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光
源
氏
始
末

そ
の
名
の
如
く
輝
か
し
か
る
べ
き
光
源
氏
の
一
生
は
、し
か
し
「
事
の
忌
み
」
あ
る
『
長
恨
歌
』
に
よ
っ
て
開
幕
を
告
げ
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
生
涯
の
終
わ
り
も
ま
た
、『
長
恨
歌
』
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

『
長
恨
歌
』
さ
な
が
ら
の
悲
恋
を
演
じ
た
両
親
の
も
と
に
生
を
享
け
た
源
氏
は
、
あ
た
か
も
『
長
恨
歌
』
の
申
し
子
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
が
、
彼
は
そ
の
生
涯
の
末
に
も
、
自
ら
の
身
に
『
長
恨
歌
』
の
命
運
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
は
晩
年
、
生
涯
連
れ
添
っ
た
最
愛
の
女
性
紫
上
に
先
立
た
れ
、
悲
嘆
に
昏
れ
て
日
々
を
送
る
。
紫
上
没
後
の
一
年
の
光
源

氏
の
動
静
を
語
る
幻
の
巻
は
、
桐
壷
の
巻
と
同
様
、『
長
恨
歌
』
を
基
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
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大
空
を
通
ふ
幻
夢
に
だ
に
見
え
来
ぬ
魂
の
行
方
尋
ね
よ

「
ま
ぼ
ろ
し
は
方
士
也
。
幻
術
士
の
名
也
」（『
河
海
抄
』）。
幻
の
巻
の
巻
名
の
由
来
と
な
っ
た
、こ
の
歌
の
「
幻
」
と
は
、無
論
『
長

恨
歌
』
の
「
臨
卭
方
士
」、玄
宗
の
意
を
体
し
て
楊
貴
妃
の
魂
魄
を
探
し
求
め
た
「
道
士
」
に
他
な
ら
な
い
。紫
上
を
失
っ
た
源
氏
は
、

幻
術
を
駆
使
し
て
貴
妃
の
魂
に
巡
り
会
っ
た
『
長
恨
歌
』
の
「
方
士
」
を
希
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。

巻
名
か
ら
し
て
『
長
恨
歌
』
を
踏
ま
え
た
幻
の
巻
に
は
、『
長
恨
歌
』
の
章
句
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
。

い
と
暑
き
頃
、
涼
し
き
方
に
て
眺
め
給
ふ
に
、
池
の
蓮
の
盛
り
な
る
を
見
給
ふ
に
、「
い
か
に
多
か
る
」
な
ど
思
し
出
で
ら
る
ゝ

に
、
ほ
れ
〴
〵
し
く
て
、
つ
く
〴
〵
と
お
は
す
る
ほ
ど
に
、
日
も
暮
れ
に
け
り
。
蜩
の
声
は
な
や
か
な
る
に
、
御
前
の
撫
子
の

夕
映
え
を
、
一
人
の
み
見
給
ふ
は
、
げ
に
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る
。

　

つ
れ
〴
〵
と
わ
が
泣
き
暮
ら
す
夏
の
日
を
か
ご
と
が
ま
し
き
虫
の
声
か
な

螢
の
い
と
多
う
飛
び
交
ふ
も
、「
夕
殿
に
螢
飛
ん
で
」
と
、
例
の
古
言
も
か
ゝ
る
筋
に
の
み
口
馴
れ
給
へ
り
。

　

夜
を
知
る
螢
を
見
て
も
悲
し
き
は
時
ぞ
と
も
な
き
思
ひ
な
り
け
り

紫
上
を
偲
ん
で
源
氏
が
口
に
し
た
の
は
、『
長
恨
歌
』
の
一
句
、
玄
宗
が
か
つ
て
の
王
宮
に
戻
っ
て
貴
妃
を
想
う
条
の
「
夕
殿
螢

飛
思
悄
然
」
の
一
節
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
な
く
と
も
、
さ
ら
に
詳
細
に
読
む
な
ら
ば
、『
長
恨
歌
』
に
則
る
記
述
は
、
幻
の
巻
に
ま
だ
ま
だ
い
く
つ
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か
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
こ
こ
に
引
い
た
部
分
の
、「
池
の
蓮
」
を
眺
め
て
最
愛
の
女
性
を
偲
ぶ
と
い
う
情
景
は
、

す
で
に
『
長
恨
歌
』
の
歌
う
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。

太
液
芙
蓉
未
央
柳　

対　
レ
此
如
何
不　
二
淚
垂　
一　

芙
蓉
如　
レ
面
柳
如　
レ
眉

同
じ
く
か
つ
て
の
王
宮
で
貴
妃
を
想
う
場
面
。「
太
液
ハ
太
液
池
ト
テ
御
庭
ニ
ア
ル
池
也
」、「
芙
蓉
ト
ハ
蓮
ノ
事
也
」（
清
原
宣
賢『
長

恨
歌
抄
』）。
陳
鴻
『
長
恨
歌
伝
』
の
対
応
部
分
に
も
、「
池
蓮
夏
開
」
と
あ
っ
た
（
図
１
）。『
長
恨
歌
』
の
こ
の
歌
句
は
、
桐
壷
の
巻

で
も
「
太
液
の
芙
蓉
、
未
央
の
柳
も
、
げ
に
通
ひ
た
り
し
容
貌
」
と
取
り
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
幻
の
巻
の
こ
の
部
分
の
描
写
（
図

２
）
も
『
長
恨
歌
』
に
拠
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

続
く
七
夕
の
条
も
、
そ
の
延
長
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
『
長
恨
歌
』
を
踏
ま
え
て
の
記
述
と
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ

れ
る
。七

月
七
日
も
例
に
変
り
た
る
こ
と
多
く
、
御
遊
び
な
ど
も
し
給
は
で
、
つ
れ
〴
〵
に
眺
め
暮
ら
し
給
ひ
て
、
星
合
ひ
見
る
人
も

な
し
。
ま
だ
夜
深
う
、
一
所
起
き
給
ひ
て
、
妻
戸
押
し
あ
け
給
へ
る
に
、
前
栽
の
露
い
と
し
げ
く
、
渡
殿
の
戸
よ
り
通
り
て
見

わ
た
さ
る
れ
ば
、
出
で
給
ひ
て
、

　

た
な
ば
た
の
逢
ふ
瀬
は
雲
の
よ
そ
に
見
て
別
れ
の
庭
に
露
ぞ
お
き
添
ふ
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図１　長恨歌抄（内閣文庫蔵）

図２　源氏物語扇面散屏風（浄土寺蔵）
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一
見
こ
の
箇
所
は
、
牽
牛
・
織
女
の
天
上
の
出
会
い
な
ど
今
や
無
縁
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
光
源
氏
の
傷
心
を
語
る
に
留

ま
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、『
長
恨
歌
』
の
、
玄
宗
・
貴
妃
の
七
夕
の
誓
い
、

七
月
七
日
長
生
殿　

夜
半
無　
レ
人
私
語
時　

在　
レ
天
願
作　
二
比
翼
鳥　
一　

在　
レ
地
願
為　
二
連
理
枝　
一

を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
七
夕
に
因
ん
で
、
玄
宗
・
楊
貴
妃
の
よ
う
に
誓
言
を
交
す
望
み
な
ど
最
早
永
遠
に
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
、

源
氏
の
悲
嘆
を
描
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
ま
だ
夜
深
う
、
一
所
起
き
給
ひ
て
」
と
は
、『
長
恨
歌
』「
夜
半
無　
レ
人
」
を
た
だ
ち
に
連
想
さ
せ
る
が
、『
長
恨
歌
』
と
の
対
照

に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
に
際
立
つ
こ
と
は
、
紫
上
の
不
在
で
あ
ろ
う
。「
た
な
ば
た
の
逢
ふ
瀬
は
雲
の
よ
そ
に
見
て
」
と
は
、
天

上
で
の
七
夕
の
「
逢
ふ
瀬
」
が
無
縁
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ば
か
り
か
、
七
夕
の
天
上
の
交
歓
に
想
い
を
馳
せ
つ
つ
地
上
で
愛

を
確
か
め
合
っ
た
、『
長
恨
歌
』
の
故
事
ま
で
が
無
縁
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
嘆
き
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
（
１
）。

七
月
七
日
、七
夕
に
因
ん
で
『
長
恨
歌
』
を
想
い
つ
つ
、亡
き
愛
妃
を
偲
ぶ
と
い
う
例
は
、『
今
鏡
』
な
ど
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
暦
三
（
一
〇
三
九
）
年
八
月
十
九
日
に
中
宮
嫄
子
に
先
立
た
れ
た
後
朱
雀
天
皇
は
、「
夕
殿
螢
飛
思
悄
然　

秋
燈
挑
尽
未　
レ
能　
レ
眠
」

と
い
う
『
長
恨
歌
』
の
玄
宗
さ
な
が
ら
「
夕
の
螢
を
も
あ
は
れ
と
眺
め
さ
せ
給
ひ
て
、
秋
の
燈
も
挑
げ
尽
く
さ
せ
給
ひ
つ
ゝ
」、
一

年
を
送
る
が
（
２
）、
翌
年
の
七
夕
の
日
は
、
哀
惜
も
一
入
で
あ
っ
た
。

ま
た
の
年
長
暦
四
年

　
　
　

の
七
月
七
日
、
関
白
殿
頼
通

　
　

に
内
後
朱
雀

　
　

よ
り
御
消
息
あ
り
て
、
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去
年
の
今
日
別
れ
し
星
も
合
ひ
に
け
り
な
ど
た
ぐ
ひ
な
き
我
が
身
な
る
ら
む

と
詠
ま
せ
給
ひ
て
侍
り
け
む
こ
そ
、
い
と
忝
く
情
多
く
お
は
し
ま
し
け
る
御
時
か
な
と
承
り
し
か
。
楊
貴
妃
の
契
も
思
ひ
出
で

ら
れ
て
、
星
合
ひ
の
空
、
い
か
に
眺
め
明
か
さ
せ
給
ひ
け
む
と
、
あ
は
れ
に
、「
尋
ね
ゆ
く
幻
も
が
な
」
と
や
思
し
召
し
け
む

と
推
し
量
ら
れ
て
こ
そ
伝
へ
聞
き
侍
り
し
か
。　

�

（
す
べ
ら
ぎ
の
上
）

勿
論
、「
尋
ね
ゆ
く
幻
も
が
な
」
と
は
『
源
氏
物
語
』
桐
壷
の
巻
、
桐
壷
帝
が
桐
壷
更
衣
を
偲
ん
で
詠
ん
だ
、

尋
ね
ゆ
く
幻
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く

を
引
い
た
も
の
。
二
人
は
、『
長
恨
歌
』「
比
翼
連
理
」
の
故
事
に
倣
っ
て
、「
翼は
ね

を
比な
ら

べ
、
枝
を
交
さ
む
」
と
将
来
を
契
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
中
宮
に
先
立
た
れ
た
後
朱
雀
天
皇
に
は
、
そ
の
よ
う
に
「
楊
貴
妃
の
契
」
を
交
す
こ
と
な
ど
最
早
叶
わ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、『
平
家
物
語
』。『
平
家
物
語
』
も
、
後
白
河
法
皇
の
愛
妃
建
春
門
院
即
世
の
様
を
、

天
に
住
ま
ば
比
翼
の
鳥
、
地
に
住
ま
ば
連
理
の
枝
と
な
ら
ん
と
、
天
の
川
の
星
を
指
し
て
、
御
契
浅
か
ら
ざ
り
し
建
春
門
院
、

秋
の
霧
に
侵
さ
れ
て
、
朝
の
露
と
消
え
さ
せ
給
ひ
ぬ
。�

（
小
督
）
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と
描
い
て
い
た
。

作
り
物
語
に
も
同
様
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。『
浜
松
中
納
言
物
語
』、
父
大
臣
の
屋
敷
に
引
籠
っ
た
河
陽
県
の
后
を
恋
い
慕
う

唐
帝
の
様
子
は
、
七
夕
に
因
ん
で
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

七
月
七
日
に
、
内
裏
に
、
西
王
母
、
東
方
朔
な
ど
言
ひ
け
る
人
の
、
今
日
は
行
き
会
ひ
け
る
、
ほ
う
か
殿
と
い
ふ
所
に
て
、
帝
、

文
作
り
、
遊
び
し
給
ふ
に
、
中
納
言
召
さ
れ
て
参
り
給
へ
り
。（
中
略
）
暮
れ
か
ゝ
る
ほ
ど
の
夕
風
涼
し
う
吹
き
て
、
月
さ
し

出
で
ゝ
お
も
し
ろ
き
に
、
帝
、
空
を
い
た
く
眺
め
給
ひ
つ
ゝ
、「
天
に
あ
ら
ば
比
翼
の
鳥
と
な
り
、
地
に
あ
ら
ば
連
理
の
枝
と

な
ら
ん
」
と
、
押
し
返
し
つ
ゝ
誦
じ
給
へ
る
御
気
色
、「
后
の
御
事
を
思
ひ
出
で
給
ふ
な
る
べ
し
」
と
、
中
納
言
心
苦
し
う
見

奉
る
に
、
杯
参
り
て
さ
し
賜
は
す
る
を
、
賜
り
て
、

　

交
し
け
ん
契
り
の
枝
の
か
ひ
ぞ
な
き
遠
山
鳥
の
よ
そ
に
見
ゆ
れ
ば

と
奏
し
た
る
に
、「
心
得
て
け
り
」
と
思
す
に
、
え
堪
へ
ず
し
ほ
た
れ
給
ひ
て
、

　

契
り
け
ん
昔
の
空
に
た
と
へ
て
も
尽
き
せ
ぬ
も
の
は
我
が
世
と
ぞ
思
ふ

河
陽
県
の
后
へ
の
、
帝
の
寵
は
深
く
、

傍
に
ま
た
人
あ
り
と
も
思
し
た
ら
ず
、
父
の
宰
相
も
大
臣
に
な
し
、
后
も
十
六
に
て
御
子
産
み
給
ひ
け
れ
ば
、
や
が
て
后
に
な

し
て
並
び
無
く
時
め
か
し
給
ふ
に
、
一
の
后
の
父
の
大
臣
、
大
き
に
怒
り
の
心
を
な
し
、
妬
み
て
、
こ
の
人
の
御
思
ひ
の
く
べ



七
〇

き
よ
し
を
、
様
々
色
々
に
呪
ひ
、
い
み
じ
き
事
ど
も
出
で
来
て
、
今
二
人
の
后
、
十
人
の
女
御
、
か
た
よ
り
給
ひ
つ
ゝ
、
皆
人

心
を
一
つ
に
な
し
て
、
楊
貴
妃
の
例
引
き
出
で
ぬ
べ
か
り
け
る
を
、�

（
巻
一
）

と
い
う
程
で
あ
っ
た
が
、
帝
は
な
お
も
、「「
鳥
と
な
ら
ば
」
と
夜
昼
契
り
仰
せ
ら
」
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

七
夕
の
宵
は
、
牽
牛
・
織
女
の
出
会
い
と
と
も
に
、
玄
宗
・
楊
貴
妃
の
密
契
の
宵
で
も
あ
っ
た
。

七
夕
の
夜
の
源
氏
の
胸
に
去
来
し
た
も
の
は
、
亡
き
紫
上
の
面
影
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、『
長
恨
歌
』
の
語
る
、
玄
宗
・
貴
妃
の

睦
言
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
う
し
て
見
る
と
き
、
幻
の
巻
に
お
け
る
『
長
恨
歌
』
の
存
在
は
、
一
層
大
き
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

幻
の
巻
は
、
季
節
を
追
っ
て
、
紫
上
哀
悼
の
源
氏
の
一
年
を
綴
っ
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
そ
の
こ
と
自
体
の
先

も
『
長
恨
歌
』

に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

わ
が
宿
は
花
も
て
は
や
す
人
も
な
し
何
に
か
春
の
訪
ね
来
つ
ら
む

幻
の
巻
は
、
紫
上
の
死
の
翌
年
の
年
頭
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い
る
。
以
後
、
春
夏
秋
冬
、
月
次
の
風
物
を
綴
り
な
が
ら
、
一
巻
を

尽
く
し
て
光
源
氏
の
一
年
を
描
く
が
、
す
で
に
『
長
恨
歌
』
に
は
、
楊
貴
妃
没
後
の
玄
宗
の
悲
嘆
の
様
が
、
四
季
に
当
て
て
描
か
れ

て
い
た
。
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七
一

春
風
桃
李
花
開
日　

秋
雨
梧
桐
葉
落
時　

西
宮
南
内
多　
二
秋
草　
一　

落
葉
満　
レ
階
紅
不　
レ
掃

夕
殿
螢
飛
思
悄
然　

秋
燈
挑
尽
未　
レ
能　
レ
眠　

遅
遅
鐘
漏
初
長
夜　

耿
耿
星
河
欲　
レ
曙
天　

鴛
鴦
瓦
冷
霜
花
重

『
長
恨
歌
伝
』
に
も
、

春
之
日　

冬
之
夜　

池
蓮
夏
開　

宮
槐
秋
落

と
あ
る
。
こ
の
一
節
な
ど
は
、
幻
巻
「
か
く
の
み
嘆
き
明
か
し
給
へ
る
曙
、
眺
め
暮
ら
し
給
へ
る
夕
暮
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
て
み
れ
ば
、「
幻
」
と
い
う
巻
の
名
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
季
節
に
従
っ
て
源
氏
の
紫
上
追
慕
を
描
く
と
い
う
、
幻
の
巻
の
構

想
自
体
、『
長
恨
歌
』
に
多
く
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
桐
壷
の
巻
に
お
い
て
『
長
恨
歌
』
を
借
り
て

物
語
を
始
め
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
幻
の
巻
に
お
い
て
ま
た
、『
長
恨
歌
』
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
光
源
氏
一
生
の
物
語
を
収
め

た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
紫
上
没
後
の
光
源
氏
の
哀
悼
の
日
々
を
語
る
幻
の
巻
が
、『
長
恨
歌
』
に
由
来
す
る
巻
名
を
持
つ
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
叙
述
の
大
体
が
『
長
恨
歌
』
に
基
づ
く
こ
と
は
、
光
源
氏
の
そ
の
後
に
つ
い
て
も
、
一
つ
の
暗
示
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
。

幻
の
巻
は
、



七
二

今
年
を
ば
か
く
て
忍
び
過
ぐ
し
つ
れ
ば
、
今
は
と
世
を
去
り
給
ふ
べ
き
ほ
ど
近
く
思
し
設
く
る
に
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
尽
き
せ

ず
、
や
う
〳
〵
さ
る
べ
き
こ
と
ゞ
も
、
御
心
の
う
ち
に
思
し
続
け
て
、
候
ふ
人
々
に
も
、
程
々
に
つ
け
て
も
の
賜
ひ
な
ど
、
お

ど
ろ
〳
〵
し
く
、
今
な
む
限
り
と
し
な
し
給
は
ね
ど
、
近
う
候
ふ
人
々
は
、
御
本
意
遂
げ
給
ふ
べ
き
け
し
き
と
見
奉
る
ま
ゝ
に
、

年
の
暮
れ
ゆ
く
も
心
細
う
、
悲
し
き
こ
と
限
り
な
し
。

と
、
出
家
の
心
算
り
を
す
る
光
源
氏
に
つ
い
て
触
れ
、
紫
上
追
悼
の
一
年
の
暮
れ
と
と
も
に
巻
を
閉
じ
る
。

も
の
思
ふ
と
過
ぐ
る
月
日
も
知
ら
ぬ
ま
に
年
も
我
が
世
も
今
日
や
尽
き
ぬ
る

続
く
巻
は
、
匂
兵
部
卿
。
次
の
世
代
の
物
語
が
始
ま
る
。

光
隠
れ
給
ひ
に
し
の
ち
…
…

匂
兵
部
卿
の
巻
は
、
光
源
氏
の
死
を
告
げ
て
筆
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
光
源
氏
は
恐
ら
く
出
家
、
そ
し
て
死
を
迎
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
古
来
、
そ
の
間
の
事
ど
も
に
対
応
す
る
巻
と
し
て
、
雲
隠
れ
と
い
う
、
名
の
み
あ
っ
て
本
文
の
備
わ
ら
な
い
巻
が
当

て
ら
れ
て
い
る
。「
雲
隠
れ
」
と
い
う
巻
名
の
暗
示
す
る
と
こ
ろ
、
恐
ら
く
源
氏
は
幻
の
巻
の
後
、
程
な
く
こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と

に
な
る
。
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し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
幻
の
巻
が
『
長
恨
歌
』
を
踏
ま
え
た
巻
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
光
源
氏
即
世
の
こ
と
が
幻
の
巻
に

続
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
す
で
に
予
定
さ
れ
た
展
開
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

『
長
恨
歌
』
は
、
蓬
莱
で
の
方
士
と
貴
妃
の
魂
と
の
会
見
（
３
）で
擱
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
陳
鴻
に
よ
る
『
長
恨
歌
伝
』
に
は
、
さ
ら
に

そ
の
後
日
談
が
付
さ
れ
て
い
る
。

使
者
還
奏　
二
太
上
皇　
一
皇
心
震
悼　

日
不　
レ
予　

其
年
夏
四
月　

南
宮
晏
駕

「
天
子
ノ
崩
御
ヲ
晏
駕
ト
云
ナ
リ
」（『
歌
行
詩
諺
解
』）。
方
士
の
報
告
の
後
、
程
な
く
玄
宗
の
崩
じ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
幻
）
帰
り
て
こ
の
由
を
奏
し
け
れ
ば
、
帝
大
き
に
悲
し
び
給
ひ
て
、
つ
ひ
に
悲
し
び
に
堪
へ
ず
し
て
幾
程
も
な
く
て
失
せ
給

ひ
に
け
り
と
ぞ
。�

（『
俊
頼
髄
脳
』）

方
士
帰
り
参
り
て
こ
の
由
を
奏
せ
し
む
る
に
、
御
心
日
を
経
て
悩
み
ま
さ
り
給
ひ
つ
ゝ
、
生
ま
れ
給
は
ん
程
を
も
、
な
ほ
心
も

と
な
く
や
思
し
け
ん
、
そ
の
年
の
夏
四
月
に
、
み
づ
か
ら
は
か
な
く
な
ら
せ
給
ひ
に
け
り
。�

（『
唐
物
語
』）

方
士
忩イ
ソ

ギ
帰
テ
此
由
ヲ
奏
ル
ニ
、
御
門
大オ
ホ
キニ

悲
カ
ナ
シ
ミテ

、
其
年
四
月
ニ
遂
ニ
隠
レ
給
ヌ
。�

（
延
慶
本
『
平
家
物
語
』）

方
士
鈿
カ
ン
ザ
シノ

半ナ
カ
バト

言
ノ
信カ
タ
ミト

ヲ
受
ケ
テ
宮
闕
ニ
　

帰
参
シ
　

、
具ツ
ブ
サニ

此コ
レ

ヲ
奏
ス
ル
ニ
、
玄
宗
思
ヒ
　

ニ
堪タ
ヘ
カ
ネ兼

テ
、
伏
シ
　

沈
マ
　

セ
給
ヒ
　

ケ
ル
ガ
、

其ソ
ノ

年
ノ
夏
未ビ

央ヤ
ウ

宮キ
ユ
ウノ

前
殿
ニ
シ
テ
、
遂ツ
ヒ

ニ
崩
御
ナ
リ
ニ
ケ
リ
。�

（『
太
平
記
』）
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楊
貴
妃
を
失
っ
た
悲
痛
の
あ
ま
り
、
道
士
に
そ
の
魂
を
尋
ね
さ
せ
た
も
の
の
、
貴
妃
の
死
の
厳
然
た
る
こ
と
を
受
け
容
れ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
落
胆
の
故
で
あ
ろ
う
、
玄
宗
も
程
な
く
世
を
去
っ
た
と
言
う
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
紫
上
死
後
の
一
年
、
そ
の
人
の
悼
ん
で
帰
ら
ぬ
一
年
、
十
分
哀
傷
の
日
々
を
過
ご
し
た
光
源
氏
に
と
っ
て
も
、

残
る
命
運
は
自
ら
の
死
を
迎
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

紫
上
の
葬
送
に
当
っ
て
、
す
で
に
源
氏
は
、

世
の
中
思
し
続
く
る
に
、
い
と
ゞ
厭
は
し
く
い
み
じ
け
れ
ば
、
後
る
と
て
も
幾
世
を
か
は
経
べ
き
、
か
ゝ
る
悲
し
さ
の
紛
れ
に
、

昔
よ
り
の
御
本
意
も
遂
げ
ま
ほ
し
く
思
ほ
せ
ど
、�

（
御
法
）

と
、
自
ら
の
死
の
そ
う
遠
く
な
い
こ
と
を
予
感
し
て
い
た
。

か
く
今
は
の
夕
べ
近
き
末
に
、
い
み
じ
き
こ
と
の
と
ぢ
め
を
見
つ
る
に
、
宿
世
の
程
も
、
自
ら
の
心
の
際
も
、
残
り
な
く
見
果

て
ゝ
心
や
す
き
に
、
今
な
む
露
の
ほ
だ
し
な
く
な
り
に
た
る
を
、�

（
幻
）

一
旦
は
仏
の
道
に
入
る
に
し
て
も
、死
は
最
早
目
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
御
法
、「
後
る
と
て
も
幾
世
を
か
は
経
べ
き
」
と
は
、『
長

恨
歌
伝
』
の
伝
え
る
楊
貴
妃
の
玄
宗
へ
の
伝
言
、「
太
上
皇
亦　

不　
レ
久　
二
人
間　
一
」
に
符
節
を
合
わ
せ
る
。
源
氏
の
死
も
、
や
が
て

来
た
る
べ
き
こ
と
と
意
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
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少
く
と
も
、『
長
恨
歌
』
に
則
っ
た
物
語
展
開
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
、
紫
上
へ
の
哀
悼
を
十
分
に
尽
く
し
た
光
源
氏
に
と
っ
て
、

死
は
最
早
必
然
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、『
長
恨
歌
』
で
幕
を
開
け
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
主
人
公
光
源
氏
の
死
と
と
も
に
、
そ
の
前
編
の
幕
を
『
長
恨
歌
』

に
拠
っ
て
降
す
。
光
源
氏
一
生
の
始
末
、
ま
さ
に
、
光
源
氏
の
生
涯
の
物
語
は
『
長
恨
歌
』
に
始
ま
り
、『
長
恨
歌
』
に
終
わ
る
の

で
あ
る
。

注（
１
）�　
『
大
弍
高
遠
集
』「
あ
る
人
の
、
長
恨
歌
、
楽
府
の
中
に
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
選
び
出
し
て
、
こ
れ
が
心
ば
へ
を
廾
首
詠
み
て
を
こ

せ
た
り
し
に
」
と
い
う
歌
に
も
、

�

　
　

太
液
芙
蓉
未
央
柳

�

　

は
ち
す
生
ふ
る
池
は
鏡
と
見
ゆ
れ
ど
も
恋
ひ
し
き
人
の
影
は
映
ら
ず

�

　
　

七
月
七
日
長
生
殿

�

　

か
つ
見
る
に
あ
か
ぬ
嘆
き
は
あ
る
も
の
を
逢
ふ
夜
ま
れ
な
る
七
夕
ぞ
う
き

�

な
ど
と
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
の
発
想
と
揆
を
一
に
し
て
い
る
。

�

　

ま
た
『
今
鏡
』
で
も
、
中
宮
賢
子
を
失
っ
た
白
河
天
皇
の
嘆
き
は
、「
嘆
か
せ
給
ふ
こ
と
、
唐
国
の
李
夫
人
、
楊
貴
妃
な
む
ど
の
類

に
な
む
聞
え
侍
り
し
。（
中
略
）
比
叡
の
麓
に
、
円
徳
院
と
聞
ゆ
る
御
堂
の
願
文
に
、
匡
房
中
納
言
の
「
七
夕
の
深
き
契
に
よ
り
て
、

驪
山
の
雲
に
悵
望
す
る
こ
と
勿
れ
」
と
こ
そ
書
き
て
侍
る
な
れ
。（
中
略
）
朝
な
夕
な
の
御
心
地
、
御
垣
の
柳
も
、
池
の
蓮
も
、
昔
を
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恋
ふ
る
つ
ま
と
ぞ
な
り
侍
り
け
る
」（
す
べ
ら
ぎ
の
中
）
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
こ
の
前
後
の
『
今
鏡
』
の
記
述
は
、
他
に
も
「
有
明
の
月
の
影
も
心
を
傷
し
む
る
色
」（「
行
宮
見　
レ
月
傷　
レ
心
色
」）、「
紅
拂
は
ぬ
音

の
跡
」（「
宮
葉
満　
レ
階
紅
未　
レ
拂
」）
な
ど
、『
長
恨
歌
』
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）　
『
楊
太
真
外
伝
』
で
は
、
貴
妃
が
「
太
上
皇
亦
不　
レ
久　
二
人
間　
一　

幸
唯
自
愛　

無　
二
自
苦　
一
耳
」
と
言
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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其
三　

長
恨
歌
変
奏

『
源
氏
物
語
』
が
『
長
恨
歌
』
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
、
光
源
氏
没
後
の
世
界
を
描
く
宇
治
十
帖
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。

物
語
に
お
い
て
光
源
氏
の
衣
鉢
を
継
ぐ
べ
き
遺
児
薫
は
、
宇
治
八
宮
の
姫
大
君
に
恋
す
る
が
、
大
君
は
つ
い
に
薫
に
靡
か
ぬ
ま
ま

世
を
去
っ
て
し
ま
う
。
傷
心
の
薫
は
、
大
君
の
妹
中
君
か
ら
、
大
君
に
よ
く
似
た
異
母
妹
の
存
在
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
。
大
君
を
忘

れ
か
ね
て
い
た
薫
は
、
に
わ
か
に
こ
の
未
知
の
妹
へ
の
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
た
。

「
世
を
海
中
に
も
、
魂
の
あ
り
か
尋
ね
む
に
は
、
心
の
限
り
進
み
ぬ
べ
き
を
、
い
と
さ
ま
で
思
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
な
れ
ど
、

い
と
か
く
慰
め
む
か
た
な
き
よ
り
は
と
、
思
ひ
寄
り
侍
る
人
形
の
願
ひ
ば
か
り
に
は
、
な
ど
か
は
山
里
の
本
尊
に
も
思
ひ
侍
ら

ざ
ら
む
。
な
ほ
確
か
に
宣
は
せ
よ
」
と
う
ち
つ
け
に
責
め
聞
え
給
ふ
。�

（
宿
木
）

「
魂
の
あ
り
か
尋
ね
む
」
と
は
、『
長
恨
歌
』
の
玄
宗
が
方
士
に
貴
妃
の
魂
を
求
め
さ
せ
た
こ
と
、「
世
を
海
中
に
も
」
と
は
、
そ

の
間
の
事
ど
も
を
歌
に
詠
ん
だ
、
伊
勢
の
、

し
る
べ
す
る
雲
の
船
だ
に
な
か
り
せ
ば
世
を
海
中
に
誰
か
知
ら
ま
し�

（『
伊
勢
集
』）
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の
歌
句
に
拠
っ
て
い
る
。
死
ん
だ
大
君
の
こ
と
を
忘
れ
か
ね
る
薫
は
、
そ
の
胸
中
を
『
長
恨
歌
』
の
玄
宗
に
託
し
て
中
君
に
訴
え
た

の
で
あ
っ
た
。
桐
壷
巻
に
お
け
る
桐
壷
更
衣
の
死
、
幻
の
巻
に
お
け
る
紫
上
の
死
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
宇
治
十
帖
に
お
い
て

も
、
大
君
の
死
は
や
は
り
『
長
恨
歌
』
の
変
奏
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

や
が
て
薫
は
、
噂
の
妹
、
浮
舟
を
つ
い
に
垣
間
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
も
再
び
『
長
恨
歌
』
の
同
じ
場
面
が
思
い
起
こ
さ

れ
て
い
る
。

蓬
莱
ま
で
尋
ね
て
、
釵
の
限
り
を
伝
へ
て
見
給
ひ
け
む
帝
は
、
な
ほ
や
い
ぶ
せ
か
り
け
む
、
こ
れ
は
異
人
な
れ
ど
、
慰
め
所
あ

り
ぬ
べ
き
様
な
り
、
と
お
ぼ
ゆ
る
は
、
こ
の
人
に
契
の
お
は
し
け
る
に
や
あ
ら
む
。�

（
宿
木
）

『
長
恨
歌
』
の
道
士
は
、
貴
妃
の
魂
を
求
め
て
蓬
莱
に
ま
で
至
っ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
、
そ
の
伝
言
と
「
鈿
合
金
釵
」
を
持
ち
帰
っ

た
に
留
ま
っ
た
。
し
か
し
、
今
目
の
当
り
に
し
た
浮
舟
の
姿
は
、
捜
し
求
め
て
い
た
亡
き
大
君
の
面
影
に
生
き
写
し
。
薫
の
期
待
は
、

『
長
恨
歌
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
は
裏
腹
に
、
に
わ
か
に
現
実
味
を
帯
び
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
宇
治
十
帖
は
、
大
君
の
死
後
、
そ
れ
に
変
る
べ
き
『
源
氏
物
語
』
最
後
の
女
主
人
公
、
浮
舟
の
登
場
を
迎
え
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
見
ら
れ
る
如
く
、
大
君
の
死
を
送
り
、
そ
し
て
浮
舟
の
登
場
を
迎
え
る
薫
の
心
情
が
、
い
ず
れ
も
『
長
恨
歌
』
に
拠
っ

て
綴
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
に
と
っ
て
『
長
恨
歌
』
の
存
在
は
、
宇
治
十
帖
に
お
い
て
も
依
然
大
き
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
宇
治
十
帖
の
物
語
は
、『
長
恨
歌
』
を
介
し
て
、
大
君
の
物
語
か
ら
浮
舟
の
物
語
へ
と
大
き
く
転

回
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
浮
舟
も
結
局
は
薫
の
手
に
落
ち
る
こ
と
な
く
、
そ
の
元
を
逃
れ
去
っ
て
し
ま
う
。
匂
宮
、
薫
と
の
間
で
の
板
挟
み
の
懊

悩
、
宇
治
川
へ
の
入
水
の
決
意
、
心
な
ら
ず
も
助
け
ら
れ
て
の
出
家
入
道
。
そ
の
意
志
は
最
早
、
何
人
も
翻
す
こ
と
も
出
来
ぬ
ほ
ど

に
堅
固
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

浮
舟
と
と
も
に
『
源
氏
物
語
』
は
、
結
末
へ
の
道
を
ひ
た
走
る
。
浮
舟
が
薫
を
振
り
返
る
こ
と
は
も
う
二
度
と
な
い
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
『
源
氏
物
語
』
は
、
そ
の
結
末
を
目
前
に
し
て
、
も
う
一
度
、
薫
に
浮
舟
へ
の
接
近
を
試
み
さ
せ
た
。

出
家
の
後
、
横
川
僧
都
の
妹
尼
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
い
た
浮
舟
の
居
所
を
突
き
止
め
た
薫
は
、
そ
の
弟
、
小
君
を
使
っ
て
浮
舟

に
手
紙
を
託
し
た
。
浮
舟
か
ら
は
梨
の
礫
。
小
君
に
は
取
り
つ
く
島
と
て
無
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
小
君
は
、
仲
介
の
尼
君
に
、
せ
め

て
一
言
で
も
と
食
い
下
っ
た
。

幼
き
心
地
は
、
そ
こ
は
か
と
な
く
慌
て
た
る
心
地
し
て
、「
わ
ざ
と
奉
れ
た
る
し
る
し
に
、
何
事
か
は
聞
え
さ
せ
む
と
す
ら
む
。

た
ゞ
一
言
を
宣
は
せ
よ
か
し
」
と
言
へ
ば
、�

（
夢
浮
橋
）

し
か
し
、
も
と
よ
り
浮
舟
か
ら
は
応
答
の
あ
る
は
ず
も
な
く
、
小
君
は
手
を
空
し
く
し
て
帰
る
他
は
な
か
っ
た
。
浮
舟
は
薫
の
も

と
か
ら
完
全
に
逃
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　

い
つ
し
か
と
待
ち
お
は
す
る
に
、
か
く
た
ど
〳
〵
し
く
て
帰
り
来
た
れ
ば
、
す
さ
ま
じ
く
、
な
か
〳
〵
な
り
と
、
思
す
こ
と

様
々
に
て
、
人
の
隠
し
据
ゑ
た
る
に
や
あ
ら
む
と
、
我
が
御
心
の
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な
く
、
落
し
置
き
給
へ
り
し
慣
ら
ひ
に
、
と



八
〇

ぞ
本
に
侍
る
め
る
。�

（
夢
浮
橋
）

小
君
の
報
告
を
聞
い
て
、
い
ぶ
か
し
く
思
う
、
と
い
う
薫
の
ス
ケ
ッ
チ
で
、『
源
氏
物
語
』
は
、
そ
の
一
大
巨
編
の
幕
を
降
す
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
大
詰
め
も
大
詰
め
、『
源
氏
物
語
』
が
つ
い
に
幕
を
降
す
直
前
の
部
分
に
、
恐
ら
く
『
長

恨
歌
』
が
取
り
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

　
「
夢
の
浮
橋
」
の
結
末
が
様
々
の
観
点
か
ら
結
末
と
見
做
し
得
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
ほ
あ
の
短
か
さ
と
あ
の
巻
名
と
あ
の
閉

ぢ
め
方
と
を
今
一
つ
積
極
的
に
首
肯
す
る
説
明
が
望
ま
し
い
と
は
誰
し
も
思
ふ
こ
と
で
あ
る
。
就
中
、
余
り
に
主
題
的
表
徴
的

に
過
ぎ
る
閉
ぢ
め
方
は
、
久
し
く
か
ら
私
に
何
か
の
典
拠
の
う
つ
し
か
と
推
測
さ
せ
も
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
今
、
私
は
そ
れ

を
、
白
楽
天
の
「
長
恨
歌
」
の
道
士
招
魂
の
段
の
う
つ
し
と
認
め
よ
う
と
思
ふ
。
そ
の
類
似
点
か
ら
始
め
よ
う
。

　

ま
づ
始
め
私
に
こ
の
仮
想
を
許
し
た
直
接
的
根
拠
は
、
ま
こ
と
に
隠
微
な
が
ら
巻
末
の
小
君
の
浮
舟
へ
の
最
後
の
詞
「
わ
ざ

と
奉
れ
さ
せ
給
へ
る
し
る
し

8

8

8

に
何
事
か
は
聞
え
さ
せ
む
と
す
ら
む
、唯
ひ
と
こ
と

0

0

0

0

を
宣
は
せ
よ
か
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
所
謂
、

道
士
の
請
願
「
請
当
時
一
事
不　
レ
為　
二
他
人
間　
一
者
。
験　
二
於
太
上
皇　
一
。
不　
レ
然
。
恐
鈿
合
金
釵
負　
二
新
垣
平
之
詐　
一
也
」（
長
恨

歌
伝
）
の
移
し
で
は
な
か
ら
う
か
。�

（
表
規
矩
子
「
源
氏
物
語
第
三
部
の
創
造
」、『
国
語
国
文
』
第
二
十
七
巻
四
号
）

『
源
氏
物
語
』
の
最
末
尾
、
浮
舟
を
尋
ね
た
小
君
の
科
白
に
、『
長
恨
歌
』
の
影
響
を
見
る
、
表
規
矩
子
氏
の
見
解
は
傾
聴
に
値
す
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る
。
薫
の
意
を
体
し
て
小
野
の
山
里
に
浮
舟
を
尋
ね
た
小
君
は
、『
長
恨
歌
』
で
言
え
ば
、「
臨
卭
方
士
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

小
君
も
浮
舟
に
、
訪
問
の
「
し
る
し
」
を
求
め
た
が
、『
長
恨
歌
伝
』「
験
」
の
字
の
古
訓
に
は
「
シ
ル
シ
ト
セ
ン
」
と
訓
む
も
の

が
あ
る
（
渋
江
抽
斎
旧
蔵
古
活
字
版
『
長
恨
歌
琵
琶
行（
１
）』）。

亡
き
人
の
あ
り
か
尋
ね
た
り
け
ん
し
る
し
の
釵�

（
桐
壷
）

す
で
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
し
る
し
」
と
は
、方
士
の
蓬
莱
訪
問
の
場
面
に
と
っ
て
、キ
イ
・

ワ
ー
ド
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
重
要
な
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
る
し
の
釵
と
は
、
方
士
が
「
何
を
し
る
し
に
て
か
尋
ね
会
ひ
聞
え
た
る
こ
と
に
は
す
べ
き
」
と
言
ふ
に
、
楊
貴
妃
、
玉
の
釵

を
、「
こ
れ
を
持
ち
て
参
れ
」
と
言
ふ
事
也
。�

（『
源
氏
釈
』
桐
壷
）

楊
貴
妃
が
も
と
に
方
士
尋
ね
来
た
る
と
き
、
玉
妃
玉
の
釵
を
こ
れ
を
し
る
し
に
持
て
参
れ
と
て
と
は
せ
た
る�

（
同　

宿
木
）

幻
訪
ね
ず
は
、
い
づ
く
の
住
処
と
も
い
か
で
か
聞
く
こ
と
あ
ら
ん
。
楊
貴
妃
の
し
る
し
の
釵
を
形
見
と
し
て
、
玄
宗
皇
帝
の
玉

の
冠
も
秋
の
月
に
隠
れ
、�

（『
高
倉
院
昇
霞
記
』）

玉
妃
ノ
御
信カ
タ
ミヲ

給
ハ
リ

　
　

候
へ
。
尋
ネ
　

奉
ル
験シ
ル
シニ

献ケ
ン

ゼ
ン
。
願
ハ
ク

　
　

ハ
玉
妃
君
主
ニ
侍ハ
ベ
リシ

時
、
人
ノ
曾カ
ツ

テ
不ザ
ル　

レ
知
ラ
　

事
ア
ラ
バ
、
其
ヲ

承
テ
験シ
ル
シト

セ
ン
。�

（『
太
平
記
』）

か
く
て
幻
の
帰
ら
ん
と
す
る
時
、
玉
の
か
ん
ざ
し
を
つ
み
か
き
て
、「
こ
れ
を
尋
ね
き
た
る
し
る
し
に
御
門
に
奉
れ
」
と
言
ふ
。



八
二

�

（『
和
歌
題
林
抄
』）

方
士
が
「
サ
ラ
バ
罷
皈
テ
玄
宗
ニ
此
由
ヲ
申
ス
ベ
シ
。
其
ノ
シ
ル
シ
ヲ
下
サ
レ
ヨ
」
ト
云
ヘ
バ
、
昔
ノ
旧
物
ヲ
以
テ
深
情
ヲ
ア

ラ
ハ
シ
テ
、
シ
ル
シ
ヲ
下
サ
ル
。

人
シ
レ
ズ
貴
妃
ト
君
ト
ノ
間
ノ
御
契
ノ
言
ア
ラ
バ
承
テ
其
ヲ
シ
ル
シ
ニ
備
ヘ
ン
ト
云
。�

（
清
原
宣
賢
『
長
恨
歌
抄
』）

し
る
し
の
釵
ま
た
賜
り
て
、
暇
申
し
て
さ
ら
ば
と
て
、�

（
謡
曲
『
楊
貴
妃
』）

『
長
恨
歌
』
の
金
釵
鈿
合
な
り
、
密
契
の
語
な
り
は
、
古
く
「
し
る
し
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

『
源
氏
釈
』
に
よ
る
『
長
恨
歌
伝
』
の
取
意
、「
何
を
し
る
し
に
て
か
尋
ね
会
ひ
聞
え
た
る
こ
と
に
は
す
べ
き
」
と
、小
君
の
懇
願
、

「
わ
ざ
と
奉
れ
た
る
し
る
し
に
、何
事
か
は
聞
え
さ
せ
む
と
す
ら
む
」
と
の
見
事
な
照
応
は
、こ
の
科
白
が
『
長
恨
歌
』
の
筋
立
に
拠
っ

て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』
は
そ
の
大
尾
に
お
い
て
も
『
長
恨
歌
』
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。『
源
氏
物
語
』
の
終
幕
、「
夢
浮
橋
」、
そ
れ
も
そ
の
最
末
尾
に
『
長
恨
歌
』
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、『
源
氏
物

語
』
に
と
っ
て
『
長
恨
歌
』
が
い
か
に
重
要
な
先
行
作
品
で
あ
っ
た
か
、
改
め
て
認
識
さ
れ
て
来
よ
う
。

光
源
氏
の
一
生
の
み
な
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』
は
、
ま
さ
に
『
長
恨
歌
』
に
始
ま
り
、『
長
恨
歌
』
に
終
わ
る
物
語
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
の
大
尾
に
『
長
恨
歌
』
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
冒
頭
の
桐
壷
の
巻
、
就
中
、
そ

の
書
き
出
し
の
部
分
に
『
長
恨
歌
』
の
影
を
認
め
る
説
の
存
在
も
、
に
わ
か
に
そ
の
意
味
を
増
し
て
来
る
。
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ま
づ
、
長
恨
歌
は
「
漢
皇
重
色
思
傾
国
」
で
始
ま
る
が
、
こ
の
「
漢
皇
」
は
、
実
は
唐
玄
宗
な
の
を
、
ぼ
ん
や
り
霞
ま
せ
る
た

め
漢
武
帝
に
仮
托
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
ひ
、
詩
中
の
「
漢
皇
」
は
、
実
在
し
た
漢
武
帝
で
は
な
く
て
、
当
代
を
朧
化
し

た
「
昔
の
み
か
ど
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
固
有
名
詞
と
し
て
の
「
漢
」
で
あ
る
よ
り
も
、
伝
奇
的
な
お
も
か
げ
と

し
て
の
「
昔
の
代
」
な
の
で
あ
り
、
和
文
で
あ
ら
わ
せ
ば
、
た
ぶ
ん
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　

つ
い
で
に
幾
つ
か
の
類
例
を
挙
げ
て
お
か
う
。
次
の
「
重
色
思
傾
国
」
は
、
和
文
化
す
れ
ば
「
女
御
・
更
衣
、
あ
ま
た
さ
ぶ

ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
」
と
な
り
そ
う
で
あ
り
、
第
六
句
の
「
一
朝
選
在
君
側
」
が
「
す
ぐ
れ
て
時
め
き
た
ま
ふ
あ
り
け
り
」
に
当

る
か
と
思
は
れ
る
。�

（
小
西
甚
一
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」、『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
十
二
巻
第
三
号
）

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
、
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
な
か
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ

て
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
」
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
冒
頭
文
は
、「
も
ち
ろ
ん
逐
字
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
長
恨
歌
の
冒
頭
の

句
を
見
な
が
ら
、
こ
の
文
を
案
じ
だ
し
た
、
と
考
へ
ら
れ
る
」（
玉
上
琢
彌
「
桐
壷
巻
と
長
恨
歌
と
伊
勢
の
御
─
源
氏
物
語
の
本
性
（
そ

の
四
）
─
」、『
源
氏
物
語
研
究
』
所
収
）。

し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
夙
く
心
あ
る
古
人
達
の
留
意
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
す
で
に
、『
岷
江
入
楚
』
は
、「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
に
注
し
て
、

紫
式
部
は
時
代
を
隠
す
。（
中
略
）
是
作
者
の
粉
骨
也
。
例
へ
ば
、
風
の
詩
に
、
漢
皇
の
こ
と
を
以
て
、
唐
を
譏
る
が
如
し
。
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四

と
言
う
。「
風
」
は
、「
諷
」
で
あ
ろ
う
（
２
）。

同
様
の
指
摘
は
、『
長
恨
歌
』
注
釈
の
世
界
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。

唐
の
玄
宗
の
事
を
云
と
て
、
何
事
に
「
漢
皇
」
と
言
ふ
ぞ
な
れ
ば
、
楽
天
は
唐
の
代
の
者
な
る
故
に
、
漢
を
変
へ
て
唐
を
言
ふ
。

伊
勢
物
語
に
業
平
を
隠
し
て
昔
男
と
言
ふ
が
如
し
。
源
氏
物
語
の
始
め
に
も
、「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
と
言
ふ
が
如
し
。

�

（
松
平
文
庫
本
『
長
恨
歌
抄
』）

桐
壷
の
巻
に
は
、恐
ら
く
そ
の
冒
頭
文
か
ら
し
て
す
で
に
『
長
恨
歌
』
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
と
い
う
、

そ
も
そ
も
の
物
語
の
時
間
の
設
定
の
仕
方
そ
の
も
の
が
、『
長
恨
歌
』
に
傚
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

桐
壷
の
冒
頭
と
夢
浮
橋
の
大
尾
、『
長
恨
歌
』
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
は
、
正
確
な
首
尾
照
応
を
見
せ
る
。

こ
れ
に
、
前
章
に
お
い
て
考
察
し
た
幻
の
巻
を
加
え
る
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』
は
、
始
中
終
、
物
語
の
要
所
要
所
に
お
い
て
『
長

恨
歌
』
の
変
奏
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
中
間
に
お
い
て
も
、『
長
恨
歌
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
随
所
に
取
り
用
い
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
葵
の
巻
。

「
旧ふ
る

き
枕
故ふ
る

き
衾ふ
す
ま、

誰
と
と
も
に
か
」
と
あ
る
所
、

　

な
き
魂
ぞ
い
と
ゞ
悲
し
き
寝
し
床
の
あ
く
が
れ
難
き
心
な
ら
ひ
に
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ま
た
、「
霜
の
花
白
し
」
と
あ
る
所
に
、

　

君
な
く
て
塵
積
も
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
う
ち
払
ひ
幾
夜
寝
ぬ
ら
む

正
妻
、葵
上
の
死
を
悼
む
光
源
氏
は
、『
長
恨
歌
』
を
我
が
身
に
重
ね
て
歌
を
詠
ん
だ
。「
鴛
鴦
瓦
冷
霜
花
重　

旧
枕
故
衾
誰
与
共
」

と
い
う
歌
句
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
夕
顔
の
巻
。「
長
生
殿
の
古
き
例
は
ゆ
ゝ
し
く
て
」
の
例
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
ゆ
ゝ
し
」
の
予
感
は

忽
ち
的
中
、
夕
顔
は
怪
死
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

桐
壷
更
衣
（
桐
壷
）、
夕
顔
（
夕
顔
）、
葵
上
（
葵
）、
紫
上
（
幻
）、
大
君
（
宿
木
）、
そ
し
て
浮
舟
（
夢
浮
橋
）。『
源
氏
物
語
』
作
中

の
多
く
の
女
君
達
は
、
桐
壷
帝
、
光
源
氏
、
薫
と
い
う
男
主
人
公
達
を
残
し
て
そ
の
元
を
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
悉
く
を

『
長
恨
歌
』
が
彩
る
の
で
あ
る
。

始
中
終
の
勘
所
を
押
さ
え
る
の
み
な
ら
ず
、『
長
恨
歌
』
の
変
奏
は
、『
源
氏
物
語
』
に
首
尾
一
貫
、
ま
さ
に
そ
の
一
部
始
終
に
及

ぶ
。そ

れ
は
何
故
な
の
か
。『
源
氏
物
語
』
に
と
っ
て
『
長
恨
歌
』
は
、
な
ぜ
か
く
も
重
大
な
存
在
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
、『
源

氏
物
語
』
を
解
く
た
め
の
、
恐
ら
く
重
要
な
鍵
と
な
る
の
に
違
い
な
い
。

注（
１
）�　

金
沢
文
庫
本
『
白
氏
文
集
』
傍
訓
、「
ケ
ン
せ
ム
」。



八
六

（
２
）�　
『
山
下
水
』
に
は
、「
式
部
ハ
蔵カ
ク
ス　二
時
代
ヲ一
。（
中
略
）
仮
令
諷
ノ
詩
ニ
以
漢
如　
レ
誂　
レ
唐
」
と
あ
る
。

　

付
記　

本
稿
成
る
に
当
っ
て
、
平
成
二
十
五
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
を
受
け
た
。


