
は
じ
め
に

「
源
氏
物
語
」
の
近
世
期
の
梗
概
本
と
し
て
一
定
の
評
価
は
得
な
が
ら
も
、

あ
ま
り
研
究
の
進
ん
で
い
な
い
北
村
湖
春
の
著
し
た
「
源
氏
物
語
忍
草
」
に

つ
い
て
、
さ
き
に
稿
者
は
天
保
五
年
刊
の
版
本
を
底
本
と
し
、
そ
れ
に
幾
つ

か
の
写
本
を
対
校
し
て
さ
さ
や
か
な
校
本
め
い
た
も
の
を
編
ん
だ
（
拙
著

『
源
氏
物
語
忍
草
の
研
究

本
文
・
校
異
編
／
自
立
語
索
引
編
』
二
〇
一
一

年
一
月
・
和
泉
書
院
。
以
下
、「
拙
著
」
と
略
称
）。
そ
の
こ
と
で
「
源
氏
物

語
忍
草
」
の
調
査
に
ひ
と
ま
ず
の
区
切
り
を
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
後
、
天
保
八
年
の
版
本
や
写
本
を
入
手
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
も
う
少
し

だ
け
関
連
し
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
う
ち
、
本
来
は
四
冊
本
一
揃
い
で
あ
っ
た
写
本
の
う

ち
の
第
二
冊
目
に
相
当
す
る
端
本
一
冊
が
架
蔵
と
な
り
、
そ
の
内
容
の
一
端

を
紹
介
を
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
事
項
に
つ
い

て
心
覚
え
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
写
本
は
多
く
が
四
冊
本
で
あ
る
。
架
蔵
と
な
っ
た

写
本
一
冊
は
そ
の
四
冊
本
で
あ
る
べ
き
も
の
の
第
二
冊
目
に
あ
た
る
と
判
断

し
た
の
は
、
他
の
い
く
つ
か
の
写
本
の
う
ち
四
冊
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
も

の
の
う
ち
題
簽
に
四
季
の
名
称
を
も
っ
て
区
分
す
る
写
本
が
あ
る
こ
と
で
、

該
本
も
ま
さ
に
題
簽
に
「
夏
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
加

え
て
所
収
本
文
が
絵
合
か
ら
藤
裏
葉
ま
で
の
巻
を
対
象
と
し
て
収
め
て
い
る

と
墨
付
一
丁
表
の
「
目
録
」
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
た
だ
し
、
該
本
が
他
の
多
く
の
写
本
と
際
だ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
点

は
、
何
よ
り
も
本
文
の
傍
に
細
々
と
朱
書
の
書
き
入
れ
が
多
く
、
ま
た
前
半

に
は
貼
り
紙
も
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
拙
著
」
刊
行
に
至
る

ま
で
に
調
査
し
得
た
版
本
お
よ
び
わ
ず
か
の
写
本
類
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

多
く
の
書
き
入
れ
や
貼
り
紙
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
源
氏
物
語
忍
草
」
が
実

際
に
調
査
・
研
究
な
ど
の
対
象
と
し
て
使
用
あ
る
い
は
活
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
そ
れ
ら
か
ら
推
測
で
き
、
物
語
原
作
本
文
を
も
参
照
し
な
が
ら
書
き
入

れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
注
目
し
て
よ
い
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
該
本
は
近

世
期
の
一
写
本
か
と
思
わ
れ
る
が
、「
源
氏
物
語
忍
草
」
が
一
般
に
流
通
す

「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
一
写
本
に
つ
い
て

中

西

健

治
一



る
よ
う
に
な
っ
た
天
保
五
年
の
版
本
刊
行
以
前
に
本
書
の
本
文
が
あ
る
写
本

を
書
き
写
し
、
そ
れ
に
後
刻
、
朱
書
、
貼
り
紙
が
丹
念
に
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
同
時
代
に
流
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
版
本
を
書
写

の
際
の
祖
本
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
常
夏
巻
に
あ
る
源
氏
と
玉
鬘
と
の
贈

答
歌
の
う
ち
、
源
氏
の
贈
歌
一
首
が
版
本
に
は
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
に
対
し
て

諸
写
本
に
は
共
通
し
て
源
氏
の
贈
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
点
を
明
白
な
根
拠
と

し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
架
蔵
と
な
っ
た
「
源
氏
物
語
忍

草
」
の
端
本
の
概
略
を
ひ
と
ま
ず
報
告
し
て
お
く
。

一
「
夏
本
」
の
書
誌
な
ど

架
蔵
写
本
一
冊
（
以
下
、「
夏
本
」
と
略
称
）
の
表
紙
は
藍
鼠
色
の
地
に

円
形
の
龍
の
姿
の
空
押
し
模
様
が
散
り
ば
め
て
あ
る
。
題
簽
は
左
に
弁
柄
色

で
「
け
む
し
忍
ふ
草

夏
」
と
書
か
れ
、
冊
子
自
体
の
大
き
さ
は
縦
二
十
二

・
九
�
、
横
十
六
・
一
�
、
袋
綴
り
、
墨
付
五
十
四
丁
で
、
絵
合
巻
か
ら
藤

裏
葉
巻
ま
で
を
対
象
と
し
て
い
る
。
下
小
口
に
「
シ
ノ
フ

夏
」
と
あ
り
、

和
歌
は
二
字
下
げ
で
次
の
行
に
続
け
て
書
き
、
続
く
地
の
文
と
区
切
ら
な

い
。
半
丁
十
一
行
、
本
文
は
墨
書
で
、
朱
書
書
き
入
れ
や
貼
り
紙
な
ど
の

他
、
ま
れ
に
朱
で
異
本
校
合
な
ど
も
あ
る
が
、
虫
損
箇
所
も
多
く
判
読
不
可

能
の
箇
所
も
ま
ま
あ
る
。
本
文
は
「
拙
著
」
の
校
異
編
の
本
文
と
対
照
さ
せ

る
と
、
大
洲
市
立
図
書
館
本
と
の
共
通
本
文
が
目
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

用
紙
は
楮
紙
を
用
い
て
綴
ら
れ
て
、
四
穴
綴
り
の
本
で
は
あ
る
も
の
の
綴
り

糸
は
欠
け
て
い
て
、
総
じ
て
か
な
り
く
た
び
れ
て
い
る
感
の
あ
る
本
で
も
あ

る
。
ま
た
本
文
と
朱
書
と
は
別
筆
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
決
定
的
な
こ
と
は

言
え
な
い
。

墨
付
一
丁
表
に
「
目
録
」
と
し
て
所
収
巻
名
を
上
下
一
行
ず
つ
に
次
の
よ

う
に
記
す
。（
／
は
改
行
を
示
す
）

「
絵
あ
は
せ

松
か
せ

／
う
す
雲

あ
さ
顔

／
乙
女

玉
か
つ
ら

／
ほ
た
る

こ
て
ふ

／
か
ゝ
り
火

常
な
つ

／
み
ゆ
き

野
分

／
ま
き
柱

ふ
ち
は
か
ま
／
藤
の
う
ら
葉

梅
か
え
」

こ
の
巻
の
掲
載
順
に
つ
い
て
は
、
五
行
目
に
あ
た
る
「
ほ
た
る
」
か
ら
九
行

目
の
「
梅
か
え
」
ま
で
は
各
行
の
巻
順
が
上
下
逆
に
な
っ
て
お
り
、
加
え
て

本
文
は
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
初
音
」
の
巻
名
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う

よ
う
に
、
実
に
不
可
思
議
な
標
記
に
な
っ
て
い
る
。
目
録
標
記
か
ら
み
る
限

り
、「
源
氏
物
語
」
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
る
の
か
疑
わ
し
く
、
ま
た
、
そ

の
よ
う
に
記
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
不
詳
と
し
か
言
え
な
い
。

二
「
夏
本
」
の
和
歌
に
つ
い
て

「
源
氏
物
語
忍
草
」
に
は
「
源
氏
物
語
」
所
収
歌
の
約
四
十
三
％
に
あ
た

る
二
百
六
十
一
首
の
和
歌
（
写
本
）
が
あ
る
が
、「
夏
本
」
に
は
絵
合
巻
か

ら
藤
裏
葉
巻
ま
で
の
八
十
一
首
を
収
め
て
い
る
。「
源
氏
物
語
忍
草
」
が
他

の
梗
概
書
と
異
な
る
点
は
和
歌
に
こ
と
さ
ら
注
目
し
重
視
し
た
書
き
方
を
し

二



て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
本
文
を
比
較
検
討
す
る
に
先
だ
っ
て
、
物

語
本
文
を
通
覧
す
る
際
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
存
在
す
る
和
歌
表
記
に
注
目

し
、
そ
の
本
文
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。「
拙
著
」
の
底
本
で
あ
る
版
本

と
校
合
し
て
み
る
と
、
仮
名
遣
い
の
異
同
な
ど
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、

お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
に
分
類
で
き
る
。
ま
ず
は
数
字
で
示
す
。

Ａ
「
夏
本
」
と
版
本
と
の
間
に
異
同
箇
所
の
な
い
和
歌
数

絵
合

１

松
風

４

薄
雲

３

朝
顔

１

乙
女

２

玉
鬘

３

初
音

２

胡
蝶

１

蛍

２

常
夏

１

篝
火

０

野
分

０

行
幸

２

藤
袴

０

真
木
柱

４

梅
枝

３

藤
裏
葉

４

計
３３

Ｂ
「
夏
本
」
と
版
本
と
が
異
な
る
本
文
で
朱
書
訂
正
が
版
本
と
同
じ
本
文

の
箇
所
（
一
首
の
う
ち
複
数
も
）

絵
合

１

松
風

０

薄
雲

０

朝
顔

２

乙
女

０

玉
鬘

０

初
音

０

胡
蝶

０

蛍

１

常
夏

０

篝
火

１

野
分

０

行
幸

４

藤
袴

５

真
木
柱

１

梅
枝

２

藤
裏
葉

１

計
１８

Ｃ
「
夏
本
」
と
版
本
と
が
異
な
る
本
文
で
、
朱
書
訂
正
が
な
い
箇
所

絵
合

０

松
風

１

薄
雲

１

朝
顔

０

乙
女

３

玉
鬘

０

初
音

１

胡
蝶

１

蛍

０

常
夏

＊

篝
火

０

野
分

１

行
幸

１

藤
袴

０

真
木
柱

１

梅
枝

０

藤
裏
葉

１

計
１１

（
＊
常
夏
巻
は
版
本
が
一
首
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
。「
は
じ
め
に
」
参
照
）

「
拙
著
」
の
校
異
編
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
文
の
類
別
は
大
き
く
は
版

本
と
写
本
と
に
大
別
さ
れ
る
他
に
は
、
写
本
を
子
細
に
み
れ
ば
幾
つ
か
の
系

統
に
分
類
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
特
段
に
異
本
と
称
し
得
る
本
を

見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
右
の
数
値
か
ら
も
「
夏
本
」
も
他
の
写
本
・
版
本

と
相
並
ん
で
大
き
く
異
な
っ
た
和
歌
本
文
を
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
読
み
と
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
和
歌
に
着
目
し
た
数
少
な
い
論
考
に

足
立
宏
子
氏
の
「『
源
氏
物
語
忍
草
』
の
和
歌
│
梗
概
化
の
方
法
│
」（「
市

民
大
学
院
論
文
集
・
三
」
二
〇
〇
八
・
三
）
が
あ
る
。
足
立
氏
は
「
源
氏
物

語
忍
草
」
の
和
歌
が
「
湖
月
抄
」
を
も
と
に
し
て
い
な
い
こ
と
、
独
自
の
語

句
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
中
世
の
注
釈
書
や
梗
概
書
に
近
い
本
文
の
あ
る
こ
と

な
ど
を
詳
細
に
論
じ
、「
和
歌
そ
の
も
の
の
鑑
賞
を
越
え
て
、
梗
概
化
し
た

文
章
の
一
部
を
担
っ
て
『
物
語
る
』
こ
と
を
備
え
持
っ
て
い
る
か
ら
」
で
あ

ろ
う
と
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
本
文
や
引
歌
に
も

そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
だ
と
の
見
通
し
を
含
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
て
、

貴
重
な
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
足
立
氏
が
中
世
・
近
世
の
源
氏
物
語
梗

概
本
と
し
て
検
討
の
対
象
に
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
忍
草
」
を
含
む
七
作
品
の

う
ち
、
氏
の
作
成
さ
れ
た
一
覧
表
に
従
っ
て
「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
和
歌
の

み
が
「
源
氏
物
語
」
の
そ
れ
と
の
異
同
が
あ
る
六
十
一
例
に
つ
い
て
、「
夏

「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
一
写
本
に
つ
い
て

三



本
」
に
該
当
す
る
十
八
例
の
箇
所
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
み
る

と
、「
夏
本
」
の
み
の
本
文
（
乙
女
巻
・「
か
け
て
い
へ
は
」）
や
篝
火
巻
の

「
ふ
た
方
に
」
の
下
句
「
わ
が
身
は
な
れ
ぬ
か
け
ご
な
り
け
り
」
の
「
我
が

身
」
と
「
か
け
ご
」
の
交
替
を
朱
書
で
記
す
例
は
あ
り
な
が
ら
も
、
多
く
が

「
源
氏
物
語
忍
草
」
版
本
と
同
様
な
本
文
で
傍
ら
の
朱
書
に
「
源
氏
物
語
」

の
本
文
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
夏
本
」
に
朱
書
を
施
し

た
人
物
は
、
和
歌
に
つ
い
て
は
「
源
氏
物
語
」
本
文
を
参
酌
し
な
が
ら
確
認

を
し
た
う
え
で
朱
書
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
の
こ
と
は
和
歌
の

表
現
に
よ
り
注
目
し
て
い
た
こ
と
の
証
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
和
歌
の
観
点
か
ら
の
み
見
る
こ
と
は
一
面
的
で
は
あ
る
が
、
初
発
に
記

さ
れ
た
「
夏
本
」
の
和
歌
本
文
を
閲
す
る
に
あ
た
っ
た
次
代
の
書
写
者
は
朱

筆
を
採
り
な
が
ら
特
別
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
「
夏
本
」
全
体
の
性
格
を
探
る
う
え
で
ひ
と
つ
の
材
料
に

な
る
。

三

貼
り
紙
に
つ
い
て

例
え
ば
松
風
巻
を
例
に
記
す
。「
源
氏
物
語
」
松
風
巻
で
、
源
氏
が
二
条

の
東
院
を
作
り
、
西
の
対
、
東
の
対
に
そ
れ
ぞ
れ
花
散
里
、
明
石
の
君
を
迎

え
よ
う
と
す
る
記
述
は
「
東
の
院
造
り
た
て
て
、
花
散
里
と
聞
こ
え
し
、
移

ろ
は
し
た
ま
ふ
。
西
の
対
、
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政
所
、
家
司
な
ど
、
あ
る

べ
き
さ
ま
に
し
お
か
せ
た
ま
ふ
」（
②
三
九
七
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

に
よ
る
。
以
下
、「
源
氏
物
語
」
は
本
書
を
使
用
）
か
ら
始
ま
る
。「
源
氏
物

語
忍
草
」
も
「
二
条
院
の
東
の
た
い
は
源
の
御
座
所
、
西
の
た
い
は
紫
の
上

の
所
な
り
今
は
源
も
紫
の
上
も
一
つ
に
お
は
し
ま
せ
ば
我
御
座
所
の
ひ
が
し

の
た
い
を
普
請
し
か
へ
て
花
散
里
明
石
其
外
手
を
か
け
給
ひ
し
人
々
を
住
さ

ん
と
お
ぼ
す
」
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
の
冒
頭
「
二
条
の
院
の
東
の
た
い
は
」

（「
夏
本
」）
と
あ
る
「
二
条
の
院
」
の
右
傍
に
は
「
源
の
御
家
」
と
朱
書
が

あ
り
、
続
く
「
西
の
た
い
は
紫
の
上
の
所
也
」
の
「
所
」
に
ミ
セ
ケ
チ
で

「
御
方
」
と
朱
書
す
る
。
ま
た
、「
我
御
座
所
の
東
の
た
い
を
ふ
し
ん
し
か
へ

て
」
の
「
ふ
し
ん
し
」
に
ミ
セ
ケ
チ
で
「
つ
く
り
」
と
朱
書
し
て
い
る
。

「
普
請
」
を
「
つ
く
り
」
と
置
き
換
え
て
い
る
の
か
と
思
い
き
や
、
す
ぐ
あ

と
に
「
手
を
か
け
給
ひ
し
人
�
�
を
住
さ
む
と
お
ほ
し
つ
く
り
は
て
け
れ

は
」
の
傍
線
箇
所
を
ミ
セ
ケ
チ
に
し
て
「
す
ふ
し
ん
て
き
ぬ
」
と
朱
書
し
て

本
文
に
当
て
嵌
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
例
ひ
と
つ
だ
け
で
朱
書
全
般

の
意
図
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
語
句
の
言
い
替
え
や
説
明
を
付
し

て
、
本
文
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
は

見
当
が
つ
く
。
明
石
入
道
の
「
行
く
さ
き
を
は
る
か
に
祈
る
わ
か
れ
路
に
た

え
ぬ
は
老
の
涙
な
り
け
り
」（
②
四
〇
三
頁
）
の
和
歌
の
直
前
に
細
々
し
た

朱
書
を
次
の
よ
う
に
入
れ
て
い
る
。

「
例
の
後
夜
よ
り
お
き
て
は
な
打
な
ら
し
行
ひ
共
し
て
名
残
を
お
し

む
又
逢
へ
き
別
れ
な
ら
ね
は
明
石
の
御
方
も
い
み
し
う
悲
し
と
思
へ
り

入
道
」

「
源
氏
物
語
忍
草
」
は
梗
概
本
で
は
あ
る
が
、
引
用
場
面
の
情
景
に
つ
い
て
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は
詳
し
く
説
明
を
付
加
し
た
箇
所
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
、
朱
書
を
施
す
こ

と
に
よ
っ
て
明
石
入
道
夫
婦
の
別
れ
の
場
面
が
物
語
と
し
て
十
分
に
濃
密
な

箇
所
で
あ
る
と
考
え
て
の
朱
書
注
記
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
同
様
に
考
え

ら
れ
る
例
と
し
て
、
少
し
あ
と
に
出
る
「
身
を
か
へ
て
ひ
と
り
か
へ
れ
る
山

里
に
聞
き
し
に
似
た
る
松
風
ぞ
吹
く
」
と
い
う
明
石
の
尼
君
の
歌
に
応
え
る

明
石
の
御
方
の
歌
が
、「
源
氏
物
語
忍
草
」
に
お
い
て
は
こ
の
歌
を
も
っ
て

巻
の
名
と
す
る
と
い
う
文
言
以
外
に
無
い
の
だ
が
、「
夏
本
」
で
は
、
明
石

の
御
方
の
歌
一
首
「
ふ
る
里
に
見
し
世
の
友
を
恋
ひ
わ
び
て
さ
へ
づ
る
こ
と

を
誰
か
わ
く
ら
ん
」
を
引
き
、「
な
と
云
明
し
暮
す
に
源
氏
わ
た
り
給
ひ
て

姫
君
を
見
給
ふ
に
」
と
の
文
言
を
加
え
た
墨
書
の
貼
り
紙
を
挿
入
し
、
ひ
と

つ
の
完
結
し
た
物
語
の
場
面
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
叙
述
に
満
足
で
き
な
い
と
判
断
し
た
か
、

あ
る
い
は
こ
の
場
面
の
「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
描
き
方
に
付
加
し
よ
う
と
考

え
た
書
写
者
が
、
よ
り
状
況
を
円
満
に
示
そ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
朱
書
の
書
写
者
と
墨
書
の
書
写
者
が
同
一
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
う
え
に
、
他
の
何
ら
か
の
外
的
要
因
も
加
わ
っ
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
含
み
な
が
ら
、
一

つ
の
写
本
に
筆
を
加
え
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
る
か
を

推
測
す
る
と
き
に
、
先
の
朱
書
と
同
様
も
し
く
は
類
似
の
思
考
が
な
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
。そ

こ
で
、
い
ま
先
に
触
れ
た
も
の
以
外
の
貼
り
紙
を
四
例
紹
介
し
よ
う
。

た
だ
Ａ
と
Ｃ
に
は
朱
書
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

Ａ

朝
顔
巻

「
装
束
の
し
ほ
た
れ
て
か
た
ち
の
見
苦
し
さ
に
見
給
は
ぬ
か
と
の
給
へ

は
な
れ
行
こ
そ
う
き
事
多
け
れ
と
て
う
ち
そ
む
き
て
ふ
し
給
ふ
御
さ
ま

見
す
て
ゝ
行
か
た
け
れ
と
今
宵
参
り
給
は
ん
と
し
給
ふ
女
五
の
宮
は
き

の
ふ
ま
て
も
す
ち
と
こ
そ
思
ひ
侍
る
に
か
く
ね
ん
こ
ろ
に
女
五
の
宮
へ

も
申
遣
し
給
へ
は
」

Ｂ

朝
顔
巻

（
ム
シ
）

「
桐
壺
の
帝
は
け
ん
と
源
の
内
侍
か
た
は
ふ
れ
を
御
ら
ん
し
て
□
こ
と

に
て
あ
れ
と
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
か
な
と
ま
こ
へ
て
今
も
心
は
わ
か
や
き

て
□
□
□
侍

と
し
ふ
れ
と
此
契
り
こ
そ
わ
す
ら
れ
ね
お
や
の
親
と
か
い
ひ
し
ひ

と
こ
と

と
う
と
ま
し
く
御
ら
ん
し
て
け
ん

身
を
か
へ
て
後
も
待
み
よ
此
よ
に
て
親
を
忘
る
ゝ
た
め
し
有
や

と
」

Ｃ

乙
女
巻

「

源
か
け
き
や
は
川
瀬
の
浪
も
立
か
へ
り
君
か
み
そ
き
の
ふ
ぢ
の
や

つ
れ
を

折
あ
は
れ
な
れ
は
朝
か
ほ
の
斎
い
ん

ふ
ち
こ
ろ
も
き
し
は
き
の
ふ
と
お
も
ふ
ま
に
け
ふ
は
み
そ
き
の
瀬

に
か
わ
る
世
を
」

Ｄ

乙
女
巻

「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
一
写
本
に
つ
い
て
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「
あ
ら
は
世
お
と
ろ
ふ
末
の
世
に
人
に
か
る
め
ら
れ
あ
な
つ
ら
れ
な
ん

猶
さ
え
を
本
と
し
て
や
ま
と
魂
の
世
に
用
ら
れ
つ
ひ
の
世
の
お
も
し
と

な
る
へ
き
□
し
の
み
に
て
」

Ａ
は
つ
ぎ
に
あ
げ
る
「
源
氏
物
語
」
の
原
文
を
参
照
し
な
が
ら
参
考
本
文
を

貼
り
紙
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

塩
焼
き
衣
の
あ
ま
り
目
馴
れ
、
見
だ
て
な
く
思
さ
る
る
に
や
と
て
途
絶

え
お
く
を
、
ま
た
い
か
が
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、「
馴
れ
ゆ
く
こ

そ
げ
に
う
き
こ
と
多
か
り
け
れ
」
と
ば
か
り
に
て
、
う
ち
背
き
て
臥
し

た
ま
へ
る
は
、
見
棄
て
て
出
で
た
ま
ふ
道
も
の
う
け
れ
ど
、
宮
に
御
消

息
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
、
出
で
た
ま
ひ
ぬ

（
②
四
八
〇
頁
）

こ
れ
は
紫
の
上
の
心
配
を
よ
そ
に
、
女
五
の
宮
邸
に
出
か
け
る
源
氏
と
紫
の

上
の
や
り
と
り
の
場
面
で
、
貼
り
紙
は
原
文
を
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す
い

よ
う
に
砕
い
て
説
明
を
施
し
て
補
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
二
人
の
微
妙

な
や
り
と
り
は
原
作
の
文
章
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

Ｂ
は
「
源
氏
物
語
忍
草
」
本
文
に
は
無
い
。
女
五
の
宮
邸
で
尼
と
な
っ
た

源
内
侍
に
久
々
に
会
っ
て
、
往
時
を
思
い
出
し
つ
つ
贈
答
歌
を
交
わ
す
場
面

で
あ
る
。
新
編
全
集
は
こ
の
場
面
は
、「
い
わ
ば
幕
間
狂
言
」
的
で
あ
る
と

注
す
る
よ
う
に
、
贈
答
歌
で
纏
ま
っ
て
い
る
一
挿
話
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
場

面
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
箇
所
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
和
歌
を
中
心

に
抜
き
出
し
て
補
足
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
も
「
源
氏
物
語
忍
草
」
に
は
無
い
。
乙
女
巻
の
冒
頭
に
源
氏
が
前
斎
院

朝
顔
の
姫
君
を
思
い
出
し
て
歌
を
贈
り
、
姫
君
が
こ
れ
に
応
え
る
と
い
う
場

面
が
あ
り
、「
源
氏
物
語
忍
草
」
で
は
こ
と
の
経
緯
に
つ
い
て
の
み
触
れ
て

い
る
。
Ｃ
の
貼
り
紙
は
、
そ
の
事
情
を
贈
答
歌
を
掲
げ
る
こ
と
で
一
つ
の
場

面
を
添
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
か
け
き
や
は
」
の
歌
の
右
に
さ
ら
に

朱
書
で
、「
文
は
紫
の
紙
た
て
文
に
て
藤
の
花
に
つ
け
給
へ
り
」
と
添
え
、

朝
顔
の
姫
君
の
返
歌
「
ふ
ぢ
こ
ろ
も
」
の
歌
の
右
傍
下
に
も
「
淵
瀬
岸
の
字

立
入
り
た
る
哥
也
」
と
解
説
を
付
し
て
い
る
。
源
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
歌
の
紙

な
ど
の
様
子
、
ま
た
朝
顔
姫
君
の
歌
に
は
縁
語
の
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
贈
答
歌
に
つ
い
て
の
補
充
的
な
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｂ

や
Ｃ
の
貼
り
紙
の
意
図
が
明
ら
か
に
和
歌
に
関
心
を
寄
せ
た
者
の
加
筆
で
あ

る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
て
こ
よ
う
し
、
同
時
に
朱
書
も
又
、
同
様
な
視
点
か

ら
な
さ
れ
て
い
る
と
思
し
い
。

Ｄ
は
夕
霧
の
教
育
に
つ
い
て
の
源
氏
の
言
。「
源
氏
物
語
忍
草
」
に
も
源

氏
の
教
育
論
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、「
大
和
魂
」
を
用
い
て
学
問
の
重
要

さ
を
述
べ
る
箇
所
を
特
段
に
貼
紙
の
形
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
貼
り
紙

が
特
に
重
要
だ
と
考
え
た
も
の
の
所
業
に
よ
っ
て
い
る
か
と
思
え
る
。
か
な

り
飛
躍
し
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
講
釈
の
場
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
教

育
的
な
場
に
あ
っ
て
用
い
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
貼
り
紙
は
、「
源
氏
物
語
」
の
該
当
箇
所
を

た
ん
な
る
場
面
の
梗
概
と
し
て
扱
わ
ず
に
、
よ
り
幅
広
く
説
明
を
要
す
る
と

捉
え
て
の
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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四

朱
書
書
き
入
れ
に
つ
い
て
（
一
）

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
夏
本
」
に
は
実
に
夥
し
い
朱
の
書
き
入
れ
が
あ

り
、
二
、
三
節
で
一
応
の
見
通
し
は
述
べ
た
。
つ
ま
り
、「
源
氏
物
語
」
の

本
文
を
時
に
参
照
し
つ
つ
、
平
易
に
説
明
を
必
要
と
す
る
場
面
で
適
宜
、
朱

を
入
れ
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
和
歌
の
解
釈
で
あ
っ
た
り
、

「
源
氏
物
語
」
本
文
で
あ
っ
た
り
、
主
語
や
目
的
語
を
記
入
し
た
り
、
さ
ら

に
は
語
句
の
補
足
的
な
説
明
を
加
え
た
り
と
い
う
、
か
な
り
自
在
な
朱
書
を

施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
一
体
な
ぜ
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。
今
の

と
こ
ろ
、
稿
者
と
し
て
は
お
そ
ら
く
は
こ
の
本
文
を
用
い
て
講
釈
を
す
る
と

き
に
手
許
に
置
い
て
補
助
的
に
用
い
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
推
測
を

し
て
い
る
。
時
に
原
作
に
及
ぶ
の
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
の
物
語
的
な
場
面

に
つ
い
て
言
及
し
た
と
き
、
当
該
場
面
の
具
体
的
状
況
を
補
足
す
る
た
め
の

心
覚
え
と
し
て
記
入
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
梗

概
本
で
あ
る
場
合
に
は
と
く
に
そ
の
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
単
な
る
梗
概
と
し

て
話
の
展
開
を
の
み
必
要
と
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
夏
本
」
の
朱
書
書
き
入
れ
は
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
具
体
的
に
い
く
つ
か
の
事
例
を
示
そ
う
。
薄
雲
巻
に
も
朱
書
は
多

い
。
明
石
の
君
が
源
氏
の
す
す
め
に
従
い
、
娘
を
手
放
す
場
面
を
あ
げ
る
。

二
条
院
へ
つ
れ
て
ゆ
き
紫
の
子
に
せ
ん
と
お
ぼ
せ
ど
明
石
離
れ
が
た

く
悲
し
み
給
へ
ば
さ
す
が
に
さ
も
え
し
給
は
で
（
＊
）
此
姫
君
の
は
か

ま
ぎ
は
い
か
に
し
給
ふ
べ
き
と
あ
か
し
へ
源
よ
り
の
給
ひ
つ
か
は
し
け

る

（「
拙
著
」
一
〇
八
頁
）

＊
の
箇
所
に
「
夏
本
」
で
は
次
の
よ
う
な
長
い
朱
書
が
あ
る
。

「（
明
石
の
御
方
）
た
め
ら
ひ
て
お
は
す
明
石
の
御
方
も
故
な
ら
ぬ
身
に

そ
へ
奉
ら
す
は
か
�
�
し
き
事
も
有
ま
し
（
以
下
、
貼
紙
）
其
内
に
も

し
此
子
の
上
の
御
は
ら
に
姫
君
出
来
た
ま
は
ゝ
い
よ
�
�
い
せ
ひ
お
と

る
へ
し
と
お
も
ひ
き
り
て
養
子
に
つ
か
は
し
姫
君
の
御
た
め
よ
ろ
し
き

や
う
に
こ
そ
せ
め
と
思
ふ
折
ふ
し
」

こ
れ
は
明
石
の
君
が
姫
君
を
手
放
す
決
断
に
い
た
る
悩
み
を
補
足
的
に
語
句

を
補
い
つ
つ
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
引
き
取
ら
れ
た
姫
君
が

紫
の
上
に
な
つ
く
と
こ
ろ
、「
源
氏
物
語
忍
草
」
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

紫
の
上
に
い
と
よ
く
な
づ
き
給
へ
ば
美
し
き
も
の
え
た
り
と
お
ぼ
し
て

い
と
を
し
か
り
い
だ
き
あ
つ
か
ひ
も
て
遊
ひ
給
ふ（「

拙
著
」
一
一
〇
頁
）

引
用
文
末
尾
の
「
給
ふ
」
の
右
傍
に
朱
線
を
引
き
、「
夏
本
」
に
は
次
の
よ

う
な
朱
書
を
記
入
し
て
い
る
。

「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
一
写
本
に
つ
い
て

七



「
明
石
の
御
方
い
か
に
つ
れ
�
�
な
ら
ん
と
お
ほ
し
て
年
の
内
に
忍
ひ

て
源
お
は
し
ま
し
た
り
御
文
な
と
も
さ
い
�
�
遣
し
給
へ
り
」

こ
れ
は
源
氏
が
明
石
の
君
へ
の
配
慮
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
た
か
を
「
源
氏

物
語
」
か
ら
要
点
を
捉
え
て
記
入
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
源
氏
が
大
井
を

訪
問
す
る
際
に
紫
の
上
が
中
将
の
君
を
遣
わ
し
て
歌
を
贈
り
、
源
氏
が
返
歌

す
る
場
面
が
あ
る
。

源
あ
す
か
へ
り
こ
ん
と
の
給
へ
ば
む
ら
さ
き
の
上

舟
と
む
る
遠
方
人
の
な
く
ば
こ
そ
あ
す
か
へ
り
こ
ん
せ
な
と
待
み
め

（「
拙
著
」
一
一
〇
頁
）

こ
の
場
面
、「
源
氏
物
語
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
明
日
帰
り
来
む
」
と
口
ず
さ
び
て
出
で
た
ま
ふ
に
、
渡
殿
の
戸
口
に

待
ち
か
け
て
、
中
将
の
君
し
て
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。

舟
と
む
る
を
ち
か
た
人
の
な
く
は
こ
そ
明
日
か
へ
り
こ
む
夫
と
待
ち

み
め

い
た
う
馴
れ
て
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ
笑
み
て
、

行
き
て
み
て
明
日
も
さ
ね
来
む
な
か
な
か
に
を
ち
か
た
人
は
心
お
く

と
も

（
②
四
三
九
頁
）

こ
れ
は
「
源
氏
物
語
忍
草
」
に
も
贈
答
の
場
面
と
し
て
二
首
共
々
に
採
ら
れ

て
い
て
、
紫
の
上
の
贈
歌
の
後
に
「
夏
本
」
に
は
朱
書
で
次
の
よ
う
に
あ

る
。「

と
中
将
の
君
と
い
ふ
女
房
を
御
使
に
て
追
掛
て
い
は
せ
給
へ
は
ほ
ほ

ゑ
み
て
」

原
作
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
朱
書
は
紫
の
上
の
贈
歌
の
状
況
と

そ
れ
に
対
す
る
源
氏
の
表
情
を
併
せ
て
書
き
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。「
源

氏
物
語
忍
草
」
で
は
、「
大
井
に
て
姫
君
の
事
ど
も
語
ら
せ
給
ひ
二
三
日
逗

留
し
て
帰
ら
せ
給
へ
り
」（
一
一
〇
頁
）
と
あ
る
が
、「
夏
本
」
の
朱
書
は

「
本
文
に
は
二
三
日
と
も
な
し
」
と
あ
り
、
原
作
に
は
逗
留
期
間
に
関
す
る

記
述
の
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
原
作
の
本
文
を
参

照
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
夜
居
の
僧
を
常
に
帝

の
側
に
居
る
よ
う
に
と
命
じ
た
こ
と
で
冷
泉
帝
が
源
氏
と
藤
壺
と
の
秘
事
を

知
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
を
「
源
氏
物
語
忍

草
」
で
は
「
源
の
の
給
ふ
に
よ
り
伺
公
せ
ら
れ
け
る
か
人
も
な
く
し
づ
か
な

る
暁
に
帝
の
御
前
に
参
り
て
」（「
拙
著
」
一
一
一
・
一
一
二
頁
）
と
記
し
て

い
る
。
こ
の
「
伺
公
」
の
傍
に
朱
で
「
夜
昼
侍
り
す
る
」
と
書
き
加
え
て
い

る
。
こ
れ
な
ど
は
明
ら
か
に
語
句
の
注
で
あ
ろ
う
。
朱
書
書
き
入
れ
に
は
こ

の
類
も
多
い
。
ま
た
、「
入
道
の
宮
御
事
顕
れ
ぬ
や
う
に
と
此
僧
都
に
御
祈

を
た
の
み
給
ひ
し
に
」（「
拙
著
」
一
一
二
頁
）
と
、
秘
事
の
漏
洩
を
恐
れ
、

隠
す
よ
う
に
と
依
頼
す
る
「
此
僧
都
に
」
の
右
傍
に
「
忍
ひ
給
ひ
て
」
と
朱

で
書
き
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
物
語
の
展
開
に
沿
っ
て
書
き

八



入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
薄
雲
巻
の
な
か
で
も
息
詰
ま
る
よ
う
な
場
面
を
「
源

氏
物
語
忍
草
」
が
ど
の
よ
う
な
朱
書
を
施
し
て
い
る
の
か
、
主
な
も
の
を
引

用
し
て
お
こ
う
。

○
夢
の
心
ち
せ
さ
せ
・
・
↓
し
は
し
物
を
も
聞
へ
さ
せ
給
へ
す
／（
夢
の
）

や
う
に
思
召
す
か
く
と
告
す
□
親
を
見
く
た
し
罪
ふ
か
き
身
な
る
へ
き

に
よ
く
し
ら
せ
し
と
仰
あ
る

○
か
し
こ
ま
り
た
る
御
も
て
な
し
也
↓
う
や
ま
ひ
た
る
御
も
て
な
し
也
源

氏
は
か
し
こ
き
御
心
な
れ
は
い
か
に
し
て
き
こ
し
召
つ
ら
ん
と
あ
や
し

か
り
給
ふ

○
式
部
卿
の
み
や
↓
そ
の
の
ち
／
桃
園
式
部
卿
源
ノ
伯
父
槿
斎
院
ノ
父

○
世
の
騒
し
き
を
思
し
嘆
き
て
↓
源
き
り
つ
ほ
の
帝
の
御
弟
源
の
御
伯
父

也
は
ゝ
き
（
ゝ
）
あ
ふ
ひ
の
巻
の
式
部
卿
と
同
し
事
也
か
く
人
々
多
く

か
く
れ
た
ま
ひ
て
世
も
さ
わ
か
し
く

○
ほ
の
め
か
せ
↓
あ
る
時

○
位
を
ゆ
つ
ら
ん
と
↓
御
（
位
）
に
つ
き
給
へ
と
き
こ
え

○
う
け
ひ
き
給
は
ね
ば
↓
（「
ば
」
ノ
右
下
ニ
）
帝
ほ
ひ
な
く
思
す

○
き
う
車
ゆ
る
さ
れ
↓
（
ゆ
る
さ
れ
）
て
出
入
し
給
ふ
を
み
か
と
は
あ
か

す
と
も
御
覧
す

○
禁
中
へ
↓
内
裏
の
う
へ
は

○
出
入
り
す
る
↓
を
牛
車
ゆ
る
さ
る
と
い
ふ

○
絵
合
の
巻
↓
に
帝
へ
参
り
給
ひ
斎
宮
を
お
ほ
し
つ
□
�
�
て
さ
ふ
ら
ひ

給
ふ
に
御
さ
と
は
源
氏
の
御
方
也
此
頃
二
条
の
院
へ

○
い
ろ
�
�
の
は
な
し
の
序
に
↓
御
物
語
と
も
し
給
ひ
て

○
い
づ
れ
を
面
白
く
思
す
と
↓
御
心
の
引
か
た
に
聞
置
侍
り
て
庭
の
け
し

き
に
作
て
御
覧
せ
さ
せ
ん
と
の
給
へ
は

○
秋
こ
そ
↓
い
と
ゝ
あ
は
れ
に
催
さ
れ

「
夢
の
心
ち
せ
さ
せ
」
か
ら
「
秋
こ
そ
」
ま
で
は
「
夏
本
」
の
わ
ず
か
十
六

行
分
に
相
当
す
る
文
で
あ
る
が
、
朱
書
の
細
や
か
さ
に
注
目
さ
れ
る
と
同
時

に
、
こ
の
朱
筆
の
加
筆
作
業
の
現
場
に
思
い
を
致
す
と
き
に
、
物
語
に
対
す

る
真
剣
な
読
解
を
心
が
け
よ
う
と
し
て
い
る
者
の
密
密
た
る
息
遣
い
が
感
じ

取
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

五

朱
書
書
き
入
れ
に
つ
い
て
（
二
）

「
夏
本
」
に
は
朱
の
ご
く
短
い
書
き
入
れ
も
夥
し
く
存
在
し
て
い
る
。
い

ま
そ
の
中
で
も
比
較
的
文
字
数
の
多
い
書
き
入
れ
を
、
と
く
に
、
玉
鬘
十
帖

に
絞
っ
て
取
り
上
げ
て
お
き
、
参
考
に
供
し
た
い
。
上
段
に
「
夏
本
」
の
本

文
（「
拙
著
」
の
頁
を
数
字
で
記
す
）、
下
段
に
朱
書
本
文
を
あ
げ
た
。

【
玉
鬘
】

は
や
舟
を
か
ま
へ
姫
君
を
の
せ
奉
り
（
１３２
）

は
ゝ
と
豊
後
の
介
と
兵
部
卿
君
と
い
ふ
娘
な
と
御
と
も
に
て
夜
ふ
け
い
て
ゝ

「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
一
写
本
に
つ
い
て

九



姫
君
の
め
の
と
に
い
か
ゝ
と
い
へ
は
へ
た
て
（
１３４
）

此
ま
く
の
内
に
お
は
し
ま
す
と
て
か
へ
り
行
て

内
大
臣
殿
へ
し
ら
せ
奉
り
給
へ
と
（
１３４
）

早
く
さ
い
は
ひ
有
や
う
に
て

艮
の
町
に
す
ま
せ
給
ふ
（
１３５
）

か
く
て
渡
ら
せ
給
ひ
し
よ
り
け
ん
わ
た
り
給
ひ
て
対
面
有
り

二
条
院
の
東
の
た
い
に
住
む
（
１３６
）

に
置
給
ふ
す
ゑ
つ
む
花
も
同
所
に
住
給
へ
り
こ
の
人
々
へ
も

【
初
音
】

ふ
る
と
し
の
物
語
聞
え
給
ひ
て
（
１３９
）

共
こ
ま
や
か
に
（
聞
へ
）
か
は
し

物
き
よ
げ
に
住
な
し
（
１３９
）

万
つ
け
に
�
�
し
く

【
胡
蝶
】

源
を
は
じ
め
中
宮
へ
参
り
給
ふ
（
１４２
）

（
中
宮
）
へ
参
り
給
ふ
此
中
宮
は

中
宮
な
と
は
二
季
に
（
１４２
）

イ
ニ
四
季

御
か
へ
し
中
宮
（
１４２
）

也
と
ほ
ゝ
ゑ
み
て
御
覧
し
て
御
返
し

此
哥
ゆ
へ
岩
も
る
中
将
と
も
い
ふ
（
１４３
）

（
こ
の
哥
）
よ
り
柏
木
を
（
岩
も
る
・
・
）

【
蛍
】

源
わ
た
り
給
ひ
座
敷
を
つ
く
ろ
ひ
（
１４６
）

玉
鬘
へ
わ
た
り
給
ふ
て
座
敷

【
常
夏
】

内
大
臣
の
御
娘
（
１５０
）

近
江
君

（
頭
書
）
内
大
臣
の
脇
は
ら
の
姫
君
也
下
主
近
く
育
上
し
な
り
／
近
江
君
の
歌
無
心
所
着
の
詠

様
此
巻
に
あ
り
／
中
納
言
も
又
此
体
を
よ
め
る
は
わ
さ
と
よ
み
た
る
也

【
篝
火
】

源
玉
か
つ
ら
に
わ
た
り
給
ひ
て
庭
に
篝
と
も
さ
せ
て
（
１５４
）

と
も
し
火
の
ち
か
き
は
あ
つ
か
は
し
と
て
近
く
せ

近
く
よ
り
ふ
し
給
ひ
て
（
１５４
）

琴
を
枕
に
し
て
ふ
し
給
ふ

御
中
よ
く
て
か
く
あ
そ
ひ
給
ふ
（
１５４
）

む
つ
ま
し
ふ
し
給
へ
り

【
野
分
】

一
〇



こ
れ
ら
を
総
括
し
て
見
る
に
、
語
句
そ
の
も
の
の
注
釈
と
い
う
よ
り
も
、
物

語
の
文
脈
の
解
釈
に
重
き
を
置
い
た
朱
書
書
き
入
れ
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取

れ
よ
う
。
特
段
に
古
注
釈
を
引
用
し
た
り
は
せ
ず
、
物
語
の
展
開
を
丹
念
に

解
き
明
か
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
学
究
的
姿
勢
よ
り
も
、
よ
り
真
摯

な
姿
勢
で
物
語
本
文
に
臨
ん
で
納
得
で
き
る
よ
う
に
読
も
う
と
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
右
以
外
の
実
に
多
く
の
、
人
物
や
目
的
語
、
助

庭
に
秋
の
花
色
�
�
を
尽
し
て
（
１５６
）

只
今
は
中
宮
と
申
奉
る
此
方
の
御
庭
に

風
の
訪
ら
ひ
に
（
１５７
）

御
見
ま
い
に
伺
い
た
り

【
御
幸
】

雪
深
き
・
・
・
・
た
づ
ね
よ
（
１６０
）

源
御
使
を
も
て
な
さ
せ
給
ひ
て
御
か
へ
し

か
く
れ
給
は
ゞ
玉
か
つ
ら
も
（
１６０
）

玉
葛
の
□
に
も
御
は
ゝ
な
れ
は
御
服
有
へ
し

女
の
本
装
束
を
着
す
る
（
１６１
）

（「
る
」
ノ
下
ニ
）
に
幸
有
ら
せ
ん
に

袴
の
こ
し
を
男
女
に
（
１６１
）

イ
ニ
は
か
ま
の
こ
し
を
ゆ
は
す
る
事
な
れ
は
此
文
き
ゝ
安
し

【
藤
袴
】

大
宮
か
く
れ
給
ふ
事
は
（
１６４
）

此
巻
大
宮
の
御
服
に
て
玉
葛
も
夕
霧
も

玉
か
つ
ら
も
御
服
な
り
と
（
１６４
）

服
ゑ
を
着
給
ひ
し
と
有
に
て
隠
れ
給
ふ
を
し
る
也

思
ふ
一
筋
を
（
１６４
）

き
こ
え
ん
と
ら
に
の
花
の
面
白
き
を
も
ち
給
ひ
て

た
づ
ぬ
る
に
・
・
・
か
ご
と
な
ら
ま
し
（
１６５
）

ら
に
は
菊
の
花
也
哥
に
は
藤
は
か
ま
と
よ
む
也

春
宮
は
朱
雀
院
の
御
子
な
り
（
１６５
）

明
石
の
巻
に
し
や
う
か
ふ
て
ん
の
女
御
の
御
は
ら
に
二
つ
に
成
り
給
ふ
若
宮
有
と
有
し
是
女
御

の
兄
な
り
髯
多
く
有
故
に
髯
黒
大
将
と
云
。
今
の
帝
に
は
御
お
ひ
な
り

【
真
木
柱
】

玉
葛
は
思
ひ
の
外
に
（
１６８
）

ひ
け
こ
く
男
ら
し
き
か
た
ち
な
れ
は
（
左
傍
ニ
）「
イ
ニ
う
る
さ
か
り
て
」

若
君
二
人
を
つ
れ
（
１７１
）

車
に
の
せ
て

（
末
尾
）

其
年
の
十
一
月
に
玉
か
つ
ら
は
若
君
を
う
み
給
へ
り

「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
一
写
本
に
つ
い
て

一
一



詞
、
語
句
説
明
な
ど
の
丹
念
な
朱
注
の
書
き
込
み
は
そ
の
こ
と
を
明
確
に
裏

付
け
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、
常
夏
巻
の
近
江
君
の
歌
に
つ
い
て
の
注
「
近
江

君
ノ
歌
也
。
歌
体
無
心
所
着
也
」
は
「
花
鳥
余
情
」
に
言
う
「
今
案
此
歌
の

所
詮
は
い
か
て
あ
ひ
み
ん
の
七
字
に
あ
り

大
方
歌
の
体
は
す
ゝ
ろ
事
を
い

ひ
つ
ら
ね
た
る
へ
し

万
葉
に
無
心
所
着
の
歌
の
体
と
申
へ
き
に
や
」（「
源

氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
（
二
）」
二
一
二
頁
）
に
通
い
、
藤
袴
巻
の
蘭
の
注
記

に
「
哥
に
は
藤
は
か
ま
と
よ
む
也
」
と
あ
る
文
言
は
「
湖
月
抄
」
所
引
「
源

氏
物
語
抄
」
の
注
に
も
通
う
こ
と
か
ら
、
朱
の
注
記
が
和
歌
の
詠
み
ぶ
り
に

も
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
そ
の
他
の
細
々
し
た
注
記
も
和
歌

の
箇
所
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
ず
か
数
例
を
も
っ
て

即
断
す
る
の
は
危
険
で
は
あ
る
が
、
あ
る
い
は
歌
人
、
連
歌
師
、
は
た
ま
た

文
芸
に
関
心
を
寄
せ
る
文
人
の
所
業
で
あ
っ
た
と
は
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

北
村
湖
春
は
父
の
著
し
た
「
湖
月
抄
」
か
ら
多
く
を
学
び
、「
源
氏
物
語
」

読
解
の
空
気
を
継
承
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。（
近
年
、
宮
川
真
弥
氏
の
北

村
季
吟
に
関
す
る
一
連
の
研
究
、
例
え
ば
「
伝
北
村
季
吟
筆
『
源
語
秘
訣
』

と
箕
形
如
庵
宗
乾
」（「
語
文
」
百
四
輯
）
な
ど
に
も
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て

い
る
。）「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
写
本
の
奥
書
に
も
、「
湖
月
鈔
な
ん
ま
こ
と

に
末
の
世
の
お
ろ
か
な
る
を
道
び
く
こ
と
更
な
る
も
の
也
。
さ
れ
ど
婦
女
の

ま
ど
ひ
童
蒙
の
た
よ
り
に
は
ま
た
覚
束
な
き
こ
と
も
多
か
る
べ
し
。
さ
る
を

此
し
の
ふ
く
さ
は
、
季
吟
の
息
湖
春
し
た
し
き
尼
公
の
せ
ち
な
る
も
と
め
に

い
な
び
が
た
く
て
と
て
い
と
耳
ち
か
く
心
得
や
す
き
や
う
に
、
一
ま
き
�
�

の
お
も
む
き
を
み
じ
か
く
書
と
り
て
」
執
筆
し
た
と
い
う
文
言
が
あ
る
。

「
耳
近
き
こ
と
ば
」
を
用
い
な
が
ら
も
「
源
氏
物
語
」
の
趣
を
崩
さ
な
い
よ

う
に
心
が
け
た
梗
概
書
と
し
て
今
日
も
評
価
が
高
い
が
、
そ
の
価
値
を
見
抜

い
て
自
身
で
も
読
み
解
こ
う
と
し
た
人
物
が
確
か
に
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
方
法
は
、
語
句
の
注
釈
と
い
う
よ
り
も
、
物
語
そ
の
も
の
を
読
み
解
き
な

が
ら
、
文
脈
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
注
記
が
和
歌
の
詠
み
ぶ
り
に

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
ま
た
、
そ
の
他
の
細
々
し
た
注
記
も

和
歌
の
箇
所
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
夏
本
」
へ
の
加
筆
者
は
、
あ

る
い
は
歌
人
、
あ
る
い
は
連
歌
師
、
は
た
ま
た
文
芸
に
関
心
を
寄
せ
る
近
世

文
人
で
源
氏
物
語
と
真
摯
に
向
き
合
う
姿
勢
を
有
し
て
い
る
者
の
所
業
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
今
の
と
こ
ろ
の
結
論
で
あ

る
。
偶
然
に
架
蔵
と
な
っ
た
一
冊
の
写
本
が
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
案
外
小

さ
く
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。（

な
か
に
し
・
け
ん
じ

本
学
特
任
教
授
）

一
二



【「
夏
本
」
の
朱
書
書
き
入
れ
、
貼
紙
】

写真 2 （11ウ、12オ）

写真 1 （7ウ、8オ）

「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
一
写
本
に
つ
い
て

一
三


