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第
一
節
 
問
題
の
設
定
と
方
法
論
に
つ
い
て
 
 

日
本
の
王
朝
物
語
文
学
に
お
け
る
和
歌
の
役
割
と
い
う
も
の
は
、
表
現
と
機
能
に
お
い
て
独
特
な
役
割
を
も
つ
。
 
 
 

第
一
は
《
感
動
の
美
的
表
現
》
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
和
歌
に
は
多
く
の
洗
練
さ
れ
た
美
し
い
歌
語
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
 
 

れ
、
和
歌
自
体
が
も
と
も
と
美
の
感
動
を
伝
え
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
物
語
文
学
が
雅
文
を
基
調
と
す
る
必
要
上
、
こ
の
よ
う
 
 

な
美
し
い
歌
語
表
現
を
多
用
し
た
か
ら
で
あ
る
 
 
 

第
二
に
は
、
美
の
感
動
の
一
方
的
表
現
の
み
な
ら
ず
、
い
う
ま
で
も
な
く
日
常
生
活
に
お
け
る
筈
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
》
を
担
っ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

王
朝
和
歌
は
生
酒
詠
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
日
常
生
活
の
文
脈
と
深
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
こ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
 
 

シ
ョ
ン
機
能
が
は
た
ら
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
中
世
の
『
新
古
今
集
』
と
な
る
と
、
も
は
や
日
常
的
な
文
脈
を
必
要
と
せ
ず
、
芸
術
 
 

的
に
高
度
の
表
現
を
も
っ
た
和
歌
と
し
て
自
己
完
結
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
王
朝
和
歌
と
追
っ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
覇
古
今
集
』
以
下
の
 
 

中
世
和
歌
に
な
る
と
、
散
文
の
引
歌
表
現
に
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

当
時
の
王
朝
社
会
で
は
、
貴
族
の
男
性
の
公
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
漢
文
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
を
（
公
）
の
文
化
と
す
れ
 
 

ば
、
和
歌
は
本
来
日
常
生
活
を
主
と
す
る
（
私
）
の
文
化
と
し
て
、
女
性
が
自
己
の
感
情
・
思
想
あ
る
い
は
生
活
情
報
・
日
常
の
情
報
を
伝
え
 
 

る
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
女
と
女
の
間
あ
る
い
は
男
と
女
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
散
文
が
主
要
な
手
段
だ
と
思
わ
れ
る
 
 

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
和
歌
の
機
能
的
役
割
と
翻
訳
困
難
性
 
 

ワ
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キ
 
ン
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の
が
普
通
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
雅
文
を
主
体
と
す
る
物
語
の
方
法
と
し
て
は
、
散
文
は
省
略
さ
れ
が
ち
で
、
和
歌
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
 
 

ン
が
中
心
と
な
る
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
物
語
が
要
諦
す
る
和
歌
の
機
能
に
は
、
自
分
の
率
直
な
気
持
、
男
女
間
の
恋
愛
感
 
 

情
、
ま
た
親
子
の
親
愛
な
ど
の
感
情
を
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 
 
 

ま
た
和
歌
は
、
儀
式
や
賓
（
公
賓
・
私
審
）
 
に
お
け
る
人
々
の
壌
ま
り
な
ど
で
は
、
和
歌
を
読
み
合
う
こ
と
で
 
（
智
）
と
（
美
）
を
競
い
 
 

合
っ
た
り
、
あ
る
い
は
 
（
機
智
）
 
の
手
段
と
な
っ
て
人
々
を
蕗
ば
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
か
 
つ
ま
り
和
歌
は
貴
族
に
共
有
さ
れ
る
 
（
あ
そ
ぴ
）
 
 

の
最
も
有
力
な
手
段
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
王
朝
和
歌
の
役
割
の
第
三
と
し
て
 
《
あ
そ
び
の
表
現
・
機
能
》
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
 
 
 

物
語
文
学
に
ち
り
ば
め
ら
れ
る
王
朝
和
歌
は
、
右
の
三
つ
の
表
現
と
機
能
を
ふ
ま
え
て
、
物
語
の
場
面
あ
る
い
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
け
る
登
 
 

場
人
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
感
情
・
感
動
表
班
、
自
然
な
ど
の
美
的
描
写
、
他
の
仲
間
と
の
あ
そ
ぴ
な
ど
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
中
心
 
 

的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
‖
 
し
た
が
っ
て
わ
ず
か
三
∵
文
字
の
和
歌
が
非
常
に
高
い
糸
情
報
寵
鼻
豊
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
《
感
動
の
美
的
垂
慧
と
《
情
報
賓
霊
を
飛
躍
的
に
高
め
る
修
辞
技
法
と
し
て
、
前
宵
に
は
歌
枕
、
序
詞
・
縁
語
・
擬
人
化
用
法
、
 
 

後
者
肉
情
報
潜
巌
》
に
は
掛
詞
・
引
歌
表
現
及
び
本
説
・
省
略
に
よ
る
余
惰
表
現
な
ど
が
は
た
ら
い
て
い
る
り
す
な
わ
ち
鍋
情
報
容
量
》
を
高
 
 

め
る
た
め
に
は
、
言
築
の
約
束
あ
る
い
は
歌
語
の
詩
的
伝
紘
が
利
川
さ
れ
る
。
そ
の
歌
語
を
も
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
過
去
が
連
 
 

想
さ
せ
る
過
去
の
物
語
や
史
実
の
意
味
を
拡
大
し
て
、
そ
の
慮
昧
全
体
を
両
語
で
表
現
す
る
こ
と
鍋
コ
ー
ド
化
攣
を
可
能
に
す
る
じ
 
 
 

和
歌
の
翻
訳
が
い
か
に
難
し
い
か
を
伝
え
る
あ
る
引
歌
表
現
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
る
▲
＝
そ
れ
は
、
「
締
木
」
巻
の
冒
頭
の
部
分
に
続
く
本
 
 

文
の
引
駄
表
現
で
あ
る
一
u
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ま
だ
中
将
な
ど
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
時
は
、
内
終
に
の
み
さ
ぶ
ら
ひ
よ
う
し
た
ま
ひ
て
、
大
殿
に
は
絶
え
絶
え
ま
か
で
た
ま
ふ
。
忍
ぶ
の
 
 

ヽ
ヽ
 
 

乱
れ
や
、
と
疑
ひ
き
こ
ゆ
る
こ
と
も
あ
り
し
か
ど
、
‥
・
 
 

（
①
蕎
本
 
丘
二
貞
）
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

こ
の
 
「
忍
ぶ
の
乱
れ
」
が
引
数
表
現
で
、
そ
の
歌
詞
を
あ
げ
る
と
、
珊
伊
勢
物
語
』
 
の
 
「
春
日
野
の
苦
紫
の
摺
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
限
り
知
ら
 
 

れ
ず
」
と
い
う
駄
の
下
旬
に
あ
る
。
こ
の
隠
さ
れ
た
意
味
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
だ
当
時
の
文
化
、
教
資
を
 
 

し
っ
か
り
身
に
つ
け
た
主
軸
時
代
魯
族
に
は
、
こ
れ
に
よ
り
機
皆
・
機
転
が
素
早
く
は
た
ら
き
、
「
忍
の
乱
れ
」
 
と
聞
い
た
だ
け
で
そ
の
イ
メ
ー
 
 

ジ
が
浮
か
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
文
化
圏
か
ら
離
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
外
に
い
る
人
々
に
は
時
代
を
含
め
て
、
異
文
化
の
壁
が
立
ち
 
 

は
だ
か
り
、
意
味
が
全
く
理
解
で
き
な
い
と
き
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ウ
ェ
イ
リ
ー
ば
こ
の
部
分
を
無
視
し
て
翻
訳
し
て
い
な
い
．
｝
 
そ
れ
に
対
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し
て
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
場
合
は
、
訂
訂
亀
倉
こ
謬
s
u
g
賀
O
l
琶
e
n
d
e
r
s
t
賢
s
ヨ
y
r
O
b
e
J
n
d
e
e
p
d
i
s
O
r
d
e
ュ
i
k
e
ヨ
y
S
e
C
r
e
こ
○
完
S
」
 
 

と
し
て
そ
の
引
歌
を
翻
訳
し
、
t
ぎ
s
u
g
賀
O
i
s
O
n
昏
e
邑
s
賢
訂
○
⊇
琶
a
．
A
s
賢
e
a
d
y
n
O
t
e
d
L
宅
e
n
d
e
r
s
u
謁
e
S
t
S
a
r
O
m
賀
許
註
n
i
里
 
 

と
春
日
野
の
説
明
ま
で
も
翻
訳
し
て
、
何
と
か
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
 
「
忍
の
乱
れ
」
 
の
一
 
 

句
が
前
述
の
、
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
の
情
報
内
容
を
筈
－
ド
化
》
し
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
歌
が
意
味
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 
 

内
容
、
す
な
わ
ち
〝
元
服
し
結
婚
し
た
ば
か
り
な
の
に
も
う
他
の
女
に
心
を
引
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
″
と
い
う
内
容
が
、
異
文
化
世
界
 
 

の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
翻
訳
「
…
許
弓
e
d
昏
a
t
h
e
m
i
g
h
t
h
弓
e
b
e
e
ロ
S
｛
賢
e
d
b
y
｛
訂
－
宅
e
n
d
e
r
O
f
謬
s
u
g
呂
O
」
か
ら
は
な
か
な
か
伝
 
 

わ
っ
て
こ
な
い
。
ま
さ
に
こ
れ
は
和
歌
の
翻
訳
に
お
け
る
厚
い
異
文
化
の
壁
、
翻
訳
囲
雛
性
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
貴
族
、
女
傍
ら
王
朝
文
化
人
は
、
和
歌
な
ど
の
知
識
が
非
常
に
豊
か
で
、
日
常
的
に
こ
れ
が
社
交
、
智
、
美
の
競
い
合
い
、
 
 

さ
ら
に
あ
そ
び
の
手
段
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
和
歌
の
鵬
旬
、
一
部
だ
け
で
、
彼
ら
の
頭
の
中
で
は
、
す
で
に
そ
れ
が
《
コ
ー
ド
化
》
さ
れ
て
 
 

い
る
の
で
、
そ
の
歌
の
内
容
が
全
て
分
か
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

本
論
文
で
は
、
物
語
文
学
に
お
け
る
和
歌
表
現
の
三
つ
の
機
能
で
あ
る
《
美
的
表
現
》
筈
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
》
と
《
あ
そ
び
の
表
 
 

現
》
を
合
わ
せ
重
視
し
、
翻
訳
可
能
か
ど
う
か
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
何
故
な
ら
、
本
論
文
が
常
に
比
較
の
対
象
に
し
て
い
る
翻
訳
者
達
の
 
 

翻
訳
を
み
た
と
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
に
つ
い
て
、
あ
る
場
合
は
無
視
し
て
い
た
し
、
ま
た
あ
る
場
合
は
逆
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
 
 

ン
を
重
視
す
る
あ
ま
り
歌
の
《
美
的
表
現
》
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
と
い
う
形
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
物
語
文
学
に
お
け
る
和
歌
の
翻
訳
の
困
難
性
を
、
主
に
原
文
に
忠
実
な
翻
訳
と
し
て
知
ら
れ
た
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
と
タ
イ
 
 

ラ
ー
の
英
訳
（
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
和
歌
の
殆
ど
を
省
略
し
て
い
る
）
 
に
お
け
る
和
歌
（
「
桐
壷
」
巻
・
帯
木
三
帖
）
を
適
し
て
形
式
と
内
容
（
感
 
 

動
の
美
的
表
現
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
、
あ
そ
び
の
表
現
・
機
能
）
 
が
ど
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
る
の
か
、
検
討
し
て
み
た
。
 
 

第
二
節
 
口
語
訳
・
英
語
訳
を
通
し
て
、
和
歌
の
機
能
的
役
割
と
翻
訳
困
難
性
に
つ
い
て
の
検
討
 
 

こ
こ
で
ま
ず
始
め
に
、
考
察
の
参
考
に
す
る
た
め
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
と
タ
イ
ラ
ー
の
翻
訳
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
 
 
 

ま
ず
最
初
に
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
に
つ
い
て
で
あ
る
が
彼
は
、
『
源
氏
物
語
』
 
の
よ
う
な
日
本
の
古
典
作
品
を
翻
訳
す
る
場
合
、
自
分
は
 
 

そ
の
作
品
の
文
学
的
価
値
を
正
確
に
訳
出
す
る
こ
と
に
最
重
点
を
お
い
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
具
体
的
内
容
の
正
確
な
訳
出
と
い
う
観
点
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か
ら
は
、
誤
訳
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
出
て
き
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
日
本
人
に
は
日
本
人
樽
有
の
感
覚
、
感
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
 
 

表
現
す
る
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
と
も
 
（
こ
こ
か
ら
も
誤
訳
な
ど
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
 
 

と
で
あ
ろ
う
）
 
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
語
は
西
洋
語
と
比
べ
、
唆
味
な
こ
と
が
多
く
、
相
手
に
推
察
の
余
地
を
与
え
る
表
現
が
多
い
。
し
 
 

た
が
っ
て
こ
の
推
察
が
正
し
く
な
い
と
意
味
の
取
り
適
え
、
す
な
わ
ち
誤
訳
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
他
、
歌
に
お
け
る
「
や
」
 
 

な
ど
の
詠
嘆
・
娩
曲
の
助
詞
・
助
動
詞
、
ま
た
歌
自
体
の
も
つ
余
韻
の
翻
訳
困
難
性
、
不
可
能
性
に
つ
い
て
も
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
（
エ
ド
 
 

ワ
ー
ド
・
G
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
、
『
日
本
語
ら
し
い
表
現
か
ら
英
語
ら
し
い
表
現
へ
』
那
須
聖
邦
訳
、
培
風
館
、
一
九
六
二
年
）
 
 
 

次
に
タ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
で
あ
る
が
彼
は
、
原
文
の
 
「
意
味
」
を
外
国
語
で
表
す
と
き
、
そ
の
意
味
の
一
部
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
は
や
む
 
 

を
え
な
い
。
こ
の
損
失
を
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
の
が
翻
訳
者
の
努
力
な
の
だ
と
言
う
。
ま
た
、
著
者
や
作
中
人
物
の
心
の
動
き
に
従
う
こ
と
 
 

が
い
ち
ば
ん
大
事
で
、
何
故
な
ら
、
彼
ら
の
そ
の
細
か
い
心
の
動
き
の
連
鎖
こ
そ
は
全
体
の
姿
を
構
成
す
る
の
だ
か
ら
と
も
述
べ
て
い
る
。
和
 
 

歌
に
つ
い
て
は
、
外
国
語
の
読
者
に
 
『
源
氏
物
語
』
 
の
和
歌
を
正
確
に
鑑
賞
し
て
も
ら
う
の
は
、
不
可
能
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
 
 

る
。
し
か
し
 
『
源
氏
物
語
』
 
の
原
文
の
姿
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
何
と
か
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
省
略
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
 
 

い
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
た
め
彼
は
、
作
中
の
和
歌
を
そ
の
文
脈
に
お
け
る
叙
事
的
な
意
味
合
い
で
翻
訳
す
る
場
合
が
多
く
、
で
き
る
こ
と
 
 

な
ら
そ
こ
に
何
か
散
文
と
は
適
っ
た
調
子
を
与
え
よ
う
と
は
努
め
て
い
る
。
和
歌
の
中
の
枕
詞
、
掛
詞
、
本
歌
の
響
き
な
ど
は
、
外
国
語
で
は
 
 

殆
ど
伝
え
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
言
葉
に
は
限
界
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
読
者
の
知
識
に
も
限
界
が
あ
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
 
の
和
歌
本
来
の
生
 
 

命
を
読
み
取
る
目
が
彼
ら
に
は
な
い
か
ら
だ
と
言
う
。
（
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
、
「
た
だ
い
ま
翻
訳
申
1
三
つ
目
の
 
『
源
氏
物
語
』
」
 
『
翻
訳
と
 
 

日
本
文
化
』
芳
賀
徹
編
、
シ
リ
ー
ズ
国
際
交
流
5
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
 
 
 

こ
こ
で
、
古
典
物
語
文
体
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
の
文
体
は
本
来
雅
文
を
基
調
と
す
る
こ
と
、
そ
の
雅
文
を
支
え
る
の
は
和
歌
表
現
で
あ
 
 

る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
雅
文
に
和
歌
表
現
が
引
歌
表
現
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
文
章
の
飾
り
で
は
な
く
文
章
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
し
 
 

た
が
っ
て
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
お
よ
び
タ
イ
ラ
ー
の
発
言
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
文
体
の
本
質
を
い
か
に
抑
え
ず
何
 
 

と
か
生
か
そ
う
と
い
う
苦
労
が
に
じ
ん
で
い
る
。
自
分
も
そ
の
物
語
文
体
を
生
か
す
翻
訳
が
、
可
能
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
。
 
 
 

本
論
文
で
は
、
「
桐
亜
」
巻
と
帝
木
三
帖
の
和
歌
四
四
首
の
中
か
ら
七
首
を
と
り
あ
げ
た
。
 
 
 

ゆ
け
い
の
ふ
よ
う
ぷ
 
 

①
 
桐
壷
帝
は
鞭
負
命
賂
を
更
衣
の
里
に
お
遣
わ
し
に
な
る
。
命
婦
は
桐
壷
更
衣
の
母
に
帝
の
仰
せ
言
を
お
伝
え
申
し
あ
げ
て
共
に
故
人
を
忍
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原
文
か
ら
は
、
す
で
に
月
は
沈
み
か
け
、
空
は
一
面
美
し
く
澄
み
き
り
、
風
は
ま
こ
と
に
涼
し
く
な
り
、
草
む
ら
か
ら
虫
の
声
が
涙
を
誘
う
 
 
 

がかものぎあ   〈′へ涙 し鈴  原   
あ ら た長り の   贈①かて虫  文   
ふあ りい泣鈴   ・桐なもの   
れとは秋き虫   戦塵 長声   
でか しのつの   
てらな夜づよ  負   きの  

t 哲   
… 

み Dえ も声     、   
の あ と の   ふ尽   
涙とてこ か   る く   

けが しに涙秋  The autumn nightis too short to  サ  

れだてもをの どん泣短抑  
夜  デ  

んてぎる短  だいすえは   
静いるのす 0  テ  
かるにぎ  ツ  

に鈴声はて  カ  

弱虫をあ’  
まの尽ま私  
る声くりの   

る夜こ なかて泣鈴  βgJJc汚c烏gね椚叩Cり〟乃才∫J地りCα乃Cり  タ   

だののいしいけ虫   那肋間湖山血甜舟Ⅷ町か血相仰吻  イ ラ  
号        伽g児戯∬乃励＝町ねα作紺才J才力JJo乃  l   α花dβ刀 

，  

b．9）  

び
、
夜
も
す
っ
か
り
更
け
て
し
ま
い
、
急
い
で
帰
参
し
よ
う
と
思
っ
て
も
立
ち
去
り
が
た
い
。
そ
の
時
、
命
婦
が
悲
し
み
を
共
感
共
有
し
 
 

て
詠
ん
だ
、
更
衣
の
母
へ
の
贈
歌
で
あ
る
。
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よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
悲
し
み
を
比
ハ
感
共
有
し
て
い
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
、
鈴
虫
の
声
で
枇
 
 

の
確
長
の
悲
し
み
を
き
わ
だ
た
せ
る
と
い
う
実
に
ふ
れ
た
感
情
表
現
が
伝
わ
っ
て
く
る
り
 
こ
こ
に
は
、
糸
巻
的
表
現
機
能
轡
と
鍋
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
 
 

シ
ョ
ン
機
能
轡
が
掩
維
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
い
 
ま
た
こ
れ
ら
を
過
し
て
鈴
虫
の
声
・
秋
め
夜
な
ど
言
蝦
の
美
的
な
響
き
な
と
が
和
 
 

歌
の
リ
ズ
ム
と
と
も
に
歌
の
余
情
を
醸
し
だ
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
こ
で
表
現
と
機
能
に
お
い
て
独
得
な
役
割
を
も
つ
‡
朝
和
歌
を
、
そ
の
後
の
和
歌
と
比
較
す
る
意
味
で
断
ふ
今
壌
の
な
か
、
こ
の
歌
に
関
 
 

連
し
た
和
歌
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
 
 

虫
の
青
も
長
き
夜
あ
か
ぬ
ふ
る
里
に
な
ほ
思
ひ
そ
ふ
松
風
ぞ
吹
く
（
新
古
今
鶴
、
靴
下
、
四
七
三
、
 
藤
原
家
隆
）
 
 
 

『
新
古
今
集
』
の
歌
は
修
辞
的
に
は
、
本
歌
取
り
・
体
言
止
め
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
歌
風
の
特
徴
と
い
う
と
情
趣
的
、
幽
玄
・
有
心
と
許
 
 

さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
歌
は
、
「
鈴
虫
の
声
…
」
の
歌
の
本
歌
取
り
に
な
っ
て
い
る
。
歌
風
的
に
は
ま
さ
に
情
趣
的
で
、
幽
玄
・
有
心
が
表
出
さ
れ
て
い
る
が
、
 
 

前
述
の
如
く
王
朝
和
歌
に
特
徴
的
な
役
割
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
な
ど
、
生
活
的
な
面
は
陰
を
ひ
そ
め
て
き
て
い
る
。
 
 
 

次
に
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
と
タ
イ
ラ
ー
の
翻
訳
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
は
歌
の
始
め
の
 
「
鈴
虫
の
」
 
の
 
「
の
」
 
が
 
 

比
喩
の
 
「
の
」
 
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
こ
の
た
め
前
の
三
句
が
 
「
鈴
虫
が
…
」
と
な
り
、
誤
訳
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
助
詞
に
よ
る
翻
 
 

訳
困
難
で
あ
ろ
う
。
《
美
的
表
現
》
と
し
て
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
鞭
負
命
婦
の
、
桐
塵
更
衣
の
母
の
悲
し
み
を
共
感
共
有
し
て
 
 
 

「
あ
な
た
の
も
と
を
立
ち
去
り
が
た
」
 
い
と
い
う
《
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
》
が
伝
わ
ら
な
い
。
し
か
し
彼
の
主
張
し
て
い
る
「
作
品
 
 

の
文
学
的
価
値
の
重
視
」
 
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
翻
訳
に
は
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

タ
イ
ラ
ー
も
ま
た
「
鈴
虫
の
声
…
」
 
の
「
の
」
を
主
格
の
「
の
」
と
し
て
お
り
、
比
喩
の
 
「
の
」
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
始
め
 
 

の
部
分
は
「
鈴
虫
は
、
も
う
こ
れ
以
上
は
泣
け
な
い
ま
で
、
泣
い
て
い
る
…
」
と
い
う
訳
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
訳
に
は
、
泣
き
続
け
、
 
 

や
ま
な
い
命
婦
の
深
い
悲
し
み
、
そ
の
共
感
共
有
と
い
う
《
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
》
は
果
た
し
て
い
る
。
彼
は
和
歌
の
翻
訳
に
閲
し
、
 
 

前
述
の
如
く
、
外
国
語
の
読
者
に
和
歌
を
正
確
に
鑑
賛
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
翻
訳
す
る
の
は
不
可
能
に
近
い
、
そ
こ
で
作
中
の
和
歌
を
文
脈
 
 

に
お
け
る
叙
事
的
な
意
味
合
い
で
翻
訳
す
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
…
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
タ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
そ
れ
 
 

な
り
に
目
的
を
達
し
て
い
る
翻
訳
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

両
氏
の
翻
訳
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
和
歌
の
前
後
の
文
章
を
忠
実
に
読
む
こ
と
に
よ
り
、
な
か
な
か
離
し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
文
法
的
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な
誤
訳
は
防
げ
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 

②
 
こ
の
歌
は
前
述
の
鞭
負
命
婦
の
歌
に
対
す
る
桐
亜
更
衣
の
母
の
答
敵
で
あ
る
。
 
 

た止今かにさらの虫  原  

こまましもしつ挙が  奮香   文  

と  ・桐ふど  
桐東る し  
東 雲く  

撃人音  

〉  し  

げ  

き   浅  

茅   

まらおまりよに蕃   生   
いに言 す、うまれ   に  
ま涙葉 C本にでた   露  
しがを し当やいこ   お   

m一で伝げ貫かう き草  Sadaretheinsectsongsamongthe  サ  0  

緒に言にのら声む にこが滞意のしはら  reeds．／Moresadlyyetfallsthedew  イ十 巳   
なこ宙ち）霜か悲の   かomaも0Ve仇eclouds．＞匝   ン   

～ミ  

膏 姦彗慧雲碧  テ  
ソ  

b．14）   カ  

して悲とら、をち  l   

み、し悲の要さの  

とすいし伝上そ嶋   

なたなこ率草鈴  ′′   ′ ′    ■′         ノ ′ I  タ   

るったこせの虫   

誓言葦芸三…  カ叔＝〆滋Ⅷ  

b．10）  

ロせ‾うるにつ  
に層あn不た   
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図
の
中
の
原
文
の
訳
は
、
和
歌
の
前
の
原
文
に
あ
る
「
か
し
こ
き
仰
せ
言
を
光
に
て
な
ん
（
畏
れ
多
い
仰
せ
言
を
光
と
い
た
し
ま
し
て
）
二
 
 

八
頁
」
を
含
め
て
訳
し
て
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
更
衣
の
母
は
帝
か
ら
の
手
紙
を
受
け
た
と
き
感
動
し
、
こ
れ
を
将
来
の
光
と
 
 

し
て
心
の
支
え
と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
と
深
く
感
謝
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
後
に
な
っ
て
、
悲
し
み
に
心
が
乱
れ
、
思
わ
ず
〝
お
恨
み
 
 

言
を
申
し
上
げ
た
く
な
っ
た
〟
と
言
っ
て
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
ま
で
織
り
込
ん
で
英
訳
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
 
 

難
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
こ
の
歌
を
中
心
に
据
え
て
訳
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

「
虫
が
し
き
り
に
鳴
い
て
い
る
こ
の
草
深
い
荒
れ
た
私
達
の
住
居
に
お
い
で
く
だ
さ
り
、
さ
ら
に
深
い
 
悲
し
み
の
涙
の
裔
を
、
置
き
添
え
 
 

る
雲
の
上
人
 
（
帝
の
お
使
い
の
方
）
 
で
ご
ざ
い
ま
す
こ
と
」
と
。
 
 
 

こ
こ
で
こ
の
解
釈
に
沿
っ
て
考
察
を
加
え
る
と
、
「
雲
の
上
人
」
は
こ
ん
な
草
深
い
佗
住
い
ま
で
凍
て
く
だ
さ
っ
て
、
悲
し
み
の
涙
を
置
き
 
 

添
え
る
と
い
う
恨
み
言
に
は
、
こ
れ
以
上
悲
し
ま
せ
て
く
れ
る
な
と
い
う
、
鞭
負
命
婦
の
贈
歌
を
切
り
返
す
と
も
と
れ
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
 
 

シ
ョ
ン
が
こ
の
歌
の
な
か
に
は
強
く
表
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
切
り
返
し
に
当
時
の
和
歌
の
贈
答
の
定
型
が
認
め
ら
れ
、
王
朝
和
歌
の
《
機
智
 
 

性
》
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
ふ
ま
え
て
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
翻
訳
を
み
て
み
る
と
、
氏
の
翻
訳
で
は
、
臣
e
d
e
w
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
最
初
 
 

の
旬
の
訳
に
〝
涙
を
さ
そ
う
〟
を
加
え
て
み
た
。
ま
た
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
は
d
e
w
に
、
露
の
他
に
雨
・
涙
の
意
味
を
込
め
て
訳
し
て
い
る
 
 

こ
と
か
ら
、
原
文
「
霜
お
き
そ
ふ
る
」
部
分
の
歌
語
の
伝
統
を
十
分
に
掴
ん
で
訳
そ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
で
あ
る
。
 
 
 

タ
イ
ラ
ー
の
訳
も
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
翻
訳
で
あ
る
。
ま
ず
「
い
と
ど
し
く
虫
の
音
し
げ
き
浅
茅
生
」
の
部
分
 
 

で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
余
情
を
も
加
わ
り
、
そ
の
悲
し
み
の
状
況
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
露
お
き
そ
ふ
る
」
の
部
 
 

分
も
、
前
の
詞
を
取
り
込
み
「
b
旨
g
s
藍
h
e
乱
e
r
邑
－
s
O
f
d
e
w
」
と
翻
訳
し
て
い
る
。
 
 
 

③
 
帝
が
較
負
命
婦
が
持
っ
て
き
た
桐
壷
更
衣
の
母
か
ら
の
贈
物
垂
衣
の
衣
装
一
揃
い
と
御
櫛
箱
）
を
御
覧
に
な
っ
て
、
嘆
く
単
独
歌
で
あ
 
 
 

る
。
こ
こ
で
帝
は
唐
代
の
詩
人
、
白
楽
天
の
長
恨
歌
に
お
い
て
、
道
士
が
悲
し
く
天
空
に
去
っ
た
楊
貴
妃
の
所
に
行
き
、
鋏
を
持
ち
帰
っ
 
 

て
き
た
場
面
を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
あ
る
。
和
歌
の
前
後
に
、
こ
の
長
恨
歌
に
関
係
し
た
文
章
が
あ
り
、
和
歌
は
こ
れ
ら
の
な
か
、
そ
の
 
 
 

頂
き
に
あ
た
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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原
文
の
歌
に
は
、
帝
の
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
悲
し
い
姿
、
道
士
が
い
て
ほ
し
い
と
、
そ
し
て
更
衣
の
魂
の
在
処
を
人
伝
に
で
も
伝
え
て
ほ
し
 
 

い
と
い
う
全
能
・
畏
敬
の
存
在
に
対
す
る
帝
の
願
望
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
前
提
に
は
、
更
衣
の
魂
は
ど
こ
に
行
っ
て
し
 
 

ま
っ
た
の
か
、
何
と
か
彼
女
の
魂
に
逢
え
な
い
も
の
か
と
い
う
強
い
気
持
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
和
歌
に
は
こ
の
よ
う
に
簡
潔
 
 

な
美
し
い
言
葉
と
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
発
す
る
余
情
・
余
韻
、
こ
れ
に
よ
り
情
報
容
塵
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
に
は
、
桐
亜
更
衣
の
夫
で
あ
り
、
光
源
氏
の
父
で
あ
る
桐
東
帝
の
こ
の
歌
に
呼
応
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
歌
が
 
 
 

こ今もそ行愛あ   〈（をなた  原   
と ど、う く すの   独①そつづ  文   
がこいす造る長   ・桐こてね   
でにとれ士死恨   桐壷とにゆ   
きあ しばが老歌   壷 知て く   
る るい人いのに   院三るも ま   
のの更伝て魂あ  

0   

る がて にに   
り も  
かが   

えがか幻彼  Andwi1lnowizardsearchheroutfor  サ   

てど0術女 くこそ士を  me，／Thatevenhemayte11mewhere  イ デ   
れにう は損  sheis？   ン   

るいでいし  ス  

のるあな出  テ  

～三  
ツ  

カ  

私、だく  
に被ろれ  
教女うる   

がま と たあ術あ  0肋αトナ椚毎如β刀dα紺ねα畑わ∫ge烏  タ   

でつしと‡士あ きていワ0を、  ゐgγβ〟f，肋α才J椚如才班β兜ゐ乃∂勅αf  国 フ    し．－■  
るい被ろそ見彼  Jβαぶナノ触椚 ゐfα狸fγ申∂γ吉相ゐβ相加γ  口   

のる女かうつ女  血Ⅳ砂前川那都側．   
にののらすけを 0かのる  

魂れ授  

をが知ばこし  
何何ら私とだ  
と処せはがし  
かにで、でて  

知行で速きく  
るつもくたれ 、  
こて離らる  
としいれな幻   
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「
幻
」
巻
（
四
一
巻
）
の
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
帝
の
息
子
で
あ
る
光
源
氏
の
歌
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
和
歌
は
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
 
 

感
動
的
な
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
「
ま
ぼ
ろ
し
」
と
い
う
詞
を
用
い
、
「
魂
の
あ
り
か
」
を
知
り
た
い
と
訴
え
る
歌
で
あ
る
。
 
 

原
文
 
大
空
を
か
よ
ふ
ま
ぼ
ろ
し
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
く
方
た
づ
ね
よ
 
 

（
独
・
光
源
氏
）
 
 
 

（
④
幻
 
五
四
五
頁
）
 
 

さ
て
こ
れ
ら
の
歌
の
背
景
に
あ
る
長
恨
歌
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
 
 

長
恨
歌
に
は
古
代
中
国
の
人
々
の
伝
統
的
文
化
が
深
く
染
み
込
ん
で
い
る
。
「
桐
東
」
巻
か
ら
「
担
巻
の
間
を
通
し
て
み
る
と
、
こ
の
二
首
 
 

の
歌
が
枠
組
み
を
な
し
て
お
り
、
こ
の
物
語
の
大
き
な
主
題
、
人
間
だ
か
ら
人
間
社
会
だ
か
ら
こ
そ
持
つ
悲
し
み
、
辛
さ
な
ど
に
つ
い
て
語
り
 
 

か
け
て
い
る
。
 
 
 

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
訳
は
、
内
容
と
い
う
か
歌
の
骨
組
み
は
確
か
に
伝
え
て
い
る
が
、
原
文
の
歌
に
比
べ
余
情
に
乏
し
い
。
こ
れ
は
 
 

「
も
が
な
」
、
「
べ
く
」
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
彼
は
、
前
述
の
如
く
、
詠
嘆
・
娩
曲
の
助
詞
・
助
動
詞
、
歌
自
体
の
 
 

も
つ
余
情
・
余
韻
な
ど
は
、
翻
訳
に
困
難
、
し
ば
し
ば
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
歌
の
前
文
、
「
亡
き
人
の
住
み
処
尋
 
 

ね
出
で
た
り
け
ん
し
る
し
の
紋
な
ら
ま
し
か
ば
」
を
、
あ
の
中
国
の
皇
帝
の
請
に
あ
る
よ
う
に
、
「
幻
術
士
が
更
衣
の
住
ん
で
い
る
死
後
の
世
 
 

界
に
行
っ
て
持
っ
て
こ
ら
れ
た
鍍
で
あ
っ
た
な
ら
ど
ん
な
に
心
が
慰
め
ら
れ
る
こ
と
か
」
と
、
原
文
の
中
か
ら
長
恨
歌
を
読
み
取
っ
た
翻
訳
を
 
 

し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
、
帝
が
詠
ん
だ
歌
の
中
の
「
ま
ぼ
ろ
し
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
こ
の
言
葉
は
讃
氏
物
語
』
の
な
か
、
た
っ
た
 
 

二
回
だ
け
使
わ
れ
、
そ
の
二
回
目
が
「
幻
」
巻
の
中
の
「
大
空
を
か
よ
ふ
ま
ぼ
ろ
し
…
」
、
こ
の
歌
で
あ
る
と
特
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
 
 

う
な
こ
と
か
ら
も
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
が
、
い
か
に
『
源
氏
物
語
』
翻
訳
を
原
文
に
準
っ
よ
う
に
、
ま
た
そ
の
文
学
的
価
値
を
重
視
す
る
こ
 
 

と
に
、
情
熱
を
傾
け
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
た
し
か
に
「
た
づ
ね
ゆ
く
…
」
の
歌
の
翻
訳
に
関
し
て
は
、
余
情
に
乏
し
い
と
指
摘
し
た
が
、
こ
の
 
 

よ
う
に
そ
の
前
の
歌
を
含
め
た
翻
訳
と
し
て
考
え
る
と
、
障
れ
た
翻
訳
と
い
え
る
。
 
 
 

タ
イ
ラ
ー
は
、
「
…
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
」
の
部
分
を
「
O
t
訂
〓
m
i
g
h
｛
…
」
と
訳
し
、
ま
た
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
が
「
魂
の
あ
り
か
を
⊥
を
 
 

「
鼻
e
r
e
s
h
e
i
s
」
と
訳
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
各
e
r
e
h
e
r
d
e
a
r
s
p
i
註
訂
s
g
O
n
e
」
と
叙
情
的
に
訳
し
て
い
る
ご
」
れ
は
タ
イ
ラ
ー
が
述
べ
て
 
 

い
る
よ
う
に
、
和
歌
の
翻
訳
が
困
難
な
中
、
で
き
る
こ
と
な
ら
そ
こ
に
何
か
散
文
と
は
適
っ
た
調
子
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ひ
だ
り
の
む
ま
の
㌣
〃
 
④
 
「
両
夜
の
品
窪
め
」
の
な
か
、
左
馬
頭
が
体
験
し
た
拒
食
い
の
女
の
詣
で
、
彼
女
は
従
順
、
懸
命
に
彼
に
つ
く
す
女
性
で
あ
っ
た
が
嫉
妬
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L
－
を
 
 
 

原
文
の
「
手
を
折
り
て
…
数
ふ
れ
ば
」
ま
で
は
、
伊
勢
・
十
六
段
か
ら
の
歌
「
手
を
折
り
て
あ
ひ
見
し
こ
と
を
数
ふ
れ
ば
十
と
い
ひ
つ
つ
四
 
 

へ
 
つ
は
経
に
け
り
」
か
ら
の
引
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
裏
に
は
、
君
の
欠
点
は
ま
だ
ま
だ
沢
山
あ
っ
た
と
い
う
怒
り
の
気
持
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

だの連合指   ′一＿、はを手  原   
つ欠つつを  ①君数を  文  

栗ギ  

ろこてこA  
嘉  

室  

だ、振つ   と し  
つ こ   

け君り き   や と   

い全のて沢私  Icountthemover，themanythings  サ  0  

て指み山は はでるの、  betweenus．／One丘ngerdoesnot，  イ デ  とは 0こ私  alas，COuntthesumofyourfai1ures．  ン   
てあ残と達  ス  

もな念をの  テ  

数たな残間  ツ  

えのがらに  カ  

足欠らずあ  
り点一致つ  
なの本えた   

遊の（始今今あ  。閏ク曙β柑C和β如dわCβ鋸乃‖如椚αチリ  タ  
び訪日め回まな にとてので   ′ J一， ′  ′ ′ 一′‘ J望ノ ′  国 フ   
本た                もそでであ、と  ぶ如紺地α‖始∂〟わ喝β〆プロ〟得ね   

Cβγねわzか乃♂‖ゐgβ循た  

GnJapanonecrooksthe丘ngersto   COunt 
．′mispoemandthereplyrely  

OnSeVeralwordplays．）  
b．28）  

深
か
っ
た
。
左
馬
頭
は
何
と
か
こ
れ
を
直
そ
う
と
作
戦
を
ね
っ
た
が
、
こ
れ
は
こ
じ
れ
て
し
ま
い
、
指
を
噛
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
 
 

の
歌
で
あ
る
。
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
の
や
り
と
り
に
発
展
し
て
し
ま
う
。
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ま
た
、
「
ふ
し
」
に
数
と
指
の
関
節
の
意
味
と
を
か
け
る
な
ど
、
「
手
」
の
縁
語
が
ふ
ん
だ
ん
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
連
想
か
ら
、
そ
の
 
 

場
面
が
よ
り
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
 
 
 

原
文
の
歌
は
一
つ
の
欠
点
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
他
に
も
沢
山
の
欠
点
が
君
に
は
あ
る
と
い
う
主
旨
で
あ
る
が
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
 
 

英
訳
は
「
あ
な
た
は
本
当
に
欠
点
の
多
い
人
で
す
ね
」
と
い
う
怒
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
確
か
に
彼
が
主
張
 
 

す
る
文
学
的
価
値
の
正
確
さ
を
最
重
点
と
し
た
翻
訳
と
し
て
は
目
的
は
達
し
て
い
る
。
し
か
し
原
文
の
「
手
を
折
り
て
‥
つ
き
ふ
し
・
数
ふ
れ
 
 

ば
」
と
い
う
縁
語
を
考
え
る
な
ら
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
「
指
を
折
っ
て
数
え
て
み
る
と
…
」
と
い
う
表
現
が
加
わ
っ
て
欲
し
い
。
こ
れ
に
よ
り
 
 

歌
の
余
情
・
余
韻
が
醸
し
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
欧
米
に
は
指
を
折
っ
て
数
え
る
文
化
が
な
い
 
（
欧
米
で
は
指
を
伸
ば
し
て
数
え
る
）
 
 

と
す
る
と
、
こ
れ
は
異
文
化
の
壁
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
タ
イ
ラ
ー
は
、
自
分
達
は
指
を
伸
ば
し
て
物
を
数
え
る
が
、
日
本
で
は
指
を
折
り
曲
げ
て
数
え
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
こ
と
を
 
 

括
弧
内
に
注
釈
と
し
て
加
え
、
「
指
・
折
る
・
数
え
る
」
と
縁
語
を
意
識
し
て
翻
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
そ
の
と
き
の
状
況
が
よ
り
は
っ
 
 

き
り
眼
前
に
浮
か
ん
で
く
る
。
ま
た
歌
の
後
半
の
文
も
「
i
s
c
e
r
註
n
マ
n
O
t
昏
e
腎
s
t
」
と
助
詞
「
や
は
」
も
取
り
込
み
、
余
情
を
醸
し
だ
す
翻
 
 

訳
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
彼
の
言
う
何
と
か
和
歌
に
つ
い
て
散
文
と
は
適
っ
た
調
子
、
味
…
を
出
し
た
い
と
い
う
意
図
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
 
 

⑤
こ
れ
は
左
馬
頭
の
愛
人
、
指
食
い
女
の
前
述
の
歌
に
対
す
る
答
歌
で
あ
る
。
 
 

〈′＿、べへう  原   
答①き き き  文   

・帝をてふ   
左木り こ し  
馬   やを  
頭七 君心   
の四  がひ   

至  

〉  

別に   
る数   

Ihavecountedthemup  サ   

myself，beassured，my  イ 、＿■ 
○ 7‾   

fai1ures．／Foronebitten  ン   

fingermustal1bebitten  ス   

away？   ツ   

b．33）   カ  

1   

了七g烏〆♂祝わ聯ざご抑ゐg乃わz  タ   

叩Ⅷ肌り瀬畑れ伽噸触  イ ラ   

Jα眈扉1ゆ〕朋〝（W勘」  l   

わβJ才紺e肋ぬ才吉例βα＝■αざ才J   

椚〟ざfね烏β〝砂ゐα乃d如椚   

ツβα和・   

b．28）  
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原
文
の
 
「
や
」
を
疑
問
の
 
「
や
」
と
す
る
と
「
…
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
な
る
。
「
や
」
を
感
動
の
間
投
助
詞
と
す
る
と
前
述
の
訳
 
 

に
な
る
。
こ
の
歌
の
中
の
 
「
う
き
ふ
し
」
は
、
贈
歌
の
 
「
欠
点
」
 
の
意
味
を
「
浮
気
」
に
変
え
て
用
い
て
い
る
。
前
の
歌
と
同
様
、
「
ふ
し
・
 
 

数
え
き
て
・
手
」
と
縁
語
技
法
を
使
っ
て
余
情
を
だ
し
、
聞
き
手
（
読
者
）
 
に
場
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
怒
り
の
感
情
表
現
・
コ
 
 

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
こ
れ
に
よ
る
訣
別
伝
達
の
歌
で
あ
る
。
 
 
 

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
翻
訳
の
な
か
の
旨
e
m
は
繰
り
返
さ
れ
た
浮
気
を
指
す
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
口
語
訳
に
な
る
。
激
し
い
感
情
 
 

表
出
と
訣
別
を
宣
言
し
た
訳
と
な
っ
て
い
る
。
前
半
は
原
文
に
沿
っ
て
い
る
が
、
後
半
は
文
章
の
流
れ
を
取
り
込
ん
だ
翻
訳
で
、
内
容
的
に
は
 
 

イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
面
白
い
訳
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
遥
和
感
も
全
く
な
い
。
し
か
し
原
文
と
は
外
れ
た
訳
に
な
っ
て
い
る
ご
」
こ
で
タ
イ
ラ
ー
 
 

の
言
葉
を
か
り
て
い
う
な
ら
、
彼
が
翻
訳
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
の
一
つ
と
し
て
〝
作
中
人
物
の
心
の
動
き
に
し
た
が
う
こ
と
だ
″
と
述
べ
て
 
 

い
る
の
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
贈
答
歌
の
特
徴
は
 
「
う
き
ふ
し
・
ひ
と
つ
に
・
数
ふ
・
こ
 
（
こ
れ
）
・
や
・
君
・
手
」
と
大
き
く
で
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
答
歌
で
も
「
う
 
 

き
ふ
し
」
が
問
題
に
な
る
。
贈
歌
で
は
「
う
き
ふ
し
」
は
「
悪
い
箇
所
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
欠
点
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
が
、
答
歌
 
 

で
の
 
「
う
き
ふ
し
」
 
は
、
「
左
馬
頭
の
浮
気
」
 
の
意
味
に
と
れ
て
く
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
タ
イ
ラ
ー
は
贈
歌
に
て
、
「
う
き
ふ
し
」
を
「
非
道
」
と
し
て
い
る
た
め
、
答
歌
に
て
も
同
様
に
「
○
仁
冨
g
e
」
と
翻
訳
し
て
お
 
 

り
、
原
文
の
 
「
あ
な
た
が
他
の
女
と
浮
気
な
さ
る
の
を
胸
の
中
で
数
え
な
が
ら
も
耐
え
て
き
ま
し
た
が
…
」
 
の
意
味
が
表
出
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

タ
イ
ラ
ー
は
、
和
歌
に
つ
い
て
は
外
国
の
読
者
に
 
『
源
氏
物
語
』
 
の
和
歌
を
正
確
に
鑑
賞
し
て
も
ら
う
の
は
不
可
能
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
 
 

言
い
な
が
ら
も
前
の
贈
歌
と
同
様
、
縁
語
を
し
っ
か
り
と
捉
え
、
こ
れ
を
丹
念
に
翻
訳
し
た
見
事
な
翻
訳
と
い
え
る
。
特
に
終
わ
り
の
二
旬
に
 
 

あ
な
た
が
他
の
女
と
浮
気
を
 
 

な
さ
る
の
を
陶
の
中
で
数
え
 
 

な
が
ら
も
耐
え
て
き
ま
し
た
 
 

が
、
あ
あ
、
い
よ
い
よ
今
日
 
 

こ
そ
、
あ
な
た
と
お
別
れ
す
 
 

る
時
だ
と
思
い
ま
す
 
 

は
っ
き
り
申
し
上
げ
ま
す
が
、
 
 

私
は
あ
な
た
が
他
の
女
の
所
に
 
 

通
う
の
を
全
て
数
え
て
い
ま
し
 
 

た
。
噛
ま
れ
た
棺
〓
本
は
、
全
 
 

部
噛
み
切
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
 
 

ひ
ど
い
こ
と
と
言
え
ば
、
私
の
秘
か
 
 

な
思
い
の
中
で
、
あ
な
た
の
非
道
を
 
 

数
え
る
と
、
私
は
、
今
度
と
い
う
今
 
 

度
は
、
あ
な
た
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
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つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
い
よ
い
よ
今
日
こ
そ
あ
な
た
と
お
別
れ
す
る
と
き
だ
と
思
い
ま
す
」
の
意
味
と
な
る
部
分
が
、
原
文
で
は
「
こ
や
君
が
 
 

手
を
別
る
べ
き
お
り
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
タ
イ
ラ
ー
は
「
I
b
e
穿
く
e
家
s
江
m
e
邑
訂
訟
I
m
u
s
〓
路
e
【
薫
h
賀
d
中
O
m
y
O
u
r
S
」
と
答
歌
 
 

の
特
徴
を
出
し
、
ま
た
、
縁
語
を
生
か
し
た
翻
訳
を
意
図
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
外
国
語
の
読
者
に
は
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
の
か
気
に
 
 

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

だ
い
い
h
め
の
と
 
 

⑥
 
こ
の
歌
は
病
の
大
弐
の
乳
母
を
見
舞
に
訪
ね
た
光
源
氏
が
、
む
さ
苦
し
い
大
路
と
隣
家
の
様
子
を
見
渡
し
て
い
る
と
き
、
隣
家
に
住
む
夕
 
 

顔
と
い
う
女
性
が
白
い
扇
に
書
い
て
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
 
 

をの様輝あお   〈′へ光心  原   
添家がく ら見   贈①そあ  文   

聖   ・タヘて  
夕顔たに   

く こ このれし   頗 るそ   
だのとよるた   －一夕れ   

さ 夕にう かと   四顔か   
い顔みにと こ   
まのす美思ろ   

○のと  
頁花ぞ   

し花ぼしい源   
）  

見   
たにらいま氏   

ま しあすの  － 0   

でtな 君   
る 自  

光私た光で   
露  
の   

氏こて遥こ  IthinkIneednotaskwhose  サ   

ののいいの 君夕るなお  faceitis，Sobright，this  イ ＿e   evenlngface 
，intheshining   

dew．   ス  

b．63）   テ  
ツ  

カ  

血・【■・う もの私  血αg槻洋J消＝触り朋  タ  

段なた君が と姿らで見  ∽即f乃dββd∂βゐg√娩βJj如才  イ ラ  美〉 さ ある  ぶ肋grdgぴぁわ櫛わCわ肋gf托  l   

しがれるに   

ββ抑eγ  

（“YbuareGenji，areyOunOt？’’  

Heisthedew，Shetheflower．）  

b．57）  

がよの氏   
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め
の
と
 
 
 

こ
の
歌
に
は
、
源
氏
の
君
が
乳
母
を
お
見
舞
い
に
訪
ね
た
と
き
隣
家
の
夕
顔
が
、
わ
ぎ
わ
ぎ
こ
の
よ
う
な
み
す
ぼ
ら
し
い
家
に
お
目
を
止
め
 
 

て
下
さ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
そ
の
御
光
臨
の
挨
拶
の
《
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
》
、
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
そ
の
時
代
、
歌
で
し
か
伝
え
ら
 
 

れ
な
い
女
性
の
気
持
の
表
現
と
共
に
、
今
で
い
う
、
〝
あ
あ
素
敵
だ
な
あ
″
と
う
っ
と
り
し
た
男
性
に
対
し
、
一
寸
声
を
掛
け
て
み
よ
う
と
い
 
 

う
《
あ
そ
び
の
機
能
》
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
歌
で
は
語
り
手
が
「
白
い
夕
顔
の
花
、
白
い
屈
、
白
露
」
と
「
自
」
の
雰
囲
気
を
 
 

醸
し
だ
そ
う
と
し
て
い
る
と
同
時
に
、
心
の
と
き
め
き
を
夕
顔
の
花
の
変
化
で
表
す
《
美
的
表
現
》
も
見
ら
れ
る
。
 
 

私
は
「
白
露
の
光
」
を
光
源
氏
に
見
立
て
て
解
釈
す
る
が
、
著
名
な
作
家
た
ち
 
（
谷
崎
潤
一
郎
、
瀬
戸
内
寂
聴
、
今
泉
忠
義
ら
）
 
が
夕
顔
の
 
 

花
を
源
氏
の
君
と
、
黒
須
垂
彦
氏
が
頭
中
将
と
し
て
訳
し
て
い
る
。
 
 

み
ず
い
L
ん
 
 
 

し
か
し
夕
顔
の
花
を
誰
に
見
立
て
る
か
に
関
し
て
は
、
原
文
に
お
け
る
光
源
氏
に
か
か
り
聞
か
せ
た
御
随
身
の
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
 
 

な
き
け
 
 

め
の
わ
ら
わ
 
 

か
き
ね
 
 

畑
ふ
が
ほ
 
 

夕
顔
と
申
し
は
ぺ
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
る
 
（
言
一
六
頁
）
」
と
女
竜
の
 
「
枝
も
情
な
げ
な
 
 

め
る
花
を
 
（
血
三
七
貢
）
」
と
い
う
部
分
か
ら
、
夕
顔
の
も
つ
当
時
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
 
（
高
貴
な
身
分
の
方
々
に
は
、
前
栽
或
い
は
観
賞
用
の
花
 
 

と
認
め
て
い
な
い
よ
う
な
花
）
 
か
ら
、
こ
れ
が
身
分
の
高
い
 
「
光
源
氏
の
君
」
と
見
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
歌
の
 
「
白
露
の
光
そ
へ
た
る
」
 
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
白
露
」
を
擬
人
化
に
よ
る
「
光
源
氏
」
と
し
て
、
白
露
に
続
く
「
の
」
を
主
 
 

格
の
 
「
の
」
と
す
る
考
え
と
、
「
白
露
の
光
」
を
「
光
源
氏
」
と
す
る
考
え
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
光
源
氏
が
 
「
光
を
添
え
る
」
と
い
う
 
 

解
釈
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
専
門
家
の
方
々
で
さ
え
誤
訳
を
起
こ
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
∴
二
次
元
性
の
異
文
化
の
壁
 
（
距
離
・
平
面
的
な
二
次
元
性
の
問
 
 

題
点
・
困
難
性
で
は
な
く
、
年
代
す
な
わ
ち
時
代
軸
も
関
与
し
た
三
次
元
性
の
問
題
点
・
国
雄
性
）
 
の
立
ち
は
だ
か
る
 
『
源
氏
物
語
』
、
ま
し
 
 

て
そ
の
中
で
も
難
解
と
さ
れ
る
和
歌
は
、
口
語
訳
を
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
外
国
語
訳
と
な
る
と
、
タ
イ
ラ
ー
も
指
摘
す
 
 

る
よ
う
に
、
和
歌
を
外
国
語
の
読
者
に
正
確
に
鑑
賞
し
て
も
ら
う
の
は
不
可
能
に
近
い
の
で
は
…
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
翻
訳
は
、
後
半
の
部
分
は
誤
訳
と
考
え
ら
れ
る
。
前
の
旬
に
光
源
氏
が
大
き
な
存
在
と
し
て
あ
る
た
め
、
後
ろ
の
 
 

部
を
叙
事
的
な
意
味
で
推
論
を
加
え
翻
訳
す
る
と
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
の
美
し
さ
を
讃
え
た
美
的
表
現
の
み
を
表
出
し
た
訳
に
な
っ
て
し
ま
う
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
確
か
に
誤
訳
と
は
い
え
る
が
、
彼
の
目
指
し
て
い
る
文
学
的
価
値
は
少
し
も
損
ね
て
は
い
な
い
。
外
国
語
の
読
者
に
と
っ
 
 

て
も
十
分
納
得
の
い
く
翻
訳
と
い
え
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
紫
式
部
の
和
歌
で
あ
る
が
、
式
部
は
彼
女
の
感
性
、
博
学
な
知
識
、
修
辞
技
法
…
を
駆
使
し
、
和
歌
の
中
に
登
場
人
物
の
心
理
描
 
 

96   
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写
（
深
層
心
理
も
含
め
て
）
、
心
理
分
析
的
な
こ
と
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
が
、
も
し
こ
の
「
白
露
」
の
「
の
」
 
 

が
前
述
の
如
く
主
格
の
「
の
」
と
理
解
で
き
た
な
ら
〝
夕
顔
が
心
の
と
き
め
き
を
花
の
変
化
で
表
出
し
て
い
る
″
の
に
気
づ
い
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

タ
イ
ラ
ー
の
翻
訳
、
脚
注
の
「
霜
は
彼
（
光
源
氏
）
、
花
は
彼
女
（
夕
顔
）
」
と
い
う
説
明
を
折
り
こ
ん
で
訳
す
と
前
述
の
よ
う
に
な
る
。
こ
 
 

の
訳
か
ら
は
、
歌
を
贈
っ
た
彼
女
（
夕
顔
）
の
、
心
の
と
き
め
き
が
表
出
さ
れ
、
原
文
に
沿
っ
た
翻
訳
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

⑦
 
夕
顔
が
亡
く
な
っ
た
後
、
空
蝉
も
夫
の
伊
予
介
と
共
に
伊
予
国
に
去
っ
て
い
っ
た
日
に
、
光
源
氏
は
一
日
中
ぽ
ん
や
り
と
思
い
に
ふ
け
っ
 
 

て
歌
っ
た
単
独
歌
で
あ
る
。
 
 

こ秋く 人も亡   〈（暮二過  原   
との先も、く   独①か道ぎ  文   
よ苛も、まな   ・夕なにに   

光顔 行し   
何かは今て   源  
とら別日し  

く も  
氏一 方け 〉  

もな々別ま  九 知ふ   
のい、れっ 0   
寂そてた   世・   
し この行夕   秋る   
いの行く 顔   のも   

にのる う・∪－・¶・・  Theonehasgone，tOthe  サ  0、ん‘〕 

一人  0therIsayfarewell．／They  イ  二  は   ．．＿■や 丁■   
行人に去  gotheirunkn0wnWayS，  ン   
く は私 っ  theendofautumn．   ス   

そ はて   テ   

b．89）    秋れ別 し  ツ   

のぞれま  カ   

終れをい  l   

わ末吉、  

り知lげも  

る に う そへ一て－－一  0乃βげ伽椚ゐαざdダβd，α邦d  タ  こl  

細物り虜射血鮎＝桐畑都  イ ラ  

加日用明仙郷む抑制‖虎児〟紺 舶用川血か削い止混の 飢細別知明妙傭船  
b．80）   

い間そ0遣うつ  
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秋
の
暮
、
夕
顔
の
死
、
空
蝉
の
旅
立
ち
、
心
ひ
か
れ
た
こ
の
二
人
の
女
性
へ
寂
し
く
思
い
を
馳
せ
る
光
源
氏
、
強
い
感
情
表
出
の
歌
で
あ
る
。
 
 

ま
た
、
「
過
ぎ
に
し
・
け
ふ
別
る
る
・
行
く
方
知
ら
ぬ
・
秋
の
暮
」
な
ど
寂
し
さ
を
美
的
に
表
現
し
た
歌
と
い
え
る
。
「
秋
の
書
か
な
」
 
は
日
本
 
 

で
は
秋
の
暮
は
も
の
寂
し
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
秋
と
い
う
季
節
は
な
い
。
当
然
秋
の
も
の
寂
し
い
と
い
う
感
覚
 
 

も
な
い
。
こ
の
部
分
の
翻
訳
に
は
か
な
り
の
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
。
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
翻
訳
は
、
原
文
の
内
容
を
し
っ
か
り
と
捉
え
 
 

た
翻
訳
と
い
え
よ
う
。
余
情
・
余
韻
も
醸
し
だ
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

タ
イ
ラ
ー
の
翻
訳
も
そ
の
場
の
雰
囲
気
も
感
じ
さ
せ
、
原
文
の
内
容
を
し
っ
か
り
捉
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
 
「
秋
の
暮
」
 
は
歌
 
 

の
前
の
文
章
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
冬
立
つ
日
 
（
立
冬
の
日
）
 
と
い
う
こ
と
か
ら
″
a
ロ
a
u
ど
m
n
署
i
－
i
腎
t
監
－
s
″
で
は
原
文
と
外
れ
て
い
 
 

る
。
と
こ
ろ
で
、
「
秋
の
暮
」
 
は
 
「
寂
し
い
」
 
と
い
う
日
本
人
の
感
覚
・
感
慨
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
は
分
か
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
人
で
 
 

あ
る
タ
イ
ラ
ー
は
ど
う
感
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
同
じ
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
は
、
東
京
大
学
に
留
学
す
 
 

る
な
ど
、
日
本
で
の
生
活
が
長
い
。
 
 

第
三
節
 
ま
と
め
 
 

ー
・
和
歌
の
礫
能
的
役
割
 
 

和
歌
に
は
洗
練
さ
れ
た
美
し
い
歌
語
が
使
わ
れ
、
内
容
が
濃
縮
さ
れ
て
い
る
。
感
情
が
、
あ
る
時
は
強
く
ほ
と
ば
し
る
、
ま
た
あ
る
時
は
曖
 
 

昧
に
、
密
か
に
、
微
か
に
、
控
え
目
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。
人
の
心
、
相
手
の
心
に
強
く
響
き
伝
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
当
時
の
和
歌
の
 
 

特
色
と
い
え
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
、
当
時
の
儀
式
や
宴
の
場
で
は
、
和
歌
を
詠
み
合
う
こ
と
で
 
（
智
）
 
と
 
（
美
）
を
祝
い
合
っ
た
り
 
 

（
機
智
）
 
の
手
段
と
な
っ
て
人
々
を
楽
し
ま
せ
、
喜
ば
せ
る
な
ど
、
《
あ
そ
び
の
表
現
・
機
能
》
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
和
歌
は
 
 

当
時
の
貴
族
に
共
有
さ
れ
る
 
（
あ
そ
び
）
 
の
最
も
有
力
な
手
段
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
は
そ
の
場
で
の
歌
の
や
り
と
り
、
あ
る
 
 

い
は
歌
会
な
ど
で
要
請
さ
れ
た
場
合
に
は
、
時
間
を
か
け
ず
に
、
即
時
に
詠
む
こ
と
も
多
い
。
 
 
 

日
本
の
王
朝
物
語
文
学
に
お
け
る
和
歌
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
表
現
と
機
能
に
お
い
て
独
特
な
役
割
、
《
美
的
表
現
》
・
《
コ
ミ
ュ
 
 

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
》
・
《
あ
そ
び
の
表
現
》
と
い
う
三
つ
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
《
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
》
に
つ
い
て
い
う
と
、
王
 
 

94   
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朝
和
歌
が
生
活
詠
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
日
常
生
活
の
文
脈
と
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
た
め
、
号
」
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
 
 

シ
ョ
ン
機
能
が
は
た
ら
く
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
和
歌
は
本
来
日
常
生
活
を
主
と
す
る
（
私
）
の
文
化
と
し
て
、
特
に
女
性
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
感
情
・
思
想
あ
る
い
は
生
酒
情
報
・
 
 

日
常
の
情
報
を
伝
え
る
手
段
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
一
つ
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
時
国
家
的
基
盤
が
形
作
ら
れ
、
ま
だ
日
の
浅
い
こ
の
時
期
、
 
 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
男
性
が
前
面
に
出
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
女
性
は
殆
ど
発
言
、
意
志
表
示
す
る
揚
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
す
で
に
触
れ
て
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

き
た
よ
う
に
、
歌
の
中
で
の
み
、
女
性
は
自
分
の
感
情
、
気
持
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
和
歌
の
役
割
か
ら
、
和
歌
は
三
一
文
字
の
中
に
非
常
に
高
い
《
情
報
容
量
》
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
通
 
 

常
い
わ
れ
て
い
る
《
情
報
容
量
》
を
高
め
る
一
般
的
な
修
辞
技
法
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
さ
ら
に
《
情
報
容
量
》
を
高
め
る
た
め
に
は
言
 
 

葉
の
約
束
あ
る
い
は
歌
語
の
詩
的
伝
統
が
利
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
そ
の
歌
語
を
も
ち
出
す
こ
と
で
、
そ
の
意
味
全
体
を
一
語
で
も
っ
て
表
 
 

現
す
る
筈
－
ド
化
》
が
可
能
に
な
り
、
し
ば
し
ば
過
去
の
物
語
世
界
を
想
起
さ
せ
、
現
在
の
物
語
世
界
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
こ
で
王
朝
物
語
文
学
に
お
け
る
和
歌
の
三
つ
の
機
能
に
つ
い
て
「
桐
盛
」
巻
と
帝
木
三
帖
の
中
の
和
歌
四
四
首
を
分
類
し
て
み
た
。
こ
れ
 
 

に
よ
る
と
筈
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
》
が
四
三
首
、
《
美
的
表
現
》
が
三
七
首
、
《
あ
そ
び
の
表
現
》
が
鵬
八
首
に
あ
る
と
い
う
結
果
を
得
 
 

ら
れ
た
。
 
 
 

も
っ
と
も
多
く
の
歌
に
認
め
ら
れ
た
の
は
《
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
》
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
王
朝
和
歌
は
 
 

生
活
詠
と
呼
ば
れ
、
本
来
日
常
生
活
を
主
と
す
る
（
私
）
の
文
化
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
女
性
に
と
っ
て
は
、
物
語
文
学
 
 

は
女
性
の
た
め
に
作
ら
れ
た
女
性
の
世
界
の
物
語
と
い
う
側
面
を
大
き
く
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
物
語
文
学
は
女
性
が
主
体
的
に
担
っ
た
 
 

文
化
で
あ
る
と
も
い
え
、
女
性
が
自
ら
の
感
情
・
思
想
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
和
歌
は
物
語
に
と
っ
て
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
 
 

こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

次
に
多
く
認
め
ら
れ
た
《
美
的
表
現
》
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
和
歌
に
は
雅
文
を
主
体
と
す
る
引
歌
表
現
な
ら
び
に
歌
語
が
使
わ
れ
て
い
る
 
 

か
ら
と
考
え
る
。
 
 
 

も
う
一
つ
最
後
の
機
能
《
あ
そ
び
の
表
現
》
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
（
あ
そ
び
）
は
男
と
女
・
女
と
女
と
の
〝
あ
そ
び
″
と
い
う
こ
と
か
ら
 
 

も
分
か
る
よ
う
に
、
仲
を
円
滑
に
す
る
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
当
時
の
狭
い
貴
族
社
会
・
女
房
社
会
に
お
い
て
円
滑
に
共
同
性
・
 
 

仲
間
意
識
を
育
む
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
る
。
王
朝
和
歌
の
三
つ
の
特
徴
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
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2
・
和
歌
の
翻
訳
困
難
性
 
 
 

本
研
究
は
「
桐
垂
巻
と
荷
木
三
帖
の
中
の
和
歌
四
四
首
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
が
、
本
論
文
の
第
二
節
で
は
そ
の
内
の
七
首
を
と
り
あ
 
 

げ
た
．
」
 
 
 

和
歌
は
わ
ず
か
三
一
文
字
の
中
に
、
情
報
、
感
情
、
感
動
、
美
な
ど
多
く
の
内
容
を
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
多
く
の
 
 

手
技
・
手
法
が
工
夫
さ
れ
、
使
わ
れ
て
き
て
い
る
D
こ
れ
ら
の
手
技
・
手
法
は
同
じ
文
化
の
中
で
生
活
す
る
人
達
に
と
っ
て
は
、
こ
の
上
な
く
 
 

便
利
、
効
果
的
で
あ
り
、
大
変
な
威
力
を
発
揮
す
る
。
し
か
し
サ
ィ
デ
ン
ス
チ
ッ
カ
㌧
タ
イ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
文
化
の
 
 

異
な
る
国
の
口
語
に
翻
訳
す
る
場
合
、
し
ば
し
ば
翻
訳
困
難
・
翻
訳
不
可
能
の
原
因
に
も
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
和
歌
の
翻
訳
困
難
性
に
関
し
て
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
㌧
タ
イ
ラ
ー
の
英
語
訳
を
通
し
て
検
討
し
た
結
果
に
つ
い
 
 

て
ま
と
め
た
。
 
 
 

ま
ず
い
え
る
こ
と
は
、
両
者
も
全
休
的
に
は
、
文
学
的
特
徴
－
文
学
的
価
値
を
こ
わ
さ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
お
り
、
ま
た
作
品
の
流
れ
に
 
 

も
不
自
然
さ
ば
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
に
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
自
立
語
と
簡
単
な
助
詞
・
助
動
詞
か
ら
な
る
和
歌
で
は
箋
的
表
 
 

現
》
、
筈
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
》
な
ど
が
は
っ
き
り
と
表
出
さ
れ
、
特
別
な
こ
と
が
絡
ん
で
こ
な
い
限
り
誤
訳
は
生
じ
て
い
な
い
。
し
か
 
 

し
主
格
・
比
喩
の
「
の
」
、
詠
嘆
、
娩
曲
、
願
望
、
疑
問
、
反
語
な
ど
の
助
詞
、
さ
ら
に
「
べ
し
」
、
「
ら
む
」
、
「
け
む
」
、
「
け
り
」
、
盲
じ
」
 
 

な
ど
の
助
動
詞
が
加
わ
る
と
、
前
述
の
①
の
「
鈴
虫
の
…
」
、
⑥
の
「
心
あ
て
に
…
」
の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
訳
に
み
る
よ
う
に
誤
訳
に
 
 

つ
な
が
る
こ
と
が
あ
る
〔
U
こ
の
他
、
翻
訳
が
ど
う
し
て
も
不
可
能
な
場
合
に
は
文
章
の
流
れ
、
歌
の
中
の
自
立
語
か
ら
の
類
推
な
ど
か
ら
翻
訳
 
 

し
て
い
る
こ
と
も
み
ら
れ
、
こ
の
場
合
に
誤
訳
が
生
じ
て
い
る
。
 
 
 

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
と
タ
イ
ラ
ー
は
、
ま
た
翻
訳
と
い
う
も
の
の
本
質
は
異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
 
 

解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
和
歌
に
美
的
表
現
性
・
あ
そ
び
の
表
現
が
あ
っ
て
も
、
彼
ら
は
あ
え
て
そ
れ
を
捨
て
て
、
コ
 
 

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
生
か
す
こ
と
に
努
め
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
タ
イ
ラ
ー
は
そ
れ
で
も
和
歌
が
も
つ
本
来
の
美
的
表
現
性
・
あ
そ
 
 

ぴ
の
表
現
と
い
う
こ
と
を
生
か
号
つ
と
し
て
、
注
釈
と
い
う
形
で
説
明
を
加
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
緑
川
英
知
子
氏
が
指
摘
し
て
 
 

い
る
よ
う
に
、
タ
イ
ラ
ー
訳
の
和
歌
の
部
分
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
が
使
わ
れ
、
英
語
を
五
七
五
七
七
の
音
節
に
分
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
こ
 
 

の
よ
う
な
配
慮
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
翻
訳
と
い
う
も
の
は
、
何
を
目
的
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
翻
訳
者
の
中
で
も
そ
れ
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ぞ
れ
皆
、
比
重
が
適
う
。
つ
ま
り
表
現
が
二
重
三
重
に
重
ね
ら
れ
、
全
て
を
表
現
で
き
る
の
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
何
を
生
か
し
、
何
を
捨
 
 

て
る
の
か
の
困
難
性
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
二
人
は
こ
の
よ
う
な
と
き
、
異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
お
い
た
 
 

の
で
は
な
い
か
と
判
断
で
き
る
。
 
 
 

さ
て
稿
者
は
 
『
源
氏
物
語
』
 
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
翻
訳
を
目
指
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
困
難
し
て
い
る
の
は
⑦
の
歌
に
み
ら
れ
る
 
「
…
秋
の
苛
 
 

か
な
」
の
よ
う
な
季
節
に
関
係
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
季
節
は
夏
、
雨
期
、
乾
期
の
三
つ
の
季
節
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
で
は
春
、
 
 

夏
、
秋
、
冬
に
分
か
れ
て
お
り
、
多
く
の
事
象
が
季
節
と
深
く
関
係
し
て
、
季
語
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
表
現
す
る
言
葉
が
あ
る
。
特
に
秋
 
 

と
冬
の
和
歌
の
表
現
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
人
達
に
は
理
解
不
可
能
で
、
こ
れ
ら
を
ど
う
表
現
す
る
か
は
大
き
な
課
題
と
な
る
。
 
 

※
 
口
語
訳
は
稿
者
に
よ
る
。
 
 

※
 
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
 
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
 
（
小
学
館
 
山
九
九
四
）
 
に
拠
る
。
括
弧
内
は
巻
名
と
員
数
。
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献
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∩
＝
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