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は
じ
め
に

　
「
樺
桜
」
と
喩
え
ら
れ
「
春
」
を
愛
し
た
紫
の
上
が
、
な
ぜ
最
期
に
は
己

を
「
露
」
に
喩
え
て
「
秋
」
に
儚
く
消
え
る
よ
う
に
し
て
世
を
去
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
。『
源
氏
物
語
』
を
読
み
終
わ
っ
た
後
に
残
っ
た
の
は
こ
の
疑

問
で
あ
る
。
源
氏
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
幸
せ
そ
う
に
微
笑
ん
で
い
た
頃
の

紫
の
上
は
、
常
に
「
春
」
や
「
桜
」
を
纏
い
、
そ
れ
は
「
山
桜
」
と
喩
え
ら

れ
た
若
紫
巻
を
始
発
と
し
て
「
桜
の
細
長
」
を
可
憐
に
纏
う
末
摘
花
巻
、
華

や
か
に
「
春
」
の
美
し
さ
を
詠
う
初
音
巻
と
胡
蝶
巻
、「
樺
桜
」
と
称
さ
れ

る
野
分
巻
と
い
う
よ
う
に
巻
を
重
ね
て
描
か
れ
続
け
て
い
た
。

　

紫
の
上
が
象
徴
と
も
い
え
る
「
春
」
や
「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
を
失
っ
て

い
く
の
は
女
三
の
宮
の
降
嫁
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、「
春
」
や
「
桜
」
と
の

結
び
つ
き
を
奪
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
失
っ
た
紫
の
上
は
、
源
氏
の
「
飽
き
」

を
嘆
い
て
「
秋
」
の
歌
を
詠
み
、
早
春
の
女
楽
に
お
い
て
「
秋
」
の
楽
器
を

紫
の
上
の
結
び
つ
き

─
「
春
」
か
ら
「
秋
」
へ
「
桜
」
か
ら
「
露
」
へ
─

小　

林　

由　

佳

奏
で
る
な
ど
、
次
第
に
「
秋
」
を
纏
う
よ
う
に
な
る
。「
春
」
や
「
桜
」
と

共
に
栄
華
と
幸
福
を
描
か
れ
て
き
た
過
去
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
秋
」
と
の

結
び
つ
き
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
紫
の
上
の
悲
哀
や
苦
悩
は
深
く
克
明

で
、
六
条
院
で
の
生
活
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
出
家
を
切
望
す
る
紫
の
上
の
心

境
は
「
秋
」
が
擁
す
る
印
象
に
よ
っ
て
残
酷
な
ほ
ど
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い

く
。

　
「
春
」
か
ら
「
秋
」
へ
「
桜
」
か
ら
「
露
」
へ
、
結
び
つ
き
の
変
容
が

語
る
も
の
は
何
な
の
か
。「
春
」
や
「
桜
」
の
中
で
幸
せ
そ
う
に
微
笑
み
、

「
秋
」
や
「
露
」
の
中
で
儚
く
世
を
去
っ
た
紫
の
上
の
人
生
を
論
証
し
て
い

き
た
い
。一

、
春
と
桜
と
紫
の
上

　
「
京
の
花
、
盛
り
は
み
な
過
ぎ
に
け
り
。
山
の
桜
は
ま
だ
盛
り
」（
若
紫

１
一
九
九
～
二
〇
〇
）
と
描
写
さ
れ
る
晩
春
、
紫
の
上
は
物
語
の
中
に
登



−96−

場
す
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
印
象
的
な
場
面
の
季
節
と
し
て
「
春
」

が
設
定
さ
れ
る
の
は
こ
の
若
紫
巻
が
初
め
て
で
あ
り
、
蔵
匿
を
解
か
れ
た

「
春
」
と
絢
爛
に
咲
き
乱
れ
る
「
桜
」
は
、
美
し
い
黒
髪
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺

ら
し
て
山
中
を
走
り
回
り
、
雀
の
子
を
女
童
が
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
と
言
っ

て
は
泣
き
じ
ゃ
く
る
紫
の
上
を
印
象
的
に
彩
っ
て
い
く
。
貴
族
の
姫
君
で
あ

れ
ば
小
さ
な
貴
婦
人
と
し
て
振
る
舞
う
十
歳
と
い
う
年
齢
で
あ
り
な
が
ら
、

山
桜
が
咲
き
乱
れ
る
晩
春
の
北
山
の
自
然
の
中
を
溌
溂
と
走
り
回
り
感
情
の

ま
ま
に
幼
げ
に
泣
く
紫
の
上
は
、
そ
の
姿
を
垣
間
見
て
い
た
源
氏
の
心
を
一

瞬
に
し
て
奪
い
「
面
影
は
身
を
も
離
れ
ず
山
桜
心
の
か
ぎ
り
と
め
て
来
し

か
ど
」（
若
紫
１
二
二
八
）
と
「
山
桜
」
の
比
喩
を
導
い
て
、
こ
の
運
命
的

な
出
逢
い
の
場
面
が
紫
の
上
の
「
春
」
や
「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
の
始
発
と

な
っ
て
い
く
。

　

瞬
間
的
な
美
し
さ
を
切
り
取
る
比
喩
表
現
に
よ
っ
て
桜
の
精
と
見
紛
う
姿

を
表
現
さ
れ
た
紫
の
上
だ
が
、
人
物
を
折
に
か
な
う
景
物
に
喩
え
る
こ
と

は
こ
の
時
代
の
常
套
表
現
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
に
は
紫
の
上
以
外
に
も
、

源
氏
に
よ
っ
て
青
柳
、
藤
、
橘
と
い
っ
た
花
に
喩
え
ら
れ
る
女
君
が
多
く
存

在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
紫
の
上
と
同
じ
よ
う
に
比
喩
を
繰
り
返
し
強

調
さ
れ
て
い
く
女
君
は
お
ら
ず
、「
春
」
や
「
桜
」
を
纏
う
紫
の
上
の
姿
だ

け
が
描
き
重
ね
ら
れ
て
い
く
た
め
に
そ
の
結
び
つ
き
は
稀
有
な
も
の
と
し
て

映
る
よ
う
に
な
る
。

　

続
い
て
描
か
れ
て
い
く
の
は
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
た
紫
の
上
の
姿
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
北
山
の
天
真
爛
漫
な
様
子
を
彷
彿
と
さ
せ
る
愛
ら
し
い
姿
が

源
氏
の
視
点
に
拠
っ
て
語
ら
れ
て
い
く
。
紫
の
上
の
無
邪
気
で
愛
ら
し
い
気

質
は
「
何
心
な
し
」
と
表
現
さ
れ
、
例
え
ば
、
源
氏
が
紫
の
上
に
手
習
を
教

え
る
場
面
で
は
、
上
手
に
書
け
な
い
と
「
何
心
な
く
」
見
上
げ
る
紫
の
上
の

あ
ど
け
な
さ
、
教
え
て
あ
げ
る
と
優
し
く
諭
せ
ば
素
直
に
筆
を
握
る
愛
ら
し

さ
に
、
自
分
の
心
な
が
ら
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
う
ほ
ど
強
く
惹
か
れ
て
い

く
源
氏
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
藤
壺
と
の
許
さ
れ
ざ
る
恋
、
葵
の
上
と

の
冷
え
た
結
婚
生
活
、
六
条
御
息
所
と
の
駆
け
引
き
で
成
り
立
つ
恋
愛
の
中

に
身
を
お
い
て
い
た
源
氏
に
と
っ
て
、
紫
の
上
の
「
何
心
な
い
」
気
質
は
こ

れ
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
喜
び
を
も
た
ら
す
愛
す
べ
き
性
情
で
あ
っ
た
。

紫
の
上
の
愛
ら
し
さ
に
思
い
も
よ
ら
ず
心
惹
か
れ
て
い
く
源
氏
の
姿
は
、
北

山
で
の
垣
間
見
の
場
面
を
想
い
起
こ
さ
せ
、
直
接
的
な
描
写
は
な
く
と
も
紫

の
上
の
「
春
」
や
「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
の
継
続
を
窺
わ
せ
る
。

　

末
摘
花
巻
で
は
、
紫
の
上
が
「
桜
」
の
衣
装
を
身
に
纏
っ
て
登
場
し
、
紫

の
上
の
「
春
」
や
「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
は
再
び
直
接
的
に
炙
り
出
さ
れ

る
。「
紫
の
君
、
い
と
も
の
う
つ
く
し
き
片
生
ひ
に
て
、
紅
は
か
う
な
つ
か

し
き
も
あ
り
け
り
と
見
ゆ
る
に
、
無
紋
の
桜
の
細
長
な
よ
よ
か
に
着
な
し

て
、
何
心
も
な
く
て
も
の
し
た
ま
ふ
さ
ま
い
み
じ
う
ら
う
た
し
」（
末
摘
花

１
三
〇
五
）
と
語
ら
れ
る
こ
の
場
面
に
お
い
て
、「
植
物
と
の
連
携
は
薄
い
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分
だ
け
象
徴
的
に
〈
譬
〉
の
問
題
と
し
て
機
能
を
発
揮
す
る注１」「
桜
」
の
細

長
は
、
紫
の
上
の
「
春
」
や
「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
だ
け
で
な
く
、
そ
の
衣

装
を
可
憐
に
纏
う
紫
の
上
を
愛
し
い
と
思
う
源
氏
の
愛
情
も
同
時
に
浮
か
び

上
が
ら
せ
て
い
る
。
紫
の
上
の
「
春
」
や
「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
描
か

れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
源
氏
と
紫
の
上
の
二
人
の
特
別
な
絆
を
象
徴
す
る

も
の
と
し
て
も
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
瞬
間
的
な
美
し
さ
を
切
り
取
る
一

過
性
の
表
現
と
し
て
の
役
割
を
越
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
薄
雲
巻
、
紫
の
上
は
源
氏
に
よ
っ
て
「
春
の
曙
に
心
し
め
た
ま

へ
る
」（
薄
雲
２
四
六
五
）
人
と
し
て
語
ら
れ
、
六
条
院
造
営
後
に
は
そ
の

結
び
つ
き
に
相
応
し
く
「
春
」
の
町
を
与
え
ら
れ
る
。
紫
の
上
が
「
春
」
や

「
桜
」
を
纏
う
女
君
と
し
て
語
ら
れ
る
最
大
の
由
縁
は
こ
こ
に
あ
り
、
時
の

中
宮
で
あ
る
秋
好
中
宮
と
華
や
か
に
繰
り
広
げ
た
春
秋
論
を
通
じ
て
そ
の
様

子
は
描
か
れ
て
い
く
。
一
度
目
の
春
秋
論
は
紅
葉
が
美
し
く
色
づ
き
始
め

た
「
秋
」
を
舞
台
と
し
、
秋
好
中
宮
は
色
と
り
ど
り
の
花
や
紅
葉
を
添
え
て

「
秋
」
の
称
揚
歌
を
高
ら
か
に
詠
い
上
げ
、
紫
の
上
は
「
春
」
を
真
っ
向
か

ら
主
張
す
る
歌
を
詠
み
返
す
。
紫
の
上
の
「
春
」
は
、
今
上
帝
の
中
宮
で
あ

る
秋
好
中
宮
が
愛
す
る
「
秋
」
と
対
を
な
す
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
六
条

院
に
お
い
て
秋
好
中
宮
と
並
ぶ
ほ
ど
の
地
位
に
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

と
し
て
顕
在
し
て
い
る
。
二
度
目
の
春
秋
論
は
「
春
」
に
舞
台
を
移
し
て
行

わ
れ
、
優
美
な
供
花
に
添
え
ら
れ
た
紫
の
上
の
「
春
」
の
称
揚
歌
を
、
秋
好

中
宮
は
去
年
の
紅
葉
の
「
秋
」
の
歌
に
対
す
る
お
返
し
と
気
づ
い
て
微
笑
み

な
が
ら
見
つ
め
て
白
旗
を
揚
げ
る
。
六
条
院
は
源
氏
と
秋
好
中
宮
と
の
語
ら

い
を
契
機
に
造
営
さ
れ
て
お
り
、
邸
の
場
所
も
秋
好
中
宮
の
生
母
で
あ
る
故

六
条
御
息
所
の
邸
跡
に
置
か
れ
る
な
ど
当
初
は
秋
好
中
宮
の
里
下
が
り
と
し

て
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
秋
好
中
宮
が
紫
の
上
に
勝
ち
を
譲
る

と
い
う
こ
と
は
、
紫
の
上
こ
そ
が
六
条
院
の
女
主
人
で
あ
る
こ
と
を
秋
好
中

宮
が
承
認
し
た
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、
こ
こ
で
紫
の
上
の
「
春
」
や
「
桜
」

と
の
結
び
つ
き
は
紫
の
上
の
栄
華
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
る
。

　

そ
し
て
野
分
巻
に
お
い
て
紫
の
上
は
初
め
て
源
氏
で
は
な
い
第
三
者
の
視

線
か
ら
「
桜
」
の
比
喩
を
与
え
ら
れ
る
。
少
女
時
代
は
そ
の
天
真
爛
漫
な
幼

さ
故
に
「
山0

桜
」
と
喩
え
ら
れ
た
が
、
源
氏
の
寵
愛
を
一
心
に
受
け
て
清
廉

な
女
君
へ
と
成
長
し
た
紫
の
上
は
、
野
分
が
荒
々
し
く
吹
き
乱
れ
る
「
秋
」

を
背
景
に
し
な
が
ら
も
「
樺0

桜
」
と
喩
え
ら
れ
る
。
源
氏
の
視
線
を
離
れ
、

更
に
折
に
反
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
春
」
や
「
桜
」
と
喩
え
ら
れ
る

こ
と
に
少
し
の
破
綻
も
感
じ
な
い
の
は
、
紫
の
上
の
「
春
」
や
「
桜
」
と
の

結
び
つ
き
が
す
で
に
磐
石
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
紫
の
上
の
「
春
」
や
「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
紫
の
上
の

瞬
間
的
な
美
し
さ
を
表
現
す
る
比
喩
か
ら
始
ま
り
、
源
氏
と
の
絆
、
紫
の
上

の
六
条
院
に
お
け
る
地
位
と
栄
華
の
象
徴
へ
と
巻
を
重
ね
る
ご
と
に
意
味
合

い
が
深
ま
っ
て
い
く
。
紫
の
上
に
と
っ
て
「
春
」
や
「
桜
」
は
、
紫
の
上
が
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紫
の
上
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
決
し
て
失
っ
て
は
な
ら
な
い
結
び
つ
き
と

言
え
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
「
春
」
や
「
桜
」
と
紫
の
上
の
結
び
つ
き
は
源
氏
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
源
氏
の
創
り
上
げ
た
六
条
院
の
中
で
確
か
な
も
の
と

な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
紫
の
上
自
身
の
心
情
に
寄
り
添
っ
た
描
写
の
中

か
ら
積
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
や

が
て
物
語
は
紫
の
上
が
「
春
の
人
」
や
「
桜
の
人
」
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な

く
な
る
事
態
を
持
ち
込
ん
で
く
る
。
女
三
の
宮
の
降
嫁
を
契
機
に
「
秋
」
や

「
露
」
を
纏
い
始
め
る
紫
の
上
の
心
情
は
、「
春
」
や
「
桜
」
の
頃
か
ら
一
転

し
て
「
秋
」
や
「
露
」
が
擁
す
る
心
変
わ
り
や
孤
独
、
儚
さ
と
い
っ
た
印
象

と
併
せ
て
丁
寧
に
描
写
さ
れ
、「
秋
」
や
「
露
」
と
の
結
び
つ
き
は
紫
の
上

の
心
に
よ
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
。「
春
」
か
ら
「
秋
」
へ
「
桜
」
か

ら
「
露
」
へ
、
結
び
つ
き
が
変
容
し
て
い
く
理
由
と
過
程
を
若
菜
上
巻
か
ら

巻
を
追
っ
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

二
、
変
貌
の
兆
し

　

紫
の
上
が
女
三
の
宮
の
降
嫁
を
知
る
場
面
の
描
写
は
実
に
巧
妙
で
、
源

氏
の
告
白
を
聞
く
紫
の
上
に
は
「
何
心
も
な
く
て
お
は
す
る
に
」（
若
菜
上

４
五
十
一
）
と
久
方
ぶ
り
に
「
何
心
な
し
」
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
形
容
詞

に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
源
氏
に
限
り
な
い
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
少
女

時
代
の
紫
の
上
の
姿
で
あ
り
、
源
氏
が
す
で
に
降
嫁
を
承
諾
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
変
わ
ら
な
い
信
頼
を
寄
せ
る
紫
の
上
の
姿
に
は
危
う
さ
さ
え

覗
く
。

　

そ
も
そ
も
紫
の
上
が
「
春
」
や
「
桜
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
頃
、
源
氏
と

紫
の
上
の
交
流
は
、〈
拗
ね
〉
る
紫
の
上
を
源
氏
が
優
し
く
〈
慰
め
〉
る
と

い
う
、
紫
の
上
が
表
出
す
る
素
直
な
〈
拗
ね
〉
の
共
有
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ

て
き
た
。
例
え
ば
源
氏
と
紫
の
上
が
新
枕
を
交
わ
し
た
そ
の
翌
朝
、
紫
の
上

は
源
氏
か
ら
の
後
朝
の
歌
に
返
歌
も
せ
ず
に
布
団
を
ひ
き
か
ぶ
っ
て
泣
き
続

け
た
が
、
紫
の
上
が
新
枕
に
つ
い
て
の
複
雑
な
心
境
を
そ
の
よ
う
な
形
で
曝

け
だ
し
て
し
ま
う
の
は
「
源
氏
に
対
し
て
怒
り
な
が
ら
も
甘
え
て
い
る
、
無

意
識
の
う
ち
の
深
い
信
頼
の
表
明注
２」
で
あ
っ
て
、
源
氏
は
そ
の
〈
拗
ね
〉
を

「
い
と
ど
ら
う
た
げ
」（
葵
２
七
十
二
）
と
捉
え
て
時
間
を
か
け
て
〈
慰
め
〉

た
。
源
氏
か
ら
浮
気
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
明
石
の
巻
に
お
い
て
も
、
紫
の
上

は
贈
答
歌
の
中
で
の
類
型
的
な
恨
み
言
葉
よ
り
も
明
石
の
君
が
箏
の
名
手
だ

と
知
っ
た
後
に
頑
な
に
楽
器
に
触
れ
る
の
を
拒
む
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て

〈
拗
ね
〉
を
表
明
し
た
。「
春
」
や
「
桜
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
頃
に
あ
り
続

け
た
源
氏
と
紫
の
上
の
特
有
の
交
流
は
、
し
か
し
こ
の
女
三
の
宮
の
降
嫁
を

契
機
に
大
き
く
崩
れ
、
紫
の
上
は
女
三
の
宮
降
嫁
の
告
白
を
〈
拗
ね
〉
を
微

塵
も
見
せ
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
て
い
く
。
朱
雀
院
最
愛
の
内
親
王
で
あ
り

時
の
東
宮
の
妹
宮
で
あ
る
女
三
の
宮
の
輿
入
れ
は
、
紫
の
上
に
六
条
院
の
女



−99−

主
人
と
し
て
の
地
位
の
喪
失
を
突
き
つ
け
、
更
に
「
何
心
な
く
」
源
氏
を
信

じ
き
っ
て
い
た
無
防
備
な
心
を
大
き
く
打
ち
砕
く
が
、
天
皇
家
か
ら
の
無
類

の
信
頼
の
証
で
も
あ
る
内
親
王
の
降
嫁
を
前
に
〈
拗
ね
〉
を
見
せ
る
こ
と
な

ど
で
き
よ
う
は
ず
も
な
か
っ
た
。
北
山
で
の
出
逢
い
の
場
面
か
ら
始
ま
っ

て
、
紫
の
上
の
「
何
心
な
い
」
姿
と
「
山
桜
」
を
重
ね
合
わ
せ
て
「
春
」
や

「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
を
つ
く
っ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
源
氏
の
眼
差
し
で
あ

り
愛
情
で
あ
っ
た
。
そ
の
源
氏
自
身
に
よ
る
降
嫁
の
承
諾
、
そ
し
て
女
三
の

宮
の
六
条
院
「
春
の
町
」
の
寝
殿
へ
の
輿
入
れ
は
、
紫
の
上
の
「
何
心
な

い
」
心
を
砕
き
、
源
氏
か
ら
の
愛
情
に
不
信
を
抱
か
せ
、
六
条
院
の
女
主
人

の
地
位
を
失
わ
せ
、「
春
」
や
「
桜
」
と
結
び
つ
く
要
因
を
根
幹
か
ら
大
き

く
揺
る
が
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
源
氏
の
降
嫁
承
諾
に
よ
っ
て
「
春
」
や
「
桜
」
と

の
結
び
つ
き
を
揺
る
が
さ
れ
た
紫
の
上
の
変
貌
の
兆
し
は
、
源
氏
と
女
三
の

宮
の
新
婚
三
日
目
の
場
面
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
紫
の
上
は
か
つ

て
源
氏
と
の
交
流
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
〈
拗
ね
〉
を
、
自
身
の
あ
り
の
ま

ま
の
感
情
を
表
明
す
る
た
め
で
は
な
く
、
源
氏
と
の
再
び
の
交
流
を
果
た
す

た
め
に
擬
態
と
し
て
和
歌
の
中
で
用
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
紫
の
上
の
贈
歌

「
目
に
近
く
移
れ
ば
か
は
る
世
の
中
を
行
く
末
と
ほ
く
た
の
み
け
る
か
な
」

（
若
菜
上
４
六
十
五
）
は
、「
秋
萩
の
下
葉
に
つ
け
て
目
に
近
く
よ
そ
な
る
人

の
心
を
ぞ
み
る
」（
拾
遺
・
雑
秋
）
と
い
う
「
秋
」
の
恋
歌
を
下
に
敷
い
て

い
る
。
源
氏
の
「
飽
き
」
を
恨
み
〈
拗
ね
〉
て
み
せ
る
そ
の
和
歌
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
紫
の
上
の
感
情
が
そ
の
ま
ま
詠
み
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
会
話
の
中
で
降
嫁
に
よ
る
夜
離
れ
を
弁
解
す
る
も
微
塵
も
〈
拗
ね
〉
を

見
せ
な
い
紫
の
上
の
理
性
的
な
態
度
に
よ
っ
て
押
し
黙
る
他
な
か
っ
た
源
氏

に
、〈
慰
め
〉
の
機
会
を
与
え
る
べ
く
配
慮
さ
れ
た
、
優
し
い
と
も
易
し
い

と
も
解
釈
で
き
る
和
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
源
氏
と
紫
の
上
の
間
で
か
わ
さ

れ
て
き
た
〈
拗
ね
〉
と
〈
慰
め
〉
に
よ
る
交
流
は
、
紫
の
上
の
あ
り
の
ま
ま

の
〈
拗
ね
〉
の
表
明
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
心
が
通
っ
た
交
流
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
り
、
心
を
押
し
隠
し
た
擬
態
で
は
贈
答
歌
の
応
酬
の
一
瞬
の
み
に
成

り
立
つ
表
面
的
な
交
流
と
し
か
成
り
え
な
い
。
そ
れ
で
も
源
氏
と
唯
一
無
二

の
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
過
去
へ
の
回
帰
を
望
む
か
ら
こ
そ
紫
の
上
は
歌
を

詠
ん
だ
の
で
あ
り
、
和
歌
を
誘
っ
た
要
因
は
源
氏
へ
の
愛
執
に
他
な
ら
な

い
。

　

し
か
し
、
こ
の
源
氏
へ
の
愛
執
と
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
よ
っ
て
意
識
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
た
「
人
笑
へ
」
に
対
す
る
強
い
懸
念
と
が
、
過
去
へ
の
回

帰
を
望
み
つ
つ
も
そ
の
過
去
と
同
じ
よ
う
に
〈
拗
ね
〉
と
い
う
形
で
複
雑
な

心
境
を
晒
け
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
紫
の
上
の
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
て
い
く
。

降
嫁
の
告
白
を
受
け
た
時
、
紫
の
上
は
こ
の
降
嫁
は
「
空
よ
り
出
で
来
に
た

る
や
う
な
る
こ
と
に
て
、
の
が
れ
た
ま
ひ
が
た
き
」（
若
菜
上
４
五
三
）
も

の
な
の
だ
と
、「
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
こ
れ
る
懸
想
に
も
あ
ら
ず
、
堰
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か
る
べ
き
方
な
き
」（
若
菜
上
４
五
三
）
も
の
な
の
だ
と
自
分
に
言
い
聞
か

せ
て
源
氏
に
対
す
る
疑
心
を
抑
圧
し
、「
憎
げ
に
も
聞
こ
え
な
さ
じ
」（
若
菜

上
４
五
三
）
と
心
に
誓
っ
た
。
本
当
に
断
れ
な
い
話
で
は
な
か
っ
た
の
か
、

自
分
に
対
す
る
愛
情
が
移
ろ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
、
通
常
で

あ
れ
ば
真
っ
先
に
浮
か
ん
で
く
る
は
ず
の
疑
心
を
紫
の
上
は
源
氏
へ
の
愛
執

ゆ
え
に
無
意
識
に
封
じ
、
更
に
六
条
院
の
女
主
人
の
地
位
を
十
四
歳
の
少

女
に
譲
り
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
世
間
か
ら
の
憐
憫
と
嘲

笑
の
眼
差
し
か
ら
自
分
を
守
る
た
め
に
、「
い
と
お
い
ら
か
に
の
み
も
て
な

す
」（
若
菜
上
４
五
四
）
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
源
氏
に
対
し
て
変
わ

ら
ぬ
愛
情
を
擁
し
な
が
ら
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
な

い
紫
の
上
の
姿
は
、
そ
の
変
貌
の
一
因
に
源
氏
へ
の
愛
情
が
挙
げ
ら
れ
る
か

ら
こ
そ
哀
し
く
、
贈
答
歌
に
よ
る
刹
那
の
交
流
の
余
韻
も
消
え
ぬ
う
ち
に
女

三
の
宮
の
元
へ
と
渡
っ
て
い
く
源
氏
を
波
立
つ
心
を
抑
え
て
見
送
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
そ
の
眼
差
し
は
ひ
ど
く
切
な
い
。
心
情
と
行
動
の
矛
盾
に
よ
っ

て
生
ま
れ
て
い
っ
た
歪
み
に
紫
の
上
自
身
が
気
づ
く
の
は
、
女
三
の
宮
の
元

へ
表
敬
訪
問
す
る
場
面
で
あ
り
、「
我
よ
り
上
の
人
や
は
あ
る
べ
き
、
身
の

ほ
ど
な
る
も
の
は
か
な
き
さ
ま
を
、
見
え
お
き
た
て
ま
つ
り
た
る
ば
か
り

こ
そ
あ
ら
め
」（
若
菜
上
４
八
八
）
と
、
源
氏
に
養
育
さ
れ
正
式
な
手
順
を

踏
ま
ず
に
結
婚
し
た
過
去
を
負
い
目
と
す
る
ま
い
と
矜
持
を
抱
い
た
そ
の

直
後
、
紫
の
上
は
手
習
の
和
紙
に
視
線
を
落
と
す
。
そ
こ
に
書
き
連
ね
て

あ
っ
た
の
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
書
き
つ
け
た
「
も
の
思
は
し
き
筋
」（
若

菜
上
４
八
八
）
の
古
歌
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
身
に
ち
か
く
秋
や
来
ぬ
ら

ん
見
る
ま
ま
に
青
葉
の
山
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」（
若
菜
上
４
八
九
～
九
〇
）

と
「
飽
き
」
を
嘆
く
「
秋
」
の
歌
も
あ
っ
た
。「
わ
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ

り
け
り
と
み
づ
か
ら
ぞ
思
し
知
ら
る
る

0

0

」（
若
菜
上
４
八
八
）
と
自
発
の
助

動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
紫
の
上
は

自
身
が
抱
え
て
い
る
苦
悩
を
視
覚
的
に
自
覚
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
源
氏
の

降
嫁
の
承
諾
を
仕
方
の
な
い
こ
と
と
何
気
な
く
振
る
舞
っ
て
い
て
も
、
結
局

は
「
飽
き
」
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
と
裏
切
ら
れ
た
事
実
へ
の

悲
哀
を
押
さ
え
込
ん
で
い
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
無
意
識
に
抑
圧
し
て

い
た
こ
の
感
情
こ
そ
紫
の
上
の
本
音
で
あ
っ
た
。
実
家
の
強
い
後
見
が
あ
る

わ
け
で
も
高
い
社
会
的
地
位
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
紫
の
上
に
と
っ
て
頼
れ

る
も
の
は
源
氏
か
ら
の
愛
情
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
愛
情
に
「
飽
き
」
が
く
る

こ
と
は
そ
の
ま
ま
居
場
所
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
源
氏
が
犯
し
た
紫
の
上
の

身
分
を
超
え
る
女
君
を
迎
え
る
と
い
う
二
人
の
間
の
禁
忌
は
、
紫
の
上
が
抱

い
て
い
た
源
氏
へ
の
無
上
の
信
頼
を
揺
る
が
し
、「
飽
き
」
の
怖
れ
を
招
き

寄
せ
て
、
紫
の
上
の
身
に
「
秋
」
を
茨
の
よ
う
に
絡
み
つ
け
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
更
に
紫
の
上
の
心
情
が
さ
ほ
ど
投
影
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
春
」
や

「
桜
」
の
頃
と
は
異
な
り
、「
飽
き
」
を
嘆
く
和
歌
を
詠
み
、
独
り
寝
に
淋
し

さ
を
感
じ
る
紫
の
上
自
身
の
感
情
が
よ
り
一
層
絡
み
つ
け
る
よ
う
に
「
秋
」
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の
印
象
を
深
め
て
い
く
。
源
氏
の
心
変
わ
り
へ
の
衝
撃
や
心
を
押
し
隠
し
続

け
る
孤
独
と
い
っ
た
紫
の
上
自
身
の
心
情
が
、「
秋
」
の
擁
す
る
印
象
と
重

な
り
合
い
、
紫
の
上
の
纏
う
「
秋
」
は
的
確
に
そ
の
葛
藤
と
孤
独
を
表
現
し
て

い
く
。

　

早
春
の
女
楽
は
次
第
に
「
秋
」
を
纏
い
始
め
た
紫
の
上
を
象
徴
す
る
場

面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
春
」
の
楽
器注３
の
琴
を
源
氏
の
最
上
位
の
妻
で
あ

る
女
三
の
宮
が
弾
き
、
紫
の
上
は
呂
旋
の
和
琴
と
い
う
「
秋
」
の
楽
器注４
を

奏
で
る
。
源
氏
に
琴
を
褒
め
ら
れ
る
女
三
の
宮
は
「
桜
」
の
細
長
を
身
に

纏
い
、「
何
心
な
く
」（
若
菜
下
４
一
八
四
）
微
笑
み
、
六
条
院
の
女
主
人
と

い
う
地
位
と
併
せ
て
紫
の
上
が
「
春
」
や
「
桜
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
頃

を
想
起
さ
せ
る
。「
か
れ
（
紫
の
上
）
は
さ
れ
て
言
ふ
か
ひ
あ
り
し
を
、
こ

れ
（
女
三
の
宮
）
は
、
い
と
い
は
け
な
く
の
み
見
え
た
ま
へ
ば
」（
若
菜
上

４
六
三
）
と
源
氏
が
比
較
し
た
よ
う
に
、
そ
の
「
何
心
な
い
」
性
情
に
は
歴

然
と
し
た
質
の
違
い
が
あ
り
、
六
条
院
の
女
主
人
と
い
う
居
場
所
も
女
三
の

宮
が
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
優

劣
を
い
と
も
簡
単
に
覆
す
こ
と
が
で
き
る
の
が
上
皇
最
愛
の
内
親
王
と
い
う

至
高
の
血
筋
と
地
位
な
の
で
あ
り
、
女
三
の
宮
は
紫
の
上
が
守
り
続
け
て
き

た
「
春
」
や
「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
を
「
何
心
な
く
」
手
に
入
れ
て
い
く
。

降
嫁
承
諾
の
事
実
を
知
っ
た
時
に
「
何
心
な
い
」
信
頼
を
裏
切
ら
れ
、
六
条

院
の
女
主
人
と
い
う
地
位
も
失
っ
た
紫
の
上
に
も
は
や
「
春
」
や
「
桜
」
と

の
結
び
つ
く
要
因
は
な
く
、
本
人
に
そ
の
意
思
は
な
く
と
も
女
三
の
宮
に

よ
っ
て
結
び
つ
き
を
奪
わ
れ
、「
秋
」
を
宛
が
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
紫
の
上
は
、
そ
の
早
春
の
女
楽
に
お
い
て
女
三
の
宮
を
主
役
と

し
て
立
て
な
が
ら
華
や
か
に
振
る
舞
い
、「
秋
」
の
楽
器
を
奏
で
な
が
ら
も

「
い
と
あ
り
が
た
く
」（
若
菜
下
４
一
九
〇
）
と
い
う
評
価
を
得
る
。
そ
れ
は

女
三
の
宮
を
六
条
院
の
女
主
人
と
し
て
大
切
に
遇
し
て
「
対
の
上
の
御
あ
り

さ
ま
ぞ
な
ほ
あ
り
が
た
く
」（
若
菜
上
４
七
十
四
）
と
源
氏
に
思
わ
せ
た
身

の
処
し
方
と
重
な
る
も
の
が
あ
り
、
源
氏
は
「
秋
」
の
楽
器
を
宛
が
わ
れ
な

が
ら
も
華
や
か
な
存
在
感
を
放
つ
紫
の
上
を
「
花
と
い
は
ば
桜
に
た
と
へ
て

も
、
な
ほ
物
よ
り
す
ぐ
れ
た
る
け
は
ひ
こ
と
に
も
の
し
た
ま
ふ
」（
若
菜
下

４
一
九
二
～
一
九
三
）
と
「
桜
」
に
喩
え
て
絶
賛
す
る
。
し
か
し
「
何
心
な

い
」
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
く
な
り
、
女
三
の
宮
を
主
役
と
し
て
立
て
る
た

め
に
「
深
き
御
労
」（
若
菜
下
４
一
九
〇
）
を
重
ね
た
「
秋
」
の
紫
の
上
を
、

源
氏
が
「
桜
」
に
喩
え
て
い
く
こ
と
は
、
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
二
人
の
溝
を

逆
に
哀
し
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ま
で
源
氏
と
紫
の
上
の
唯

一
無
二
の
関
係
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
「
桜
」
が
、
こ
こ
で
二
人
の
齟
齬
を
象

徴
す
る
も
の
へ
と
変
容
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
秋
」
と
「
桜
」
の
結
び

つ
き
の
絡
ま
り
は
そ
の
ま
ま
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
の
相
克
を
意
味
し
、
こ

れ
ま
で
連
理
比
翼
の
よ
う
に
寄
り
添
い
あ
っ
て
き
た
二
人
の
相
克
は
紫
の
上

の
発
心
を
通
じ
て
更
に
描
か
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
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三
、
発
心
と
再
生

　

紫
の
上
の
一
回
目
の
出
家
願
望
は
冷
泉
帝
が
譲
位
し
女
三
の
宮
の
兄
宮
で

あ
る
東
宮
が
即
位
し
た
直
後
に
描
か
れ
、
そ
の
発
心
の
理
由
を
紫
の
上
は

「
こ
の
世
は
か
ば
か
り
と
、
見
は
て
つ
る
心
地
す
る
齢
に
も
な
り
に
け
り
」

（
若
菜
下
４
一
六
六
～
一
六
七
）
と
年
齢
に
拠
る
も
の
と
語
っ
た
。
普
通

「
世
」
と
い
う
の
は
「
狭
義
の
夫
婦
仲
と
す
る
説
と
、
広
義
の
世
間
一
般
と

す
る
説注５
」
が
あ
る
の
だ
が
、
源
氏
か
ら
の
愛
情
に
よ
っ
て
居
場
所
を
得
て
い

る
紫
の
上
に
と
っ
て
「〈
世
の
中
〉
は
広
義
に
お
い
て
も
狭
義
に
お
い
て
も

光
源
氏
と
の
生
活
以
外
に
存
在注
６」
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
紫
の
上
は
「
齢
」

と
い
う
建
前
の
裏
で
源
氏
と
の
「
夫
婦
関
係
の
解
消注７
」
を
求
め
て
発
心
を

語
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
紫
の
上
が
源
氏
へ
の
愛
情
が
薄
ら
い
だ

た
め
に
「
夫
婦
関
係
の
解
消
」
を
求
め
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
む

し
ろ
「
わ
が
身
は
た
だ
一
と
こ
ろ
の
御
も
て
な
し
に
人
に
は
劣
ら
ね
ど
、
あ

ま
り
年
つ
も
り
な
ば
、
そ
の
御
心
ば
へ
も
つ
ひ
に
は
お
と
ろ
へ
な
ん
、
さ
ら

む
世
を
見
は
て
ぬ
さ
き
に
心
と
背
き
に
し
が
な
」（
若
菜
下
４
一
七
七
）
と

二
回
目
の
出
家
願
望
が
語
る
よ
う
に
、
源
氏
に
対
し
て
強
い
愛
執
を
抱
い
て

い
る
か
ら
こ
そ
「
飽
き
」
を
怖
れ
て
出
家
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。「
飽

き
」
ら
れ
る
不
安
か
ら
の
脱
却
を
求
め
て
出
家
を
切
望
す
る
紫
の
上
は
、
絡

み
つ
い
た
「
秋
」
の
結
び
つ
き
を
解
こ
う
と
も
が
い
て
い
る
よ
う
で
「
春
」

や
「
桜
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
頃
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
程
の
苦
悩
が
覗

く
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
源
氏
は
紫
の
上
の
出
家
を
許
さ
ず
、
自

分
も
か
ね
て
か
ら
出
家
願
望
を
抱
い
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
出
家
を

遂
げ
な
か
っ
た
の
は
紫
の
上
を
後
に
残
す
こ
と
が
後
ろ
め
た
か
っ
た
か
ら
だ

と
語
り
、
自
分
を
捨
て
て
出
家
し
よ
う
と
す
る
紫
の
上
の
態
度
を
「
あ
る
ま

じ
く
つ
ら
き
御
事
」（
若
菜
下
一
六
七
）
だ
と
責
め
る
。
後
生
の
た
め
に
あ

る
は
ず
の
発
心
を
「
飽
き
」
ら
れ
る
不
安
か
ら
の
逃
避
の
た
め
、
つ
ま
り
愛

執
か
ら
の
脱
却
の
た
め
に
抱
い
た
紫
の
上
と
同
じ
よ
う
に
、
源
氏
も
ま
た
救

済
に
関
わ
る
は
ず
の
発
心
を
愛
執
の
問
題
へ
と
収
束
さ
せ
、「
飽
き
」
ら
れ

る
こ
と
に
不
安
を
覚
え
て
出
家
を
望
む
紫
の
上
と
、「
飽
き
」
て
い
な
い
こ

と
を
証
明
す
る
た
め
に
出
家
を
許
さ
な
い
源
氏
の
相
克
は
続
い
て
い
く
。

　

紫
の
上
は
源
氏
の
「
飽
き
」
を
怖
れ
る
が
ゆ
え
に
出
家
を
切
望
す
る
が
、

こ
れ
に
は
少
し
思
い
過
ご
し
て
い
る
節
が
あ
り
、
源
氏
は
「
一
夜
の
ほ
ど
、

朝
の
間
も
恋
し
く
お
ぼ
つ
か
な
く
、
い
と
ど
し
き
御
心
ざ
し
の
ま
さ
る
を
、

な
ど
か
く
お
ぼ
ゆ
ら
ん
」（
若
菜
上
４
七
十
四
）
と
女
三
の
宮
を
迎
え
る
こ

と
で
よ
り
一
層
の
愛
情
を
紫
の
上
に
感
じ
、
女
楽
の
翌
日
に
は
紫
の
上
の

「
あ
り
が
た
き
人
の
御
あ
り
さ
ま
」（
若
菜
下
４
二
〇
五
）
を
受
け
て
あ
ま
り

に
不
足
が
な
い
人
は
長
生
き
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
さ
え
抱

い
て
い
た
。
し
か
し
源
氏
と
紫
の
上
の
齟
齬
を
語
る
「
桜
」
と
「
秋
」
が
象

徴
す
る
よ
う
に
、
源
氏
の
紫
の
上
に
対
す
る
愛
情
ゆ
え
の
危
惧
が
皮
肉
な
こ
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と
に
紫
の
上
の
三
回
目
の
出
家
願
望
を
招
い
て
し
ま
う
。
女
楽
の
翌
日
、
源

氏
は
自
身
の
中
に
芽
生
え
た
不
吉
な
予
感
を
払
拭
す
る
か
の
よ
う
に
紫
の
上

の
半
生
を
、
須
磨
流
離
の
別
れ
以
外
に
物
思
い
の
種
も
な
い
「
人
に
す
ぐ
れ

た
り
け
る
宿
世
」（
若
菜
下
４
二
〇
六
）
だ
と
語
る
が
、
紫
の
上
は
自
身
の

人
生
を
世
間
の
目
か
ら
み
れ
ば
幸
福
な
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
も
心
に
耐
え
難
い
憂
愁
こ
そ
が
自
分
を
生
か
し
て
き
た
の
だ
と
語
る
。
紫

の
上
の
人
生
は
、
源
氏
に
よ
っ
て
は
栄
華
、
紫
の
上
自
身
の
視
点
か
ら
は
憂

愁
と
い
う
よ
う
に
全
く
逆
の
方
向
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
女
三

の
宮
の
降
嫁
を
承
諾
し
た
源
氏
か
ら
の
「
す
ぐ
れ
た
り
け
る
宿
世
」
と
い

う
言
葉
は
紫
の
上
の
心
に
衝
撃
を
与
え
、
紫
の
上
は
再
び
源
氏
に
向
か
っ

て
「「
ま
め
や
か
に
は
、
い
と
行
く
先
少
な
き
心
地
す
る
を
、
今
年
も
か
く

知
ら
ず
顔
に
て
過
ぐ
す
は
、
い
と
う
し
ろ
め
た
き
こ
そ
。
さ
き
ざ
き
も
聞

こ
ゆ
る
こ
と
、
い
か
で
御
ゆ
る
し
あ
ら
ば
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
」（
若
菜
下

４
二
〇
七
～
二
〇
八
）
と
命
の
短
さ
を
語
り
か
け
て
出
家
の
許
し
を
請
う

て
い
く
。
し
か
し
「
そ
れ
は
し
も
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
な
む
」（
若
菜
下

４
二
〇
七
）
と
源
氏
に
拒
ま
れ
、
そ
の
心
は
つ
い
に
崩
れ
落
ち
て
紫
の
上

は
そ
の
晩
病
に
倒
れ
て
し
ま
う
。

　

病
に
伏
し
た
紫
の
上
に
も
は
や
生
き
よ
う
と
す
る
気
力
は
な
く
、
果
物
さ

え
嫌
が
っ
て
数
日
の
間
に
起
き
上
が
る
こ
と
も
か
な
わ
な
く
な
り
病
床
の
中

で
出
家
の
許
し
だ
け
を
請
い
続
け
る
よ
う
に
な
る
。「
い
さ
さ
か
も
の
思
し

分
く
隙
に
は
、「
聞
こ
ゆ
る
こ
と
を
、
さ
も
心
う
く
」
と
の
み
恨
み
き
こ
え

た
ま
へ
ど
」（
若
菜
下
４
二
一
四
）
と
描
写
さ
れ
る
紫
の
上
の
四
回
目
と
な

る
出
家
願
望
は
、「
の
み
」
や
「
恨
み
」
と
い
っ
た
表
現
が
物
語
る
よ
う
に

か
つ
て
な
い
ほ
ど
切
実
か
つ
悲
痛
な
も
の
で
あ
り
、
出
家
を
切
望
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
る
ほ
ど
追
い
込
ま
れ
た
そ
の
心
を
突
き
つ
け
る
よ
う
に
源
氏
に
出

家
の
許
し
を
何
度
も
何
度
も
願
っ
て
い
く
。
現
世
で
の
絆
し
を
全
て
捨
て
る

出
家
を
望
み
な
が
ら
も
、
大
切
に
養
育
し
た
宮
た
ち
を
前
に
す
る
と
溢
れ
る

涙
を
抑
え
き
れ
な
く
な
る
紫
の
上
の
発
心
は
、
後
世
の
功
徳
の
た
め
で
は
な

く
た
だ
源
氏
へ
の
愛
執
か
ら
の
離
脱
の
た
め
だ
け
に
あ
る
。
以
前
「
雨
夜
の

品
定
め
」
の
場
面
に
お
い
て
男
の
浮
気
に
耐
え
か
ね
て
愛
執
を
抱
え
た
ま
ま

尼
と
な
っ
た
女
が
「
な
ま
浮
か
び
に
て
は
、
か
へ
り
て
悪
し
き
道
に
も
漂

ひ
ぬ
べ
く
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
」（
帚
木
１
六
十
六
～
六
十
七
）
末
路
を
辿
っ
た
が
、

愛
執
ゆ
え
の
発
心
が
「
悪
し
き
道
」
へ
と
繋
が
る
の
は
、
出
家
を
許
さ
れ
な

け
れ
ば
「
飽
き
」
ら
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
苦

し
い
、
出
家
を
許
さ
れ
れ
ば
「
飽
き
」
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
哀
し
い
と

ど
ち
ら
に
転
ん
だ
と
し
て
も
愛
執
を
実
感
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

紫
の
上
の
一
度
目
の
死
は
、「
悪
し
き
道
」
へ
と
歩
み
か
ね
な
い
ま
ま
初

夏
に
訪
れ
る
が
、
し
か
し
物
語
は
再
生
の
場
を
与
え
て
い
く
。
紫
の
上
の

再
生
は
、
紫
の
上
が
息
を
吹
き
返
す
身
体
的
な
甦
り
よ
り
も
源
氏
の
た
め
に

生
き
よ
う
と
す
る
精
神
的
な
蘇
生
を
始
発
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
と
い
う
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の
も
息
を
吹
き
返
し
た
後
の
紫
の
上
は
「
御
髪
お
ろ
し
て
む
と
切
に
思
し
た

れ
ば
」（
若
菜
下
４
二
四
一
）
と
発
心
を
変
わ
ら
ず
に
抱
き
続
け
、
祈
祷
に

よ
っ
て
強
制
的
に
源
氏
の
元
へ
回
帰
し
て
し
ま
っ
た
現
実
を
拒
ん
で
い
る
。

し
か
し
あ
れ
ほ
ど
頑
な
な
ま
で
に
出
家
を
認
め
な
か
っ
た
源
氏
か
ら
五
戒
の

許
し
を
与
え
ら
れ
、
自
分
の
命
を
繋
ぎ
留
め
る
た
め
に
面
痩
せ
す
る
ま
で
一

心
に
祈
り
仏
事
を
営
み
続
け
た
源
氏
の
姿
を
病
床
の
中
で
見
つ
め
て
い
た
紫

の
上
は
、「
亡
き
や
う
な
る
御
心
地
に
も
、
か
か
る
御
気
色
を
心
苦
し
く
見

た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
世
の
中
に
亡
く
な
り
な
む
も
、
わ
が
身
に
は
さ
ら

に
口
惜
し
き
こ
と
残
る
ま
じ
け
れ
ど
、
か
く
思
し
ま
ど
ふ
め
る
に
、
む
な
し

く
見
な
さ
れ
た
て
ま
つ
ら
む
が
い
と
思
ひ
隈
な
か
る
べ
け
れ
ば
」（
若
菜
下

４
二
四
二
～
二
四
三
）
と
源
氏
の
た
め
に
も
う
一
度
生
き
る
こ
と
を
決
意

し
、
薬
湯
に
口
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。

　

紫
の
上
の
身
体
的
な
甦
り
か
ら
精
神
的
な
蘇
生
が
描
か
れ
る
間
、
源
氏
と

紫
の
上
が
言
葉
を
交
わ
す
場
面
は
一
切
な
い
。
し
か
し
面
痩
せ
し
て
し
ま
う

ほ
ど
祈
り
を
捧
げ
続
け
た
源
氏
の
姿
は
、
紫
の
上
が
女
三
の
宮
の
降
嫁
以
降

怯
え
続
け
て
い
た
「
飽
き
」
を
ど
ん
な
言
葉
よ
り
も
雄
弁
に
否
定
し
、
紫
の

上
の
再
生
を
招
い
て
い
く
。
言
葉
で
は
な
く
感
情
と
行
為
に
よ
っ
て
交
流
を

果
た
す
二
人
の
あ
り
方
は
、
紫
の
上
が
「
春
」
や
「
桜
」
と
結
び
つ
い
て
い

た
頃
と
同
じ
で
あ
り
、
再
生
を
果
た
し
た
紫
の
上
は
源
氏
を
「
愛
憎
の
基
で

は
な
く
、
自
分
と
同
じ
苦
悩
を
抱
え
る
存
在
と
し
て
見
つ
め
る
よ
う
に注８」
な

り
、
二
人
の
間
に
は
久
し
く
な
か
っ
た
穏
や
か
さ
が
漂
う
よ
う
に
な
る
。

　

次
第
に
小
康
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た
紫
の
上
は
、
夏
、
前
栽
の
蓮
の
露
を

見
つ
め
な
が
ら
源
氏
と
贈
答
歌
を
交
わ
し
、
そ
の
贈
答
歌
の
場
面
は
涼
し
げ

な
池
に
蓮
の
花
が
一
面
に
咲
き
渡
り
、
葉
は
青
々
と
、
露
は
き
ら
き
ら
と
玉

の
よ
う
に
光
る
爽
涼
の
前
栽
を
源
氏
と
紫
の
上
が
二
人
で
眺
め
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
っ
て
い
く
。

（
紫
の
上
）
消
え
と
ま
る
ほ
ど
や
は
経
べ
き
た
ま
さ
か
に
蓮
の
露
の
か

か
る
ば
か
り
を

（
源
氏
）
契
り
お
か
む
こ
の
世
な
ら
で
も
蓮
葉
に
玉
ゐ
る
露
の
心
へ
だ

つ
な�

（
若
菜
下
４
二
四
五
）

　

紫
の
上
は
、
生
き
留
ま
っ
た
命
に
感
涙
す
る
源
氏
に
対
し
て
「
あ
は
れ
」

を
感
じ
な
が
ら
も
、
愛
で
は
な
く
て
こ
の
世
の
無
常
を
歌
に
詠
む
。
し
か

し
、
蓮
の
露
が
た
ま
た
ま
消
え
ず
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
命
で
あ
る
と
儚

く
詠
い
な
が
ら
も
、
紫
の
上
の
贈
歌
が
哀
し
く
響
か
な
い
の
は
、
夏
の
蓮
の

露
が
ま
る
で
紫
の
上
の
命
の
輝
き
を
代
替
す
る
か
の
よ
う
に
き
ら
め
き
、
そ

の
情
景
が
源
氏
と
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
紫
の
上
の
憂
い
は
、
自

分
が
逝
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
源
氏
に
あ
る
。
紫
の
上
が
愛
で
は
な
く
無
常
の

歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
を
許
し
た
源
氏
の
無
情0

、
源
氏
に
出

家
と
い
う
形
で
離
縁
を
突
き
つ
け
続
け
た
自
分
の
無
情0

、
そ
う
い
っ
た
も
の

に
傷
つ
き
苦
し
ん
だ
た
め
は
な
く
、
人
は
皆
一
人
で
生
ま
れ
て
一
人
で
死
ん
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で
い
く
と
い
う
人
の
世
の
無
常0

の
た
め
に
逝
く
の
だ
と
、
源
氏
に
語
り
か
け

た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
き
ら
め
く
夏
の
蓮
の
露
の
美
し
さ
の
共
感
は
、
そ

の
ま
ま
僅
か
な
猶
予
が
残
さ
れ
た
命
の
輝
き
へ
の
共
感
で
あ
り
、
源
氏
も
ま

た
紫
の
上
の
命
の
猶
予
が
「
露
」
の
よ
う
に
儚
い
間
の
も
の
で
あ
る
と
知
っ

て
い
る
。
そ
れ
で
も
今
は
、
目
の
前
の
蓮
の
上
の
露
の
よ
う
に
美
し
く
輝
く

そ
の
光
に
喜
び
を
感
じ
、
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
物
語
は
こ
の
ま
ま
大
団
円
に
は
進
ま
ず
、
紫
の
上
に
再
び
自
身
の

半
生
と
向
き
合
せ
て
い
く
。
歩
ん
で
き
た
過
去
を
「
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る

か
な
」（
若
菜
下
４
二
一
二
）
と
一
蹴
し
た
女
楽
後
の
述
懐
か
ら
三
年
、
紫

の
上
は
夕
霧
巻
に
お
い
て
「
女
ば
か
り
、
身
を
も
て
な
す
さ
ま
も
と
こ
ろ

せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な
し
」「
も
の
の
あ
は
れ
、
を
り
を
か
し

き
こ
と
を
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に
ひ
き
入
り
沈
み
な
ど
す
れ
ば
、
何
に
つ
け
て

か
、
世
に
経
る
は
え
ば
え
し
さ
も
、
常
な
き
世
の
つ
れ
づ
れ
を
も
慰
む
べ

き
ぞ
は
」「
お
ほ
か
た
も
の
の
心
を
知
ら
ず
、
言
ふ
か
ひ
な
き
者
に
な
ら
ひ

た
ら
む
を
、
生
ほ
し
た
て
け
む
親
も
、
い
と
口
惜
し
か
る
べ
き
も
の
に
は
あ

ら
ず
や
」「
心
に
の
み
籠
め
て
、
無
言
太
子
と
か
、
小
法
師
ば
ら
の
悲
し
き

こ
と
に
す
る
昔
の
た
と
ひ
の
や
う
に
、
あ
し
き
事
よ
き
事
を
思
ひ
知
り
な
が

ら
埋
も
れ
な
む
も
言
ふ
か
ひ
な
し
」（
夕
霧
４
四
五
六
～
四
五
七
）
と
女
の

「
消
極
的
生
き
方注９」
に
痛
烈
な
批
判
を
突
き
つ
け
て
い
く
。
そ
れ
は
女
三
の

宮
の
降
嫁
以
降
、
怒
り
も
哀
し
み
も
全
て
「
心
に
の
み
籠
め
て
」
き
た
自
身

へ
の
批
判
で
も
あ
り
、
紫
の
上
は
永
ら
え
た
命
に
涙
を
見
せ
た
場
面
か
ら
一

転
、「
わ
が
心
な
が
ら
も
、
よ
き
ほ
ど
に
は
い
か
で
た
も
つ
べ
き
ぞ
」（
夕
霧

４
四
五
六
～
四
五
七
）
と
そ
の
生
き
方
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
く
。
感
情

を
あ
り
の
ま
ま
に
晒
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ

れ
で
も
全
て
の
感
情
を
心
の
内
に
抑
え
て
何
も
語
ら
ず
に
い
る
こ
と
が
い
い

の
か
と
「
消
極
的
生
き
方
」
へ
疑
問
を
投
げ
か
け
た
紫
の
上
は
御
法
巻
冒

頭
、「
後
の
世
の
た
め
」
に
出
家
を
し
た
い
と
再
び
声
に
出
し
て
源
氏
に
許

し
を
請
う
て
い
く
。「
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る
か
な
」
と
一
蹴
し
、「
世
の
中
に

亡
く
な
り
な
む
も
、
わ
が
身
に
は
さ
ら
に
口
惜
し
き
こ
と
残
る
ま
じ
け
れ
」

（
若
菜
下
４
二
四
二
）
と
切
り
捨
て
た
人
生
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
露
」

の
よ
う
に
美
し
い
き
ら
め
き
を
見
せ
た
自
身
の
命
の
往
生
を
求
め
て
、
紫
の

上
は
残
さ
れ
た
時
間
を
懸
命
に
生
き
よ
う
と
心
に
誓
い
、
出
家
を
願
い
出
る

の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
そ
の
出
家
は
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
紫

の
上
は
少
し
で
も
往
生
に
繋
が
る
よ
う
に
と
「
春
」
に
華
や
か
な
法
会
を

催
し
て
い
く
。

四
、
秋
の
死
と
露
の
辞
世
歌

　

紫
の
上
の
最
期
が
描
か
れ
る
御
法
巻
は
、
春
、
夏
、
秋
と
い
う
三
つ
の
季

節
の
推
移
と
共
に
展
開
さ
れ
、「
三
月
の
十
日
な
れ
ば
、
花
盛
り
に
て
」（
御

法
４
四
九
六
）
と
描
写
さ
れ
る
「
春
」、
紫
の
上
は
自
身
の
発
願
と
し
て
書
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か
せ
て
い
た
法
華
経
千
部
の
供
養
の
た
め
に
「
わ
が
御
殿
と
思
す
二
条
院
」

（
御
法
４
四
九
五
）
に
お
い
て
法
会
を
催
し
て
い
く
。
か
つ
て
紫
の
上
は
源

氏
の
四
十
賀
も
二
条
院
で
執
り
行
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
二
条
院
で
あ
れ
ば

自
身
が
女
主
人
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
女
三
の
宮
の
不
在

に
あ
り
、
二
条
院
の
表
現
も
「
わ
が
御
私
の
殿
と
思
す
」（
若
菜
上
４
九
三
）

と
「
わ
が
」「
私
」
と
二
度
も
私
邸
で
あ
る
こ
と
の
強
調
が
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
今
、
紫
の
上
が
晴
れ
や
か
な
法
会
の
舞
台
と
し
て
二
条
院
を
選
ん
だ

の
は
、「
何
心
な
い
」
少
女
時
代
を
過
ご
し
た
優
し
い
思
い
出
が
宿
る
場
所

だ
か
ら
で
あ
り
、「
螺
鈿
の
倚
子
立
て
た
り
」（
若
菜
上
４
九
十
四
）
と
ひ
ど

く
公
を
意
識
し
て
い
た
四
十
賀
と
は
異
な
り
、「
七
僧
の
法
服
な
ど
品
々
賜

す
。
物
の
色
、
縫
目
よ
り
は
じ
め
て
、
き
よ
ら
な
る
こ
と
限
り
な
し
」（
御

法
４
四
九
五
）
と
、
法
華
経
の
供
養
の
た
め
に
、
自
分
の
後
生
の
功
徳
に
繋

げ
る
た
め
に
善
美
を
尽
く
し
て
い
る
姿
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
。

　

紫
の
上
の
華
麗
な
る
法
会
を
前
に
し
て
源
氏
が
執
り
行
っ
た
の
は
「
た

だ
お
ほ
か
た
の
御
し
つ
ら
ひ
」（
御
法
４
四
九
五
）
だ
け
で
あ
り
、
仏
道
の

儀
式
に
ま
で
深
く
通
じ
て
い
る
紫
の
上
の
た
し
な
み
を
「
い
と
限
り
な
し
」

（
御
法
４
四
九
五
）
と
源
氏
は
深
い
感
嘆
と
賞
賛
を
も
っ
て
見
つ
め
る
。
自

身
の
想
像
を
超
え
る
紫
の
上
の
素
晴
ら
し
さ
に
源
氏
が
感
慨
を
抱
く
と
い
う

あ
り
方
は
、
垣
間
見
し
て
い
た
源
氏
が
一
瞬
に
し
て
目
を
奪
わ
れ
て
思
わ
ず

紫
の
上
の
天
真
爛
漫
な
輝
き
を
「
山
桜
」
に
喩
え
て
歌
を
詠
ん
だ
北
山
の
場

面
や
、
純
真
に
微
笑
む
紫
の
上
の
姿
を
見
て
「
心
な
が
ら
あ
や
し
と
思
す
」

（
若
紫
１
二
五
九
）
ほ
ど
心
惹
か
れ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
場
面
に
重
な
る
も

の
が
あ
り
、
紫
の
上
に
再
び
「
春
」
や
「
桜
」
の
結
び
つ
き
が
戻
る
可
能
性

が
こ
こ
で
覗
く
。
し
か
し
そ
の
結
び
つ
き
は
こ
れ
ま
で
と
は
違
い
、「
ほ
の

ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
朝
ぼ
ら
け
、
霞
の
間
よ
り
見
え
た
る
花
の
い
ろ
い
ろ
、
な

ほ
春
に
心
と
ま
り
ぬ
べ
く
に
ほ
ひ
わ
た
り
て
」（
御
法
４
四
九
七
）
と
美
し

い
春
の
情
景
に
心
を
留
め
る
紫
の
上
自
身
の
視
点
に
よ
っ
て
た
ぐ
り
寄
せ

ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
源
氏
の
視
点
に
拠
っ
て
い
た
紫
の
上
の
「
春
」
や

「
桜
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
こ
の
御
法
巻
に
お
い
て
初
め
て
紫
の
上
の
心
情

が
積
み
上
げ
た
、
紫
の
上
の
心
情
に
寄
り
添
っ
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
春
」
や
「
桜
」
と
深
く
結
び
つ
く
紫
の
上
の
過
去
は
、
か
つ
て
源
氏
が

「
人
に
す
ぐ
れ
た
り
け
る
宿
世
」（
若
菜
下
４
二
〇
六
）
と
語
る
一
方
で
、
紫

の
上
自
身
か
ら
は
「
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る
」（
若
菜
下
４
二
一
二
）
と
一
蹴

さ
れ
た
。
確
か
に
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紫
の
上
の
深
い
苦
悩
と
悲

哀
に
よ
っ
て
押
し
消
さ
れ
た
幸
福
な
時
間
は
、
し
か
し
こ
こ
に
き
て
「
桜
」

が
咲
き
乱
れ
る
美
し
い
「
春
」
の
情
景
に
優
し
く
包
み
込
ま
れ
て
紫
の
上
の

前
に
現
れ
て
い
く
。「
わ
が
心
な
が
ら
も
、
よ
き
ほ
ど
に
は
い
か
で
た
も
つ

べ
き
ぞ
」（
夕
霧
４
四
五
六
～
四
五
七
）
と
納
得
で
き
な
い
疑
問
を
覗
か
せ

つ
つ
も
、「
な
ほ
春
に
心
と
ま
り
ぬ
べ
く
」
と
「
春
」
を
肯
定
す
る
紫
の
上

の
姿
か
ら
は
、
自
ら
の
過
去
、「
春
」
に
象
徴
さ
れ
た
源
氏
と
共
に
あ
っ
た
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幸
福
の
思
い
出
を
や
は
り
存
在
し
た
大
切
な
も
の
と
受
け
入
れ
て
い
っ
た

心
の
変
化
が
窺
え
よ
う
。
現
在
も
未
来
も
過
去
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で

あ
り
、
こ
の
「
春
」
の
法
会
は
紫
の
上
の
視
線
を
「
後
の
世
」
と
い
う
未
来

だ
け
で
な
く
「
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る
か
な
」（
若
菜
下
４
二
一
二
）、「
わ
が

心
な
が
ら
も
、
よ
き
ほ
ど
に
は
い
か
で
た
も
つ
べ
き
ぞ
」（
夕
霧
４
四
五
七
）

と
語
っ
た
そ
の
過
去
に
も
向
け
さ
せ
た
。「
私
の
御
願
」（
御
法
４
四
九
五
）

と
い
う
言
葉
通
り
、
こ
の
法
会
は
紫
の
上
が
過
去
と
向
き
合
い
未
来
を
祈

る
聖
な
る
儀
式
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

季
節
は
夏
に
移
り
、
こ
こ
で
紫
の
上
は
匂
宮
に
密
や
か
な
遺
言
を
残
し
て

い
く
。
紫
の
上
は
「
春
」
や
「
桜
」
と
強
く
結
び
つ
く
人
物
と
し
て
造
型
さ

れ
な
が
ら
、
少
女
巻
と
胡
蝶
巻
に
お
い
て
秋
好
中
宮
と
春
秋
論
を
繰
り
広
げ

た
以
外
に
積
極
的
に
「
春
」
や
「
桜
」
を
主
張
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、

こ
の
夏
の
遺
言
の
場
面
で
は
「
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
な
ば
、
こ
こ
に
住
み
た

ま
ひ
て
、
こ
の
対
の
前
な
る
紅
梅
と
桜
と
は
、
花
の
を
り
を
り
に
心
と
ど
め

て
も
て
遊
び
た
ま
へ
。
さ
る
べ
か
ら
む
を
り
に
は
、
仏
に
も
奉
り
た
ま
へ
」

（
御
法
４
五
〇
三
）
と
自
ら
の
口
で
「
春
」
や
「
桜
」
に
つ
い
て
語
り
、
そ

の
結
び
つ
き
を
匂
宮
に
託
し
て
い
く
。
紫
の
上
が
遺
し
た
遺
言
は
こ
れ
だ
け

で
あ
り
、
ま
た
「
人
の
聞
か
ぬ
間
」（
御
法
４
五
〇
三
）
に
語
ら
れ
た
密
や

か
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
他
の
誰
も
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
紫

の
上
の
死
後
、「
春
」
が
巡
り
咲
き
誇
る
「
桜
」
を
見
て
涙
を
零
す
源
氏
を

匂
宮
が
「
ま
ろ
が
桜
は
咲
き
に
け
り
」（
幻
４
五
二
九
）
と
言
っ
て
に
っ
こ

り
と
微
笑
ん
で
慰
め
る
場
面
が
語
る
よ
う
に
、
紫
の
上
の
密
や
か
な
遺
言

は
時
を
超
え
て
源
氏
へ
と
届
い
て
い
く
。「
ま
ろ
が
は
べ
ら
ざ
ら
む
に
、
思

し
出
で
な
ん
や
」（
御
法
４
五
〇
二
）
と
匂
宮
に
静
か
に
問
い
か
け
、「
い
と

恋
し
か
り
な
む
。
ま
ろ
は
内
裏
の
上
よ
り
も
宮
よ
り
も
、
母
を
こ
そ
ま
さ

り
て
思
ひ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
お
は
せ
ず
は
心
地
む
つ
か
し
か
り
な
む
」（
御
法

４
五
〇
二
）
と
答
え
る
匂
宮
の
姿
を
、「
ほ
ほ
笑
み
な
が
ら
涙
は
落
ち
ぬ
」

（
御
法
４
五
〇
二
）
様
子
で
見
つ
め
る
紫
の
上
の
姿
は
美
し
く
も
切
な
い
が
、

紫
の
上
は
歩
み
寄
る
死
を
前
に
、
自
分
の
手
で
「
春
」
や
「
桜
」
と
の
結

び
つ
き
を
解
き
、
未
来
を
生
き
る
匂
宮
に
託
す
こ
と
を
選
び
、
そ
の
上
で

「
秋
」
の
死
へ
と
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

秋
の
場
面
は
「
秋
待
ち
つ
け
て
」（
御
法
４
五
〇
三
）
と
紫
の
上
が
死
の

季
節
と
し
て
「
秋
」
を
待
ち
つ
け
て
い
た
か
の
よ
う
な
印
象
と
「
露
け
き
を

り
が
ち
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
」（
御
法
４
五
〇
三
）
と
「
露
」
の
死
を
予
感

さ
せ
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
な
が
ら
始
ま
っ
て
い
く
。「
春
」
や
「
桜
」

を
華
や
か
に
纏
っ
て
い
た
紫
の
上
の
姿
は
「
こ
の
世
の
花
の
か
を
り
に
も

よ
そ
へ
ら
れ
た
ま
ひ
し
」（
御
法
４
五
〇
四
）
と
惜
し
む
よ
う
に
そ
の
姿
を

思
い
出
す
明
石
の
女
御
の
邂
逅
に
よ
っ
て
も
う
一
度
だ
け
浮
か
び
上
が
る

が
、
す
ぐ
に
「
似
る
も
の
な
く
心
苦
し
く
、
す
ず
ろ
に
も
の
悲
し
」（
御
法

４
五
〇
四
）
と
「
秋
」
を
導
く
思
惟
の
中
に
融
け
て
い
き
、
静
か
な
余
韻
だ
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け
が
そ
こ
に
は
残
る
。
明
石
の
女
御
の
心
情
と
同
調
す
る
よ
う
に
折
は
「
風

す
ご
く
吹
き
出
で
た
る
夕
暮
」（
御
法
４
五
〇
四
）
と
な
り
、
源
氏
も
姿
を

見
せ
て
、
場
は
い
よ
い
よ
紫
の
上
の
死
へ
と
動
い
て
い
く
。

（
紫
の
上
）
お
く
と
見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
み
だ
る

る
萩
の
う
は
露

（
源
氏
）
や
や
も
せ
ば
、
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
お
く
れ
先
だ
つ

ほ
ど
経
ず
も
が
な

（
明
石
の
中
宮
）
秋
風
に
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
つ
ゆ
の
世
を
た
れ
か
草
葉

の
う
へ
と
の
み
見
ん�
（
御
法
４
五
〇
四
～
五
〇
五
）

　
「
蓮
の
露
」
の
場
面
と
同
じ
よ
う
に
自
身
の
僅
か
な
小
康
を
喜
ぶ
源
氏

に
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
て
歌
を
詠
み
か
け
て
い
く
紫
の
上
だ
が
、
今
は
も
う

「
露
」
の
よ
う
な
命
の
輝
き
も
「
露
」
ほ
ど
の
猶
予
も
残
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、

「
萩
の
露
」
の
歌
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
紫
の
上
の
命
の
灯
火
が

も
う
間
も
な
く
消
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
静
か
な
現
実
で
あ
っ
た
。
一
方
の

源
氏
も
ま
た
、
前
栽
に
咲
く
萩
が
風
で
折
り
返
り
、
草
花
の
上
の
「
露
」
が

今
に
も
零
れ
そ
う
な
情
景
を
紫
の
上
の
姿
に
重
な
る
も
の
と
し
て
見
つ
め
、

「
心
に
か
な
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
」（
御
法
４
五
〇
五
）
と
も
は
や
紫
の
上
の
命

の
迸
出
を
止
め
る
術
が
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
紫
の
上
を
「
春
」
や

「
桜
」
に
喩
え
、
そ
の
死
後
も
永
遠
に
「
春
の
人
」「
桜
の
人
」
と
語
り
続
け

る
源
氏
が
、
紫
の
上
を
そ
の
心
に
寄
り
添
う
よ
う
に
「
露
」
と
喩
え
る
の
は

こ
の
場
面
だ
け
で
あ
り
、
紫
の
上
に
対
し
て
「
露
」
と
な
っ
て
消
え
逝
く
こ

と
を
止
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
自
分
も
そ
の
「
露
」
と
な
っ
て
一
緒
に
逝

き
た
い
と
詠
み
か
け
る
そ
の
歌
は
ひ
ど
く
切
な
い
。
し
か
し
「
萩
の
露
」
の

和
歌
は
、
死
を
目
前
と
し
た
源
氏
と
紫
の
上
の
哀
し
み
だ
け
で
は
な
く
、
二

人
の
再
び
の
融
和
を
同
時
に
描
き
出
し
て
い
る
。
先
立
つ
紫
の
上
は
「
つ

ひ
に
い
か
に
思
し
騒
が
ん
」（
御
法
４
五
〇
四
）
と
自
分
が
亡
く
な
っ
た
後

の
源
氏
の
悲
哀
を
思
い
や
り
、
一
人
遺
さ
れ
る
源
氏
は
「
か
け
と
め
ん
方

な
き
」（
御
法
４
五
〇
五
）
と
紫
の
上
の
命
の
迸
出
を
理
解
し
、「
秋
」
と

「
露
」
と
い
う
儚
い
か
ら
こ
そ
美
し
く
大
切
に
慈
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

繋
が
り
で
結
ば
れ
た
源
氏
と
紫
の
上
は
、
源
氏
の
視
点
だ
け
に
拠
っ
て
い
た

「
春
」
や
「
桜
」
の
頃
や
二
人
の
齟
齬
を
象
徴
し
た
「
秋
」
と
「
桜
」
の
頃

で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
釣
り
合
い
の
と
れ
た
天
秤
の
上
の
よ
う
な
位
置

か
ら
互
い
を
見
つ
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
萩
の
露
」
の
唱
和
の
後
、
紫
の
上
は
「
ま
こ
と
に
消
え
ゆ
く
露
の
心
地

し
て
」（
御
法
４
五
〇
六
）「
明
け
は
つ
る
ほ
ど
に
消
え
は
て
た
ま
ひ
ぬ
」（
御

法
４
五
〇
六
）
と
死
を
迎
え
て
い
く
。「
春
」
や
「
桜
」
の
中
で
幸
せ
そ
う

に
微
笑
ん
で
い
た
紫
の
上
が
迎
え
た
「
秋
」
に
お
け
る
「
露
」
の
死
は
、
幸

福
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
人
生
の
象
徴
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
し
か
し
紫
の
上
は
自
分
の
意
志
で
「
春
」
に
心
を
寄
せ
、「
夏
」

に
そ
の
結
び
つ
き
を
解
き
、「
秋
」
を
待
ち
つ
け
て
い
た
。
紫
の
上
の
最
後
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の
姿
が
季
節
の
推
移
と
共
に
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
く
こ
の
巻
は
、「
春
」
の

法
会
で
紫
の
上
と
花
散
里
が
交
わ
し
た
贈
答
歌
か
ら
「
御
法
」
と
名
付
け

ら
れ
て
お
り
、「
秋
」
が
擁
す
る
「
実
り
」
と
同
じ
響
き
を
持
っ
て
い
る
。

「
冬
」
の
厳
し
さ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
春
」
の
花
が
美
し
く
咲
く
よ
う
に
、

「
夏
」
の
厳
し
さ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
秋
」
の
実
り
が
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ

に
紫
の
上
の
生
と
死
は
四
季
の
町
を
抱
く
六
条
院
の
女
主
人
と
し
て
の
本

質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
「
春
の
人
」「
桜
の
人
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
紫
の
上
が
、
な
ぜ
「
秋
」
と

「
露
」
が
立
ち
込
め
る
中
で
逝
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
感
じ
る
違
和

の
意
味
を
探
し
て
き
た
が
、「
春
」
に
お
け
る
「
桜
」
の
死
で
は
な
く
「
秋
」

に
お
け
る
「
露
」
の
死
だ
か
ら
こ
そ
描
け
た
紫
の
上
の
生
き
方
や
本
質
が

あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
思
い
返
せ
ば
紫
の
上
に
与
え
ら
れ
た
環
境
は
い
つ

も
逆
境
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
幼
い
頃
に
母
と
祖
母
を
亡
く
し
、
貴

族
の
女
性
と
し
て
の
教
養
を
培
う
以
前
に
未
来
の
夫
と
な
る
源
氏
に
引
き
取

ら
れ
、
妻
と
な
っ
た
後
も
源
氏
の
浮
気
は
続
き
、
晩
年
に
は
六
条
院
の
女
主

人
と
い
う
居
場
所
を
奪
わ
れ
る
な
ど
そ
の
人
生
は
不
幸
と
も
言
え
る
ほ
ど
波

瀾
万
丈
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紫
の
上
を
思
い
出
す
時
に

「
春
」
や
「
桜
」
の
中
で
優
し
く
微
笑
ん
で
い
る
姿
が
浮
か
ぶ
の
は
、
死
の

間
際
で
あ
っ
て
も
見
苦
し
い
態
度
を
自
ら
に
許
さ
ず
美
し
く
逝
く
こ
と
を
望

ん
だ
よ
う
に
、
紫
の
上
が
ど
ん
な
環
境
で
あ
っ
て
も
懸
命
に
美
し
く
咲
き
誇

ろ
う
と
精
一
杯
生
き
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
心
に
脆
さ
と
強
さ
を
抱
え
な

が
ら
そ
れ
を
見
せ
ず
に
、
誰
よ
り
も
柔
ら
か
く
幸
せ
そ
う
に
微
笑
ん
で
い
た

そ
の
生
き
方
こ
そ
、「
秋
」
の
中
で
「
露
」
の
よ
う
に
消
え
な
が
ら
「
春
の

人
」「
桜
の
人
」
と
語
り
継
が
れ
る
紫
の
上
の
輝
き
な
の
だ
と
思
う
。

　

そ
し
て
紫
の
上
に
と
っ
て
の
「
秋
」
が
「
春
」
な
ら
ぬ
不
幸
、
悲
哀
や
孤

独
の
象
徴
だ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
を
最
後
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
女
三
の

宮
の
降
嫁
直
後
、
崩
れ
そ
う
に
な
る
紫
の
上
の
心
を
支
え
た
の
は
須
磨
流
離

を
乗
り
越
え
た
記
憶
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
須
磨
か
ら
源
氏
が
帰
っ
て
き
た

季
節
が
「
秋
」
で
あ
っ
た
。
深
い
悲
し
み
の
後
に
お
と
ず
れ
る
喜
び
の
大
き

さ
を
紫
の
上
が
初
め
て
知
っ
た
の
は
「
秋
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る注注注。
源
氏
の

帰
還
を
心
か
ら
待
ち
続
け
て
い
た
よ
う
に
、
紫
の
上
は
最
期
の
「
秋
」
を

「
待
ち
つ
け
て
」（
御
法
４
五
〇
三
）
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

注
注
１�
古
賀
素
子
『
源
氏
物
語
の
植
物
』（
桜
楓
社
、
昭
和
四
十
六
年
）

注
２�
今
井
久
代
「
紫
の
上
の
物
語
」（『
源
氏
物
語
構
造
論―

作
中
人
物
の
動
態
を
め

ぐ
っ
て
』
風
間
書
房
、
平
成
十
四
年
）
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注
３�
利
沢
麻
美
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
方
法
と
し
て
の
音
楽
「
若
菜
下
」
巻
の
女
楽

に
つ
い
て
」（「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
五
年
一
月
）

注
４�

同
右

注
５�

張
龍
妹
「
紫
の
上
の
道
心
」（『
源
氏
物
語
の
救
済
』
風
間
書
房
、
平
成
十
二
年
）

注
６�

小
野
村
洋
子
「
自
然
的
な
〈
あ
は
れ
〉
の
反
省
」（『
源
氏
物
語
の
精
神
的
基
底
』、

創
文
社
、
昭
和
四
十
五
年
）

注
７�

今
井
久
代
「
紫
の
上
の
物
語
」（『
源
氏
物
語
構
造
論―

作
中
人
物
の
動
態
を
め

ぐ
っ
て
』
風
間
書
房
、
平
成
十
四
年
）

注
８�

同
右

注
９�

森
一
郎
「
紫
上
の
述
懐
─
紫
上
論
の
一
節
─
」（『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
』
笠

間
書
院
、
昭
和
五
十
四
年
）

注
10�

大
和
和
紀
『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』（
講
談
社
、
平
成
一
四
年
）

　
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）

に
よ
っ
て
い
る
。

（
こ
ば
や
し　

ゆ
か　

二
〇
〇
九
年
日
文
卒
）


