
一
、

問
題
の
所
在

『
源
氏
物
語
』

の
中
に
は、

登
場
人
物
が
古
詩、

古
歌
の

「
朗
詠
」

を
行
っ

て
い
る
描
写
が
数
多
く
見
ら
れ
る。

し
か
し、

こ
れ
ら
の
描
写
の
背
景
と
な
る
は
ず
の
当
時
の
「
朗
詠
」

の
実
情

（
奏
唱
法、

曲
調
等
）

は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

た
と
え
ば、

当
時
の

「
朗
詠
」

は、

音
楽
史
的
に
み
て、

現
行
の
楽
部
朗
詠
や
歌
会
始
の
歌
披
講
に

直
接
結
び
つ
く
も
の
と
は
い
え
ず、

現
行
曲
の
特
性
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
て

（
注
1
)

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た、

当
時
の
文
献
に
も、
「
朗
詠
」

の
実
態
に

つ
い
て
の
記
述
は
少
な
く、

平
安
末
期
成
立
と
い
わ
れ
る
『
郭
曲
抄
』
（
架
塵

秘
抄
口
伝
集
巻
十
一

し
十
四
）

に、

そ
の
奏
唱
法
が
記
さ
れ
る
程
度
で
あ
る。

従
っ
て、
『
源
氏
物
語
』

の
中
の
「
朗
詠
」

の
あ
り
よ
う
は
（
『
源
氏
』

が
作

り
物
語
で
あ
る
と
い
う
条
件
も
含
め
て
）、

悲
本
的
に
内
部
徴
証
に
よ
っ
て
推

定
し
て
ゆ
く
よ
り
な
い
。

し
か
し
な
が
ら、

物
語
中
の
「
朗
詠
」

の
記
述
は、

た
と
え
ば、
白
氏
文
集
十
九

「
ま
さ
に
長
き
夜」

と
う
ち
誦
じ
て
臥
し
た
ま
へ
り。
（
夕
顔

本
一

巻
173
頁。

引
用
以
下
同
じ
）

古
典
集
成

『
源
氏
物
語
』

中
に
は、

古
詩、

古
歌
を
□
頭
で
口
に
す
る
例
（
会
話
の
中

に
出
る
も
の
を
除
く
）

が
89
例
ほ
ど
存
す
る。

そ
の
描
写
に
用
い
ら
れ
て
い
る

動
詞
は
次
表
1
の
通
り
で
あ
る
が、

こ
れ
ら
の
全
て
を、

音
楽
的
な
「
朗
詠
」

と
し
て
認
定
す
る
こ
と
は、

た
め
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

太
字
で
示
し
た

（
注
3
)

動
詞
は、

従
来
の
研
究
に
お
い
て
そ
の
全
部
又
は
一

部
が
「
朗
詠
」

と
認
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が、

例
え
ば
「
ひ
と
り
ご
つ
」
「
の
た
ま
ふ
」
な
ど
の
動
詞
で

源
氏
物
語
の
中
に
お
け
る
朗
詠
と
歌
謡

二
、
「
朗
詠
」

と
「
歌
謡
」

の
比
較
（
一
）
ー
用
い
ら
れ
る
動
詞
ー

の
よ
う
に、

奏
唱
法
や
曲
調
を
具
体
的
に
示
さ
な
い
も
の
が
殆
ん
ど
で、

そ
の

検
討
の
み
か
ら、
「
朗
詠
」

の
あ
り
よ
う
を
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
を
伴
う。

（
注
2
)

そ
こ
で
稿
者
は、

同
じ
く
『
源
氏
物
語
』

中
に
見
え
る
多
く
の
「
歌
詞
」

の

描
写
に
着
目
し、

こ
れ
を
「
朗
詠
」

の
揺
写
と
比
較
す
る
こ
と
に
し
た。

こ
れ

ら
の
「
歌
謡
」

は、

当
時
盛
行
し
た
も
の
で、

そ
の
多
く
は、
「
朗
詠
」

よ
り

も
歴
史
が
古
く、

祭
事
に
用
い
ら
れ
る
な
ど、

す
で
に
こ
の
当
時
楽
曲
と
し
て

固
定
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る。

こ
の
よ
う
な、

確
定
的
な
「
歌
謡
」

と
の
比
較

に
よ
っ
て、

物
語
中
に
描
か
れ
た
「
朗
詠
」

の
特
性
を
闊
明
に
し
て
ゆ
き
た

、

。

し

青

柳

隆

志
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表
ー
「
朗
詠
」

の
動
詞

う
ち
誦
ず

24

誦

ず

8

ひ
と
り
ご
つ
（
う
ち
ー）

認

口
ず
さ
ぶ
（
う
ち
ー）

6

聞
こ
ゆ

6

の
た
ま
ふ

5

な
が
む

3

言
く
さ
に
す
（
ー
な
る
）

2

言
ひ
け
つ

2

怨
む
（
ー
か
く
る
）

2

口
が
た
む

2

か
た
ら
ふ

ー

口
な
る

1

ほ
の
め
か
す

ー

な

し

4

複
合
動
詞

う
ち
誦
じ
ひ
と
り
ご
つ

1

口
ず
さ
び
ひ
と
り
ご
つ

1

ひ
と
り
ご
ち
な
が
む

1

う
そ
ぶ
き
な
が
む

1

言
く
さ
に
な
り
て
な
が
む

1

わ
な
な
か
し
い
づ

1

の
た
ま
ひ
い
づ

1

の
た
ま
ひ
す
さ
ぶ

1

お
ど
ろ
か
し
き
こ
ゆ

ー

t

,

 

．

計

8

(
＊
）
唱
歌
の
殿
上
人
の
記
事
に

限
る

う
た
ふ

24

加
ふ
（
声
ー
言
ー
う
ち
ー）

4

う
ち
添
ふ
（
声
ー）

3

あ
そ
ぶ
(
*
)

唱
歌
す

口
ず
さ
ぶ
(
I
す）

い
だ
す
（
う
ち
ー）

す
さ
ぶ

う
ち
あ
は
す

言
ひ
な
す

う
そ
ぶ
く

さ
し
い
ら
へ
す

詠
す

な
し

複
合
動
詞

う
た
ひ
す
さ
ぶ

い
だ
し
て
う
た
ふ

ひ
と
り
ご
ち
う
た
ふ

う
た
ひ
興
ず

祝
ひ
き
こ
ゆ

口
ず
さ
み
に
の
た
ま
ふ

吾
口

61 

表
2
「
歌
詞」

の
動
詞

ーーーー2
 
3
 

6
 
ーー ーーーー 2

 
2
 
3
 
3
 

は、
「
朗
詠
」

と
い
う
よ
り
は、

単
に
古
詩、

古
歌
が
口
に
さ
れ
た
も
の
に
過

ぎ
な
い
と
も
見
ら
れ
る。

し
か
し、

物
語
中
の
「
朗
詠
」

の
あ
り
よ
う
を
考
え

る
場
合、

こ
れ
ら
の
非
音
楽
的
な
動
詞
の
併
存
と
い
う
現
象
は、

作
者
の
朗
詠

に
対
す
る
認
識
を
示
す
も
の
と
し
て、

注
目
に
値
す
る。

そ
こ
で
本
稿
で
は、

こ
れ
ら
に
配
慮
し
な
が
ら
も、

な
お
全
て
を
「
朗
詠
」

と
み
な
し
た
う
え
で、

「
歌
謡」

と
の
比
較
を
行
な
う
も
の
と
す
る。

こ
れ
に
対
し
て
『
源
氏
物
語
』

中
の
「
歌
謡」

の
描
写
に
用
い
ら
れ
て
い
る

動
詞
は
上
表
2
の
通
り
で
あ
る。

一

見
し
て
わ
か
る
よ
う
に、
「
朗
詠
」

と
「
歌
詞」

で
は、

用
い
ら
れ
る
動

詞
に
は
っ
き
り
と
し
た
違
い
が
あ
る。

ま
ず、
「
朗
詠
」

で
は、
「
誦
ず
（
う
ち
誦
ず）」

が、

最
も
多
く
用
い
ら
れ、

「
朗
詠
」

を
代
表
し
て
い
る
の
に
対
し
て、
「
歌
謡」

で
は
「
う
た
ふ
」

が
最
も

多
く
用
い
ら
れ、

全
体
の
ほ
ぼ
半
数
に
達
す
る
（
但
し、

唱
歌、

神
楽
歌、

踏

歌、

青
海
波
詠
に
は
な
し
）。

し
か
も、

こ
の
二
つ
の
動
詞
は、

相
互
に
わ
た

る
も
の
が
な
く、

完
全
な
相
補
的
分
布
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

「
朗
詠
」

に、
「
う
た
ふ
」

の
例
が
な
く、

代
わ
り
に
専
ら
「
誦
ず
（
う
ち
誦

（
注
4
)

ず）」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は、

そ
れ
が
習
慣
的
な
描
写
法
で
あ
っ

た
に

せ
よ、

や
は
り
作
者
が
「
朗
詠
」

を、
一

般
の
「
歌
詞」

と
は
印
象
の
異
な
る

も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う。

確
か
に、

物
語
中
の

「
朗
詠
」

と
「
歌
謡」

の
あ
り
よ
う
に
は、

多
く
の
相
違
点
が
見
ら
れ
る。

例

え
ば、
「
歌
謡」

に
は、

催
馬
楽

・

・

・

・

御
遊
び
の
す
こ
し
乱
れ
ゆ
く
ほ
ど
に、

高
砂
を
出
だ
し
て
う
た
ふ
。

い
と

高
砂
の
末
句

う
つ
く
し。
（
中
略）
「
あ
は
ま
し
も
の
を、

さ
ゆ
り
ば
の
」

と
う
た
ふ

と
ぢ
め
に
：·
:
（
賢
木

二
1
182
)

の
よ
う
に、

全
曲
を
歌
い
切
っ
た
と
お
ほ
し
い
例
が
多
い。

確
か
に、
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風
俗
歌

鴛
鳶

萎つ
ま
の
調
べ
を
す
が
が
き
て
「
玉
藻
は

な
刈
り

そ」
と
歌
ひ
す
さ

び
た

ま
ふ
も：··
:

（
真
木
柱

四
ー

243
)

の
よ
う
に、

曲
の
一
部
の
み
が
示
さ
れ
る
例
も
少

な
く
は

な
い
が
(
14
例） 、

物
語
中
に
は
む
し
ろ 、

催
馬
楽
．

．

 

い
た
＜

酔
ひ
乱
れ
た
る
さ
ま

し
て、

竹
河
歌
ひ
け
る
ほ
ど
見
れ
ば
：·
：·

（
真
木
柱

四
—

231
)

の
よ
う
に、

由
名
の
み
を
示
し
て、

具
体
的

な
揺
写
を
省
く

例
が
多
い
こ
と
か

ら
(
26
例） 、

砧
本
的
に
全
曲
を
歌
う
こ
と
が
前
提
と

な
っ

て
い
た
も
の
と
見

ら
れ
る 。

こ
れ
に
対
し
て、
「
朗
詠」
に
は 、

古
詩 、

古
歌
の
全
句
が
あ
げ
ら
れ
る
例

は
全
く

見
ら
れ
ず 、

最
も
長
い
も
の
で
も 、

古
時
で
は
七
言
詩
の
一
句
分
（
淡

字
七
字） 、

古
歌
で
は
短
歌
の
二
句
分
で
あ
り、
と
く

に
古
詩
で
は 、

「
霜
の
後
の
夢」
と
聞
じ
た
ま
ふ 。

須
磨
二
1

246
)

朗
詠
集
七
0
ニ

団国

胡
角一
声
霜
後
夢

漠
宮
万
里
月
前
腸

叩
犀

の
よ
う
に、
一
句
の
さ
ら
に一
部
の
み
を
「
朗
泳」
し
た
と
思
わ
れ
る
例
が 、

24
例
中
11
例
に
わ
た
っ

て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る 。
ま
た 、
「
歌
謡」
に
見
ら

れ
る
凹
名
の
表
示
も 、
「
朗
詠」
に
は
全
く

見
ら
れ

な
い。

つ
ま
り、

物
語
中

の
「
朗
詠」
は 、

全
て、

断
片
的
に
口
に
さ
れ
た
も
の
と

し
て
描
か
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る 。

こ
の
こ
と
は 、

物
語
中
に
お
け
る
「
歌
詞」
と
「
朗
詠」
の、

か
な

り
決
定

的
な
迩
い
で
あ
ろ
う 。

固
定
章
由
を
背
景
と
す
る
「
歌
詞」
に
あ
っ

て
は 、

断

片
的
に
歌
わ
れ
た
に
し
て
も 、

そ
の
音
楽
性
は
ほ
ぽ
保
証
さ
れ
よ
う 。

し
か

し、

仝
て
が
断
片
に
と
ど
ま
る
「
朗
詠」
に
あ
っ

て
は 、

そ
の
確
定
は
保
証
し

が
た
い 。
も
っ
と
も 、

物
謳
巾
に
は 、

「
朗
詠」
を
代
表
す
る
「
誦
ず
（
う
ち

誦
ず）」
を
も
っ

て、

古
誨
や
古
歌

な
ら
ぬ 、

当
應
の
誨
歌
の
描
写
に
用
い
る

表
3
「
歌
謡」
の
伴
奏
楽
翠�

和筆琵
手主己 琴

12 13 20 

場
合
が
あ
り
(
11
例） 、

そ
の
場
合
に
は

鳥
辺
山
も
え

し
け
ぶ
り
も
ま
が
ふ
や
と
洵
士
の
塩
焼
く

油
見
に
ぞ
行
く

•

•

•

•

 

御
返
り
と
も

な
く
う
ち
誦
じ
た
ま
ひ
て
（
須
磨
ニ
ー

208
)

の
よ
う
に、

全
体
を
「
誦
ず（
う
ち
誦
ず）」
例
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら 、
「
誦

ず（
う
ち
誦
ず）」
に
つ
い
て、
一
定
の
曲
調
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る 。

し
か
し、

同
様
に
当
座
詠
で
も 、
「
歌
罰」
が
意
識
さ
れ
た
場
合
に
お
い

て
は 、

催
馬
楽

朝
ぼ
ら
け
霧
立
つ
空
の
ま
よ
ひ
に
も
行
き
過
ぎ
が
た
き
妹
が
門
か

な

．

．

．

．

．

．

．

．

 

と 、
二
返
り
ば
か
り
歌
ひ
た
る
に
（
若
紫

―
1

227
)

の
よ
う
に、
「
う
た
ふ」
に
置
換
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
見
て
も 、

そ
の
曲

詞
は 、
「
う
た
ふ」
に
拮
杭
し
う
る
よ
う

な、

固
定
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
は

考
え
ら
れ
ず 、

音
楽
性
の
点
で
は 、
「
う
た
ふ」
よ
り
も
下
位
の、

異
質

な
も

の
と

し
て
把
掠
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
ま
た 、

音
楽
性
と
い
う
点

で
い
え
ば 、
「
歌
罰」
に
は 、

表
3
の
よ
う
に、

多
く
の
伴
奏
楽
器
が
併
用
さ

れ
て
い
る
が 、
「
朗
詠」
の
場
合
に
は 、
89
例
中
5
例
（

琴
2
例 、

和
琴、

琵

琶 、

笛
各
1
例）
に
し
か
楽
器
の
伴
奏
が

な
く 、

な
か
に
は

．

．

．

．

．

 和
渓
朗
詠
集

琴
は
抑
し
や
り
て、
「
楚
王
の
台
の
上
の
夜
の

琴
の
声」
と
誦
じ
た
ま
へ

る
も・・・
（
東
屋

七
ー

晒
）

の
よ
う
に、

伴
奏
を
中
断
し
て
「
朗
詠」
す
る
例
も
見
ら
れ 、

こ
の
点
で
も

拍↑ti琴
＇ 

つず

の
-, 8 9 9 

←引笙横
に
つ板 笛
し‘
て1 4 5 

旦 I
のなそ御
場 の遊
合し他び
ぁ
り19 4 4 
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「
朗
詠
」

の
あ
り
よ
う
は、
「
歌
謡
」

と
は
異
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
朗
泳
」

は、

物
謳
中
に
お
い
て
、

そ
の
断
片
性、

お
よ
び
、

音
楽
性
の

点
で
、
「
歌
四叫
」

と
の
間
に
著
し
い
印
政
の
迩
い
を
有
す
る
。

作
者

が
こ
と
さ
ら
に
、

「
則、
述
」

と
「
歌
謡
」

に
お
け
る
代
表
的
な
励
詞
を
区
別
し

た
の
は、

そ
の
よ
う
な
忍
識
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う。

次
に
、

双
方
に
用
い
ら
れ
た
動
詞
を
具
体
的
に
比
校
す
る
。

ま
ず
注
目
さ
机
る
の
は、
「
朗
泳
」

に
多
く
見
ら
れ
る
「
ひ
と
り
ご
つ
」
「
間

こ
ゆ
」
「
の
た
ま
ふ
」
「
言
ふ
」

等
の
動
詞
が、
「
改
謡
」

に
は
殆
ん
ど

見
ら
れ

な
い
点
で
あ
る
。
（
各
1
例
）

こ
れ
ら
の
勁
詞
は、

い
ず
礼
も
語
義
自
体
に
音
楽
的
な
要
素
を
も
た
ず、

前

述
の
よ
う
に
非
音
楽
的
な
印
象
の
強
い
も
の
で
あ
る
。

こ

の
よ

う
な

励
詞
が

「
歌
謡
」

に
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
は、
「
歌
謡
」

に
、

こ
の
よ

う
な

非
音

楽
的
な
奏
唱
の
ケ
ー
ス
が
殆
ん
ど
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

例
え
ば、
「
歌

．

．

．

．

．

 

詞
」

で
は
こ
れ
ら
の
動
詞
が
用
い
ら
れ
る
場
合
に
も、

す
べ
て、
「
ひ
と
り
ご
ち

．

．

．

 

歌
ふ
」
（
横
笛

五
1
331
)、
「
祝
ひ
き
こ
ゆ
拿
若

菜
下

五
ー
160
)、
「
御
口
ず

．

．

．

．

 

さ
み
に
の
た
ま
ふ
」
（
初
音

四
1
27
)

の
よ

う
に
、

音
楽
的
な
語
と
複
合
す

る
か、

ま
た
は、

催
馬
楽

石
川

「
扇
を
取
ら
礼
て
、

か
ら
き
め
を
見
る
」

と、

う
ち
お
ほ
ど
け
た
る
声
に

．

．

 

い
ひ
な
し
て
：··
:
（
花
宴

二
1
61
)

の
よ
う
に
、

声
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
形
容
語
が
付
さ
れ
て

お
り、
「
朗
泳
」

の

場
合
の

源
氏
釈

．

．

．

．

．

 

え
も
い
は
ぬ
心
細
さ
に
、
「
降
り
し
か
ど
」

と
ひ
と
り、
こ
ち
お
は

す。

（
幻

六
ー
149
)

の
よ
う
な、

音
楽
的
要
索
の
全
く
見
ら
れ
な
い
揺
写
と
は、

は
っ

き
り
異
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な、

非
音
楽
的
な
奏
唱
を、

か
な
り
多
く
併
存
さ
せ
て
い
る

「
朗
詠
」

の
あ
り
よ
う
は、

明
ら
か
に
一

般
の
「
歌
謡
」

か
ら
遠
い
も
の
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
古
誡、

古
歌
を
口
に
し
な
が
ら、

場
合
よ
り、

音
楽
的
で
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る、

と
い
う
あ
り
よ

う
は、
「
歌
揺
」

と

し
て
は
未
定
着
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
に

外
な

ら
な
い
。

つ
ま
り、

『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
「
朗
詠
」

の
設
定
は、

誌
本
的
に
、

後
批
に
お
け
る

よ
う
な
「
歌
謡
」

と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

ま
た、

こ
れ
ら
の
非
音
楽
的
な
勁
詞
の
中
で、
「
朗
詠
」

に
、
「
ひ
と
り
ご
つ
」

が
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う。
「
ひ
と
り
ご
つ
」

が

多
い

と
い
う
こ
と
は、

そ
れ
だ
け
人
前
で
の
奏
唱
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
つ
ま
り、
「
朗
詠
」

が
「
歌
謡
」

に
比
し
て
公
衆
性
を
も
た

ず、

む
し
ろ
個
人
的
な
趣
好
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す。

物
語
中
の

「
歌
謡
」

が、

多
く
公
衆
の
面
前
で
歌
わ
れ
る
こ
と
は、

公
私
の
行
事
や
宴
席

で
の
奏
唱
が
多
い
(
61
例
中
37
例
）

こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
が、

対
し
て
「
朗

詠
」

は、

さ
よ
う
な
機
会
で
の
奏
唱
が
ご
く
少
な
く
(
89
例
中
12
例
）

専
ら
私

的
な
や
り
と
り
や
独
言
の
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
「
ひ
と

り
ご
つ
」

が
「
飢

詠
」

に
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は、

両
者
の
か
よ
う
な
迩
い
を
反
映
し
て
い
よ

う
つ。

次
に
、

双
方
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
励
詞
を
検
討
す
る
。

ま
ず、
「
口
ず
さ
ぶ
」
（
す
さ
ぶ
）

で
あ
る
が
，
こ
れ
は
複
合
語
も
含
め
る
と

双
方
と
も
か
な
り
の
数
を
有
す
る
。
「
す
さ
ぶ
」

は、
「
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に

物
事
を
進
め
る、

慰
み
興
ず
る
」
（
日
本
国
語
大
辞
典
）

と
い
う
語
義
を
も
ち、

「
う
た
ふ
」
「
誦
ず
」

等
に
く
ら
べ
て
、

気
軽
に
口
を
つ
い
て
出
る、

と
い
っ
た

意
味
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

物
語
中
の
「
（
口
）
す
さ
ぶ
」

の
例
が、

全

て
歌
詞
の
一

部
の
み
を
示
す
形
に
な
っ
て
い
る
の
も、

そ
の
よ
う
な
語
義
を
反

映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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こ
の
よ
う
な、
い
わ
ば
現
代
の
「
鼻
歌」
に
近
い
よ
う
な
奏
唱
の
あ
り
よ
う

は、

む
ろ
ん
そ
の
背
景
に、

改
わ
れ
る
歌
詞
な
り
飢
詠
の
流
行
や
浸
透
を
想
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は、

物
語
中
の「
歌
詞」

の
う
ち
で
最
大
の
用
例
(
40
例）
を
も
っ
「
催
馬
楽」
に、
「（
口）
ず
さ
ぶ」

催
馬
楽

桜
人

．

．

．

．

．

 

の
例
が、
こ
し
ら
へ
お
き
て、
「
明
日
帰
り
来
む」
と、
口
ず
さ
び
て
出

で
た
ま
ふ
に
：··
:（
薄
雲

三
1
161
)

の
1
例
の
み
し
か
見
ら
れ
ず、

か
え
っ
て、

面

閏
（
全
4
例）

常
陸

「
常
位
に
は
田
を
こ
そ
作
れ」
と
い
ふ
歌
を
声
は
い
と
な
ま
め
き
て、

デ

さ
び
ゐ
た
ま
へ
り。
（
若
紫
―
|
233
。
ほ
か
2
例）

冒
（
全
2
例）
．

．

．

．

．

 

万
春
楽、

御
口
ず
さ
み
に
の
た
ま
ひ
て
：··
:
（
初
音

四
1
27
。
ほ
か
1

例）

向
圏
（
全
3
例）

．

．

．

．

．

 

豊
後
介、

あ
は
れ
に
な
つ
か
し
う
歌
ひ
す
さ
び
て、
「
い
と
か
な
し
き
妻

子
を
も
忘
れ
ぬ
」
と
て
：··
:（
王
霊

三
1
294
)

の
よ
う
な、

物
語
中
必
ず
し
も
数
の
多
く
な
い
「
歌
謡」
に
そ
れ
が
集
中
し
て

見
ら
れ
る
点
で
あ
る。
こ
れ
は、

奏
唱
の
機
会
の
極
め
て
多
い
「
催
馬
楽」
が

常
に
「
う
た
ふ」
を
背
景
と
し、

個
人
的
な
奏
唱
で
も
「
口
ず
さ
び」
に
な
る

こ
と
が
稀
で
あ
る
の
に
対
し、
「
風
俗」
以
下
の
歌
詞
は、

奏
唱
の
機
会
も
少

な
く、

ま
た
俗
詞
的
な
性
格
を
弧
く
も
つ
ゆ
え
に、

公
に
「
う
た
ふ」
も
の
と

な
り
に
く
く、

当
座
の
座
興
に
「
口
ず
さ
び」
の
形
で
行
な
わ
れ
る
傾
向
の
あ

っ
た
こ
と
を
示
す。
こ
の
よ
う
に、

物
諮
中
の
特
殊
な
「
歌
詞」
に
「
口
ず
さ

ぶ
」
が
集
中
す
る
こ
と
は、

同
じ
く
「
歌
詞」
と
し
て
不
安
定
で
あ
っ
た
「
則

詠」
の
あ
り
よ
う
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り、
そ
の
性
格
の
一
端
を
示
し
て

い
る。次

に
「
う
そ
ぶ
く」
で
あ
る
が、
こ
の
励
詞
は、

物
語
中
で
は、
「
う
そ
ぶ
き

．

．

．

．

 

な
が
め
た
ま
ふ」（
藤
製
葉

四
1
281
)
「
う
ち
う
そ
ぶ
き
口
ず
さ
び
た
ま
ひ
し

か」
（
東
屋

七
1
321
)
の
よ
う
に
他
の
語
と
複
合
し
て
お
り、

ま
た、

•

•

•

•

 

い
と
こ
ま
や
か
に
書
き
て、

う
ち
殴
き
て
う
そ
ぶ
き
た
ま
ふ。
忍
び
た
ま

へ
ど、

簡
り
て
間
き
つ
け
ら
る。
（
夕
霧

六
1
65
)

の
よ
う
に、

相
手
に
間
き
と
れ
ぬ
よ
う
に
声
を
出
す、

と
い
う
場
合
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
か
ら
み
て、

音
声
上
の
特
色
（「
嗽」
で、

長
く
息
を
出
す
意。
『
竹

取
物
語』
に
は、
口
笛
の
例
が
あ
る）
を
あ
ら
わ
す
形
容
語
と
し
て
使
わ
れ
た

も
の
と
見
ら
れ
る。
「
歌
謡」
の
例
(
1
例）
も、

琴
の
音
も
や
み
ぬ
れ
ば、
（
中
略）
西
の
渡
殿
の
前
な
る
紅
相
の
木
の
も

催
馬
楽

．

．

．

．

．

 

と
に、

梅
が
枝
を
う
そ
ぶ
き
て
立
ち
よ
る
け
は
ひ
の
：··
:
（
竹
河

六
ー

10
)
2
 

の
よ
う
に、

奏
楽
が
止
ん
だ
後
の、

逍
逝
吟
で
あ
り、

こ
れ
も
「
朗
詠」
の

「
う
そ
ぶ
く」
に
準
ず
る。

以
上
の
よ
う
な
動
詞
の
ほ
か、
「
朗
詠」
に
は、
「
な
が
む」
「
言
く
さ
に
す

（
ー
な
る）」
「
怨
む
(
|
か
く
る）」
「
口
が
た
む」
「
か
た
ら
ふ」
「
口
な
る」

「
ほ
の
め
か
す」
「
出
づ
」
「
お
ど
ろ
か
す」
の
よ
う
な、
「
朗
詠」
の
み
に
見

ら
れ
る
勁
詞
が
あ
り、
「
歌
謡」
に
は、
「
加
ふ
（
声
ー
言
ー
う
ち
ー）」
「
う
ち

添
ふ
（
声
ー）」
「
あ
そ
ぶ」
「
唱
歌
す」
「
い
だ
す（
う
ち
ー）」
「
う
ち
あ
は
す」

「
さ
し
い
ら
へ
す」
「
詠
す」
「
輿
ず」
「
祝
ふ」
の
よ
う
な、

独
自
の
動
詞
が

あ
る。
こ
の
う
ち、
「
朗
詠」
の
「
言
く
さ
に
す
（
ー
な
る）」
「
口
な
る」
の

如
き、

習
恨
的
な
奏
唱
を
あ
ら
わ
す
動
詞
は、
「
歌
詞」
に
は
見
ら
れ
ず、
「
朗

ぶ」
固
有
の
現
象
で
あ
る。
ま
た、
「
歌
訊」
の
「
加
ふ
（
声一―一
ロ
ー
う
ち）」

「
う
ち
添
ふ
（
声
—)」
「
う
ち
あ
は
す」
「
さ
し
い
ら
へ
す」
は、

催
馬
楽
等
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次
に、
「
朗
泳
」

と
「
次
謡」

に
つ
い
て
の、

作
者
や
登
場
人
物
に
よ
る
形

容
語
や
評
語
（
音
声、

想
度
等
に
関
す
る
）

を
比
佼
す
る。

形
容
語、

評
語
と

も、

長
い
も
の
が
あ
る
が、

で
き
る
だ
け
箇
略
に
し
て、

次
頁
の
よ
う
に
ま
と

め
た
（
表
4
・

表
5
)。

ま
ず、

最
も
特
徴
的
な
の
は、
「
朗
詠
」

に
つ
い
て、

「
忍
び
や
か
に
」

と
い
う
語
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る。
一

方、
「
歌

謡」

で
は
「
お
も
し
ろ
し
」
「
な
つ
か
し
」
「
を
か
し
」
「
め
で
た
し
」

等
の
語

が
き
わ
だ
っ
て
多
く
見
ら
れ、
「
忍
び
や
か
に
」

は、

催
馬
楽

．

．

．

．

．

 

曰
君、

東
屋
を
忍
び
や
か
に
改
ひ
て
寄
り
た
ま
へ
る
に
（
紅
葉
賀

ニ
ー
37
)

口
頭
の
中
将、

心
づ
か
ひ
し
て
出
だ
し
立
て
が
た
う
す。
「
遅
し
」

と
あ
れ

一
、

朗
詠
と
歌
謡
の
比
較
（
二
）
I
摘
写
に
お
け
る
形
容
語
ー

の
所
謂
「
助
音
」

を
示
す
も
の
で
あ
っ
て、

全
由
の
奏
唱
の
な
い
物
語
中
の

「
朗
泳
」

に
は、

存
在
し
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
る。
（
後
枇
の
「
朗
詠
」

に
は、

「
助
音
」

も
見
ら
礼
る
）。

ま
た、

そ
の
他
の
「
歌
揺
」

の
励
詞
は、

い
ず
れ

も
「
あ
そ
ぶ
・

唱
改
す
」
（
譜
を
口
で
歌
う
「
唱
改
」）
「
詠
す
」
（
青
海
波
泳）

「
興
ず
」
（
田
植
歌）
「
祝
ふ
」
（
神
楽
吹）

の
よ
う
に、

特
定
の
「
歌
謡」

と

結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し、
「
朗
泳
」

の
勁
詞
は、
「
な
が
む
」
「
怨
む
」

「
か
た
ら
ふ
」
「
口
が
た
む
」
「
ほ
の
め
か
す
」
「
出
づ
」
「
お
ど
ろ
か
す
」

の
よ

う
に、

い
ず
れ
も、

非
音
楽
的
な
勁
詞
で
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る。

つ
ま

り、
「
次
詞
」

の
動
叫
は、

楽
曲
の
固
定
に
と
も
な
っ
て
ほ
ぼ
そ
の
「
歌
謡
」

ご
と
に
確
定
し
て
い
る
の
に
対
し、
「
切
ぶ
」

の
勁
詞
は、

音
楽
的
に
定
着
し

て
い
な
い
こ
と
を
反
映
し
て、

非
音
楽
的
な
方
向
に
大
き
く
範
囲
を
拡
張
し
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る。

こ
の
よ
う
な、

非
「
朗
泳
」

的
な
勁

詞
の
多
さ
が、

物
語
中
の
吹
揺
と
切
ぶ
と
に
羞
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
よ

入
っ

．

．

．

．

．

 

ば、

弁
の
少
将、

拍
子
打
ち
出
で
て、

忍
び
や
か
に
改
ふ
声、

鈴
虫
に
ま

が
ひ
た
り。
（
拇
火

四
1
118
)

の
2
例
し
か
な
い
。

こ
の
こ
と
は、
「
朗
泳
」

の
曲
謁
が、
「
改
講」

に
比
し
て
よ
り
「
忍
び
や
か
」

と
表
現
す
る
に
相
応
し
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す。

例

え
ば、0

東
の
高
欄
に
お
し
か
か
り
て、

夕
影
に
な
る
ま
ま
に、

花
の
ひ
も
と
く
御

前
の
草
む
ら
を
見
わ
た
し
た
ま
ふ
。

も
の
の
み
あ
は
れ
な
る
に、
「
中
に

白
氏
文
集
十
四

．

．

．

．

．

 

つ
い
て
腸
た
ゆ
る
は
秋
の
天
」

と
い
ふ
こ
と
を、

い
と
忍
び
や
か
に
誦
じ

つ
つ
ゐ
た
ま
へ
り。
（
蜻
蛉
八
1
165
)

〇
解
け
わ
た
る
池
の
閃
氷、

岸
の
柳
の、

け
し
き
ば
か
り
は
時
を
忘
れ
ぬ
な

後
撰
集

十
五

ど、

さ
ま
ざ
ま
な
が
め
ら
れ
た
ま
ひ
て、
「
む
べ
も
心
あ
る
」

と、

忍
び

．

．

．

 

や
か
に
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る、
ま
た
な
う
な
ま
め
か
し。
（
賢
木

ニ
ー
177
)

〇
祁
公、

あ
り
つ
る
垣
根
の
に
や、

同
じ
声
に
う
ち
嗚
く。

し
た
ひ
来
に
け

兼
輔
集

る
よ
と
お
ぽ
さ
る
る
ほ
ど
も
艶
な
り
か
し。
「
い
か
に
知
り
て
か
」

な
ど、

忍
び
や
か
に
う
ち
誦
じ
た
ま
ふ
。
（
花
散
里

二
1
196
)

の
よ
う
に、

闊
目
の
景
物
に
心
を
勁
か
さ
れ
て、

想
畠
し
た
古
詩、

古
次
を
口

に
す
る、

と
い
う
あ
り
よ
う
で
は、

そ
の
奏
唱
は
必
然
的
に
「
忍
び
や
か
」

な

周
田
の
た
た
ず
ま
い
を
壊
さ
ぬ
よ
う
な
も
の
に
設
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

物

語
中
に
は、

か
よ
う
な
ケ
ー
ス
で、

音
楽
性
の
強
い
「
歌
謡
」

が
用
い
ら
れ
る

例
は
見
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り、
「
朗
泳
」

の
奏
唱
は、

ま
ず、

そ
の
「
忍
び
や

か
」

と
い
う
属
性
に
よ
っ
て
特
微
づ
け
ら
れ
て
い
る。

対
し
て
「
歌
謡」

の
例

は、

前
者
が、

源
氏
の
恋
の
仕
掛
で
あ
る
こ
と、

後
者
が、

柏
木
の
「
心
づ
か

ひ
し
て
出
だ
し
立
て
が
た
う
す」

と
い
う
心
迎
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
忍
び
や
か
」

と
な
っ
た
も
の
と
見
ら
れ、
「
歌
謡」

そ
の
も
の
の
属
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奏
唱
法
の
形
容
語

し
の
び
や
か
に

し
の
び
や
か
に
（
伴
奏）

し
の
び
て

わ
ざ
と
な
ら
ず
・

御
心
に
も
あ

ら
で
・

何
心
も
な
く

か
ら
う
し
て

お
し
か
へ
し

か
た
み
に

か
へ
す
が
へ
す

も
ろ
ご
ゑ
に

そ
の
他

作
者
の
声
へ
の
評
語

う
ら
め
し
げ
な
り

つ
つ
ま
し
げ
な
り

な
ま
め
か
し

妹
が
垣
根
に
お
と
な
は
せ
ま
ほ

し
き
御
声

聞
き
手
の
声
へ
の
評
語

若
う
を
か
し
げ
な
る
声
の
な
べ

て
の
人
と
は
聞
こ
え
ぬ

す
げ
み
に
た
る
口
つ
き
思
ひ
や

ら
る
る
声
づ
か
ひ

い
と
あ
て
に
限
り
な
く

聞
こ
え

て
作
者
の
奏
唱
態
度
へ
の
評
語

若
し
（
ふ
り
が
た
し
）

う
つ
く
し
(
I

げ
）

な
ま
め
か
し

は
づ
か
し
げ
な
り

あ
い
だ
れ
た
り

あ
や
し
く
あ
は
れ
な
り

1 1 2 2 2 3 ーー ーー1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 6 

表
4
「
朗
詠
」

の
形
容
語
・

評
語

け
だ
か
し

さ
れ
た
り

も
の
ふ
か
げ
な
り

よ
し
よ
し
し

ら
う
た
げ
な
り

や
み
は
あ
や
な
し 、

と
お
ぼ
ゆ

る
に
ほ
ひ
あ
り
さ
ま

1

そ
の
他

4

聞
き
手
の
奏
唱
態
度
へ
の
評
語

を
か
し

2

ら
う
た
し

2

い
ろ
め
か
し

1

か
た
は
ら
い
た
し

1

若
き
人
た
ち
に
見
せ
た
ら
ば

1

作
者
の
内
容
へ
の
評
語

め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
・

例
の
．

に

く
げ
な
る
•

さ
る
世
の

古
言

1

心
ば
へ
あ
る
古
言

1

時
に
よ
り
た
る
も
の

1

め
で
た
し

1

聞
き
手
の
内
容
へ
の
評
語

お
も
ふ
や
う
な
り

2

め
で
た
し
•

も
の
め
で
す

2

こ
こ
ろ
う
し

1

ま
ば
ゆ
し

1

身
に
し
む

1

伊
勢
の
御
も
か
く
あ
り
け
め
と 、

を
か
し
く

聞
こ
ゆ

古
言
ぞ 、

人
の
心
を
の
ぶ
る
た

よ
り
な
り
け
る
そ
の
他

1 1 1 1 1 1 1 1 

奏
唱
法
の
形
容
語

を
り
か
へ
し
（
今
一

返
り
ー）

し
の
び
や
か
に

お
な
じ
こ
ゑ
に

す
こ
し

二
返
り
ば
か
り

作
者
の
声
へ
の
評
語

（
声）

お
も
し
ろ
し

（
声）

な
つ
か
し

（
声）

を
か
し

（
声）

め
で
た
し

声
す
ぐ
れ
た
り

声
よ
し

あ
い
ぎ
ゃ
う
づ
き
た
り

あ
て
な
り

あ
は
れ
な
り

あ
ら
あ
ら
し

う
ち
お
ほ
ど
け
た
る
声

な
さ
け
な
し

な
ま
め
き
た
り

に
く

か
ら
ぬ
ほ
ど
に

は
な
や
か
な
り

い
み
じ
く
お
も
し
ろ
く 、

少
し

ふ
つ
つ
か
に 、

物
々
し
き
気
色

す
ぐ
れ
た
ま
へ
り
し
御
声
の
名

残
な
れ
ば 、

今
も
い
と
物
々
し

げ
に
埠
の
鶯
お
ど
ろ
き
ぬ
べ
く

鈴
虫
に
ま
が
ひ
た
り

聞
き
手
の
声
へ
の
評
語

声
お
も
し
ろ
し

あ
は
れ
な
り

う
つ
く
し

1 1 1 1 1 1 ー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 7 1 1 1 2 3 

表
5
「
歌
謡
」

の
形
容
語
・

評
語

笑
み
ご
ろ
し
て
い
た
り

こ
こ
ろ
づ
き
な
し

こ
れ
や
仏
の
迦
陵
頻
加
の
声
な

ら
む
と

作
者
の
奏
唱
態
度
へ
の
評
語

を
か
し

か
よ
れ
り

き
よ
げ
な
り

若
し

恋
し
き
ひ
と
に
見
せ
た
ら
ば 、

哀
れ
す
ぐ
す
ま
じ
き
御
様

何
事
も
人
よ
り
は
こ
よ
な
う
ま

さ
り
た
ま
へ
る
御
様

花
よ
り
も
し
る
＜ 、

さ
と
う
ち

匂
へ
れ
ば

1

聞
き
手
の
奏
唱
態
度
へ
の
評
語

お
も
し
ろ
し

2

あ
は
れ
な
り

1

う
つ
く
し

1

め
で
き
こ
ゆ

ー

例
に
た
が
ひ
た
る
心
地
す

ー

作
者
の
内
容
へ
の
評
語

い
と
ど
し
き
や

伊
勢
の
海
な
ら
ね
ど

言
葉
ど
も 、

わ
り
な
く

古
め
き

た
り聞

き
手
の
内
容
へ
の
評
語

を
か
し

顎
州
に
あ
り
け
む
昔
の
人
も 、

か
く

や
を
か
し
か
り
け
む
と

ーーー1 1 ーー1 1 1 1 ー1 1 
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性
と
は
見
ら
れ
な
い。

次
に、
「
歌
詞」
に
つ
い
て
特
徴
的
な
の
は、
「
声」
に
対
す
る
評
語
が、

「
朗
詠」
に
比
し
て
極
め
て
多
い
こ
と
で
あ
る。
「
お
も
し
ろ
し」
「
な
つ
か
し」

「
を
か
し」
「
め
で
た
し」
等、
「
歌
謡」
の
形
容
語
・
評
語
を
代
表
す
る
と
い

え
る
語
は、
ほ
と
ん
ど
全
て、
「
声」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
語

は、
「
朗
詠」
に
も
見
ら
れ
る
が、
そ
の
殆
ん
ど
は、

拾
造
集

十
四

0
「
橋
柱」
と
怨
み
か
く
る
を、
上
は
御
桂
果
て
て、
御
障
子
よ
り
の
ぞ
か

•

•

•

•

 

せ
た
ま
ひ
け
り。
似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
あ
は
ひ
か
如
と、
い
と
を
か
し
う

お
ぽ
さ
れ
て
…·:
（
紅
葉
賀

ニ
ー
36)

伊
勢
築

0
「
わ
が
涙
を
ば
玉
に
ぬ
か
な
む」
と、
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る、
伊
勢
の
御

．

．

．

．

 

も
か
く
こ
そ
は
あ
り
け
め
と、
を
か
し
く
間
こ
ゆ
る
も・・・・・・
（
総
角

七

ー
11)

の
よ
う
に、
態
度
や
「
朗
詠」
の
内
容
に
対
す
る
評
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お

ぅ

催
馬
楽

山
城

．

．

．

．

．

．

 

0
「
瓜
作
り
に
な
り
や
し
な
ま
し」
と、
声
は
い
と
を
か
し
う
て
歌
ふ
ぞ、

す
こ
し

心つ
き
な
し。
（
紅
葉
賀

二
1
37)

．

．

．

．

．

．

．

催
馬
楽

0
宮
の
御
声
は
い
と
め
で
た
く
て、
梅
が
枝
な
ど
歌
ひ
た
ま
ふ。
（
浮
舟

八
1
49)

の
よ
う
に、
直
接
「
声」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ご
く
ま
れ
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に、
「
歌
詞」
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
語
は、
「
朗
詠」
の
場
合
と、
は

っ
き
り
と
形
容
の
対
象
を
異
に
し
て
い
る。

「
歌
謡」
で
は、
こ
れ
ら
の
語
を
含
め
て、
「
声」
に
対
す
る
語
が、
形
容
語

・
評
語
の
中
心
を
な
し
て
い
る。
（「
声」
と
明
記
さ
れ
る
も
の
が
24
例
あ
る。）

つ
ま
り、
「
歌
謡」
の
場
合
に
は
何
よ
り
も
ま
ず、
そ
の
声
の
よ
し
あ
し
が
興

味
の
対
象
と
し
て
描
写
さ
れ
た
と
い
え
る。
こ
れ
は、
こ
れ
ら
の
「
歌
詞」
が

楽
曲
的
で
あ
り、
し
か
も
公
衆
の
面
前
で
伴
奏
を
伴
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
直
接
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う。

こ
れ
に
対
し
て
「
朗
詠」
で
は、
全
て
の
形
容
語
・
評
語
を
見
て
も、
直
接

「
声」
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
は
非
常
に
少
な
く、
「
声」

の
語
を
も
つ
も
の
も、

白
氏
文
集

三

日
「
窓
を
打
つ
声」
な
ど、
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
古
言
を、
う
ち
誦
じ
た
ま
へ

．

．

 

る
も、
を
り
か
ら
に
や、
妹
が
垣
根
に
お
と
な
は
せ
ま
ほ
し
き
御
声
な

り。
（
幻

六
1
144)

大
江

ロ
い
と
若
う
を
か
し
げ
な
る
声
の、
な
べ
て
の
人
と
は
開
こ
え
ぬ、
「
朧
月

千
里
集

夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き」
と
う
ち
誦
じ
て
：··
:
（
花
宴

二
1
52)

•

•

•

•

国
い
た
う
す
げ
み
に
た
る
口
つ
き
思
ひ
や
ら
る
る
声
づ
か
ひ
の、
さ
す
が
に

舌
つ
き
に
て、
う
ち
戯
れ
む
と
は
な
ほ
息
へ
り。
「
言
ひ
こ
し
ほ
ど
に」

な
ど
間
え
か
か
る
ま
ば
ゆ
さ
よ。
（
朝
顔

三
1
203)

の
3
例
し
か
見
ら
れ
な
い。
「
朗
詠」
の
場
合
に
は
む
し
ろ、

万
葉
集

七

．

．

 

「
入
り
ぬ
る
磯
の」
と
口
ず
さ
み
て
□
お
ほ
ひ
し
た
ま
へ
る
さ
ま、
バ
勾[

じ
う
さ
れ
て
う
つ
く
い。
（
紅
葉
賀

二
1
30
)

の
よ
う
に、
声
自
体
で
は
な
く
て、
そ
の
「
朗
詠」
時
の
し
ぐ
さ
や
態
度
を
評

し
た
り、

後
撰
集

十
九

0
「
う
ら
や
ま
し
く
も」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
さ
ま、
さ
る
世
の
古
言
な

加
勾
珍
し
う
間
き
な
さ
れ
（
須
磨

ニ
ー
255)

古
今
集

十
八

0
「
谷
に
は
春
も」
と、
何
心
も
な
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
を、
こ
と
し
も
こ
ぞ

あ
れ、
心
憂
く
も、
と
お
ぼ
さ
る
に
つ
け
て
は
：··:
（
幻

六
ー
137)

の
よ
う
に、
「
朗
詠」
詞
句
の
内
容
に
つ
い
て、
「
古
言
で
あ
る」
「
不
適
切
で

あ
る」
の
よ
う
な
評
語
が
示
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
に
多
い。
つ
ま
り、
「
朗

詠」
の
場
合
に
は、
声
の
よ
し
あ
し
と
い
う
こ
と
に
は
殆
ん
ど
関
心
が
払
わ
れ
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て
お
ら
ず、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば、

奏
唱
時
の
雰
囲
気
や、

這
ん
だ
詞
句
の
内

容
等
が
輿
味
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る。

こ
の
こ
と
は、

「
朗
詠
」

が
こ
の
物
語
中
で、
「
音
楽
」

と
し
て
の
役
割
を
あ
ま
り
も
た
さ
れ

て
お
ら
ず、

む
し
ろ
そ
の
場
に
応
じ
た
詞
句
を
い
か
に
そ
の
場
面
の
雰
囲
気
に

奏
唱
し
う
る
か、

と
い
う
点
に
力
点
の
あ
る、

歌
詞
の
内
容
を
重
視
す
る
も
の

と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す。

従
っ
て、
「
朗
詠
」

の
場
合
に
は、

「
歌
罰
」

の
よ
う
な、
「
声
」

へ
の
留
意
は、

歌
詞
の
内
容
へ
の
関
心
を
不
鮮
明

に
す
る
と
い
う
点
で、

不
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る。

固

定
章
曲
を
背
景
と
し、

公
衆
の
前
で
の
奏
唱
を
前
提
と
す
る
「
歌
詞
」

に
は、

こ
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
九
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り、

こ
の
点
で

も、
「
朗
詠」

は、
「
歌
間」

と
は
異
質
の
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う。四

、
「
朗
詠
」

と
「
歌
謡
」

の
比
較
（
三
）
ー
名
手
の
存
在
ー

最
後
に、
「
朗
詠」

と
「
歌
謡
」

に
つ
い
て、
「
名
手
」

の
存
在
と
い
う
側
面

か
ら
考
え
る。

『
源
氏
物
語
』

中
の
「
歌
詞
」

は
源
氏
(
19
例）

を
は
じ
め、

さ
ま
ざ
ま
な

主
体
に
よ
っ
て
奏
唱
さ
れ
る
が、

そ
の
中
で
と
り
わ
け
「
名
手
」

と
し
て
名
高

い
の
は、

弁
少
将
（
後
の
紅
梅
大
納
言）

で
あ
る。

弁
少
将
は、

批
の
人
の
思
へ
る
寄
せ
重
く
て、

お
ほ
え
こ
と
に
か
し
づ
け
り。

心
ば
ヘ

も
か
ど
か
ど
し
う、

容
貌
も
を
か
し
く
て、

御
遊
び
の
す
こ
し
乱
れ
ゆ
く

催
馬
楽

ほ
ど
に、

高
砂
を
出
だ
し
て
う
た
ふ
。

い
と
う
つ
く
し。

（
賢
木

ニ
ー

82
)
 

ー

を
は
じ
め
と
し
て、

物
語
中
源
氏
に
次
ぐ
奏
唱
例
を
も
ち
(
7
例）、
「
高
砂
歌

ひ
し
君
」

（
梅
枝、

澪
椋
等）

の
異
称
を
有
す
る、

特
異
な
存
在
と
し
て
設
定

さ
れ
て
い
る。

そ
の
奏
唱
は
全
て
公
の
場
に
限
ら
礼、

物
語
全
編
を
通
じ
て、

催
馬
楽
の
「
名
手
」

と
し
て
認
識
さ
訊
て
い
る。

こ
れ
に
対
し
て、
「
朗
詠
」

に
は、

こ
の
よ
う
な
「
名
手」

は
認
め
ら
れ
な

い。
「
朗
詠
」

（
非
「
朗
詠
」

を
含
む）

を
多
く
行
な
っ
た
主
体
と
し
て
は、

源

氏
(
34

例）、

薫
(
12
例）、

頭
中
将
(
5
例）

な
ど
が
あ
る
が、

こ
れ
ら
の
人

物
が、
「
朗
詠
の
名
手」

と
さ
れ
た
と
い
う
徴
証
は
な
い
。

わ
ず
か
に、

古
今
集

十
四

「
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
」

と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
も、

ば
か
til
き
こ
と

を
□
ず
さ
び
に
の
た
ま
へ
る
も、

あ
や
し
く
あ
は
れ
な
る
け
し
き
添
へ
る

人
ざ
ま
に
て、

い
と
も
の
深
げ
な
り。
（
浮
舟

八
1
49
)

と
あ
る
黛
の
揺
写
が
そ
れ
に
近
い
と
い
え
よ
う
か。

し
か
し、
「
は
か
な
き
こ

と
」

を
口
に
す
る
雰
旧
気
が
臭
深
い、

と
い
う
評
を
も
っ
て、
一

般
的
な
意
味

で
の
「
名
手
」

と
認
め
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
状
況
は、

同
時
代
の
他
の
文
献
に
微
し
て
み
る
と、

や
や
奇
妙

な
も
の
で
あ
る。

例
え
ば、
『
宇
津
保
物
語
』

に
は、

古
新
詩
の
「
朗
詠
」

の

名
手
と
し
て、
「
う
ち
と
け
て
ず
む
じ
た
る
折
侍
ら
ぬ
」
（
楼
上
下、

古
典
文
庫

本

八
ー
暉
）

と
言
わ
れ
た
藤
原
仲
忠
が
あ
り、
『
枕
草
子
』

に
も、

宰
相
昇

進
時
に、

清
少
納
言
を
し
て

詩
を
い
と
を
か
し
う
誦
じ
侍
る
も
の
を。

「
淵
会
稽
之
過
古
廟」

な
ど
も

誰
か
い
ひ
侍
ら
む
と
す
る。
（
大
系
本
161
段

218
頁）

と、

反
対
せ
し
め
た
名
手
藤
原
斉
信
が
あ
る。

か
よ
う
な
外
部
微
証
か
ら
す
れ

ば、
『
源
氏
物
語
』

中
に
も
「
朗
詠
」

の
名
手
が
設
定
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で

あ
ろ
う。

現
に、

当
座
の
作
詩
の
講
師
に
は、

左
中
弁、

講
師
つ
か
う
ま
つ
る。
（
中
略）

声
づ
か
ひ
も
の
も
の
し
く
棚

ざ
び
て
読
み
あ
げ
た
る
ほ
ど、

い
と
お
も
し
ろ
し。
（
少
女

三
1
226
)

の
よ
う
な、
「
名
手
」

が
設
定
さ
れ
て
い
る。
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以
上
の
よ
う
に、
『
源
氏
物
語』

に
お
け
る
「
朗
詠」

の
あ
り
よ
う
は、

多

く
の
点
に
お
い
て
「
歌
謡」

と
対
照
的
な
も
の
で
あ
る。

こ
と
に
「
歌
闘」

が

基
本
的
に
公
の
場
で
な
さ
れ
る
の
に
対
し、
「
朗
詠」

が
個
人
の
口
ず
さ
み
に

収
敏
す
る
方
向
を
も
つ
こ
と
は、

そ
の
最
大
の
相
違
点
で
あ
る。

物
語
中
の

「
朗
詠」

は、

そ
の
よ
う
な
方
同
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て、

現
実
の
「
朗
詠」

か
ら
乖
離
し
た
「
非
音
楽
性」

を
保
つ
こ
と
に
な
っ
た。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た

五
、

結

語

し
か
し、

作
者
は
あ
え
て、

さ
よ
う
な
「
名
手」

を
描
く
こ
と
を
し
な
い。

こ
れ
は、

作
者
の
設
定
し
た
「
朗
詠」

の
あ
り
よ
う、

す
な
わ
ち、
「
声」

の

よ
し
あ
し
を
問
わ
ず、

そ
の
場
の
雰
囲
気
に
適
合
し
た
歌
詞
や
態
度
に
よ
っ

て、

個
人
的
に
「
忍
び
や
か
に
」

行
な
わ
れ
る、

と
い
う
行
き
方
が、
「
名
手」

の
存
在
を
必
要
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

こ
の
よ
う

な
行
き
方
は、

必
ず
し
も
当
時
の
「
朗
詠」

の
実
情
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な

い。

つ
ま
り、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
物
語
中
の
「
朗
詠」

の
あ
り
よ
う

は、

作
者
が
独
自
に
設
定
し
た、

特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う。

作
者
が、
「
名
手」

を
何
人
も
も
つ
当
時
の
「
朗
詠」
の
実
態
を
を
そ
の
ま

ま
取
り
入
れ
た
な
ら
ば、

物
語
中
の
「
朗
詠」

と
「
歌
詞」

の
間
に、

前
述
の

よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
差
異
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る。

し
か
し
作

者
は
あ
え
て
「
朗
詠」

の
「
歌
謡」

的
な
要
素
を
除
去
し、

非
「
朗
詠」

を
混

在
さ
せ
た
ま
ま
の、

非
音
楽
的
な
も
の
と
し
て
設
定
し
て
い
る。

こ
の
独
自
の

設
定
ー
特
に
そ
の
「
忍
び
や
か
」

さ
ー
が
物
語
中
に
お
い
て
あ
げ
て
い
る
効
果

に
つ
い
て
は
別
に
検
討
し
た
い
が、
「
朗
詠」

に
名
手
の
存
し
な
い
こ
と
は、

そ
う
し
た
作
者
の、

特
殊
な
設
定
の
あ
ら
わ
礼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る。

よ
う
な、
「
朗
詠」

と
「
改
謡」

と
の
具
体
的
な
差
異
は、

作
者
の
か
よ
う
な

独
自
の
設
定
に
裏
付
け
ら
れ
た、

意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る。

作
者
の
描
い
た、

ひ
そ
や
か
な
「
朗
詠」

の
世
界
は、

「
歌
謡」

と
対

蹄
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

物
語
中
に
き
わ
め
て
独
特
の
雰
囲
気
を
齋
ら
す

こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う。

注
(

1
)

増
本
喜
久
子
氏
「
朗
詠
の
旋
律
形
態」
『
東
洋
音
楽
研
究』
18

昭
和
四
十
年。

冷
呆
為
臣
氏
「
冷
泉
流
披
講
小
考」
『
東
亜
音
楽
論
叢』
昭
和
十
八
年
な
ど。

(
2)

催
馬
楽
42
例、

唱
歌
7
例、

風
俗
歌
4
例、

神
楽
歌
1
例、

踏
歌
2
例、

舟
改

3
例、

青
海
波
詠
1
例、

田
植
歌
1
例。

(
3)

山
田
孝
雄
氏
『
源
氏
物
語
の
音
楽』
宝
文
館

昭
和
九
年
八
月。

稲
賀
敬
二
氏
「
物
語
作
中
人
物
の
口
ず
さ
む
詩
句」
『
立
教
大
学
研
究
報
告、
一

般
教
育
部』
第
二
号

昭
和
三
十
二
年。

浅
野
建
二
氏
『
短
歌
朗
詠
の
歴
史
と
実
深』

短
歌
新
聞
社

昭
和
五
十
年
六
月。

ア
ル
ベ
ル
タ
・
ベ
ア
ト
リ
ス
氏
「
『
源
氏
物
語』
の
中
の
朗
詠
に
つ
い
て」
『
古
典

の
愛
容
と
新
生』
明
治
害
院

昭
和
五
十
九
年
十一
月。

(
4)

古
詩
（
新
詩）
を
「
誦
ず
（
う
ち
誦
ず）」
と
い
う
例
は、
『
宇
津
保
物
語』
に

38
例、
『
枕
草
子』
に
15
例、
『
紫
式
部
日
記』
に
1
例
見
ら
れ
る。
ま
た、

古
歌

を
「
誦
ず
（
う
ち
誦
ず）」
と
い
う
例
は、
『
靖
蛤
日
記』
に
1
例、
『
枕
草
子』、

『
紫
式
部
日
記』
に
そ
れ
ぞ
れ
2
例
見
ら
れ
る。

（
筑
波
大
学
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
文
学）
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