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源
氏
物
語
千
年
紀
記
念
第
二
回
公
演

朧
月
夜

お
ぼ
ろ
づ
き
よ

　
皆
様
、本
日
は
お
忙
し
い
所
、お
越
し
い
た
だ
き
、ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。前
回
夏
公
演
に
続
き
、

今
回
は
第
二
回
、
秋
の
公
演
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
秋
な
の
に
「
お
ぼ
ろ
」
と
は
、
春
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
い
す
み

ま
せ
ん
。す
べ
て
ア
ジ
サ
イ
と
ヒ
マ
ワ
リ
と
コ
ス
モ
ス
が
同
時
に
鑑
賞
で
き
る
全
季
節
型
大
地
北
海
道
に
生
ま
れ

育
っ
た
大
塚
の
せ
い
で
す
。

　
し
か
し
、話
の
内
容
は
秋
に
ふ
さ
わ
し
い
？
、失
恋
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
す
。ま
ず
は
、お
話
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

で
奏
で
る
曲
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　
あ
ら
す
じ
と
登
場
人
物
の
一
覧
を
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、も
し
、話
が
分
か
り
に
く
そ

う
だ
っ
た
ら
参
照
さ
れ
る
と
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、古
典
に
詳
し
い
方
は
朗
読
を
聞
い
て
驚
か
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、私
が
ど
う
い
う
解
釈
で
こ
の
脚
本
を
仕
上
げ
た
か
と
い
う
話
も
書
い
て
お
き
ま
す
。
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あ
ら
す
じ

あ
ら
す
じ

　
紅
葉
の
賀
　
源
氏
が
語

る
藤
壺
の
話

　
源
氏
（
私
）
は
十
二
歳
で
元
服

（
成
人
）
し
た
。
亡
く
な
っ
た
母
に

ふ
じ
つ
ぼ

似
て
い
る
と
い
う
藤
壺
を
源
氏
は

子
供
の
頃
か
ら
慕
っ
て
き
た
。
藤

き
り
つ
ぼ

そ
く
し
つ

壺
は
桐
壺
帝
の
側
室
で
あ
る
。

げ
ん
ぷ
く

元
服
す
る
と
女
の
人
の
所
へ
出
入

り
は
で
き
な
く
な
る
の
を
嘆
く
源

氏
。源
氏
十
八
歳
の
時
、藤
壺
が
病

に
な
り
宮
中
か
ら
実
家
に
里
帰
り

し
た
の
を
幸
い
と
、
藤
壺
の
実
家

に
通
い
関
係
を
も
つ
。
そ
の
後
も

藤
壺
を
追
い
求
め
る
が
、
藤
壺
は

冷
た
く
な
る
。
藤
壺
に
子
供
が
で

き
た
話
を
う
わ
さ
で
聞
き
、
自
分

の
子
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
。

生
ま
れ
た
子
供
は
源
氏
に
似
て
い

た
。
だ
が
、
帝
は
疑
い
を
持
た
な

か
っ
た
。

さ

か

き

　
賢
木
　
藤
壺
が
語
る
自

身
の
話

　
藤
壺（
私
）は
源
氏
と
の
間
の
不

義
の
子
供
に
つ
い
て
、
悩
ん
で
い

た
。
帝
の
お
世
継
ぎ
で
あ
る
息
子

が
、
実
は
帝
の
子
で
な
い
と
知
ら

れ
る
と
汚
名
に
な
る
。世
間
も
、ラ

こ
き
で
ん

イ
バ
ル
弘
徽
殿
も
あ
ら
捜
し
を
し

て
い
る
。
帝
も
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
ん
な
時
源
氏
が
ま
た

家
に
や
っ
て
き
た
。
源
氏
を
冷
た

く
突
き
放
す
が
自
分
も
失
神
し
て

し
ま
う
。
次
の
日
、
回
復
し
た
ら
、

ま
だ
源
氏
が
現
れ
た
。塗
籠（
ぬ
り

ご
め
）
と
い
う
屋
内
の
蔵
に
隠
れ

て
い
た
の
だ
。
優
し
く
し
な
が
ら

も
源
氏
を
帰
す
。
源
氏
が
ヤ
ケ
を

起
こ
す
の
も
心
配
で
あ
る
。
弘
徽

殿
も
わ
ず
ら
わ
し
い
し
、
息
子
の

し
ゅ
っ
け

安
全
の
た
め
に
も
出
家
を
決
意
す

る
。
出
家
を
し
て
自
由
の
身
に
な

る
と
、
源
氏
に
も
情
け
を
か
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
花
の
宴
　
朧
月
夜
の
物

語　
春
。
源
氏
が
桜
の
宴
会
の
後
に

た
ま
た
ま
忍
び
込
ん
だ
弘
徽
殿
で

源
氏
は
か
わ
い
く
歌
う
女

、

お
ぼ
ろ
つ
き
よ

朧
月
夜
に
出
会
っ
た
。し
か
し
、朧

月
夜
は
名
前
を
名
乗
ら
な
か
っ
た
。

実
は
帝
の
婚
約
者
（
側
室
に
入
る

予
定
）だ
っ
た
の
だ
。扇
を
交
換
し

た
。そ
の
後
、扇
の
持
ち
主
で
あ
る

朧
月
夜
を
源
氏
は
捜
し
求
め
て
い

た
。
ひ
と
月
後
の
藤
の
宴
に
参
加

し
て
、
源
氏
は
婦
人
の
部
屋
の
前

を
め
ぐ
り
会
話
し
て
、
朧
月
夜
を

探
し
あ
て
る
。
朧
月
夜
も
積
極
的

で
あ
り
、
二
人
の
秘
密
の
関
係
が

す
ざ
く

続
く
。
朧
月
夜
は
一
方
で
朱
雀
帝

の
尚
侍（
な
い
し
の
か
み
）と
な
っ

て
、婚
約
の
段
階
を
進
ん
で
い
、帝

も
彼
女
を
愛
し
始
め
て
い
た
。
朧

月
夜
が
病
気
で
里
帰
り
し
た
と
き

に
は
、
弘
徽
殿
の
実
家
で
逢
引
し

て
い
た
。あ
る
雷
の
夜
、父
親
が
た

ま
た
ま
在
宅
し
て
い
て
、
密
会
を

発
見
し
て
し
ま
う
。
話
は
弘
徽
殿

の
女
御
に
伝
え
ら
れ
、
弘
徽
殿
の

女
御
の
怒
り
は
心
頭
に
発
し
た
。

源
氏
は
失
脚
す
る
ま
え
に
自
ら

す
ま

須
磨
に
流
れ
る
こ
と
を
決
め
る
。

　
ご
ん
狐
　（
新
美
南
吉
）

　
一
九
三
二（
昭
和
七
）年
発
表
の

作
品
。南
吉
の
初
期
の
作
品
で
す
。

小
学
校
の
教
科
書
に
も
多
数
採
用

さ
れ
る
。
中
山
と
い
う
の
は
愛
知

県
に
実
際
に
あ
る
地
名
。
中
山
様

も
実
在
し
た
。
そ
の
子
孫
で
あ
る

中
山
ち
ゑ
さ
ん
と
い
う
女
医
さ
ん

に
南
吉
は
恋
愛
を
し
て
い
た
よ
う

で
す
。
二
十
九
で
結
核
で
な
く
な

り
ま
す
。
南
吉
が
評
価
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で

す
。

　
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
い
た
ず
ら
好

き
の
子
狐「
ご
ん
」と
い
た
ず
ら
相

ひ
ょ
う
じ
ゅ
う

手
の
兵
十
。
兵
十
の
ウ
ナ
ギ
を
た

べ
て
し
ま
う
が
、
あ
と
で
兵
十
の

母
親
が
死
ん
だ
こ
と
を
知
り
、
母

の
た
め
の
ウ
ナ
ギ
だ
っ
た
こ
と
に

いわし

気
づ
く
。
償
い
の
つ
も
り
で
鰯
屋

か
ら
鰯
を
盗
ん
で
兵
十
の
家
に
置

く
も
兵
十
に
疑
い
が
か
か
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
反
省
か
ら
栗
や
松
茸

を
置
く
よ
う
に
す
る
。
兵
十
は
不

か

す

け

思
議
に
思
い
加
助
に
相
談
す
る
と

旅のご予定
本
日
の
ご
旅
程

奈
良
春
日
に
て
御
集
合

千
八
年
に
移
動

京
都
へ
移
動

紅
葉
の
賀
ご
見
学

賢
木
ご
見
学

お
話
な
ど

花
の
宴
ご
見
学

ご
休
憩
時
間

ご
ん
狐

加
助
は
神
様
の
し
わ
ざ
だ
と
答
え

る
。
ご
ん
は
そ
れ
を
聞
い
て
寂
し

く
な
る
。
次
の
日
ご
ん
が
栗
を

持
っ
て
い
く
と
こ
ろ
を
兵
十
が
気

づ
き
、
ま
た
悪
戯
を
し
に
き
た
と

思
い
、
火
縄
銃
に
火
薬
を
詰
め
る

の
で
あ
っ
た
。

ガ
イ
ド
ご
紹
介

　
大
塚
修
司

札
幌
生
ま
れ
だ
が
関
西
生
活
が
長

い
。
中
高
生
に
古
文
を
お
も
し
ろ

お
か
し
く
教
え
て
き
た
つ
も
り
だ

が
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
国
語
を
解

い
て
満
点
を
取
っ
た
た
め
し
が
な

い
。

　
境
谷
睦
美

二
歳
よ
り
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
始
め
、

現
在
、
多
彩
な
演
奏
活
動
を
し
て

い
る
。今
回
は
独
奏
に
挑
戦
。演
出

と
朗
読
に
も
生
き
る
。一
方
、登
山

活
動
に
命
を
燃
や
す
。

以
上
変
な
二
人
組
み
で
す
。
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登
場
人
物

源
氏
（
げ
ん
じ
）

　
い
わ
ず
と
知
れ
た
源
氏
物
語
の

主
人
公
。
よ
く
「
光
源
氏
」
と
い
う

が
「
光
」
と
い
う
の
は
あ
だ
名
で

す
。源
氏
と
い
う
名
前
の
由
来
は
、

外
国
の
占
い
で
「
す
ば
ら
し
い
人

物
だ
が
帝
王
に
な
る
と
国
が
乱
れ

る
か
も
し
れ
な
い
」と
出
た
の
で
、

父
桐
壷
帝
が
や
や
身
分
の
低
い
姓

で
あ
る「
源
」の
姓
を
贈
っ
た
の
で

す
。

　
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
で
女
好
き
で
あ

る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
（
そ
の
通

り
だ
が
）
、そ
れ
以
上
に
筆
者
紫
式

部
は
光
り
輝
く
ほ
ど
素
晴
ら
し
い

人
物
で
あ
り
、
す
べ
て
の
女
性
の

憧
れ
の
的
で
あ
る
と
し
て
描
い
て

い
ま
す
。
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
捨
て
る
こ
と
は
な
い
。

性
格
的
に
は
プ
ラ
イ
ド
高
く
面
子

を
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
な
い
。

物
語
の
完
璧
な
主
人
公
。
紫
式
部

の
理
想
的
主
人
公
像
で
し
ょ
う
か
。

狂
言
廻
し
的
な
側
面
も
あ
り
ま
す
。

　藤
壺
（
ふ
じ
つ
ぼ
）

　
桐
壺
帝
の
側
室
の
ひ
と
り
。
桐

壺
帝
は
側
室
の
桐
壺
の
更
衣
を
偏

愛
し
た
が
、
更
衣
は
宮
中
の
い
じ

め
に
会
っ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
更
衣
を
忘
れ
ら
れ
な
い
桐
壺

帝
の
た
め
に
、
更
衣
に
似
て
い
る

と
言
う
人
を
側
室
に
入
れ
た
。
そ

れ
が
藤
壺
の
宮
で
、
源
氏
よ
り
五

歳
だ
け
年
上
。
源
氏
は
藤
壺
が
母

に
似
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
て
育
っ

た
の
で
、
愛
着
も
ひ
と
し
お
だ
っ

た
。
藤
壺
と
源
氏
の
関
係
は
原
作

で
は
暗
示
だ
け
さ
れ
て
い
て
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
だ
っ
た

か
わ
か
り
に
く
い
。
元
服
前
に
す

で
に
肉
体
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
に

も
と
れ
る
描
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。

源
氏
の
子
供
を
生
む
こ
と
に
な
る

が
、
月
数
を
偽
っ
て
帝
の
子
と
し

て
二
月
遅
れ
の
出
産
を
す
る
。
こ

の
子
供
が
後
の
「
冷
泉
帝
」
。
息
子

の
将
来
の
た
め
に
自
ら
は
出
家
し

て
決
着
を
つ
け
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
と

し
て
は
地
味
な
人
物
か
も
し
れ
な

い
が
、
源
氏
の
独
白
と
対
照
的
な

面
白
さ
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
取

り
あ
げ
た
。

弘
徽
殿
（
こ
き
で
ん
）
の

女
御
（
に
ょ
う
ご
）

　
今
回
の
物
語
の
中
で
の
敵
役
で

す
。
右
大
臣
家
の
中
心
人
物
で
権

力
の
あ
る
女
性
。
右
大
臣
自
身
よ

り
発
言
権
が
あ
り
そ
う
。
朧
月
夜

は
弘
徽
殿
の
女
御
の
妹
に
当
た
る
。

実
は
桐
壺
帝
の
側
室
の
第
一
位
に

当
た
る
の
で
権
力
も
発
言
権
も
あ

る
。
す
で
に
皇
位
継
承
順
位
第
一

位
の
息
子
を
産
ん
で
い
る
。
桐
壺

帝
が
自
分
を
差
し
置
い
て
、
桐
壺

の
更
衣
を
偏
愛
し
た
り
す
る
の
を

許
せ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
息
子
（
源

氏
）
が
自
分
の
息
子
よ
り
人
気
が

あ
る
の
を
事
あ
る
た
び
に
憤
慨
し

て
い
る
。
自
分
の
息
子
が
差
し
置

か
れ
て
源
氏
が
皇
位
継
承
を
す
る

の
で
は
な
い
か
と
不
安
で
も
あ
る
。

桐
壺
帝
が
藤
壺
を
入
内
さ
せ
る
と
、

矛
先
は
藤
壺
に
も
向
か
う
。
息
子

は
桐
壷
帝
の
死
後
、即
位
し
て「
朱

雀
帝
」と
な
る
。こ
の
朱
雀
帝
に
入

内（
じ
ゅ
だ
い
）す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
が
朧
月
夜
。
弘
徽
殿
女

御
は
朱
雀
帝
の
母
な
の
で
、
朱
雀

帝
に
対
し
て
も
ず
け
ず
け
発
言
し

て
い
る
。

右
大
臣
（
う
だ
い
じ
ん
）

　
朧
月
夜
の
父
。
弘
徽
殿
の
女
御

の
父
。関
西
弁
に
し
て
み
ま
し
た
。

相
当
な
権
力
者
な
の
だ
か
ら
、
も

う
少
し
重
々
し
く
行
動
す
る
の
が

普
通
で
す
が
、
次
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
ま
す
。

　
の
た
ま
ふ
け
は
ひ
の
、 

舌
疾
に
あ

は
つ
け
き
（
軽
口
で
軽
率
）
を
、
大

将
（
源
氏
）
は
、
も
の
の
ま
ぎ
れ
に

も
、左
の
大
臣
の
御
あ
り
さ
ま
、ふ

と
思
し
比
べ
ら
れ
て
、
た
と
し
へ

な
う
ぞ
、ほ
ほ
笑
ま
れ
た
ま
ふ
。 
げ

に
、
入
り
果
て
て
も
の
た
ま
へ
か

し
な
。（
御
簾
（
み
す
）
の
中
へ
き

ち
ん
と
入
っ
て
か
ら
お
っ
し
ゃ
っ

た
ら
い
い
の
に
）

　
こ
の
人
は
、
弘
徽
殿
の
女
御
に

朧
月
夜
の
密
会
を
報
告
し
に
行
き

ま
す
。
隠
し
立
て
の
で
き
な
い
人

物
、
好
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

ま
す
。そ
の
後
、報
告
し
な
け
れ
ば

良
か
っ
た
と
後
悔
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
帝
（
自
分
の
孫
に
あ
た
る
）

に
朧
月
夜
の
件
で
謝
り
に
行
き
ま

す
。

朧
月
夜
（
お
ぼ
ろ
つ
き

よ
）

　
弘
徽
殿
の
六
番
目
の
娘
。
気
の

強
い
女
が
多
い
？
弘
徽
殿
の
家
族

の
中
で
は
お
と
な
し
い
方
に
思
わ

れ
る
。
華
や
か
で
あ
る
と
書
か
れ

て
い
る
。
源
氏
物
語
の
登
場
人
物

の
中
で
は
恋
愛
に
対
し
て
か
な
り

の
行
動
派
、積
極
派
で
す
。藤
壺
と

比
べ
て
も
よ
く
分
か
る
と
思
い
ま

す
。
自
分
の
境
遇
の
受
け
止
め
方

も
、
ほ
か
の
女
性
に
比
べ
る
と
明

快
で
、
気
持
ち
が
い
い
。
そ
れ
で
、

今
回
の
主
人
公
と
し
て
選
び
ま
し

た
。

桐
壺
帝
（
き
り
つ
ぼ
て

い
）

　
源
氏
の
父
。
桐
壺
の
更
衣
と
桐

壺
帝
の
子
供
が
源
氏
で
あ
る
。
す

で
に
、
弘
徽
殿
の
女
御
と
の
間
に

第
一
皇
子
（
朱
雀
帝
）
が
い
る
。
桐

壺
の
更
衣
を
偏
愛
し
て
い
た
が
、

彼
女
が
亡
く
な
っ
た
た
め
に
、
そ

の
あ
と
で
彼
女
に
似
て
い
る
と
い

う
藤
壺
を
側
室
と
し
て
入
内
さ
せ

た
。弘
徽
殿
側
も
重
視
す
る
が
、藤

壺
や
源
氏
を
本
心
で
は
愛
し

て
い
る
。

朱
雀
帝
（
す
ざ
く
て

い
）

　
桐
壺
帝
の
第
一
皇
子
で
桐

壺
帝
の
後
に
即
位
。
若
い
皇

子
で
あ
る
。
側
室
に
右
大
臣

家
か
ら
朧
月
夜
が
推
薦
さ
れ

て
い
て
、朧
月
夜
を
尚
侍（
な

い
し
の
か
み
）
＝
側
室
候
補

に
す
る
。
や
が
て
朧
月
夜
を

愛
す
る
よ
う
に
な
る
。
朧
月

夜
と
源
氏
が
密
会
し
て
い
る
の
は

知
っ
て
い
る
し
、
自
分
よ
り
源
氏

に
惹
か
れ
る
の
は
当
然
だ
な
あ
と

思
っ
て
い
る
。
強
い
母
（
弘
徽
殿
）

を
持
っ
た
せ
い
か
？
弱
気
で
あ
る
。

人
生
を
悲
観
し
て
お
り
、
す
ぐ
に

自
ら
退
位
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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脚
本
（
弁
）
解
説

　
例
に
よ
っ
て
弁
解
だ
か
解
説
だ

か
わ
か
ら
な
い
、
と
り
あ
え
ず
ワ

ン
ポ
イ
ン
ト
古
文
教
室
で
す
。

　
古
典
に
詳
し
い
方
は
、
今
回
の

朗
読
を
聞
く
と
、
多
少
の
違
和
感

を
覚
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
源

氏
物
語
に
詳
し
い
方
は
な
お
唖
然

と
し
た
か
も
。そ
こ
で
、私
が
い
か

に
し
て
、「
古
典
の
空
気
」を
表
し
、

「
現
代
に
通
じ
る
」よ
う
に
源
氏
物

語
を
解
釈
し
た
か
を
弁
解

い
や
解
説
し
ま
す
。

　
紅
葉
の
賀
　
源

氏
が
語
る
藤
壺
の

話　
藤
壺
の
話
は
少
し
だ
け

変
え
て
い
ま
す
。
藤
壺
と

源
氏
の
密
会
に
つ
い
て

は
、
元
服
前
に
も
関
係
が

あ
っ
た
よ
う
だ
し
、
里
帰

り
し
た
と
き
の
こ
と
も
、

原
文
で
は
詳
し
く
は
触
れ

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
源
氏

の
愛
す
る
女
性
な
の
で
、

紫
式
部
は
ぼ
や
か
し
て
お

き
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
へ
ん
は
想
像
し
て
シ
ナ
リ
オ

に
し
て
み
ま
し
た
。

　
源
氏
の
藤
壺
へ
の
思
慕
は
、
随

所
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、

　
心
の
う
ち
に
は
、
た
だ
藤
壺
の

御
あ
り
さ
ま
を
、
類
な
し
と
思
ひ

き
こ
え
て
、
さ
や
う
な
ら
む
人
を

こ
そ
見
め
。
似
る
人
な
く
も
お
は

し
け
る
か
な
。（
桐
壺
）

　
（
訳
）
源
氏
の
心
の
う
ち
に
は
、

た
だ
藤
壺
の
ご
様
子
が
比
べ
る
も

の
が
な
い
と
思
い
申
し
上
げ
ら
れ
、

そ
の
よ
う
な
人
と
結
婚
し
た
い
。

他
に
似
る
人
も
な
く
い
ら
っ
し
ゃ

る
な
あ
・
・
・

　
短
編
だ
と
、
恋
愛
の
情
熱
が

テ
ー
マ
に
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

伊
勢
物
語
、曽
根
崎
心
中
、タ
イ
タ

ニ
ッ
ク
。し
か
し
、源
氏
物
語
は
必

ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
紫
式
部

は
、
恋
愛
の
情
熱
面
も
描
き
ま
し

た
が
、
醒
め
た
視
点
や
リ
ア
リ

テ
ィ
あ
る
感
性
も
か
な
り
持
ち
合

わ
せ
て
い
ま
す
。
平
安
の

風
俗
や
時
代
、
人
間
関
係

を
総
動
員
し
て
高
み
か
ら

自
由
に
描
い
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
源
氏
物
語

の
一
部
を
取
り
出
し
て
短

編
化
す
る
の
は
、
面
白
さ

を
そ
ぐ
面
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
賢
木
　
藤
壺
が

語
る
自
身
の
話

　
「
疵
（
き
ず
）
を
求
め
る

世
間
」に
つ
い
て
、藤
壺
は

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま

す　
宮
の
、
御
心
の
鬼
に
い

と
苦
し
く
、『
人
の
見
た
て
ま
つ
る

も
、 

あ
や
し
か
り
つ
る
ほ
ど
の
あ
や

ま
り
を
、
ま
さ
に
人
の
思
ひ
と
が

め
じ
や
。
さ
ら
ぬ
は
か
な
き
こ
と

を
だ
に
、 

疵
を
求
む
る
世
に
、い
か

な
る
名
の
つ
ひ
に
漏
り
出
づ
べ
き

に
か
』（
紅
葉
賀
）

　
（
訳
）
藤
壺
の
宮
が
心
中
の
鬼

（
呵
責
）
に
苦
し
ん
で
『
女
房
た
ち

が
見
て
も
お
か
し
い
誤
り
（
妊
娠

の
月
数
の
こ
と
か
）を
、人
が
咎
め

な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
ほ
ん
の

つ
ま
ら
な
い
こ
と
さ
え
、
欠
点
を

探
す
世
の
中
に
、
ど
の
よ
う
な
私

の
悪
名
が
漏
れ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
。』

　
藤
壺
は
終
始
こ
の
悩
み
で
宮
中

を
す
ご
し
ま
す
。

（
「
た
て
ま
つ
る
」
と
謙
譲
語
が
使
わ
れ
て
い

る
が
、
現
代
語
に
訳
せ
な
い
、
身
分
を
あ
ら

わ
す
敬
語
の
典
型
例
。
こ
れ
が
あ
る
お
か
げ

で
、
主
語
が
身
分
の
低
い
女
房
な
ど
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
）

　
実
は
、
藤
壺
の
出
家
を
決
断
す

る
動
機
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
原

文
で
は
、

　
い
と
ど
し
き
世
に
、
憂
き
名
さ

へ
漏
り
出
で
な
む
。大
后
の
、あ
る

ま
じ
き
こ
と
に 

の
た
ま
ふ
な
る
位

を
も
去
り
な
む
（
賢
木
）

　
（
訳
）
一
段
と
つ
ら
い
世
の
中

に
、
い
や
な
評
判
ま
で
漏
れ
て
し

ま
う
。弘
徽
殿
の
太
后（
シ
ナ
リ
オ

で
は
女
御
と
し
て
あ
り
ま
す
が
）

が「
藤
壺
に
適
当
で
な
い
身
分
」と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
と
い
う
私
の

位
も
去
っ
て
し
ま
お
う
。

　
と
な
り
ま
す
。
別
に
藤
壺
は
自

分
の
こ
と
を
深
く
内
省
し
て
、
源

氏
へ
の
思
い
に
気
が
つ
い
た
と
か
、

実
は
源
氏
が
好
き
だ
っ
た
と
か
と

は
一
言
も
書
い
て
は
い
な
い
の
で

す
が
、幼
馴
染
で
も
あ
り
、出
家
後

の
藤
壺
の
行
動
や
状
況
か
ら
考
え

る
と
、
気
持
ち
を
ず
っ
と
抑
え
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思

い
ま
す
。
そ
れ
と
正
反
対
な
の
が

朧
月
夜
で
す
。

　「
塗
籠（
ぬ
り
ご
め
）
」と
い
う
の

は
、
押
入
れ
と
訳
す
に
は
抵
抗
が

あ
り
ま
す
。
寝
殿
造
の
家
で
め
ず

ら
し
く
壁
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
蔵

の
こ
と
で
、
寝
た
り
も
で
き
る
広

い
ス
ペ
ー
ス
で
す
。
平
安
貴
族
の

住
居
は
、
夏
涼
し
い
よ
う
に
開
放

的
で
壁
な
ど
も
少
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
御
簾
（
み
す
）
や
几
帳
で

仕
切
ら
れ
、
身
分
や
性
別
に
応
じ

て
、
目
に
見
え
な
い
仕
切
り
が
あ

り
ま
し
た
。

　
花
の
宴
　
朧
月
夜
の
物

語　「
結
婚
」「
婚
約
者
」と
い
う
言
葉

を
使
い
ま
し
た
。当
時
は
、一
夫
一

妻
の
結
婚
制
度
で
は
な
い
の
で
、

ど
う
も
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
朱
雀
帝
は
ま
だ
若
く
側
室

の
話
も
で
て
こ
な
い
し
、
し
か
も

朧
月
夜
を
大
変
気
に
入
っ
て
い
る
。

ま
た
、
朧
月
夜
も
若
い
し
最
有
力

者
の
娘
な
の
で
、二
人
は
、感
覚
的

に
は「
結
婚
」で
い
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
最
初
の
出
会
い
の
場
面
は
、
原

文
で
は
源
氏
が
も
う
少
し
ば
か
り

乱
暴
で
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
風
？
で
す
。

「
朧
月
夜
は
（
拒
否
す
る
）
強
い
心

を
知
ら
な
い
よ
う
だ
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。し
か
し
、貴
族
の
女
の

人
は
本
人
の
意
思
よ
り
周
り
の
意

思
が
通
り
や
す
い
と
か
、
い
き
な

り
忍
び
込
む
と
い
う
平
安
時
代
に

あ
り
が
ち
な
感
覚
も
、現
代
で
は
、

乱
暴
な
印
象
が
強
く
な
り
す
ぎ
ま

す
。
朧
月
夜
の
積
極
的
な
面
を
あ

ら
わ
し
た
い
の
で
、
少
々
現
代
風

の
女
性
に
し
て
み
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
ま
だ
ち
ょ
っ
と
な
あ
、
と
い

う
気
も
し
ま
す
が
。

　
朧
月
夜
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

な
描
写
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
い
と
盛
り
に
、
に
ぎ
は
は
し
き

け
は
ひ
し
た
ま
へ
る
人
の
、
す
こ

し
う
ち
悩
み
て
、
痩
せ
痩
せ
に
な

り
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
い
と
を
か
し

げ
な
り
。（
賢
木
）

　
（
訳
）
と
て
も
女
盛
り
で
、
華
や

か
な
感
じ
が
な
さ
る
人
が
、
す
こ

し
病
気
に
な
っ
て
、
痩
せ
痩
せ
に

な
ら
れ
た
ぐ
あ
い
が
、
と
て
も
惹

か
れ
る
様
子
だ
。

　
う
っ
か
り
現
代
の
意
識
で
読
ん

で
し
ま
い
そ
う
で
す
が
、
こ
の
時

代
は
、
痩
せ
て
い
る
よ
り
は
太
っ

た
ほ
う
が
美
女
美
男
で
し
た
。
そ

の
意
識
に
反
し
て
痩
せ
て
し
ま
っ

た
の
に
な
お
魅
力
的
だ
っ
た
と
い

う
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
訳
も
反
対

に
し
ま
し
た
。

　「
姉
」（
弘
徽
殿
の
女
御
）が「
父
」

よ
り
強
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
朗

読
で
表
現
し
た
ら
よ
い
の
か
。
強

い
と
い
え
ば
母
で
す
か
ら
、「
姉
」

を
や
め
て「
母
」に
し
て
い
た
く
ら

い
で
す
。ま
あ
、平
安
時
代
の
男
性

の
家
庭
で
の
位
置
づ
け
が
そ
の
ま

ま
伝
わ
っ
た
ほ
う
が
面
白
い
か
と

思
い
、
正
常
な
「
姉
」
に
戻
し
て
あ

り
ま
す
。

　
そ
の
他

　
人
名
な
ど
は
、
原
文
で
は
藤
壺

は
「
宮
」
朧
月
夜
は
「
尚
侍
」
源
氏

は
「
中
将
」
な
ど
と
、
そ
の
時
々
の

役
職
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
「
中

将
」と
い
っ
て
も
、頭
の
中
将
も
あ

り
、
空
蝉
の
召
使
の
女
房
の
中
将

も
あ
り
で
、
古
文
読
解
は
難
し
い

の
で
す
が
、文
脈
と
敬
語
な
ど
で
、

ど
の
人
物
か
判
別
す
る
わ
け
で
す
。

役
職
で
人
を
呼
ぶ
の
は
現
在
で
も

同
じ
で
、
妻
な
の
に
「
お
母
さ
ん
」

と
呼
ん
だ
り
、
先
生
な
ら
「
先
生
」

と
呼
ん
だ
り
し
ま
す
。「
社
長
」
と

は
呼
べ
る
が「
大
塚
社
長
」と
は
呼

び
に
く
い
、
人
名
を
直
接
言
い
に

く
い
の
は
日
本
の
伝
統
と
も
言
う

べ
き
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ

も
そ
も
、藤
壺
は
部
屋
の
名
前
、朧

月
夜
は
歌
の
歌
詞
で
、
作
者
紫
式

部
は
じ
め
後
世
の
訳
者
が
便
宜
上

使
っ
た「
あ
だ
名
」に
す
ぎ
な
い
と

い
え
ま
す
。
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日
本
の
古
典
の
物
語
に
登
場
す

る
和
歌
は
感
動
の
中
心
と
い
え
ま

す
。
朗
読
で
は
、
こ
の
和
歌
を
多
少

オ
ー
バ
ー
に
、
拡
大
解
釈
も
し
て

い
ま
す
。

藤
壺
と
源
氏
の
歌

「
見(

み)

て
も
ま
た
　
逢(
あ)
ふ
夜

(

よ)

ま
れ
な
る
　
夢(

ゆ
め)

の
う
ち

に
　
や
が
て
紛(

ま
ぎ)

る
る
　
我

(

わ)

が
身(

み)

と
も
が
な
」

　
源
氏
が
藤
壺
に
逢
っ
て
贈
っ
た

歌
で
す
。「
一
度
会
っ
て
も
ま
た
次

は
会
う
夜
が
稀
で
し
ょ
う
。
夢
は

実
現
し
ま
し
た
が
、
夢
の
う
ち
に
、

そ
の
ま
ま
紛
れ
る
私
自
身
で
あ
り

た
い
。
」
夢
の
よ
う
に
は
か
な
い
逢

引
を
つ
ら
く
思
っ
て
歌
う
歌
で
す
。

夢
の
反
対
は
う
つ
つ
（
現
）
な
の
で

す
。
和
歌
は
意
味
を
多
重
に
重
ね

ま
す
。
逢
い
た
か
っ
た
藤
壺
と
会

え
て
夢
が
実
現
し
た
こ
と
に
対
し

て
、
そ
の
ま
ま
夢
に
紛
れ
込
ん
で

し
ま
い
た
い
と
い
う
、
極
ま
っ
た

感
情
を
表
し
て
い
る
と
も
い
え
ま

す
。

　
若
紫
巻
後
半
に
登
場
す
る
歌
。
「
見
る
」
＝

普
段
は
顔
を
見
ら
れ
な
い
異
性
と
交
わ
る
、

見
る
は
契
る
こ
と
。
肉
体
関
係
を
暗
示
す

る
。
「
逢
う
」
も
愛
情
を
持
っ
て
会
う
こ
と
。

こ
こ
で
は
夢
が
実
現
す
る
「
合
う
」
が
掛
詞

に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
や
が
て
」
基
本
単
語

そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
。
「
も
が
な
」
あ
っ
て
ほ

し
い
。
状
態
に
た
い
す
る
希
望
を
表
す
終
助

詞
。

「
世
語(

よ
が
た)

り
に
　
人(

ひ
と)

や
伝(

つ
た)

へ
む
　
た
ぐ
ひ
な
く
　

憂(
う)

き
身(

み)

を
覚(

さ)

め
ぬ
　

夢(

ゆ
め)
に
な
し
て
も
」

　
前
の
歌
に
対
す
る
藤
壺
の
返
歌
。

「
世
間
の
語
り
ぐ
さ
に
人
が
伝
え
る

だ
ろ
う
か
。類
が
な
い
。つ
ら
い
身

の
上
を
覚
め
な
い
夢
に
し
て
し

ま
っ
て
も
」
源
氏
の
情
熱
的
な
歌

に
対
し
て
明
ら
か
に
現
実
的
な
歌

で
す
。
ま
ず
「
人
が
ど
う
い
う
か
」

と
い
う
上
の
句
、「
こ
ん
な
例
は
な

い
」
と
続
き
、
源
氏
の
「
夢
が
叶
っ

た
」
を
切
り
返
し
て
、「
私
は
夢
に

し
て
し
ま
い
た
い
」
つ
ま
り
現
実

に
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
い

た
い
と
言
っ
て
い
る
。
歌
自
体
も

ス
ト
レ
ー
ト
で
修
辞
が
な
く
、
一

生
懸
命
詠
ん
だ
歌
で
は
な
く
、
つ

れ
な
い
感
じ
の
歌
で
す
。し
か
し
、

一
応
返
歌
と
し
て
歌
っ
て
い
る
の

が
藤
壺
ら
し
い
と
こ
ろ
で
、
優
し

い
人
柄
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
「
人
や
伝
へ
む
」
疑
問
の
「
や
」
が
あ
る

の
で
「
人
が
伝
え
る
だ
ろ
う
か
」
と
訳
す
。

「
た
ぐ
い
（
類
・
比
）
」
＝
同
じ
種
類
で
あ
る

こ
と
、
な
ら
ぶ
こ
と
、
連
れ
立
つ
こ
と
、
兄

弟
仲
間
。
た
ぐ
い
な
い
＝
く
ら
べ
る
も
の
が

な
い
。
「
憂
し
」
＝
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
に

辛
い
。
無
情
だ
。
「
て
も
」
倒
置
に
な
っ
て

い
ま
す
。
「
夢
に
し
て
し
ま
っ
て
も
、
後
世

の
人
が
語
り
伝
え
る
だ
ろ
う
か
」

　
「
も
の
思(

お
も)

ふ
に
　
立

(

た)

ち
舞(

ま)

ふ
べ
く
も

　
あ
ら
ぬ
身(

み)

の
　
袖

(

そ
で)

う
ち
振(

ふ)

り
し

　
心
知(

こ
こ
ろ
し)

り
き

や
」

　
　
源
氏
が
藤
壺
に
贈
っ

た
歌
。
紅
葉
の
宴
会
で
自

分
の
踊
り
を
見
て
く
れ
た

は
ず
の
藤
壺
に
宴
会
の
次

の
日
贈
っ
た
。「
恋
の
物
思

い
で
、
立
っ
て
舞
を
舞
う

こ
と
も
で
き
そ
う
に
な
い

我
が
身
で
す
が
　
袖
を

振
っ
て
あ
な
た
に
知
ら
せ

た
私
の
心
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」

「
袖
を
振
る
」
と
い
う
の
は
、
額
田

王
の
「
あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標

野
行
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振

る
」の
歌
に
あ
る
よ
う
に
、恋
愛
感

情
を
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
意
味

が
あ
り
そ
う
で
す
。
相
手
の
魂
を

招
き
寄
せ
る
意
味
だ
そ
う
で
す
。

せ
つ
な
く
て
立
っ
て
い
ら
れ
な
い

く
ら
い
だ
と
訴
え
て
い
ま
す
。

　
紅
葉
賀
の
最
初
の
方
に
出
て
く
る
歌
で

す
。
「
も
の
思
ふ
」
＝
思
い
煩
う
、
心
配
、
恋

愛
な
ど
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
立
ち

舞
ふ
」
こ
こ
で
は
、
踊
り
の
意
味
だ
け
で
は

な
く
立
派
に
ふ
る
ま
う
と
い
う
意
味
に
も
重

点
が
あ
り
そ
う
。
「
べ
く
も
あ
ら
ぬ
」
こ
こ

の
「
べ
し
」
は
可
能
で
い
い
で
し
ょ
う
。
「
う

ち
振
る
」
の
「
う
ち
」
は
強
調
。
「
知
り
き

や
」
の
「
き
」
は
過
去
助
動
詞
き
の
終
止
形
。

「
や
」
は
呼
び
か
け
。

「
唐
人(

か
ら
ひ
と)

の
　
袖
振(

そ
で

ふ)

る
こ
と
は
　
遠(

と
ほ)

け
れ
ど

　
立(

た)

ち
居(

ゐ)

に
つ
け
て
　
あ

は
れ
と
は
見(

み)

き
」

　
　
前
の
源
氏
の
歌
に
対
す
る
藤

壺
の
返
歌
。「
唐
の
国
の
人
が
袖
を

振
っ
た
話
は
遠
い
昔
の
こ

と
で
私
は
疎
い
で
す
が
、

あ
な
た
の
立
ち
居
ふ
る
ま

い
は
素
晴
ら
し
い
と
見
ま

し
た
。」こ
の
歌
も
、源
氏

の
情
熱
的
な
歌
に
対
し

て
、「
遠
い
話
だ
」「
す
ば

ら
し
い
と
は
思
っ
た
」と

限
定
的
な
感
じ
の
返
歌
に

な
っ
て
い
ま
す
。お
ま
け

に
、
源
氏
が
「
立
ち
舞
う

こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
せ

つ
な
い
」と
言
っ
て
い
る

の
を
完
璧
に
無
視
し
て
い

ま
す
。そ
れ
で
も
源
氏
は

こ
の
藤
壺
の
返
歌
を
お
経

の
よ
う
に
大
切
に
持
っ
て

い
た
の
で
し
た
。

　
「
振
る
」
は
袖
を
振
る
と
「
古
」
と
の
掛

詞
な
の
で
、
次
の
「
遠
け
れ
ど
」
も
遠
い
昔

の
意
味
と
藤
壺
に
と
っ
て
遠
い
話
だ
と
い
う

こ
と
を
掛
け
て
い
る
。
「
あ
は
れ
」
し
み
じ

み
と
感
動
す
る
。

「
長
き
世
の
　
恨
み
を
人
に
　
残
し

て
も
　
か
つ
は
心
を
　
あ
だ
と
知

ら
な
む
」

　
藤
壺
が
塗
籠
か
ら
出
て
き
た
源

氏
に
詠
ん
だ
歌
。
朗
読
で
は
省
略

し
た
が
源
氏
の
歌
「
逢
ふ
こ
と
の

か
た
き
を
今
日
に
限
ら
ず
は
今
幾

世
を
か
嘆
き
つ
つ
経
む
」
の
返
歌

に
な
っ
て
い
る
。「
長
い
人
生
の
恨

み
を
私
に
残
し
て
も
、ま
た
、そ
の

心
は
無
駄
で
あ
る
と
知
っ
て
ほ
し

い
」
源
氏
の
気
持
ち
が
無
駄
で
あ

る
、
一
時
的
で
あ
る
と
言
い
切
っ

て
い
ま
す
。

　
賢
木
巻
の
中
程
に
あ
る
歌
。
「
世
」
＝
一

生
、
世
の
中
、
男
女
の
仲
。
こ
こ
で
は
源
氏

の
歌
の
「
幾
世
」
に
応
じ
て
転
生
す
る
人
生

の
こ
と
。
源
氏
の
「
あ
だ
（
徒
）
」
＝
一
時

的
だ
。
実
が
な
い
。
は
か
な
い
、
誠
実
で
な

い
、
無
駄
。
反
対
語
は
「
ま
め
（
忠
・
実
）
」

「
な
む
」
未
然
形
に
つ
く
終
助
詞
、
相
手
に

あ
つ
ら
え
望
む
「
し
て
ほ
し
い
」
「
ば
や
」
＝

「
し
た
い
」
と
セ
ッ
ト
で
覚
え
ま
し
ょ
う
。

朧
月
夜
と
源
氏
の
歌

「
世(

よ)

に
知(

し)

ら
ぬ
　
心
地(

こ

こ
ち)

こ
そ
す
れ
　
有
明(

あ
り
あ

け)

の
　
月(

つ
き)

の
ゆ
く
へ
を
　

空(

そ
ら)

に
ま
が
へ
て
　
」

　
源
氏
が
朧
月
夜
を
思
っ
て
一
人

で
歌
い
、
扇
に
書
く
詩
。「
い
ま
ま

で
に
知
ら
な
か
っ
た
心
地
が
す
る

こ
と
だ
。
有
明
の
月
の
ゆ
く
え
を

空
に
紛
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
て
。
」月

と
は
朧
月
夜
の
こ
と
。
扇
に
描
か

れ
て
い
る
月
を
朧
月
夜
に
見
立
て

て
い
る
。
朧
月
夜
が
名
前
を
明
か

さ
な
か
っ
た
の
で
、
別
れ
て
か
ら

寂
し
く
詠
ん
で
い
る
歌
。
朧
月
夜

と
の
出
会
い
が
「
世
に
知
ら
ぬ
心

地
」で
す
。経
験
し
た
こ
と
の
な
い

気
持
ち
。恋
愛
感
情
、寂
し
さ
な
ど

で
し
ょ
う
。

　
花
の
宴
巻
の
中
程
。
「
こ
そ
す
れ
」
係
り

結
び
で
「
こ
そ
～
已
然
形
」
は
強
調
と
取
れ

る
が
、
逆
説
で
取
る
と
「
す
ば
ら
し
い
恋
愛

の
体
験
だ
っ
た
の
に
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し

ま
っ
た
」
と
な
り
こ
ち
ら
も
納
得
で
き
る
。

「
有
明
の
月
」
＝
明
る
く
な
っ
て
も
残
っ
て

い
る
朝
の
月
。
「
ま
が
ふ
」
は
「
ま
ご
う
こ

と
な
く
、
見
ま
が
う
」
な
ど
と
、
現
代
で
も

使
う
。
「
紛
う
」
で
紛
れ
る
こ
と
、
区
別
が

つ
か
な
い
こ
と
。

「
梓
弓(

あ
づ
さ
ゆ
み)

　
い
る
さ
の

山(

や
ま)

に
　
惑(

ま
ど)

ふ
か
な
　

ほ
の
見(

み)

し
月(

つ
き)

の
　
影

(

か
げ)

や
見(

み)

ゆ
る
と
　
」

　
花
の
宴
の
終
わ
り
直
前
の
歌
。

源
氏
が
朧
月
夜
を
探
し
当
て
る
た

め
に
、
御
簾
の
外
側
で
歌
っ
た
。

「
月
が
入
る
山
で
迷
っ
て
い
ま
す
。

以
前
ち
ら
っ
と
見
た
月
の
光
が
見

え
る
か
と
」
月
を
朧
月
夜
に
た
と

え
て
い
ま
す
。
自
分
は
以
前
朧
月

夜
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
以
来
、

迷
っ
て
探
し
求
め
て
い
ま
す
。
以

前
の
人
、
朧
月
夜
の
影
が
見
え
る

だ
ろ
う
か
。

「
梓
弓
」
は
枕
詞
。
弓
は
射
る
の
で
次
の
「
い

る
」
に
か
か
る
。
特
定
の
語
に
か
か
る
枕
詞

で
は
な
く
連
想
で
掛
か
る
。

「
心(

こ
こ
ろ)

い
る
　
方(

か
た)

な

ら
ま
せ
ば
　
弓
張(

ゆ
み
は
り)

の

　
月(

つ
き)

な
き
空(

そ
ら)

に
　
迷

(

ま
よ)

は
ま
し
や
は
　
」

　
御
簾
の
外
側
で
自
分
を
さ
が
す

源
氏
の
歌
に
対
し
て
、
朧
月
夜
が

「
私
は
こ
こ
に
い
る
わ
」
と
歌
っ

た
。「
心
が
あ
る
方
な
ら
月
が
な
い

空
で
も
迷
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ

う
か
」源
氏
に
探
し
当
て
ら
れ
て
、

喜
び
、心
が
本
当
に
あ
る
か
ら
、迷

わ
ず
に
私
の
と
こ
ろ
へ
来
た
の
で

し
ょ
う
、と
歌
う
。反
語
を
使
っ
て

い
る
の
で
多
少
皮
肉
っ
ぽ
く
聞
こ

え
る
。
弘
徽
殿
の
娘
ら
し
く
プ
ラ

イ
ド
高
い
の
か
も
。

　
「
い
る
」
は
射
る
と
入
る
の
掛
詞
。
「
弓
張

り
の
」
源
氏
の
和
歌
に
弓
と
あ
る
の
で
、
月

の
弓
の
よ
う
な
形
と
し
て
歌
っ
た
。
「
～
ま

せ
ば
～
ま
し
」
～
で
あ
っ
た
ら
～
で
あ
る
の

に
。
さ
ら
に
「
や
は
」
が
つ
い
て
反
語
に
な
っ

て
い
ま
す
。




