
|
「
文
散
ら
し」
を
め
ぐ
っ
て

1

(
1)

C
ふ
た
か

「
紫
式
部
集』

に
お
い
て、

紫
式
部
の
夫
・

宜
孝
関
係
の
歌
は
34
首
と

最
も
数
が
多
く、

家
集
編
纂
時
に
お
け
る
式
部
の
問
題
意
識
の
大
き
さ
を
示

し
て
い
る。

こ
の
家
集
は、

56
歌
と
57
歌
と
の
間
を
境
と
し
て、

大
き
く
前

半
と
後
半
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が、

そ
の
前
半
部
で
は、

宜
孝
の

求
婚
・

結
婚
生
活
・

死
後
の
哀
倍
な
ど、

時
間
の
経
過
に
沿
っ
て
宜
孝
と
の

交
渉
の
あ
ら
ま
し
が
た
ど
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る。

こ
の
こ
と
か
ら、

家

集
内
部
に
お
け
る
宜
孝
関
係
歌
の
配
列
意
図
の
一

端
が
窺
わ
れ
る
が、

そ
の

よ
う
に
し
て
家
集
の
配
列
に
従
い
、

二
人
の
交
渉
を
た
ど
っ
て
い
く
と、

32

|
35
の
四
首
の
贈
答
は、

特
に
印
象
的
な
事
件
と
し
て
読
者
の
目
に
映
る。

し
す
め

も
と
よ
り
人
の

女
を
得
た
る
人
な
り
け
り。

文
散
ら
し
け
り
と
聞
き
て、
「
あ
り
し
文
ど
も
取
り
集
め
て
お
こ

せ
ず
は、

返
り
事
普
か
じ」

と、

言
葉
に
て
の
み
い
ひ
や
り
た
れ

上
ん

し

つ

さ

ば、

み
な
お
こ
す
と
て、

い
み
じ
く
怨
じ
た
り
け
れ
ば、

正
月

十
日
ば
か
り
の
こ
と
な
り
け
り

紫
式
部
集
32
|
35
番
歌
に
つ
い
て
の
考
察

も
せ
む

う
す
ら
ひ

32
閉
ぢ
た
り
し
上
の
薄
氷
解
け
な
が
ら
さ
は
絶
え
ね
と
や
山
の
下
水

す
か
さ
れ
て、

い
と
暗
う
な
り
た
る
に、

お
こ
せ
た
る

い

し

2

33
東
風
に
解
く
る
ば
か
り
を
底
見
ゆ
る
石
間
の
水
は
絶
え
ば
絶
え
な
む

「
今
は
物
も
聞
こ
え
じ」

と、

腹
立
ち
け
れ
ば、

笑
ひ
て、

返
し

34
言
ひ
絶
え
ば
さ
こ
そ
は
絶
え
め
な
に
か
そ
の
み
は
ら
の
池
を
つ
つ
み
し

夜
中
ば
か
り
に、

ま
た

35
た
け
か
ら
ぬ
人
か
ず
な
み
は
わ
き
か
へ
り
み
は
ら
の
池
に
立
て
ど
か
ひ

な
し

こ
の
贈
答
歌
群
は、

28
ー
31
の、

宜
孝
が
式
部
に
求
愛
し
て
い
た
頃
の
歌

群
に
続
く
も
の
で、

二
人
の
婚
姻
が
成
立
し
て
開
も
な
い
こ
ろ
の
も
の
と
思

わ
れ
る。

贈
答
の
時
期
は、

開
嘗
に
「
正
月
十
日
ば
か
り」

と
あ
る
の
を、

暦
日
に
よ
っ
て
長
保
元
年
（
九
九
九）

正
月
十
二
日
以
降
同
月
中
旬
の
こ
と

と
算
定
す
る
木
船
煎
昭
氏
の
説
に
従
う。

式
部
と
宜
孝
の
結
婚
に
つ
い
て
は

賭
説
あ
る
が、

家
集
か
ら
推
察
す
る
と
こ
ろ
で
は、

長
徳
三
年
（
九
九
七）

立
春
に、

父
・

為
時
の
赴
任
に
従
っ
て
越
前
に
下
向
し
た
式
部
の
許
に、

宜

渡

辺

健

- 13 -



．

孝
か
ら
求
愛
の
文
が
寄
せ
ら
れ
(
28
歌）、

以
後
二
人
の
問
に
交
渉
が
続
い

て
(
29
1
31
歌
•
74
75
歌。

な
お
こ
の
問
に
式
部
帰
京）
、

長
徳
四
年
冬
に

婚
姻
が
成
っ
た
(
76
歌
は
そ
の
直
前
の
も
の）

と
考
え
る
の
が、

現
在
最
も

妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

こ
の
婚
姻
成
立
時、

二
人
の
年
齢
は
式
部
25
歳、

宣
孝
49
歳
と
推
定
さ
れ

^
3)
 

て
い
て、

父
娘
ほ
ど
の
年
齢
の
開
き
が
あ
る
。

ま
た
宜
孝
は、
『
弗
卑
分
脈」

(

4
l

 

に
よ
れ
ば
す
で
に
三
人
の
要
を
持
ち、

そ
れ
ぞ
れ
に
子
を
儲
け
て
い
る
上、

家
集
29
の
詞
書
に
「
近
江
守
の
女
懸
想
す
と
聞
く
人」

と
紹
介
さ
れ
て
い
る

よ
う
に、

浮
薄
な
性
向
の
人
物
で
あ
っ
た。

そ
れ
ゆ
え
式
部
は、

32
の
詞
書

[
5l
 

で
「
も
と
よ
り
人
の
女
を
得
た
る
人
な
り
け
り」

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に、

夫
と
な
る
人
の
女
性
関
係
に
不
安
を
残
し
な
が
ら
の
結
婚
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て、
「
文
散
ら
し
け
り
と
聞
き
て
i」

に
始
ま
る
出
来
事
は、

式
部
が
か
ね
て
か
ら
抱
い
て
い
た
結
婚
へ
の
不
安
が、

現
実
に
な
っ
た
も
の

と
い
え
る。

た
だ、

従
来
の
研
究
で
は、

こ
の
一

件
の
深
刻
さ
を
一

方
で
は

認
め
な
が
ら
も、

こ
の
贈
答
を
痴
話
喧
嘩
的
な
も
の
と
見
た
り、

そ
こ
に
遊

f
6)
 

戯
性
を
指
摘
す
る
む
き
が
多
か
っ
た。

確
か
に、

二
人
の
問
に
交
わ
さ
れ
た

歌
だ
け
を
問
題
に
す
る
限
り、

そ
の
よ
う
な
解
釈
も
首
肯
し
う
る
の
で
あ
る

-
7
)

が、
「
意
気
の
合
っ
た
夫
婦
間
の
趣
向
と
か
手
練
手
管
の
応
酬」

や、
「
歌
合

戦」

と
い
っ
た
よ
う
な
位
骰
付
け
に
は
、

や
は
り
疑
問
が
持
た
れ
る
。

そ
こ

で
本
稿
で
は、
「
文
散
ら
し
」

に
関
す
る
当
時
の
用
例
を
で
き
る
だ
け
参
照

し
な
が
ら、

式
部
に
と
っ
て
こ
の
贈
答
の
一

件
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ

て
い
た
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

返
し

今
は
と
て
返
す
言
の
莱
拾
ひ
お
き
て
お
の
が
も
の
か
ら
形
見
と
や
見
む

こ
の
贈
答
が
単
な
る
遊
戯
性
で
片
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
は、
｛
且
孝
が
式
部

か
ら
の
文
を
「
散
ら
し」

た
と
間
い
て
の、

式
部
の
反
応
に
窺
わ
れ
る
。

(
9)
 

「
散
ら
す」

と
は、
「
誰
彼
に
口
外
す
る
。

言
い
ふ
ら
す」

と
い
う
意
味
で、

こ
こ
で
は
宣
孝
が
式
部
か
ら
の
文
を
他
人
（
お
そ
ら
く
他
の
要
た
ち）

に
見

せ
た
か
ら、

式
部
が
怒
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
「
あ
り
し
文
ど
も
取

り
集
め
て
お
こ
せ
ず
は、

返
り
事
掛
か
じ」

と
い
う
の
は、

相
当
な
怒
り
で、

絶
縁
を
宣
言
す
る
に
も
等
し
い
抗
識
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
当
時、

恋
人
か
ら
の
文
を
相
手
に
返
却
す
る
の
は、
一

般
に、

二
人
の
仲
が
絶
え
る
際
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た。

-
lo
)師
賢
朗
臣
も
の
言
ひ
わ
た
り
け
る
を、

絶
え
じ
な
ど
契
り
て
後
も

ま
た
絶
え
て
年
ご
ろ
に
な
り
に
け
れ
ば、

通
は
し
け
る
文
を
返
す

と
て、

そ
の
端
に
書
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る

式
部
命
婦

行
く
末
を
な
が
れ
て
な
に
に
頼
み
け
ん
絶
え
け
る
も
の
を
中
川
の
水

（
後
拾
遺
集
・

雑
二）

の右
大
臣、

住
ま
ず
な
り
に
け
れ
ば、

か
の
昔
お
こ
せ
た
り
け
る
文

ど
も
を
取
り
集
め
て
返
す
と
て、

詠
み
て
贈
り
け
る

よ
る
か
の

典
侍
藤
原
因
香
朝
臣

頼
め
こ
し
言
の
薬
今
は
返
し
て
む
わ
が
身
ふ
る
れ
ば
置
き
所
な
し

の

近
院
右
大
臣

2
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（
古
今
集
・

恋
四）

先
々
通
は
せ
た
ま
ひ
け
る
御
文
と
て
も、

今
は
返
し
た
て
ま
つ
れ

た
ま
ふ
と
て、

御
息
所

・

や
れ
ば
惜
し
や
ら
ね
ば
人
に
見
え
ぬ
ぺ
し
泣
く
泣
く
も
な
ほ
返
す
ま
さ

れ
り
（
元
良
親
王
集）

こ
の
よ
う
な
用
例
か
ら、

新
婚
間
も
な
い
時
期
に、

夫
に
対
し
て
そ
れ
ま

で
の
文
を
返
却
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
の
異
様
さ
が
理
解
さ
れ
る
と
思
う。

-
11)
 

な
お、
「
源
氏
物
語
j

「
浮
舟」

巻
に
は、

黛
か
ら
の
文
を
宛
先
違
い
を
装
っ

て
返
却
し
た
浮
舟
に
対
し、

乳
母
の
右
近
が、
「
殿
の
御
文
は、

な
ど
て
返

し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
つ
る
ぞ。

ゅ
ゅ
し
く、

忌
み
は
べ
る
な
る
も
の

を」

と
諫
め
る
場
面
が
あ
る。

不
吉
で
差
し
隙
り
の
あ
る
こ
と
と
聞
い
て
お

り
ま
す
の
に、

と
い
う
の
だ
か
ら、

恋
文
を
返
す
の
は、

や
は
り
当
時
で
は

タ
プ
ー
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も、

式
部

が、

文
の
返
却
を
求
め
る
自
分
の
行
為
の
意
味
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な

い
で
あ
ろ
う。

ま
た、

式
部
が
宜
孝
に、
「
言
葉
に
て
の
み
い
ひ
や
り
た
れ
ば
」

と、

ロ

頭
の
み
で
抗
議
の
旨
を
伝
え
さ
せ
て
い
る
こ
と
の
意
味
も
誼
要
で
あ
る。

こ

れ
は
大
野
晋
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に、
「
歌
を
笞
い
て
送
れ
ば、
『
こ
れ
ま
で

-
12)
 

．

の
手
紙
を
す
ぺ
て
返
せ」

と
い
っ
て
や
る
主
旨
に
反
す
る
」

か
ら
だ
け
で
は

な
く、

南
波
浩
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に、
「
当
時
に
お
い
て
は、

消
息
を
付

け
ず、

使
い
の
者
の
口
上
だ
け
で
伝
達
す
る
と
い
う
よ
う
な
行
為
は、

無
礼

な
仕
打
ち
で
あ
り、

冷
淡
さ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た」

こ
と
も、

式
部
の

意
識
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。

南
波
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が、

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は、
「
源
氏
物
語」

「
若
菜
上」

の
次
の
場
面
が
参
考
に
な
る。

女
三
の
宮
と
の
結
婚
第
三
夜、

宮
と
臥
し
て
い
る
源
氏
の
夢
に、

紫
の
上

が
現
れ
る。

源
氏
は
驚
き、

鶏
が
嗚
く
の
を
待
っ
て
急
ぎ
退
出
す
る
が、

紫

の
上
は
帰
っ
て
き
た
源
氏
に
打
ち
解
け
な
い
。

源
氏
は
そ
の
日、

終
日
紫
の

上
の
機
嫌
を
取
り
繕
っ
て
い
る
う
ち
に、

夜
に
な
っ
て
も
宮
の
許
へ
は
行
け

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た。

孫
氏
は
宮
に、
「
今
朝
の
営
に
こ
こ
ち
あ
や
ま
り

て、

い
と
な
や
ま
し
う
は
べ
れ
ば、

心
や
す
き
か
た
に
た
め
ら
ひ
は
ぺ
る」

と、

参
れ
な
い
由
の
消
息
を
送
る。

そ
れ
に
対
し
て、

宮
の
乳
母
は、
「
「
さ

間
こ
え
さ
せ
は
べ
り
ぬ
j

と
ば
か
り、

言
葉
に
間
こ
え
た
り」

と
あ
る
。

源

氏
の
見
え
透
い
た
言
い
訳
へ
の
反
発
で
あ
ろ
う
が、

乳
母
の
礼
を
失
し
た
振

鍔
に、

漉
氏
は
「
異
な
る
こ
と
な
の
御
返
り
や」、

そ
っ
け
な
い
ご
返
事
も

あ
っ
た
も
の
よ、

と
不
快
に
思
っ
た
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

式
部
が
宜
孝
に
文
の
返
却
を、

し
か
も
口
上
で
要
求
し
た

の
は、

二
重
の
意
味
で
非
礼
に
当
る。

し
か
し、

式
部
が
こ
の
よ
う
に
非
常

識
な
行
動
に
出
た
の
は、

決
し
て
思
慮
分
別
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
ず
自
分
の
怒
り
の
所
在
を
強
く
訴
え、

次
に
宜

孝
の
反
省
を
促
し
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

絶
緑
も

辞
さ
ず、

と
い
う
態
度
で
あ
る
か
ら、

こ
れ
は
相
当
強
い
抗
議
で
あ
っ
た
。

- 15 -



と
こ
ろ
で
、

当
時、

恋
文
が
当
事
者
以
外
の
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

当
時
の
日
記
や
物
語、

私
家
集
の
類
を
見
る
と、

男
か
ら
女
へ
の
恋
文
を、

結
婚
に
発
言
権
を
持
つ
女
の
親
（
あ
る
い
は
そ
の
親
代
り）

が
見
る
の
は
普

通
の
こ
と
で
あ
っ
た
し、

ま
た
女
君
付
き
の
女
房
が、

男
か
ら
女
君
へ
の
恋

文
を
見
た
り、

時
に
は
そ
の
返
事
を
代
箪
し
た
り
と
い
う
の
も、

よ
く
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

．

た
だ、

女
か
ら
男
へ
の
文
を、

男
が
他
の
女
（
要
な
い
し
愛
人）

に
見
せ

る
場
合
と
な
る
と
、

少
し
平
情
が
違
っ
て
く
る
。

男
の
要
同
士
が
顔
を
合
わ

せ
る
こ
と
の
な
い
当
時、

文
は
書
き
手
の
人
柄
や
教
養
を
判
断
さ
せ
る
材
料

に
な
る
か
ら、

文
を
見
る
側
の
女
は、

見
ら
れ
る
側
の
女
よ
り
も
優
位
に
立

つ
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。

そ
こ
に
は、

次
に
見
る
よ
う
な
男
の
思
惑
が
働

く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

異
女
の
文
を、

要
の
「
見
む
」

と
言
ひ
け
る
に、

見
せ
ざ
り
け

れ
ば、

怨
み
け
る
に、

そ
の
文
の
裏
に
普
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け

る
．

．

よ
み
人
し
ら
ず

こ
れ
は
か
く
怨
み
所
も
な
き
も
の
を
う
し
ろ
め
た
く
は
思
は
ざ
ら
な
ん

（
後
撰
集
・

恋
二）

こ
の
例
で
は、

男
が
愛
人
か
ら
の
文
を
見
せ
な
か
っ
た
の
で
怨
ん
だ
妻
に

対
し、

男
は
そ
の
文
の
裏
に
歌
を
嘗
き
付
け
て
与
え
た、

と
あ
る
か
ら、

も

3
 

ち
ろ
ん
要
は
そ
の
文
の
中
身
を
見
た
の
で
あ
ろ
う。

男
の
歌
は、

こ
の
文
は

あ
な
た
が
怨
み
に
思
う
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
か
ら、

不
安
を
覚
え
な
い
で

ほ
し
い
、

と
愛
人
の
存
在
に
嫉
妬
す
る
要
を
な
だ
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ

で
男
が
愛
人
の
文
を
見
せ
た
の
は
、

要
に
対
し
て
秘
密
を
持
た
な
い
意
志
を

示
す
と
と
も
に、

他
人
の
文
を
見
る
こ
と
に
よ
る
心
理
的
な
う
し
ろ
め
た
さ

を
利
用
し
て、

巧
妙
に
要
の
嫉
妬
を
押
さ
え
よ
う
と
す
る
思
惑
も
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う。

こ
れ
と
似
た
例
と
し
て、
「
源
氏
物
語」
「
澪
様」
「
松
風」

巻
で、

源
氏

が
紫
の
上
に
明
石
の
君
か
ら
の
文
を、

完
全
に
で
は
な
い
が、

見
せ
る
場
面

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
石
か
ら
帰
京
後
の
源
氏
は
、

ま
す
ま
す
紫
の

上
へ
の
愛
情
が
増
し
て、

他
の
要
た
ち
の
許
に
通
う
こ
と
も
少
な
く
な
る
。

紫
の
上
が
い
つ
も
側
に
い
る
の
で、

源
氏
は
明
石
の
君
か
ら
の
文
も
開
す
こ

と
が
で
き
ず、

紫
の
上
に
そ
れ
と
な
く
見
せ
る
。
「
澪
標」

で
は
宛
名
だ
け

を
見
せ、
「
松
風」

で
は
文
を
広
げ
た
ま
ま、

紫
の
上
の
見
る
に
ま
か
せ
る
。

こ
れ
が
源
氏
の
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が、

そ
こ

に
は、

二
人
が
秘
密
の
な
い
仲
で
あ
る
こ
と
を
示
し、

紫
の
上
の
嫉
妬
を
な

n

だ
め
る
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
宜
孝
の
場
合、

式
部
の
文
を
他
の
要
た
ち
に
見
せ
た
意
図
は、

家

集
の
記
述
の
み
か
ら
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
。

た
だ、

式
部
の
知
ら
な
い
と

こ
ろ
で、

策
者
が
先
に
述
ぺ
た
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
も、
ー

つ
に
は

想
像
さ
れ
る
。

ま
た
も
う
―

つ
に
は、

宜
孝
は
そ
う
す
る
こ
と
で、

自
分
の
虚
栄
心
を
洞

|
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足
さ
せ
た、

と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る。

式
部
の
文
は、

婚
前
の
交
際
の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が、

前
述
し
た、

宜
孝
が
求
愛
し
て

い
た
頃
の
歌
群
28
|
31
に
よ
っ
て、

そ
れ
を
見
て
い
き
た
い
。

28
歌
は、•
長
徳
三
年
（
九
九
七）

立
春、

越
前
の
国
府
に
い
た
式
部
の
許

に、

宜
孝
か
ら
「
春
風
に
氷
が
解
け
る
よ
う
に、

あ
な
た
も
そ
ろ
そ
ろ
私
に

打
ち
解
け
て
も
い
い
時
期
だ」

と
言
っ
て
き
た
の
に
対
し、

式
部
が
「
春
な

し
ら

ね

れ
ど
白
嶺
の
み
ゆ
き
い
や
つ
も
り
解
く
べ
き
ほ
ど
の
い
つ
と
な
き
か
な」

と、

突
き
放
す
か
の
よ
う
な
態
度
で
答
え
た
も
の
で
あ
る。

29
歌
で
は、

式

部
に
求
愛
す
る
一

方、

近
江
の
守
の
娘
に
も
言
い
寄
っ
て
い
た
宣
孝
が、

「
私
に
二
心
は
な
い
」

と
再
三
言
い
送
る
の
で、

式
部
は
「
み
づ
う
み
に
友

ゃ

4

よ
ぶ
干
烏
こ
と
な
ら
ば
八
十
の
湊
に
声
絶
え
な
せ
そ」、

同
じ
こ
と
な
ら
あ

ち
こ
ち
の
女
性
に
声
を
か
け
回
っ
た
ら
い
か
が、

と
皮
肉
っ
て
い
る。

30
歌

ぁ

は、

海
人
が
薪
を
伐
り
出
し
て
積
み
上
げ、

海
辺
で
塩
を
焼
く
絵
を
描
い
て

宜
孝
に
見
立
て、
「
よ
も
の
海
に
塩
焼
く
海
人
の
心
か
ら
や
く
と
は
か
か
る

な
げ
き
を
や
つ
む」

と
い
う
歌
を
涼
え
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
る。

歌
の
衷
の

意
味
が、

宣
孝
の
浮
気
心
を
椰
挽
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

31
歌
で
は、

文
の
上
に
朱
を
ぽ
た
ぽ
た
と
垂
ら
し
て、
「
私
の
涙
の
色

を
見
て
く
だ
さ
い
」

と
訴
え
た
宜
孝
の
せ
っ
か
く
の
趣
向
も、
「
く
れ
な
ゐ

の
涙
ぞ
い
と
ど
う
と
ま
る
る
う
つ
る
心
の
色
に
見
ゆ
れ
ば」

と、

あ
っ
さ
り

切
り
返
さ
れ
て
い
る。

紙
幅
の
関
係
で、

式
部
歌
の
技
巧
に
つ
い
て
ま
で
は
首
及
で
き
な
か
っ
た

が、

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、

宜
孝
が
式
部
の
オ
気
あ
ふ
れ
る
歌
や
趣
向

を、

他
の
要
た
ち
に
自
慢
し
た
く
な
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る。
「
相
模
集
l

を
見
る
と、

男
が
相
模
の
文
を
他
人
に
見
せ
た
り、

そ
の
歌
稿
を
持
ち
出
し

た
り
し
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が、

こ
れ
は
相
模
の
歌
人
と
し
て

の
名
声
に
よ
る
も
の
で
あ
る。

宜
孝
も、

見
せ
て
自
分
が
恥
を
か
く
よ
う
な

文
な
ら、

他
人
に
見
せ
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら、
「
文
散
ら
し」

が
式

部
の
才
能
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
行
為
と
の
可
能
性
も
指
摘
で

き
る。し

か
し、

こ
の
よ
う
に
し
て
他
人
に
文
を
見
せ
ら
れ
た
女
の
側
の
嘆
き
や

屈
辱
感
は、

想
像
に
難
く
な
い
。

彼
女
た
ち
の
中
に
は、

胸―
つ
に
は
余
る

思
い
を、

歌
に
託
し
て
男
に
訴
え
る
者
も
い
た。

人
の
も
と
に
文
つ
か
は
し
け
る
男、

人
に
見
せ
け
り
と
聞
き
て、

つ
か
は
し
け
る

（
よ
み
人
し
ら
ず）

み

な

せ

み
な
人
に
文
見
せ
け
り
な
水
無
瀬
河
そ
の
わ
た
り
こ
そ
ま
づ
は
浅
け
れ

（
後
撰
集
・
雑
三）

こ
の
例
は、

自
分
の
文
を
他
の
女
に
見
せ
た
男
の
心
浅
さ
を
な
じ
っ
た
も
の

で
あ
る。

ま
た
「
相
模
集
j

に
は、
「
人
の
知
る
ぺ
き
に
も
あ
ら
ぬ
こ
と
を、

あ
ら

残
り
な
く
文
よ
り
は
じ
め
て
顕
は
す
と
聞
く
人
に、

懲
り
ず
ま
に
取
り
寄

ょ
ひ

い

せ
て、

宵
居
の
手
習
に
書
き
っ
く
る」

と
の
詞
書
で、
「
い
か
に
せ
む
葛
の

裏
吹
く
秋
風
に
下
菜
の
露
の
隠
れ
な
き
身
を」

以
下、

初
句
と
第
五
句
を
そ

れ
ぞ
れ
「
い
か
に
せ
む
」
「
隠
れ
な
き
身
を」

で
統
一
し
た
一

巡
の
歌
九
首

4
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返
し

し
か
し、

女
の
側
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
訴
え
を、

男
が
ま
と
も
に
取
り
合

う
こ
と
は、

ま
ず
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。

い
か
な
る
こ
と
か
間
き
け
む、

人
の
も
と
よ
り

あ
だ
に
さ
は
散
り
け
る
言
の
業
に
つ
け
て
人
の
心
を
嵐
と
ぞ
見
る

が
あ
る。

返
し

あ
だ
に
ま
だ
散
り
も
慣
ら
は
ぬ
言
の
葉
を
嵐
の
風
に
よ
そ
へ
ざ
ら
な
む

（
範
永
集）

文
ど
も
あ
だ
あ
だ
し
う
散
ら
す
と
聞
き
し
人
を、

本
意
な
し
と
怨

み
た
り
し
か
ば、

か
れ
よ
り

常
盤
山
露
も
も
ら
さ
ぬ
1

言
の
葉
の
色
な
る
さ
ま
に
い
か
で
散
る
ら
む

色
変
へ
ぬ
常
盤
な
り
せ
ば
言
の
葉
を
風
に
つ
け
て
も
散
ら
さ
ま
し
や
は

（
相
模
集）

女
か
ら
怨
ま
れ
て、

素
直
に
反
省
す
る
ほ
ど
の
男
な
ら、

最
初
か
ら
文
を
他

人
に
見
せ
た
り
な
ど
し
な
い
で
あ
ろ
う。

こ
う
し
た
用
例
を
見
て
も
分
か
る

よ
う
に、、
男
は
あ
る
い
は
し
ら
を
切
り、

あ
る
い
は
開
き
直
り、

と
い
っ
た

態
度
で
女
に
応
じ
て
い
る。

紫
式
部
の
楊
合
も、

文
を
返
せ
と
の
式
部
の
抗
議
に
対
し、

宜
孝
は
開
き

直
っ
て
「
み
な
お
こ
す」

と、

そ
の
通
り
に
し
て
き
た。

し
か
も、
「
い
み

じ
く
怨
じ
た
り
し
か
ば
」

と
あ
る
か
ら、

お
そ
ら
く
怨
み
言
を
連
ね
た
文
を

添
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

式
部
の、
「
あ
り
し
文
ど
も
i
返
り
事
菌
か
じ」

と
い
う
言
薬
は、

挺
返

せ
ば、

自
分
の
文
が
返
却
さ
れ
た
ら
宣
孝
に
返
事
を
書
く
と
い
う
こ
と
に
な

る。

し
か
し、

絶
縁
が
成
立
し
て
か
ら
の
返
事
は
あ
り
え
な
い
か
ら、

式
部

の
言
葉
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る。

宜
孝
は
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て、

こ

ち
ら
は
絶
縁
し
て
も
結
構
と
居
直
り、

式
部
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
き
た。

結
局
式
部
が、
「
返
り
事
書
か
じ」

の
前
首
を
自
ら
述
え
て
歌
を
脳
っ
た
の

は、

宜
孝
の
加
え
た
圧
力
に
屈
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
る。

喧‘

鈴
木
日
出
男
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
力

こ
こ
で
通
常
の
男
女
間
の
贈
答

歌
の
場
合
と
は
屎
な
り、

式
部
の
方
か
ら
宜
孝
に
歌
を
詠
み
贈
っ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。

28
|
31
の
式
部
歌
が
み
な、

宣
孝
へ
の
返
し
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
に、

な
ぜ
新
婚
間
も
な
い
こ
の
時
期
に、

式
部
が
宜
孝
に
歌

を
贈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か。

そ
こ
に
は、
一

度
は
た
だ
こ
と
ば

（
日
常
語）

で、

怒
り
を
包
ま
ず
に
伝
え
た
こ
と
が
宜
孝
の
態
度
を
硬
化
さ

せ
た
以
上、

歌
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば、

宣
孝
の
心
を、

自
分
に
つ
な
ぎ
と

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
式
部
の
判
断
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

る。
式
部
が
宜
孝
に
贈
っ
た
32
歌
は、
「
二
人
の
間
の
淡
い
陥
た
り
が
解
け、

ひ
そ
か
に
愛
情
を
交
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
に、

そ
れ
で
は
二
人
の
仲
も
絶

え
て
し
ま
え
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か」

と
い
う
意
味
で
あ
る。

文
を
返
せ

と
強
硬
な
姿
勢
だ
っ
た
式
部
も、

こ
こ
で
は
す
っ
か
り
折
れ
て、

宜
孝
に
和

解
を
求
め
よ
う
と
下
手
に
出
て
い
る。

そ
の
態
度
に
宜
孝
は
「
す
か
さ
れ

（
機
娘
を
取
ら
れ）
」

て、
「
い
と
暗
う
な
り
た
る」

頃
に
歌
を
返
し
て
き
た。
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お
そ
ら
く
式
部
は、
そ
れ
ま
で
心
を
焦
ら
れ
な
が
ら
待っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
ら、
今
夜
の
訪
れ
が
な
い
と
分
か
り
き
っ
た
時
間
に
届
い
た
文
に
は、
安

堵
と
と
も
に
落
胆
も
あ
っ
た
に
述
い
な
い。

33
の
宜
孝
歌
は、
「
打
ち
解
け
て
い
た
の
は
私
ば
か
り
で、
あ
な
た
の
愛

情
は
底
が
見
え
た
か
ら、
あ
な
た
と
の
仲
な
ど
絶
え
る
な
ら
絶
え
て
し
ま
っ

て
も
構
わ
な
い」
と
い
う
も
の
で
あ
る。
賀
任
転
嫁
も
は
な
は
だ
し
い、
と

い
っ
た
と
こ
ろ
だ
が、
こ
う
し
て
宜
孝
が
返
歌
を
贈っ
て
き
た
以
上、
最
悪

．
の
事
態
は
回
避
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る。
「
今
は
物
も
聞
こ
え
じ」
と
あ
る
の

は、
お
そ
ら
く
宜
孝
が
33
歌
に
派
え
た
付
言
で`
「
腹
立
ち」
と
は
い
っ
て

も
言
紫
の
上
で
の
演
技
に
過
ぎ
な
い。
と
い
う
の
は、
「
も
う
何
も
い
わ
な

い」
と
い
い
な
が
ら
返
事
を
賠っ
て
く
る
の
は、
「
返
り
賽
省
か
じ」
と
い

い
な
が
ら、
結
局
自
分
で
歌
を
贈っ
て
き
た
式
部
に
対
す
る
皮
肉
に
他
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る。

式
部
が
「
笑
ひ
て」
と
あ
る
の
は、
こ
の
拗
ね
た
子
供
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ

が
お
か
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
式
部
が
34
歌
で、
先
程
と
は
打
っ
て
変っ

た
態
度
を
示
し
て
い
る
の
も、
こ
の
よ
う
に
宣
孝
が
式
部
に、
歌
で
切
り
返

す
余
地
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
「
も
う
何
も
い
わ
な
い、
絶
交
だ
と

お
っ
し
ゃ
る
な
ら、
そ
の
通
り
絶
交
す
る
の
が
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ

、
う。
あ
な
た
が
お
腹
立
ち
だ
か
ら
と
い
っ
て
遠
慮
な
ど
す
る
も
の
で
す
か」。

こ
の
よ
う
に、
絶
交
の
資
任
を
相
手
に
転
嫁
す
る
の
は、
式
部
が
宜
孝
の
造

り
口
を
そ
の
ま
ま
真
似
た
の
で
あ
ろ
う。
今
度
は
こ
ち
ら
の
分
が
悪
く
な
っ

た
と
見
た
宜
孝
は、
「
夜
中
ば
か
り」、
夜
更
け
に
返
歌
を
贈
る
(
35
歌）。

「
立
派
で
も
な
い、
人
数
に
も
入
ら
な
い
私
は、
い
き
り
た
っ
て
腹
を
立
て

て
み
て
も、
何
の
甲
斐
も
な
い
こ
と
で
す」。
宜
孝
は、
滑
稽
を
装
っ
た
降

参
の
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
に
よ
っ
て、
事
態
の
収
拾
を
つ
け
て
い
る。

こ
こ
で
の
宜
孝
の
対
処
の
仕
方
に
は、
①
式
部
の
抗
餓
に
対
し、
そ
の
意

図
を
逆
手
に
と
っ
て
応
じ
る
構
え
を
見
せ
て
い
る
点、
②
式
部
の
和
解
に
応

じ
る
文
を
届
け
る
時
間
を
遅
ら
せ
て
い
る
点、

③自
分
を
卑
下
し、
降
参
を

装
っ
て
事
態
の
収
拾
を
図
っ
た
点
な
ど、
不
自
然
な
ま
で
の
余
裕
を
指
摘
で

き
る。
ま
た、
一
件
の
発
靖
と
な
っ
た
宣
孝
の
行
為
の
問
題
が
閑
却
さ
れ、

式
部
は
自
ら
折
れ
て
和
解
を
求
め
た
手
前、
そ
れ
を
再
度
追
及
で
き
な
い
よ

う
に
な
っ
て
い
る
点
に
も、
意
図
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る。

．．
 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば、
宣
孝
の
「
文
散
ら
し」
の
意
図
は、

他
の
要
た
ち
の
機
嫌
を
取
り
繕
う
と
か、
自
分
の
虚
栄
心
を
満
足
さ
せ
る
と

い
う
よ
り、
他
な
ら
ぬ
式
部
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
だ

と
し
た
ら、
宜
孝
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

-
16)

が、
そ
れ
に
は、
次
に
挙
げ
る
「
蛸
蛉
日
記」
の
例
が
参
考
と
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か。

道
絹
母
が
兼
家
と
結
婚
し
た
翌
年
の
こ
と、
二
人
の
間
に
は
八
月
末
に
男

子
が
生
れ、
そ
の
頃
の
兼
家
の
愛
惜
は
細
や
か
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た。
だ

が
九
月
の
あ
る
日、
彼
女
は
兼
家
が
置
き
忘
れ
て
い
っ
た
文
箱
の
中
か
ら、

他
の
女
に
宛
て
た
恋
文
を
発
見
し
て
し
ま
う。
彼
女
は
思
い
が
け
な
い
こ
と

5
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に
呆
然
と
す
る
が 、
せ
め
て
見
た
こ
と
だ
け
で
も
知
ら
せ
よ
う
と 、
文
の
端

に
歌
を
書
き
付
け
る 。
そ
れ
は 、
「
う
た
が
は
し
ほ
か
に
渡
せ
る
文
み
れ
ば

こ
こ
や
と
だ
え
に
な
ら
む
と
す
ら
む」
と 、

兼
家
に
新
し
い
通
い
所
が
で
き

て 、
訪
れ
が
途
絶
え
る
こ
と
へ
の
不
安
を
形
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た 。
果
し

て
十
月
の
末
頃 、
兼
家
が
三
夜
糀
け
て
訪
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
が 、
兼
家

は
結
婚
の
こ
と
は
口
に
出
さ
ず 、
平
気
な
顔
で
い
る 。
し
か
し
あ
る
日
の
タ

方 、
彼
女
の
許
を
辞
去
す
る
兼
家
の
様
子
が
不
審
な
の
で 、

彼
女
は
召
使
に

後
を
つ
け
さ
せ
る
と 、

兼
家
の
車
は
「
町
の
小
路
な
る
そ
こ
そ
こ
に
な
む 、

'
と
ま
り
た
ま
ひ
ぬ
る」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た 。
彼
女
は
こ
れ
に
よ
っ
て 、

兼
家
の
新
し
い
通
い
所
が 、
町
の
小
路
に
住
む
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の

で
あ
る 。

こ
の
経
緯
を
見
る
限
り 、
兼
家
が

彼女
の
許
に
文
箱
を
匿
き
忘
れ
た
の
は 、

偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い 。
兼
家
に
は 、
後
に
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
愛
人
の

存
在
を 、
研
前
に
そ
れ
と
な
く
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う 。
そ
こ
に
出
産
し
て
間
も
な
い
彼
女
へ
の
配
慮
が
窺
わ
れ
る
が 、
一
方
で

は 、
文
を
盗
み
見
た
こ
と
に
よ
る
罪
悪
感
を
利
用
し
て 、
巧
妙
に
彼
女
の
嫉

妬
を
押
さ
え
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る 。

．

宜
孝
の
「
文
散
ら
し」
に
は 、
兼
家
が
道
綱
母
に
巧
妙
に
愛
人
の
存
在
を

受
け
入
れ
さ
せ
た
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
式
部
に

熱
心
に
求
愛
し
で
い
た
宜
孝
は 、
婚
姻
が
成
立
し
て
か
ら
も 、
愛
情
を
示
そ

う
と 、
し
ば
ら
く
の
間
は
夜
離
れ
な
く
式
部
の
許
へ
通
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る 。
だ
が 、
前
述
し
た
よ
う
に 、
す
で
に
三
人
の
要
が
あ
っ
た
宜
孝
と
し
て

は 、

新
し
く
加
え
た
要
を 、
い
つ
ま
で
も
特
別
扱
い
す
る
こ
と
は
無
理
だ
っ

た
に
述
い
な
い 。
元
の
要
た
ち
の
忍
従
に
も
限
度
が
あ
ろ
う
し 、
や
が
て
式

部
へ
の
訪
れ
が
少
な
く
な
る
こ
と
は 、
は
っ
き
り
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る 。

そ
こ
で
宜
孝
は 、
な
る
ぺ
く
早
い
段
階
で 、
こ
の
事
実
を
式
部
に
受
け
入

れ
さ
せ
る
機
会
を
窺
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う 。
そ
の
た
め
に 、
わ
ざ
と
式
部
か

ら
の
文
を
他
の
要
た
ち
に
見
せ 、
噂
を
問
い
た
式
部
が
逆
上
し
て
抗
議
し
て

く
る
言
莱
尻
を
と
ら
え
て 、
自
分
に
と
っ
て
式
部
は
数
あ
る
要
の
う
ち
の
一

人
に
す
ぎ
な
い
か
ら 、
絶
縁
も
構
わ
な
い
と
の
認
識
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う 。

宜
孝
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て 、
式
部
に
巧
妙
に
一
夫
多
要
の
現
実
を
押
し
付

け
た
の
で
あ
る 。
そ
れ
は
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
や
り
方
に
見
え
る
が 、
夜
離
れ

が
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば 、
後
に
な
っ
て
愛
情
の
衰
え
か
ら
そ
う
な
っ

た
と
解
釈
さ
れ
る
よ
り
は 、
こ
の
方
が
よ
い
と
の
判
断
が
あ
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い 。
ま
た
宜
孝
は 、
決
し
て
式
部
を
精
神
的
に
追
い
詰
め
て
い
る
わ
け

で
は
な
く 、
式
部
を
笑
わ
せ
た
り 、
歌
に
よ
っ
て
切
り
返
す
余
地
を
残
す
配

-
17
〉

慇
も
忘
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る 。

式
部
と
し
て
も 、
こ
の
宜
孝
の
裁
蓋
は
認
め
る
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う 。

た
だ 、
28
|

31
の
歌
の
や
り
と
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に 、
式
部
を一
人
の
人

間
と
し
て
対
等
に
扱
っ
て
く
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
宜
孝
に 、
急
に
狐
切

ら
れ
た
恩
い
は
あ
っ
た
に
述
い
な
い 。
32
歌
の
詞
書
に 、
「
も
と
よ
り
人
の

女
を
得
た
る
人
な
り
け
り」
と
あ
っ
た
の
は 、
自
分
に
と
っ
て
宜
孝
は
た
だ

一
人
の
夫
で
あ
る
の
に 、
宜
孝
に
と
っ
て
自
分
は
数
あ
る
要
の
う
ち
の
一
人

に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を 、
こ
の
一
件
で
現
実
と
し
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
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32
式
郁

33

紐

34
式
部

と
へ
の
漢
き
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る。

．．

さ
て、

今
ま
で
「
文
散
ら
し」

の
一

件
が、

式
部
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
き
た。

そ
こ
で
は、

家
集
の
記
述
が

筒
潔
に
過
ぎ
る
の
と、

式
部
の
立
場
の
反
映
で
あ
る
た
め、
「
文
散
ら
し」

に
関
す
る
当
時
の
用
例
を
で
き
る
だ
け
参
照
し
な
が
ら、

式
部
・
宜
孝
双
方

の
立
場
に
照
明
を
当
て
る
よ
う
努
め
た。

そ
の
結
果
か
ら
い
え
ぱ、

箪
者
は

通
説
の
よ
う
に、

こ
の
贈
答
歌
群
を
痴
話
喧
嘩
と
か
遊
戯
性
と
い
っ
た
観
点

だ
け
で
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る。

↓

月‘
そ
は
力
り
を＿

翠

-
i＿
抱
え
ば
絶
え

？―
い
＂

り

！―
ー

薗

確
か
に
こ
の
陪
答
歌
群
は、

こ
こ
に
図
示
し
た
よ
う
に、

歌
こ
と
ば
の
上

で
は
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る。

だ
が
そ
こ
に
は
同
時
に、

二
人
の
仲

が
絶
え
る
絶
え
な
い
に
執
苅
す
る
式
部
(
34
歌）

と、

そ
こ
か
ら
問
題
を
そ

ら
そ
う
と
す
る
宜
孝
(
35
歌）

と
い
う
構
図
も
読
み
取
れ
る。
こ
れ
は
結
局、

．
節
者
が
先
述
し
た
よ
う
な、

二
人
の
結
婚
に
対
す
る
姿
勢
の
相
違
を
浮
か
ぴ

上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
り、

そ
こ
で
は、

附
答
以
前
の
感
情
の
創
駈
が、

そ
の
ま
ま
陪
答
の
場
に
も
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う。

鈴
木
日
出
男
氏
は
こ
の
贈
答
歌
群
に
つ
い
て、
「
二
人
の
心
の
絶
望
的
な

e)

距
難
を
か
た
ど
っ
」

た
も
の
と
さ
れ
る
力

そ
こ
ま
で
い
か
な
く
と
も、

式

、

部
に
と
っ
て
こ
の
陥
答
が、

お
た
が
い
の
愛
惰
を
確
認
し
あ
う
行
為
か
ら
ほ

ど
遠
か
っ
た
こ
と
は、

容
易
に
察
せ
ら
れ
る。

そ
し
て、

こ
こ
で
式
部
が
宜

孝
の
真
実
の
愛
情
を
確
か
め
え
な
い
事
情
は、

家
集
後
半
部
で
語
ら
れ
る
宜

孝
の
夜
離
れ
や
前
渡
り
を
用
意
す
る
も
の
で
あ
る。
「
蛸
蛉
日
記」

に
も
通

じ
る
世
界
で
あ
る
が、

当
時

ご大多
森
の
下
で、

こ
の
よ
う
な
苦
し
み
を
味

わ
う
女
性
が
多
か
っ
た
こ
と
は、

筆
者
が
事
新
し
く
述
ぺ
る
ま
で
も
な
い
。

「
文
散
ら
し」

の
一
件
は、

こ
う
し
た
当
時
特
有
の
結
婚
形
態
の
中
か
ら
起

こ
っ
た
も
の
で
あ
り、

そ
れ
を
背
供
と
し
た
こ
の
間
答
歌
群
も、

そ
こ
で
の

男
女
異
な
っ
た
立
場
を
考
想
に
お
い
て
初
め
て、

そ
の
本
質
が
理
解
で
き
る

と
思
う
の
で
あ
る。

注

1

本
稿
に
お
い
て
「
紫
式
部
集」
の
本
文
は、

新
渭
日
本
古
典
集
成
「
紫
式
部
日

は

記・
紫
式
部
集」
に
拠
っ
た。
そ
の
底
本
は
古
本
系
の
陽
明
文
庫
本
で、
歌
数

山
首
で
あ
る。

2

『
紫
式
部
集
の
解
釈
と
論
考』
（
笠
間
苔
院
81
.
11)

3

萩
谷
朴
氏
の
説
に
よ
る。
「
紫
式
邸
日
記
全
注
釈
l

（
角
川
密
店
73
.
3)
下

巻参

照。

4
 

「
導
卑
分
朕]
に
よ
る
と、
宜
字
は
藤
原
源
猷
女、
平
李
明
女、
藉
原
朝
成
女
を

。

淡
と
し
て
い
た。

こ
の
一
文
は、
31
歌
の
左
注
で
あ
る
と
同
峙
に、
32
歌
の
詞
む
で
も
あ
る
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こ
の
附
答
に
つ
い
て
の
主
要
な
説
を
挙
げ
る
と、
消
水
好
子
氏
「
こ
の
何
首
か
の

や
り
と
り
の
う
ち
に、
父
親
ほ
ど
の
年
齢
の
夫
と
娘
の
よ
う
な
淡
の
位
霞
が
入
れ

換っ
て、
式
部
の
ほ
う
に、
母
親
が
き
か
ぬ
子
を
叱っ
た
り
お
だ
て
た
り
す
る
気

配
が
出
て
き
て
い
る」
（
岩
波
新
酋
「
紫
式
部」
⑬．
4）、
木
船
瓜
昭
氏
「
深
刻

陰
湿
ど
こ
ろ
か、
歌
合
戦
の
典
趣
と
横
知
と
技
巧
と
を
存
分
に
楽
し
ん
で
陽
気
で、

心
は
ず
ん
で
い
る」
（
前
掲
避、
市
波
浩
氏
「
式
部
が
こ
れ
ほ
ど
首
い
た
い
こ
と

を
ズ
パ
ズ
バ
首っ
て
も、
そ
れ
を
大
き
く
包
容
し
て
く
れ
た
宜
孝
で
あ
っ
た
こ
と

に、
式
部
も
潤
足
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う。
二
人
の
附
答
は、
火
花
の
散
る
喧
嘩

を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら、
お
た
が
い
の
気
持
を
確
か
め
合
い、

愛情
を

確
認
し
合
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た」
（「
紫
式
部
集
全
評
釈」
笠
間
苔
院
83.

6)、
重
松
倍
弘
氏
「
た
だ
こ
の
い
さ
か
い
の
歌
だ
け
を
見
る
と、
オ
女
式
部
の

面
目
を
造
憾
な
く
発
揮
し
て、
宜
孝
を
手
玉
に
と
っ
て
い
て、
ま
こ
と
に
而
白

い」
（『
源
氏
物
語
研
究
菜
昏
＞
紫
式
部
と
源
氏
物
語
j

風
間
密
房
5.
10)
な
ど、

痴
話
喧
嘩
や
遊
戯
性
で
解
釈
す
る
の
が
通
説
化
し
て
い
る。

7

南
波
浩
氏
前
掲
困

8

2
に
同
じ。

9

「
岩
波
古
訴
辞
典・
補
訂
版」

.
10

以
下、
勅
撰
集・
私
家
集
の
本
文
の
引
用
は

R磁震
国
歌
大
観」
に
拠っ
た
が、

絞
解
の
便
立
を
考
慮
し
て、
表
記
を
私
に
改
め
た。

n

以
下、

日詑
氏
物
括
j

の
本
文
の
引
用
は、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
に
拠っ
た。

12

「
古
典
を
統
む
14
源
氏
物
栢
j

（
岩
波
由
店
84.
5)

13
.

w
波
浩
氏
前
掲
告

M

紫
の
上
は
こ
の
他
に
も、
末
摘
花
か
ら
源
氏
へ
の
文
（
玉
製）、
王
墓
か
ら
源
氏

へ
の
文
（
行
幸）、
女
三
の
宮
か
ら
源
氏
へ
の
文
（
若
菜
上）
を
見
て
い
る。
源

6
 

18 17 16 15 

氏
の
最
も
身
近
に
い
る
湛
の
特
権
で
あ
り、
源
氏
に
煎
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る。

「
囚
文
泉』
82.
10
特
別
企
画
「
紫
式
部
梨
全
歌
肝
釈」

「
蜻
蛉
日
記」
の
本
文
に
は、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
を
使
用
し
た。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は、
稲
質
敬
二
氏
が
「
新
婚
早
々
の
新
年、
し
ば
ら
く
の
IIU

は一
夜
も
か
か
さ
ず
式
部
の
所
へ
泊
ま
っ
た
宜
孝
は、
＋
日
ご
ろ
と
も
な
る
と
他

の
女
性
の
ご
き
げ
ん
も
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い。
そ
の
日
数
を
か
せ
ぐ
た
め
に、
手

紙
を
他
の
女
に
見
せ
た
の
見
せ
な
か
っ
た
の
と
い
う
情
報
を、
わ
ざ
と
式
部
の
方

へ
流
し
て
腹
を
立
て
さ
せ、
「
絶
え
る
j

の

「絶
え
な
い」
の
と
い
う
や
り
と
り

で
間
を
も
た
せ
つ
つ、
実
は
他
の
女
の
所
で
こ
の
受
侶•
発
信
の
業
務
を
椛
け
て

い
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い」
（「
日
本
の
作
家
12
源
氏
の
作
者

紫
式
部」

新
典
社
82.
11)
と
想
像
さ
れ
て
い
る
の
も
参
考
に
な
ろ
う。

15
に
同
じ。

（
わ
た
な
ペ

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
口

愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）

王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
古
典
文
学
研
究
室）

号•
第
五
号

�

王
朝
文
学
史
稿
（
王
朝
文
学
史
研
究
会）

第
十
九
号

大
阪
青
山
短
大
国
文
（
大
阪
青
山
短
期
大
学
国
文
学
会）

第
十
号

大
阪
椋
蔭
女
子
大
学
論
集
（
大
阪
椋
蔭
女
子
大
学）

第
31
号

大
谷
女
子
大
国
文
（
大
谷
女
子
大
学
国
文
学
会）

第
24
号

け
ん

第
四

第
26
号

岡
山
大
学
文
学
研
究
科
修
士
謀
程
二
年）
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