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一
　
は
じ
め
に

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
登
場
人
物
の
振
る
舞
い
が
芝
居
が
か
っ
て
い
て
、
読
者
を
惹

き
つ
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
面
が
少
な
か
ら
ず
あ
る（（
（

。
書

き
手
の
側
か
ら
言
う
と
、
人
物
が
ま
さ
に
舞
台
の
上
で
芝
居
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
立
体

的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
演
出
を
施
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

場
面
が
あ
る
。

①

春
宮
よ
り
、
宮
の
進
を
使
に
て
、
御
文
あ
り
。〔
宮
の
君
は
〕
喜
び
て
見
給
ひ
て
、

声
を
放
ち
て
、「
わ
が
親
の
、
今
々
と
し
給
ひ
し
ま
で
、『
我
は
、
き
ん
ぢ
を
思
ふ
に

ぞ
、
冥よ

み

途ぢ

も
、
え
行
く
ま
じ
き
。
宮
仕
へ
に
出
だ
し
て
、
人
数
に
も
あ
ら
ず
、
か
か

る
折
に
だ
に
、〔
春
宮
は
〕
あ
は
れ
と
も
の
た
ま
は
ね
ば
、〔
中
略
〕
か
か
る
を
見
捨

つ
る
こ
と
。
い
か
さ
ま
に
惑
は
む
ず
ら
む
』
と
、
泣
く
泣
く
隠
れ
給
ひ
に
し
。
あ
が

君
、
今
日
の
御
文
を
見
せ
奉
ら
ず
な
り
に
し
。
か
く
ぞ
の
た
ま
へ
る
。
天あ

ま

翔が
け

り
て
も

見
給
へ
」
と
、
泣
き
の
の
し
り
給
ふ
。

（
国
譲
上
、
六
四
七
〜
六
四
八
）

　

宮
の
君
（
東
宮
妃
、
源
季
明
女
）
は
春
宮
の
寵
愛
を
失
っ
て
い
た
。
し
か
し
久
し
ぶ
り
に
、

亡
く
な
っ
た
父
の
弔
い
の
手
紙
を
春
宮
か
ら
お
く
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
と
う
と
う
待
望
の

手
紙
が
来
た
と
亡
き
父
に
向
っ
て
泣
き
な
が
ら
叫
ぶ
。
こ
の
場
面
は
ま
さ
に
劇
的
で
あ

り
、
芝
居
が
か
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
あ
る
い
は
、「
演
劇
的
」
と
も
言
え
よ
う
か
。
他

に
も
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
芝
居
が
か
っ
た
場
面
と
し
て
、「
三
奇
人
」
の
ふ
る
ま

い
や
、
余
興
で
あ
る
「
才
名
乗
り
」、
軽
口
や
秀
句
を
重
ね
て
い
く
会
話
の
応
酬
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
和
歌
が
詠
ま
れ
る
場
面
に
あ
っ
て
も
芝
居
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
場
合
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
特
に
和
歌
（
歌
群
）
を
中
心
と
す
る
場
面
に
注

目
し
、
そ
の
「
演
劇
的
」
な
側
面
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
は
、
古
く
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
桑
原

博
史
は
そ
の
歌
群
に
つ
い
て
、「
時
間
の
経
過
を
示
す
た
め
に
挿
入
し
た
も
の
」
と
し
、

一
つ
の
手
法
と
し
て
認
め
て
い
る（（
（

。
近
年
で
は
大
井
田
晴
彦
が
、「
群
の
中
に
完
全
に
埋

没
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
の
雄
弁
な
表
現
と
も
な
っ
て
い
る
」
と
し
、「
物
語
の

独
自
な
方
法
と
し
て
評
価
し
直
さ
れ
る
べ
き
」
こ
と
を
説
い
て
い
る（（
（

。
ま
た
高
橋
秀
子
は
、

初
期
定
数
歌
で
用
い
ら
れ
た
「
す
ず
む
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、「
初
期
定
数
歌
で
開

拓
さ
れ
た
表
現
が
、
物
語
の
内
容
や
場
面
に
即
し
て
用
い
ら
れ
、
新
た
な
意
味
を
獲
得
し

て
い
る
」
と
す
る（（
（

。

　

本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
先
行
論
を
踏
ま
え
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
、
和
歌
と
い

う
表
現
の
独
自
性
を
考
察
す
る
。
こ
れ
以
前
や
同
時
代
の
、
歌
集
、
日
記
文
学
、
物
語
な

ど
で
は
見
ら
れ
な
い
手
法
、
あ
る
い
は
先
行
作
品
に
見
ら
れ
る
手
法
を
融
合
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
事
例
を
扱
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
例
は
、
場
面
全
体
が
芝
居
が
か
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
和
歌
を
単
体
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
場
面
全
体
を
ド
ラ
マ

チ
ッ
ク
に
演
出
す
る
一
つ
の
表
現
と
し
て
捉
え
た
い
。

ま
ず
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
場
面
を
解
析
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
と
し
て
、
和
歌

の
分
類
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、「
俊
蔭
」
巻
の
例
、
及
び
「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
例

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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二
　
和
歌
の
分
類

　

和
歌
の
分
類
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
当
時
の
人
々
が
以
下
に
挙
げ
る
用
語
を
用
い
て

分
類
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
場
面
を
検
討
す
る
上

で
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
ま
ず
は
和
歌
の
分
類
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　

鈴
木
日
出
男
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
⑥
』
収
載
の
「
源
氏
物
語
作

中
和
歌
一
覧
」
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る（（
（

。

贈
答　

二
者
の
み
に
よ
っ
て
詠
み
交
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
贈
答
・
唱
和

を
区
別
せ
ず
、
す
べ
て
贈
答
関
係
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
者
間
に
詠
み
交
す
意

識
が
ま
っ
た
く
な
い
の
に
偶
然
に
も
通
じ
あ
う
よ
う
な
場
合
は
、
独
詠
の
範
疇

に
含
め
た
。

唱
和　

三
者
以
上
に
よ
っ
て
詠
み
交
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
お
の
ず
と
同
一
場
面
に

お
け
る
集
団
的
な
唱
和
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

独
詠　

心
遣
り
の
独
吟
や
手
習
歌
の
よ
う
に
、
他
者
へ
の
通
達
の
意
図
が
ま
っ
た
く

な
い
場
合
で
あ
る
。

　

ま
た
、
鈴
木
一
雄
は
和
歌
を
「
独
詠
」「
贈
答
」「
唱
和
」「
そ
の
他
」
に
分
け
て
説
明
し
、

例
え
ば
唱
和
に
つ
い
て
は
、「〔
略
〕
会
合
な
ど
で
、
あ
る
テ
ー
マ
の
も
と
に
詠
み
合
わ
さ

れ
た
歌
。〔
中
略
〕
公
的
な
性
格
を
も
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
贈
答
歌
と
は
質
の
面

か
ら
も
そ
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る（（
（

。
両
者
の
分
類
を
見
る
と
、
人
数

に
よ
る
区
分
と
、
内
容
に
よ
る
区
分
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
小
町
谷
照

彦
は
唱
和
に
つ
い
て
、「
三
人
以
上
の
作
中
人
物
が
、
同
一
の
場
に
居
合
わ
せ
て
、
統
一

さ
れ
た
意
識
や
心
情
に
よ
っ
て
交
互
に
和
歌
を
詠
作
し
、
遊
宴
的
な
社
交
や
心
情
的
な
連

帯
を
も
た
ら
す
も
の
」
と
し
て
い
る（（
（

。
一
方
で
、
久
保
木
哲
夫
は
唱
和
を
「
第
一
次
享
受

者
が
同
時
に
同
じ
場
に
二
人
以
上
い
る
場
合
の
詠
歌
」
と
定
義
し
、「「
三
者
以
上
が
詠
み

0

0

交
わ
す

0

0

0

場
合
」
の
み
を
言
う
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、「
享
受
者
」
と
い
う
視
点
を
加
え

て
論
じ
て
い
る（（
（

。

　

こ
こ
ま
で
を
見
る
と
、
概
ね
詠
む
（
あ
る
い
は
享
受
す
る
）
人
数
や
詠
ま
れ
る
場
と
、
歌

の
内
容
を
連
動
さ
せ
て
分
類
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
久
保
木
哲
夫
が
述
べ
る

通
り
、
実
際
に
は
「
具
体
的
な
用
例
に
当
た
れ
ば
必
ず
分
類
通
り
に
は
い
か
な
い
部
分
」

が
存
在
す
る（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
説
明
に
対
し
、
倉
田
実
は
、「「
唱
和
」
と
い
う
語
は
、
二
者
間
の
贈
答
を
言

う
の
が
本
来
」
で
あ
り
、「
す
べ
て
人
々
が
集
ま
る
「
会
合
」
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
認
定

で
き
る
の
で
、「
会
合
の
歌
」
と
規
定
す
る
の
が
妥
当
」
と
す
る（（1
（

。
そ
れ
に
よ
り
、
享
受

者
は
も
と
も
と
複
数
で
あ
り
、
共
同
性
・
連
帯
性
は
前
提
で
あ
っ
て
、「
会
合
の
主
催
者

と
な
る
人
物
の
王
権
・
政
権
を
寿
ぐ
よ
う
に
歌
が
詠
ま
れ
る
」
と
い
う（（（
（

。
首
肯
で
き
る
点

は
多
い
が
、
例
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
で
は
、
布
引
の
滝
に
行
っ
た
際
皆
で
歌
を

詠
む
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
「
男
」
の
兄
の
衛
府
の
督
が
滝
に
こ
と
寄
せ
て
不
遇
を
嘆
く
歌

を
詠
む
。
そ
れ
に
対
し
「
男
」
が
や
は
り
白
玉
が
飛
び
散
る
景
色
を
中
心
と
し
た
中
に
不

遇
を
匂
わ
せ
る
歌
を
詠
み
、
人
々
は
そ
の
歌
に
「
め
で
て
」
詠
む
こ
と
を
や
め
た
。
こ
の

場
合
、
倉
田
の
い
う
「
会
合
の
歌
」
の
定
義
に
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
兄
の
最

初
の
歌
は
「
共
同
性
・
連
帯
性
」
を
生
み
出
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
い

が
た
く
、
む
し
ろ
個
人
の
思
い
を
詠
ん
で
い
る
（
そ
の
後
の
「
男
」
の
歌
で
連
帯
性
が
生
ま
れ

る
の
で
は
あ
る
が
）。
ま
た
『
う
つ
ほ
物
語
』「
菊
の
宴
」
巻
の
、
実
忠
と
仲
忠
が
比
叡
辻
で

出
く
わ
し
た
際
の
和
歌
の
や
り
と
り
で
は
、
実
忠
が
詠
み
か
け
た
歌
に
対
し
仲
忠
が
同
調

す
る
よ
う
に
詠
ん
で
お
り
、
相
手
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
そ
れ
に
対
す
る
返
答
と
い
っ
た
い

わ
ゆ
る
贈
答
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
を
唱
和
と
す
る
な
ら
ば
、「
唱
和
歌
と
さ

れ
た
和
歌
は
、
す
べ
て
人
々
が
集
ま
る
「
会
合
」
で
詠
ま
れ
た
も
の
」
と
い
う
倉
田
の
論

に
も
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
で
暫
定
的
に
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
い
。
誰
か
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

し
て
詠
ん
で
い
な
い
場
合
を
「
独
詠
」（
周
囲
で
聞
い
て
い
る
人
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
場
合

は
あ
ろ
う
が
）、
は
っ
き
り
と
誰
か
を
意
識
し
て
そ
の
相
手
に
対
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
、

相
手
が
そ
れ
に
対
し
返
答
を
す
る
場
合
を
「
贈
答
」、
そ
の
場
の
雰
囲
気
や
共
有
し
た
い

思
い
を
詠
ん
だ
歌
と
そ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
詠
む
場
合
が
「
唱
和
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
分
類
に
も
ま
た
例
外
は
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
は
人
数
・
場
と
内
容
を
連
関
さ
せ
な

い
分
類
と
し
て
お
く
。
こ
の
よ
う
な
分
類
を
す
る
こ
と
で
様
々
な
例
に
適
用
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
扱
う
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
の
検
討
に
も
必

要
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
三
分
類
が
あ
る
一
方
で
、
土
方
洋
一
は
、
こ
れ
ら
の
分
類
に
収
ま
り
き
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ら
な
い
「
画
賛
的
和
歌
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
土
方
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
須
磨
」

巻
の
歌
を
挙
げ
、「
光
源
氏
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
と
し
て
掲
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
遠
国
へ
赴
く
光
源
氏
の
寂
寥
と
望
郷
の
思
い
が
自
ず
か
ら
歌
の
形
を
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

挿
入

さ
れ
た
も
の
」
と
理
解
で
き
る
と
し
、「〈
物
語
の
世
界
〉
の
中
に
詠
歌
の
場
を
持
た
な
い

和
歌
」
が
あ
る
と
い
う（（1
（

。
ま
た
山
本
登
朗
も
、
土
方
の
「
画
賛
的
和
歌
」
に
対
す
る
問
題

点
を
指
摘
し
つ
つ
、
同
様
の
問
題
を
論
じ
て
い
る（（1
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
か
ら
挙
げ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
は
ど
の
よ
う

な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
は
「
俊
蔭
」
巻
に
お
い
て
、
独

詠
に
分
類
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
内
容
的
に
単
純
な
独
詠
と
は
い
え
な
い
例
を
、
そ

し
て
「
内
侍
の
か
み
」
巻
か
ら
は
唱
和
に
分
類
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
が
や
は
り
内
容
的
に

唱
和
に
収
ま
り
き
ら
な
い
例
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
た
い
。
両
者
は
お
そ
ら
く
通
常
の
、

「
誰
か
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
詠
ん
で
い
な
い
」
独
詠
、
あ
る
い
は
「
そ
の
場
の

雰
囲
気
や
共
有
し
た
い
思
い
を
詠
ん
だ
歌
と
そ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
詠
む
」
唱
和
を
意

識
し
つ
つ
も
そ
れ
を
変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
例
で
表
現
さ
れ
る
複
雑
な

味
わ
い
や
芝
居
が
か
っ
た
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

三
　「
俊
蔭
」
巻
の
歌
群

1
　
本
文
と
分
析

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
の
総
数
は
約
千
首
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
挙
げ
る

よ
う
な
歌
群
は
、
物
語
内
の
他
の
箇
所
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る

と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
俊
蔭
」
巻
の
、
若
小
君
と
俊
蔭
女
に
よ
る
歌
群
を
挙
げ
て
み
た
い
。

②　

か
く
て
、
か
の
女
君
、
夢
の
ご
と
あ
り
し
に
、
た
だ
な
ら
ず
な
り
に
け
り
。
そ
れ

を
も
知
ら
ず
、
父ち

ち

母は
は

の
み
恋
し
く
、
馴
ら
は
ぬ
住
ま
ひ
の
わ
び
し
く
お
ぼ
つ
か
な
き

こ
と
語
ら
ひ
置
き
給
ひ
し
言こ

と

を
、
草
木
の
色
変
は
り
、
木
の
葉
の
散
り
果
つ
る
ま
ま

に
、
涙
を
落
と
し
、
眺
め
わ
た
る
。
夕
暮
れ
に
、
稲い

な

光び
か

り
の
す
る
を
見
て
、

ａ
稲い

な

妻づ
ま

の
影＊

１

を
も
よ
そ
に
見
る
も
の
を
何
に
譬た

と

へ
む
わ
が
思
ふ
人

な
ど
言
へ
ど
、
誰
か
は
答
へ
む
。

　

若
小
君
、
か
く
て
思
ひ
嘆
く
夕
暮
れ
に
、
風
激
し
く
、
虫
の
声
乱
る
る
を
聞
き
て
、

「
あ
は
れ
、
わ
が
見
し
所
の
河
原
風
、
い
か
な
ら
む
」
と
思
ひ
や
り
て
、

ｂ
風
吹
け
ば
声
振
り
立
つ
る
虫
の
音
に
我
も
荒
れ
た
る
宿
を
こ
そ
思
へ

な
ど
眺
め
居
た
る
ほ
ど
に
、
十
月
ば
か
り
に
な
り
ぬ
。
時
雨
る
る
空
に
も
、
人
知
れ

ぬ
袖
に
よ
そ
へ
ら
れ
て
、「
眺
む
る
を
だ
に
」
と
、
空
に
の
み
向
か
へ
る
に
、
鶴つ

る

、

い
と
あ
は
れ
に
、
う
ち
鳴
き
て
渡
る
。
こ
の
君
、
こ
れ
を
聞
き
て
、
ま
し
て
悲
し
さ

ま
さ
り
て
、

「
ｃ
鶴た

づ

が
音ね

に
い
と
ど
も
落
つ
る
涙
か
な
同
じ
河か

は

辺べ

の
人
を
見＊

２

し
か
ば

あ
は
れ
」
と
独
り
ご
ち
て
、「
い
か
な
ら
む
世
に
、
今
一ひ

と

度た
び

見
む
」
と
思
へ
ど
、
夢

の
通
ひ
路
だ
に
な
し
。
月
日
の
経
る
ま
ま
に
、
会
ふ
期ご

な
き
音ね

の
み
泣
か
れ
ま
さ
り

て
、
か
の
京
極
に
も
、
風
の
荒
く
、
霜
、
雪
の
降
り
積
む
ま
ま
に
、
長
き
夜
に
、
よ

ろ
づ
の
こ
と
を
思
ひ
明
か
し
て
、
袖
の
凍こ

ほ

れ
る
を
見
て
、

ｄ
わ
が
袖
の
解
け
ぬ
氷
を
見
る
時
ぞ
む
す
び
し
人
も
あ
り
と
知
ら
る
る

な
ど
思
ふ
ほ
ど
に
、
年
返
り
て
、
春
に
な
り
ぬ
。
か
の
若
小
君
出
で
給
ふ
と
て
、
押

し
折
り
給
ひ
し
桂
の
木
の
、
萌
え
出
で
た
る
を
見
て
、

ｅ
忘
れ
じ
と
契
り
し
枝
は
萌
え
に
け
り
頼
め
し
人
ぞ
こ
の
芽
な
ら
ま
し

と
思
ひ
わ
た
る
。 

（
俊
蔭　

三
一
〜
三
二
）

＊
1　

浜
田
本
「
影
も
よ
そ
に
は
」　　

＊
2　

浜
田
本
「
見
し
よ
り
」

　

若
小
君
は
俊
蔭
女
の
も
と
を
訪
れ
て
契
り
を
結
ん
だ
が
、
そ
の
後
訪
ね
る
こ
と
が
で
き

な
い
で
い
た
。
右
の
場
面
は
、
若
小
君
、
俊
蔭
女
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
を
思
い
、
逢
い
た
く

て
も
逢
え
な
い
切
な
さ
を
歌
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
【
新
全
集
】
頭
注

で
は
、「
離
れ
ば
な
れ
の
二
人
が
お
互
い
に
相
手
を
想
い
嘆
き
つ
つ
過
す
夏
か
ら
春
へ
の

月
日
の
移
ろ
い
が
、〔
中
略
〕
四
季
の
景
物
を
交
え
て
情
趣
豊
か
に
叙
述
さ
れ
る
。
引
歌

や
和
歌
的
表
現
を
駆
使
し
た
叙
情
的
な
表
現
技
巧
は
、
す
で
に
か
な
り
の
達
成
度
を
示
し

て
お
り
評
価
に
値
し
よ
う
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
和
歌
そ
の
も
の
に
も
修
辞
が
用
い
ら
れ
、

こ
の
場
面
は
修
辞
や
歌
語
、引
用
な
ど
を
用
い
て
工
夫
を
凝
ら
し
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
五
首
は
、
相
手
に
向
け
て
詠
ん
だ
も
の
で
な
い
た
め
、
独
詠
と
い
え
る
。
ａ

の
歌
は
俊
蔭
女
、
ｂ
・
ｃ
は
若
小
君
、
ｄ
・
ｅ
は
俊
蔭
女
の
歌
で
あ
る
。【
叢
書
】
で
は
、

ｂ
の
歌
の
前
の
、「
若
小
君
」
に
続
く
「
か
く
て
思
ひ
嘆
く
夕
暮
れ
に
、
…
…
」
に
対
す

る
注
で
、「
俊
蔭
女
が
。
異
所
同
時
性
に
注
意
」
と
し
て
い
る（（1
（

。
こ
の
「
異
所
同
時
性
」
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が
当
該
場
面
の
特
徴
で
あ
る
。
他
に
、
若
小
君
の
場
面
か
ら
俊
蔭
女
の
場
面
に
移
る
と
き

に
も
（
和
歌
ｃ
と
ｄ
の
間
）、「
か
の
京
極
に
も
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
「
異
所
同
時
性
」
の
表

現
と
い
え
る
。
こ
の
直
前
の
、「
会
ふ
期
な
き
音
の
み
泣
か
れ
ま
さ
り
て
」
の
「
泣
か
れ

ま
さ
り
て
」
に
つ
い
て
、【
原
田
文
庫
】
で
は
本
文
を
「
泣
か
れ
ま
さ
り
て
、
か
の
京
極

に
も
」
と
つ
な
げ
て
お
り
、
稿
者
も
そ
の
よ
う
に
校
訂
し
た
。
他
の
注
釈
書
は
い
ず
れ
も

「
泣
か
れ
ま
さ
り
て
。」
と
切
っ
て
い
る
（【
大
系
】
は
読
点
で
区
切
り
改
行
し
て
い
る
）。
し
か

し
こ
の
場
面
の
妙
は
、
若
小
君
と
俊
蔭
女
両
者
の
時
間
空
間
を
ゆ
る
や
か
に
つ
な
げ
、
互

い
が
同
じ
よ
う
に
相
手
へ
の
思
い
を
表
す
と
い
う
言
語
世
界
の
表
現
で
あ
り
、
こ
こ
は
若

小
君
の
場
面
で
切
る
こ
と
な
く
な
め
ら
か
に
俊
蔭
女
の
場
面
に
つ
な
い
で
い
る
と
取
る
方

が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、「
眺
め
わ
た
る
」、「
誰
か
は
答
へ
む
」、「
眺
め
居
た
る
」、「
独
り
ご
ち
て
」、「
夢

の
通
ひ
路
だ
に
な
し
」、「
会
ふ
期
な
き
音
の
み
泣
か
れ
ま
さ
り
て
」
な
ど
、
断
絶
感
、
孤

独
感
を
強
調
す
る
表
現
も
多
く
見
ら
れ
る
。
別
々
の
場
所
に
居
な
が
ら
、
逢
う
こ
と
の
で

き
な
い
二
人
が
相
手
を
思
っ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
よ
り
意
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
五
首
の
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
も
の
だ
が
、「
わ
が
思
ふ
人
」、「
同

じ
河
辺
の
人
」、「
む
す
び
し
人
」、「
頼
め
し
人
」
と
、「
│
人
」
と
い
う
形
で
相
手
の
こ

と
を
表
現
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
（
ｂ
で
は
「
荒
れ
た
る
宿
」
と
相
手
の
こ
と
を
表
現
し

て
い
る
）。
ま
た
、
若
小
君
の
ｂ
の
歌
の
「
我
も
」
は
、「
虫
だ
け
で
な
く
私
も
」
と
い
う

こ
と
だ
が
、「
我
も
荒
れ
た
る
宿
を
こ
そ
思
へ
」
は
、ａ
の
俊
蔭
女
の
歌
の
「
わ
が
思
ふ
人
」

と
あ
た
か
も
呼
応
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
ｃ
の
若
小
君

の
歌
に
は
「
涙
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
ｄ
の
俊
蔭
女
の
歌
に
は
「
袖
」
と
い
う
語
が
用

い
ら
れ
つ
な
が
り
を
持
た
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
見
る
」
と
い
う
語
も
こ

の
二
首
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
五
首
は
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
場
所
で
詠

ん
だ
も
の
で
あ
り
、
相
手
が
受
け
取
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
独
詠
で
あ
る
が
、
ゆ
る

や
か
に
両
者
の
歌
が
呼
応
し
あ
っ
て
贈
答
に
近
い
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と

も
そ
の
よ
う
な
「
群
」
と
し
て
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
る
で

あ
ろ
う（（1
（

。

　

こ
の
五
首
に
つ
い
て
網
谷
厚
子
は
、「
前
の
物
語
を
集
約
さ
せ
る
と
同
時
に
、
次
の
物

語
展
開
へ
の
橋
渡
し
（
中
つ
ぎ
）
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
」
と
す
る
一
方
で
、
二
人
の
逢

瀬
の
前
、
若
小
君
が
俊
蔭
女
の
邸
に
入
っ
て
行
く
際
に
詠
ん
だ
「
虫
だ
に
も
あ
ま
た
声
せ

ぬ
浅
茅
生
に
一
人
住
む
ら
む
人
を
こ
そ
思
へ
」
に
つ
い
て
、「
俊
蔭
女
の
独
詠
歌
〔
稿
者

注
：
「
わ
び
人
は
月
日
の
数
ぞ
知
ら
れ
け
る
明
け
暮
れ
一
人
空
を
眺
め
て
」〕
と
微
妙
に

呼
応
し
合
っ
て
お
り
、
彼
女
の
身
の
上
を
思
い
や
る
少
年
の
、
純
粋
な
心
情
が
表
現
さ
れ

て
い
る
」
と
す
る（（1
（

。
こ
の
俊
蔭
女
の
歌
は
若
小
君
登
場
前
の
独
詠
で
あ
る
が
、「
一
人
」

と
い
う
語
も
内
容
も
、「
微
妙
に
呼
応
し
合
」
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
首
肯
で
き
る
。

そ
う
す
る
と
、
二
人
が
出
会
う
前
か
ら
独
詠
同
士
を
呼
応
さ
せ
る
営
み
が
始
ま
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
例
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
以
外
に
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
参
照
し
た

い
の
が
、
小
町
谷
照
彦
の
論
で
あ
る（（1
（

。
小
町
谷
は
、『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
巻
の
贈
答
歌

と
独
詠
歌
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。
桐
壺
更
衣
が
亡
く
な
り
実
家
に
弔
問
に
訪
れ
た
靫
負

命
婦
の
「
鈴
虫
の
声
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
て
も
長
き
夜
あ
か
ず
ふ
る
涙
か
な
」
と
、
そ
れ

に
答
え
た
更
衣
の
母
の
「
い
と
ど
し
く
虫
の
音
し
げ
き
浅
茅
生
に
露
お
き
そ
ふ
る
雲
の
上

人
」
と
い
う
贈
答
を
挙
げ
、
少
し
後
の
場
面
の
、
帝
の
「
雲
の
う
へ
も
涙
に
く
る
る
秋
の

月
い
か
で
す
む
ら
む
浅
茅
生
の
宿
」
と
い
う
独
詠
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
帝
は
贈
答
、

と
り
わ
け
母
君
の
歌
に
応
じ
て
追
和
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
帝
は
独
詠
に
よ
っ
て
直
接
は

介
入
で
き
な
い
は
ず
の
場
面
に
関
与
で
き
る
よ
う
に
な
」
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、「
和
歌

が
言
葉
に
よ
っ
て
時
空
の
隔
た
り
を
超
克
し
、
人
間
の
心
情
の
連
帯
の
場
を
導
き
出
し
て

い
る
」
と
い
う
。

　

他
に
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
は
い
ず
み
」
に
も
こ
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
男

に
家
を
追
い
出
さ
れ
る
妻
が
、
軒
近
く
に
座
っ
て
月
明
か
り
の
下
泣
き
な
が
ら
、「
わ
が

身
か
く
か
け
離
れ
む
と
思
ひ
き
や
月
だ
に
宿
を
す
み
は
つ
る
世
に
」
と
歌
を
詠
む
。

　

こ
れ
は
妻
の
独
詠
で
あ
り
、
や
っ
て
来
た
男
が
こ
の
歌
を
聞
い
た
と
い
う
記
述
は
な

く
、
返
歌
も
な
い
。
そ
し
て
妻
は
出
て
行
き
、
そ
れ
に
付
き
添
っ
た
小
舎
人
童
が
戻
っ
て

く
る
直
前
、
男
も
一
人
で
「
住
み
な
れ
し
宿
を
見
す
て
て
ゆ
く
月
の
影
に
お
ほ
せ
て
恋
ふ

る
わ
ざ
か
な
」
と
歌
を
詠
む
。

　

男
の
歌
に
つ
い
て
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」
の
頭
注
に
は
「
古
い
妻
が
出
発
す
る
と
き

の
詠
歌
「
わ
が
身
か
く
」
の
「
月
」「
す
む
（
住
む
・
澄
む
）」「
宿
」
に
対
応
さ
せ
る
。
退

身
し
た
古
い
妻
を
、
眼
前
の
月
没
に
擬
定
し
て
、
女
の
用
語
を
流
用
し
て
切
実
な
恋
情
を



『
う
つ
ほ
物
語
』「
俊
蔭
」「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
み
ら
れ
る
歌
群
の
特
性

（5）320

吐
露
し
て
詠
嘆
す
る
」
と
あ
る
。
男
は
妻
の
歌
を
聞
い
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
な
和
歌
を
詠
む
。
独
詠
同
士
で
あ
る
が
、
贈
答
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
だ
。

　

ま
た
、
室
城
秀
之
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
吹
上　

下
」
巻
に
見
ら
れ
る
、
東
宮
を
始

め
と
す
る
懸
想
人
た
ち
の
、
あ
て
宮
へ
の
求
婚
歌
群
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
た
上
で
、

「
こ
れ
ら
の
贈
歌
が
、
そ
れ
ぞ
れ
単
に
独
立
し
た
歌
と
し
て
個
々
に
存
在
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
何
ら
か
の
こ
と
ば
の
連
想
な
ど
に
よ
っ
て
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
」
と
し
、

「
歌
の
こ
と
ば
と
い
う
非
日
常
的
な
言
語
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
求
婚
者
た
ち
個
人
の

思
惑
と
は
別
に
、
歌
群
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る（（1
（

。

　

こ
れ
ら
の
例
や
論
を
見
る
と
、
別
々
の
場
で
詠
ま
れ
た
歌
同
士
に
ゆ
る
や
か
な
連
関
を

生
じ
さ
せ
「
群
」
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
営
み
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
る
と
②

の
独
詠
歌
群
は
、
一
首
一
首
を
バ
ラ
バ
ラ
に
見
る
の
で
は
な
く
、
俊
蔭
女
と
若
小
君
両
者

の
、
決
し
て
相
手
に
届
く
は
ず
の
な
い
思
い
が
あ
た
か
も
贈
答
の
よ
う
に
重
な
り
合
い
響

き
合
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
る
で
舞
台
上
に
同
時
に
二
人
の
人

物
が
登
場
し
、
別
の
場
所
に
い
る
と
い
う
設
定
で
歌
を
歌
い
合
い
、
そ
の
声
が
合
わ
さ
っ

て
い
く
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
デ
ュ
エ
ッ
ト
（
二
重
唱
）
の
一
場
面
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
言
葉
の
世
界
に
お
い
て
二
人
の
人
物
が
歌
を
詠
む
と
い
う
営
み
が
描
か
れ
る
際

は
、
ぴ
っ
た
り
同
時
に
詠
む
こ
と
が
描
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
ゆ
る
や
か
な
同

時
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

2
　
表
現
の
背
景

　

こ
の
よ
う
な
表
現
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
先
行
す
る
作
品
の
う
ち
、『
大
和
物
語
』
の
例
か
ら
見
て
み
よ

う
。

こ
の
つ
き
て
来こ

し
人
の
も
と
に
ゐ
て
、
い
と
あ
は
れ
、
と
思
ひ
や
り
け
り
。
前
に
荻を

ぎ

す
す
き
、
い
と
お
ほ
か
る
所
に
な
む
あ
り
け
る
。
風
な
ど
吹
け
る
に
、
か
の
津つ

の
国く

に

を
思
ひ
や
り
て
、「
い
か
で
あ
ら
む
」
な
ど
、
悲
し
く
て
よ
み
け
る
。

ひ
と
り
し
て
い
か
に
せ
ま
し
と
わ
び
つ
れ
ば
そ
よ
と
も
前
の
荻
ぞ
答こ

た

ふ
る

と
な
む
ひ
と
り
ご
ち
け
る
。 

（
百
四
十
八
段
）

　

長
年
連
れ
添
っ
た
夫
と
貧
し
さ
ゆ
え
に
別
れ
て
一
人
京
に
来
た
女
が
、
夫
を
思
い
独
り

言
と
し
て
歌
を
詠
む
。
②
の
例
と
似
て
い
る
が
、
同
時
に
津
の
国
で
夫
が
妻
を
思
っ
て
歌

を
詠
む
と
い
っ
た
展
開
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
二
十
七
段
で
は
、

訪
れ
の
な
い
男
を
思
っ
て
、
た
ら
い
に
自
分
の
姿
が
映
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
女
が

「
わ
れ
ば
か
り
も
の
思
ふ
人
は
ま
た
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
水
の
下
に
も
あ
り
け
り
」
と
歌

を
詠
む
と
、
男
が
立
ち
聞
き
し
て
「
み
な
く
ち
に
わ
れ
や
見
ゆ
ら
む
か
は
づ
さ
へ
水
の
下

に
て
も
ろ
声
に
鳴
く
」
と
返
歌
す
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
女
の
独
詠
に
は
②
と

の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
結
局
は
贈
答
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
一
致
し

て
い
な
い
。

　

次
に
、
和
歌
の
前
後
の
散
文
に
注
目
し
て
み
た
い
。『
伊
勢
物
語
』
か
ら
引
用
す
る
。

　

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
あ
づ
ま
に
い
き
け
る
に
、〔
中
略
〕

浪
の
い
と
白
く
た
つ
を
見
て
、

い
と
ど
し
く
過
ぎ
ゆ
く
方か

た

の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
浪
か
な

と
な
む
よ
め
り
け
る
。 

（
七
段
）

　

右
は
、
あ
る
情
景
「
を
見
て
」
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
②
で
も
、「
夕
暮
れ
に
、
稲
光
り

の
す
る
を
見
て
」、「
袖
の
凍
れ
る
を
見
て
」、「
桂
の
木
の
、
萌
え
出
で
た
る
を
見
て
」
と
、

情
景
・
事
物
を
見
て
詠
む
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
（
ｂ
、
ｃ
の
前
は
「
〜
を
聞
き
て
」

と
な
っ
て
い
る
）。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
歌
集
に
も
多
々
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
歌
の
直
前
に
詠
者
の
心
情
が
書
か
れ
る
と
い
う
表
現
の
型
も
あ
る
。『
大
和
物

語
』
九
七
段
で
は
、「
か
く
れ
に
し
月
は
め
ぐ
り
て
い
で
く
れ
ど
影
に
も
人
は
見
え
ず
ぞ

あ
り
け
る
」
と
い
う
歌
の
直
前
に
「
も
の
の
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
れ
け
れ
ば
」
と
、
詠

者
で
あ
る
太
政
大
臣
の
心
情
が
書
か
れ
て
い
る
。
②
に
も
、
歌
の
直
前
に
「「
あ
は
れ
、

わ
が
見
し
所
の
河
原
風
、
い
か
な
ら
む
」
と
思
ひ
や
り
て
」（
ｂ
）
や
、「
こ
の
君
、
こ
れ

を
聞
き
て
、
ま
し
て
悲
し
さ
ま
さ
り
て
」（
ｃ
）
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
情
景
・
事
物
を

見
る
だ
け
で
な
く
、
歌
を
詠
む
際
の
心
情
に
言
及
す
る
と
い
う
表
現
の
形
を
踏
ま
え
て
い

る
の
だ
。
そ
し
て
、
再
び
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い
相
手
を
思
い
な
が
ら
、
あ
る
景
物
を
契

機
に
歌
を
詠
む
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
（『
大
和
物
語
』
九
七
段
で
は
亡
き
妻
を
思
い
、

月
を
見
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
）。
そ
も
そ
も
情
景
と
心
情
の
融
合
が
和
歌
の
一
つ
の
型
と
い
え

る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
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次
に
時
を
示
す
表
現
に
注
目
し
て
み
よ
う
。『
一
条
摂
政
御
集
』
か
ら
例
を
挙
げ
る
。

つ
ご
も
り
に
ま
か
で
ぬ
、
正
月
二
日
、
お
と
ゞ

き
の
ふ
よ
り
待ま

て
ど
お
と
せ
ぬ
う
ぐ
ひ
す
の
声こ

ゑ

よ
り
さ
き
に
わ
れ
ぞ
な
き
ぬ
る

 

（
九
三
番
）

　

右
は
、
月
末
に
宮
中
を
退
出
し
た
女
に
対
し
、「
お
と
ゞ
」
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
つ

ご
も
り
」、「
正
月
二
日
」
と
い
う
時
間
を
示
す
表
現
が
使
わ
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
き

の
ふ
」、「
う
ぐ
ひ
す
の
声
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
②
に
も
、「
草
木
の
色
変
は
り
、
木
の

葉
の
散
り
果
つ
る
ま
ま
に
」
や
「
十
月
ば
か
り
に
な
り
ぬ
」、「
月
日
の
経
る
ま
ま
に
」、「
年

返
り
て
、
春
に
な
り
ぬ
」
と
い
っ
た
、
時
が
経
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
言
葉
が
散
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
歌
物
語
や
日
記
文
学
に
も
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
以
前
や
同
時
代
に
書
か
れ
た
作
品
を
見
て
み
る
と
、

②
の
例
と
、
少
し
ず
つ
共
通
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
相
手
に
届

く
こ
と
の
な
い
思
い
を
独
詠
と
し
て
表
し
、
そ
れ
を
二
人
の
人
物
が
互
い
に
呼
応
す
る
か

の
よ
う
に
重
ね
て
い
く
と
い
っ
た
表
現
は
、
管
見
の
限
り
他
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
こ
の
場
面
は
、
同
時
代
や
そ
れ
以
前
の
歌
集
、
歌
物
語
、
日
記
文
学

な
ど
の
表
現
を
踏
ま
え
た
上
で
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
、
歌
語
や
引
用
を
散
り
ば
め
て
、
読

者
に
対
し
、
よ
り
効
果
的
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
表
現
を
な
し
得
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

3
　
ま
と
め

　

若
小
君
と
俊
蔭
女
は
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い
日
々
を
送
り
、
季
節
が
移
り
変
わ
っ
て
い

く
。
当
該
場
面
で
は
、
別
の
場
所
に
い
る
二
人
が
相
手
を
思
う
様
を
ゆ
る
や
か
な
同
時
性

を
保
ち
な
が
ら
二
人
の
和
歌
を
中
心
に
表
現
し
て
い
た
。
和
歌
に
用
い
る
言
葉
を
対
応
さ

せ
た
り
、
和
歌
の
前
に
書
か
れ
る
表
現
を
共
通
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
二
人
の
世
界
を
一

つ
に
ま
と
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
二
節
で
は
、「
誰
か
に
対
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
し
て
詠
ん
で
い
な
い
場
合
」
を
独
詠
と
し
た
。
そ
れ
に
依
る
な
ら
ば
、
当
該
場

面
の
五
首
の
和
歌
は
い
ず
れ
も
独
詠
の
範
疇
に
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
の
よ
う
な
表
現

の
仕
方
に
よ
っ
て
、
人
物
た
ち
に
と
っ
て
は
思
わ
ず
知
ら
ず
、
贈
答
に
な
っ
て
い
る
か
の

よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
だ
。
二
節
で
の
和
歌
の
分
類
は
、
や
は
り
こ
の
よ
う
に
逸
脱
す

る
例
が
ま
ま
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
相
手
に
届
く
わ
け
で
な

い
「
独
詠
」
と
い
う
和
歌
の
特
徴
を
よ
く
把
握
し
た
上
で
あ
え
て
そ
れ
ら
を
呼
応
さ
せ
融

合
し
て
い
く
こ
と
で
、
和
歌
を
軸
と
し
て
新
た
な
場
面
を
形
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
一
つ
の
舞
台
上
で
、
別
の
場
所
に
い
る
と
い
う
設
定
の

二
人
が
客
席
に
向
か
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
歌
う
歌
声
が
響
き
合
い
融
合
し
て
い
く
か
の
よ
う

で
あ
る
。
言
葉
の
世
界
は
音
楽
と
は
異
な
り
、
同
時
に
歌
が
響
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

が
、
別
々
の
場
所
に
い
な
が
ら
和
歌
に
よ
っ
て
あ
る
一
つ
の
「
場
」
を
形
成
し
、
ま
さ
に

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
デ
ュ
エ
ッ
ト
（
二
重
唱
）
が
展
開
す
る
一
場
面
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

「
演
劇
的
」
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
歌
群

1
　
本
文
と
、
帝
か
ら
正
頼
ま
で
の
和
歌
に
つ
い
て

　

次
に
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
表
れ
る
歌
群
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
本
文

を
挙
げ
て
み
よ
う
。

③　
〔
帝
〕「
い
で
や
、
何
を
か
は
、
今
宵
の
御
禄
に
は
す
べ
か
ら
む
。〔
中
略
〕
お
も

と
〔
俊
蔭
の
女
〕
に
は
、
み
づ
か
ら
を
や
は
得
給
は
ぬ
。〔
中
略
〕」
と
て
、
御
前ま

へ

な

る
日ひ

給だ
ま
ひの
簡ふ

だ

に
、
尚

な
い
し

侍の
か
みに
な
す
よ
し
書
か
せ
給
ひ
て
、
そ
れ
が
上
に
、
か
く
な
む
。

「
目
の
前
の
枝
よ
り
出
づ
る
風
の
音お

と

は
離か

れ
に
し
物
も
思
ほ
ゆ
る
か
な

こ
れ
が
あ
は
れ
な
れ
ば
な
む
」
と
書
き
つ
け
さ
せ
給
ひ
て
、
上
達
部
た
ち
の
御
中
に
、

「
人
々
、
こ
れ
に
名
し
て
下く

だ

さ
れ
よ
」
と
て
賜た

う

び
つ
。
左
の
お
と
ど
〔
季
明
〕、
見
給

ひ
て
、「
い
と
お
ぼ
つ
か
な
し
。
誰
な
ら
む
」
と
思
せ
ど
、〔
中
略
〕「
左
大
臣
従
二

位
源
朝
臣
季
明
」
と
書
き
つ
け
て
、
そ
の
傍
ら
に
、

「
風
の
音
は
誰
も
あ
は
れ
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
い
づ
れ
の
枝
と
知
ら
ず
も
あ
る
か
な

お
ぼ
つ
か
な
き
宣
旨
に
な
む
」
と
書
き
つ
け
て
、
右
の
お
と
ど
〔
忠
雅
〕
に
奉
り
給

へ
り
。
見
給
ひ
て
、「
あ
や
し
く
、
た
だ
今
、
こ
と
も
な
き
琴き

ん

の
声
出
だ
し
て
尚
侍

に
な
る
べ
き
人
、
絶
え
て
な
し
。
琴
弾
き
け
る
人
の
族
に
こ
そ
は
あ
め
れ
」
と
思
ほ

し
寄
り
て
、
名
し
給
ふ
。「
右
大
臣
従
二
位
藤
原
朝
臣
忠
雅
」
と
書
き
つ
け
て
、
か

く
な
む
、

武た
け

隈く
ま

の
塙は

な
はの

松
は
親
も
子
も
並
べ
て
秋
の
風
は
吹
か
な
む
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と
書
き
つ
け
て
、
左
大
将
〔
正
頼
〕
に
奉
り
給
ふ
。〔
中
略
〕
右
の
お
と
ど
、「
い
さ

や
、
さ
る
は
、
か
く
な
む
思
ひ
給
へ
寄
り
た
る
。
い
か
に
、
さ
は
思
さ
ず
や
」。「
い

で
、
さ
も
知
ら
ず
か
し
。
さ
こ
そ
言
へ
、
い
た
く
思
ほ
し
寄
り
た
る
か
な
」
と
て
、

名
し
給
ふ
。「
大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
陸
奥
出
羽
按
察
使
源
朝
臣
正
頼
」

と
書
き
つ
け
て
、

塙
よ
り
吹
き
来
る
風
の
寒
け
れ
ば
む
べ
も
こ
松
は
涼
し
か
り
け
り

と
書
き
つ
け
て
、
右
大
将
〔
兼
雅
〕
に
奉
り
給
ふ
。
見
給
ひ
て
、「
あ
や
し
。
こ
は

な
で
ふ
こ
と
ど
も
ぞ
。
兼
雅
は
、
心
得
ず
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
上
、「
け
し
う
。
そ

こ
は
、
心
得
給
ふ
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
か
し
、
お
ぼ
つ
か
な
な
が
ら
、
御
名
を
、

は
や
」。
右
大
将
、「
蜻か

げ
ろ
ふ蛉
こ
そ
、
こ
れ
に
は
奉
る
べ
か
め
れ
。
お
ぼ
つ
か
な
く
て
は
」

と
の
た
ま
ふ
。
上
、「
お
ぼ
め
く
よ
り
、
は
か
な
く
て
や
は
あ
り
け
む
。
い
で
、
な

知
ら
せ
そ
や
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。「
従
三
位
守
大
納
言
兼
行
右
近
衛
大
将
春
宮
大
夫

藤
原
朝
臣
兼
雅
」
と
書
き
て
、

ふ
き
ま
さ
る
松
よ
り
出
づ
る
風
な
れ
や
こ
と
な
る
な
み
の
涙
落
つ
る
は

と
書
き
つ
け
給
ひ
て
、
民
部
卿
に
奉
り
給
ふ
。 
（
内
侍
の
か
み　

四
三
〇
〜
四
三
一
）

　

俊
蔭
女
の
琴き

ん

の
弾
奏
を
聞
き
感
動
し
た
帝
は
、
彼
女
を
尚
侍
に
し
よ
う
と
、
そ
の
旨
を

「
日
給
の
簡
」
に
記
し
、
歌
を
添
え
る
。
そ
し
て
そ
の
場
に
い
る
上
達
部
た
ち
に
同
意
す

る
署
名
を
す
る
よ
う
促
す
。
上
達
部
た
ち
は
そ
こ
で
、
署
名
し
た
上
で
和
歌
を
書
き
付
け

る
。
そ
の
九
首
が
唱
和
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
上
達
部
た
ち
は
、
帝
が
尚
侍

に
し
よ
う
と
し
て
い
る
女
性
が
誰
な
の
か
を
知
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
ま
ま
署
名
し
、
歌

を
詠
む
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
俊
蔭
女
の
夫
で
あ
る
兼
雅
の
和
歌
に
注
目
す
る
が
、

ま
ず
は
帝
か
ら
正
頼
ま
で
の
歌
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
帝
の
「
目
の
前
の
」
の
和
歌
で
あ
る
が
、
各
注
釈
書
と
も
、「
目
の
前
の
枝
」
は

宴
の
松
原
の
松
が
枝
で
あ
り
、
そ
の
「
枝
よ
り
出
づ
る
風
の
音
」
に
琴
の
音
を
た
と
え
、

「
離
れ
に
し
物
」
は
過
ぎ
去
っ
た
昔
を
指
す
と
い
う
こ
と
で
概
ね
共
通
し
て
い
る
。
当
然

帝
は
琴
の
音
の
主
を
俊
蔭
女
だ
と
知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
は
っ
き
り
と
そ
れ
を
示
唆
す
る

こ
と
の
な
い
詠
み
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
左
大
臣
源
季
明
は
、
ま
ず
和
歌
の

直
前
で
琴
を
弾
い
て
尚
侍
に
な
る
の
が
誰
な
の
か
分
か
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
、
先
行
歌

の
言
葉
を
用
い
な
が
ら
も
「
い
づ
れ
の
枝
と
知
ら
ず
も
あ
る
か
な
」
と
そ
れ
を
表
現
す
る
。

一
方
、
右
大
臣
藤
原
忠
雅
は
琴
の
音
の
主
を
い
ぶ
か
し
く
思
う
も
の
の
、「
琴
弾
き
け
る

人
の
族
に
こ
そ
は
あ
め
れ
」
と
、
俊
蔭
女
で
あ
る
こ
と
を
「
思
ほ
し
寄
」
る
。
忠
雅
の
和

歌
の
「
武
隈
の
塙
の
松
」
は
陸
奥
の
歌
枕
の
相あ

い

生お
い

の
松
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
、
俊
蔭
女

と
仲
忠
に
一
緒
に
琴
を
弾
い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
忠
雅
は
左

大
将
正
頼
と
言
葉
を
交
わ
し
、
琴
を
弾
き
尚
侍
と
な
る
人
物
を
思
い
つ
い
た
と
語
り
、
正

頼
は
よ
く
思
い
つ
い
た
、と
言
う
。二
人
の
会
話
は
「
か
く
な
む
思
ひ
た
ま
へ
寄
り
た
る
」、

「
さ
は
思
さ
ず
や
」、「
さ
も
知
ら
ず
か
し
」
と
、
直
接
名
を
言
い
表
す
こ
と
な
く
指
示
語

で
行
わ
れ
る
。
自
分
た
ち
だ
け
が
琴
の
音
の
主
の
正
体
を
理
解
し
共
有
し
合
っ
て
い
る
と

い
う
感
じ
を
よ
く
表
し
て
お
り
、
こ
れ
も
芝
居
が
か
っ
た
演
出
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
正

頼
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
塙
よ
り
」
の
歌
を
詠
む
。「
こ
松
」
は
「
小
松
」
で
あ
り
、「
子
」

が
掛
か
っ
て
い
て
、
全
体
と
し
て
は
、
母
で
あ
る
俊
蔭
女
の
琴
の
音
が
す
ば
ら
し
い
の
で

仲
忠
の
琴
も
す
ば
ら
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

　

大
井
田
晴
彦
は
、「「
内
侍
督
」
で
は
、
い
く
つ
か
の
鍵
語
や
動
機
が
繰
り
返
さ
れ
、
変

奏
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
物
語
が
展
開
し
、
主
題
が
明
確
に
形
成
さ
れ
て
く
る
」
と
し
た

上
で
、「
秋
風
」
を
取
り
上
げ
、「
こ
の
巻
の
非
日
常
性
・
祝
祭
性
」
と
の
関
わ
り
を
指
摘

す
る
。
そ
し
て
当
該
の
「「
風
」
を
共
通
語
句
と
し
た
唱
和
歌
群
」
に
つ
い
て
「「
松
風
」

が
琴
の
音
の
喩
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
し
つ
つ
、

そ
も
そ
も
、
物
語
の
発
端
か
ら
、
琴
の
一
族
と
「
風
」
と
は
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
。

「
唐
土
に
至
ら
む
と
す
る
に
、
仇
の
風
吹
き
て
」
俊
蔭
は
波
斯
国
へ
と
漂
着
し
た
。

そ
こ
で
得
た
秘
琴
に
は
、「
南
風
」「
波
斯
風
」
の
ご
と
く
「
風
」
の
命
名
が
な
さ
れ
、

そ
の
三
十
も
の
琴
は
「
旋
風
」
が
巻
き
上
げ
て
、
送
り
届
け
た
の
で
あ
っ
た
（
以
上
、

俊
蔭
）。
い
っ
た
い
、
俊
蔭
の
漂
流
と
は
、
冥
冥
の
力
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。「
内
侍
督
」
で
も
、
首
巻
「
俊
蔭
」
と
の
照
応
を
は
か
り
つ
つ
、「
風
」

の
不
可
思
議
な
神
秘
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
指
摘
し
て
い
る（（1
（

。
当
該
の
歌
群
の
「
松
風
」
が
琴
の
音
の
喩
で
あ
る
こ
と
は
、「
俊
蔭
」

巻
か
ら
連
な
る
琴
の
物
語
の
大
き
な
流
れ
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
重
要
な
論
で
あ
る
。
し

か
し
大
井
田
の
指
摘
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
前
後
の
散
文
は
取
り
上
げ
ず
、
歌
そ
の
も
の
の

分
析
も
喩
の
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
歌
の
前
後
に
も
注
目
し
つ
つ
、
特

に
兼
雅
の
歌
を
取
り
上
げ
、
当
該
場
面
で
の
「
唱
和
」
と
し
て
の
奥
行
き
を
示
し
て
み
た
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2
　
兼
雅
と
帝
の
や
り
取
り

　

さ
て
、
唱
和
は
次
に
右
大
将
兼
雅
の
番
と
な
る
。
他
の
人
物
と
異
な
る
の
は
、
和
歌
の

前
に
帝
と
の
猿
楽
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
入
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
兼
雅
は
「
あ
や
し

〜
」
で
、こ
の
事
態
が
分
か
ら
な
い
と
言
う
。季
明
も
琴
の
音
の
主
を
理
解
し
て
い
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
は
内
心
思
う
だ
け
で
発
言
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
兼
雅
は
忠
雅
と
正
頼

の
歌
を
見
て
も
琴
の
音
の
主
で
尚
侍
に
な
る
の
が
自
分
の
妻
だ
と
気
づ
か
な
い
の
で
あ

り
、
そ
の
素
朴
で
気
遣
い
の
な
い
発
言
は
滑
稽
な
も
の
と
言
え
る
。
兼
雅
の
発
言
を
聞
い

た
帝
は
彼
を
た
し
な
め
、
早
く
署
名
す
る
よ
う
促
す
。
そ
の
言
い
方
も
く
だ
け
た
雰
囲
気

で
滑
稽
味
を
出
し
て
い
る
。

　

次
の
兼
雅
の
「
蜻
蛉
こ
そ
〜
」
の
発
言
に
つ
い
て
、【
室
城
全
】
と
【
新
全
集
】【
室
城

文
庫
】
で
は
、「
お
ぼ
つ
か
な
夢
か
う
つ
つ
か
か
げ
ろ
ふ
の
ほ
の
め
く
よ
り
も
は
か
な
か

り
し
か
」（
古
今
六
帖
・
五
）
の
引
用
か
と
し
て
い
る
。
次
の
帝
の
発
言
か
ら
も
、
こ
れ
は

首
肯
で
き
る
説
で
あ
ろ
う
。こ
の
兼
雅
の
発
言
は
深
い
意
味
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、「
お

ぼ
つ
か
な
く
て
署
名
す
る
の
は
困
る
、
こ
ん
な
こ
と
で
は
（
か
す
か
に
し
か
見
え
な
い
）
か

げ
ろ
う
を
差
し
上
げ
る
の
が
よ
い
よ
う
だ
」
と
い
う
、
引
用
を
踏
ま
え
た
軽
口
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。
帝
は
引
用
さ
れ
た
歌
の
「
ほ
の
め
く
よ
り
も
は
か
な
か
り
し
か
」
を
変
え
て
、

「
お
ぼ
め
く
よ
り
、
は
か
な
く
て
や
は
あ
り
け
む
（
は
っ
き
り
し
な
い
と
迷
う
よ
り
、
早
く
署
名

せ
よ
。
は
か
な
い
こ
と
な
ど
あ
っ
た
ろ
う
か
）」
と
間
髪
入
れ
ず
に
答
え
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
深

い
意
味
の
な
い
猿
楽
の
よ
う
な
台
詞
の
応
酬
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
つ
っ
こ
み
」
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
帝
の
発
言
の
「
い
で
、
な
知
ら
せ
そ
や
」
に
つ
い
て
、【
大
系
】
は
「
兼
雅
に

は
知
ら
せ
る
な
」
と
し
、【
室
城
文
庫
】
も
「
ま
わ
り
の
人
々
へ
の
発
言
」
と
し
て
い
る
。

【
叢
書
】
は
兼
雅
へ
の
発
言
と
し
て
、「
ま
あ
、
お
知
り
に
な
ら
ぬ
ほ
う
が
よ
い
」
と
す
る

（【
新
全
集
】
も
同
様
）。「
い
で
」
は
、
嘆
き
や
感
動
、
ま
た
否
定
す
る
気
分
を
表
す
が
、「
人

を
あ
る
行
動
に
誘
う
、
ま
た
は
あ
る
行
動
を
起
こ
す
よ
う
請
い
求
め
る
気
持
を
表
わ
す
」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
意
味
も
あ
る
。
そ
し
て
「
な
知
ら
せ
そ
」
と
、
使
役
の
助
動
詞
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
部
分
は
、
途
中
で
会
話
の
相
手
が
変
わ
り
、
尚

侍
に
な
る
女
性
が
誰
な
の
か
理
解
し
て
い
る
周
囲
の
人
々
に
対
し
て
言
わ
れ
た
も
の
と
解

釈
で
き
る
。
直
接
会
話
文
と
し
て
つ
な
げ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
り
、
帝
の
茶

目
っ
気
あ
る
ふ
る
ま
い
が
生
き
生
き
と
立
ち
上
が
っ
て
来
る
。

　

大
井
田
晴
彦
は
「
こ
の
物
語
、
特
に
前
半
部
に
は
、
和
歌
や
漢
籍
、
史
書
な
ど
の
典
拠

を
踏
ま
え
た
会
話
が
す
こ
ぶ
る
多
い
」
と
し
、
人
物
が
「
遊
戯
的
な
機
知
に
富
む
言
葉
の

や
り
と
り
」
を
し
て
い
る
と
述
べ
る（11
（

。
こ
こ
で
も
、
和
歌
の
引
用
を
し
な
が
ら
軽
口
、
秀

句
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
困
惑
し
滑
稽
な
様
子
を
示
す
兼
雅
と
そ

れ
を
責
め
る
帝
と
い
う
構
図
に
よ
っ
て
猿
楽
的
な
面
白
味
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
唱
和

に
参
加
す
る
他
の
人
物
に
は
見
ら
れ
な
い
描
写
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
兼
雅
に
対
し
て
こ
と

さ
ら
に
滑
稽
な
性
質
を
与
え
よ
う
と
し
た
表
現
と
い
え
る
。

3
　
兼
雅
の
和
歌
と
そ
れ
以
降
の
和
歌
に
つ
い
て

　

そ
れ
で
は
③
の
場
面
に
戻
り
、
ま
ず
兼
雅
の
「
ふ
き
ま
さ
る
」
の
和
歌
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。
以
下
に
は
、
先
の
引
用
③
の
末
尾
近
く
に
あ
る
兼
雅
の
和
歌

を
再
掲
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
四
首
を
含
む
本
文
を
引
く
。

④　
「
従
三
位
守
大
納
言
兼
行
右
近
衛
大
将
春
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
兼
雅
」
と
書
き
て
、

ふ
き
ま
さ
る
松
よ
り
出
づ
る
風
な
れ
や
こ
と
な
る
な
み
の
涙
落
つ
る
は

と
書
き
つ
け
給
ひ
て
、
民
部
卿
に
奉
り
給
ふ
。「
従
三
位
権
大
納
言
兼
民
部
卿
源
朝

臣
実さ

ね

正ま
さ

」
と
書
き
て
、

年
経
れ
ど
枝
も
移
ら
ぬ
高た

か

砂さ
ご

は
隣
の
松
の
風
や
越
え
ま
し

と
書
き
て
、
左
衛
門
督
に
奉
り
給
ふ
。
そ
れ
、
名
し
給
ふ
。「
中
納
言
従
三
位
兼
左

衛
門
督
藤
原
朝
臣
正
仲
」
と
書
き
つ
け
給
ふ
。

い
に
し
へ
の
松
は
枯
れ
に
し
住す

み

江の
え

の
昔
の
風
は
忘
れ
ざ
り
け
り

と
て
、
平
中
納
言
に
奉
り
給
ふ
。「
中
納
言
従
三
位
平
朝
臣
正ま

さ

明あ
き
ら」
と
書
き
て
、

聞
く
人
は
姉あ

ね

歯は

の
松
の
風
な
れ
や
昔
の
声
を
思
ひ
出
づ
る
は

と
て
、
宮
の
大か

み夫
に
奉
り
給
ふ
。「
中
納
言
中
宮
大
夫
従
三
位
源
朝
臣
文ふ

ん

正ま
さ

」
と
書

き
つ
け
て
な
ど
、
心
々
に
御
名
し
て
下く

だ

り
ぬ
。
か
く
て
、
こ
の
歌
、

松
風
の
昔
の
声
に
聞
こ
ゆ
る
は
八や

　
そ十

島し
ま

よ
り
や
吹
き
伝
ふ
ら
む

 

（
内
侍
の
か
み　

四
三
一
〜
四
三
二
）



『
う
つ
ほ
物
語
』「
俊
蔭
」「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
み
ら
れ
る
歌
群
の
特
性

（9）316

　

兼
雅
の
歌
に
つ
い
て
は
本
文
に
異
同
が
あ
っ
て
、
前
田
家
本
で
は
初
句
が
「
ふ
け
ま
さ

る
」、
浜
田
本
で
は
「
吹
ま
さ
る
」
で
あ
る
。【
全
書
】
と
【
大
系
】
で
は
「
ふ
き
ま
さ
る
」

と
校
訂
し
、
そ
の
他
の
注
釈
で
は
「
ふ
け
ま
さ
る
」
と
し
て
い
る（1（
（

。

　

初
句
に
つ
い
て
、
同
じ
「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
少
し
前
の
、
俊
蔭
女
が
琴
の
弾
奏
を
す

る
場
面
に
「
夜
は
更
け
ま
さ
り
、
こ
と
も
出
で
来
ま
さ
る
ま
ま
に
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、

当
該
歌
と
の
つ
な
が
り
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
日
本
文
学W

eb

図
書
館
」
の
新
編

国
歌
大
観
・
新
編
私
家
集
大
成
の
検
索
で
は
、
平
安
期
ま
で
の
「
松
」「
風
」「
波
（
浪
）」

の
三
語
が
含
ま
れ
る
歌
に
表
れ
る
「
ふ
け
」
は
ほ
ぼ
「
吹
け
」
で
あ
り
、「
吹
く
」
と
い

う
語
は
こ
の
組
み
合
わ
せ
と
と
も
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
該
の
歌
の
構

成
に
注
目
す
る
と
、
上
の
句
の
末
尾
は
「
〜
な
れ
や
」
で
あ
る
。
同
じ
構
成
の
和
歌
を
挙

げ
て
み
よ
う
。
和
歌
の
み
引
用
す
る
。

浮
草
の
上
は
し
げ
れ
る
淵ふ

ち

な
れ
や
深
き
心
を
知
る
人
の
な
き
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「
〜
な
れ
や
」
は
右
の
よ
う
な
場
合
、「
〜
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
」
や
「
〜
だ
な
あ
」
と
い
っ

た
訳
が
ふ
さ
わ
し
い
。
上
の
句
で
唐
突
に
あ
る
状
況
を
提
示
し
、
下
の
句
で
「
と
い
う
の

は
…
…
」
と
そ
の
事
情
を
説
明
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
当
該
歌
の
要
点
を
簡

明
に
示
す
と
、「
ふ
き
／
ふ
け
ま
さ
る
松
か
ら
出
る
風
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、
浪
の
よ
う
な

涙
が
落
ち
る
の
は
」
と
な
る
の
で
あ
り
、「
吹
き
ま
さ
る
風
に
よ
っ
て
浪
が
立
つ
」
と
い

う
流
れ
で
上
の
句
と
下
の
句
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
よ
っ
て

本
文
と
し
て
は
「
ふ
き
ま
さ
る
」
の
方
が
良
く
、「
ふ
き
」
か
ら
「
ふ
け
」
へ
の
転
化
が

起
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
「
こ
と
な
る
」
に
つ
い
て
、
直
後
の
「
な
み
」
の
「
な
」
に
「
無
」
を
掛
け
て
「
殊

な
る
無
」（
格
別
な
こ
と
も
な
い
）
と
い
う
意
味
を
表
す
と
す
る
注
釈
書
が
多
い
。
し
か
し

「
無
」
を
掛
け
ず
「
一
種
特
別
の
感
涙
が
流
れ
る
こ
と
だ
」（【
全
書
】）
の
よ
う
に
解
釈
し

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
「
こ
と
な
る
」（
格
別
な
）
の
「
こ
と
」
に
「
琴
」
を
響

か
せ
、「
な
み
」
と
「
涙
」
で
音
を
重
ね
て
い
る
と
取
れ
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
兼
雅
の
歌
は
、「
吹
き
」（「
松
」）「
風
」「
浪
」
と
い
う
語
の
組
み
合
わ
せ

で
「
琴
が
す
ば
ら
し
い
か
ら
涙
が
ひ
ど
く
流
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

他
の
唱
和
の
参
加
者
が
俊
蔭
女
を
示
唆
し
て
い
る
の
と
対
照
的
に
、
た
い
し
た
内
容
を
詠

ん
で
い
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
滑
稽
さ
を
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
そ
の
後
の
実
正
の
「
年
経
れ
ど
」
の
歌
は
、【
室
城
全
】
に
は
「
高
砂
の
松
は
、

相
生
の
松
で
、
仲
忠
の
母
と
兼
雅
の
夫
婦
仲
を
、「
隣
の
松
の
風
」
に
、
帝
の
恋
心
を
た

と
え
る
か
」
と
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
（【
原
田
文
庫
】【
新
全
集
】【
室
城
文
庫
】
も
同
じ
解
釈
）。

次
の
正
仲
の
「
い
に
し
へ
の
」
の
歌
は
、
俊
蔭
は
亡
く
な
っ
た
が
、
俊
蔭
女
の
琴
に
は
父

の
琴
の
趣
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
っ
た
内
容
を
表
す
と
す
る
注
釈
が
多
い
。
そ
の
後

の
正
明
の
「
聞
く
人
は
」
と
文
正
の
「
松
風
の
」
の
歌
は
解
釈
し
づ
ら
い
点
も
あ
る
が
、

正
仲
の
歌
を
受
け
、
今
聞
い
た
琴
は
「
昔
の
声
」
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と

い
う
内
容
で
あ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
兼
雅
と
そ
れ
以
降
の
人
物
た
ち
の
歌
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
た
。
こ
こ
か
ら
何

が
浮
か
び
上
が
る
の
か
、
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。

4
　
ま
と
め

　

本
節
の
1
及
び
3
項
で
見
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
内
容
を
振
り
返
る
と
、
二
首
目
の

季
明
の
歌
と
兼
雅
の
歌
以
外
は
み
な
、
琴
の
音
の
主
で
あ
り
尚
侍
に
な
る
の
が
俊
蔭
女
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
、
ま
た
は
そ
れ
に
矛
盾
し
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
季
明

の
歌
は
琴
の
音
の
主
が
誰
か
分
か
ら
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
表
明
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
兼
雅
は
皆
に
な
ら
っ
て
詠
ん
で
い
な
が
ら
、
や
は
り
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と

が
露
呈
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
の
兼
雅
に
つ
い
て
【
新
全
集
】
で
は
、

「
ま
っ
た
く
的
外
れ
な
詠
歌
も
、
一
座
の
中
で
は
哀
れ
な
く
ら
い
浮
い
て
い
る
」
と
し
、

「
帝
と
俊
蔭
の
娘
の
非
日
常
的
で
遊
戯
的
な
愛
の
世
界
が
、
任
尚
侍
と
い
う
形
で
実
を
結

ぼ
う
と
す
る
そ
の
と
き
、
そ
こ
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
兼
雅
の
滑
稽
も
ま
た
極
ま
る
」
と

記
し
て
い
る
。
兼
雅
の
歌
を
季
明
以
外
の
歌
と
比
較
す
る
と
、
俊
蔭
女
の
存
在
を
匂
わ
せ

る
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
他
の
歌
と
和
し
て
い
な
い
印
象
を
与
え
て
い
る
。

　

大
井
田
晴
彦
は
、「
楼
の
上　

下
」
巻
の
俊
蔭
女
・
仲
忠
・
い
ぬ
宮
の
唱
和
に
つ
い
て
、

「
い
ぬ
宮
が
唱
和
に
加
わ
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
重
要
」
と
し
、「
こ
の
唱
和
に
よ
っ

て
、
い
ぬ
宮
は
実
質
的
に
琴
の
一
族
に
組
み
込
ま
れ
、
か
つ
一
族
の
連
帯
は
強
靱
な
も
の
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と
な
っ
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る（11
（

。
唱
和
に
お
い
て
は
、
歌
を
詠
む
こ
と
が
す
な
わ
ち
そ

の
「
場
」
の
一
員
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
関
係
の
輪
に
入
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
内

侍
の
か
み
」
巻
の
当
該
の
場
面
で
も
兼
雅
は
、
尚
侍
承
認
の
署
名
の
み
な
ら
ず
、「
唱
和
」

と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
帝
が
俊
蔭
女
を
尚
侍
に
任
命
す
る
と
い
う
企
み
を
実
現
す
る
場

に
否
応
な
く
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
唱
和
と
は
「
そ
の
場
の
雰
囲
気
や
共
有
し
た
い

思
い
を
詠
ん
だ
歌
と
そ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
詠
む
」
歌
と
考
え
ら
れ
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
当
該
の
唱
和
で
は
、
詠
む
べ
き
こ
と
の
中
心
が
は
っ
き
り
と
分
か
ら
な
い
と
い
う
状

況
が
帝
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
手
探
り
の
中
で
詠
ま
れ
た
歌
に
よ
り
、
自
分
の
妻
が
尚

侍
に
な
る
と
い
う
重
大
な
こ
と
が
分
か
ら
な
い
兼
雅
の
姿
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
大
井

田
は
ま
た
、「
国
譲　

下
」
巻
の
嵯
峨
院
が
主
催
し
た
花
の
宴
に
お
け
る
唱
和
に
つ
い
て
、

「
唱
和
歌
が
人
と
人
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
反
面
、
決
し
て
集
団
と
は
相
容
れ
な
い

個
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
」
と
し
て
、
嵯
峨
院
の
歌
に
「
王
者
の
孤
独
」

を
読
み
取
り
、「
雰
囲
気
や
思
い
の
共
有
」
と
は
正
反
対
の
唱
和
の
側
面
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る（11
（

。
こ
の
「
集
団
と
は
相
容
れ
な
い
個
の
あ
り
よ
う
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う

点
は
、
当
該
の
歌
群
に
も
通
ず
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
唱
和
の
場
面
が
多
く
、
概
ね
「
そ
の
場
の
雰
囲
気
や
共
有
し
た

い
思
い
を
詠
ん
だ
歌
と
そ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
詠
む
」
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
ば
か

り
で
あ
る
。「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
当
該
の
場
面
で
は
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
変
化
さ
せ
、

皆
と
共
有
す
べ
き
事
柄
に
気
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と

い
っ
た
複
雑
な
表
現
を
し
て
い
る
。
あ
え
て
一
般
的
な
「
唱
和
」
に
収
ま
り
き
ら
な
い
表

現
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
い
印
象
を
与
え
て
い
る
の
だ
。

　

し
か
し
一
方
で
こ
れ
も
形
式
と
し
て
は
唱
和
で
あ
り
、
ま
た
内
容
的
に
も
、
場
に
同
調

し
て
い
こ
う
と
す
る
様
は
歴
と
し
た
唱
和
で
あ
る
と
い
え
る
。「
内
侍
の
か
み
」
の
こ
の

歌
群
は
、
猿
楽
的
な
や
り
取
り
と
、
唱
和
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
、
兼
雅
の
、
状
況
を
理

解
で
き
て
い
な
い
滑
稽
さ
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
場
面
前
後
に
あ

る
帝
と
俊
蔭
女
の
、
恋
愛
の
気
分
を
基
調
と
し
た
、
和
歌
の
贈
答
や
か
ぐ
や
姫
に
な
ぞ
ら

え
た
や
り
と
り
と
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
帝
を
除
く
八
首
の
前
に
は
必
ず
署
名
が
記
さ

れ
、
重
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
帝
は
任
尚
侍
の
署
名
を
求
め
た
の
で
あ

り
当
然
な
の
だ
が
、
署
名
を
省
略
せ
ず
に
記
す
と
こ
ろ
は
読
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
り
、

そ
の
人
物
の
振
る
舞
い
と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
の
か
、
注
目
さ
せ
惹
き
つ
け

る
演
出
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
俊
蔭
女
の
す
ば
ら
し
い
弾
琴
の
禄
と
し

て
、
尚
侍
に
し
よ
う
と
こ
の
唱
和
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
高
揚
し
た
気
分
で
茶
目
っ

気
た
っ
ぷ
り
の
帝
の
企
み
に
貴
族
た
ち
は
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
、
生
き
生
き
と
し
た
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
す
る
。
こ
の
人
々
の
ふ
る
ま
い
の
描
写
を
つ
な
い
で
い
く
の
も
ま
た
唱

和
な
の
で
あ
り
、
独
特
な
和
歌
の
用
い
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
場
面
を
よ
り
芝
居

が
か
っ
た
も
の
へ
と
盛
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　

以
上
、「
俊
蔭
」
巻
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
、
和
歌
を
中
心
と
し
た
芝
居
が
か
っ
た
場

面
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。「
俊
蔭
」
巻
の
例
で
は
、
俊
蔭
女
と
若
小
君
の
、
相
手
を

思
う
気
持
ち
を
表
し
た
独
詠
歌
が
並
べ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
贈
答
歌
の
よ
う
に
呼
応
し
て
響

き
合
う
様
が
確
認
で
き
た
。
通
常
の
独
詠
の
形
を
と
っ
た
上
で
そ
れ
を
逸
脱
し
て
い
く
こ

と
に
よ
り
、
群
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
生
じ
さ
せ
て
新
た
な
表
現
と
し
て
い
る
。
別
々
の

場
所
に
い
て
断
絶
し
て
い
る
存
在
同
士
が
歌
と
い
う
特
別
な
言
葉
の
世
界
で
ゆ
る
や
か
に

融
合
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
両
者
は
相
手
に
届
け
よ
う
と
歌
を
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
し
、
実
際
そ
の
言
葉
は
相
手
に
届
く
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
読
者
は
あ
た
か
も
見
物
席

か
ら
、
同
じ
舞
台
に
居
な
が
ら
断
絶
し
て
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
と
れ
な
い
二
人

の
芝
居
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
互
い
を
思

い
合
う
せ
つ
な
さ
を
味
わ
う
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
例
で
は
、
帝
が
、
尚
侍
に
任
命
す
る
女
性
を
俊
蔭
女
だ

と
明
か
さ
ず
そ
れ
に
同
意
す
る
署
名
を
求
め
、
皆
が
署
名
を
し
な
が
ら
一
首
ず
つ
和
歌
を

詠
ん
で
い
く
中
で
、
俊
蔭
女
の
夫
で
あ
る
兼
雅
だ
け
が
事
態
を
理
解
で
き
て
い
な
い
滑
稽

さ
を
露
呈
す
る
と
い
う
場
面
を
扱
っ
た
。「
そ
の
場
の
雰
囲
気
や
共
有
し
た
い
思
い
を
詠

ん
だ
歌
と
そ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
詠
む
」
歌
で
あ
る
と
い
え
る
唱
和
と
い
う
装
置
に
よ

り
否
応
な
く
輪
に
加
わ
っ
た
兼
雅
は
、（
直
前
の
ふ
る
ま
い
も
含
め
）
そ
の
歌
か
ら
、
同
調
を

志
向
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
雰
囲
気
や
思
い
の
共
有
」
が
一
人
だ
け
で
き
て
い
な

い
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
唱
和
の
特
性
を
う
ま
く
利
用
し
て
こ
そ
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で
き
た
独
自
の
表
現
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
忠
雅
と
正
頼
の
会
話
や
、
帝
と
兼
雅
の
滑
稽

な
や
り
取
り
な
ど
、
歌
の
前
後
に
描
か
れ
る
人
物
た
ち
の
芝
居
じ
み
た
ふ
る
ま
い
が
読
者

を
惹
き
つ
け
る
。
俊
蔭
女
と
の
恋
の
雰
囲
気
に
彩
ら
れ
た
「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
お
い
て
、

帝
は
、
詠
む
べ
き
こ
と
の
本
質
を
隠
し
な
が
ら
人
々
に
歌
を
詠
ま
せ
る
と
い
う
茶
目
っ
気

を
発
揮
す
る
。
そ
し
て
こ
の
企
み
に
巻
き
込
ま
れ
戸
惑
う
人
々
と
、
そ
の
中
で
さ
ら
に
滑

稽
に
浮
く
姿
を
見
せ
る
兼
雅
の
様
子
は
非
常
に
劇
的
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
場
面
を
表
現
す

る
上
で
唱
和
は
不
可
欠
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
俊
蔭
」
巻
の
例
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
例
に
は
、
一
見
、
内

容
的
な
共
通
性
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
和
歌
の
「
独
詠
」「
贈
答
」「
唱
和
」

と
い
っ
た
あ
り
方
か
ら
あ
え
て
逸
脱
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
世
界
は
揺
さ
ぶ
ら

れ
、
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
場
面
を
劇
的
に
す
る
こ
と
に
一
役
買
う

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
点
で
こ
の
二
つ
の
場
面
は
共
通
し
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』

の
和
歌
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
高
度
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
こ

の
よ
う
に
他
の
作
品
に
は
な
い
独
自
性
も
見
ら
れ
る
。
人
物
の
振
る
舞
い
が
芝
居
が
か
っ

て
い
て
立
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
場
面
の
多
い
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
、
こ

の
よ
う
に
通
常
と
は
異
な
る
ひ
ね
っ
た
形
で
用
い
ら
れ
た
和
歌
は
、
そ
の
場
面
全
体
を
ド

ラ
マ
チ
ッ
ク
に
演
出
す
る
重
要
な
表
現
た
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
う
つ
ほ
物

語
』
に
お
け
る
他
の
芝
居
を
思
わ
せ
る
場
面
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
別
稿
に
て
と
り
あ
げ

る
つ
も
り
で
あ
る
。

※
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
、
室
城
秀
之 

校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』
お
う
ふ
う
（
一
九
九
五
）

に
依
る
。
た
だ
し
、
本
文
を
あ
ら
た
め
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
引
用
本
文
の
後
の
数
字
は
同
書
の

頁
数
を
表
す
。
ま
た
、
本
文
中
、
資
料
中
の
〔　

〕
内
は
稿
者
の
注
記
で
あ
る
。

※
文
中
で
言
及
す
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
注
釈
書
の
略
称
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
全
書
】
宮
田
和
一
郎
校
註
『
宇
津
保
物
語　

一
』
日
本
古
典
全
書　

朝
日
新
聞
社　

一
九
四
八

　
　
　
　

同
『
宇
津
保
物
語　

三
』
日
本
古
典
全
書　

朝
日
新
聞
社　

一
九
五
〇

【
大
系
】
河
野
多
麻　

校
注
『
宇
津
保
物
語　

二
』
日
本
古
典
文
学
大
系
11　

岩
波
書
店　

一
九
六
一

【
原
田
文
庫
】 

原
田
芳
起
校
注
『
宇
津
保
物
語　

上
巻
』〈
角
川
文
庫
二
五
三
七
〉
角
川
書
店　

一
九

六
九

　
　
　
　
　
　

同
『
宇
津
保
物
語　

中
巻
』〈
角
川
文
庫
二
五
三
八
〉
角
川
書
店　

一
九
六
九

【
叢
書
】
野
口
元
大
校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

一
』
校
注
古
典
叢
書　

明
治
書
院　

一
九
六
九

　
　
　
　

同
『
う
つ
ほ
物
語　

三
』
校
注
古
典
叢
書　

明
治
書
院　

一
九
八
六

【
室
城
全
】
室
城
秀
之 

校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』
お
う
ふ
う　

一
九
九
五

【
新
全
集
】 

中
野
幸
一
校
注
・
訳
『
う
つ
ほ
物
語　

1
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
14　

小
学
館　

一

九
九
九　

同
『
う
つ
ほ
物
語　

2
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

15　

小
学
館　

二
〇
〇

一

【
室
城
文
庫
】 

室
城
秀
之
訳
注
『
新
版
う
つ
ほ
物
語　

一　

現
代
語
訳
付
き
』〈
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
〉　

二
〇
二
二　

同
『
新
版
う
つ
ほ
物
語　

三　

現
代
語
訳
付
き
』〈
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
〉　

二
〇
二
三

※
『
う
つ
ほ
物
語
』
以
外
の
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
諸
文
献
を
用
い
た
。

・
塚
原
鉄
雄　

校
注
『
堤
中
納
言
物
語
』
新
潮
日
本
古
典
集
成　

新
潮
社　

一
九
八
三

・
片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子　

校
注
・
訳
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和

物
語　

平
中
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12　

小
学
館　

一
九
九
四

・
犬
飼
廉
・
後
藤
祥
子
・
平
野
由
紀
子　

校
注
『
平
安
私
家
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
28　

岩
波

書
店　

一
九
九
四

・
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂　

校
注
・
訳
『
古
今
和
歌
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11　

小
学
館　

一
九
九
四

注（1
） 　

藤
澤
咲
良
「
う
つ
ほ
物
語
の
列
挙
表
現
」『W

A
SED

A
 R

ILA
S JO

U
R

N
A

L

』
六　

早
稲
田

大
学
総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
一
八
・
十　

で
は
、
音
声
・
口
誦
を
想
起
さ
せ
る
列

挙
表
現
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
れ
自
体
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。

（
2
） 　

桑
原
博
史
「
宇
津
保
物
語
の
和
歌
│
作
り
物
語
に
お
け
る
散
文
・
和
歌
の
融
合
の
一
方
法
│
」

『
国
語
と
国
文
学
』
三
八
│
七　

一
九
六
一
・
七

（
3
） 　

大
井
田
晴
彦
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
│
そ
の
諸
相
│
」『
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
』
風
間
書
房　

二
〇
〇
二

（
4
） 　

高
橋
秀
子
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
と
初
期
定
数
歌
│
開
拓
さ
れ
た
和
歌
表
現
の
展
開
│
」

『
平
安
前
期
物
語
と
和
歌
史
│
現
実
世
界
と
物
語
世
界
を
越
境
す
る
和
歌
│
』
武
蔵
野
書
院　

二

〇
二
四

（
5
） 　

阿
部
秋
生
他
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
⑥
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
25　

小
学
館　

一
九
九
八　

鈴
木
日
出
男
は
こ
の
他
に
「
代
作
」
と
い
う
項
目
も
設
け
て
い
る
。

（
6
） 　

鈴
木
一
雄
「『
源
氏
物
語
』
の
文
章
」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
六
九
・
六

（
7
） 　

小
町
谷
照
彦
「
唱
和
歌
の
表
現
性
」『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
東
京
大
学
出
版
会　

一

九
八
四

（
8
） 　

久
保
木
哲
夫
「「
唱
和
歌
」
考
」
片
野
達
郎
編
『
日
本
文
芸
思
潮
論
』
桜
楓
社　

一
九
九
一
。

他
に
、
森
岡
常
夫
「
源
氏
物
語
の
和
歌
」『
日
本
文
学
論
大
系
Ⅵ
』
雄
山
閣　

一
九
四
三
、
浅
田

徹
「
和
歌
と
制
度
│
抒
情
と
い
う
こ
と
│
」『
叢
書
想
像
す
る
平
安
文
学
』
三　

二
〇
〇
一　

な
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ど
も
和
歌
の
分
類
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
9
） 　

久
保
木
哲
夫
『
折
の
文
学　

平
安
和
歌
文
学
論
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
七

（
10
） 　

倉
田
実
「
源
氏
物
語
「
会
合
の
歌
」
の
意
義
│
い
わ
ゆ
る
「
唱
和
歌
」
の
再
検
討
│
」『
大
妻

女
子
大
学
紀
要
│
文
系
│
』
四
十
四　

二
〇
一
二
・
三

（
11
） 　

倉
田
実
「
源
氏
物
語
「
唱
和
歌
」
規
定
の
再
検
討
│
「
会
合
の
歌
」
の
提
言
│
」『
中
古
文
学
』

八
八　

二
〇
一
一
・
十
二

（
12
） 　

土
方
洋
一
「『
源
氏
物
語
』
作
中
歌
の
ひ
と
つ
の
形
態
│
画
賛
的
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
青
山

語
文
』
四
六　

二
〇
一
六
・
三
。
他
に
土
方
が
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
論
に
、「
源
氏
物
語
に
お
け

る
画
賛
的
和
歌
」『
源
氏
物
語
の
テ
ク
ス
ト
生
成
論
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
〇
、「
物
語
作
中
歌
の

位
相
」
青
山
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
編
『
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

源
氏
物
語
と
和
歌

世
界
』
新
典
社　

二
〇
〇
六　

な
ど
が
あ
る
。

（
13
） 　

山
本
登
朗
「
伊
勢
物
語
に
お
け
る
散
文
と
和
歌
│
連
接
形
式
の
意
味
│
」『
伊
勢
物
語
論　

文

体
・
主
題
・
享
受
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
一
、
同
「
散
文
と
和
歌
の
連
接
│
い
わ
ゆ
る
「
画
賛
的

和
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
む
ら
さ
き
』
五
一　

二
〇
一
四　

な
ど
。

（
14
） 　

こ
の
「
思
ひ
嘆
く
」
に
つ
い
て
、【
全
書
】【
新
全
集
】
は
若
小
君
の
動
作
と
し
て
い
る
。
一
方

【
室
城
全
】
は
「
俊
蔭
女
が
思
い
嘆
く
の
意
。
若
小
君
と
俊
蔭
女
が
、
別
の
場
所
で
同
時
に
と
い

う
こ
と
」
と
し
て
い
る
（【
室
城
文
庫
】
も
同
様
）。

（
15
） 　

三
田
村
雅
子
は
「
若
小
君
物
語
の
位
相
│
宇
津
保
物
語
に
お
け
る
文
脈
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
の

差
異
と
統
合
│
」（『
玉
藻
』
一
九
八
五
・
十
二
）
で
、
当
該
歌
群
の
前
に
位
置
す
る
も
の
を
含
む

十
六
首
を
取
り
上
げ
、
う
ち
十
一
首
が
「
│
人
」
の
表
現
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
の

歌
群
に
つ
い
て
、
屏
風
歌
が
背
景
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
16
） 　

網
谷
厚
子
「
う
つ
ほ
物
語
の
和
歌
」『
平
安
朝
物
語
の
構
造
と
解
釈　

竹
取
・
う
つ
ほ
・
栄
花
』

研
究
選
書
53　

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
二

（
17
） 　

注（
7
）に
同
じ
。

（
18
） 　

室
城
秀
之
「
あ
て
宮
求
婚
譚
と
求
婚
歌
群
」『
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』（
第
二
章
「
う
つ

ほ
物
語
の
和
歌
」）
若
草
書
房　

一
九
九
六

（
19
） 　

大
井
田
晴
彦
「
労
あ
る
秋
の
夕
暮
れ
│
『
う
つ
ほ
物
語
』「
内
侍
督
」
の
表
現
│
」『
名
古
屋
大

学
文
学
部
研
究
論
集
（
文
学
）』
六
二　

二
〇
一
六
・
三

（
20
） 　

大
井
田
晴
彦
「
会
話
の
方
法
」『
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
』
風
間
書
房　

二
〇
〇
二

（
21
） 　

こ
こ
の
本
文
を
「
ふ
け
ま
さ
る
」
と
す
る
【
叢
書
】
と
【
新
全
集
】（
訳
）
で
は
「
夜
が
更
け

る
に
つ
れ
て
」
と
解
釈
し
（【
室
城
文
庫
】
も
同
様
）、【
原
田
文
庫
】
で
は
「
年
経
た
」、【
新
全
集
】

頭
注
で
は
「
年
数
を
経
て
立
派
に
な
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
22
） 　

大
井
田
晴
彦
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
的
方
法
│
そ
の
達
成
│
」『
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
』
風

間
書
房　

二
〇
〇
二

（
23
） 　

注（
3
）に
同
じ
。
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The Characteristics of the Poems in the “Toshikage” 
and “Naishi no Kami” Chapters of Utsuho Monogatari

Sakura FUJISAWA

　In Utsuho Monogatri, the characters’ behavior can seem almost as if within a play, and there are multiple 
scenes where they appear to be performing to attract the reader. In this paper, I will focus on scenes that are cen-
tered on waka poems and examine their dramatic aspects which are reminiscent of plays.
　First, I will confirm the classification of waka into solo poems, poetic exchanges, and poetic recitations. Then, I 
will examine examples from the “Toshikage” and the “Naishi no Kami” chapters.
　In the “Toshikage” chapter, the solo poems of Toshikage-no-musume and Wakakogimi that express their feel-
ings for each other are featured next to each other within the narrative. Though they are solo poems, the poems 
resonate with each other as if they were part of a poetic exchange. The effect is such that the reader feels they are 
watching a play where the two characters are on the same stage yet separated from each other.
　In the “Naishi no Kami” chapter, during a poetic recitation with the Emperor, among others, Kanemasa aims to 
fit in with the group as each person composes a poem and then recites it to share the mood through the consecu-
tive poems. However, though he does not realize it, he alone cannot create a poem that fits into the sequence, 
making him seem comical.
　The author has these waka poems deliberately deviating from the ideals of waka solo poems, poetic exchanges, 
and poetic recitations. This shakes up the reader’s world makes a strong impact and adds a dramatic element to 
the scene.

Abstract


