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『
源
氏
物
語
』の
歌
こ
と
ば
引
用
・
光
源
氏
と
空
蝉
の
和
歌
贈
答
場
面
か
ら

 

鈴　

木　

裕　

子　
　

　
　
　

は
じ
め
に

　

古
典
の
物
語
や
日
記
な
ど
を
読
ん
で
い
る
と
、
会
話
の
延
長
の
よ
う
に
和
歌
が
詠
み
交
わ
さ
れ
る
場
面
で
、
詠
ま
れ
た
和
歌
が
古
歌

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
や
、
和
歌
に
言
い
添
え
ら
れ
た
言
葉
に
古
歌
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
引
用
さ
れ
て
い

る
古
歌
を
、
そ
れ
と
特
定
す
る
の
は
、
現
代
の
読
者
に
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
和
歌
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー

ル
と
し
て
い
た
平
安
・
鎌
倉
期
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
特
に
古
歌
の
断
片

を
言
い
か
け
ら
れ
た
場
合
に
、
も
と
の
歌
一
首
を
〈
正
解
〉
と
し
て
限
定
す
る
の
は
、
そ
う
た
や
す
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
と
し
て
の
古
歌
の
引
用（
１
）に
つ
い
て
、
今
回
は
、『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
と
空
蝉

の
和
歌
贈
答
の
場
面
を
例
に
し
て
、
常
々
考
え
て
い
る
こ
と
の
一
端
を
記
し
て
み
た
い
。

　
　
　

一　

光
源
氏
か
ら
空
蝉
へ
・「
寝
る
夜
な
け
れ
ば
」 

　　

ま
ず
、
和
歌
に
言
い
添
え
ら
れ
た
言
葉
に
引
用
さ
れ
て
い
る
古
歌
の
特
定
が
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
場
合
を
挙
げ
よ
う
。
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「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
後
、
光
源
氏
は
、
方
違
え
に
か
こ
つ
け
て
、
左
大
臣
邸
か
ら
紀
伊
守
の
中
川
の
邸
へ
と
移
っ
た
。
そ
し
て
、

折
し
も
滞
在
し
て
い
た
、
紀
伊
守
の
父
・
伊
予
介
の
後
妻
で
あ
る
空
蝉
と
契
り
を
結
ん
だ
。
空
蝉
に
心
惹
か
れ
た
源
氏
は
、
空
蝉
の
弟
・

小
君
を
召
し
か
か
え
、
文
使
い
と
し
て
、
空
蝉
に
文
を
届
け
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　

御
文
を
持
て
来
た
れ
ば
、
女
、
あ
さ
ま
し
き
に
涙
も
出
で
来
ぬ
。
こ
の
子
の
思
ふ
ら
む
こ
と
も
は
し
た
な
く
て
、
さ
す
が
に
御
文

を
面
隠
し
に
広
げ
た
り
。
い
と
多
く
て
、

　
「
見
し
夢
を
あ
ふ
夜
あ
り
や
と
嘆
く
間
に
目
さ
へ
合
は
で
ぞ
こ
ろ
も
経
に
け
る

　

寝
る
夜
な
け
れ
ば
」

　

な
ど
、
目
も
及
ば
ぬ
御
書
き
ざ
ま
も
、
霧
り
塞
が
り
て
、
心
得
ぬ
宿
世
う
ち
添
へ
り
け
る
身
を
思
ひ
続
け
て
臥
し
給
へ
り
。

 

（
帚
木
・
七
二
頁（

２
））

　

源
氏
の
文
に
添
え
ら
れ
た
傍
線
部
「
寝
る
夜
な
け
れ
ば
」
が
古
歌
の
引
用
で
あ
る
。

　
「
寝
る
夜
」
が
な
い
と
い
う
意
味
の
表
現
を
詠
ん
だ
歌
は
、
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
で
も
、『
源
氏
物
語
』
以
前
、
も
し
く
は

同
時
代
の
も
の
と
し
て
、
多
数
の
用
例
が
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
歌
句
「
寝
る
夜
な
け
れ
ば
」「
寝
る
夜
は
な
く
て
」
に
限
定
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
歌
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

ａ　

夢
に
だ
に
見
る
こ
と
ぞ
な
き
年
を
経
て
心
の
ど
か
に
寝
る
夜
な
け
れ
ば 

（
恋
一
・
五
三
八
・
後
撰
集（
３
）・
詠
人
不
知
）

ｂ　

恋
し
き
を
何
に
つ
け
て
か
慰
め
む
夢
だ
に
見
え
ず
寝
る
夜
な
け
れ
ば

 

（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
三
五
・
源
順
／
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
・
大
中
臣
能
宣
）

ｃ  

敷
栲
の
枕
を
ま
き
て
妹
と
我
と
寝
る
夜
は
な
く
て
年
ぞ
経
に
け
る 

 

（
古
今
六
帖
・
と
し
へ
て
い
ふ
・
二
五
五
四
／
万
葉
集
・
二
六
一
五
）
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ａ
歌
は
、「
私
は
夢
で
す
ら
あ
な
た
と
逢
え
な
い
。
あ
な
た
に
思
い
を
寄
せ
た
ま
ま
年
を
経
て
、
心
穏
や
か
に
寝
る
夜
が
な
い
の
で
」

と
、
現
実
で
も
夢
で
も
逢
え
な
い
相
手
へ
の
恋
し
さ
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
空
蝉
に
贈
る
言
葉
と
し
て
は
、「
年
を
経
て
」
の
部
分

が
、
状
況
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
ｃ
歌
も
、
恋
人
と
共
寝
が
で
き
ず
に
年
が
過
ぎ
た
こ
と
を
嘆
く
歌
で
、「
年
ぞ
経
に
け
る
」
の
部
分
が
合

致
し
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
年
」
を
「
頃
」
に
言
い
換
え
て
引
き
歌
と
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、他
に
相
応
し
い
古
歌
が
あ
れ
ば
、

わ
ざ
わ
ざ
そ
の
よ
う
な
細
工
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
ａ
歌
と
ｃ
歌
は
、
引
き
歌
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
に
は
、
も
と
の
歌
の
候
補
か

ら
除
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

残
る
ｂ
歌
は
、
じ
つ
は
、『
源
氏
釈
』『
奥
入
』『
紫
明
抄
』
そ
の
他
の
古
注
釈
書
が
指
摘
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
表
現
が
少
し
異
な
っ

た
形
で
、『
細
流
抄
』『
孟
津
抄
』『
紹
巴
抄
』『
岷
江
入
楚
』『
湖
月
抄
』
な
ど
も
引
い
て
い
る
。
た
だ
し
、『
源
注
余
滴
』
は
、ｂ
歌
の
他
に
、

ｃ
歌
と
「
夢
の
内
に
あ
ひ
見
む
こ
と
を
頼
み
つ
つ
暮
ら
せ
る
宵
は
寝
む
方
も
な
し
」（
古
今
集
・
恋
一
・
五
二
五
・
詠
人
不
知
）
を
も
挙

げ
て
い
る（
４
）。
こ
れ
は
、
現
実
に
は
逢
え
な
い
か
ら
、
せ
め
て
夢
の
中
で
逢
い
た
い
と
思
う
の
に
、
寝
る
方
法
が
な
い
、
眠
れ
な
い
と
い

う
歌
で
あ
る
が
、
源
氏
の
言
葉
「
寝
る
夜
な
け
れ
ば
」
に
そ
の
ま
ま
符
号
す
る
表
現
を
持
つ
古
歌
が
他
に
あ
る
以
上
、
引
用
と
し
て
は

考
慮
し
な
く
て
よ
い
と
判
断
さ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
は
、
ｂ
歌
（
あ
な
た
恋
し
さ
の
あ
ま
り
煩
悶
し
て
、
夜
も
眠
れ
な
い
私
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
。
寝
ら
れ
な
い
の
で
、
あ
な
た
と
夢
に
で
も
逢
え
な
い
の
で
す
）
の
第
四
句
を
引
用
し
た
の
だ
と
特
定
で
き
よ
う
。

  

源
氏
は
、
空
蝉
に
、「
い
と
多
く
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
費
や
し
て
恋
心
を
訴
え
た
後
に
歌
を
書
き
記
し
、
さ

ら
に
続
け
て
古
歌
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
と
い
う
念
の
入
っ
た
文
を
し
た
た
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
の
意
味
は
、
次
の
よ
う
に
な
ろ

う
―
―
先
夜
の
あ
な
た
と
の
逢
瀬
の
夢
が
本
当
に
な
っ
て
、
あ
な
た
と
逢
う
夜
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
嘆
い
て
い
る
間
に
、
逢
え
な

い
ど
こ
ろ
か
、
目
さ
え
合
わ
ず
に
、
眠
れ
な
い
日
々
が
経
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
眠
れ
な
い
の
で
夢
を
見
る
こ
と
も
で
き
ず
、
あ
な
た

を
恋
し
く
思
う
心
を
慰
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

源
氏
は
、
歌
の
内
容
を
古
歌
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
こ
と
で
補
強
し
た
の
で
あ
る
が
、「
あ
な
た
を
思
う
あ
ま
り
眠
れ
ぬ
ま
ま
時
が
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過
ぎ
る
の
を
嘆
い
て
い
る
」
と
い
う
内
容
の
歌
に
、「
眠
れ
な
い
か
ら
あ
な
た
を
夢
に
見
て
慰
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
趣
旨

の
こ
と
ば
を
つ
な
げ
た
わ
け
で
、
逢
い
が
た
い
相
手
に
恋
心
を
訴
え
る
の
に
、
じ
つ
に
わ
か
り
や
す
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
の
場
合
は
、
空
蝉
が
、
万
が
一
ｂ
歌
の
引
用
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
源
氏
の
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
伝
わ
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、古
歌
の
言
葉
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
、単
に
歌
意
を
補
強
す
る
だ
け
で
は
な
い
効
果
が
あ
ろ
う
。
古
歌
な
ど
を
引
用
し
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
は
、
送
り
手
と
受
け
手
と
の
間
に
、
共
有
で
き
る
教
養
の
基
盤
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
受
け
手
は
、

送
り
手
が
自
分
の
教
養
の
ほ
ど
を
認
め
て
い
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
の
だ
と
知
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
和
歌
贈
答
の
〈
社

交
〉
的
な
あ
り
よ
う
が
窺
え
る
と
思
う
。
身
の
ほ
ど
を
わ
き
ま
え
、二
度
と
源
氏
に
逢
う
ま
い
と
心
を
決
め
て
い
る
空
蝉
で
あ
っ
て
も
、

老
い
た
受
領
の
伊
予
の
介
相
手
で
は
望
む
べ
く
も
な
い
、
洗
練
さ
れ
た
〈
社
交
術
〉
に
則
っ
た
文
を
受
け
取
っ
て
、
心
が
騒
が
な
い
は

ず
も
な
い
。
源
氏
と
の
関
わ
り
を
「
夢
」
と
定
め
、
日
常
に
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
空
蝉
だ
が
、「
心
得
ぬ
宿
世
う
ち
添
へ
り
け
る
身
を

思
ひ
続
け
て
」
臥
す
ば
か
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
は
、
源
氏
が
、
空
蝉
の
心
を
和
ら
げ
、
な
び
か
せ
た
い
一
心
で
、
言
葉
を

尽
く
し
て
し
た
た
め
た
戦
略
的
な
文
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
「
寝
る
夜
な
け
れ
ば
」
は
、
わ
か
り
や
す
い
古
歌
の
こ
と
ば
の
引
用
に
よ
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
補
強
し
た
例
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
で
は
、
次
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
今
度
は
、
源
氏
と
の
逢
瀬
を
拒
み
通
し
て
日
数
の
経
た
頃
、
空

蝉
か
ら
源
氏
へ
の
贈
歌
の
場
合
で
あ
る
。

　
　
　

二　

空
蝉
か
ら
光
源
氏
へ
・「
益
田
は
、
ま
こ
と
に
な
む
」

　

夕
顔
巻
、
何
が
し
の
院
で
急
死
し
た
夕
顔
の
野
辺
送
り
は
、
惟
光
の
手
配
に
よ
っ
て
、
速
や
か
に
密
か
に
行
わ
れ
た
。
源
氏
は
、
最

後
ま
で
見
守
っ
て
二
条
院
に
戻
っ
た
直
後
か
ら
、
重
い
病
の
床
に
就
い
て
し
ま
っ
た
。
よ
う
や
く
病
が
癒
え
た
と
い
う
頃
に
、
光
源
氏

は
、
珍
し
い
こ
と
に
空
蝉
か
ら
の
消
息
を
受
け
取
っ
た
。
次
に
掲
げ
る
の
が
、
そ
の
場
面
で
あ
る
。
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か
の
伊
予
の
家
の
小
君
参
る
折
あ
れ
ど
、
こ
と
に
、
あ
り
し
や
う
な
る
言
伝
て
も
し
給
は
ね
ば
、
憂
し
と
思
し
果
て
に
け
る
を
、

　

い
と
ほ
し
と
思
ふ
に
、
か
く
わ
づ
ら
ひ
給
ふ
を
聞
き
て
、
さ
す
が
に
う
ち
嘆
き
け
り
。
遠
く
下
り
な
ど
す
る
を
、
さ
す
が
に
心
細
け

　

れ
ば
、
思
し
忘
れ
ぬ
る
か
と
試
み
に
、

　
「
承
り
悩
む
を
、
言
に
出
で
て
は
、
え
こ
そ
、

　

訪
は
ぬ
を
も
な
ど
か
と
問
は
で
ほ
ど
ふ
る
に
い
か
ば
か
り
か
は
思
ひ
乱
る
る

　

益
田
は
、
ま
こ
と
に
な
む
」

　

と
聞
こ
え
た
り
。
め
づ
ら
し
き
に
、
こ
れ
も
あ
は
れ
忘
れ
給
は
ず
、

　
「
生
け
る
効
な
き
や
。
誰
が
言
は
ま
し
言
に
か
。

　

空
蝉
の
世
は
憂
き
も
の
と
知
り
に
し
を
ま
た
言
の
葉
に
懸
か
る
命
よ

　

は
か
な
し
や
」

　

と
、
御
手
も
う
ち
わ
な
な
か
る
る
に
、
乱
れ
書
き
給
へ
る
、
い
と
ど
う
つ
く
し
げ
な
り
。
な
ほ
か
の
蛻
け
を
忘
れ
給
は
ぬ
を
、
い
と

　

ほ
し
う
も
を
か
し
う
も
思
ひ
け
り
。
か
や
う
に
憎
か
ら
ず
は
聞
こ
え
交
は
せ
ど
、
気
近
く
と
は
思
ひ
寄
ら
ず
、
さ
す
が
に
言
ふ
効
な

　

か
ら
ず
は
見
え
奉
り
て
や
み
な
む
と
思
ふ
な
り
け
り
。 

（
夕
顔
・
一
四
一
頁
）

                                                                      　
　
　
　

     

　

こ
こ
で
、
問
題
に
し
た
い
の
は
、
空
蝉
の
消
息
の
最
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
傍
線
部
「
益
田
は
、
ま
こ
と
に
な
む
」
の
一
言
が
、
二

人
の
や
り
と
り
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
歌
こ
と
ば
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。「
益
田
」
は
、
通
常
「
益
田
の
池
」
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
大
和
国
の
歌
枕
で
、

「
ま
す
」
に
「
増
す
」
が
掛
け
ら
れ
た
り
、
池
か
ら
採
れ
る
蓴ぬ
な
わ

（
ジ
ュ
ン
サ
イ
）
を
詠
み
込
ん
で
、
蓴
は
手
繰
っ
て
採
る
こ
と
か
ら
「
繰

る
」
を
縁
語
と
し
て
、「
来
る
」
を
掛
け
た
り
、「
苦
し
」
を
掛
け
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
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次
に
、『
源
氏
物
語
』
と
同
時
代
以
前
の
も
の
と
思
わ
れ
る
歌
を
五
首
挙
げ
て
み
よ
う
。

ａ　

根
蓴
の
く
る
し
か
る
ら
む
人
よ
り
も
我
ぞ
ま
す
だ
の
い
け
る
か
ひ
な
き 

（
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
九
四
・
詠
人
不
知
）

ｂ　

恋
を
の
み
ま
す
だ
の
池
ぬ
浮
き
蓴
く
る
に
ぞ
も
の
の
乱
れ
と
は
な
る 

（
古
今
六
帖
・
池
・
一
六
六
八
）

ｃ　

恋
を
の
み
ま
す
だ
の
池
の
根
蓴
の
く
れ
ば
ぞ
も
の
の
乱
れ
と
も
な
る 

（
古
今
六
帖
・
ね
ぬ
な
は
・
三
八
三
二
）

ｄ  

見
る
か
ら
に
思
ひ
ま
す
だ
の
池
に
生
ふ
る
あ
ざ
さ
の
浮
き
て
世
を
ば
経
よ
と
や 

（
古
今
六
帖
・
あ
ざ
さ
・
三
八
三
二
）

ｅ　

思
ひ
の
み
ま
す
だ
の
池
の
根
蓴
の
く
る
し
や
か
か
る
恋
の
乱
れ
よ 

（
能
宣
集
・
大
中
臣
能
宣
）

　

そ
の
他
、
物
語
と
し
て
は
、『
落
窪
物
語
』
に
、
道
頼
少
将
か
ら
落
窪
の
女
君
へ
の
贈
歌
と
し
て
、「
か
き
絶
え
て
や
み
や
し
な
ま
し

つ
ら
さ
の
み
い
と
ど
ま
す
田
の
池
の
水
茎
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
。
恋
し
い
女
君
が
返
事
を
く
れ
な
い
の
で
、
つ
ら
い
思
い
ば
か
り
が
ま

す
ま
す
つ
の
る
、
と
言
っ
て
少
将
が
顧
み
を
訴
え
る
歌
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
、
歌
語
「
益
田
（
の
池
）」
は
、
恋
心
や
物
思
い
を
増
す
と
い
う
意
味
の
名
を
負
う
益
田
の
池
、
そ
の
池
に
生
う
蓴

を
手
繰
っ
て
採
る
よ
う
に
物
思
い
を
手
繰
り
寄
せ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
出
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。　

　

こ
の
場
面
で
は
、
空
蝉
の
文
（
あ
な
た
様
が
ご
病
気
と
の
噂
を
う
が
か
っ
て
、
私
も
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
、
口
に
出
し
て
は
と
て

も
言
え
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
状
態
で
お
り
ま
す
の
に
、
あ
な
た
様
の
方
で
は
、
私
が
御
見
舞
し
な
い
の
を
な
ぜ
か
と
問
う
て
下
さ
る
こ

と
も
な
く
て
月
日
が
経
ち
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
思
い
乱
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
か
）
を
受
け
取
っ
た
源
氏
が
、
波
線
部
「
生
け

る
効
な
き
や
」
と
返
答
を
し
た
こ
と
で
、す
ぐ
に
読
者
は
、ａ
歌
と
つ
な
げ
て
読
み
取
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、源
氏
は
、「
益
田
は
、

ま
こ
と
に
な
む
」
と
い
う
空
蝉
の
こ
と
ば
に
対
し
て
、
あ
な
た
の
言
い
た
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
よ
、
あ
の
「
い
け
る
か
ひ
な
き
」
の

歌
の
よ
う
な
気
持
だ
と
い
う
の
で
す
ね
、
と
了
解
し
た
こ
と
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
送
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

古
注
釈
書
の
『
源
氏
釈
』『
奥
入
』『
紫
明
抄
』『
河
海
抄
』『
細
流
抄
』『
紹
巴
抄
』『
岷
江
入
楚
』『
湖
月
抄
』
そ
の
他
、
現
代
の
注

釈
書（

５
）に

至
る
ま
で
、
こ
の
ａ
歌
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
空
蝉
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（「
益
田
」
は
、
本
当
の
こ
と
で
し
た
）
は
、
諸
注
釈
の
と
お
り
、「
あ
の
古
歌
に
言
う
「
私
こ
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そ
生
き
る
か
い
が
な
い
」
と
い
う
の
は
本
当
の
こ
と
で
し
た
…
…
ご
病
気
で
苦
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
あ
な
た
よ
り
も
、
私
の
方
が

も
っ
と
苦
し
く
て
、
生
き
る
か
い
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
「
益
田
」
と
だ
け
言
い
添
え
た
空
蝉
の
真
意
を
、
ａ
歌
を
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
き
明
か
し
て
よ

い
も
の
だ
ろ
う
か
。「
益
田
（
の
池
）」
を
含
む
古
歌
は
、
現
在
確
認
で
き
る
限
り
で
も
複
数
首
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ほ
か
な
ら
ぬ
源
氏

が
そ
の
中
か
ら
一
首
を
選
ん
で
、
空
蝉
が
引
用
し
た
歌
だ
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
。
一
首
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
他
を
棄
て
る
こ
と
で

あ
る
。
受
け
手
で
あ
る
源
氏
の
意
に
適
う
歌
が
、
意
識
的
に
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、
そ
の
時
の
源
氏
の
念
頭
に
は
こ
の

一
首
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
想
起
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
源
氏
が
「
生
け
る
効
な
き
や
」
と
言
っ
た
こ
と
は
、
源

氏
が
空
蝉
の
投
げ
か
け
た
歌
こ
と
ば
を
ど
う
キ
ャ
ッ
チ
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
表
す
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
送
り
手
で
あ
る
空
蝉
の

意
図
を
解
き
明
か
す
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
空
蝉
が
こ
の
消
息
を
源
氏
に
届
け
た
と
き
、
彼
女
は
ど
の
よ
う
な
心
境
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

源
氏
か
ら
は
、「
あ
り
し
や
う
な
る
言
伝
て
」
も
な
く
な
り
、「
憂
し
と
思
し
果
て
に
け
る
」
を
、「
い
と
ほ
し
」
と
思
う
空
蝉
で
あ
っ

た
。
日
常
の
中
で
源
氏
に
逢
う
こ
と
は
拒
ん
だ
が
、
心
は
源
氏
に
傾
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
た
ま
さ
か
の
歌
の
や
り
と

り
ぐ
ら
い
は
拒
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
源
氏
か
ら
文
を
貰
う
の
は
、
煩
わ
し
く
も
あ
り
嬉
し
く
も
あ
り
、
と
い
う
複
雑
な
心
情

で
あ
っ
た
。
全
く
消
息
が
途
絶
え
て
し
ま
う
と
な
れ
ば
、
ほ
っ
と
す
る
反
面
、
寂
し
く
も
あ
ろ
う
。
源
氏
が
病
の
床
に
あ
る
と
聞
け
ば
、

途
絶
え
て
い
た
の
は
、
そ
の
た
め
だ
っ
た
の
か
、
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
ほ
っ
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
空

蝉
の
内
面
は
、
先
に
原
文
を
引
用
し
た
よ
う
に
、「
か
や
う
に
憎
か
ら
ず
は
聞
こ
え
交
は
せ
ど
、
気
近
く
と
は
思
ひ
寄
ら
ず
、
さ
す
が

に
言
ふ
効
な
か
ら
ず
は
見
え
奉
り
て
や
み
な
む
と
思
ふ
な
り
け
り
」
と
記
さ
れ
て
も
い
る
。

　

さ
ら
に
、
空
蝉
の
身
に
は
一
大
事
と
も
言
え
る
、
夫
に
伴
わ
れ
て
の
伊
予
へ
の
下
向
の
時
が
近
づ
い
て
い
た
。
生
ま
れ
て
初
め
て
都

を
離
れ
て
「
人
の
国
」
へ
行
く
不
安
、
心
細
さ
に
襲
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
都
を
去
る
不
安
と
心
細
さ
は
、「
思
し
忘
れ
ぬ
る
か

と
試
み
に
」
源
氏
に
歌
を
贈
る
と
い
う
、
い
さ
さ
か
大
胆
な
ふ
る
ま
い
に
空
蝉
を
駆
り
立
て
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
は
り
、
本
心
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で
は
、
源
氏
に
忘
れ
ら
れ
た
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
薄
れ
つ
つ
あ
る
ら
し
い
（
と
空
蝉

が
推
し
量
る
）
自
分
と
の
思
い
出
を
、
手
繰
り
寄
せ
る
よ
う
に
で
も
し
て
源
氏
の
記
憶
の
中
に
再
生
す
る
べ
く
、
歌
を
贈
っ
た
の
で
あ

る
。
空
蝉
は
、
夕
顔
と
の
出
来
事
や
、
源
氏
の
病
の
重
さ
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
し
い
情
報
は
何
も
知
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
空
蝉
自
身
の

不
安
と
心
細
い
思
い
が
、
文
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
空
蝉
の
思
い
を
読
み
解
い
て
、
こ
の

贈
答
場
面
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
空
蝉
の
こ
と
ば
「
益
田
は
、
ま
こ
と
に
な
む
」
の
背
景
に
、
た
だ
一
首
ａ
歌
を
限
定
し
な
く
て
も
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

  

空
蝉
は
、
ａ
歌
の
み
を
念
頭
に
し
て
言
葉
を
投
げ
か
け
た
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
教
養
あ
る
空
蝉
に
と
っ
て
は
、「
益
田
」

と
言
え
ば
、
ま
す
ま
す
募
る
恋
心
、
手
繰
り
寄
せ
る
物
思
い
の
苦
し
さ
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
ろ
う
。
こ

の
一
首
と
い
う
よ
う
に
特
定
な
本
歌
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
複
数
の
古
歌
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
古
歌
の
断
片
を
投
げ
か
け
る
こ
と
は
、
相
手
が
ど
の
よ
う
に
歌
こ
と
ば
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
に
返
し
て
く
る
か
、
じ
つ
に
緊
張

を
は
ら
む
、
挑
戦
的
な
言
葉
に
拠
る
冒
険
で
あ
る
。「
物
思
い
が
増
す
と
い
う
益
田
は
本
当
で
し
た
」
の
後
に
、
源
氏
に
ど
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
が
展
開
す
る
か
は
、
空
蝉
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
忘
れ
ら
れ
た
の
か
と
寂
し
く
思
い
、「
こ
こ
ろ
み
に
」

贈
っ
た
歌
な
の
だ
か
ら
。

  

「
益
田
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
に
対
し
て
、
和
歌
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
熟
練
し
て
い
た
平
安
貴
族
の
読
者
た
ち
は
、
ど
の

よ
う
な
歌
や
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
た
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、益
田
が
詠
ま
れ
た
歌
の
候
補
を
何
首
か
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
中
に
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
は
伝
わ
ら
な
い
歌
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
思
い
浮
か
べ
た
歌
か
ら
生
成
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
味

わ
い
な
が
ら
、
空
蝉
の
心
情
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
し
て
、
源
氏
の
返
答
を
読
み
、
ま
た
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
、
源
氏
が
読
み
解
い

た
空
蝉
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
辿
り
つ
つ
空
蝉
の
思
い
を
想
像
し
、
反
芻
す
る
…
…
、
そ
の
よ
う
に
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と

流
れ
る
物
語
世
界
の
時
間
を
味
わ
う
と
い
う
享
受
の
あ
り
よ
う
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、「
益
田
」
か
ら
、『
古
今
六
帖
』
の
ｂ
歌
「
恋
を
の
み
ま
す
だ
の
池
ぬ
浮
き
蓴
く
る
に
ぞ
も
の
の
乱
れ
と
は
な
る
」
を
想
起
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す
る
な
ら
ば
、「〈
恋
心
が
増
す
と
い
う
益
田
の
池
に
生
え
る
蓴
を
手
繰
る
と
、
苦
し
さ
が
募
る
〉
と
い
う
の
は
本
当
で
し
た
。
…
…
あ

な
た
か
ら
の
お
言
葉
が
途
絶
え
て
、
私
は
、
思
い
乱
れ
て
い
ま
す
。
恋
し
さ
と
物
思
い
に
苦
し
む
気
持
と
、
ふ
た
つ
な
が
ら
味
わ
っ
て

い
る
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
空
蝉
の
歌
の
下
句
は
「
思
ひ
乱
る
る
」
と
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
連
想
で
「
く
る

に
ぞ
も
の
の
乱
れ
と
は
な
る
」
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
は
不
自
然
で
は
な
い
。

　

あ
る
い
は
、
ｄ
歌
「
見
る
か
ら
に
思
ひ
ま
す
だ
の
池
に
生
ふ
る
あ
ざ
さ
の
浮
き
て
世
を
ば
経
よ
と
や
」
な
ら
ば
、「〈
物
思
い
が
増
す
、

「
益
田
」〉
と
歌
に
あ
る
の
は
本
当
で
し
た
。
…
…
お
言
葉
が
途
絶
え
た
せ
い
で
、
私
は
思
い
乱
れ
て
い
る
の
で
す
。
あ
な
た
は
、
お
便

り
も
下
さ
ら
ず
に
、
私
が
思
い
乱
れ
る
ま
ま
に
、
定
め
な
く
こ
の
世
を
過
ご
せ
と
い
う
の
で
す
か
。
あ
の
、
思
い
が
増
す
と
い
う
益
田

の
池
の
あ
ざ
さ
の
よ
う
に
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

　

古
歌
の
断
片
を
投
げ
か
け
る
こ
と
は
、
相
手
が
ど
の
よ
う
に
歌
こ
と
ば
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
に
返
し
て
く
る
か
、
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
く
、
緊
張
を
と
も
な
う
冒
険
的
な
営
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
ば
を
贈
っ
た
人
自
身
も
、
思
い
が
け
な
い
展
開
と
な
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
和
歌
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
の
一
つ
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

む
ろ
ん
、
古
注
が
指
摘
し
、
源
氏
自
身
が
選
び
取
っ
た
ａ
歌
が
〈
不
正
解
〉
だ
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
源
氏

が
指
定
し
た
ａ
歌
の
み
を
、
空
蝉
自
身
が
意
図
し
た
古
歌
の
〈
正
解
〉
と
限
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
こ
と
を
疑
っ
て
み
た

い
の
で
あ
る
。

　
　
　

三　

光
源
氏
か
ら
空
蝉
へ
・「
空
蝉
の
世
」
の
返
歌

　

最
後
に
、空
蝉
の
贈
歌
に
対
す
る
源
氏
の
返
歌
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「
益
田
」が
詠
み
込
ま
れ
た
い
く
つ
か
の
歌
の
中
か
ら
、源
氏
が
、

ａ
歌
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
選
び
、
空
蝉
に
歌
を
返
し
た
と
す
る
な
ら
、
な
ぜ
そ
の
歌
を
選
ん
だ
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も

考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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源
氏
の
病
は
き
わ
め
て
重
篤
で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
体
は
癒
え
た
も
の
の
、ま
だ
夕
顔
の
死
は
、源
氏
の
心
の
中
に
重
く
わ
だ
か
ま
っ

て
い
て
、
心
の
整
理
は
つ
く
は
ず
も
な
い
。
物
思
い
に
ふ
け
り
、
夕
顔
の
鎮
魂
の
時
を
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
と

き
に
、
空
蝉
か
ら
の
文
が
届
い
た
の
で
あ
る
。「
益
田
」
と
い
っ
て
も
、
ま
す
ま
す
募
る
恋
心
や
、
自
ら
た
ぐ
り
寄
せ
る
物
思
い
な
ど

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
絡
め
て
、
伊
予
下
向
を
目
前
に
し
て
複
雑
な
空
蝉
の
心
境
を
思
い
や
り
、
揺
れ
る
思
い
を
受
け
止
め
る
余
裕
は
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

源
氏
の
返
歌
は
、「
空
蝉
の
世
は
憂
き
も
の
と
知
り
に
し
を
ま
た
言
の
葉
に
懸
か
る
命
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
の
下

句
か
ら
は
、

・
慰
む
る
言
の
葉
に
だ
に
懸
か
ら
ず
は
今
も
消
ぬ
べ
き
露
の
命
を 

（
後
撰
集
・
恋
六
・
一
○
三
一
・
詠
人
不
知
）

・
露
ば
か
り
頼
め
置
か
な
む
言
の
葉
に
し
ば
し
も
と
ま
る
命
あ
り
や
と 

（
古
今
六
帖
・
こ
と
の
葉
・
三
三
六
七
）

の
よ
う
に
、
類
似
し
た
発
想
の
歌
が
想
起
さ
れ
る
。
中
で
も
『
後
撰
集
』
歌
の
詞
書
に
は
、
女
の
も
と
か
ら
期
待
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉

を
言
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
男
が
応
じ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
源
氏
と
空
蝉
の
贈
答
状
況
と
通
う
も
の
が
あ
る
。
思
い

を
寄
せ
て
い
る
女
か
ら
言
葉
を
か
け
ら
れ
て
、
生
き
る
か
い
を
得
ら
れ
た
と
す
る
男
の
思
い
は
、
男
女
の
普
遍
的
な
あ
り
よ
う
と
し
て
、

歌
に
詠
ま
れ
得
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

源
氏
の
文
の
内
容
は
、「
私
の
方
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
、
生
き
る
か
い
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。「
空
蝉
」
の
よ
う
に
む
な
し
い
あ

な
た
と
の
縁
を
思
う
と
こ
の
世
は
つ
ら
い
も
の
だ
と
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
、
あ
な
た
の
言
葉
に
す
が
っ
て
生
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
あ
な
た
の
言
葉
が
な
け
れ
ば　

死
ん
で
し
ま
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
の
も
わ
れ
な
が
ら
は
か
な
い
こ
と
で
す
」
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
源
氏
の
返
事
に
よ
っ
て
、
空
蝉
は
、「
私
の
投
げ
か
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
だ
な
」
と

知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
返
事
は
、
彼
女
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

返
事
を
受
け
取
っ
た
空
蝉
は
、
歌
こ
と
ば
「
空
蝉
」
に
心
を
と
め
た
。
そ
れ
は
、
通
常
の
歌
こ
と
ば
と
し
て
は
、
は
か
な
い
人
生
、

人
の
命
の
短
さ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
も
の
だ
が
、
む
ろ
ん
、
光
源
氏
と
空
蝉
の
関
係
に
お
い
て
は
、
は
か
な
い
恋
の
記
憶
の
シ
ン
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ボ
ル
と
な
る
。「
空
蝉
」
は
、
彼
女
が
「
脱
ぎ
捨
て
た
薄
衣
」
で
あ
り
、
秘
め
ら
れ
た
源
氏
と
の
恋
の
思
い
出
の
証
な
の
で
あ
る
。
源

氏
の
返
歌
か
ら
、空
蝉
は
、あ
の
衣
が
ま
だ
源
氏
の
手
も
と
に
あ
り
、源
氏
は
ま
だ
私
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
空
蝉
に
と
っ
て
、
光
源
氏
か
ら
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
は
む
な
し
い
こ
と
で
あ
る
。
源
氏

の
記
憶
の
中
か
ら
自
分
が
忘
れ
去
ら
れ
る
の
は
、
都
世
界
に
確
か
に
生
き
、
高
貴
な
源
氏
に
愛
さ
れ
た
と
い
う
自
分
の
存
在
そ
の
も
の

が
抹
殺
さ
れ
る
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
源
氏
の
記
憶
に
自
分
と
の
思
い
出
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
「
人
の
国
」

へ
下
向
す
る
空
蝉
の
心
の
支
え
と
な
ろ
う
。

　

古
歌
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
や
り
と
り
す
る
と
い
う
の
は
、
両
者
に
等
し
く
そ
れ
な
り
の
教
養
が
必
要
で
あ
る
の
は
む
ろ
ん
だ
が
、

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
緊
張
感
を
は
ら
む
贈
答
行
為
で
も
あ
る
の
だ
。
誰
で
も
わ
か
る

よ
う
な
有
名
な
歌
や
、
間
違
え
よ
う
の
な
い
引
用
の
仕
方
な
ら
と
も
か
く
、
こ
の
場
合
の
よ
う
に
、
ご
く
短
い
言
葉
で
の
や
り
と
り
に

は
、
た
と
え
そ
の
歌
を
も
ら
っ
た
作
中
人
物
が
一
首
に
特
定
し
て
い
よ
う
と
も
、
読
者
と
し
て
は
、
作
中
人
物
で
あ
る
送
り
手
の
〈
意

図
〉
し
た
で
あ
ろ
う
も
と
の
歌
を
特
定
す
る
た
め
に
、
複
数
の
古
歌
を
想
起
し
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
ぶ
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
じ
つ
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
確
か
め
る
事
じ
た
い
が
、
読
者
に
と
っ
て
も
、
作
中
人
物
の
心
の
動

き
を
追
う
の
に
必
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
気
が
す
る
。

 　
　
　

さ
い
ご
に

   

『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
古
の
読
者
は
、
現
代
の
読
者
と
は
異
な
る
享
受
（
愉
し
み
方
）
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
こ
と
が
あ
る
。
特
に
現
代
の
読
者
は
、
和
歌
贈
答
場
面
を
読
ん
で
、
歌
が
や
り
と
り
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
味
わ
う
こ
と
な
く
、
つ

い
注
釈
書
に
依
存
し
て
、
そ
こ
に
引
用
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
古
歌
に
よ
っ
て
解
釈
を
固
定
し
が
ち
で
あ
る
。
歌
こ
と
ば
や
古
歌
の

断
片
は
、
ま
ず
そ
の
も
の
じ
た
い
と
し
て
、
喚
起
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
を
愉
し
む
べ
き
な
の
で
は
な
い
の
か
。
和
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歌
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
し
て
い
た
平
安
・
鎌
倉
期
の
貴
族
の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
古
歌
の
断
片
か
ら
、
も
と
の

歌
一
首
を
〈
正
解
〉
と
し
て
限
定
す
る
の
は
、
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う（

６
）。

現
実
の
世
界
で
も
、
受

け
取
っ
た
側
が
贈
歌
の
こ
と
ば
を
誤
解
し
た
り
、
古
歌
の
引
用
に
気
づ
か
ず
に
い
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
り
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
虚
構
の
物
語
世
界
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
歌
こ
と
ば
の
誤
解
や
食
い
違
い
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不

全
の
よ
う
な
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
引
用
し
た
歌
こ
と
ば
が
、
も
と
の
歌
の
〈
正
解
〉
を
限
定
し

な
い
で
相
手
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。相
手
が
ど
の
よ
う
に
返
歌
す
る
か
に
よ
っ
て
、予
想
外
の
方
向
へ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
展
開
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
基
盤
に
し
て
、『
源
氏
物
語
』
の
中
か
ら
、
今
回
は
、
光
源
氏
と
空
蝉
の
和
歌
贈
答
の
場
面
を
例
に
し
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
と
し
て
の
古
歌
の
引
用
に
つ
い
て
、
思
う
と
こ
ろ
を
記
し
た
。
視
点
を
同
じ
く
し
て
、
他
に
も
同
様
に

読
み
解
け
る
場
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

注
（
１
）　

拙
稿
「
六
条
御
息
所
の
歌
こ
と
ば
―
―
「
山
の
井
の
水
も
こ
と
わ
り
に
」
考
―
―
」（「
む
ら
さ
き
」
武
蔵
野
書
院
・
二
○
一
一
・
一
二
予
定
）
は
、

本
稿
と
同
じ
視
点
か
ら
「
研
究
余
滴
」
と
し
て
認
め
た
小
文
で
あ
る
の
で
、
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。

（
２
）　
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』（
岩
波
書
店
、
初
版
一
九
九
三
）
に
拠
り
、
私
に
表
記
を
改
め
た
。

（
３
）　

和
歌
の
引
用
は
、
総
て
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
拠
り
、
私
に
表
記
を
改
め
た
。

（
４
）　
『
源
注
余
滴
』
巻
の
二
「
帚
木
」
の
「
ぬ
る
よ
な
け
れ
ば
」
の
項
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。（
細
）
恋
し
さ
を
何
に
つ
け
て
か
な
く
さ
ま
ん
夢
に
も

見
え
す
ぬ
る
よ
な
け
れ
ば
」
此
歌
出
所
し
ら
ず
た
ゞ
し
ぬ
る
夜
な
し
と
い
へ
る
は
万
葉
集
巻
の
十
一
に
「
し
き
た
へ
の
枕
を
ま
き
て
い
も
と
我
ぬ

る
よ
は
な
く
て
年
を
経
に
け
る
」
又
古
今
恋
一
「
夢
の
う
ち
に
あ
ひ
み
ん
こ
と
を
た
の
み
つ
つ
く
ら
せ
る
宵
は
ね
ん
か
た
も
な
し
」
な
ど
を
お
も

ひ
て
い
へ
る
に
や
。
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（
５
）　

例
え
ば
、
現
代
の
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
。

　
　

・『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）
の
頭
注
…
…
「
益
田
」（
私
こ
そ
生
き
て
い
る
か
い
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
）
と
申
す
の
は
、
本

当
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　

・『
新
編
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
の
現
代
語
訳
…
…
益
田
の
池
の
、
い
き
て
い
る
か
い
も
な
い
、
と
は
本
当
に
私
の
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
　

・『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』（
至
文
堂
、
二
○
○
○
年
）
の
現
代
語
訳
…
…
「
益
田
」
の
歌
の
、
生
き
る
甲
斐
も
な
い
、
と
い
う
の
は
真
実

で
し
た
。

（
６
）　

注
（
４
）
に
あ
げ
た
『
源
注
余
滴
』
で
は
、「
寝
る
夜
な
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
、『
細
流
抄
』
の
指
摘
す
る
歌
を
掲
げ
な
が
ら
も
「
出
所
し
ら
ず
」

と
記
し
て
い
る
。
も
と
の
歌
を
は
っ
き
り
と
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
興
味
深
い
。


