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一

寛
弘
五
年
重
陽
の
日
、
紫
式
部
の
も
と
に
道
長
室
の
倫
子
か
ら
贈
り

物
が
届
く
。
そ
の
様
子
は

『

紫
式
部
日
記』

の
記
事
に
見
え
る
。

九
日
、
菊
の
綿
を
、
兵
部
の
を
も
と
の
持
て
来
て
、｢
こ
れ
、
殿

の
上
の
、
と
り
わ
き
て
。｢

い
と
よ
う
老
ひ
の
ご
ひ
捨
て
た
ま
へ｣

と
、
の
た
ま
は
せ
つ
る｣

と
あ
れ
ば
、

菊
の
露
わ
か
ゆ
ば
か
り
に
袖
ふ
れ
て
花
の
あ
る
じ
に
千
代
は

ゆ
づ
ら
む

と
て
、
か
へ
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
る
程
に
、｢

あ
な
た
に
帰
わ

た
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ｣

と
あ
れ
ば
、
用
な
さ
に
と
ゞ
め
つ

(

注
１)

。

倫
子
が
届
け
た
の
は
菊
の
着
せ
綿
で
あ
っ
た
。
山
中
裕

『

平
安
朝
の

年
中
行
事』

(

塙
選
書
、
昭
和
四
十
七
年)

に
よ
れ
ば
、

菊
綿
は
宇
多
天
皇
の
と
き
か
ら
行
な
わ
れ
た
も
の
で
八
日
の
夕
に

綿
を
菊
花
に
か
ぶ
せ
、
そ
の
菊
の
露
に
ぬ
れ
た
綿
で
九
日
朝
、
肌

を
な
で
れ
ば
、
老
を
棄
て
る
と
い
う
風
習
に
よ
っ
て
平
安
貴
族
、

女
房
の
間
で
広
く
行
な
わ
れ
た
。

と
あ
り
、

九
月
に
な
り
て
九
日
綿
お
ほ
ひ
た
る
菊
を
御
覧
じ
て
、

も
ろ
と
も
に
お
き
ゐ
し
菊
の
朝
露
も
ひ
と
り
袂
に
か
か
る
秋

か
な
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と
い
う

『

源
氏
物
語』

幻
巻
の
一
場
面
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
風
習

は
先
行
す
る
長
編
物
語

『

う
つ
ほ
物
語』

に
は
一
例
も
見
ら
れ
な
い
ら

し
く
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

摂
関
時
代
の
女
流
文
学
に
み
ら
れ
る
菊
の
き
せ
綿
の
こ
と
は
、
こ

こ
に
は
ま
だ
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り

菊
の
き
せ
綿
は
、
後
述
す
る
が
、
女
房
社
会
独
特
の
風
習
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

た
だ
し
氏
が
、
今
問
題
に
し
て
い
る

『

紫
式
部
日
記』

の
場
面
を
引

い
て
、｢

式
部
は
感
激
し
て
、
…
と
歌
を
送
っ
て
い
る
ほ
ほ
え
ま
し
い

場
面
が
み
ら
れ
る｣

と
述
べ
る
の
は
正
確
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、｢

菊

の
露｣

の
歌
は
送
ろ
う
と
し
た
矢
先
、
す
で
に
倫
子
は

｢
あ
な
た
に
帰

わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ｣

と
い
う
知
ら
せ
が
入
り
、
そ
れ
を
聞
い
た
式
部

は｢

用
な
さ
に
と
ゞ
め｣

た
の
で
あ
る
。
日
記
の
記
述
に
拠
る
か
ぎ
り
、

歌
は
相
手
に
渡
せ
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
の
と
き
、
式
部
の
歌
は
す
で
に
贈
答
歌
と
し
て
は
不
要
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
だ
が
、
現
実
に
は
歌
は
記
さ
れ
て
い
る
。
記
さ
な
い
書

き
方
も
可
能
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
む
し
ろ

『

源
氏
物
語』

で
は

不
用
の
和
歌
を
積
極
的
に
排
し
た
式
部
が
、
こ
こ
で
自
ら
の
歌
を
書
き

留
め
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
よ
い
事
象
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

『

紫

式
部
日
記』

に
式
部
の
歌
は
わ
ず
か
十
首
し
か
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
歌
は
あ
え
て
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

一
例
の
み
な
ら
ば
偶
然
記
し
お
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

実
は
こ
の
日
記
に
は
、
そ
の
六
日
後
の
九
月
十
五
日
に
も
似
た
よ
う
な

記
事
が
あ
る
。
敦
成
親
王
生
後
五
日
目
の
産
養
の
夜
で
あ
る
。
こ
の
日

は
く
も
り
の
な
い
十
五
夜
で
あ
っ
た
。

歌
ど
も
あ
り
。｢

女
房
、
さ
か
月｣

な
ど
あ
る
を
り
、
い
か
ゞ
は

い
ふ
べ
き
な
ど
、
く
ち

ぐ
思
ひ
心
み
る
。

め
づ
ら
し
き
光
さ
し
そ
ふ
さ
か
月
は
も
ち
な
が
ら
こ
そ
千
代

も
め
ぐ
ら
め

｢

四
条
大
納
言
に
さ
し
い
で
ん
程
、
歌
を
ば
さ
る
物
に
て
、
声
づ

か
ひ
、
用
意
入
べ
し｣

な
ど
さ
ゝ
め
き
あ
ら
そ
ふ
程
に
、
こ
と
多

く
て
、
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
れ
ば
に
や
、
と
り
わ
き
て
も
さ
ゝ
で
、

ま
か
で
た
ま
ふ
。

こ
こ
で
も
、
歌
壇
に
名
を
馳
せ
て
い
た
四
条
大
納
言
藤
原
公
任
に
歌

を
披
露
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
と
あ
っ
て
、
式
部
ら
女
房
も
は
り
き
っ

て
準
備
す
る
も
の
の
、
特
に
歌
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
結
局
期

待
外
れ
に
終
わ
る
。
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こ
の
よ
う
な
出
来
事
は
日
常
的
に
和
歌
を
や
り
と
り
す
る
宮
廷
社
会

に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
記
録
す
る
文

献
は
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
そ
う
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
不
要
に
な
っ

た
歌
は
省
略
さ
れ
て
現
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
が
、
こ

の
二
例
を
見
て
も
歌
を
除
い
て
文
章
を
仕
立
て
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
っ

た
。
文
章
の
配
列
を
確
か
め
る
と
、
い
づ
れ
の
例
も｢

歌
を
贈
れ
な
か
っ

た｣

と
い
う
事
情
説
明
に
比
し
、
歌
が
先
に
来
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
歌
が
挙
が
っ
た
の
ち
に

｢
そ
の
歌
は
実
は
…｣

と
つ
づ
く
の
で

あ
る
。
歌
は
、
控
え
目
で
は
あ
る
が
た
し
か
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
さ

て
、
こ
れ
ら
の

｢

省
略
さ
れ
な
か
っ
た｣
歌
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。二

倫
子
と
の
贈
答
を
記
す
結
び

｢

用
な
さ
に
と
ゞ
め
つ｣

に
関
し
て
、

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』
(

萩
谷
朴
氏)

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

倫
子
が
さ
っ
さ
と
引
き
揚
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
紫
式
部
も
追
い

か
け
て
ま
で
喧
嘩
を
買
う
こ
と
の
無
益
さ
を
悟
っ
て
、
や
め
た
の

で
あ
る
。
…
道
長
の
情
を
蒙
っ
て
、
い
く
ぶ
ん
気
負
っ
た
と
こ
ろ

の
あ
る
、
そ
の
頃
の
紫
式
部
で
あ
る
か
ら
、
一
時
の
亢
奮
に
駆
ら

れ
て
返
歌
を
添
え
て
着
せ
綿
を
返
上
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る

が
、
倫
子
が
既
に
自
分
の
居
所
へ
帰
っ
た
と
聞
い
て
、
た
ち
ま
ち

冷
静
な
理
性
を
と
り
も
ど
し
た
の
で
あ
る
。

倫
子
と
紫
式
部
と
の
心
理
的
小
ぜ
り
あ
い
と
し
て
解
釈
が
な
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
、
山
本
利
達
氏
が

｢

用
な
さ｣

の
意
味
内
容
を
詳
細
に
検

討
す
る

｢

よ
う
な
さ
に
と
ど
め
つ｣

(『

紫
式
部
日
記
攷』

清
文
堂
、
平

成
四
年)

に
お
い
て
、｢

こ
れ
は
、
道
長
の
正
妻
の
倫
子
を
、
一
女
房

の
紫
式
部
と
同
列
の
人
間
と
し
て
扱
う
と
い
う
点
に
難
点
が
あ
る｣

と

批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
対
等
な
贈
答
を
見
て
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
皮
肉
を
こ
め
た
倫
子
の

｢

挑
戦
的
な
意
図｣

と
式
部
の

｢

痛

烈
な
竹
篦
返
し｣

と
を
見
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
話
の
全
体
と
し

て
は
、
山
本
氏
が

｢

花
の
あ
る
じ｣

を
中
宮
彰
子
で
な
く
道
長
室
倫
子

を
指
す
と
見
た
上
で
、
こ
の
箇
所
に

｢

中
宮
の
母
倫
子
の
長
寿
を
祈
る

心
を
中
宮
御
前
で
披
露
さ
れ
、
中
宮
一
族
の
弥
栄
を
祝
お
う
と
い
う
意

図｣

が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
の
に
ま
ず
は
随
い
た
い
。

な
お
、｢

と
ど
む｣

の
語
義
に
つ
い
て
も

『

全
注
釈』

は

｢

行
為
の

中
止
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
物
品
を
留
め
置
く
意
味
に
も
作
用
し
て

い
る｣
と
述
べ
る
が
、
あ
と
に
残
す
、
遺
留
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、

氏
の
挙
げ
る

『

土
佐
日
記』

の
例
、
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｢

童
言
に
て
は
何
か
は
せ
む
。
嫗
、
翁
、
手
捺
し
つ
べ
し
。
悪
し

く
も
あ
れ
、
い
か
に
も
あ
れ
、
便
り
あ
ら
ば
や
ら
む｣

と
て
、
置

�
か
れ
ぬ
め
り

�����
。

(

承
平
五
年
正
月
七
日)

の

｢

置
か
れ
ぬ｣
は
と
も
か
く
、
辞
書
類
の
用
例
を
検
す
る
か
ぎ
り
、

か
ゝ
る
折
に
も
、
あ
る
ま
じ
き
恥
も
こ
そ
と
心
づ
か
ひ
し
て
、
御

子
を
ば
と
ゞ
め

���
奉
り
て
、
忍
び
て
ぞ
出
た
ま
ふ
。

(『

源
氏
物
語』

桐
壺)

な
ほ
い
と
い
は
け
て
強
き
御
心
掟
の
な
か
り
け
る
事
、
と
思
ひ
乱

れ
侍
に
、
い
ま
し
ば
し
の
命
も
と
ゞ
め

���
ま
ほ
し
う
な
む
。

(『

源
氏
物
語』

夕
霧)

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

｢

と
ど
む｣

が
多
く
、
比
較
的
軽
い
意
味
で

の
物
品
を
残
す
意
に
は
用
い
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
こ
こ
は
、

｢

返
す
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た｣

と
の
み
一
義
的
に
解
す
方
が
適
当
で

あ
ろ
う
。

さ
て
、
歌
が
省
略
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
は
じ
め
の
問
題
に
戻
る
。

『

全
注
釈』

の
解
釈
か
ら
答
を
導
く
な
ら
ば
、
こ
の

｢

正
面
衝
突｣

(

萩

谷
氏)

の
一
部
始
終
を
書
き
留
め
て
お
く
必
要
か
ら
歌
が
残
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

す
で
に
提
出
さ
れ
た
説
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た

歌
に
注
目
し
て
考
察
し
た
も
の
に
、
吉
井
美
祢
子

｢

紫
式
部
日
記
に
お

け
る
和
歌
の
場
面
に
つ
い
て
の
試
論｣

(『

む
ら
さ
き』

二
十
四
、
昭
和

六
十
二
年)

が
あ
る
。
吉
井
氏
は
原
田
敦
子
氏
の

｢

限
り
な
い
痛
憤
と

共
に
、
我
が
身
の
程
も
考
え
ず
に
感
激
し
た
自
身
の
軽
率
さ
へ
の
自
嘲

が
こ
め
ら
れ
て
い
る

(

注
２)｣

と
い
う
発
言
を
受
け
て
、

一
つ
に
は
、
そ
の
賀
歌
の
受
け
と
め
手
の
不
在
を
記
す
地
の
文
の

あ
り
か
た
ゆ
え
、
ま
た
一
つ
に
は
、
そ
れ
が
い
か
に
詠
ま
ざ
る
を

え
な
い
状
況
の
下
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明

示
す
る
地
の
文
の
あ
り
か
た
ゆ
え
に
、
賀
の
歌
の
持
つ
意
が
空
洞

化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
他
者
を
意
識
す
る
か
ら
こ
そ
詠
ま
れ

た
賀
の
歌
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
他
者
と
の
本
質
的
な
意
味
で

の
交
流
が
断
絶
し
て
い
る
、
孤
絶
し
た
表
現
主
体
の
あ
り
よ
う
が

浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
た
。

と
述
べ
る
。
萩
谷
氏
の
い
う
臨
戦
的

｢

亢
奮｣

で
は
な
く
、｢

感
激｣

と
そ
れ
ゆ
え
の

｢

後
悔｣

で
あ
る
と
解
し
て
、
そ
の
感
情
の
起
伏
の
残

滓
と
し
て
歌
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
説
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
え
て
後
悔

を
表
明
す
る
た
め
に
歌
を
残
す
と
い
う
の
も
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
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は
水
鳥
の
胸
の
内
を
思
っ
て
内
省
す
る
場
面
の
よ
う
な
、
こ
の
日
記
の

自
照
的
な
側
面
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、『

紫
式
部
日
記』

は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
側
面
ば
か
り
を
有
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ

は
少
な
く
と
も
話
の
筋
立
上
は
、
素
直
に
華
や
か
な
宮
廷
記
録
の
一
コ

マ
と
し
て
読
み
取
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
、
式
部
が
こ
れ
ら
の
歌

に
自
信
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。｢

菊
の
露｣

の
歌
は

『

紫
式
部
集』

の
一
二
〇
番
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

『

後�
集』

秋
下
に
見
え
る
祖
父
藤
原
雅
正
の
歌
、

露
だ
に
も
名
だ
ゝ
る
宿
の
菊
な
ら
ば
花
の
あ
る
じ
や
幾
世
な
る
ら
ん

を
踏
ま
え
る
と
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
の

｢

め
づ
ら

し
き｣

の
歌
も
、
同
じ
く
家
集
の
七
七
番
に
入
集
す
る
し
、
こ
ち
ら
は

『

後
拾
遺
集』

(

巻
七
賀)

、『

新�
朗
詠
集』

(

巻
下
雑)

、
さ
ら
に
は

『

今
鏡』

、『

古
来
風
躰
抄』

に
も
収
め
ら
れ
る
な
ど
、
後
代
の
評
価
は

極
め
て
高
い
。
吉
井
氏
も

｢

例
え
ば
こ
れ
ら
の
歌
に
式
部
な
り
の
自
負

が
あ
っ
て
実
際
に
は
外
へ
出
せ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
あ
え
て
日
記
中
に

書
き
と
ど
め
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
も
も
と
よ
り
可
能
で

は
あ
る
け
れ
ど
も｣

と
そ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
の

女
房
に

｢

物
語
こ
の
み
、
よ
し
め
き
、
歌
が
ち
に

����

、
人
を
人
と
も
思
は

ず｣

と
評
さ
れ
た
と
自
ら
記
す
式
部
の
こ
と
、
歌
に
自
信
の
ほ
ど
は
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。『

全
注
釈』

も
、｢

め
づ
ら
し
き｣

の
歌
を
評
価
し
て
、

｢

紫
式
部
と
し
て
は
会
心
の
作
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る｣

と
述
べ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
歌
を
省
略
せ
ず
に
載
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、『

紫

式
部
日
記』

と
い
う
作
品
内
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。
自
信
が
あ
っ
た
の
で
記
し
た
、
と
い
う
世
界
は

｢

日
記｣

な
ら
で
は
の
世
界
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
問
題
に
か
か
わ
る
本
質
的
理
由
が
、
歌
へ
の
自
信
と

い
う
事
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

『

源
氏
物
語』

幻
巻
。
こ
の
巻
は
早
く
小
町
谷
照
彦

｢｢

幻｣

の
方
法

に
つ
い
て
の
試
論

和
歌
に
よ
る
作
品
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ｣

(『

源

氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現』

東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
九
年)

ら

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
光
源
氏
の
人
生
を
歌
に

よ
っ
て
総
括
す
る
と
い
う
特
異
な
舞
台
で
あ
っ
た
。
そ
の
舞
台
に
ふ
さ

わ
し
く
、
源
氏
と
女
君
を
中
心
に
様
々
な
歌
が
詠
ま
れ
つ
つ
、
春
夏
秋

冬
の
時
間
が
進
行
す
る
が
、
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
歌
が
す
べ
て
記
録
さ
れ

る
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
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女
房
な
ど
多
く
言
ひ
集
め
た
れ
ど
、
と
ゞ
め
つ
。

人
ゝ
多
く
よ
み
を
き
た
れ
ど
、
漏
ら
し
つ
。

『

万
水
一
露』
も

｢
例
の
紫
式
部
か
筆
法
也｣

と
し
て
そ
の
省
筆
を

指
摘
す
る
。
は
じ
め
の
例
は
、
亡
き
紫
上
を
偲
ん
で
の
源
氏
と
夕
霧
の

贈
答
に
つ
い
て
。

亡
き
人
を
し
の
ぶ
る
よ
ひ
の
む
ら
雨
に
ぬ
れ
て
や
来
つ
る
山

ほ
と
ゝ
ぎ
す

と
て
、
い
と
ゞ
空
を
な
が
め
給
ふ
。
大
将
、

ほ
と
ゝ
ぎ
す
君
に
つ
て
な
ん
ふ
る
さ
と
の
花
た
ち
花
は
い
ま

ぞ
盛
り
と

女
房
な
ど
多
く
言
ひ
集
め
た
れ
ど
、
と
ゞ
め
つ

������������������
。

と
い
う
、
文
脈
で
あ
る
。
省
筆
に
つ
い
て

｢

新
大
系｣

の
脚
注
は
、

｢

主
語
は
書
き
手

(

語
り
手)

で
、
現
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う

物
語
上
の
趣
向｣

と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
お
そ
ら
く
主
た
る
目
的
は

｢

居
合
わ
せ
て
い
る｣

と
い
う
そ
こ
に
は
あ
る
ま
い

(

注
３)

。
源
氏
と
夕
霧
の

二
者
の
歌
の
み
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
に
、
他
の
非
主
要
人

物
の
歌
は
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
紫
上
へ
の
鎮
魂
の
切
実
さ
が
、

歌
の
数
に
比
例
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
立
場
を
、
作
者
は
は
っ
き
り

と
と
っ
て
い
る
。

ま
た
後
の
例
は
、

ま
こ
と
や
、
導
師
の
さ
か
月
の
つ
い
で
に
、

春
ま
で
の
命
も
知
ら
ず
雪
の
う
ち
に
色
づ
く
梅
を
け
ふ
か
ざ

し
て
ん

御
返
、千

世
の
春
み
る
べ
き
花
と
い
の
り
を
き
て
わ
が
身
ぞ
雪
と
と

も
に
ふ
り
ぬ
る

人
ゝ
多
く
よ
み
を
き
た
れ
ど
、
漏
ら
し
つ

����������������

。

春
ま
で
の
命
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
嘆
ず
る
源
氏
に
対
し
、
千
年

の
春
を
見
る
花
で
あ
れ
か
し
と
導
師
が
梅
に
託
す
、
と
い
う
贈
答
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
場
面
で
は
、｢

ま
こ
と
や
、
導
師
の
さ
か
月
の
つ
い
で

に｣

と
し
て
、｢

忘
て
思
出
た
る｣

(『

紹
巴
抄』)

と
い
う
立
場
を
と
る
。

藤
井
高
尚
の

｢

も
の
を
ふ
と
思
ひ
出
て
、
い
ふ
こ
ゝ
ろ
ば
へ
に
て｣

(『
消
息
文
例』)

の
説
明
の
如
く
、
や
や
記
憶
が
薄
れ
か
け
て
い
た
こ

と
を
示
す
謂
い
で
あ
る
。
幻
巻
に
は
以
上
の
二
例
の
省
筆
が
あ
る
が
、

珍
し
く
共
に
歌
の
省
略
で
あ
る
こ
と
も

(

注
４)

、
お
の
づ
か
ら
こ
の
巻
の
性
格

を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
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そ
し
て
こ
の
手
法
は
、

つ
く
ま
え
の
そ
こ
ひ
も
し
ら
ぬ
み
く
り
を
ば
浅
き
筋
に
や
お
も
ひ

な
す
ら
ん

そ
の
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
お
ほ
か
り
け
れ
ど
、
書
か
ず
。

(『

一
条
摂
政
御
集』

六
五)

君
し
あ
れ
ば
紅
葉
の
か
げ
も
た
の
ま
ね
ど
い
た
く
な
ふ
き
そ
こ
が

ら
し
の
風

い
と
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
か
か
れ
ば
と
ど
め
つ
。

(『

小
大
君
集』

九

(

注
５))

も
し
く
は

『

大
和
物
語』

の
、

こ
と
人
々
の
お
ほ
か
れ
ど
、
よ
か
ら
ぬ
は
忘
れ
に
け
り
。

(
二
十
九
段)

そ
の
返
し
、
そ
れ
よ
り
ま
へ
ま
へ
も
、
歌
は
い
と
お
ほ
か
り
け
れ

ど
、
え
聞
か
ず
。

(

百
二
十
四
段)

な
ど
に
見
ら
れ
る
、
私
家
集
か
ら
生
成
し
た
と
思
わ
れ
る
歌
語
り
的
な

省
筆
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

(

注
６)

。
す
な
わ
ち
、
物
語
と
い
う
枠

組
み
の
中
で
は
、
森
岡
常
夫
氏
が

｢

殊
に
主
要
人
物
の
和
歌
以
外
は
、

記
録
し
て
も
物
語
の
上
か
ら
は
、
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
に
相
違
な

い｣
(｢

源
氏
物
語
の
省
筆｣

『

源
氏
物
語
の
研
究』

清
水
弘
文
堂
書
房
、

昭
和
四
十
二
年)

と
述
べ
る
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る

(

注
７)

。

四

実
は
、
倫
子
あ
る
い
は
四
条
大
納
言
に
宛
て
て
紫
式
部
が
詠
ん
だ
歌

は
、
本
来
ま
さ
に
こ
の

｢

女
房
な
ど｣

が

｢

多
く
言
ひ
集
め
た｣

う
ち

の
ほ
ん
の
一
首
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
そ
れ
ら
は
、

ど
ち
ら
も
相
手
に
届
く
こ
と
な
く
、｢

用
な
さ
に
と
ゞ
め｣

ざ
る
を
得

な
か
っ
た
歌
で
あ
っ
た
。
最
大
で
実
に
三
十
八
首
も
の
歌
を
列
挙
す
る

『

う
つ
ほ
物
語』

と
は
異
な
り
、『

源
氏
物
語』

で
は
歌
の
羅
列
は
厳
格

に
避
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
規
範
を
日
記
に
は
持
ち
込
む
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
積
極
的
に
書
き
留
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
式
部
に
と
っ
て
歌

が
自
信
作
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
歌
を

記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
は
成
立
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
歌
の

贈
答
を
仮
構
と
し
て
組
み
立
て
る
。
そ
し
て
日
記
と
い
う
形
式
の
中
に

位
置
づ
け
る

す
な
わ
ち
歌
と
、
事
の
顛
末
と
を
記
す
こ
と
で
日
記

中
で
の
交
信
を
可
能
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
こ
に
歌
が
あ
る
真
の
意
味

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
幻
巻
と

『

紫
式
部
日
記』

と
の
意
識
の

差
は
、
物
語
で
省
略
さ
れ
る
も
の
と
日
記
で
省
略
さ
れ
る
も
の
と
が
ち
ょ

う
ど
表
裏
を
な
し
て
い
る
実
例
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
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味
に
お
い
て
、『

紫
式
部
日
記』

の
二
例
は
、
物
語
に
対
を
な
す
好
例

と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
事
実
は
、『

紫
式
部
日
記』

の
記
事
と
そ
れ
を
転
用
す
る
形
で

成
っ
た
と
い
わ
れ
る

『

栄
花
物
語』

巻
八

｢

は
つ
は
な｣

と
を
比
較
す

る
こ
と
で
一
層
明
瞭
と
な
る
。
安
藤
為
章
は

『

紫
家
七
論』

に

｢

栄
華

は
赤
染
や
紫
よ
り
後
の
人
の
、
古
記
を
と
り
あ
つ
め
て
、
そ
の
間
に
詞

�����
を
加
へ
て

����
全
書
と
な
し
た
る
も
の
と
み
ゆ
。
初
花
の
巻
は
や
が
て
紫
日

記
を
と
り
て
仕
立
て
た
り｣
と
記
す
が
、｢

そ
の
間
に
詞
を
加
へ
て｣

と
い
う
行
為
は

｢

全
書
と
な｣

す
た
め
の
単
な
る
接
続
詞
的
な
役
割
に

留
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
の
重
陽
の
場
面
に
つ
い
て

『

栄
花
物
語』
に
は
た
だ
、

か
か
る
程
に
九
月
に
も
な
り
ぬ
。
長
月
の
九
日
も
昨
日
暮
れ
て
、

千
代
を
こ
め
た
る
籬
の
菊
ど
も
、
行
末
遥
に
頼
し
き
気
色
な
る
に
、

と
あ
る
の
み
で
、
贈
答
の
記
事
は
現
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
逆
に
詞
が
削

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
物
語
作
者
の
意
図
を
考
え
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
。

一
方
の
五
夜
の
場
面
で
は
さ
ら
に
興
味
深
い
対
照
が
見
ら
れ
る
。

｢

詞
を
加
へ｣

た
実
例
。
二
つ
の
場
面
の

『

紫
式
部
日
記』

と

『

栄
花

物
語』

と
を
並
べ
て
掲
げ
て
み
よ
う

(

注
８)

。

��
上
達
部
、
座
を
立
ち
て
、
御
橋
の
上
に
ま
い
り
給
ふ
。
殿
を
は
じ

め
た
て
ま
つ
り
て
攤
う
ち
た
ま
ふ
。
か
み
の
あ
ら
そ
ひ
、
い
と
ま

さ
な
し
。
歌
ど
も
あ
り
。｢

女
房
、
さ
か
月｣

な
ど
あ
る
折
、
い

か
ゞ
は
い
ふ
べ
き
な
ど
、
く
ち

ぐ
思
ひ
心
み
る
。

(『

紫
式
部
日
記』)

上
達
部
ど
も
殿
を
は
じ
め
奉
り
て
、
攤
う
ち
給
ふ
に
、
紙
の
程
の

論
聞
き
に
く
ゝ
ら
う
が
は
し
。
歌
な
ど
あ
り
。
さ
れ
ど
、
物
騒
し

�������

さ
に
紛
れ
た
る
、
尋
ぬ
れ
ど
し
ど
け
な
う
、
事
繁
け
れ
ば
、
え
書

�������������������������

き
続
け
侍
ら
ぬ

������

。｢

女
房
盃｣

な
ど
あ
る
程
に
、
如
何
は
な
ど
思

ひ
や
す
ら
は
る
。

(『

栄
花
物
語』)

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
、
四
条
大
納
言
へ
の
歌
を
準
備
す
る
場
面
で
あ

る
。
歌
の
直
前
ま
で
の
記
事
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
、『

紫
式
部
日

記』

に
は
な
い

｢

え
書
き
続
け
侍
ら
ぬ｣

と
い
う
省
筆
が
、『

栄
花
物

語』

に
見
ら
れ
る
の
が
確
認
さ
れ
る
。

『
紫
式
部
日
記』

は
伝
本
に
め
ぐ
ま
れ
ず
、
比
較
的
善
本
と
さ
れ
る

黒
川
本
・
松
平
文
庫
本
で
さ
え
も
近
世
期
の
写
本
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の

事
情
か
ら
、『
紫
式
部
日
記
絵
巻』

あ
る
い
は

『

栄
花
物
語』

の
本
文

は
、
原
態
を
再
建
す
る
上
で
の
有
力
な
手
が
か
り
と
な
っ
て
き
た
。
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『
栄
花
物
語』

に
の
み
見
え
る
こ
の
省
筆
は
、『

紫
式
部
日
記』

固
有
の

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

現
行
の
諸
注
釈
は
概
ね『

栄
花
物
語』

の
加
筆
と
い
う
立
場
を
と
る
。

今
小
路
覚
瑞
氏
は
、

こ
の
項
の
前
後
に
当
る
日
記
の
記
事
は
極
め
て
簡
潔
で
、｢

歌
ど

も
あ
り｣

と
あ
っ
て
、
そ
の
時
の
歌
に
つ
い
て
の
く
わ
し
き
叙
述

は
な
い
。
栄
華
物
語
の
作
者
は
そ
の
素
材
に
な
き
ま
ゝ
に
こ
れ
に

対
し
て
の
弁
明
的
の
詞
と
し
て
添
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
推
測
す
る
。
た
だ
し
、
氏
自
身
も

栄
華
物
語
の
作
者
の
日
記
収
用
に
対
す
る
方
針
は
、
す
な
わ
ち
日

記
筆
者
の
個
人
的
叙
述
事
項
の
も
の
を
除
外
し
、
精
密
細
微
に
わ

た
る
点
を
忌
避
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
、｢

個
人
的｣

｢

一
方
的｣

な
筆
録
の

『

紫
式
部
日
記』

と

｢

客
観
的
な
第
三
者
の
立
場｣

で
描
く

『

栄
花
物
語』

の
性
格
を
定
義

す
る
よ
う
に
、
一
体
に

『

栄
花
物
語』

の
叙
述
は

『

紫
式
部
日
記』

の

内
容
を
簡
略
化
す
る
向
き
が
あ
り
、｢

素
材
に
な｣

い
こ
と
を
こ
こ
で

｢

弁
明｣

し
て
い
る
と
は
解
釈
し
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
近
時
で
は
、
こ
の

『

栄
花
物
語』

の
姿
勢
に
つ
い
て
、
永
谷
聡

氏
は
、こ

の
よ
う
な
書
き
換
え
部
分
を
考
え
る
と
、『

日
記』

に
は
な
い

｢

さ
れ
ど
も
の
さ
わ
か
し
き
に
…
え
ぞ
書
き
つ
づ
け
は
べ
ら
ぬ｣

と
い
う
箇
所
は
、『

栄
花』

の
操
作
で
あ
っ
て
、
や
は
り

『

日
記』

で
の

｢

主
家
に
仕
え
て
い
る
者｣

と
い
う
主
体

(

紫
式
部)

を
隠

蔽
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
式
部
の
歌
を
引

用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
で

和
歌
は
多
く
詠
ま
れ
た
が
、
い
ざ
式
部
個
人
の
歌
を
引
用
す
る
の

は
、
実
際
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
な
い
が
ゆ
え
に
違
和
感
を
覚
え
た

の
で
あ
る

(

注
９)

。

と
し
て｢

主
体
を
隠
蔽
す
る
意
図｣

を
指
摘
し
、
ま
た
中
村
康
夫
氏
は
、

｢

女
房
、
盃｣

の
と
こ
ろ
で
、
紫
式
部
の
和
歌
が
示
さ
れ
る
。
そ

こ
か
ら
は
日
記
に
も
記
事
が
あ
る
の
で
、『

栄
花
物
語』

作
者
は
、

上
達
部
達
の
歌
に
つ
い
て
書
か
な
い
こ
と
を
断
ろ
う
と
し
た
と
理

解
さ
れ
る
。
省
筆
に
は
、
同
じ
事
を
書
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

作
品
に
簡
潔
性
を
保
証
す
る
と
同
時
に
、
恒
例
の
行
事
で
あ
れ
ば
、

読
者
の
知
識
を
動
員
し
て
、
読
む
側
の
想
像
力
に
よ
る
、
作
品
世
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界
へ
の
主
体
的
参
加
を
実
現
し
て
い
る
一
面
が
あ
り
そ
う
で
あ
る

(

注�)

。

と
述
べ
て
、
読
者
を
意
識
し
た

｢

作
者
の
主
体
的
な
言
辞｣

と
見
る
。

日
記
を
さ
ら
に
読
み
進
め
る
と
、
歌
の
贈
答
で
は
な
い
も
の
の
、
こ

の
よ
う
な
対
照
が
も
う
三
組
探
し
出
せ
る
。
少
々
紙
幅
を
費
や
す
が
、

続
け
て
掲
げ
る
。

��
御
湯
殿
は
酉
の
時
と
か
。

(『

紫
式
部
日
記』)

御
湯
殿
、
酉
の
時
と
ぞ
あ
る
。
そ
の
儀
式
有
様
は
え
言
ひ
続
け
ず

�������������
。

(『

栄
花
物
語』)

��
た
ひ
ら
か
に
せ
さ
せ
給
て
、
後
の
事
ま
だ
し
き
程
、
さ
ば
か
り
広

き
母
屋
、
南
の
廂
、
高
欄
の
程
ま
で
、
立
ち
こ
み
た
る
僧
も
俗
も
、

今
一
よ
り
と
よ
み
て
、
額
を
つ
く
。

(『

紫
式
部
日
記』)

い
た
く
騒
ぎ
て
、
平
か
に
せ
さ
せ
給
つ
。
そ
こ
ら
広
き
殿
の
内
な

る
僧
俗
、
上
下
、
今
一
つ
の
御
事
の
ま
だ
し
き
に
、
額
づ
き
た
る

程
、
は
た
思
ひ
や
る
べ
し

��������

。

(『

栄
花
物
語』) ��

御
輿
に
は
、
宮
の
宣
旨
乗
る
。
糸
毛
の
御
車
に
殿
の
上
・
少
輔
の

乳
母
、
若
宮
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
乗
る
。

(『

紫
式
部
日
記』)

御
輿
に
は
、
宣
旨
君
乗
り
給
。
糸
毛
の
御
車
に
は
、
殿
の
上
、
少

将
の
乳
母
、
若
宮
抱
き
奉
り
て
乗
る
。
つ
ぎ

����ぐ
の
事
ど
も
あ
れ

������

ど
、
う
る
さ
け
れ
ば
書
ゝ
ず
な
り
ぬ

��������������

。

(『

栄
花
物
語』)

こ
こ
で
も
や
は
り
、『

栄
花
物
語』

に
の
み
省
筆
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

五

結
論
か
ら
言
え
ば
、
私
は
こ
れ
ら
は
い
か
に
も
物
語
ら
し
さ
を
ね
ら
っ

た
取
り
繕
い
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
。
特
に
歌
に
関
わ
る��
の
例

に
お
い
て
そ
れ
は
顕
著
で
あ
ろ
う
。

先
に
確
認
し
た
こ
と
は
、『

紫
式
部
日
記』

に
お
い
て
は
何
が
省
か

れ
る
か
と
い
う
選
定
基
準
が

『

源
氏
物
語』

と
は
全
く
逆
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

『

源
氏
物
語』

の
み
に
と
ど
ま

ら
ず
、
物
語
一
般
に
も
拡
大
で
き
る
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
無
論

『

栄
花
物
語』
も
例
外
で
は
な
い
。
物
語
に
お
い
て
は
概
し
て
省
略
さ
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れ
る
は
ず
の
女
房
の
歌
が
、『

紫
式
部
日
記』

に
は
か
く
も
堂
々
と
載

せ
ら
れ
て
い
る
。

と
な
る
と
、
日
記
に
見
ら
れ
る
記
事
を
そ
の
ま
ま
物
語
に
転
用
す
る

こ
と
は
、『
栄
花
物
語』

の
作
者
に
と
っ
て
甚
だ
都
合
の
悪
い
こ
と
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
四
条
大
納
言
の
く
だ
り
で

『

栄

花
物
語』

が

｢

さ
れ
ど
物
騒
が
し
さ
に
紛
れ
た
る
、
尋
ぬ
れ
ど
し
ど
け

な
う
、
事
繁
け
れ
ば
、
え
書
き
続
け
侍
ら
ぬ｣

な
る
省
筆
の
辞
を
述
べ

る
の
は
、
そ
れ
に
対
す
る
処
置
と
し
て
物
語
用
に
仕
立
て
上
げ
た
取
り

繕
い
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
中
村
氏
の
言
う

｢

主
体
的
な
言
辞｣

の

｢

主
体
性｣

と
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
た
。｢

詞
を
加
へ｣

る

こ
と
で
初
め
て
、
諸
々
の
不
要
な
歌
は
除
い
た
と
い
う
物
語
的
ポ
ー
ズ

を
取
る
事
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る

(

こ
の
場
面
、
物
語
に
お
い
て
は

さ
ら
に

『

公
任
集』

二
四
二
番
所
収
の
公
任
の
歌

｢
秋
の
月
影
の
ど
け

く
も
み
ゆ
る
か
な
こ
や
長
き
よ
の
契
り
な
る
ら
む｣

を
こ
そ
高
貴
の
歌

と
し
て
書
き
留
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い)

。

事
実
、
こ
の
日
の

『

大
日
本
史
料』

に
就
い
て
み
る
に
、『

日
本
紀

略』

に
は
、

九
月
十
五
日
、
壬
申
、
皇
子
降
誕
之
後
五
夜
也
、
公
卿
以
下
詠
ム二

和
歌
ヲ一
、
令
ム二
参
議
左
大
弁
行
成
卿
ヲ
シ
テ
作
ラ�
序
ヲ
、

の
記
事
が
見
え
、
ま
た

『

御
産
部
類
記』

に
は
、

諸
卿
起
座
シ
、
更
ニ
着
ス二
渡
殿
ノ
座
ニ一
、
召
ス二
衝
重
ヲ一
、
一
両
巡
ノ
後
有
リ二

和
歌
合会

一
者歟

、
右

(

左)

衛
門
督
公
任
、
其
後
有
リ二
擲
采
之
戯
一
、

(

小
右
記)

坏
酌
被
巡
之
後
、
上
卿
着
ス二
渡
殿
ノ
座
ニ一
、
儲
ク二
突
重
ノ
物
ヲ一
、
左
衛

門
督
公
任
卿
執
リレ

盃
ヲ

、
献
ズ二

和
歌
ヲ一

、
召
シ二

紙
筆
ヲ一

、
賜
テ二

左
大
弁

行
成
卿
ニ一
書
カ
シ
ム

レ

之
ヲ
、
公
卿
一
々
読
了
ス
、
次
デ
碁
手
帋
、
殿
上
人
・

諸
大
夫
同
ジ
ク
有
リ二
碁
手
一
、
此
間
盃
觴�

勧
ム
、
朗
詠
間
ニ
発
ス
、

(

不
知
記)

と
あ
る
如
く
、
あ
く
ま
で
公
的
な
記
録
と
し
て
は
公
任
達
の
挙
措
こ
そ

が
重
要
で
あ
っ
た
の
だ
。

だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
紫
式
部
の
歌
は
は
っ
き
り
と
記
録
さ
れ
た
。

こ
れ
は
こ
の
日
記
が

｢

中
宮
職
な
ど
の
事
務
的
な
記
録｣

(

清
水
好
子

氏)

や
種
々
の
物
語
と
は
異
な
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。｢

何
を
残
し
て
何
を
略
す
か｣

と
い
う
選
択
基
準
を

｢

上
の
品｣

の
物
語
た
る

『

源
氏
物
語』

の
世
界
と
は
別
に
矜
持
し
た
と
い
う
こ
と

だ
。
こ
こ
に
、
紫
式
部
の
意
志
が
か
い
ま
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
設

定
さ
れ
た
基
準
は
、『

紫
式
部
日
記』

に
指
摘
さ
れ
る

｢

作
者
の
鋭
く
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強
靭
な
観
察
力
と
ま
た
世
俗
的
な
栄
華
の
世
界
に
融
和
し
き
れ
な
い
憂

愁
に
満
ち
た
内
省
的
精
神｣

(『

日
本
古
典
文
学
大
辞
典』)

、
す
な
わ
ち

公
・
私
二
者
の
眼
差
し
の
並
立
と
い
う
特
異
な
側
面
を
支
え
る
要
素
に

成
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
歌
を
記
す
そ
の
記
述
態
度
は
、
山
本
氏

の
言
う

｢

中
宮
賛
美
と
い
う
大
主
題｣

に
参
画
す
る
た
め
の
鍵
で
あ
っ

た
と
同
時
に
、
た
と
え
道
長
家
の
栄
華
を
書
き
記
す
実
録
的
場
面
に
お

い
て
さ
え
、
省
筆
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
水
鳥
の

記
事
に
発
露
さ
れ
た
よ
う
な
日
記
の
私
性
と
繋
が
っ
て
い
る
事
実
を
指

し
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

(

注�)
。
式
部
の
歌
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
省
か
れ
て

は
な
ら
な
か
っ
た
。

注

注
１

｢

新
日
本
古
典
文
学
大
系｣

に
よ
る
。

注
２

｢

紫
式
部
日
記
に
お
け
る
歌
の
場
面
に
つ
い
て｣

『

同
志
社
国
文
学』

昭

和
四
十
七
年
十
月
。

注
３

い
わ
ゆ
る
草
子
地
論
や｢

語
り｣

の
論
か
ら
す
れ
ば
、
作
者
・
筆
録
者
・

語
る
女
房
の
三
者
が
関
心
事
と
な
る
が
、
そ
の
三
者
の
距
離
を
測
る
こ

と
の
み
に
執
着
す
る
の
は
必
ず
し
も
適
当
で
な
い
。
こ
こ
で
は
、
誰
の

歌
が
記
さ
れ
誰
の
歌
が
記
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
絞
る

べ
き
で
あ
る
。

注
４

『

源
氏
物
語』

に
見
ら
れ
る
省
筆
は
、
散
文
の
叙
述
に
お
い
て

｢

く
だ
く

だ
し｣

と
し
て
退
け
る
タ
イ
プ
が
多
い
。
こ
れ
は

『

落
窪
物
語』

等
か

ら
連
な
る
い
わ
ば

｢

作
り
物
語
的
省
筆｣

と
も
い
う
べ
き
叙
法
で
あ
る
。

『

源
氏
物
語』

中
に
四
十
例
あ
ま
り
散
見
さ
れ
る
。
対
し
て
歌
の
列
挙
を

避
け
る｢

歌
語
り
的
省
筆｣

は
二
十
例
ほ
ど
。
そ
の
比
率
は
作
品
に
よ
っ

て
異
な
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
省
筆
の
生
成
の
観
点
か
ら
別
稿

に
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
の
で
そ
れ
に
譲
る
。

注
５

『

新
編
国
歌
大
観』

に
よ
る
。

注
６

野
村
精
一
氏
は
幻
巻
の
文
体
に
注
目
し
、｢

以
上
一
周
忌
法
要
の
散
文
は
、

こ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
。
い
っ
た
い
行
事
の�
く
だ

く
し
い�
事
は

描
写
し
な
い
こ
の
作
者
に
し
て
も
、
一
語
の
草
子
地
も
な
く
、
こ
れ
で

す
ま
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
反

�

散
文
の
機
能
に
お
い
て
、
こ
の

散
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ｣

と
し
て

｢

全
く
私
家
集
の

一
節
か
と
見
え
る
よ
う
な
文
章
の
形
式
フ
ォ
ー
ム｣

と
述
べ
る

(｢

源
氏
物
語
の
文

体
批
評｣

『

源
氏
物
語
文
体
論
序
説』

有
精
堂
、
昭
和
四
十
五
年)

。
た

し
か
に
、
実
際
に

｢

詠
ま
れ
た｣

和
歌
を
主
観
に
よ
っ
て

｢

も
ら
し
た｣

と
す
る
の
は
、
勅�
集
的
で
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
ま
さ
に
私

家
集
的
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注
７

森
岡
氏
の
説
は
必
ず
し
も

｢

物
語｣

全
般
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い

(

例
え
ば

『

う
つ
ほ
物
語』

な
ど)

が
、『

源
氏
物
語』

に

は
氏
の
述
べ
る
傾
向
が
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。

注
８

『

紫
式
部
日
記』

と

『

栄
花
物
語』

と
の
対
照
に
つ
い
て
は
、
今
小
路
覚

瑞

『

紫
式
部
日
記
の
研
究

(

新
訂
版)』

(

有
精
堂
選
書
、
昭
和
四
十
五

年)

に
一
覧
を
掲
げ
る
。
ま
た
、
白
井
た
つ
子

｢『

紫
式
部
日
記』

と

『

栄
花
物
語』

｢

は
つ
は
な｣

と
の
比
較
の
問
題｣

(『

日
本
文
学
研
究
資

料
叢
書

歴
史
物
語
Ⅰ』

有
精
堂
、
昭
和
四
十
六
年)

に
お
い
て
も
両

書
の
比
較
が
試
み
ら
れ
、｢

と
に
か
く
こ
の
箇
所
で
、
そ
の
歌
ま
で
を

『

紫
式
部
日
記』

か
ら
引
き
写
し
、『

栄
花
物
語』

に
使
用
す
る
必
要
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
感
じ
ら
れ
て
な
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ら
な
い｣

と
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
を

｢

抑
々
、『

栄
花
物
語』

の
作
者

が
、『

紫
式
部
日
記』

の
記
述
に
大
き
く
凭
掛
り
、
採
用
す
べ
き
記
述
の

選
択
を
、
厳
し
く
行
わ
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う｣

と
推
測

す
る
。

注
９

永
谷
聡

｢『
紫
式
部
日
記』

産
養
記
録
の
性
格

｢

観
察
者｣

・｢

執
筆

者｣

と
し
て
の
紫
式
部
と

『

栄
花
物
語』

(

初
花
巻)

と
の
関
わ
り

｣
『

帝
京
国
文
学』
九
、
平
成
十
四
年
九
月
。

注
10

｢『

栄
花
物
語』

は
何
を
書
こ
う
と
し
た
か｣

『

栄
花
物
語
の
基
層』

風
間

書
房
、
平
成
十
四
年
一
〇
月
。

注
11

日
記
の
私
性
を
強
調
す
る
論
考
と
し
て
、
古
く
は
池
田
亀
鑑

『

宮
廷
女

流
日
記
文
学』

の

｢

紫
式
部
日
記
は
、
他
の
何
物
の
手
段
の
た
め
に
も

書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
全
く
式
部
の
魂
そ
れ
自
ら
の
教
養
の
記
録

に
外
な
ら
な
い｣

の
言
が
あ
り
、
ま
た
篠
原
昭
二

｢

紫
式
部
日
記
の
成

立

記
録
の
方
法
に
つ
い
て

｣
(『

国
文
学』

昭
和
四
十
四
年
、
五

月)

で
は
、｢

紫
日
記
が
公
的
な
記
録
係
の
目
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
晴

儀
の
外
に
身
を
置
い
た
者
の
目
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
式
な
記
録
で
は
全
く
な
く
、
第
三
者
的
な
見

聞
記
で
あ
る｣

と
述
べ
る
。

(

た
む
ら

た
か
し
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程)
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