
し
て 

元
稹
の
詩
句
の
意
味
は
、
不
遇
な
山
の
中
の
桐
を
裁
断
し
て
、

よ
い
曲
を
出
る
琴
を
作
っ
て
、
君
王
の
側
に
お
い
て
置
く
と
い
う
意
思
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
次
の
白
居
易
の
「
答
二

桐
花
一

詩
」
の
詩
句
に
注
目
し
た
い
。　

我
思
五
丁
力 

我わ
れ

は
思お

も

ふ　

五ご
て
い丁

の
力ち

か
ら

も
て
、

抜
入
二

九
重
城
一 

抜ぬ

き
て
九き

う
ち
よ
う重

の
城し

ろ

に
入い

れ
ん
こ
と
を
。

 

当
二

君
正
殿
栽
一 

君き
み

が
正せ

い
で
ん殿

の
栽

う
ゑ
も
の

に
当あ

つ
れ
ば
、

花
葉
生
二

光
晶 ）

27
（

一 

花く
わ

葉え
ふ

に
光く

わ
う

晶し
や
う

を
生し

や
う

ぜ
ん ）

28
（

。

十
分
留
意
し
た
い
の
は
、
三
句
の
目
に
は
、
白
居
易
は
元
稹
と
違
っ
て
、
使
っ
た

動
詞
に
は
、「
裁
断
」
の
「
裁
」
で
は
な
く
、「
栽
培
」
の
「
栽
」
に
変
え
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
白
居
易
の
意
思
は
、
岡
村
繁
の
次
の
よ
う
な
解
釈
の
通
り
で
あ
る
。

私
は
思
う
の
だ
が
、
か
の
蜀
の
五
人
の
怪
力
士
の
手
で
、
こ
の
木
を
引
き
抜
い

て
奥
深
い
天
子
の
宮
殿
に
移
植
さ
せ
た
い
も
の
だ
。
こ
れ
を
君
主
の
正
殿
の
植

え
物
に
充
て
た
な
ら
、
そ
の
花
も
葉
も
き
ら
き
ら
と
光
り
輝
く
こ
と
だ
ろ
う ）

29
（

。
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は
多
く
、
わ
が
身
は
か
弱
く
も
の
は
か
な
き
あ
り
さ
ま
に
て
、
な
か
な
か
な
る

も
の
思
ひ
を
ぞ
し
た
ま
ふ
。

❸
御み

つ
ぼ
ね局

は
桐き

り
つ
ぼ壺

な
り
。
あ
ま
た
の
御
方か

た
が
た々

を
過
ぎ
さ
せ
た
ま
ひ
て
隙ひ

ま

な
き
御お

ほ
む
ま
へ前

渡わ
た

り
に
、
人
の
御み

こ
こ
ろ心

を
尽
く
し
た
ま
ふ
も
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
た
り
。
参ま

う

上の
ぼ

り
た
ま
ふ
に
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
る
を
り
を
り
は
、
打う

ち

橋は
し

、
渡わ

た

殿ど
の

の
こ
こ
か

し
こ
の
道
に
あ
や
し
き
わ
ざ
を
し
つ
つ
、
御
送
り
迎
へ
の
人
の
衣き

ぬ

の
裾す

そ

た
へ
が

た
く
ま
さ
な
き
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
時
に
は
、
え
避さ

ら
ぬ
馬め

道だ
う

の
戸
を

鎖さ

し
こ
め
、
こ
な
た
か
な
た
心
を
合
は
せ
て
は
し
た
な
め
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ふ

時
も
多
か
り
。
事
に
ふ
れ
て
、
数
知
ら
ず
苦
し
き
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
、
い
と

い
た
う
思
ひ
わ
び
た
る
を
い
と
ど
あ
は
れ
と
御
覧
じ
て
、
後ご

う

涼ら
う

殿で
ん

に
も
と
よ
り

さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
更か

う
い衣

の
曹ざ

う
し司

を
ほ
か
に
移
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
上う

へ
つ
ぼ
ね局

に
賜た

ま
は

す
。

そ
の
恨
み
ま
し
て
や
ら
む
方
な
し
。

 

（
一
九
〜
二
〇
頁
）

❶
あ
る
更
衣
は
ほ
か
の
女
御
よ
り
極
め
て
帝
に
寵
愛
さ
れ
、
皇
子
が
生
ま
れ
て
か

ら
、
ま
す
ま
す
帝
に
愛
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
第
一
皇
子
を
生
ん
だ
妃
や
ほ
か
の
女

御
か
ら
の
嫉
妬
や
迫
害
が
強
く
な
り
、
帝
の
特
別
な
愛
に
対
し
て
、
こ
の
更
衣
は
だ

ん
だ
ん
苦
し
く
な
る
状
態
で
あ
る
。
❷
更
衣
は
ま
す
ま
す
体
も
心
も
弱
く
な
っ
て
き

た
。こ
の
よ
う
な
周
り
に
助
け
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
よ
う
な
苦
し
い
状
況
の
中
で
、

❸
居
場
所
の
庭
に
は
「
桐
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
の
女
御
た
ち
の
い

じ
め
は
ま
す
ま
す
強
く
な
り
、
道
の
中
の
汚
れ
物
で
、
衣
の
裾
を
汚
し
た
り
、
出
入

口
を
閉
め
た
り
、
仕
方
な
く
、
帝
が
近
く
に
住
む
と
こ
ろ
に
移
っ
た
が
、
以
前
に
住

ん
で
い
る
人
か
ら
も
怒
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
❶
❷
❸
の
哀
調
を
帯
び
た
帝
と
の
悲
恋
で
あ
る
更
衣
の
極
め
て
孤

独
、
無
援
、
苦
し
い
状
態
の
中
で
、「
桐
壺
」
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
「
桐
壺
」
に

つ
い
て
は
、
か
つ
て
藤
井
貞
和
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

か
な
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
、
つ
ま
り
身
分
が
低
い
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ

に
い
る
の
だ
と
解
釈
す
る
人
も
い
ま
す
。
こ
の
更
衣
が
桐
壺
に
い
る
と
い
う
こ

と
に
は
、
も
っ
と
別
の
こ
め
ら
れ
た
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
と
し

て
は
必
ず
し
も
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
段
階
で
す ）

19
（
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正
し
く
藤
井
貞
和
が
分
析
さ
れ
た
通
り
に
、
お
そ
ら
く
作
者
が
「
桐
」
を
想
定
し

た
こ
と
は
、
詩
的
な
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
受
け
て
、
桐
壺
更
衣
と
桐
壺
帝
の
悲

恋
の
物
語
を
暗
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
意
象
論
の
視
点
か
ら
み

る
と
、「
桐
」
に
悲
し
い
意
象
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
作
者
が
「
桐
壺
」
巻

の
中
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
た
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
感
傷
詩
﹇
〇
五
九
六
﹈「
長
恨

歌
」
の
中
に
登
場
さ
れ
た
「
梧
桐
」
は
哀
感
を
そ
そ
る
意
象
が
見
え
る
。

春
風
桃
李
花
開
日 

春し
ゆ
ん
ぶ
う風　

桃た
う

李り　

花は
な

開ひ
ら

く
日ひ

、

秋
雨 

梧
桐
葉
落
時 ）

20
（

 

秋し
う
う雨　

梧ご
ど
う桐　

葉は

お落
つ
る
時と

き

。

右
の
「
桐
」
は
、
葉
が
落
ち
て
さ
ら
に
雨
を
浴
び
で
、
秋
の
哀
愁
を
催
す
意
象
が

目
の
前
に
湧
い
て
く
る
。
菅
原
道
真
が
こ
の
詩
句
を
、「
葉
落
梧
桐
雨
打
時 ）
21
（

（
葉は

の

落お

つ
る
梧ご
と
う桐
は
雨あ
め

の
打う

つ
時と
き

）」
と
変
容
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
菅
原
道
真
が
、

白
居
易
の
「
秋
雨
」
よ
り
「
雨
で
打
つ
」
に
変
え
て
、
い
っ
そ
う
悲
し
い
「
桐
」
の
意

象
が
深
め
ら
れ
た
。
こ
の
「
桐
」
に
関
わ
る
「
秋
の
悲
哀
」
に
つ
い
て
、
新
間
一
美
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
巻
名
が
「
長
恨
歌
」
の
「
秋
雨
梧
桐
葉
落
時
」
を
意
識
し
て
生
ま
れ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
は
か
な
く
も
散
っ
た
更
衣
の
姿
と
帝
の
「
秋
の
悲

哀
」
と
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
巻
名
は
一
面
で
更
衣
の

生
と
死
、
及
び
帝
の
愛
と
悲
哀
を
象
徴
し
、
一
面
で
そ
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
光

源
氏
の
生
活
基
盤
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
主
人
公
を
そ
の
父
母
と
の
関

連
か
ら
紹
介
す
る
と
い
う
巻
の
内
容
に
、
実
に
ふ
さ
わ
し
い
巻
名
な
の
で
あ

る ）
22
（

。

（31）

『源氏物語』「桐壺」意象考

確
か
に
新
間
一
美
の
指
摘
は
否
定
で
き
な
い
が
、
た
だ
作
者
の
紫
式
部
は
こ
の
一

箇
所
「
桐
」
だ
け
で
な
く
、
総
合
的
な
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
か
ら
「
桐
壺
」
を
設
定

し
た
と
考
え
る
。
前
掲
し
た
❶
❷
❸
の
よ
う
に
、
特
に
文
学
的
な
「
孤
桐
」
の
意
象

に
つ
い
て
は
、
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
に
関
す
る
孤
立
の
状
況
に
深
く
投
影
し
た
と
見

え
る
。
つ
ま
り
紫
式
部
の
手
元
の
古
典
文
学
に
お
け
る
悲
し
む
「
孤
桐
」
の
意
象
を

重
ね
て
受
け
て
、
強
く
意
識
し
て
悲
恋
の
更
衣
を
「
桐
壺
」
に
造
形
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
文
学
的
な
「
孤
桐
」
の
意
象
は
し
ば
し
ば
古
代
中
国
の
典
籍
の
中
に
登
場
し

て
い
る
。
例
え
ば
、『
書
経
』「
禹
貢
」
篇
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
孤
桐
」
が
あ
る
。

嶧
陽
孤
桐 

嶧え
き

の
陽や

う

は
孤こ

桐ど
う

な
り

泗
濱
浮
磬 

泗し

濱ひ
ん

は
浮ふ

け
い磬

な
り ）

23
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お
そ
ら
く
孤
立
で
あ
る
桐
の
樹
幹
か
ら
、
詩
語
と
し
て
の
「
孤
桐
」
意
象
が
誕
生

し
た
の
だ
ろ
う
。
唐
詩
の
中
に
は
「
孤
桐
」
を
引
用
し
た
詩
作
は
幾
つ
か
見
え
る
。

典
型
な
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
白
居
易
が
書
い
た
「
雲
居
寺
孤
桐
」（
雲う
ん
ご
じ

居
寺
の
孤こ

桐と
う

の
詩
）（『
白
氏
文
集
』
巻
一
諷
諭
詩
﹇
〇
〇
一
一
﹈
に
収
録
）
詩
が
あ
り
、
次
の
よ
う

な
「
孤
桐
」
の
意
象
が
見
え
る
。

四
面
無
二

附
枝
一

 
四し

め
ん面　

附ふ

枝し

無な

く
、

中
心
有
二

通
理
一

 
中ち

ゆ
う
し
ん心 

通つ
う

理り

有あ

り
と ）

24
（
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右
の
孤
桐
の
意
象
か
ら
見
る
と
、
前
掲
し
た
❸
の
よ
う
に
、
い
じ
め
ら
れ
た
桐
壺

更
衣
の
孤
独
、
無
援
、
苦
し
い
が
、
心
の
中
に
桐
壺
帝
の
深
愛
を
受
け
て
い
る
姿
は

詩
的
な
「
孤
桐
」
の
意
象
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
作
者
が
総
合
的
な
悲
し
い
「
孤
桐
」
の
意
象
を
受
け
て
、
さ
ら

に
白
居
易
と
親
友
の
元
稹
の
間
に
「
和
答
詩
」
に
関
す
る
悲
し
む
「
桐
の
花
」
の
意
象

を
重
ね
て
、
強
い
て
意
識
し
て
孤
立
、
無
援
で
あ
る
更
衣
の
居
場
所
の
淑
景
舎
の
庭

に
文
学
的
に
「
桐
を
植
え
た
」
動
機
が
見
え
る
。

『
白
氏
文
集
』
巻
二
諷
諭
詩
﹇
〇
一
〇
〇
﹈「
和
答
詩
」
に
は
一
〇
首
が
あ
る
。
そ

の
う
ち
、
第
三
首
は
﹇
〇
一
〇
三
﹈「
答
二

桐
花
一

詩
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
左
遷
さ
れ

た 

元
稹
が
途
中
で
、
地
面
に
落
ち
た
桐
の
花
が
さ
び
れ
て
い
る
風
景
を
見
て
、
自
ら

下
げ
ら
れ
た
身
分
を
感
興
し
て
思
わ
ず
「
桐
花
」
詩
（『
元
氏
長
慶
集
』
巻
一
に
収
録
）

を
書
い
て
白
居
易
に
送
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
白
居
易
が
元
稹
の
「
桐
花
」
詩
に

対
し
て
、「
答
二

桐
花
詩
一

」
を
贈
答
し
た
の
で
あ
る
。
両
詩
と
も
長
い
が
、
こ
こ
で

注
目
し
た
い
詩
句
の
み
を
取
り
上
げ
て
置
き
た
い
。　
　

ま
ず
は
元
稹
の
不
遇
な
孤
独
の
桐
の
花
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
。

 

尓
生
不
得
所 

 
尓な

ん
ぢ

生
き
て
所
を
得
ざ
れ
ば
、

我
願
裁
為
琴 

　

我
願
は
く
は
裁
ち
て
琴
を
為
り
、

安
置
君
王
側 

　

君
王
の
側
に
安
置
し
て　

調
和
元
首
音 ）

25
（

 

 
元
首
の
音
を
調
和
せ
し
め
ん
こ
と
を ）

26
（

。

前
掲
し
た
よ
う
に
、
日
中
古
典
文
学
に
お
け
る
桐
の
一
つ
表
現
は
琴
を
作
る
好
材

料
で
あ
る
。
そ
し
て 

元
稹
の
詩
句
の
意
味
は
、
不
遇
な
山
の
中
の
桐
を
裁
断
し
て
、

よ
い
曲
を
出
る
琴
を
作
っ
て
、
君
王
の
側
に
お
い
て
置
く
と
い
う
意
思
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
次
の
白
居
易
の
「
答
二

桐
花
一

詩
」
の
詩
句
に
注
目
し
た
い
。　

我
思
五
丁
力 

我わ
れ

は
思お

も

ふ　

五ご
て
い丁

の
力ち

か
ら

も
て
、

抜
入
二

九
重
城
一 

抜ぬ

き
て
九き

う
ち
よ
う重

の
城し

ろ

に
入い

れ
ん
こ
と
を
。

 

当
二

君
正
殿
栽
一 

君き
み

が
正せ

い
で
ん殿

の
栽

う
ゑ
も
の

に
当あ

つ
れ
ば
、

花
葉
生
二

光
晶 ）

27
（

一 

花く
わ

葉え
ふ

に
光く

わ
う

晶し
や
う

を
生し

や
う

ぜ
ん ）

28
（

。

十
分
留
意
し
た
い
の
は
、
三
句
の
目
に
は
、
白
居
易
は
元
稹
と
違
っ
て
、
使
っ
た

動
詞
に
は
、「
裁
断
」
の
「
裁
」
で
は
な
く
、「
栽
培
」
の
「
栽
」
に
変
え
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
白
居
易
の
意
思
は
、
岡
村
繁
の
次
の
よ
う
な
解
釈
の
通
り
で
あ
る
。

私
は
思
う
の
だ
が
、
か
の
蜀
の
五
人
の
怪
力
士
の
手
で
、
こ
の
木
を
引
き
抜
い

て
奥
深
い
天
子
の
宮
殿
に
移
植
さ
せ
た
い
も
の
だ
。
こ
れ
を
君
主
の
正
殿
の
植

え
物
に
充
て
た
な
ら
、
そ
の
花
も
葉
も
き
ら
き
ら
と
光
り
輝
く
こ
と
だ
ろ
う ）

29
（

。
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以
上
の
よ
う
に
、
作
者
の
紫
式
部
が
孤
立
、
無
援
、
悲
し
い
更
衣
の
居
場
所
で
あ

る
淑
景
舎
の
宮
廷
の
庭
に
「
桐
」
を
植
え
た
動
機
の
根
底
は
、
白
居
易
と
元
稹
の
桐

の
花
に
関
わ
る
悲
し
む
桐
の
意
象
か
ら
の
発
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
桐

壺
と
桐
壺
更
衣
の
悲
恋
の
結
晶
で
あ
る
「
光
る
君
」
が
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
る
の
だ

ろ
う
。五　

悲
し
む
「
桐
壺
」
と
素
晴
ら
し
い
「
光
る
君
」

従
来
研
究
で
は
、
桐
壺
巻
に
お
け
る
二
箇
所
「
光
る
君
」
に
つ
い
て
は
、
多
種
多

様
な
角
度
か
ら
優
れ
た
論
考
が
積
み
重
ね
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、前
述
し
た
よ
う
に
、

意
象
論
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
ま
だ
新
た
に
開
拓
す
る
空
間
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
述
べ
た
い
。

桐
壺
巻
に
は
「
光
る
君
」
は
二
箇
所
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
箇
所
は
、
次
の
よ
う
な

場
面
で
あ
る
。

世
に
た
ぐ
ひ
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
、
名
高
う
お
は
す
る
宮
の
御
容か

た
ち貌

に
も
、
な
ほ
に
ほ
は
し
さ
は
た
と
へ
む
方か

た

な
く
、
う
つ
く
し
げ
な
る
を
、 

世
の

人
光
る
君
と
聞
こ
ゆ
。
藤
壺
な
ら
び
た
ま
ひ
て
、
御
お
ぼ
え
も
と
り
ど
り
な
れ

ば
、
か
か
や
く
日
の
宮
と
聞
こ
ゆ
。

 

（
桐
壺
・
四
四
頁
）

藤
井
貞
和
の
説
に
よ
る
と
、
右
の
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
の
「
日
」
は
、
太
陽
で
は

な
く
、
藤
壺
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
、
月
の
光
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
作
者
の
紫

式
部
は
、
悲
恋
で
あ
る
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
間
に
生
ま
れ
た
主
人
公
で
あ
る
源
氏

の
光
る
君
と
桐
壺
更
衣
と
似
て
い
る
藤
壺
の
間
に
輝
く
将
来
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

も
う
一
箇
所
「
光
る
君
」
は
、
下
記
の
よ
う
な
桐
壺
巻
の
巻
末
の
本
文
で
あ
る
。

　

光
る
君
と
い
ふ
名
は
、
高こ

ま
う
ど

麗
人
の
め
で
き
こ
え
て
つ
け
た
て
ま
つ
り
け
る
と

ぞ
言
ひ
伝
へ
た
る
と
な
む
。

 

（
桐
壺
・
五
〇
頁
）

こ
れ
ら
の
「
光
る
君
」
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
は
様
々
な
考
察
が
あ
り
、
例

え
ば
、
二
つ
の
本
文
に
お
け
る
世
の
人
か
ら
「
光
る
君
」
と
高
麗
人
か
ら
付
け
た
「
光

る
君
」
と
い
う
矛
盾
が
あ
り
、
い
わ
ば
「
光
の
喩
は
皇
位
か
ら
絶
望
的
な
距
離
を
も

う
け
ら
れ
た
主
人
公
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
王
権
を
具
現
す
る
と
い
う
、
あ
り
う
べ

か
ら
ざ
る
物
語
と
相
渉
し
、
そ
の
推
進
力
と
も
捉
え
返
さ
れ
て
く
る ）
30
（

。」、
ま
た
漢

文
学
に
関
す
る
代
表
的
な
考
察
は
、
新
間
一
美
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
「
長

恨
歌
」
の
詩
句
で
あ
る
。

姉
妹
弟
兄
皆
列
レ

土　

可
レ

燐
光
彩
0

0

生
ニ

門
戸
一　

と
描
く
。
こ
れ
ら
の
「
光
」
を
人
格
化
し
た
時
、
そ
こ
に
「
光
君
」
や
「
か
か

や
く
ひ
ろ
宮
」
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か ）

31
（
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作
者
の
紫
式
部
が
桐
壺
巻
の
中
で
繰
り
返
し
「
長
恨
歌
」
を
引
用
し
て
い
た
の
で
、

新
間
一
美
の
指
摘
は
否
定
で
き
な
い
が
、「
長
恨
歌
」
の
詩
句
だ
け
で
、「
光
る
君
」
を

解
釈
す
る
場
合
、
も
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
例
え
ば
、
詩
句
の
「
光
彩
」

の
「
光
」が
あ
る
が
、「
君
」が
見
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、前
述
し
た
よ
う
に
、

悲
し
む
桐
に
関
す
る
意
象
論
か
ら
見
る
と
、
つ
ま
り
白
居
易
が
元
稹
の
「
桐
花
」
詩

に
対
し
て
「
答
二

桐
花
一

詩
」
の
詩
句
の
意
象
は
も
っ
と
相
応
し
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
確
認
の
た
め
、
再
び
詩
句
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
（
注
（
28
・
29
）
参
照
）。

当
二

君
正
殿
栽
一　
　

君き
み

が
正せ

い
で
ん殿

の
栽

う
ゑ
も
の

に
当あ

つ
れ
ば
、

花
葉
生
二

光
晶
一　
　

花く
わ
え
ふ葉

に
光く

わ
う
し
や
う晶

を
生し

ゃ
う

ぜ
ん
。

す
な
わ
ち
作
者
の
紫
式
部
が
意
識
し
て
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
受
け
て
、
悲
恋

で
あ
る
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
物
語
を
暗
喩
し
た
と
と
も
に
、
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣

の
間
の
深
愛
し
た
兆
し
の
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
源
氏
の
素
晴
ら
し
い
将
来
を
象
徴

（33）

『源氏物語』「桐壺」意象考

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
藤
壺
の
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
と
源
氏
の
「
光
る
君
」

の
物
語
を
暗
喩
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
さ
に
「
桐
」
は
春
に
な
る
と
、
立
派

な
素
晴
ら
し
い
葉
が
光
晶
の
よ
う
に
生
え
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
当
時
の
有
名
な
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
よ
う
な
類
書
で
あ
る
『
芸
文
類
聚
』

巻
八
八
「
桐
」
に
収
録
さ
れ
た
沈
約
「
悲
落
桐
」
の
賦
作
は
、
自
ら
の
『
紫
式
部
日
記
』

に
記
し
た
真
名
の
力
と
漢
文
世
界
の
視
野
か
ら
推
測
す
る
と
、
下
記
の
「
悲
落
桐
」

に
関
わ
る
春
の
桐
の
素
晴
ら
し
い
光
景
の
意
象
に
つ
い
て
、
紫
式
部
は
知
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
ろ
う
。

悲
落
桐 

 
桐
を
落
と
す
を
悲
し
む

落
桐
早
霜
露 ）

32
（

 

 
桐
を
落
と
す
、
早
き
霜
露 ）

33
（

秋
に
な
る
と
、
孤
立
の
桐
の
葉
が
落
ち
て
、
冷
た
く
厳
し
い
霜
や
露
ら
が
直
接
裸

の
桐
の
樹
幹
に
浸
透
す
る
。
如
何
な
る
孤
立
を
悲
し
む
「
桐
」
の
意
象
が
目
の
前
に

表
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
春
に
な
る
と
、
新
し
い
立
派
な
素
晴
ら
し
い
光
景
が
来

る
は
ず
で
あ
る
。

若
逢
二

陽
春
一

至　

 

陽
春
至
り
て
逢
ひ
若
し
、

吐
レ

綠
照
二

清
潯
一 ）

34
（

 

緑
を
吐
い
て
清
潯
を
照
ら
す
。

い
く
ら
酷
い
霜
や
雪
な
ど
の
過
酷
な
不
幸
に
襲
わ
れ
、
い
く
ら
悲
し
む
苦
痛
を
受

け
て
も
、
結
局
、
暖
か
い
春
が
来
た
ら
、
立
派
な
緑
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

作
者
の
紫
式
部
が
、
悲
し
い
孤
桐
の
意
象
を
受
け
て
、
文
学
的
に
強
い
て
悲
恋
で

あ
る
桐
壺
更
衣
の
宮
廷
の
庭
の
中
に
「
桐
」
を
植
え
て
、
悲
劇
的
な
物
語
を
暗
喩
す

る
「
桐
壺
」
を
設
定
し
た
。
ま
た
悲
し
む
「
桐
」
の
反
面
、
春
に
な
る
と
、
立
派
な
素

晴
ら
し
い
葉
を
生
え
る
光
景
の
意
象
を
受
け
て
、
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
間
に
生
ま

れ
た
源
氏
と
、桐
壺
更
衣
と
似
て
い
る
藤
壺
と
一
緒
に
輝
く
将
来
を
暗
喩
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
物
語
の
展
開
し
た
後
に
、
光
る
君
の
源
氏
と
輝
く
日
の
宮
の

藤
壺
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
が
将
来
の
天
皇
に
な
る
こ
と
を
暗
喩
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

六　

お
わ
り
に

以
上
、『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
巻
に
お
け
る
「
桐
」
に
つ
い
て
、
古
代
中
国
の
文
学

理
論
で
あ
る
意
象
論
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
提
起
し
た
疑
問
は
、
従
来

研
究
で
は
い
わ
ゆ
る
「
桐
壺
」
は
史
実
の
淑
景
舎
の
通
称
の
問
題
を
考
察
し
た
。
そ

の
結
果
、『
源
氏
物
語
』
以
前
、
例
え
ば
『
枕
草
子
』
に
は
八
回
「
淑
景
舎
」
が
登
場
し

て
い
る
が
、
一
回
も
「
桐
壺
」
が
出
な
か
っ
た
よ
う
に
、
現
時
点
の
文
献
で
は
ど
こ

に
も
「
桐
壺
」
が
見
え
ず
、
す
な
わ
ち
最
初
に
「
桐
壺
」
を
淑
景
舎
の
名
称
に
付
け
た

の
は
、
紫
式
部
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
と

め
て
言
え
ば
、
あ
く
ま
で
も
桐
壺
は
淑
景
舎
の
通
称
の
始
発
は
、『
源
氏
物
語
』「
桐

壺
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
史
実
の
淑
景
舎
は
「
淑
景
舎
」

の
名
称
し
か
使
わ
ず
、
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
成
立
の
直
前
で
は
、「
桐
壺
」
の

名
称
が
存
在
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
要
す
る
に
、
平
安
時
代

で
は
「
桐
壺
」
は
史
実
の
淑
景
舎
の
名
称
で
は
な
く
、
作
者
の
紫
式
部
が
文
学
的
に

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
作
者
の
紫
式
部
は
「
淑
景
舎
」
の
中
に
「
桐
」
を
植
え
た
の
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
意
象
論
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。

意
象
論
は
古
代
中
国
の
文
学
理
論
の
一
種
で
あ
る
。
意
象
論
の
起
源
は
『
易
経
』

で
あ
る
。
文
学
理
論
と
し
て
の
意
象
論
の
対
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
の
中
の
事
物
、
自

然
物
、
動
物
な
ど
の
表
象
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
表
象
は
単
に
映
す
だ
け
で
は
な

く
、
作
者
の
意
識
や
情
緒
が
浸
透
し
た
意
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
桐
壺
」
は
、
文
学

的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
作
者
の
紫
式
部
が
創
出
し
た
「
桐
」
は
、

古
代
中
国
の
文
学
理
論
で
あ
る
意
象
論
の
手
法
で
、
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
受
け
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以
上
の
よ
う
に
、
作
者
の
紫
式
部
が
孤
立
、
無
援
、
悲
し
い
更
衣
の
居
場
所
で
あ

る
淑
景
舎
の
宮
廷
の
庭
に
「
桐
」
を
植
え
た
動
機
の
根
底
は
、
白
居
易
と
元
稹
の
桐

の
花
に
関
わ
る
悲
し
む
桐
の
意
象
か
ら
の
発
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
桐

壺
と
桐
壺
更
衣
の
悲
恋
の
結
晶
で
あ
る
「
光
る
君
」
が
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
る
の
だ

ろ
う
。五　

悲
し
む
「
桐
壺
」
と
素
晴
ら
し
い
「
光
る
君
」

従
来
研
究
で
は
、
桐
壺
巻
に
お
け
る
二
箇
所
「
光
る
君
」
に
つ
い
て
は
、
多
種
多

様
な
角
度
か
ら
優
れ
た
論
考
が
積
み
重
ね
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、前
述
し
た
よ
う
に
、

意
象
論
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
ま
だ
新
た
に
開
拓
す
る
空
間
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
述
べ
た
い
。

桐
壺
巻
に
は
「
光
る
君
」
は
二
箇
所
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
箇
所
は
、
次
の
よ
う
な

場
面
で
あ
る
。

世
に
た
ぐ
ひ
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
、
名
高
う
お
は
す
る
宮
の
御
容か

た
ち貌

に
も
、
な
ほ
に
ほ
は
し
さ
は
た
と
へ
む
方か

た

な
く
、
う
つ
く
し
げ
な
る
を
、 

世
の

人
光
る
君
と
聞
こ
ゆ
。
藤
壺
な
ら
び
た
ま
ひ
て
、
御
お
ぼ
え
も
と
り
ど
り
な
れ

ば
、
か
か
や
く
日
の
宮
と
聞
こ
ゆ
。

 

（
桐
壺
・
四
四
頁
）

藤
井
貞
和
の
説
に
よ
る
と
、
右
の
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
の
「
日
」
は
、
太
陽
で
は

な
く
、
藤
壺
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
、
月
の
光
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
作
者
の
紫

式
部
は
、
悲
恋
で
あ
る
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
間
に
生
ま
れ
た
主
人
公
で
あ
る
源
氏

の
光
る
君
と
桐
壺
更
衣
と
似
て
い
る
藤
壺
の
間
に
輝
く
将
来
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

も
う
一
箇
所
「
光
る
君
」
は
、
下
記
の
よ
う
な
桐
壺
巻
の
巻
末
の
本
文
で
あ
る
。

　

光
る
君
と
い
ふ
名
は
、
高こ

ま
う
ど

麗
人
の
め
で
き
こ
え
て
つ
け
た
て
ま
つ
り
け
る
と

ぞ
言
ひ
伝
へ
た
る
と
な
む
。

 

（
桐
壺
・
五
〇
頁
）

こ
れ
ら
の
「
光
る
君
」
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
は
様
々
な
考
察
が
あ
り
、
例

え
ば
、
二
つ
の
本
文
に
お
け
る
世
の
人
か
ら
「
光
る
君
」
と
高
麗
人
か
ら
付
け
た
「
光

る
君
」
と
い
う
矛
盾
が
あ
り
、
い
わ
ば
「
光
の
喩
は
皇
位
か
ら
絶
望
的
な
距
離
を
も

う
け
ら
れ
た
主
人
公
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
王
権
を
具
現
す
る
と
い
う
、
あ
り
う
べ

か
ら
ざ
る
物
語
と
相
渉
し
、
そ
の
推
進
力
と
も
捉
え
返
さ
れ
て
く
る ）
30
（

。」、
ま
た
漢

文
学
に
関
す
る
代
表
的
な
考
察
は
、
新
間
一
美
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
「
長

恨
歌
」
の
詩
句
で
あ
る
。

姉
妹
弟
兄
皆
列
レ

土　

可
レ

燐
光
彩
0

0

生
ニ

門
戸
一　

と
描
く
。
こ
れ
ら
の
「
光
」
を
人
格
化
し
た
時
、
そ
こ
に
「
光
君
」
や
「
か
か

や
く
ひ
ろ
宮
」
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か ）

31
（

。

作
者
の
紫
式
部
が
桐
壺
巻
の
中
で
繰
り
返
し
「
長
恨
歌
」
を
引
用
し
て
い
た
の
で
、

新
間
一
美
の
指
摘
は
否
定
で
き
な
い
が
、「
長
恨
歌
」
の
詩
句
だ
け
で
、「
光
る
君
」
を

解
釈
す
る
場
合
、
も
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
例
え
ば
、
詩
句
の
「
光
彩
」

の
「
光
」が
あ
る
が
、「
君
」が
見
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、前
述
し
た
よ
う
に
、

悲
し
む
桐
に
関
す
る
意
象
論
か
ら
見
る
と
、
つ
ま
り
白
居
易
が
元
稹
の
「
桐
花
」
詩

に
対
し
て
「
答
二

桐
花
一

詩
」
の
詩
句
の
意
象
は
も
っ
と
相
応
し
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
確
認
の
た
め
、
再
び
詩
句
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
（
注
（
28
・
29
）
参
照
）。

当
二

君
正
殿
栽
一　
　

君き
み

が
正せ

い
で
ん殿

の
栽

う
ゑ
も
の

に
当あ

つ
れ
ば
、

花
葉
生
二

光
晶
一　
　

花く
わ
え
ふ葉

に
光く

わ
う
し
や
う晶

を
生し

ゃ
う

ぜ
ん
。

す
な
わ
ち
作
者
の
紫
式
部
が
意
識
し
て
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
受
け
て
、
悲
恋

で
あ
る
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
物
語
を
暗
喩
し
た
と
と
も
に
、
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣

の
間
の
深
愛
し
た
兆
し
の
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
源
氏
の
素
晴
ら
し
い
将
来
を
象
徴

（33）

『源氏物語』「桐壺」意象考

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
藤
壺
の
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
と
源
氏
の
「
光
る
君
」

の
物
語
を
暗
喩
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
さ
に
「
桐
」
は
春
に
な
る
と
、
立
派

な
素
晴
ら
し
い
葉
が
光
晶
の
よ
う
に
生
え
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
当
時
の
有
名
な
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
よ
う
な
類
書
で
あ
る
『
芸
文
類
聚
』

巻
八
八
「
桐
」
に
収
録
さ
れ
た
沈
約
「
悲
落
桐
」
の
賦
作
は
、
自
ら
の
『
紫
式
部
日
記
』

に
記
し
た
真
名
の
力
と
漢
文
世
界
の
視
野
か
ら
推
測
す
る
と
、
下
記
の
「
悲
落
桐
」

に
関
わ
る
春
の
桐
の
素
晴
ら
し
い
光
景
の
意
象
に
つ
い
て
、
紫
式
部
は
知
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
ろ
う
。

悲
落
桐 

 
桐
を
落
と
す
を
悲
し
む

落
桐
早
霜
露 ）

32
（

 

 
桐
を
落
と
す
、
早
き
霜
露 ）

33
（

秋
に
な
る
と
、
孤
立
の
桐
の
葉
が
落
ち
て
、
冷
た
く
厳
し
い
霜
や
露
ら
が
直
接
裸

の
桐
の
樹
幹
に
浸
透
す
る
。
如
何
な
る
孤
立
を
悲
し
む
「
桐
」
の
意
象
が
目
の
前
に

表
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
春
に
な
る
と
、
新
し
い
立
派
な
素
晴
ら
し
い
光
景
が
来

る
は
ず
で
あ
る
。

若
逢
二

陽
春
一

至　

 

陽
春
至
り
て
逢
ひ
若
し
、

吐
レ

綠
照
二

清
潯
一 ）

34
（

 

緑
を
吐
い
て
清
潯
を
照
ら
す
。

い
く
ら
酷
い
霜
や
雪
な
ど
の
過
酷
な
不
幸
に
襲
わ
れ
、
い
く
ら
悲
し
む
苦
痛
を
受

け
て
も
、
結
局
、
暖
か
い
春
が
来
た
ら
、
立
派
な
緑
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

作
者
の
紫
式
部
が
、
悲
し
い
孤
桐
の
意
象
を
受
け
て
、
文
学
的
に
強
い
て
悲
恋
で

あ
る
桐
壺
更
衣
の
宮
廷
の
庭
の
中
に
「
桐
」
を
植
え
て
、
悲
劇
的
な
物
語
を
暗
喩
す

る
「
桐
壺
」
を
設
定
し
た
。
ま
た
悲
し
む
「
桐
」
の
反
面
、
春
に
な
る
と
、
立
派
な
素

晴
ら
し
い
葉
を
生
え
る
光
景
の
意
象
を
受
け
て
、
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
間
に
生
ま

れ
た
源
氏
と
、桐
壺
更
衣
と
似
て
い
る
藤
壺
と
一
緒
に
輝
く
将
来
を
暗
喩
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
物
語
の
展
開
し
た
後
に
、
光
る
君
の
源
氏
と
輝
く
日
の
宮
の

藤
壺
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
が
将
来
の
天
皇
に
な
る
こ
と
を
暗
喩
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

六　

お
わ
り
に

以
上
、『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
巻
に
お
け
る
「
桐
」
に
つ
い
て
、
古
代
中
国
の
文
学

理
論
で
あ
る
意
象
論
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
提
起
し
た
疑
問
は
、
従
来

研
究
で
は
い
わ
ゆ
る
「
桐
壺
」
は
史
実
の
淑
景
舎
の
通
称
の
問
題
を
考
察
し
た
。
そ

の
結
果
、『
源
氏
物
語
』
以
前
、
例
え
ば
『
枕
草
子
』
に
は
八
回
「
淑
景
舎
」
が
登
場
し

て
い
る
が
、
一
回
も
「
桐
壺
」
が
出
な
か
っ
た
よ
う
に
、
現
時
点
の
文
献
で
は
ど
こ

に
も
「
桐
壺
」
が
見
え
ず
、
す
な
わ
ち
最
初
に
「
桐
壺
」
を
淑
景
舎
の
名
称
に
付
け
た

の
は
、
紫
式
部
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
と

め
て
言
え
ば
、
あ
く
ま
で
も
桐
壺
は
淑
景
舎
の
通
称
の
始
発
は
、『
源
氏
物
語
』「
桐

壺
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
史
実
の
淑
景
舎
は
「
淑
景
舎
」

の
名
称
し
か
使
わ
ず
、
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
成
立
の
直
前
で
は
、「
桐
壺
」
の

名
称
が
存
在
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
要
す
る
に
、
平
安
時
代

で
は
「
桐
壺
」
は
史
実
の
淑
景
舎
の
名
称
で
は
な
く
、
作
者
の
紫
式
部
が
文
学
的
に

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
作
者
の
紫
式
部
は
「
淑
景
舎
」
の
中
に
「
桐
」
を
植
え
た
の
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
意
象
論
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。

意
象
論
は
古
代
中
国
の
文
学
理
論
の
一
種
で
あ
る
。
意
象
論
の
起
源
は
『
易
経
』

で
あ
る
。
文
学
理
論
と
し
て
の
意
象
論
の
対
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
の
中
の
事
物
、
自

然
物
、
動
物
な
ど
の
表
象
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
表
象
は
単
に
映
す
だ
け
で
は
な

く
、
作
者
の
意
識
や
情
緒
が
浸
透
し
た
意
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
桐
壺
」
は
、
文
学

的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
作
者
の
紫
式
部
が
創
出
し
た
「
桐
」
は
、

古
代
中
国
の
文
学
理
論
で
あ
る
意
象
論
の
手
法
で
、
悲
し
い
「
桐
」
の
意
象
を
受
け
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て
、
と
り
わ
け
白
居
易
の
「
桐
」
を
宮
庭
に
移
植
す
る
意
象
を
受
容
し
た
結
果
と
考

察
し
た
。
ま
た
春
の
「
桐
」
の
生
い
茂
る
意
象
と
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
間
に
生
ま

れ
た
「
光
る
君
」
が
素
晴
ら
し
い
将
来
を
象
徴
す
る
意
味
を
考
察
し
た
。

 

（
4
） 

渡
辺
直
彦
・
厚
谷
和
雄
『
史
料
纂
集 

権
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
七
年
）

一
九
四
頁
。 

 

（
5
） 

倉
本
一
宏
『
藤
原
行
成
「
権
記
」（
中
）
全
現
代
語
訳
』（
講
談
社
、二
〇
一
二
年
）
二
二
八
頁
。 

 

（
6
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録 

小
右
記
』（
岩
波
書
店
、一
九
五
九
年
）
一
六
三

頁
。 

 

（
7
） 

倉
本
一
宏
『
現
代
語
訳 

小
右
記 

道
長
政
権
の
成
立
』
二
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）

二
四
頁
。 

 

（
8
） 

前
掲
（
6
）
同
、
二
頁
。 

 

（
9
） 

倉
本
一
宏
『
現
代
語
訳 

小
右
記 

道
長
政
権
の
成
立
』
一
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）

一
二
頁
。 

 

（
10
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録 

御
堂
関
白
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）

二
九
七
頁
。 

 

（
11
） 

倉
本
一
宏『
藤
原
道
長「
御
堂
関
白
記
」全
現
代
語
訳
』上（
講
談
社
、 

二
〇
〇
九
年
）六
七
頁
。 

 

（
12
） 

前
掲
（
10
）
同
、
二
五
五
頁
。 

 

（
13
） 

倉
本
一
宏
『
藤
原
道
長
「
御
堂
関
白
記
」
全
現
代
語
訳
』
中
（
講
談
社
、 

二
〇
〇
九
年
）

三
七
六
頁
。 

 

（
14
） 

狩
谷
棭
斎
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』（
全
国
書
房
、
一
九
四
三
年
）
七
頁
。 

 

（
15
） 

石
川
忠
久
『
新
釈
漢
文
大
系　

詩
経
』
上
（
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
）
一
四
〇
頁
。 

 

（
16
） 

今
井
宇
三
郎
等
『
新
釈
漢
文
大
系　

易
経
』
下
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
一
五
四
八
頁
。 

 

（
17
） 

戸
田
浩
暁
『
新
釈
漢
文
大
系　

文
心
雕
龍
』
下
（
明
治
書
院
、
一
九
七
八
年
）
三
九
六
頁
。 

 

（
18
） 

廬
盛
江
『
文
鏡
秘
府
論
彙
校
彙
考
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
六
五
頁
。 

 

（
19
） 

藤
井
貞
和
『
古
典
講
読
シ
リ
ー
ズ　

源
氏
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
二
九
頁
。　

 

 

（
20
） 

岡
村
繁
『
新
釈
漢
文
大
系　

白
氏
文
集
』
二
下
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
八
一
三
頁
。 

 
（
21
） 

川
口
久
雄
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

菅
家
文
草　

菅
家
後
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
七
一
）

四
七
四
頁
。　

 

 

（
22
） 

新
間
一
美
『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』（
和
泉
書
院
、　

二
〇
〇
三
年
）
九
八
頁
。　

 

 

（
23
） 

加
藤
常
賢
『
新
釈
漢
文
大
系　

書
経
』
上
（
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年
）
七
三
頁
。　

 

 

（
24
）  

岡
村
繁『
新
釈
漢
文
体
系　

白
氏
文
集
』一（
明
治
書
院
、 

二
〇
一
七
年
）一
五
八
〜
一
五
九
頁
。 

 

（
25
） 

冀
勤
『
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書　

元
稹
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）
七
頁
。　

 

注

 

（
1
） 

代
表
的
な
論
文
や
論
集
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
三
谷
邦
明
「
桐
壺
―
―
源
氏
物
語
の
方
法

的
出
発
点
と
し
て
―
―
」山
岸
徳
平
・
岡
一
男『
源
氏
物
語
講
座　

各
巻
と
人
物
Ⅰ
』第
三
巻（
有

精
堂
、
一
九
七
一
年
）。
②
河
添
房
江
「
光
る
君
の
命
名
伝
承
を
め
ぐ
っ
て 

―
―
王
権
譚
の
生

成
・
序
―
―
」『
中
古
文
学
』
第
四
十
号
、
一
九
八
七
年
一
一
月
。
③
新
間
一
美
「
桐
と
長
恨

歌
と
桐
壺
巻
―
―
漢
文
学
よ
り
見
た
源
氏
物
語
の
誕
生
」
―
―
『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』

（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）。
④
森
一
郎
「
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
形
象
」『
中
古
文
学
』
第

七
十
二
号
、二
〇
〇
三
年
一
一
月
。
⑤
原
岡
文
子
「「
い
は
け
な
き
」
光
る
君
の
登
場
を
め
ぐ
っ

て
」
日
向
一
雅
・
仁
平
道
明
『
源
氏
物
語
の
始
発
―
―
桐
壺
巻
論
集
』（
竹
林
舎
、二
〇
〇
六
年
）。

⑥
阿
部
好
臣
「
第
一
章 

桐
壺
・
若
紫
―
―
始
発
の
物
語
」『
物
語
文
学
組
成
論
Ⅰ　

源
氏
物
語
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）。
⑦
伊
井
春
樹
「
桐
壺
院
の
贖
罪
」『
中
古
文
学
』
第
九
十
九
号
、

二
〇
一
七
年
六
月
。
⑧
新
間
一
美
「
源
氏
物
語
の
巻
名
と
漢
詩
文
│
│
「
桐
壺
」「
帚
木
」
な
ど
」

『
和
漢
比
較
文
学
』
第
六
十
巻
、
二
〇
一
八
年
二
月
。 

 

（
2
） 

例
え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
頭
注
で
は
次
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
る
。「
桐
壺
は
後
宮
五
舎
の
一
、
淑
景
舎
し
げ

い
さ

の
通
称
。
壺
（
庭
）
に
桐
を
植
え
た
。

帝
の
居
所
、
清
涼
殿
か
ら
最
も
遠
い
東
北
隅
な
の
で
、「
あ
ま
た
の
御
方
々
を
過
ぎ
さ
せ
た
ま

ひ
て
」
と
な
る
。
二
〇
頁
。
ま
た
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
の
「
淑
景
舎
」
の
項
目

で
も
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
平
安
宮
内
裏
の
後
宮
の
五
舎
の
一
つ
で
、
清
涼
殿
か
ら

は
最
も
隔
た
り
、
内
裏
内
郭
の
東
北
隅
に
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
は
「
し
げ
い
さ
」

と
記
し
、『
拾
芥
抄
』
は
「
シ
ツ
ケ
イ
」
と
訓
ま
せ
る
。
そ
の
壺
庭
に
桐
を
植
え
て
あ
っ
た
の

で
桐
壺
と
も
呼
ん
だ
。」
七
二
〇
頁
。 

 

（
3
） 

黒
板
勝
美
『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

日
本
紀
略　

後
篇
・
百
錬
抄
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五

年
）
一
七
二
頁
。 

（35）

『源氏物語』「桐壺」意象考

 

（
26
） 

前
掲
（
24
）
同
、
四
七
〇
頁
。　

 

 

（
27
） 

朱
金
城『
中
国
古
典
文
学
叢
書　

白
居
易
集
箋
校
』中
国
・
上
海（
上
海
古
籍
出
版
社
、一
九
八
八
年
）

一
一
五
頁
。（
た
だ
し
、
日
本
の
漢
字
に
直
し
た
） 

 

（
28
） 

前
掲
（
24
）
同
、
四
六
六
頁
。　

 

 

（
29
） 

右
同
、
四
六
八
頁
。　

 

 

（
30
） 

河
添
房
江
『
源
氏
物
語
の
喩
と
王
権
』（
有
精
堂
、
一
九
九
二
年
）
一
五
〇
頁
。　

 

 

（
31
） 

前
掲
（
22
）
同
、
九
五
頁
。　

 

 

（
32
） 

欧
陽
詢
『
芸
文
類
聚
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
一
五
二
九
頁　

 

 

（
33
） 

橘
英
範
「
青
春
の
花
―
―
元
白
詩
に
お
け
る
桐
」『
中
国
文
史
論
叢
』
第
十
四
号
、
二
〇
一
八

年
三
月
、
六
五
頁
。 

 

（
34
） 

前
掲
（
32
）
同
。 
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て
、
と
り
わ
け
白
居
易
の
「
桐
」
を
宮
庭
に
移
植
す
る
意
象
を
受
容
し
た
結
果
と
考

察
し
た
。
ま
た
春
の
「
桐
」
の
生
い
茂
る
意
象
と
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
間
に
生
ま

れ
た
「
光
る
君
」
が
素
晴
ら
し
い
将
来
を
象
徴
す
る
意
味
を
考
察
し
た
。

 

（
4
） 

渡
辺
直
彦
・
厚
谷
和
雄
『
史
料
纂
集 

権
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
七
年
）

一
九
四
頁
。 

 

（
5
） 

倉
本
一
宏
『
藤
原
行
成
「
権
記
」（
中
）
全
現
代
語
訳
』（
講
談
社
、二
〇
一
二
年
）
二
二
八
頁
。 

 

（
6
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録 

小
右
記
』（
岩
波
書
店
、一
九
五
九
年
）
一
六
三

頁
。 

 

（
7
） 

倉
本
一
宏
『
現
代
語
訳 

小
右
記 

道
長
政
権
の
成
立
』
二
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）

二
四
頁
。 

 

（
8
） 

前
掲
（
6
）
同
、
二
頁
。 

 

（
9
） 

倉
本
一
宏
『
現
代
語
訳 

小
右
記 

道
長
政
権
の
成
立
』
一
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）

一
二
頁
。 

 

（
10
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録 

御
堂
関
白
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）

二
九
七
頁
。 

 

（
11
） 

倉
本
一
宏『
藤
原
道
長「
御
堂
関
白
記
」全
現
代
語
訳
』上（
講
談
社
、 

二
〇
〇
九
年
）六
七
頁
。 

 

（
12
） 

前
掲
（
10
）
同
、
二
五
五
頁
。 

 

（
13
） 

倉
本
一
宏
『
藤
原
道
長
「
御
堂
関
白
記
」
全
現
代
語
訳
』
中
（
講
談
社
、 

二
〇
〇
九
年
）

三
七
六
頁
。 

 

（
14
） 

狩
谷
棭
斎
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』（
全
国
書
房
、
一
九
四
三
年
）
七
頁
。 

 

（
15
） 

石
川
忠
久
『
新
釈
漢
文
大
系　

詩
経
』
上
（
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
）
一
四
〇
頁
。 

 

（
16
） 

今
井
宇
三
郎
等
『
新
釈
漢
文
大
系　

易
経
』
下
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
一
五
四
八
頁
。 

 

（
17
） 

戸
田
浩
暁
『
新
釈
漢
文
大
系　

文
心
雕
龍
』
下
（
明
治
書
院
、
一
九
七
八
年
）
三
九
六
頁
。 

 

（
18
） 

廬
盛
江
『
文
鏡
秘
府
論
彙
校
彙
考
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
六
五
頁
。 

 

（
19
） 

藤
井
貞
和
『
古
典
講
読
シ
リ
ー
ズ　

源
氏
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
二
九
頁
。　

 

 

（
20
） 

岡
村
繁
『
新
釈
漢
文
大
系　

白
氏
文
集
』
二
下
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
八
一
三
頁
。 

 

（
21
） 

川
口
久
雄
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

菅
家
文
草　

菅
家
後
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
七
一
）

四
七
四
頁
。　

 

 

（
22
） 

新
間
一
美
『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』（
和
泉
書
院
、　

二
〇
〇
三
年
）
九
八
頁
。　

 

 

（
23
） 

加
藤
常
賢
『
新
釈
漢
文
大
系　

書
経
』
上
（
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年
）
七
三
頁
。　

 

 

（
24
）  

岡
村
繁『
新
釈
漢
文
体
系　

白
氏
文
集
』一（
明
治
書
院
、 

二
〇
一
七
年
）一
五
八
〜
一
五
九
頁
。 

 

（
25
） 

冀
勤
『
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書　

元
稹
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）
七
頁
。　

 

注

 

（
1
） 

代
表
的
な
論
文
や
論
集
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
三
谷
邦
明
「
桐
壺
―
―
源
氏
物
語
の
方
法

的
出
発
点
と
し
て
―
―
」山
岸
徳
平
・
岡
一
男『
源
氏
物
語
講
座　

各
巻
と
人
物
Ⅰ
』第
三
巻（
有

精
堂
、
一
九
七
一
年
）。
②
河
添
房
江
「
光
る
君
の
命
名
伝
承
を
め
ぐ
っ
て 

―
―
王
権
譚
の
生

成
・
序
―
―
」『
中
古
文
学
』
第
四
十
号
、
一
九
八
七
年
一
一
月
。
③
新
間
一
美
「
桐
と
長
恨

歌
と
桐
壺
巻
―
―
漢
文
学
よ
り
見
た
源
氏
物
語
の
誕
生
」
―
―
『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』

（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）。
④
森
一
郎
「
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
形
象
」『
中
古
文
学
』
第

七
十
二
号
、二
〇
〇
三
年
一
一
月
。
⑤
原
岡
文
子
「「
い
は
け
な
き
」
光
る
君
の
登
場
を
め
ぐ
っ

て
」
日
向
一
雅
・
仁
平
道
明
『
源
氏
物
語
の
始
発
―
―
桐
壺
巻
論
集
』（
竹
林
舎
、二
〇
〇
六
年
）。

⑥
阿
部
好
臣
「
第
一
章 

桐
壺
・
若
紫
―
―
始
発
の
物
語
」『
物
語
文
学
組
成
論
Ⅰ　

源
氏
物
語
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）。
⑦
伊
井
春
樹
「
桐
壺
院
の
贖
罪
」『
中
古
文
学
』
第
九
十
九
号
、

二
〇
一
七
年
六
月
。
⑧
新
間
一
美
「
源
氏
物
語
の
巻
名
と
漢
詩
文
│
│
「
桐
壺
」「
帚
木
」
な
ど
」

『
和
漢
比
較
文
学
』
第
六
十
巻
、
二
〇
一
八
年
二
月
。 

 

（
2
） 

例
え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
頭
注
で
は
次
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
る
。「
桐
壺
は
後
宮
五
舎
の
一
、
淑
景
舎
し
げ

い
さ

の
通
称
。
壺
（
庭
）
に
桐
を
植
え
た
。

帝
の
居
所
、
清
涼
殿
か
ら
最
も
遠
い
東
北
隅
な
の
で
、「
あ
ま
た
の
御
方
々
を
過
ぎ
さ
せ
た
ま

ひ
て
」
と
な
る
。
二
〇
頁
。
ま
た
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
の
「
淑
景
舎
」
の
項
目

で
も
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
平
安
宮
内
裏
の
後
宮
の
五
舎
の
一
つ
で
、
清
涼
殿
か
ら

は
最
も
隔
た
り
、
内
裏
内
郭
の
東
北
隅
に
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
は
「
し
げ
い
さ
」

と
記
し
、『
拾
芥
抄
』
は
「
シ
ツ
ケ
イ
」
と
訓
ま
せ
る
。
そ
の
壺
庭
に
桐
を
植
え
て
あ
っ
た
の

で
桐
壺
と
も
呼
ん
だ
。」
七
二
〇
頁
。 

 

（
3
） 

黒
板
勝
美
『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

日
本
紀
略　

後
篇
・
百
錬
抄
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五

年
）
一
七
二
頁
。 

（35）

『源氏物語』「桐壺」意象考

 
（
26
） 

前
掲
（
24
）
同
、
四
七
〇
頁
。　

 

 

（
27
） 
朱
金
城『
中
国
古
典
文
学
叢
書　

白
居
易
集
箋
校
』中
国
・
上
海（
上
海
古
籍
出
版
社
、一
九
八
八
年
）

一
一
五
頁
。（
た
だ
し
、
日
本
の
漢
字
に
直
し
た
） 

 

（
28
） 

前
掲
（
24
）
同
、
四
六
六
頁
。　

 

 

（
29
） 

右
同
、
四
六
八
頁
。　

 

 

（
30
） 

河
添
房
江
『
源
氏
物
語
の
喩
と
王
権
』（
有
精
堂
、
一
九
九
二
年
）
一
五
〇
頁
。　

 

 

（
31
） 

前
掲
（
22
）
同
、
九
五
頁
。　

 

 

（
32
） 

欧
陽
詢
『
芸
文
類
聚
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
一
五
二
九
頁　

 

 

（
33
） 

橘
英
範
「
青
春
の
花
―
―
元
白
詩
に
お
け
る
桐
」『
中
国
文
史
論
叢
』
第
十
四
号
、
二
〇
一
八

年
三
月
、
六
五
頁
。 

 

（
34
） 

前
掲
（
32
）
同
。 




