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四
九

令
和
元
年
十
二
月
十
五
日
、
実
践
女
子
大
学
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
研
究
の
学

際
的
・
国
際
的
拠
点
形
成
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
源
氏
物
語
、
伝
統
と
未
来
」
に
参

加
し
、「
三
条
西
家
の
古
典
学
ー
古
今
伝
受
と
源
氏
伝
受
ー
」
と
題
し
て
、
宗
祇

の
古
今
伝
受
を
継
承
し
た
三
条
西
家
は
、
歌
人
・
歌
学
者
と
し
て
和
歌
を
詠
む
た

め
に
『
源
氏
物
語
』
を
学
ん
だ
こ
と
を
述
べ
た
。
花
宴
巻
「
外
の
散
り
な
む
と
や

を
し
へ
ら
れ
た
り
け
ん
」
と
い
う
表
現
は
、『
古
今
和
歌
集
』
第
六
八
首
（
以
下

「
六
八
首
」
と
略
す
）
の
「
見
る
人
も
な
き
山
ざ
と
の
桜
花
ほ
か
の
ち
り
な
む
の

ち
ぞ
さ
か
ま
し
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
古
今
集
の
和
歌
に
は
「
を
し

へ
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
教
え
る
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
が
、「
花
に

い
ひ
を
し
へ
た
る
心
」
で
あ
る
の
で
、「
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か

く
の
こ
と
く
か
け
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
本
歌
と
す
る
和
歌
の
言

葉
に
は
な
い
言
葉
を
、
和
歌
の
意
味
を
用
い
て
詠
む
本
歌
本
説
の
用
い
方
に
つ
い

て
、『
花
鳥
余
情
』
が
詳
し
く
記
し
、『
岷
江
入
楚
』
も
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
こ

と
を
述
べ
た
。

（
₁
）

と
こ
ろ
が
、
現
代
の
注
釈
で
は
、
こ
う
し
た
本
歌
の
取
り
方
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
考
慮
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
『
源
氏
物
語
』
花
宴

巻
の
該
当
部
分
を
見
て
も
、
本
歌
の
指
摘
の
み
で
、「
花
に
い
ひ
を
し
へ
た
る
心
」

と
す
る
『
花
鳥
余
情
』
の
指
摘
は
見
ら
れ
な
い
。

現
代
の
国
文
学
で
は
、
本
歌
取
と
は
、
歌
の
言
葉
を
取
る
こ
と
の
み
を
い
う
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
『
花
鳥
余
情
』『
岷
江
入
楚
』
が
記
し
た
「
哥
の
詞
に
な

き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け
る
」
と
い
う
本
歌
の
取
り
方
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
た
い
。

一
　『
花
鳥
余
情
』
の
い
う
本
歌
取
と
現
代
の
本
歌
取

平
成
二
十
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
和
歌
文
学
大
事
典
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

以
下
『
大
辞
典
』
と
略
す
）
の
「
本
歌
取
」
の
項
（
渡
部
泰
明
氏
執
筆
）
に
は
次

の
ご
と
く
あ
る
。

（
2
）

小

髙

道

子

本
歌
取
と
本
歌

―
『
古
今
和
歌
集
』
第
六
八
首
を
め
ぐ
っ
て

―
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五
〇

﹇
歌
学
用
語
﹈周
知
の
和
歌
の
表
現
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
て
、
新
し
い
和
歌

を
詠
む
技
法
。
取
り
入
れ
る
和
歌
を
、
本
歌
と
い
う
。
和
歌
を
踏
ま
え
た
物

を
指
す
の
が
原
則
だ
が
、
物
語
や
漢
詩
文
な
ど
を
取
り
入
れ
た
も
の
も
含
む

こ
と
が
あ
る
。
平
安
時
代
中
期
ご
ろ
に
至
る
と
、
歌
の
表
現
に
新
し
さ
や
個

性
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
公
的
な
場
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
表
現

法
は
避
け
る
べ
き
も
の
と
い
っ
た
壱
色
も
生
じ
た
ら
し
い
。（
中
略
）
そ
の

後
藤
原
俊
成
お
よ
び
定
家
ら
新
古
今
時
代
の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
模
倣
を

乗
り
越
え
る
方
法
が
開
拓
さ
れ
、
詠
法
と
し
て
確
立
し
た
。
と
く
に
和
歌
の

技
法
と
し
て
問
題
と
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
一
二
世
紀
後
半
か
ら
一
三
世
紀

は
じ
め
に
か
け
て
の
詠
法
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
定
家
の
歌
論
書
『
詠
歌
大

概
』
に
は
、
①
時
代
の
近
い
歌
人
の
歌
は
取
っ
て
は
な
ら
な
い
、
②
取
り
入

れ
る
古
歌
の
言
葉
は
、
二
句
及
び
三
、
四
字
以
下
に
す
る
こ
と
、
③
主
題
を

変
え
る
こ
と
、
な
ど
の
指
示
が
あ
る
。
古
歌
の
言
葉
を
明
示
的
に
取
り
込
み

つ
つ
模
倣
の
域
を
突
破
し
、
本
歌
と
の
響
き
合
い
の
中
で
新
し
い
歌
の
世
界

を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
実
践
的
な
指
導
と
見
な
さ
れ
る
。

こ
れ
を
、「
本
歌
本
説
の
用
」
い
方
を
記
し
た
『
岷
江
入
楚
』
に
引
用
さ
れ
た

『
花
鳥
余
情
』
の
次
の
記
事
と
比
較
す
る
。

花　

古
今
哥
に
外
の
散
り
な
ん
後
そ
さ
か
ま
し
と
よ
め
る
は
花
に
い
ひ
を
し

へ
た
る
心
な
れ
は
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け

る
也　

定
家
卿
の
哥
は
お
ほ
く
は
此
物
語
よ
り
出
た
り
と
み
え
侍
り　

い
こ

ま
山
い
さ
む
る
花
に
み
る
雲
の
う
き
て
思
ひ
の
た
ゆ
る
日
も
な
し　

と
よ
め

る
は
本
哥
の
雲
な
か
く
し
そ
と
い
へ
る
は
雲
を
い
さ
め
た
る
心
な
れ
は
や
か

て
心
を
と
り
て
い
さ
む
る
花
と
よ
み
侍
る
也　

こ
ゝ
の
詞
に
相
似
た
る
や
う

な
れ
は
よ
り
も
つ
か
ぬ
事
な
れ
と
筆
の
次
に
申
侍
る
也　

大
か
た
源
氏
な
と

を
一
見
す
る
は
哥
な
と
に
よ
ま
む
為
也　

よ
ま
む
に
と
り
て
は
本
哥
本
説
を

用
へ
き
や
う
を
し
ら
す
し
て
は
い
か
ゝ
と
思
ひ
給
へ
侍
れ
は
い
と
き
な
き
人

の
為
に
し
る
し
つ
け
侍
る
也

『
大
辞
典
』
で
い
う
本
歌
取
は
「
取
り
入
れ
る
古
歌
の
言
葉
」
を
問
題
に
し
て
、

そ
の
取
り
込
み
方
に
つ
い
て
「
古
歌
の
言
葉
を
明
示
的
に
取
り
込
み
つ
つ
模
倣
の

域
を
突
破
し
、
本
歌
と
の
響
き
合
い
の
中
で
新
し
い
歌
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
、
実
践
的
な
指
導
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
花
鳥
余

情
』
で
は
、「
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け
る
」
と
、

和
歌
の
言
葉
の
み
な
ら
ず
、
和
歌
の
心
を
取
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
定
家
の
和

歌
に
つ
い
て
も
、『
大
辞
典
』
が
「
藤
原
俊
成
お
よ
び
定
家
ら
新
古
今
時
代
の
歌
人

た
ち
に
よ
っ
て
、
模
倣
を
乗
り
越
え
る
方
法
が
開
拓
さ
れ
、
詠
法
と
し
て
確
立
し

た
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
花
鳥
余
情
』
は
、「
い
こ
ま
山
い
さ
む
る
花
に
み
る

雲
の
う
き
て
思
ひ
の
た
ゆ
る
日
も
な
し　

と
よ
め
る
は
本
哥
の
雲
な
か
く
し
そ
と

い
へ
る
は
雲
を
い
さ
め
た
る
心
な
れ
は
や
か
て
心
を
と
り
て
い
さ
む
る
花
と
よ
み

侍
る
也
」と
、
定
家
の
和
歌
が
和
歌
の
心
を
取
っ
て
詠
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、

「
定
家
卿
の
哥
は
お
ほ
く
は
此
物
語
よ
り
出
た
り
と
み
え
侍
り
」
と
記
す
。『
花
鳥

余
情
』
が
い
う
、
言
葉
を
取
る
だ
け
で
は
な
く
心
を
取
る
と
い
う
本
歌
取
の
方
法

に
つ
い
て
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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﹇
歌
学
用
語
﹈周
知
の
和
歌
の
表
現
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
て
、
新
し
い
和
歌

を
詠
む
技
法
。
取
り
入
れ
る
和
歌
を
、
本
歌
と
い
う
。
和
歌
を
踏
ま
え
た
物

を
指
す
の
が
原
則
だ
が
、
物
語
や
漢
詩
文
な
ど
を
取
り
入
れ
た
も
の
も
含
む

こ
と
が
あ
る
。
平
安
時
代
中
期
ご
ろ
に
至
る
と
、
歌
の
表
現
に
新
し
さ
や
個

性
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
公
的
な
場
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
表
現

法
は
避
け
る
べ
き
も
の
と
い
っ
た
壱
色
も
生
じ
た
ら
し
い
。（
中
略
）
そ
の

後
藤
原
俊
成
お
よ
び
定
家
ら
新
古
今
時
代
の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
模
倣
を

乗
り
越
え
る
方
法
が
開
拓
さ
れ
、
詠
法
と
し
て
確
立
し
た
。
と
く
に
和
歌
の

技
法
と
し
て
問
題
と
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
一
二
世
紀
後
半
か
ら
一
三
世
紀

は
じ
め
に
か
け
て
の
詠
法
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
定
家
の
歌
論
書
『
詠
歌
大

概
』
に
は
、
①
時
代
の
近
い
歌
人
の
歌
は
取
っ
て
は
な
ら
な
い
、
②
取
り
入

れ
る
古
歌
の
言
葉
は
、
二
句
及
び
三
、
四
字
以
下
に
す
る
こ
と
、
③
主
題
を

変
え
る
こ
と
、
な
ど
の
指
示
が
あ
る
。
古
歌
の
言
葉
を
明
示
的
に
取
り
込
み

つ
つ
模
倣
の
域
を
突
破
し
、
本
歌
と
の
響
き
合
い
の
中
で
新
し
い
歌
の
世
界

を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
実
践
的
な
指
導
と
見
な
さ
れ
る
。

こ
れ
を
、「
本
歌
本
説
の
用
」
い
方
を
記
し
た
『
岷
江
入
楚
』
に
引
用
さ
れ
た

『
花
鳥
余
情
』
の
次
の
記
事
と
比
較
す
る
。

花　

古
今
哥
に
外
の
散
り
な
ん
後
そ
さ
か
ま
し
と
よ
め
る
は
花
に
い
ひ
を
し

へ
た
る
心
な
れ
は
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け

る
也　

定
家
卿
の
哥
は
お
ほ
く
は
此
物
語
よ
り
出
た
り
と
み
え
侍
り　

い
こ

ま
山
い
さ
む
る
花
に
み
る
雲
の
う
き
て
思
ひ
の
た
ゆ
る
日
も
な
し　

と
よ
め

る
は
本
哥
の
雲
な
か
く
し
そ
と
い
へ
る
は
雲
を
い
さ
め
た
る
心
な
れ
は
や
か

て
心
を
と
り
て
い
さ
む
る
花
と
よ
み
侍
る
也　

こ
ゝ
の
詞
に
相
似
た
る
や
う

な
れ
は
よ
り
も
つ
か
ぬ
事
な
れ
と
筆
の
次
に
申
侍
る
也　

大
か
た
源
氏
な
と

を
一
見
す
る
は
哥
な
と
に
よ
ま
む
為
也　

よ
ま
む
に
と
り
て
は
本
哥
本
説
を

用
へ
き
や
う
を
し
ら
す
し
て
は
い
か
ゝ
と
思
ひ
給
へ
侍
れ
は
い
と
き
な
き
人

の
為
に
し
る
し
つ
け
侍
る
也

『
大
辞
典
』
で
い
う
本
歌
取
は
「
取
り
入
れ
る
古
歌
の
言
葉
」
を
問
題
に
し
て
、

そ
の
取
り
込
み
方
に
つ
い
て
「
古
歌
の
言
葉
を
明
示
的
に
取
り
込
み
つ
つ
模
倣
の

域
を
突
破
し
、
本
歌
と
の
響
き
合
い
の
中
で
新
し
い
歌
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
、
実
践
的
な
指
導
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
花
鳥
余

情
』
で
は
、「
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け
る
」
と
、

和
歌
の
言
葉
の
み
な
ら
ず
、
和
歌
の
心
を
取
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
定
家
の
和

歌
に
つ
い
て
も
、『
大
辞
典
』
が
「
藤
原
俊
成
お
よ
び
定
家
ら
新
古
今
時
代
の
歌
人

た
ち
に
よ
っ
て
、
模
倣
を
乗
り
越
え
る
方
法
が
開
拓
さ
れ
、
詠
法
と
し
て
確
立
し

た
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
花
鳥
余
情
』
は
、「
い
こ
ま
山
い
さ
む
る
花
に
み
る

雲
の
う
き
て
思
ひ
の
た
ゆ
る
日
も
な
し　

と
よ
め
る
は
本
哥
の
雲
な
か
く
し
そ
と

い
へ
る
は
雲
を
い
さ
め
た
る
心
な
れ
は
や
か
て
心
を
と
り
て
い
さ
む
る
花
と
よ
み

侍
る
也
」と
、
定
家
の
和
歌
が
和
歌
の
心
を
取
っ
て
詠
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、

「
定
家
卿
の
哥
は
お
ほ
く
は
此
物
語
よ
り
出
た
り
と
み
え
侍
り
」
と
記
す
。『
花
鳥

余
情
』
が
い
う
、
言
葉
を
取
る
だ
け
で
は
な
く
心
を
取
る
と
い
う
本
歌
取
の
方
法

に
つ
い
て
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本歌取と本歌

五
一

二
　『
花
鳥
余
情
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
注

こ
れ
ま
で
引
用
し
た
よ
う
に
現
代
の
「
本
歌
取
」
は
、「
歌
学
用
語
」
で
あ
り
、

「
周
知
の
和
歌
の
表
現
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
て
、
新
し
い
和
歌
を
詠
む
技
法
」す

な
わ
ち
「
和
歌
」
の
詠
み
方
で
あ
っ
た
。
だ
が
、『
花
鳥
余
情
』
が
「
本
哥
本
説
を

用
へ
き
や
う
」「
大
か
た
源
氏
な
と
を
一
見
す
る
は
哥
な
と
に
よ
ま
む
為
也
」
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
『
岷
江
入
楚
』
花
宴
巻
１４９
の
注
で
あ
り
、「
外
の
散
り

な
む
と
や
を
し
へ
ら
れ
た
り
け
ん
」
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
つ
い
て
の
注

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
歌
の
心
を
用
い
て
「
新
し
い
和
歌
」
を
詠
む
の
で
は
な

く
、
本
歌
の
心
を
用
い
て
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
花
鳥
余
情
』
の
「
花
に
い
ひ
を
し
へ
た
る
心
」
と
い
う
本
歌
の
心
に

つ
い
て
の
解
釈
は
、
古
今
伝
受
に
お
け
る
六
八
首
の
講
釈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
大
辞
典
』
が
い
う
「
本
歌
と
の
響
き
合
い
の
中
で
新
し
い
歌
の
世
界
を
構
築
す

る
」
だ
け
で
は
な
く
、
本
歌
の
心
を
用
い
て
記
さ
れ
た
「
新
し
い
」
文
章
の
解
釈

が
、
文
章
の
も
と
に
な
る
本
歌
の
解
釈
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
歌
が
新
し
い
作

品
に
取
り
込
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
本
歌
を
も
と
に
し
て
後
に
創
作
さ
れ
た
作
品

が
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
本
歌
の
解
釈
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
東
常
縁
の

講
釈
を
宗
祇
が
聞
書
し
た
と
さ
れ
る
『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』（
以
下
『
両
度
聞

書
』
と
略
す
）
は
六
八
首
の
注
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

桜
に
対
し
て
い
ひ
を
し
ふ
る
や
う
の
心
也
。
す
こ
し
述
懐
の
心
あ
る
べ
し
。

五
句
の
外
に
心
あ
る
躰
こ
れ
ら
尤
本
た
る
べ
し
。

（
3
）

六
八
首
の
和
歌
の
「
外
の
散
り
な
ん
後
そ
さ
か
ま
し
」
に
つ
い
て
、「
桜
に
対
し

て
い
ひ
を
し
ふ
る
や
う
の
心
」
と
し
た
上
で
、「
五
句
の
外
に
心
あ
る
躰
」
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
和
歌
の
五
句
に
記
さ
れ
た
言
葉
に
は
「
を
し
ふ
る
」
と
い
う
語
は

な
い
が
、「
五
句
の
外
に
」
あ
る
心
を
用
い
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
桜

に
対
し
て
い
ひ
を
し
ふ
る
や
う
の
心
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
和
歌
を
本
歌
と
し
て

「
外
の
散
り
な
む
と
や
を
し
へ
ら
れ
た
り
け
ん
」
と
記
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
本
文

及
び
『
花
鳥
余
情
』
の
注
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
人
に
見
て
も
ら
う
た
め
に
「
外
の
散
り
な
ん
後
そ
さ
か

ま
し
」
と
「
桜
に
対
し
て
い
ひ
を
し
ふ
る
」
た
め
に
は
、
せ
っ
か
く
咲
い
て
も

「
見
る
人
」
が
い
な
い
こ
と
を
花
が
不
本
意
に
思
う
こ
と
が
前
提
に
な
る
。『
両
度

聞
書
』
は
、『
古
今
和
歌
集
』
五
〇
首
目
の
「
山
た
か
み
人
も
す
さ
め
ぬ
さ
く
ら
花

い
た
く
な
侘
そ
我
見
は
や
さ
ん
」（
以
下
「
五
〇
首
」
と
略
す
）
の
和
歌
「
山
た
か

み
人
も
す
さ
め
ぬ
さ
く
ら
花
」
の
注
に
「
無
別
義
。「
い
た
く
な
わ
び
そ
」
と
い
へ

る
、
如
此
の
心
、
歌
道
の
命
也
」
と
記
し
、「
我
」
が
「
見
は
や
」
す
か
ら
「
い

た
く
な
わ
び
そ
」
と
い
う
「
い
た
く
な
わ
び
そ
」
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。こ

の
六
八
首
を
本
歌
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
意
識
し
た
宗
祇
の
注
釈

は
、
宗
祇
の
他
の
門
弟
に
対
す
る
注
釈
書
に
も
見
ら
れ
る
。
一
方
、
古
今
集
注
釈

書
解
題
、
古
今
和
歌
集
古
注
釈
集
成
を
一
瞥
す
る
に
、
宗
祇
以
外
の
注
釈
書
に
は

見
ら
れ
な
い
。
宗
祇
独
自
の
解
釈
と
言
え
よ
う
。

本
歌
の
取
り
方
を
記
し
た
『
花
鳥
余
情
』
の
記
述
は
『
岷
江
入
楚
』
に
も
引
用

さ
れ
、『
源
氏
物
語
』の
解
釈
に
お
い
て
は
三
条
西
家
で
も
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
古
今
和
歌
集
』
の
解
釈
に
「
を
し
ふ
る
」
と
記
す
こ
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五
二

と
は
、
三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
へ
の
古
今
伝
受
に
お
け
る
『
古
今
和
歌
集
』

の
講
釈
で
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
実
枝
は
幽
斎
に
こ
の
解
釈
を
伝
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
幽
斎
が
実
枝
の
講
釈
聞
書
を
清
書
し
て
実
枝
が
加
証
奥
書
を
記
し
た

『
伝
心
抄
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に
次
の
よ
う
に
注
釈
を
記
し
て
い
る
。『
古
今

和
歌
集
』
の
解
釈
に
お
い
て
は
、『
古
今
和
歌
集
』
を
本
歌
と
し
て
用
い
た
後
世
の

作
品
の
本
文
を
取
り
入
れ
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

〇　

六
八
首

　
　

 

五
句
三
十
一
字
ニ
心
カ
ア
マ
リ
タ
ル
哥
也
ソ
コ
ニ
述
懐
ノ
心
カ
ア
ル
也
余
所

ノ
花
カ
散
タ
ラ
ハ
此
山
里
ノ
花
ヲ
モ
問
ふ
ヘ
キ
ノ
心
也

〇　

五
〇
首

　
　

 

山
タ
カ
ミ
人
モ
ス
サ
メ
ヌ
桜
花
ト
ハ
所
モ
ソ
ホ
ヘ
テ
花
モ
ヨ
ク
ナ
キ
体
也
其

能
ナ
キ
花
カ
我
ニ
似
合
タ
リ
サ
テ
我
ミ
ハ
ヤ
サ
ン
ト
読
リ
只
ノ
花
ニ
テ
ハ
我

ミ
ハ
ヤ
サ
ン
ト
云
所
サ
ヤ
ウ
ニ
イ
ハ
レ
マ
シ
キ
事
な
り
馬
車
ノ
ツ
ト
ウ
所
ノ

花
ハ
及
ナ
キ
ト
云
心
ア
リ

こ
の
よ
う
な
講
釈
を
受
け
た
幽
斎
は
、
智
仁
親
王
に
講
釈
を
す
る
と
き
に
、『
古

今
和
歌
集
』
の
解
釈
と
し
て
は
和
歌
そ
の
も
の
の
解
釈
の
み
を
伝
え
る
が
、
あ
わ

せ
て
『
源
氏
物
語
』
が
こ
の
和
歌
を
本
歌
と
し
て
文
章
を
記
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

智
仁
聞
書

そ
こ
に
ハ
述
懐
の
心
也
よ
そ
の
花
ち
り
な
ん
後
そ
か
さ
ま
し
山
里
の
花
を
も

（
4
）

み
る
人
あ
ら
ん
ほ
と
に
外
よ
り
も
を
そ
く
さ
け
と
也
（
中
略
）
源
氏
に
も
此

心
を
と
り
て
外
の
ち
り
な
ん
後
と
そ
を
し
へ
ら
れ
け
る
と
あ
る
也

心
ハ
い
か
に
も
そ
ひ
へ
た
る
所
の
花
ハ
よ
く
も
な
し
し
か
れ
ハ
よ
き
所
の
花

ハ
を
よ
ひ
も
な
し
と
也

こ
う
し
た
注
を
比
較
す
る
と
、
古
今
伝
受
に
お
け
る
講
釈
で
は
、
道
統
を
継
承

し
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
師
説
を
継
承
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
自
分
が
受

け
た
解
釈
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
師
弟
関
係
に
お
い
て
講
釈
す
る

内
容
が
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
枝
の
講
釈
内
容
が
、『
岷
江
入
楚
』

と
『
伝
心
抄
』
と
で
相
違
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
講
釈
内
容
は
、
講

釈
す
る
作
品
や
講
釈
を
受
け
る
門
弟
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　『
鞍
馬
天
狗
』
の
桜

冒
頭
に
記
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
終
了
後
に
同
じ
く
講
師
を
務
め
た
宝
生
流
二

十
代
宗
家
宝
生
和
英
氏
が
「
同
じ
事
が
『
鞍
馬
天
狗
』
に
あ
り
ま
す
」
と
指
摘
さ

れ
た
。
そ
こ
で
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
』『
新
日
本
古

典
文
学
大
系
』
の
注
を
見
る
と
、
本
歌
に
な
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
は
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
歌
の
言
葉
の
指
摘
の
み
で
あ
り
、
歌
の
心
の
指
摘
は
見
ら
れ
な

い
。『
鞍
馬
天
狗
』
の
「
見
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
花
、
よ
そ
の
散
り
な
ん
後
に
こ

そ
」
に
つ
い
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
氏
校

注
）
は
口
語
訳
に
、「
見
る
人
と
て
も
（
な
く　

お
よ
そ
人
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
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五
三

も
）
な
い
」
と
語
を
補
っ
て
い
る
が
、
本
歌
に
さ
れ
た
『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌

「
見
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
花
ほ
か
の
散
り
な
む
の
ち
ぞ
咲
か
ま
し
」（
春
上
六
八
）

の
心
を
取
っ
た
口
語
訳
と
言
え
よ
う
。
同
じ
く
『
古
今
和
歌
集
』（
春
上
五
〇
）
に

「
山
高
み
人
も
す
さ
め
ぬ
桜
花
い
た
く
な
わ
び
そ
我
見
は
や
さ
む
」
あ
る
よ
う
に
、

人
に
見
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
山
桜
は
「
い
た
く
な
わ
び
そ
我
見
は
や
さ
む
」
と

詠
ま
れ
て
い
る
。『
花
鳥
余
情
』
の
い
う
歌
の
心
を
考
え
る
な
ら
、「
ほ
か
の
散
り

な
む
後
」
に
咲
け
ば
「
見
る
人
」
も
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
ほ
か
の
桜
が
散
る
前
に

咲
い
て
し
ま
う
と
「
見
る
人
」
も
な
く
「
い
た
は
し
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

能
楽
に
お
い
て
歌
の
言
葉
に
限
ら
ず
心
を
取
る
事
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る

と
、
同
じ
『
鞍
馬
天
狗
』
の
「
今
日
見
ず
は
悔
し
か
ら
ま
し
花
盛
り
」、「
咲
き
も

残
ら
ず
散
り
も
始
め
ず
。
げ
に
面
白
き
歌
の
心
」」
に
、「
今
日
来
ず
は
明
日
は
雪

と
ぞ
降
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
見
ま
し
や
」『
古
今
和
歌
集
』春
上
第

六
三
首
を
連
想
す
る
事
が
出
来
よ
う
。『
古
今
和
歌
集
』の
和
歌
は
贈
答
歌
で
あ
る

た
め
「
今
日
来
ず
は
」
と
あ
る
が
、
今
日
が
花
盛
り
の
桜
を
前
に
し
て
、「
明
日

は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
」
明
日
は
雪
と
し
て
散
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
、
と
今
日

が
花
盛
り
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
雪
と
し
て
散
っ
て
し
ま
え
ば
、
雪
と
は

違
っ
て
消
え
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
花
と
み
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。『
鞍
馬
天
狗
』
の
桜
は
「
咲
き
も
残
ら
ず
散
り
も
始
め
う
」
咲
き
残
る

こ
と
も
散
り
始
め
る
こ
と
も
し
な
い
も
の
の
、
花
盛
り
の
「
今
日
」
見
ら
れ
な
い

と
し
た
ら
「
悔
し
か
ら
ま
し
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
『
花
鳥
余
情
』
の

い
う
歌
の
心
を
取
っ
た
表
現
と
い
え
よ
う
。

本
歌
取
と
い
う
技
法
は
、
い
つ
か
ら
歌
の
心
で
は
な
く
言
葉
の
み
を
問
題
に
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
花
鳥
余
情
』の
い
う
歌
の
心
を
取
っ
た
表
現

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
歌
道
を
修
め
能
楽
を

嗜
ん
だ
細
川
幽
斎
は
、『
鞍
馬
天
狗
』
の
桜
に
こ
の
よ
う
に
『
古
今
和
歌
集
』
の

和
歌
を
連
想
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
歌
の
心
を
取
る
本
歌
取
に
つ
い
て

は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

注（
1
）　

和
歌
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る

（
2
）　
『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
「
ほ
か
の
散
り
な
む
」
の
注
に
、
六
八
首
の
和
歌
を

指
摘
し
た
後
「
宮
中
の
花
の
宴
の
盛
儀
の
後
で
、
私
宴
に
世
の
貴
紳
を
集
め
て
豪
遊

を
企
て
る
右
大
臣
家
の
権
勢
意
識
が
込
め
ら
れ
る
」
と
記
す
。
な
お
、『
花
鳥
余
情
』

が
い
う
、
物
語
や
和
歌
の
「
心
」
を
取
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「『
源
氏
物
語
』
と
和

歌
」（『
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢
』
二
〇
一
三
・
九
）
で
検
討
を
加
え
た

（
3
）　

引
用
は
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
』
に
よ
る
。

（
4
）　

引
用
は
『
古
今
集
古
注
釈
書
集
成　

伝
心
抄
』
に
よ
る
。

付
記本

稿
の
第
三
項
は
実
践
女
子
大
学
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
宝
生
和

英
氏
の
御
教
示
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
記
し
て
氏
な
ら
び
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
関
係
各
位
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。






