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は
じ
め
に

　

在
原
業
平
と
お
ぼ
し
い
主
人
公
と
、
二
条
后
藤
原
高
子
の
悲
恋
を
語
る
一

連
の
章
段
は
、
い
わ
ゆ
る
斎
宮
章
段
と
対
を
な
し
つ
つ
、『
伊
勢
物
語
』
の

一
方
の
軸
を
形
成
し
て
い
る
。
密
か
に
情
を
交
わ
し
た
男
女
が
、
摂
関
家
の

思
惑
、
政
治
の
論
理
に
引
き
裂
か
れ
る
と
い
う
話
柄
は
、
い
か
に
も
平
安
朝

的
で
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
日
、
一
般
的
に
二
条
后
章
段
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
こ
の

物
語
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
章
段
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
判
定

は
、
固
有
名
詞
を
な
る
べ
く
消
去
し
よ
う
と
す
る
『
勢
語
』
に
あ
っ
て
か
な

り
の
困
難
を
伴
う
が
、
次
の
よ
う
に
大
別
で
き
よ
う
。

　
（
ア
）
本
文
（
い
わ
ゆ
る
後
人
注
を
含
む
）
に
二
条
后
の
名
が
明
示
さ
れ

て
い
る
章
段
。
あ
る
い
は
、
文
脈
か
ら
「
女
」
が
二
条
后
を
指
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
な
章
段
。

　
（
イ
）「
女
」
の
朧
化
が
著
し
い
が
、
二
条
后
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
語
り

口
が
な
さ
れ
て
い
る
章
段
。

　
（
ウ
）
二
条
后
と
お
ぼ
し
い
人
物
は
作
中
に
必
ず
し
も
登
場
し
な
い
が
、

そ
の
成
立
の
背
景
に
、
二
条
后
が
関
与
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
章

段
。

具
体
的
に
ど
の
章
段
が
該
当
す
る
の
か
、
私
見
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に

な
る
。
な
お
、
や
や
少
な
め
に
見
積
も
っ
て
あ
る
。

　
（
ア
）
三
、
四
、
五
、
六
、
二
六
、
二
九
、
六
五
、
七
六
、
九
五
段

　
（
イ
）
一
九
、
三
一
、
六
四
、
七
三
、
八
九
、
九
三
、
一
〇
〇
、
一
一
一
段

　
（
ウ
）
一
〇
六
段

（
ウ
）
に
関
し
て
は
い
さ
さ
か
説
明
を
要
し
よ
う
。
と
り
わ
け
有
名
な
「
ち

は
や
ぶ
る
神
代
も
知
ら
ず
龍
田
川
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
く
る
と
は
」
の
段

で
あ
る
。
地
の
文
は
「
昔
、
男
、
親
王
た
ち
の
逍
遥
し
た
ま
ふ
所
に
ま
う
で

て
、
龍
田
川
の
ほ
と
り
に
て
」
と
あ
り
、
二
条
后
と
は
関
係
が
な
い
。
し
か

し
、『
古
今
集
』（
秋
下
・
二
九
四
）
の
詞
書
に
は
、「
二
条
后
の
春
宮
の
御

息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
御
屏
風
に
龍
田
川
に
紅
葉
流
れ
た
る
か
た
を
か
け

り
け
る
を
題
に
て
詠
め
る
」
と
あ
り
、
素
性
と
と
も
に
二
条
后
に
献
じ
た
屏

風
歌
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
六
七
、
六
八
段
な
ど
も
男
た

ち
が
逍
遥
を
楽
し
む
章
段
で
あ
る
が
、
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
元
来
は
屏

風
歌
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
明
徴
は
な
い
け
れ
ど
も
、
物
語
中
に
は
、

伊
勢
物
語
・
二
条
后
章
段
の
諸
相

大
井
田
　
晴
彦
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同
様
の
背
景
を
持
つ
歌
が
ま
だ
隠
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
条
后
章
段
と
称
し
う
る
段
は
多
く
、
ま
た
性
格
も
一
様

で
は
な
い
。
本
稿
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
を
見
せ
る
二
条
后
章
段
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
。

一

　

既
に
角
田
文
衛
）
1
（

氏
や
目
崎
徳
衛
）
2
（

氏
の
詳
細
な
論
考
が
備
わ
る
も
の
の
、
高

子
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
そ
の
醜
聞
と
も
関
わ
る
資
料
の
制
約
も
あ
り
、
不

明
な
点
が
多
い
。
時
の
権
力
に
よ
っ
て
真
実
は
葬
り
去
ら
れ
た
と
お
ぼ
し

い
。『
勢
語
』
に
語
ら
れ
る
業
平
と
の
恋
愛
は
、
虚
構
の
可
能
性
が
高
い
と

い
う
の
が
、
今
日
の
ほ
ぼ
共
通
し
た
理
解
で
あ
ろ
う
。
貞
観
八
年
（
八
六

八
）、
二
五
歳
で
の
か
な
り
遅
い
入
内
は
、
良
房
の
後
宮
政
策
に
と
っ
て
、

当
初
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
事
実
を
伝
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
多
美
子

（
良
相
女
）
へ
の
対
抗
馬
と
し
て
担
ぎ
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
業
平
と
の
恋

愛
事
件
の
影
響
と
は
考
え
に
く
い
。
も
ち
ろ
ん
、
二
人
の
艶
聞
に
全
く
根
拠

が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
下
地
が
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
高
子
は
、
業
平
を
は
じ
め
、
素
性
・
文
屋
康
秀
・
藤
原
敏
行
ら
の
優
れ

た
歌
人
を
自
ら
の
サ
ロ
ン
に
召
し
た
、
い
わ
ば
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
（
古
今

集
・
春
上
・
八
、
同
・
秋
下
・
二
九
三
〜
四
、
同
・
物
名
・
四
四
五
、
後
撰

集
・
春
上
・
一
）。
彼
女
自
身
、「
雪
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
鶯
の
こ
ほ
れ

る
涙
今
や
と
く
ら
む
」（
古
今
集
・
春
上
・
四
）
の
名
歌
を
残
し
て
も
い

る
。「
鶯
の
こ
ほ
れ
る
涙
」
と
は
、
他
に
類
を
見
な
い
斬
新
な
句
で
あ
り
、

鋭
い
詩
人
的
感
性
が
う
か
が
え
よ
う
。
当
時
に
あ
っ
て
、
二
条
后
の
サ
ロ
ン

は
、
古
今
集
へ
の
道
を
大
き
く
切
り
拓
い
た
、
文
化
の
最
先
端
の
場
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
サ
ロ
ン
に
は
い
さ
さ

か
特
異
な
面
も
見
ら
れ
る
。
後
藤
祥
子
氏
は
次
の
よ
う
に
い
う
「
高
子
以
前

に
は
（
中
略
）
后
妃
自
身
が
天
皇
や
後
見
者
を
さ
し
お
い
て
、
或
い
は
そ
れ

ら
の
不
在
の
場
所
で
、
侍
臣
を
召
し
出
し
て
歌
を
詠
ま
せ
る
と
い
う
よ
う

な
、
主
体
的
な
行
為
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。（
中
略
）
高
子
は
こ
う
し

た
場
面
で
、
あ
た
か
も
文
徳
朝
後
宮
で
文
徳
帝
が
典
侍
た
ち
に
即
詠
を
求
め

た
と
同
じ
や
り
方
で
、
女
だ
て
ら
に
廷
臣
に
歌
を
詠
ま
せ
た
の
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
）
3
（

。」
叔
父
良
房
や
兄
基
経
ら
藤
氏
の
男
た
ち
と
の
確
執
が
い
つ
か

ら
始
ま
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
文
化
的
な
営
み
が

先
鋭
化
す
る
に
つ
れ
て
、
対
立
も
ま
た
深
刻
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
容
易

に
想
像
が
つ
く
。

　

そ
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
サ
ロ
ン
が
『
伊
勢
物
語
』
を
生
み
、
育
ん
だ

場
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
）
4
（

る
。
業
平
と
高
子
が
自
ら

を
恋
の
悲
劇
の
主
人
公
に
な
ぞ
ら
え
た
歌
語
り
が
、
二
条
后
章
段
の
初
期
的

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
見
解
は
、
物
語
の
誕
生
の
場
に
源
融
の
河

原
院
を
想
定
す
る
）
5
（

説
と
も
抵
触
し
な
い
。
業
平
を
中
心
に
、
彼
の
出
入
り
す

る
複
数
の
場
と
作
者
に
よ
っ
て
物
語
が
生
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
、
か
か
る
不
穏
な
歌
語
り
が
皇
妃
の
周
辺
で
行
わ
れ
て
い
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
時
の
権
力
に
と
っ
て
、
目
障
り
こ
の
上
な
い
も
の
で
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あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
や
や
常
軌
を
逸
し
た
奔
放
性
、
反
権
力
的
な
抵
抗
の

姿
勢
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
虚
構
の
世
界
で
の
情
事
で
あ
っ
て
も
、
排
除
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
権
力
の
圧
迫
に
抗
し
て
、
歌
語
り
は
さ
ら
に

熱
を
帯
び
た
過
激
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
│
│
そ
う
し
た
緊
張
関
係
が
一
連

の
物
語
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
「
い
ち
は
や
き
み
や

び
」
と
称
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

二

　

具
体
的
な
章
段
の
分
析
を
始
め
よ
う
。
ま
ず
、（
ア
）
の
グ
ル
ー
プ
に
属

す
る
段
、
す
な
わ
ち
二
条
后
と
明
示
さ
れ
て
い
る
、
な
い
し
は
文
脈
か
ら
二

条
后
と
容
易
に
了
解
で
き
る
段
で
あ
る
。

　
　
　

昔
、
男
あ
り
け
り
。
懸
想
じ
け
る
女
の
も
と
に
、
ひ
じ
き
藻
と
い
ふ

も
の
を
や
る
と
て
、

　
　
　

思
ひ
あ
ら
ば
葎
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
し
き
も
の
に
は
袖
を
し
つ
つ

も

　
　

二
条
后
の
、
ま
だ
帝
に
も
仕
う
ま
つ
り
た
ま
は
で
、
た
だ
人
に
お
は
し

ま
す
時
の
こ
と
な
り
。（
三
段　

以
下
、
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
に
よ
り
、
適
宜
表
記
を
改
め
る
。）

配
列
上
、
最
初
に
位
置
す
る
章
段
で
あ
り
、
ま
だ
高
子
が
「
た
だ
人
」
の
時

の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
歌
は
、「
ひ
し
き
も
の
（
引
敷
物
）」
に

「
ひ
じ
き
藻
」
を
読
み
込
ん
だ
物
名
歌
で
あ
る
が
、
特
に
眼
目
と
な
る
の
は

「
葎
の
宿
」
の
歌
語
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
語
は
「
玉
の
台
」
と

の
対
比
で
詠
ま
れ
る
。
金
殿
楼
閣
で
の
暮
ら
し
も
、
陋
屋
で
の
恋
し
い
人
と

一
緒
に
い
ら
れ
る
幸
せ
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
の
が
共
通
す
る
詠
み
方
で

あ
り
、
こ
の
歌
も
か
か
る
発
想
に
よ
っ
て
い
る
。
愛
し
合
う
二
人
に
と
っ
て

は
満
ち
足
り
た
時
間
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
も
長
く
は
続
か
な
い
。
や
が

て
高
子
は
「
玉
の
台
」
の
人
と
な
る
。

　
　
　

昔
、
東
の
五
条
に
、
大
后
宮
お
は
し
ま
し
け
る
西
の
対
に
、
住
む
人

あ
り
け
り
。
そ
れ
を
、
本
意
に
は
あ
ら
で
、
心
ざ
し
深
か
り
け
る
人
、

行
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
正
月
の
十
日
ば
か
り
の
ほ
ど
に
、
ほ
か
に
か

く
れ
に
け
り
。
あ
り
所
は
聞
け
ど
、
人
の
行
き
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら

ざ
り
け
れ
ば
、
な
ほ
憂
し
と
思
ひ
つ
つ
な
む
あ
り
け
る
。
ま
た
の
年
の

正
月
に
、
梅
の
花
盛
り
に
、
去
年
を
恋
ひ
て
行
き
て
、
立
ち
て
見
、
居

て
見
、
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
う
ち
泣
き
て
、
あ
ば

ら
な
る
板
敷
き
に
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
去
年
を
思
ひ
出

で
て
詠
め
る
、

　
　
　

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

　
　

と
詠
み
て
、
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
に
、
泣
く
泣
く
帰
り
に
け
り
。

 

（
四
段
）

も
と
よ
り
「
本
意
」
で
は
な
い
恋
で
は
あ
っ
た
が
、
二
人
は
次
第
に
想
い
を

深
め
て
い
く
。
し
か
し
、「
正
月
の
十
日
ば
か
り
」
に
女
は
姿
を
隠
し
て
し

ま
っ
た
。「
人
の
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
」
と
は
、
入
内
を
婉

曲
的
に
い
う
。
翌
年
の
正
月
に
、
懐
か
し
い
五
条
の
邸
を
訪
れ
て
は
み
る
も
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の
の
、
あ
ま
り
に
変
わ
り
果
て
て
見
え
る
光
景
に
、
男
は
呆
然
と
し
て
「
月

や
あ
ら
ぬ
〜
」
と
絶
唱
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
っ
た
。『
古
今
集
』
恋
五
の

巻
頭
を
飾
る
こ
の
名
歌
は
、「
心
あ
ま
り
て
詞
足
ら
ず
」（
仮
名
序
）
と
評
さ

れ
る
業
平
歌
の
特
徴
を
端
的
に
示
す
。「
月
や
あ
ら
ぬ
」
は
「
月
や
昔
の
月

な
ら
ぬ
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
破
格
の
表
現
。「
や
〜
ぬ
」
の
打
ち
消

し
対
句
も
業
平
の
得
意
と
す
る
技
法
で
あ
る
。「
春
」
や
「
身
」
の
同
一
語

句
の
繰
り
返
し
を
厭
わ
ぬ
の
も
大
胆
な
詠
み
ぶ
り
と
い
え
よ
う
。「
我
が
身

一
つ
」
と
さ
な
が
ら
無
機
的
な
物
体
の
ご
と
く
自
身
を
詠
ん
で
い
る
の
も
注

意
さ
れ
る
。
高
子
を
失
っ
て
抜
け
殻
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
、
衝
撃
に

打
ち
の
め
さ
れ
つ
つ
も
、
傍
観
的
に
見
つ
め
る
冷
徹
な
ま
な
ざ
し
が
認
め
ら

れ
る
。

　

続
く
五
段
も
、
四
段
と
同
じ
く
、『
古
今
集
』
の
業
平
真
作
の
和
歌
を
核

と
す
る
章
段
で
あ
る
。

　
　
　

昔
、
男
あ
り
け
り
。
東
の
五
条
わ
た
り
に
、
い
と
忍
び
て
行
き
け

り
。
み
そ
か
な
る
所
な
れ
ば
、
門
よ
り
も
え
入
ら
で
、
童
べ
の
踏
み
あ

け
た
る
築
地
の
く
づ
れ
よ
り
通
ひ
け
り
。
人
し
げ
く
も
あ
ら
ね
ど
、
た

び
重
な
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
聞
き
つ
け
て
、
そ
の
通
ひ
路
に
夜
ご
と
に

人
を
据
ゑ
て
ま
も
ら
せ
け
れ
ば
、
行
け
ど
も
、
え
会
は
で
帰
り
け
り
。

さ
て
、
詠
め
る
、

　
　
　

人
知
れ
ぬ
我
が
通
ひ
路
の
関
守
は
宵
々
ご
と
に
う
ち
も
寝
な
な
む

　
　

と
詠
め
り
け
れ
ば
、
い
と
い
た
う
心
や
み
け
り
。
あ
る
じ
許
し
て
け

り
。
二
条
の
后
に
忍
び
て
参
り
け
る
を
、
世
の
聞
こ
え
あ
り
け
れ
ば
、

兄
人
た
ち
の
ま
も
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
と
ぞ
。

人
目
を
忍
ぶ
逢
瀬
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
う
ち
に
、
知
ら
れ
る
所
と
な
り
、
兄

た
ち
が
監
視
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
厳
重
な
壁
に
阻
ま

れ
、
な
す
術
も
な
く
帰
る
男
が
詠
ん
だ
の
が
「
人
知
れ
ぬ
〜
」
の
歌
で
あ

る
。「（
高
子
ハ
）
い
と
い
た
う
心
や
み
け
り
」「
あ
る
じ
許
し
て
け
り
」
と

人
の
心
を
強
く
揺
さ
ぶ
る
、
男
の
歌
の
威
力
を
語
る
の
が
、
こ
の
段
の
眼
目

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
次
の
六
段
に
な
る
と
、
ま
た
二
人
の
恋
は
許
さ
れ
ぬ

も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。「
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経
て
よ
ば

ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
て
」
芥
川
ま
で
辿
り
着
く
も
、

鬼
に
一
口
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
。
後
半
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
実
は
兄
の
基

経
・
国
経
に
よ
っ
て
連
れ
戻
さ
れ
た
、
と
語
り
直
さ
れ
て
も
い
る
。
権
力
に

立
ち
向
か
い
、
逃
避
行
を
敢
行
す
る
も
、
結
局
は
敗
北
せ
ざ
る
を
得
な
い
男

の
無
力
感
と
、
高
子
を
奪
わ
れ
た
喪
失
感
が
強
く
漂
う
章
段
で
あ
る
。
七
段

か
ら
、
い
わ
ゆ
る
東
下
り
の
章
段
が
続
く
が
、
恋
の
挫
折
が
、
そ
の
契
機
で

あ
る
か
の
よ
う
な
配
列
と
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
高
子
を
失
っ

た
男
は
「
白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
つ
ゆ
と
答
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の

を
」
と
詠
ん
だ
。
は
か
な
く
消
え
た
高
子
は
、
ま
さ
に
白
玉
・
露
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
『
新
撰
和
歌
』
恋
雑
に
収
め
る
も
の
だ
が
、
本
来
、
次
の
古
今

集
歌
（
雑
上
・
八
七
三
）
と
贈
答
を
な
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
）
6
（

る
。

　
　
　

五
節
の
明
日
に
か
む
ざ
し
の
玉
の
落
ち
た
り
け
る
を
見
て
、
誰
が
な

ら
む
と
と
ぶ
ら
ひ
て
詠
め
る 

河
原
左
大
臣

　
　
　

主
や
た
れ
問
へ
ど
白
玉
い
は
な
く
に
さ
ら
ば
な
べ
て
や
あ
は
れ
と
思
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は
む

詞
書
に
あ
る
よ
う
に
、
五
節
を
背
景
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
高
子

は
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
五
節
の
舞
姫
に
選
ば
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
う
し
た
高
子
に
ふ
さ
わ
し
く
、「
白
玉
か
〜
」
の
歌
が
六
段
に
引
用

さ
れ
た
と
考
え
る
の
は
穿
ち
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。
な
お
、『
古
今
集
』
に
載
せ

る
融
の
歌
は
も
う
一
首
、「
陸
奥
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
む
と

思
ふ
我
な
ら
な
く
に
」（
恋
四
・
七
二
四
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
初
段
に
引

か
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
か
よ
う
に
要
所
要
所
に
融
の
歌

が
響
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
や
は
り
物
語
に
お
け
る
融
の
関
与
を
認
め
た
く

な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
四
つ
の
章
段
に
は
共
通
す
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
い
ず
れ

も
若
き
日
の
二
人
の
恋
の
挫
折
を
、
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
に
語
っ
て
い
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
ど
の
段
も
男
の
歌
の
み
が
語
ら
れ
、
女
が
返
歌
し
た

と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
点
も
注
意
さ
れ
る
。
五
段
で
は
男
の
歌
に
強
く
感
動

し
た
、
と
あ
る
が
歌
を
詠
む
に
は
至
ら
な
い
。
六
段
で
は
「
か
れ
は
何
ぞ
」

と
訊
ね
て
は
い
る
も
の
の
、
や
は
り
歌
は
詠
ま
れ
な
い
。
高
子
の
歌
は
、
物

語
全
体
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
六
五
段
に
「
あ
ま
の
刈
る
藻
に
す
む
虫
の
わ

れ
か
ら
と
音
を
こ
そ
泣
か
め
世
を
ば
恨
み
じ
」「
さ
り
と
も
と
思
ふ
ら
む
こ

そ
か
な
し
け
れ
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
知
ら
ず
し
て
」
の
二
首
が
あ
る
程
度

で
、
こ
れ
も
「
蔵
に
こ
も
り
て
」
詠
ん
だ
独
詠
歌
で
、
男
と
贈
答
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
物
語
は
あ
え
て
二
人
の
贈
答
歌
を
排
し
て
い
る

と
察
せ
ら
れ
る
。
互
い
に
共
感
を
抱
き
つ
つ
も
、
贈
答
を
描
か
な
い
こ
と

で
、
二
人
の
仲
を
遮
る
障
害
の
大
き
さ
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
、
男
の
歌
が
、
い
っ
そ
う
悲
痛
に
響
き
渡
る
こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら

に
、「
葎
の
宿
」（
三
段
）「
あ
ば
ら
な
る
板
敷
き
」（
四
段
）「
築
地
の
崩

れ
」（
五
段
）「
あ
ば
ら
な
る
蔵
」（
六
段
）
と
、
荒
廃
し
た
さ
ま
が
各
段
に

語
ら
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
景
と
見
る
必
要
は
全
く
な

い
。
す
っ
か
り
打
ち
ひ
し
が
れ
た
男
の
心
の
か
た
ち
、
荒
涼
と
し
た
心
象
風

景
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

三

　

高
子
入
内
前
の
、
若
き
日
の
恋
を
語
る
、
冒
頭
部
の
四
章
段
に
つ
い
て
見

て
き
た
。
入
内
後
の
出
来
事
を
語
る
章
段
を
、
次
に
取
り
上
げ
よ
う
。

　
　
　

昔
、
二
条
の
后
の
、
ま
だ
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
、
氏
神
に

ま
う
で
た
ま
ひ
け
る
に
、
近
衛
府
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
翁
、
人
々
の
禄
た

ま
は
る
つ
い
で
に
、
御
車
よ
り
た
ま
は
り
て
、
詠
み
て
奉
り
け
る
、

　
　
　

大
原
や
小
塩
の
山
も
今
日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
も
思
ひ
出
づ
ら
め

　
　

と
て
、
心
に
も
か
な
し
と
や
思
ひ
け
む
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
知
ら
ず

か
し
。 

（
七
六
段
）

『
古
今
集
』
雑
上
（
八
七
一
）
に
、
業
平
自
身
の
作
と
し
て
載
せ
る
。
詞
書

は
「
二
条
后
の
ま
だ
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
大
原
野
に
詣
で
た

ま
ひ
け
る
日
、
詠
め
る
」
と
あ
っ
て
簡
潔
で
あ
る
。
藤
氏
の
人
々
が
挙
っ
て

大
原
野
神
社
に
参
詣
し
た
、
そ
の
折
の
詠
で
あ
る
。
こ
の
段
で
は
、
晴
れ
の

59

五



名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集（
文
学
）

場
に
ふ
さ
わ
し
く
、
男
は
「
翁
」
と
呼
ば
れ
、
寿
ぎ
の
歌
を
献
ず
る
の
で
あ

る
。「
大
原
や
〜
」
の
歌
の
眼
目
は
、「
神
代
の
こ
と
」
に
あ
る
。
藤
氏
の

祖
、
天
児
屋
根
命
が
邇
邇
芸
命
に
随
っ
た
天
孫
降
臨
の
故
事
を
踏
ま
え
、
一

族
の
さ
ら
な
る
繁
栄
を
祈
念
す
る
こ
の
歌
は
、
祝
意
に
満
ち
た
申
し
分
の
な

い
出
来
映
え
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
表
面
的
な
、
儀

礼
の
言
葉
に
過
ぎ
な
い
。
満
座
の
人
々
に
は
理
解
不
能
な
、
翁
と
后
の
間
で

し
か
通
じ
な
い
意
味
が
「
神
代
の
こ
と
（
甘
美
で
切
な
か
っ
た
昔
の
思
い

出
）」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
盛
儀
の
喧
噪
を
よ
そ
に
、
二
人
だ
け
が
密
か

に
心
を
通
わ
せ
て
い
る
、
そ
の
恋
の
符
牒
が
「
神
代
の
こ
と
」
な
の
で
あ
っ

た
。
な
お
、
こ
の
話
は
、『
大
和
物
語
』
一
六
一
段
に
、
よ
り
詳
細
な
地
の

文
を
も
っ
て
載
せ
る
が
、『
勢
語
』
三
段
に
あ
た
る
「
ひ
じ
き
藻
」
の
話
と

合
わ
せ
て
一
章
段
を
な
し
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
る
。
入
内
前
後
の
二
つ
の

話
を
繋
げ
る
こ
と
で
、『
大
和
』
は
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
調
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　
　
　

昔
、
春
宮
の
女
御
の
御
方
の
花
の
賀
に
召
し
預
け
ら
れ
た
り
け
る

に
、

　
　
　

花
に
あ
か
ぬ
嘆
き
は
い
つ
も
せ
し
か
ど
も
今
日
の
今
宵
に
似
る
時
は

な
し 

（
二
九
段
）

こ
の
段
の
歌
は
『
古
今
集
』
お
よ
び
両
『
業
平
集
』
に
見
え
ず
、
よ
う
や
く

『
新
古
今
集
』
に
収
め
ら
れ
る
。
業
平
真
作
と
は
見
な
し
が
た
い
が
、
段
の

基
調
は
、
七
六
段
に
よ
く
似
て
い
る
。
や
は
り
「
花
の
賀
」
と
い
う
晴
れ
の

場
で
あ
り
、
か
か
る
折
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
男
は
后
に
堂
々
と
接
近
で
き
る

の
で
あ
る
。
花
を
見
続
け
て
い
た
い
と
い
う
嘆
き
は
毎
年
繰
り
返
し
て
き
た

が
、
と
り
わ
け
花
の
美
し
い
今
日
の
今
宵
ほ
ど
、
そ
ん
な
思
い
を
抱
か
さ
れ

る
時
は
な
い
、
と
い
う
の
が
歌
意
で
あ
る
。
美
し
く
咲
き
誇
る
「
花
」
と

は
、
高
子
を
譬
え
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、「
花
」
と
い
え
ば
、
そ
の
記
憶
は

四
段
へ
と
遡
る
。
や
は
り
こ
の
段
で
も
、
人
々
の
想
い
は
過
去
へ
の
感
傷
と

向
か
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
二
条
后
の
名
は
見
え
な
い
も
の
の
、
注
目
す
べ

き
段
で
あ
る
。

　
　
　

昔
、
男
、
人
の
前
栽
に
菊
植
ゑ
け
る
に
、

　
　
　

植
ゑ
し
植
ゑ
ば
秋
な
き
時
や
咲
か
ざ
ら
む
花
こ
そ
散
ら
め
根
さ
へ
枯

れ
め
や 

（
五
一
段
）

『
古
今
集
』
秋
下
（
二
六
八
）
に
業
平
作
と
し
て
載
せ
る
。
詞
書
は
「
人
の

前
栽
に
、
菊
に
結
び
つ
け
て
植
ゑ
け
る
歌
」
と
あ
り
、『
勢
語
』
と
ほ
ぼ
同

文
で
あ
る
。
歌
を
贈
っ
た
相
手
も
漠
然
と
し
た
「
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
話
は
、『
大
和
物
語
』
一
六
三
段
に
も
見
え
、
そ
こ
で
は
「
在
中
将
に
、

后
の
宮
よ
り
菊
を
召
し
け
れ
ば
、
奉
り
け
る
つ
い
で
に
」
と
あ
り
、
高
子
に

贈
っ
た
歌
と
し
て
い
る
。
本
来
、
漠
然
と
し
た
「
人
」
に
、『
大
和
物
語
』

の
関
心
と
独
自
の
解
釈
に
よ
っ
て
高
子
の
名
を
充
て
た
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も

な
い
が
、
実
際
に
高
子
と
の
や
り
と
り
で
詠
ま
れ
た
歌
と
す
る
可
能
性
も
払

拭
し
き
れ
な
い
。
高
子
に
贈
っ
た
歌
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
解
釈
に
は
含
み

が
生
じ
て
こ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
下
の
句
は
、
実
際
に
お
会
い
す
る
こ
と
は

叶
わ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
心
の
中
で
は
今
も
な
お
、
お
慕
い
申
し
て
お
り
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ま
す
、
と
い
っ
た
意
を
込
め
た
も
の
と
な
る
。
二
九
・
七
六
段
と
同
傾
向
の

段
と
い
え
よ
う
。「
咲
か
ざ
ら
む
」「
散
ら
め
」「
枯
れ
め
や
」
と
、
慶
祝
に

そ
ぐ
わ
ぬ
語
を
大
胆
に
用
い
て
い
る
あ
た
り
、
業
平
ら
し
さ
が
発
揮
さ
れ
た

歌
で
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
例
に
見
る
よ
う
に
、『
大
和
物
語
』
に
は
、
業
平
（
在
中
将
）

が
登
場
し
、『
勢
語
』
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
話
題
を
扱
っ
た
章
段
群
（
一
六
〇

〜
一
六
六
段
）
が
存
在
す
る
。『
大
和
』
一
六
一
段
は
『
勢
語
』
三
段
と
七

六
段
、
一
六
二
段
は
『
勢
語
』
一
〇
〇
段
、
一
六
三
段
は
『
勢
語
』
五
一

段
、
一
六
四
段
は
『
勢
語
』
五
二
段
、
一
六
五
段
後
半
は
『
勢
語
』
一
二
五

段
、
一
六
六
段
は
『
勢
語
』
九
九
段
と
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
両
物
語
と

『
業
平
集
』
な
ど
の
先
後
関
係
は
、
各
段
に
お
い
て
事
情
が
異
な
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
立
ち
入
ら
な
い
が
、『
大
和
』
に
お
け
る
在
中
将
章
段
に
は
、

顕
著
な
偏
り
が
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
下
り
や
斎
宮
に
関
す
る
話
題

は
見
ら
れ
ず
、
二
条
后
の
物
語
が
中
核
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
）
7
（
る
。
高
子
以

外
の
恋
の
相
手
も
、
染
殿
の
内
侍
（
一
六
〇
段
）、
弁
の
御
息
所
（
一
六
五

段
）
と
い
っ
た
女
性
が
登
場
し
て
お
り
、『
大
和
』
の
宮
廷
文
学
的
性
格
を

如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

四

　

次
に
、（
イ
）
群
に
属
す
る
章
段
、
す
な
わ
ち
二
条
后
の
名
こ
そ
出
な
い

が
、
そ
の
人
を
連
想
さ
せ
、
彷
彿
さ
せ
る
章
段
を
見
て
い
き
た
い
。
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
章
段
の
判
定
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。「
男
」

「
女
」
に
、
具
体
的
な
人
名
を
充
て
る
理
解
は
、『
和
歌
知
顕
集
』
な
ど
の
古

註
に
見
ら
れ
る
方
法
だ
）
8
（

が
、
恣
意
的
に
過
ぎ
、
牽
強
付
会
の
説
も
少
な
く
な

い
。
章
段
の
認
定
は
な
る
べ
く
禁
欲
的
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
　
　

昔
、「
そ
こ
に
は
あ
り
」
と
聞
け
ど
、
消
息
を
だ
に
言
ふ
べ
く
も
あ

ら
ぬ
女
の
あ
た
り
を
思
ひ
け
る
、

　
　
　

目
に
は
見
て
手
に
は
取
ら
れ
ぬ
月
の
う
ち
の
桂
の
ご
と
き
君
に
ぞ
あ

り
け
る 

（
七
三
段
）

　
　
　

昔
、
い
や
し
か
ら
ぬ
男
、
我
よ
り
は
ま
さ
り
た
る
人
を
思
ひ
か
け

て
、
年
経
け
る
、

　
　
　

人
知
れ
ず
我
恋
ひ
死
な
ば
あ
ぢ
き
な
く
い
づ
れ
の
神
に
な
き
名
お
ほ

せ
む 

（
八
九
段
）

　
　
　

昔
、
男
、
身
は
い
や
し
く
て
、
い
と
に
な
き
人
を
思
ひ
か
け
た
り
け

り
。
少
し
頼
み
ぬ
べ
き
さ
ま
に
や
あ
り
け
む
、
臥
し
て
思
ひ
、
起
き
て

思
ひ
、
思
ひ
わ
び
て
詠
め
る
、

　
　
　

あ
ふ
な
あ
ふ
な
思
ひ
は
す
べ
し
な
ぞ
へ
な
く
高
き
い
や
し
き
苦
し
か

り
け
り

　
　

昔
も
、
か
か
る
こ
と
は
、
世
の
こ
と
わ
り
に
や
あ
り
け
む
。 （
九
三
段
）

七
三
段
の
前
後
に
は
伊
勢
斎
宮
章
段
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

の
「
女
」
は
、
斎
宮
と
理
解
す
る
ほ
う
が
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
詞
書

は
四
段
の
「
あ
り
所
は
聞
け
ど
、
人
の
行
き
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け

れ
ば
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。「
目
に
は
見
て
〜
」
の
歌
は
万
葉
歌
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（
巻
四
・
六
三
二
・
湯
原
王
、
第
五
句
「
妹
を
い
か
に
せ
む
」、
古
今
六
帖
・

第
六
で
は
「
妹
に
も
あ
る
か
な
」）
の
転
用
だ
が
、「
月
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
や

は
り
四
段
の
高
子
に
通
ず
る
。
八
九
段
は
、
皇
胤
た
る
「
い
や
し
か
ら
ぬ

男
」
業
平
よ
り
「
ま
さ
り
た
る
人
」
と
あ
る
か
ら
、
や
は
り
高
子
を
想
起
さ

せ
る
。
身
分
違
い
の
恋
に
悩
み
つ
つ
自
分
が
死
ん
だ
な
ら
ば
、
世
の
人
々

は
、
い
っ
た
い
ど
の
神
の
た
た
り
と
噂
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
歌
意

で
あ
る
。
こ
の
段
は
、『
源
氏
物
語
』
柏
木
巻
の
次
の
場
面
に
投
影
し
て
い

る
と
お
ぼ
し
い
。
ま
さ
に
高
嶺
の
花
で
あ
る
女
三
宮
と
通
じ
て
し
ま
っ
た
が

ゆ
え
に
、
今
や
柏
木
は
身
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
（
致
仕
の
大
臣
）「
ま
こ
と
に
こ
の
物
の
怪
あ
ら
は
る
べ
う
念
じ
た
ま

へ
」
な
ど
、
こ
ま
や
か
に
語
ら
ひ
た
ま
ふ
も
い
と
あ
は
れ
な
り
。（
柏

木
）「
か
れ
聞
き
た
ま
へ
。
何
の
罪
と
も
思
し
よ
ら
ぬ
に
。
占
ひ
よ
り

け
む
女
の
霊
こ
そ
、
ま
こ
と
に
さ
る
御
執
の
身
に
そ
ひ
た
る
な
ら
ば
、

い
と
は
し
き
身
を
ひ
き
か
へ
、
や
む
ご
と
な
く
こ
そ
な
り
ぬ
べ
け
れ
。

さ
て
も
お
ほ
け
な
き
心
あ
り
て
、
さ
る
ま
じ
き
過
ち
を
引
き
出
で
て
、

人
の
御
名
を
も
立
て
、
身
を
も
か
へ
り
み
ぬ
た
ぐ
ひ
、
昔
の
世
に
も
な

く
や
は
あ
り
け
る
と
思
ひ
な
ほ
す
に
（
中
略
）
ま
ど
ひ
そ
め
に
し
魂

の
、
身
に
も
還
ら
ず
な
り
に
し
を
、
か
の
院
の
う
ち
に
あ
く
が
れ
歩
か

ば
、
結
び
と
ど
め
た
ま
へ
よ
。」

 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
④
二
九
四
〜
五
頁
）

『
河
海
抄
』
な
ど
は
、「
過
ち
を
引
き
出
で
て
」
以
下
の
典
拠
に
、
六
五
段

の
、
業
平
と
高
子
の
一
件
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
ま
ど
ひ
そ
め
に
し

〜
」
が
「
思
ひ
あ
ま
り
出
で
に
し
魂
の
あ
る
な
ら
む
夜
深
く
見
え
ば
魂
結
び

せ
よ
」（
一
一
〇
段
）
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
に
先
立
つ
「
何
の
罪
と
も
〜
」
が
、
実
は
八
九
段
の
「
人
知
れ
ず

〜
」
の
和
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
引
用
が
集
中
的

に
な
さ
れ
て
い
る
場
面
と
い
え
よ
う
。

　

七
三
・
八
九
段
に
見
ら
れ
た
二
人
の
身
分
差
が
、
さ
ら
に
拡
が
っ
た
の

が
、
九
三
段
で
あ
る
。
歌
意
は
、
身
分
相
応
に
恋
は
す
べ
き
だ
、
比
べ
よ
う

も
な
く
高
貴
な
者
と
卑
し
い
者
の
恋
は
苦
し
い
も
の
な
の
だ
っ
た
、
と
い
う

も
の
。
こ
の
歌
は
、『
古
今
六
帖
』
お
よ
び
両
『
業
平
集
』
に
見
ら
れ
る
も

の
で
、
業
平
実
作
と
は
断
じ
か
ね
る
が
、「
あ
ふ
な
あ
ふ
な
」「
な
ぞ
へ
な

く
」
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
奇
抜
な
語
法
や
「
高
き
い
や
し
き
」
の
対
句
の
用

法
な
ど
、
業
平
的
な
要
素
を
充
分
に
有
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
条
后
章
段
を
考
え
る
際
、
業
平
の
恋
の
相
手
は
、
高
子
に

限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
段
を
見
ら
れ
た
い
。

　
　
　

昔
、
二
条
の
后
に
仕
う
ま
つ
る
男
あ
り
け
り
。
女
の
仕
う
ま
つ
る

を
、
つ
ね
に
見
か
は
し
て
、
呼
ば
ひ
わ
た
り
け
り
。「
い
か
で
、
物
越

に
対
面
し
て
、
お
ぼ
つ
か
な
く
思
ひ
つ
め
た
る
こ
と
、
少
し
は
る
か
さ

む
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
女
、
い
と
忍
び
て
、
物
越
に
逢
ひ
に
け
り
。
物

語
な
ど
し
て
、
男
、

　
　
　

彦
星
に
恋
は
ま
さ
り
ぬ
天
の
河
へ
だ
つ
る
関
を
い
ま
は
や
め
て
よ

　
　

こ
の
歌
に
め
で
て
、
逢
ひ
に
け
り
。 

（
九
五
段
）

　
　
　

昔
、
男
、
宮
仕
へ
し
け
る
女
の
方
に
、
御
達
な
り
け
る
人
を
あ
ひ
知
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り
た
り
け
る
。
ほ
ど
も
な
く
か
れ
に
け
り
。
同
じ
所
な
れ
ば
、
女
の
目

に
は
見
ゆ
る
物
か
ら
、
男
は
、
あ
る
物
か
と
も
思
ひ
た
ら
ず
、
女
、

　
　
　

あ
ま
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
目
に
は
見
ゆ
る
物

か
ら

　
　

と
詠
め
り
け
れ
ば
、
男
、
返
し
、

　
　
　

あ
ま
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
ふ
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
は
や
み

な
り

　
　

と
詠
め
り
け
る
は
、
ま
た
、
男
あ
る
人
と
な
む
言
ひ
け
る
。 （
一
九
段
）

九
五
段
で
は
、
業
平
は
、「
二
条
の
后
に
仕
う
ま
つ
る
男
」
で
あ
り
、
そ
の

恋
の
相
手
は
、
同
じ
く
高
子
に
仕
え
る
女
房
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
一
九
段

も
類
似
の
章
段
で
、
高
子
の
よ
う
な
貴
人
に
仕
え
る
女
房
と
男
の
交
渉
を
語

る
。
こ
の
贈
答
は
、『
古
今
集
』（
恋
一
五
・
七
八
四
〜
五
）
の
詞
書
に
「
業

平
の
朝
臣
、
紀
有
常
が
娘
に
通
ひ
け
る
を
、
恨
む
る
こ
と
あ
り
て
、
し
ば
し

の
間
、
昼
は
来
て
夜
さ
り
は
帰
り
の
み
し
け
れ
ば
、
詠
み
て
お
く
り
け
る
」

と
あ
り
、
本
来
は
有
常
の
娘
と
の
も
の
だ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
そ
れ
を
、
こ

と
さ
ら
に
宮
仕
え
の
際
の
出
来
事
と
し
て
仕
立
て
直
し
た
の
で
あ
る
。『
伊

勢
物
語
』
に
は
、
他
に
も
〈
宮
仕
え
章
段
〉
と
で
も
称
す
べ
き
段
が
い
く
つ

か
あ
り
、
宮
中
で
の
み
や
び
な
出
会
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
こ

の
物
語
に
お
け
る
宮
仕
え
と
は
、
気
乗
り
の
し
な
い
（
八
六
段
）
も
の
で
あ

り
、
親
し
い
人
と
の
仲
を
引
き
裂
く
（
八
四
・
八
五
段
）
も
の
と
し
て
否
定

的
に
語
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
か
か
る
章
段
も
少
な
く
な
い
。

〈
宮
仕
え
章
段
〉
の
成
立
は
、
先
に
見
た
七
三
・
八
九
・
九
三
段
な
ど
の
存

在
か
ら
説
明
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
業
平
と
高
子
の
身
分
の
懸
隔
が
強
く

意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
后
に
仕
え
る
男
女
の
恋
の
物
語
へ
と
展
開
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
同
様
の
傾
向
は
、
斎
宮
章
段
に
も
見
ら
れ
る
。「
斎
の
宮

の
わ
ら
は
べ
」（
七
〇
段
）、「
か
の
宮
に
、
す
き
ご
と
言
ひ
け
る
女
」（
七
一

段
）
の
よ
う
に
、
六
九
段
か
ら
派
生
し
た
段
で
は
、
斎
宮
に
仕
え
る
女
が
恋

の
相
手
と
な
っ
て
い
る
。
二
条
后
・
斎
宮
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
女
房
た
ち
に

も
恋
を
仕
掛
け
る
点
に
、
色
好
み
と
し
て
の
業
平
像
が
鮮
明
に
な
っ
て
ゆ
く

の
だ
ろ
う
。
特
に
、
一
一
一
段
な
ど
は
「
男
、
や
む
ご
と
な
き
女
の
も
と

に
、
な
く
な
り
に
け
る
を
と
ぶ
ら
ふ
や
う
に
て
、
い
ひ
や
り
け
る
」
な
ど
と

あ
り
、
男
の
色
好
み
ぶ
り
が
躍
如
と
し
て
い
よ
う
。
一
途
で
情
熱
的
な
恋
の

み
な
ら
ず
、
趣
味
的
・
遊
戯
的
な
恋
愛
に
ま
で
、
物
語
は
そ
の
裾
野
を
広
げ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

五

　

六
五
段
は
、『
伊
勢
物
語
』
中
、
最
も
長
大
な
章
段
で
あ
る
。
一
連
の
二

条
后
の
物
語
を
、
一
段
に
集
約
し
た
か
の
よ
う
な
感
が
あ
る
が
、
他
の
段
と

趣
を
異
に
す
る
、
独
自
な
点
も
少
な
く
な
い
。

　
　
　

昔
、
お
ほ
や
け
思
し
て
、
仕
う
た
ま
ふ
女
の
、
色
許
さ
れ
た
る
あ
り

け
り
。
大
御
息
所
と
て
い
ま
す
か
り
け
る
い
と
こ
な
り
け
り
。
殿
上
に

さ
ぶ
ら
ひ
け
る
在
原
な
り
け
る
男
の
、
ま
だ
い
と
若
か
り
け
る
を
、
こ

の
女
、
あ
ひ
知
り
た
り
け
り
。
男
、
女
が
た
許
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
女
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の
あ
る
所
に
来
て
、
向
か
ひ
を
り
け
れ
ば
、
女
、「
い
と
か
た
は
な

り
。
身
も
滅
び
な
む
。
か
く
な
せ
そ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、

　
　
　

思
ふ
に
は
し
の
ぶ
る
こ
と
ぞ
負
け
に
け
る
あ
ふ
に
し
か
へ
ば
さ
も
あ

ら
ば
あ
れ

　
　

と
言
ひ
て
、
曹
司
に
降
り
た
ま
へ
れ
ば
、
例
の
、
こ
の
御
曹
司
に
は
、

人
の
見
る
を
も
知
ら
で
、
昇
り
ゐ
け
れ
ば
、
こ
の
女
、
思
ひ
わ
び
て
、

里
へ
行
く
。
さ
れ
ば
、「
何
の
、
よ
き
こ
と
」
と
思
ひ
て
、
行
き
通
ひ

け
れ
ば
、
皆
人
聞
き
て
笑
ひ
け
り
。
つ
と
め
て
、
主
殿
司
の
見
る
に
、

沓
は
取
り
て
、
奥
に
投
げ
入
れ
て
昇
り
ぬ
。

　
　
　

か
く
、
か
た
は
に
し
つ
つ
あ
り
わ
た
る
に
、
身
も
い
た
づ
ら
に
な
り

ぬ
べ
け
れ
ば
、「
つ
ひ
に
滅
び
ぬ
べ
し
」
と
て
、
こ
の
男
、「
い
か
に
せ

む
。
わ
が
か
か
る
心
や
め
た
ま
へ
」
と
、
仏
神
に
も
申
し
け
れ
ど
、
い

や
ま
さ
り
に
の
み
お
ぼ
え
つ
つ
、
な
ほ
、
わ
り
な
く
恋
し
う
の
み
お
ぼ

え
け
れ
ば
、
陰
陽
師
、
巫
よ
び
て
、
恋
せ
じ
と
い
ふ
祓
へ
の
具
し
て
な

む
行
き
け
る
。
祓
へ
け
る
ま
ま
に
、
い
と
ど
か
な
し
き
こ
と
数
ま
さ
り

て
、
あ
り
し
よ
り
、
け
に
恋
し
く
の
み
お
ぼ
え
け
れ
ば
、

　
　
　

恋
せ
じ
と
御
手
洗
河
に
せ
し
禊
ぎ
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な

　
　

と
言
ひ
て
な
む
い
に
け
る
。

　
　
　

こ
の
帝
は
、
顔
か
た
ち
よ
く
お
は
し
ま
し
て
、
仏
の
御
名
を
、
御
心

に
入
れ
て
、
御
声
は
い
と
尊
く
て
申
し
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、
女
は
、
い

た
う
泣
き
け
り
。「
か
か
る
君
に
仕
う
ま
つ
ら
で
、
宿
世
つ
た
な
く
か

な
し
き
こ
と
、
こ
の
男
に
ほ
だ
さ
れ
て
」
と
て
な
む
、
泣
き
け
る
。
か

か
る
ほ
ど
に
、
帝
聞
こ
し
召
し
つ
け
て
、
こ
の
男
を
ば
、
流
し
つ
か
は

し
て
け
れ
ば
、
こ
の
女
の
い
と
こ
の
御
息
所
、
女
を
ば
ま
か
で
さ
せ

て
、
蔵
に
籠
め
て
、
し
を
り
た
ま
う
け
れ
ば
、
蔵
に
籠
も
り
て
泣
く
。

　
　
　

海
人
の
刈
る
藻
に
棲
む
虫
の
わ
れ
か
ら
と
音
を
こ
そ
泣
か
め
世
を
ば

う
ら
み
じ

　
　

と
、
泣
き
を
れ
ば
、
こ
の
男
、
人
の
国
よ
り
、
夜
ご
と
に
来
つ
つ
、
笛

を
い
と
面
白
く
吹
き
て
、
声
は
を
か
し
う
て
ぞ
あ
は
れ
に
歌
ひ
け
る
。

か
か
れ
ば
、
こ
の
女
は
、
蔵
に
籠
も
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
ぞ
あ
な
る
と

は
聞
け
ど
、
あ
ひ
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
で
な
む
あ
り
け
る
。

　
　
　

さ
り
と
も
と
思
ふ
ら
む
こ
そ
か
な
し
け
れ
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
知

ら
ず
し
て

　
　

と
思
ひ
を
り
。
男
は
、
女
し
あ
は
ね
ば
、
か
く
し
歩
き
つ
つ
、
人
の
国

に
歩
き
て
、
か
く
歌
ふ
、

　
　
　

い
た
づ
ら
に
行
き
て
は
来
ぬ
る
も
の
ゆ
ゑ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に
い
ざ

な
は
れ
つ
つ

　
　

水
の
尾
の
御
時
な
る
べ
し
。
大
御
息
所
も
染
殿
の
后
な
り
。
五
条
の
后

と
も
。

「
思
ふ
に
は
〜
」「
恋
せ
じ
と
〜
」「
い
た
づ
ら
に
〜
」
の
三
首
は
い
ず
れ
も

『
古
今
集
』
詠
み
人
知
ら
ず
の
歌
（
恋
一
・
五
〇
三
、
同
・
五
〇
一
、
恋

三
・
六
二
〇
）
で
あ
り
、「
海
人
の
刈
る
〜
」
は
『
古
今
集
』
恋
五
（
八
〇

七
）
の
典
侍
藤
原
直
子
の
歌
。
業
平
実
作
歌
は
含
ま
れ
ず
、
後
に
増
補
さ
れ

た
章
段
と
思
わ
れ
る
。
三
〜
六
段
に
見
ら
れ
た
、
入
内
前
の
二
人
の
交
渉
が
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一
切
語
ら
れ
な
い
点
に
ま
ず
は
気
づ
か
さ
れ
る
。
高
子
が
入
内
し
て
後
、

「
女
が
た
許
さ
れ
」
て
い
た
の
で
、
恋
が
始
ま
っ
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
四
段
の
ご
と
き
悲
劇
的
か
つ
激
越
な
色
調
が
弱
め
ら
れ
て
し

ま
っ
た
感
は
否
め
ま
い
。
六
五
段
で
は
、
高
子
入
内
に
よ
る
喪
失
感
よ
り

も
、
后
妃
と
な
っ
た
高
子
と
の
、
身
を
滅
ぼ
し
か
ね
な
い
禁
忌
の
恋
に
関
心

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
男
を
后
よ
り
年
少
と
し
て
語
っ
て
い
る
点

も
注
意
さ
れ
よ
う
（
実
際
は
業
平
が
一
七
歳
年
長
）。
一
九
歳
年
少
の
惟
喬

親
王
を
「
童
よ
り
仕
う
ま
つ
る
君
」（
八
五
段
）
と
語
る
の
と
同
様
の
手
法

で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
史
実
を
改
変
し
、
若
さ
ゆ
え
の
未
熟
さ
を
強
調
す
る

こ
と
で
、
無
分
別
な
求
愛
の
振
る
舞
い
に
そ
れ
な
り
の
必
然
性
を
与
え
よ
う

と
す
る
意
図
が
あ
る
。

　

後
半
部
で
は
、
つ
い
に
二
人
の
仲
は
帝
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
男
は
流

罪
、
女
は
蔵
に
監
禁
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
叙
述
は
、
六
段
の
「
蔵
」
お
よ
び

七
段
以
降
の
東
下
り
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、
変
奏
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
。
人

の
国
か
ら
毎
晩
訪
れ
て
は
逢
え
ぬ
ま
ま
空
し
く
帰
る
、
と
い
う
の
は
四
段
を

連
想
さ
せ
る
。

　

さ
て
、
自
分
で
も
扱
い
か
ね
る
男
の
情
動
を
描
く
の
み
な
ら
ず
、
女
の
側

の
心
理
も
存
分
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
点
が
こ
の
段
の
特
徴
で
あ
る
。
周
囲

の
眼
も
顧
み
ず
求
愛
す
る
男
に
当
惑
し
、
帝
の
寵
愛
を
忝
く
思
う
一
方
、
男

に
も
惹
か
れ
、
自
ら
の
数
奇
な
運
命
を
嘆
く
、
か
よ
う
に
高
子
の
内
面
に
踏

み
込
ん
だ
描
写
が
な
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
段
が
唯
一
で
あ
る
。
珍
し
く
二
首

の
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
が
男
と
の
贈
答
を
な
さ
ぬ
独
詠
と
な
っ
て
い

る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
障
碍
に
阻
ま
れ
、
二
人
は
交
流
し
あ

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
ば
し
ば
男
性
本
位
と
評
さ
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
だ

が
、「
女
の
物
語
」
と
し
て
の
側
面
を
、
こ
の
段
は
有
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
二
条
后
物
語
の
帰
結
が
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か

か
る
后
妃
像
が
、『
源
氏
物
語
』
の
朧
月
夜
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
）
9
（

く
の

に
、
さ
ほ
ど
の
時
間
は
要
し
な
い
。

む
す
び

　
『
古
今
集
』
前
夜
の
和
歌
の
振
興
を
推
進
し
た
点
で
、
ま
た
、『
伊
勢
物

語
』
と
い
う
歌
物
語
の
傑
作
を
生
み
出
し
た
点
で
、
二
条
后
高
子
の
果
た
し

た
役
割
は
、
ま
こ
と
に
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
後
宮
で
の

彼
女
の
立
場
を
危
う
い
も
の
に
も
し
た
。
物
語
に
語
ら
れ
る
「
み
や
び
」
の

恋
は
、
藤
氏
の
男
た
ち
と
の
、
熾
烈
で
絶
望
的
な
争
い
の
中
で
育
ま
れ
て

い
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
こ
の
物
語
を
一
貫
す
る
、
反
体
制
的
な
性
格
は
、
か

か
る
成
立
の
場
か
ら
も
説
明
で
き
よ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
高
子
の
人
生
、
と
り
わ
け
晩
年
は
悲
惨
で
あ
る
。
子
の
陽

成
の
若
す
ぎ
る
退
位
、
僧
善
祐
と
の
醜
聞
、
皇
太
后
位
の
剥
奪
と
、
不
遇
の

う
ち
に
世
を
去
っ
た
。
そ
の
実
人
生
は
、
物
語
よ
り
も
む
し
ろ
数
奇
な
も
の

で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
復
位
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
天
慶
六
年
（
九
四
三
）、

没
後
三
十
三
年
を
経
て
の
こ
と
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
に
一
人
の
女
の
涙

を
見
る
。
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屋
大
学
文
学
部
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論
集（
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学
）

注（
1
） 
角
田
文
衛
『
二
条
の
后　

藤
原
高
子
』（
二
〇
〇
三
年
、
幻
戯
書
房
、
初
出
一
九
六

八
）

（
2
） 

目
崎
徳
衛
「
在
原
業
平
の
歌
人
的
形
成
」『
平
安
文
化
史
論
』（
一
九
六
八
年
、
桜
楓

社
）

（
3
） 

後
藤
祥
子
「
二
条
后
物
語
の
成
立
」（『
日
本
文
学
』
一
九
九
一
年
五
月
）

（
4
） 

吉
山
裕
樹
「
原
型
伊
勢
物
語
考
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
八
年
六
月
）

（
5
） 

渡
辺
実
「
源
融
と
源
氏
物
語
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
二
年
十
一
月
）、
同

『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

伊
勢
物
語
』（
一
九
七
六
年
、
新
潮
社
）
解
説

（
6
） 

高
崎
正
秀
『
物
語
文
学
序
説
』（
一
九
四
二
年
、
青
磁
社
）

（
7
） 

吉
山
裕
樹
「
大
和
物
語
に
お
け
る
在
中
将
・
二
条
后
説
話
と
伊
勢
物
語
」（『
広
島
大

学
文
学
部
紀
要
』
一
九
七
九
年
十
二
月
）

（
8
） 『
和
歌
知
顕
集
』
で
は
、
四
五
・
九
六
段
の
「
女
」
を
も
高
子
と
し
て
い
る
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
上
村
希
「『
伊
勢
物
語
』
二
条
后
章
段
に
つ
い
て
│
第
四
十
五

段
・
第
九
十
六
段
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
一

九
九
九
年
三
月
）
参
照
。

（
9
） 

増
田
繁
夫
「
朧
月
夜
と
二
条
后
」（『
人
文
研
究
』
一
九
八
〇
年
三
月
）
に
詳
し
い
。
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Abstract

Nijono-kisaki of Isemonogatari

Haruhiko Oida

 Chapters of Nijono-kisaki (the Consort of the Second Ward) depict tragic love of Ariwara-no-
Narihira and Fujiwara-no-Takaiko. Nowadays, it is thought that the love story was a fiction. Probably 
some stories of Isemonogatari (the tales of Ise) were made and presented in her salon.
 Her avant-garde cultural activities let the opposition with Yoshifusa and Mototsune (her uncle and 
brother) intensify. As much as the chapters were extended, the contents of those became various. In 
some chapters, her name is specified, and, in others, it is suggested. In some chapters, Narihira gives 
earnest love to Takaiko, and, in others, he is in love with her maid.
 The sixty-fifth chapter is the longest in Isemonogatari. In this chapter, the psychology of woman 
is described in detail. Her real life was still more miserable than it in the fiction.




