
一

問
題
の
所
在

『
夜
の
寝
覚
』
は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
て
い

る
。
そ
う
し
た
影
響
を
見
出
せ
る
場
面
の
一
つ
に
、
帝
に
よ
る
寝
覚
の
上
垣

間
見
の
場
面
が
あ
る
。
垣
間
見
場
面
で
は
、「
長
恨
歌
」、
あ
る
い
は
「
長
恨

歌
」
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
の
影
響
が
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
る
。

寝
覚
の
上
の
垣
間
見
は
、
帝
の
母
で
あ
る
大
皇
の
宮
の
計
ら
い
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
。
夜
に
大
皇
の
宮
の
も
と
を
訪
れ
た
寝
覚
の
上
の
姿
が
よ
く
見
え

る
よ
う
、
火
を
近
く
で
灯
す
口
実
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
、「
長
恨
歌
の

絵
」
で
あ
っ
た
。

「
…
…
上
〔
帝
※
稿
者
注
。
以
下
同
。〕
よ
り
、
こ
の
昼
つ
か
た
、
長
恨
歌

の
絵
賜
は
せ
た
り
つ
る
を
、『
ま
づ
、
見
て
こ
そ
は
』
と
て
ま
ゐ
ら
せ

（
�
）

ざ
り
つ
る
。
…
…
」

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
二
│
二
五
三
頁
）

帝
か
ら
「
長
恨
歌
の
絵
」
が
大
皇
の
宮
に
下
さ
れ
た
と
の
記
述
は
物
語
中

に
は
見
え
な
い
。
ど
こ
ま
で
が
大
皇
の
宮
の
口
実
か
は
定
か
で
な
い
も
の

の
、
大
皇
の
宮
の
発
言
は
、「
こ
の
ご
ろ
、
明
け
暮
れ
御
覧
ず
る
長
恨
歌
の

（
�
）

御
絵
」（
桐
壺
巻
・
①
三
三
頁
）
と
、「
長
恨
歌
の
御
絵
」
を
愛
で
て
い
た
桐

壺
帝
と
、『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
を
重
ね
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

実
際
、
桐
壺
帝
が
桐
壺
更
衣
を
楊
貴
妃
と
比
較
し
つ
つ
そ
の
素
晴
ら
し
さ

を
想
起
し
た
よ
う
に
、『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
も
楊
貴
妃
と
比
べ
て
寝
覚
の
上

の
美
貌
を
評
価
し
て
い
る
。

た
を
た
を
と
、
な
つ
か
し
く
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
な
ど
、〔
帝
〕「
長
恨

歌
の
后
の
、
高
殿
よ
り
通
ひ
た
り
け
む
か
た
ち
も
、
う
る
は
し
う
き
よ

げ
に
こ
そ
あ
り
け
め
、
い
と
か
う
、
愛
敬
こ
ぼ
れ
て
う
つ
く
し
う
に
ほ

ひ
た
る
さ
ま
は
、
え
こ
れ
に
及
ば
ざ
り
け
む
」
と
ぞ
、
お
ぼ
し
知
ら
る

る
。

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
四
頁
）

絵
に
描
け
る
楊
貴
妃
の
容
貌
は
、
い
み
じ
き
絵
師
と
い
へ
ど
も
、
筆
限

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
と
長
恨
歌
の
影
響

│
│
「
帝
闖
入
事
件
」
の
二
度
目
の
贈
答
を
端
緒
と
し
て
│
│
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り
あ
り
け
れ
ば
い
と
に
ほ
ひ
す
く
な
し
。
太
液
芙
蓉
、
未
央
柳
も
、
げ

に
か
よ
ひ
た
り
し
容
貌
を
、
唐
め
い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ

あ
り
け
め
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
を
思
し
出
づ
る
に
、
花
鳥

の
色
に
も
音
に
も
よ
そ
ふ
べ
き
方
ぞ
な
き
。
（
桐
壺
巻
・
①
三
五
頁
）

「
長
恨
歌
の
后
」、
つ
ま
り
楊
貴
妃
の
容
貌
が
、
二
重
傍
線
部
「
う
る
は
し

う
」
と
あ
る
の
は
、
桐
壺
帝
が
語
る
「
絵
に
描
け
る
楊
貴
妃
の
容
貌
」
の
記

述
と
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
な
つ
か
し
く
」「
に
ほ
ひ
」

あ
ふ
れ
る
寝
覚
の
上
の
様
子
は
、
桐
壺
帝
が
思
い
出
し
た
桐
壺
更
衣
の
姿
と

重
な
る
。

さ
ら
に
、
寝
覚
の
上
が
そ
の
場
を
退
こ
う
と
す
る
箇
所
に
も
影
響
が
見
ら

れ
る
。〔

寝
覚
の
上
〕「
さ
ら
ば
、
ま
た
も
。
こ
の
御
絵
は
、
内
侍
督
に
見
せ
は

べ
り
て
を
」
と
て
、
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
ふ
後
ろ
で
、
髪
の
、
隙
な
う
凝

り
合
ひ
て
、
裳
の
裾
に
ゆ
る
ゆ
る
と
引
か
れ
た
る
さ
ま
な
ど
、
絵
に
か

か
む
に
、
筆
及
び
な
む
や
と
ぞ
見
ゆ
る
。
も
て
な
し
な
ど
は
、
鶯
の
羽

風
も
い
と
は
し
き
ま
で
、
た
を
た
を
と
あ
え
か
に
、
や
は
ら
ぎ
な
ま
め

い
て
、
…
…

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
六
頁
）

点
線
部
「
絵
に
か
か
む
に
、
筆
及
び
な
む
や
と
ぞ
見
ゆ
る
」
は
、
前
に
挙

げ
た
桐
壺
巻
の
点
線
部
「
絵
に
描
け
る
楊
貴
妃
の
容
貌
は
、
い
み
じ
き
絵
師

と
い
へ
ど
も
、
筆
限
り
あ
り
け
れ
ば
い
と
に
ほ
ひ
す
く
な
し
」
を
踏
ま
え
る

（
�
）

と
考
え
ら
れ
る
。

（
�
）

「
長
恨
歌
」
と
の
直
接
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
松
登
美
氏
や
、
大

（
�
）

槻
福
子
氏
の
論
で
詳
細
に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
小
松
氏
に
よ
る
と
、
前

掲
の
「
た
を
た
を
と
、
な
つ
か
し
く
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
な
ど
」（『
夜
の
寝

覚
』
二
五
四
頁
）、「
た
を
た
を
と
あ
え
か
に
、
や
は
ら
ぎ
な
ま
め
い
て
」

（『
夜
の
寝
覚
』
二
五
六
頁
）
と
い
う
寝
覚
の
上
の
様
子
に
、「
長
恨
歌
」
の

（
�
）

「
侍
児
扶
起
嬌
無
力
〔
侍
児
扶
け
起
せ
ど
も
嬌
び
て
力
無
し
〕」
が
踏
ま
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
。
小
松
氏
、
大
槻
氏
の
指
摘
は
、
こ
の
垣
間
見
場
面
に
と
ど

ま
ら
ず
、「
長
恨
歌
」
が
『
夜
の
寝
覚
』
の
主
題
に
関
わ
り
う
る
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、「
長
恨
歌
」
と
関
わ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
示

さ
れ
た
桐
壺
巻
の
引
用
の
意
味
に
言
及
す
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
に
「
長
恨
歌
」
の
直
接
の
影
響
が
見
出
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
異

論
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
夜
の
寝
覚
』
が
桐
壺
巻
を
踏
ま
え
た
意
味

を
、
単
に
「
長
恨
歌
」
の
派
生
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
等
閑
視
し
て
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
場
面
で
桐
壺
巻
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
、
後
の
物

語
展
開
を
必
然
的
に
導
く
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
の
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
「
帝
闖
入
事
件
」
で
の
二
度
目
の
贈
答
の
典
拠
を

考
察
し
、『
夜
の
寝
覚
』
が
「
長
恨
歌
」
と
桐
壺
巻
を
意
図
し
て
同
時
に
用

い
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、『
夜
の
寝
覚
』
は
『
源
氏
物

語
』
が
「
長
恨
歌
」
や
「
長
恨
歌
伝
」
を
用
い
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
う
し
た
典
拠
そ
の
も
の
を
想
起
さ
せ
る
表
現

二
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を
も
物
語
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
提
示
す
る
。

二
「
帝
闖
入
事
件
」
で
の
二
度
目
の
贈
答
の
典
拠

寝
覚
の
上
垣
間
見
場
面
に
桐
壺
巻
が
踏
ま
え
ら
れ
た
意
味
を
考
え
る
手
掛

か
り
と
す
る
の
が
、「
帝
闖
入
事
件
」
で
の
二
度
目
の
贈
答
の
場
面
で
あ
る
。

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
帝
の
贈
歌
に
は
桐
壺
巻
と
「
長
恨
歌
」
双
方
の
影
響

が
見
え
、『
夜
の
寝
覚
』
は
桐
壺
帝
が
自
身
を
「
長
恨
歌
」
の
玄
宗
皇
帝
に

重
ね
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
贈
答
の
前
の
地

の
文
か
ら
引
用
す
る
。

…
…
や
が
て
立
ち
添
ひ
て
、
見
送
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
二
間
ば
か
り
隔
て

て
ぞ
、
御
供
の
人
々
、
お
の
お
の
う
ち
臥
し
つ
つ
、
有
明
の
月
の
、
明

け
方
に
な
り
に
け
る
霞
に
も
さ
は
ら
ず
、
さ
や
か
に
さ
し
入
り
た
る
影

に
、
打
ち
た
る
御
衣
を
上
に
着
た
ま
ひ
た
る
に
、
隙
な
く
か
か
れ
る
髪

の
つ
や
も
、
ひ
と
へ
に
輝
き
合
ひ
た
る
、
御
頭
つ
き
、
様
体
、
扇
さ
し

隠
し
た
ま
へ
る
さ
ま
な
ど
、
た
だ
か
き
ま
ぜ
の
よ
ろ
し
き
だ
に
、
色
濃

き
打
目
に
は
、
も
て
は
や
さ
る
る
月
影
は
を
か
し
う
見
ゆ
る
を
、
ま
い

て
、
あ
ま
り
ゆ
ゆ
し
く
、
こ
の
世
の
も
の
と
ぞ
見
え
ぬ
や
。
よ
き
ほ
ど

に
、
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
を
、
陰
の
か
た
に
引
き
と
ど
め
さ
せ
た

ま
ひ
て
も
、
な
ほ
、〔
帝
〕「
い
み
じ
の
わ
ざ
や
」
と
、
御
涙
を
尽
く
さ

せ
た
ま
ひ
つ
つ
、

〔
帝
〕
雲
の
う
へ
に
す
み
は
つ
ま
じ
き
月
を
見
て
心
の
そ
ら
に
な

り
は
つ
る
か
な

御
供
の
人
々
の
聞
く
ら
む
ほ
ど
も
、
い
と
わ
り
な
く
苦
し
き
に
、
き
こ

え
さ
せ
む
か
た
な
け
れ
ど
、
た
だ
、
疾
く
の
が
れ
出
で
な
む
と
お
ぼ
す

に
、
心
を
の
べ
て
、

〔
寝
覚
の
上
〕
雲
居
に
は
お
よ
ば
ざ
り
け
る
身
を
知
れ
ば
し
ば
し
も

す
む
に
影
ぞ
ま
ば
ゆ
き

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
八
五
│
二
八
七
頁
）

別
れ
の
贈
答
を
し
て
寝
覚
の
上
が
帝
の
も
と
を
退
出
し
よ
う
と
し
た
際
、

「
有
明
の
月
」
が
寝
覚
の
上
を
照
ら
す
。
そ
の
、「
こ
の
世
の
も
の
」
と
も
思

え
な
い
美
し
さ
に
、
帝
は
寝
覚
の
上
を
引
き
留
め
、
二
度
目
の
贈
歌
を
詠
み

か
け
る
。
そ
れ
に
対
し
、
寝
覚
の
上
は
こ
の
場
を
早
く
逃
れ
た
い
一
心
で
答

え
る
。

こ
の
場
面
の
贈
答
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
注
釈
書
は
掛
詞
や
縁
語
を
指
摘

す
る
の
み
で
、
典
拠
と
な
っ
た
和
歌
を
示
す
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
一
例

と
し
て
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
の
帝
の
贈
歌
に
対
す
る
頭
注
を
掲

げ
る
。「

月
」
は
寝
覚
の
上
を
た
と
え
、「
雲
の
う
へ
」
に
宮
中
、「
澄
み
」
に

「
住
み
」
を
掛
け
る
。「
心
の
そ
ら
」
は
茫
然
と
な
る
意
。「
雲
の
う
へ
」

「
澄
む
」「
月
」「
空
」
は
縁
語
。（
二
八
六
頁
）

一
方
、
月
が
寝
覚
の
上
を
照
ら
す
と
い
う
描
写
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
と
長
恨
歌
の
影
響

二
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先
行
研
究
で
は
『
竹
取
物
語
』
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
長
南
有

子
氏
は
、
こ
の
贈
答
に
つ
い
て
、「『
竹
取
物
語
』
で
帝
が
か
ぐ
や
姫
と
会

い
、
袖
を
捕
ら
え
た
が
か
ぐ
や
姫
が
影
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
連
れ
帰

（
�
）

る
こ
と
を
断
念
し
た
際
の
贈
答
歌
を
彷
彿
と
さ
せ
る
」
と
す
る
。
長
南
氏
が

指
摘
し
た
『
竹
取
物
語
』
の
贈
答
歌
を
示
す
。

〔
帝
〕
帰
る
さ
の
み
ゆ
き
物
憂
く
お
も
ほ
え
て
そ
む
き
て
と
ま
る

か
ぐ
や
姫
ゆ
ゑ

御
返
り
ご
と
、

〔
か
ぐ
や
姫
〕
む
ぐ
ら
は
ふ
下
に
も
年
は
経
ぬ
る
身
の
な
に
か
は
玉

（
�
）

の
う
て
な
を
も
見
む

（『
竹
取
物
語
』
六
二
│
六
三
頁
）

『
竹
取
物
語
』
の
帝
は
、
か
ぐ
や
姫
を
宮
中
に
連
れ
て
帰
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
を
嘆
き
、
か
ぐ
や
姫
は
自
ら
の
身
を
卑
下
し
て
帝
の
側
に
仕
え
る

こ
と
を
拒
む
。
確
か
に
、『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
と
『
竹
取
物
語
』
の
帝
、
か

ぐ
や
姫
と
寝
覚
の
上
の
心
中
や
態
度
に
は
、
近
い
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
直
接
の
典
拠
と
見
る
に
は
、
言
葉
の
一
致
が
少
な
い
こ
と
が
否
め

な
い
。

そ
こ
で
、『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
の
贈
歌
と
よ
り
言
葉
の
一
致
が
認
め
ら
れ

る
和
歌
と
し
て
浮
か
ぶ
の
が
、
桐
壺
帝
の
和
歌
で
あ
る
。

〔
桐
壺
帝
〕
雲
の
う
へ
も
涙
に
く
る
る
秋
の
月
い
か
で
す
む
ら
ん
浅

茅
生
の
宿

（
桐
壺
巻
・
①
三
六
頁
）

〔
帝
〕
雲
の
う
へ
に
す
み
は
つ
ま
じ
き
月
を
見
て
心
の
そ
ら
に
な

り
は
つ
る
か
な

（
再
掲
、『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
八
六
頁
）

傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、「
雲
の
う
へ
」「
月
」「
す
む
（
澄
む
、
住

む
）」
の
語
が
、『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
の
歌
と
共
通
し
て
い
る
。『
夜
の
寝
覚
』

成
立
以
前
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
言
葉
の
一
致
す
る
例
は
他
に
見
出
せ
な
い
。

桐
壺
帝
の
歌
の
内
容
は
、
桐
壺
更
衣
を
亡
く
し
て
悲
嘆
に
く
れ
る
桐
壺
帝

が
、
宮
中
か
ら
桐
壺
更
衣
の
里
に
い
る
更
衣
の
母
や
光
源
氏
に
思
い
を
は
せ

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
も
と
に
女
を
留
め
て
お
け
な
い
こ
と
を

嘆
く
『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
の
歌
と
は
、
一
見
内
容
的
に
隔
た
り
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
桐
壺
帝
の
歌
の
背
景
に
、
楊
貴
妃
を
失
っ
た

玄
宗
皇
帝
の
悲
嘆
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
想
定
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
和

歌
は
か
な
り
近
い
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
。

こ
の
仮
説
を
成
り
立
た
せ
る
の
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、『
和
漢
朗
詠
集
』

に
採
ら
れ
た
源
順
の
「
対
雨
恋
月
〔
雨
に
対
ひ
て
月
を
恋
ふ
〕」
の
題
で
詠
ま

れ
た
句
で
あ
る
。

楊
貴
妃
帰
唐
帝
思

〔
楊
貴
妃
帰
つ
て
唐
帝
の
思
〕

こ
こ
ろ

李
夫
人
去
漢
皇
情

〔
李
夫
人
去
つ
て
漢
皇
の
情
〕

（
�
）

（『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
秋
・
十
五
夜
付
月
・
源
順
・
二
五
〇
、
一
三
九
頁
）

こ
の
源
順
の
「
対
雨
恋
月
」
は
、
次
に
示
す
「
長
恨
歌
」
の
二
句
を
踏
ま

え
る
と
さ
れ
る
。
同
じ
く
『
和
漢
朗
詠
集
』
か
ら
引
用
す
る
。

三
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行
宮
見
月
傷
心
色

〔
行
宮
に
月
を
見
れ
ば
心
を
傷
ま
し
む
る
色
〕

夜
雨
聞
猿
断
腸
声

〔
夜
雨
に
猿
を
聞
け
ば
腸
を
断
つ
声
〕

（『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・
恋
・
白
居
易
・
七
七
九
、
四
〇
六
頁
）

「
行
宮
」
は
、
都
を
逃
れ
た
蜀
で
の
玄
宗
の
居
所
で
、
す
で
に
楊
貴
妃
は

こ
の
世
に
い
な
い
。
月
を
見
て
楊
貴
妃
の
こ
と
を
想
っ
て
は
悲
し
み
に
く

れ
、
雨
の
夜
に
猿
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
は
悲
痛
な
思
い
も
増
さ
る
ば
か
り
で

あ
る
。
こ
の
二
句
に
は
、
順
の
句
の
題
に
あ
る
「
月
」
と
「
雨
」
が
見
え

る
。
順
は
、
雨
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
月
を
求
め
る
思
い
を
、
楊

貴
妃
を
失
っ
た
玄
宗
や
、
李
夫
人
を
亡
く
し
た
武
帝
の
悲
嘆
に
重
ね
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
句
は
と
も
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
載
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
平
安
時
代
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

）

新
間
一
美
氏
は
、「
平
安
び
と
が
恋
に
結
び
つ
け
て
「
月
」
を
眺
め
る
時

に
は
必
ず
や
こ
の
句
〔
行
宮
見
月
傷
心
色
〕
を
思
い
出
し
た
で
あ
ろ
う
」（
八

三
頁
）
と
し
、「
長
恨
歌
」
の
こ
の
句
の
平
安
時
代
に
お
け
る
影
響
を
指
摘

し
た
上
で
、「
帝
も
「
雲
の
上
」
に
い
な
が
ら
、
涙
に
く
も
る
「
傷
心
」
の

「
月
」
を
眺
め
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
」（
八
五
頁
）
と
、
桐
壺
帝
の
和
歌
と

も
関
わ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
新
間
氏
が
こ
の
句
の
影
響
下
に
あ
る
も
の

と
し
て
ま
ず
例
示
さ
れ
た
の
が
、
前
に
掲
げ
た
源
順
の
句
「
楊
貴
妃
帰
唐
帝

思
」
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
長
恨
歌
」
の
「
行
宮
見
月
傷
心
色
」
を
題
に
し
た
和
歌
の
作

例
も
あ
る
。

行
宮
見
月
傷
心
色

お
も
ひ
や
る
こ
ゝ
ろ
も
そ
ら
に
な
り
に
け
り
ひ
と
り
あ
り
あ
け
の
月
を

（

）

な
か
め
て

（『
大
弐
高
遠
集
』
二
五
七
）

行
宮
見
月

み
る
ま
ま
に
も
の
お
も
ふ
こ
と
の
ま
さ
る
か
な
わ
が
身
よ
り
づ
る
月
に

（

）

や
あ
る
ら
ん

（『
道
済
集
』
二
四
四
）

（

）

加
え
て
、
次
の
歌
も
こ
の
句
を
踏
ま
え
た
作
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
長
恨
哥
の
う
た
、
人
の
よ
み
は
へ
る
に
）

お
も
ひ
き
や
み
や
こ
の
く
も
の
う
へ
な
ら
て
こ
ゝ
ろ
そ
ら
な
る
月
を
み

（

）

む
と
は

（『
道
命
阿
闍
梨
集
』
三
〇
〇
）

こ
れ
ら
の
和
歌
か
ら
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
の
和
歌

と
の
類
似
性
で
あ
る
。
今
一
度
帝
の
歌
を
挙
げ
る
。

〔
帝
〕
雲
の
う
へ
に
す
み
は
つ
ま
じ
き
月
を
見
て
心
の
そ
ら
に
な
り
は

つ
る
か
な

（
再
掲
、『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
八
六
頁
）

特
に
『
大
弐
高
遠
集
』
の
傍
線
部
「
こ
ゝ
ろ
も
そ
ら
に
な
り
に
け
り
」、

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
の
傍
線
部
「
こ
ゝ
ろ
そ
ら
な
る
」
と
い
っ
た
表
現
は
、

帝
の
歌
の
傍
線
部
「
心
の
そ
ら
に
な
り
は
つ
る
か
な
」
と
通
じ
る
。「
月
を

見
て
心
の
そ
ら
に
な
り
は
つ
る
か
な
」
と
は
、「
見
月
傷
心
色
」
を
ほ
と
ん

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
と
長
恨
歌
の
影
響

三
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ど
そ
の
ま
ま
言
い
換
え
た
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
の
歌
は
、「
月
」「
心
の
そ
ら
」
と
い

う
語
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
「
長
恨
歌
」
の
「
行
宮

見
月
傷
心
色
」
の
句
を
踏
ま
え
る
と
同
時
に
、
玄
宗
皇
帝
に
自
身
を
重
ね
た

桐
壺
帝
の
歌
の
「
雲
の
う
へ
」「
す
む
」
と
い
う
語
を
用
い
、
桐
壺
巻
を
も

踏
ま
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
発
想
の
も
と
と

な
っ
た
の
は
、
桐
壺
巻
で
あ
る
。
桐
壺
帝
の
こ
の
歌
に
対
し
て
、『
源
氏
物

語
』
の
古
注
は
「
長
恨
歌
」
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、『
夜

の
寝
覚
』
は
そ
の
影
響
を
読
み
取
っ
た
上
で
、「
長
恨
歌
」
の
当
該
句
を
想

起
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
寝
覚
の
上
の
和
歌
は
、
帝
の
歌
の
「
雲
」「
す
む
」
を
共
通
の
語

と
し
て
詠
む
。
宮
中
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
帝
の
歌
の
「
雲
の
う
へ
」
を
そ

の
ま
ま
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、「
雲
居
」
と
言
い
換
え
た
点
が
注
意
さ
れ

る
。
帝
が
自
ら
と
寝
覚
の
上
を
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
、
あ
る
い
は
桐
壺
帝
や

桐
壺
更
衣
と
い
う
深
く
愛
し
合
っ
た
二
人
に
重
ね
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、

寝
覚
の
上
は
や
は
り
、『
竹
取
物
語
』
の
世
界
を
踏
ま
え
て
自
ら
を
卑
下
し
、

帝
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は

単
な
る
内
容
的
な
類
似
に
留
ま
ら
な
い
。
寝
覚
の
上
の
和
歌
に
は
、『
源
氏

物
語
』
絵
合
巻
で
の
、『
竹
取
物
語
』
へ
の
批
判
と
重
な
る
語
が
見
え
る
の

で
あ
る
。

右
は
、
か
ぐ
や
姫
の
の
ぼ
り
け
む
雲
居
は
げ
に
及
ば
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、

誰
も
知
り
が
た
し
。
こ
の
世
の
契
り
は
竹
の
中
に
結
び
け
れ
ば
、
下
れ

る
人
の
こ
と
と
こ
そ
は
見
ゆ
め
れ
。
ひ
と
つ
家
の
内
は
照
ら
し
け
め

ど
、
も
も
し
き
の
か
し
こ
き
御
光
に
は
並
ば
ず
な
り
に
け
り
。

（
絵
合
巻
・
②
三
八
〇
│
三
八
一
頁
）

雲
居
に
は
お
よ
ば
ざ
り
け
る
身
を
知
れ
ば
し
ば
し
も
す
む
に
影
ぞ
ま
ば

ゆ
き

（
再
掲
、『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
八
七
頁
）

絵
合
巻
で
は
、
左
方
が
『
竹
取
物
語
』、
右
方
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
支

持
す
る
形
で
論
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
右
方
の
主
張
で
は
「
雲
居
」
は
天

の
意
で
、
宮
中
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
傍
線
部
「
雲
居
」

「
及
ぶ
（
の
否
定
形
）」「
知
る
」
が
か
な
り
近
く
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
絵
合
巻
の
「
も
も
し
き
の
か
し
こ
き
御
光
に
は
並
ば
ず
な
り
に
け

り
」
と
、『
夜
の
寝
覚
』
の
「
し
ば
し
も
す
む
に
影
ぞ
ま
ば
ゆ
き
」
と
い
う

表
現
は
、「
月
」
の
光
を
帯
び
る
女
の
美
し
さ
よ
り
も
、
帝
の
威
光
の
ほ
う

を
持
ち
上
げ
て
い
る
点
で
同
じ
で
あ
る
。

か
ぐ
や
姫
の
歌
「
む
ぐ
ら
は
ふ
下
に
も
年
は
経
ぬ
る
身
の
な
に
か
は
玉
の

う
て
な
を
も
見
む
」（
再
掲
、『
竹
取
物
語
』
六
二
│
六
三
頁
）
に
見
え
た

「
身
」
に
対
す
る
卑
下
を
、『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
の
表
現
を
用
い
る
こ
と

で
、
さ
ら
に
補
強
し
た
の
が
寝
覚
の
上
の
和
歌
の
表
現
だ
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
帝
闖
入
事
件
」
の
二
度
目
の
贈
答
に
お
け
る
帝
の
歌

に
は
、「
長
恨
歌
」
と
桐
壺
巻
を
同
時
に
踏
ま
え
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、
垣
間
見
の
際
に
見
え
た
「
長
恨
歌
」
と
桐
壺
巻
を
思
わ
せ
る
表
現
は
、

意
図
し
て
同
時
に
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え

て
、
そ
れ
が
ど
ち
ら
も
帝
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
寝
覚
の
上
自
身
の
認
識
と

三
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は
異
な
る
こ
と
も
押
さ
え
て
お
く
。

三

寝
覚
の
上
と
同
じ
典
拠
を
分
け
与
え
ら
れ
た
督
の
君

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
帝
の
視
線
か
ら
、
寝
覚
の
上
は
楊
貴
妃
や
桐
壺
更
衣
と

重
ね
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
寝
覚
の
上
の
垣
間
見
場
面

で
の
記
述
が
、
所
顕
で
帝
に
初
め
て
は
っ
き
り
と
姿
を
捉
え
ら
れ
た
督
の
君

の
記
述
と
、
共
通
の
典
拠
を
分
け
与
え
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と

を
確
認
す
る
。
こ
の
問
題
は
、
寝
覚
の
上
の
継
娘
で
あ
る
督
の
君
の
存
在
抜

き
に
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

昼
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
御
覧
ず
る
に
、
人
が
ら
、
さ
さ
や
か
に
そ
び
え

て
、
あ
え
か
に
、
身
も
な
く
衣
が
ち
に
、
あ
て
に
ら
う
た
げ
に
、
こ
の

ご
ろ
の
し
だ
り
柳
の
心
地
し
て
、
い
と
に
く
か
ら
ず
、
あ
は
れ
と
御
覧

じ
な
が
ら
、〔
帝
〕「
北
の
方
〔
寝
覚
の
上
〕
あ
る
ぞ
か
し
」
と
お
ぼ
す

に
、
御
心
化
粧
お
ろ
か
な
ら
ず
。
（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
四
八
頁
）

も
て
な
し
な
ど
は
、
鶯
の
羽
風
も
い
と
は
し
き
ま
で
、
た
を
た
を
と
あ

え
か
に
、
や
は
ら
ぎ
な
ま
め
い
て
、
…
…

（
再
掲
、『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
六
頁
）

宮
〔
女
三
の
宮
〕
の
御
方
を
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
人
よ
り
け
に
小
さ

く
う
つ
く
し
げ
に
て
、
た
だ
御
衣
の
み
あ
る
心
地
す
。
に
ほ
ひ
や
か
な

る
方
は
後
れ
て
、
た
だ
い
と
あ
て
や
か
に
を
か
し
く
、
二
月
の
中
の
十

日
ば
か
り
の
青
柳
の
、
わ
づ
か
に
し
だ
り
は
じ
め
た
ら
む
心
地
し
て
、

鶯
の
羽
風
に
も
乱
れ
ぬ
べ
く
あ
え
か
に
見
え
た
ま
ふ
。

（
若
菜
下
巻
・
④
一
九
一
頁
）

一
つ
目
が
督
の
君
、
二
つ
目
が
寝
覚
の
上
、
三
つ
目
が
『
源
氏
物
語
』
の

女
三
の
宮
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
点
線
部
に
つ
い
て
は
、「
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
」
頭
注
に
、『
源
氏
物
語
』
の
女
三
の
宮
の
記
述
を
督
の
君

と
寝
覚
の
上
と
に
「
分
け
て
生
か
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」（
二
五
六
頁
）

と
の
記
載
が
あ
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
督
の
君
の
特
徴
で
あ
る
、
傍
線
部
「
あ
え
か
に
、
身

も
な
く
衣
が
ち
に
」
に
着
目
す
る
。
こ
れ
は
、
女
三
の
宮
の
記
述
の
傍
線
部

「
た
だ
御
衣
の
み
あ
る
心
地
す
」
と
す
で
に
似
通
っ
て
い
る
が
、
女
三
の
宮

が
所
顕
で
光
源
氏
に
初
め
て
は
っ
き
り
と
姿
を
見
ら
れ
た
場
面
に
、「
い
と

ぞ
御
衣
が
ち
に
、
身
も
な
く
あ
え
か
な
り
」（
若
菜
上
巻
・
④
七
三
頁
）
と
あ

る
の
と
か
な
り
近
い
。
着
物
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
女
君
の
弱
々
し

さ
を
い
う
。
こ
れ
と
同
様
の
表
現
が
、「
長
恨
歌
伝
」
に
お
い
て
、
や
は
り

初
め
て
玄
宗
に
姿
を
見
ら
れ
た
、
楊
貴
妃
の
様
子
に
確
認
で
き
る
。

既
出
レ

水
、
体
弱
力
微
、
若
レ

不
レ

任
二

羅
綺
一

。
光
彩
煥
発
、
転
動
照
レ

人
。
上
甚
悦
。〔
既
に
水
を
出
づ
れ
ば
、
体
弱
く
力
微
に
し
て
、
羅
綺
に
任
へ

（

）

ざ
る
が
若
し
。
光
彩
煥
発
し
、
転
動
し
て
人
を
照
ら
す
。
上
甚
だ
悦
ぶ
。〕

「
羅
綺
」
と
は
、
薄
手
の
あ
や
ぎ
ぬ
の
こ
と
で
、
傍
線
部
は
薄
絹
の
衣
に

も
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
弱
々
し
さ
を
表
し
て
い
る
。「
長
恨
歌
」
で
は
、

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
と
長
恨
歌
の
影
響
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前
に
小
松
登
美
氏
の
指
摘
と
し
て
引
い
た
「
侍
児
扶
起
嬌
無
力
」
が
対
応
す

る
箇
所
で
あ
る
。
寝
覚
の
上
の
記
述
が
女
三
の
宮
と
楊
貴
妃
を
踏
ま
え
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
督
の
君
の
記
述
も
「
長
恨
歌
伝
」
を
用
い
、
女
三
の
宮
と

楊
貴
妃
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
寝
覚
の
上
垣

間
見
の
場
面
に
は
、「
長
恨
歌
伝
」
の
点
線
部
で
示
し
た
よ
う
な
、
光
り
輝

く
美
し
さ
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
。
以
前
引
い
た
箇
所
と
近
い
部
分
で
あ

る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
少
し
長
め
に
引
用
す
る
。

あ
た
り
に
ほ
ひ
満
ち
た
る
さ
ま
、〔
帝
〕「
目
も
輝
く
と
は
、
こ
れ
を
い

ふ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
、
御
覧
じ
入
る
に
、〔
寝
覚
の
上
は
〕
絵
に
心

を
ば
入
れ
た
れ
ど
、
な
ほ
扇
を
放
た
ぬ
用
意
、
ゆ
る
ぶ
べ
く
も
あ
ら

ず
。
た
を
た
を
と
、
な
つ
か
し
く
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
な
ど
、「
長
恨

歌
の
后
の
、
高
殿
よ
り
通
ひ
た
り
け
む
か
た
ち
も
、
…
…

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
四
頁
）

傍
線
部
は
、『
竹
取
物
語
』
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
際
に
言
及
さ
れ
て
き

（

）

た
箇
所
で
あ
る
。
今
、
そ
れ
を
退
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

「
長
恨
歌
伝
」
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
督
の
君
の
特
徴
が
女
三
の
宮
だ

け
で
な
く
、
楊
貴
妃
に
つ
い
て
も
寝
覚
の
上
と
共
通
の
典
拠
を
分
け
与
え
ら

れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
女
三
の
宮
が
踏
ま
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
帝
闖
入

事
件
」
に
お
け
る
一
度
目
の
贈
答
の
典
拠
と
関
わ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
詳

細
は
別
稿
を
期
す
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、『
夜
の
寝
覚
』
が
女
三
の
宮

の
記
述
に
「
長
恨
歌
伝
」
を
読
み
取
っ
た
こ
と
で
、「
長
恨
歌
伝
」
そ
の
も

の
を
用
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

四

督
の
君
・
ま
さ
こ
君
と
藤
壺
・
光
源
氏

│
帝
の
寵
愛
の
対
象
と
し
て

改
め
て
、
な
ぜ
帝
の
視
線
か
ら
、
寝
覚
の
上
は
楊
貴
妃
や
桐
壺
更
衣
と
重

ね
ら
れ
る
の
か
を
考
え
る
。
前
章
で
は
督
の
君
と
寝
覚
の
上
が
、
女
三
の
宮

と
楊
貴
妃
の
共
通
の
典
拠
を
分
け
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ

に
加
え
て
、
寝
覚
の
上
へ
の
帝
の
執
着
ぶ
り
が
、
督
の
君
へ
の
寵
愛
ぶ
り
と

し
て
見
な
さ
れ
て
い
く
記
述
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
わ
る
よ
う

に
「
長
恨
歌
」
や
桐
壺
巻
を
踏
ま
え
る
表
現
が
確
認
で
き
る
。

…
…
「
そ
の
あ
た
り
」
と
ば
か
り
に
心
を
か
け
て
、〔
帝
は
〕
昼
な
ど

も
お
は
し
ま
す
。
内
侍
督
の
お
ぼ
え
の
い
み
じ
き
に
と
り
な
し
て
、

世
に
は
、
愛
で
の
の
し
り
、
御
方
々
に
は
、
い
と
や
す
か
ら
ず
、
う
れ

は
し
き
こ
と
に
、
お
の
お
の
心
を
乱
り
け
り
。
中
宮
ば
か
り
ぞ
、「
け

に
く
か
ら
ず
、
ら
う
た
げ
に
お
ぼ
し
め
い
た
れ
ど
、
御
気
色
、
い
と
三

千
人
を
き
は
む
る
ほ
ど
に
は
あ
ら
ざ
め
る
を
。
…
…
昔
よ
り
お
ぼ
し
そ

め
て
し
こ
と
〔
寝
覚
の
上
〕
の
、
目
に
近
う
て
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
御
心
の

乱
る
る
に
こ
そ
あ
べ
か
め
れ
。
さ
て
、
督
の
殿
が
ち
に
お
は
し
ま
す
な

め
り
。
夜
の
宿
直
は
、
人
に
す
ぐ
る
と
も
見
え
ぬ
も
の
を
」
と
、
心
得

た
ま
ひ
て
、
を
か
し
と
、
お
ぼ
し
め
し
け
り
。

三
四



（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
六
一
│
二
六
三
頁
）

寝
覚
の
上
を
垣
間
見
し
た
後
、
帝
は
寝
覚
の
上
に
執
着
し
、
督
の
君
と
寝

覚
の
上
の
い
る
登
花
殿
を
し
き
り
に
訪
れ
る
。
周
囲
は
そ
れ
を
、
四
角
囲
み

「
内
侍
督
の
お
ぼ
え
」、
つ
ま
り
督
の
君
へ
の
寵
愛
と
見
な
す
。
中
宮
だ
け

が
、
そ
の
真
相
を
寝
覚
の
上
ゆ
え
だ
と
見
抜
く
。
注
目
す
る
の
は
、
傍
線
部

「
い
と
三
千
人
を
き
は
む
る
ほ
ど
」
と
の
表
現
で
、
こ
れ
は
「
長
恨
歌
」
の

「
三
千
寵
愛
在
一
身
〔
三
千
の
寵
愛
一
身
に
在
り
〕」
を
踏
ま
え
る
と
の
指
摘
が

諸
注
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
帝
は
寝
覚
の
上
を
垣
間
見
し
た
直
後
、
次
の

よ
う
に
も
語
っ
て
い
た
。

い
み
じ
き
一
の
人
の
女
、
春
宮
の
母
と
い
ふ
と
も
、
こ
の
人
〔
寝
覚
の

上
〕
を
、
我
、
な
の
め
に
思
は
ま
し
や
は
。
世
の
謗
り
、
人
の
恨
み
も

知
ら
ず
、
上
な
き
位
に
は
な
し
あ
げ
て
ま
し
。

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
五
九
頁
）

中
宮
を
も
差
し
置
き
、
周
囲
の
反
発
も
顧
み
ず
に
寝
覚
の
上
を
寵
愛
し
よ

う
と
い
う
帝
の
発
言
は
、
桐
壺
更
衣
を
寵
愛
し
た
桐
壺
帝
へ
の
批
判
的
な
言

葉
と
近
い
響
き
が
あ
る
。

「
さ
る
べ
き
契
り
こ
そ
は
お
は
し
ま
し
け
め
。
そ
こ
ら
の
人
の
譏
り
、

恨
み
を
も
憚
ら
せ
た
ま
は
ず
、
こ
の
御
事
〔
桐
壺
更
衣
〕
に
ふ
れ
た
る

こ
と
を
ば
、
道
理
を
も
失
は
せ
た
ま
ひ
、
今
、
は
た
、
か
く
世
の
中
の

こ
と
を
も
思
ほ
し
棄
て
た
る
や
う
に
な
り
ゆ
く
は
、
い
と
た
い
だ
い
し

き
わ
ざ
な
り
」
と
他
の
朝
廷
の
例
ま
で
ひ
き
出
で
、
さ
さ
め
き
嘆
き
け

り
。

（
桐
壺
巻
・
①
三
七
頁
）

桐
壺
巻
で
の
「
他
の
朝
廷
の
例
」
と
は
、「
楊
貴
妃
の
例
」（
桐
壺
巻
・
①

一
八
頁
）
で
あ
り
、「
長
恨
歌
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。『
夜
の
寝
覚
』
で
中
宮

が
「
長
恨
歌
」
を
踏
ま
え
る
発
言
を
し
た
の
は
、「
長
恨
歌
」
を
直
接
的
に

引
き
な
が
ら
、
帝
の
振
る
舞
い
が
桐
壺
帝
の
よ
う
に
非
難
さ
れ
う
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
寝
覚
の
上
が
宮
中
を
退
出
す
る
場
面
に
も
、
桐
壺
巻
を
思
わ
せ

る
記
述
が
見
え
る
。

〔
帝
〕「
も
し
、
あ
り
が
た
し
と
思
ひ
知
り
、
参
り
た
ま
ふ
や
う
も
や
あ

る
」
の
御
心
用
意
に
、
正
三
位
の
位
賜
は
せ
て
、「
い
と
若
々
し
く
、

慕
は
し
げ
な
る
御
気
色
も
、
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
出
で
入
り
た
ま
ふ
べ

う
」
な
ど
お
ほ
せ
ら
れ
て
、
車
も
う
け
た
ま
は
り
て
、
宣
旨
下
る
を
、

「
い
と
殊
な
る
御
心
用
意
は
、
な
ほ
内
侍
督
の
御
お
ぼ
え
な
ど
の
い

み
じ
き
に
、
ひ
か
れ
た
ま
ふ
に
こ
そ
は
」
と
、
人
々
お
ど
ろ
き
、
…
…

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
・
三
三
七
│
三
三
八
頁
）

傍
線
部
「
正
三
位
の
位
賜
は
せ
て
」
と
、
帝
か
ら
位
が
贈
ら
れ
、
や
は
り

四
角
囲
み
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
督
の
君
へ
の
寵
愛
ゆ
え
だ
と
見
な
さ

れ
る
。「
正
三
位
の
位
」
に
つ
い
て
は
、
諸
注
破
格
の
扱
い
で
あ
る
こ
と
を

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
と
長
恨
歌
の
影
響

三
五



示
す
の
み
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
桐
壺
更
衣
と
寝
覚
の
上
の
重
ね
合
わ
せ
を

踏
ま
え
れ
ば
、
桐
壺
更
衣
の
葬
送
の
場
面
に
お
い
て
、
桐
壺
更
衣
に
「
三
位

の
位
」
が
贈
ら
れ
た
こ
と
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
る
。

内
裏
よ
り
御
使
あ
り
。
三
位
の
位
贈
り
た
ま
ふ
よ
し
、
勅
使
来
て
、
そ

の
宣
命
読
む
な
ん
、
悲
し
き
こ
と
な
り
け
る
。
女
御
と
だ
に
言
は
せ
ず

な
り
ぬ
る
が
あ
か
ず
口
惜
し
う
思
さ
る
れ
ば
、
い
ま
一
階
の
位
を
だ
に

と
贈
ら
せ
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
、
憎
み
た
ま
ふ
人
々

多
か
り
。

（
桐
壺
巻
・
①
二
五
頁
）

桐
壺
更
衣
の
場
合
、
正
三
位
で
は
な
く
従
三
位
で
は
あ
る
も
の
の
、
帝
の

格
別
の
思
い
か
ら
叙
位
が
行
わ
れ
、
ど
ち
ら
も
「
三
」
と
い
う
同
じ
数
字
が

見
え
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

な
お
、
点
線
部
「
車
も
う
け
た
ま
は
り
て
、
宣
旨
下
る
」
に
つ
い
て
は
、

継
娘
の
入
内
に
付
き
添
い
、
退
出
の
際
に
「
御
輦
車
な
ど
ゆ
る
さ
れ
た
ま
ひ

て
」（
藤
裏
葉
巻
・
③
四
五
一
頁
）
と
さ
れ
た
紫
の
上
と
寝
覚
の
上
の
立
場

の
近
さ
が
、
ま
ず
は
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
輦
車
の
宣

旨
は
、
帝
が
「『
ま
か
で
は
べ
り
な
む
』
と
奏
せ
さ
せ
は
べ
れ
ど
、
車
を
許

し
は
べ
ら
ぬ
な
り
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
二
六
七
頁
）
と
語
っ
て
い
た
よ

う
に
、
寝
覚
の
上
の
退
出
を
妨
げ
る
た
め
な
か
な
か
出
さ
れ
ず
、
よ
う
や
く

許
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
そ
の
年
の
夏
、
御
息
所
、
は

か
な
き
心
地
に
わ
づ
ら
ひ
て
、
ま
か
で
な
ん
と
し
た
ま
ふ
を
、
暇
さ
ら
に
ゆ

る
さ
せ
た
ま
は
ず
」（
桐
壺
巻
・
①
二
一
頁
）、「
輦
車
の
宣
旨
な
ど
の
た
ま

は
せ
て
も
、
ま
た
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
さ
ら
に
え
ゆ
る
さ
せ
た
ま
は
ず
」（
桐

壺
巻
・
①
二
二
頁
）
と
、
桐
壺
更
衣
の
宮
中
か
ら
の
退
出
を
な
か
な
か
許
さ

な
か
っ
た
桐
壺
帝
の
姿
を
、『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
に
重
ね
る
も
の
で
あ
っ
た

と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
寝
覚
の
上
に
は
垣
間
見
か
ら
宮
中
退
出
に
至
る
ま
で
、
何

度
も
「
長
恨
歌
」
を
背
景
と
し
た
桐
壺
巻
の
記
述
を
思
わ
せ
る
表
現
が
用
い

ら
れ
る
。
帝
が
い
か
に
寝
覚
の
上
に
執
着
し
て
い
た
か
が
、
桐
壺
巻
を
踏
ま

え
る
こ
と
で
よ
り
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
、
一
人
寝
覚
の
上
だ
け
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
周
囲
の
目
に
は
督
の

君
の
寵
愛
と
映
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
寝
覚
の
上
退
出
後
に
も
意
味
を
持

つ
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
重
要
人
物
の
一
人
で
あ
る
藤
壺
の
登
場
は
、

ま
さ
に
桐
壺
更
衣
の
死
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

年
月
に
そ
へ
て
、
御
息
所
〔
桐
壺
更
衣
〕
の
御
事
を
思
し
忘
る
る
を
り

な
し
。
慰
む
や
と
、
さ
る
べ
き
人
々
参
ら
せ
た
ま
へ
ど
、
な
ず
ら
ひ
に

思
さ
る
る
だ
に
い
と
か
た
き
世
か
な
と
、
疎
ま
し
う
の
み
よ
ろ
づ
に
思

し
な
り
ぬ
る
に
、
先
帝
の
四
の
宮
〔
藤
壺
〕
の
、
御
容
貌
す
ぐ
れ
た
ま

へ
る
聞
こ
え
高
く
お
は
し
ま
す
、

（
桐
壺
巻
・
①
四
一
頁
）

傍
線
部
「
な
ず
ら
ひ
に
思
さ
る
る
だ
に
い
と
か
た
き
世
か
な
」
と
あ
る
よ

う
に
、
桐
壺
帝
は
桐
壺
更
衣
に
思
い
よ
そ
え
ら
れ
る
女
性
を
求
め
て
お
り
、

そ
こ
に
桐
壺
更
衣
に
よ
く
似
た
藤
壺
が
登
場
さ
せ
ら
れ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
も
、
寝
覚
の
上
退
出
後
、
以
前
寵
愛
し
て
い
た
女
御

三
六



を
呼
び
立
て
る
も
の
の
、「
火
影
〔
寝
覚
の
上
〕
に
は
、
す
べ
て
な
ぞ
ら
へ
に

言
い
寄
る
べ
き
に
あ
ら
ず
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
・
三
六
四
頁
）
と
、
寝
覚

の
上
に
思
い
よ
そ
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
落
胆
し
て
い
た
。
し
か
し
、
桐
壺

帝
と
異
な
る
の
は
、
帝
は
す
で
に
寝
覚
の
上
に
よ
く
似
た
人
物
を
見
つ
け
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
寝
覚
の
上
の
息
子
の
ま
さ
こ
君
で
あ
る
。

か
き
撫
で
つ
つ
御
覧
ず
れ
ば
、
髪
ざ
し
、
髪
の
か
か
り
、
頭
つ
き
な

ど
、
火
影
〔
寝
覚
の
上
〕
の
た
だ
そ
れ
と
お
ぼ
ゆ
る
に
、
限
り
な
く
御

覧
ぜ
ら
れ
つ
る
。〔
帝
〕「
顔
は
た
だ
内
の
大
臣
〔
男
君
〕
に
違
ふ
と
こ

ろ
な
か
ら
む
め
り
。
け
は
ひ
、
様
体
こ
そ
母
君
に
通
ひ
け
れ
」
と
御
覧

じ
て
、
…
…

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
・
三
二
五
│
三
二
六
頁
）

ま
さ
こ
君
は
、
こ
の
時
九
歳
か
と
さ
れ
、
ま
だ
元
服
前
の
少
年
で
あ
る
。

傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
帝
か
ら
寝
覚
の
上
と
の
類
似
性
が
繰
り
返
し
語

ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
こ
君
へ
の
帝
の
寵
愛
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
督
の
君
の

も
と
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
は
り
督
の
君
へ
の
寵
愛
と
関
連
づ
け
ら

れ
る
。ま

さ
こ
君
の
、
い
と
よ
く
通
へ
る
様
体
、
け
は
ひ
の
う
つ
く
し
さ
を
、

お
ぼ
し
め
し
よ
そ
へ
さ
せ
た
ま
ふ
か
た
に
て
も
、
中
宮
の
御
方
に
て

は
、
さ
す
が
、
さ
は
い
へ
ど
、
お
ぼ
す
ま
ま
に
こ
の
君
を
も
え
近
く
語

ら
は
せ
た
ま
は
ず
、
あ
な
づ
ら
は
し
く
心
や
す
き
督
の
君
の
御
方
に
て

は
、
あ
り
よ
く
て
、
母
君
ま
か
で
た
ま
ひ
に
し
後
は
、
片
時
も
出
だ
さ

せ
た
ま
は
ず
、
召
し
ま
と
は
し
て
、
我
が
御
方
に
て
は
人
目
も
あ
ま
り

な
る
べ
き
時
々
は
、
た
だ
こ
の
御
方
に
て
御
覧
じ
よ
そ
へ
さ
せ
た
ま
ふ

に
、
承
香
殿
の
御
方
の
女
三
の
宮
を
う
つ
く
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た

ま
ふ
に
も
、
い
た
う
劣
ら
ず
、
ら
う
た
き
も
の
に
、
こ
の
御
方
に
て
は

御
覧
じ
馴
れ
な
ど
す
る
ほ
ど
、
督
の
君
の
御
お
ぼ
え
を
、「
な
ほ
、
す

ぐ
れ
た
り
」
と
、
人
も
思
ひ
言
ひ
、
御
方
々
も
、
い
か
で
か
は
心
や
す

く
。

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
・
三
六
六
│
三
六
七
頁
）

ま
さ
こ
君
へ
の
寵
愛
ぶ
り
は
、「
ま
さ
こ
君
を
、
夜
昼
御
前
も
去
ら
ず
召

し
ま
と
は
し
つ
つ
、
女
御
た
ち
の
御
宿
直
の
数
、
こ
の
君
に
み
な
押
さ
れ
た

ま
ひ
に
た
れ
ど
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
・
五
一
五
頁
）
と
引
き
続
き
語
ら
れ

る
。
注
目
す
る
の
は
、「
内
侍
の
督
の
君
た
だ
な
ら
ぬ
気
色
に
な
や
ま
し
う

お
ぼ
い
た
る
」（
五
一
五
頁
）
と
、
こ
の
少
し
後
に
督
の
君
の
懐
妊
が
語
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
こ
君
の
寵
愛
は
、
督
の
君
へ
の
寵
愛
が
薄
れ
る
要

因
と
は
な
ら
ず
、
懐
妊
を
も
招
い
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
督
の
君
自
身
も
、「
草
の
ゆ
か
り
な
つ
か
し
く
も
思
ひ
よ
そ
へ
ら

る
る
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
・
三
〇
九
頁
）
と
、
帝
か
ら
寝
覚
の
上
と
の
繋

が
り
を
意
識
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
草
の
ゆ
か
り
」

は
、
若
紫
巻
に
見
え
る
、
藤
壺
と
若
紫
と
の
繋
が
り
を
意
識
さ
せ
る
言
葉
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

宮
下
雅
恵
氏
は
、「
草
の
ゆ
か
り
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
血
縁
も
容
貌
の
類

似
性
も
な
い
督
の
君
と
、
寝
覚
の
上
と
血
縁
も
容
貌
の
類
似
性
も
あ
り
な
が

ら
も
女
で
は
な
い
ま
さ
こ
君
の
存
在
は
、「〈
ゆ
か
り
〉
な
ら
ざ
る
〈
ゆ
か

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
と
長
恨
歌
の
影
響

三
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り
〉・〈
形
代
〉
な
ら
ざ
る
〈
形
代
〉
を
語
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
〈
ゆ
か

（

）

り
〉・〈
形
代
〉
を
排
除
し
て
い
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
督
の
君
を
藤
壺
に

対
す
る
紫
の
上
で
は
な
く
、
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
藤
壺
に
あ
た
る
人
物
と
し

て
見
て
み
る
と
、『
夜
の
寝
覚
』
は
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
の
「
ゆ
か
り
」

「
形
代
」
の
方
法
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
帝
が
ま
さ
こ
君
を
常
に
傍
に
置
く
様
子
は
、
桐
壺
帝

が
光
源
氏
を
常
に
傍
に
召
し
て
い
た
様
子
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

源
氏
の
君
は
、
上
〔
桐
壺
帝
〕
の
常
に
召
し
ま
つ
は
せ
ば
、
心
や
す
く

里
住
み
も
え
し
た
ま
は
ず
。

（
桐
壺
巻
・
①
四
九
頁
）

右
は
、
光
源
氏
元
服
後
の
様
子
で
あ
る
。
元
服
前
は
さ
ら
に
気
兼
ね
な
く

女
御
た
ち
の
も
と
へ
も
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
、「
弘
徽
殿
な
ど
に
も
渡
ら
せ

た
ま
ふ
御
供
に
は
、
や
が
て
御
簾
の
内
に
入
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」（
桐

壺
巻
・
①
三
八
│
三
九
頁
）、「
源
氏
の
君
は
、
御
あ
た
り
去
り
た
ま
は
ぬ

を
、
ま
し
て
し
げ
く
渡
ら
せ
た
ま
ふ
御
方
は
え
恥
ぢ
あ
へ
た
ま
は
ず
」（
桐

壺
巻
・
①
四
三
頁
）
と
い
っ
た
記
述
か
ら
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
点
線
部
は
、

前
に
引
い
た
ま
さ
こ
君
寵
愛
に
関
す
る
場
面
で
の
点
線
部
「
片
時
も
出
だ
さ

せ
た
ま
は
ず
、
召
し
ま
と
は
し
て
」「
夜
昼
御
前
も
去
ら
ず
召
し
ま
と
は
し

つ
つ
」
と
状
況
的
に
一
致
す
る
。

愛
す
る
女
性
の
息
子
を
常
に
傍
ら
に
置
き
、
血
縁
は
な
い
な
が
ら
も
そ
の

女
性
を
彷
彿
と
さ
せ
る
女
性
を
寵
愛
す
る
帝
の
姿
は
、
桐
壺
巻
と
、『
夜
の

寝
覚
』
で
重
な
る
。
藤
壺
が
産
ん
だ
の
は
実
際
に
は
光
源
氏
の
子
で
あ
る
も

の
の
、
次
期
春
宮
と
な
る
皇
子
を
生
む
点
で
も
、
藤
壺
と
督
の
君
は
同
じ
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
藤
壺
と
違
っ
て
督
の
君
に
は
寝
覚
の
上
と
の
容
貌
の
相

似
性
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
第
三
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
二
人
は
同
じ

典
拠
と
い
う
「
親
」
を
持
つ
子
同
士
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
帝
が
最

愛
の
女
性
を
思
い
な
が
ら
、
そ
の
女
性
を
彷
彿
と
さ
せ
る
人
物
に
対
し
て
寵

愛
を
深
め
て
い
く
様
子
を
、『
夜
の
寝
覚
』
は
桐
壺
巻
を
意
識
し
て
描
き
、

督
の
君
の
皇
子
出
産
と
い
う
展
開
を
導
き
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
寝
覚
の
上
の
垣
間
見
場
面
で
の
桐
壺
巻
引
用
は
、
意
識
的
に
「
長

恨
歌
」
と
同
時
に
踏
ま
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
督
の
君
の
皇
子
出
産
と
い

う
後
の
展
開
を
必
然
的
に
導
く
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
さ

ら
に
、『
夜
の
寝
覚
』
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
長
恨
歌
」
や
「
長
恨

歌
伝
」
と
い
っ
た
典
拠
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
の
原
点
に
遡
る
形
で
も
表
現

を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

な
お
、
督
の
君
と
ま
さ
こ
君
は
、
藤
壺
と
光
源
氏
の
よ
う
に
密
通
関
係
に

は
至
ら
な
い
。
末
尾
欠
巻
部
で
ま
さ
こ
君
と
恋
仲
に
な
っ
た
の
は
、
帝
の
最

も
寵
愛
す
る
皇
女
「
女
三
の
宮
」
で
あ
っ
た
。
寝
覚
の
上
や
督
の
君
に
重
ね

ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
女
三
の
宮
」
と
同
じ
呼
称
を
持
つ
姫
宮
が
ま
さ

こ
君
と
恋
仲
に
な
る
の
は
、
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。
今
後
さ
ら
に
考
察
を

深
め
る
。

注（
１
）
『
夜
の
寝
覚
』
の
引
用
は
、
鈴
木
一
雄
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集

夜
の
寝
覚
』（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。
以
下
同

三
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じ
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
線
等
は
全
て
稿
者
に
よ
る
。

（
２
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
氏
他
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集

源
氏
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
│
一
九
九
八
年
）

に
よ
る
。
分
冊
を
丸
囲
み
の
算
用
数
字
で
頁
数
の
前
に
示
す
。
以
下

同
じ
。

（
３
）
桐
壺
巻
の
こ
の
表
現
は
、「
李
夫
人
」
の
「
丹
青
画
出
竟
何
益

不
言
不
笑
愁
殺
君
」
を
踏
ま
え
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
新
間
一
美
氏

「
李
夫
人
と
桐
壺
巻
」〔『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
三
年
、
初
出

阪
倉
篤
義
氏
監
修
『
論
集

日
本
文
学
・
日

本
語

２
中
古
』
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
〕
な
ど
）。『
夜
の
寝

覚
』
が
「
李
夫
人
」
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
か
は
、
今
後
の
課
題

と
す
る
。

（
４
）
小
松
登
美
氏
「「
長
恨
歌
」
と
『
寝
覚
物
語
』」（
川
口
久
雄
氏
編

『
古
典
の
変
容
と
新
生
』
明
治
書
院
、
一
九
八
四
年
）。

（
５
）
大
槻
福
子
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
と
長
恨
歌
│
帝
と
寝
覚
上
の
造
型

│
」（『『
夜
の
寝
覚
』
の
構
造
と
方
法

平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
の

展
開
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
「『
夜
の
寝
覚
』
の
帝
と

女
君
」『
中
古
文
学
』
七
九
、
二
〇
〇
七
年
六
月
）。

（
６
）
「
長
恨
歌
」
の
本
文
と
訓
み
下
し
は
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成

源

氏
物
語
一
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
四
年
新
装
版
）
付
録
「
長
恨
歌
」

（
三
二
五
│
三
三
一
頁
）
を
参
照
し
た
。
以
下
同
じ
。

（
７
）
長
南
有
子
氏
「
夜
の
寝
覚
の
帝
」（『
中
古
文
学
』
五
八
、
一
九
九

六
年
一
一
月
）。

（
８
）
『
竹
取
物
語
』
の
引
用
は
、
片
桐
洋
一
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集

竹
取
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
９
）
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
引
用
は
、
菅
野
禮
行
氏
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集

和
漢
朗
詠
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。
以

下
同
じ
。

（
１０
）
新
間
一
美
氏
「
桐
と
長
恨
歌
と
桐
壺
巻
│
漢
文
学
よ
り
見
た
源
氏

物
語
の
誕
生
│
」（『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』
和
泉
書
院
、
二

〇
〇
三
年
、
初
出
『
甲
南
大
学
紀
要
』
文
学
編
四
八
、
一
九
八
三
年

三
月
）。

（
１１
）
「
新
編
私
家
集
大
成
」（
日
本
文
学W

eb

図
書
館
）
に
よ
る
。

（
１２
）
「
新
編
私
家
集
大
成
」
は
四
句
目
「
わ
か
身
よ
よ
り
る
」。「
新
編

国
歌
大
観
」（
日
本
文
学W

eb

図
書
館
）
に
よ
る
。

（
１３
）
柏
木
由
夫
氏
「『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
十
）」（『
大
妻
女
子
大

学
紀
要

文
系
』
五
二
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
１４
）
「
新
編
私
家
集
大
成
」
に
よ
る
。
た
だ
し
、
底
本
の
カ
タ
カ
ナ
表

記
を
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
。

（
１５
）
岡
村
繁
氏
『
新
釈
漢
文
大
系

第
一
一
七
巻

白
氏
文
集
（
二

下
）』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、
七
九
一
頁
）。

（
１６
）
佐
藤
え
り
こ
氏
「『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
か
ぐ
や
姫
の
影
響
│

天
人
降
下
事
件
を
中
心
に
│
」（『
日
本
文
学
』
八
二
、
一
九
九
四
年

九
月
）、
注
（
７
）
長
南
氏
の
論
な
ど
。

（
１７
）
宮
下
雅
恵
氏
「
反
〈
ゆ
か
り
〉・
反
〈
形
代
〉
の
論
理
│
真
砂
君

と
督
の
君
を
め
ぐ
っ
て
」（『
夜
の
寝
覚
論
〈
奉
仕
〉
す
る
源
氏
物

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
と
長
恨
歌
の
影
響

三
九



語
』
青
簡
舎
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
七
頁
、
初
出
「『
夜
の
寝
覚
』

論
│
反
〈
ゆ
か
り
〉・
反
〈
形
代
〉
の
物
語
」『
国
語
国
文
研
究
』
一

一
一
、
一
九
九
九
年
三
月
）。

付
記本

稿
は
、
第
六
四
回
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
大
会
（
二
〇
二
〇
年
一

二
月
六
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
、
加
筆
修
正

し
た
も
の
で
す
。
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

（
い
け
だ
・
あ
や
ね

福
井
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
）

四
〇


