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宗
祇
の
古
典
学

―
源
氏
物
語
研
究
の
意
義
と
そ
の
伝
流
―

一　
常
縁
か
ら
宗
祇
ヘ

宗
祇
の
動
静
を
も
っ
と
も
よ
く
知
る
資
料
は
、
一二
条
西
実
隆
の

「実

隆
公
記
』
で
あ
ろ
う
。
そ
の
日
記
に
宗
祇
の
名
を
初
め
て
見
い
だ
す
の

は
、
文
明
九
年

（
一
四
七
七
）
二
月
二
十
日
の
条
で
、

及
晩
自
内
府

（三
条
公
敦
）
有
書
状
、
宗
祇
法
師
所
編
集
之
竹
林

抄
冬
部
可
書
写
之
由
也
、
領
状
申
了
、

と
、
三
条
公
敦
か
ら
宗
祇
編

『竹
林
抄
』
（十
巻
、
文
明
八
年
五
月
頃
草

案
成
）
冬
部
の
書
写
を
求
め
ら
れ
た
の
を
嗜
矢
と
す
る
。
直
接
の
交
流

も
ほ
ど
な
く
訪
れ
、
同
年
七
月
十

一
日
と
翌
十
二
日
の
両
日
、
実
隆
は
、

晴
、
早
旦
於
宗
祇
草
庵
有
源
氏
第
二
巻
講
尺
、

と
、
宗
祇
の
も
と
に
出
か
け
た
の
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
び
つ

き
に
は
、
以
前
か
ら
交
流
の
あ
っ
た
肖
柏
が
介
在
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
が
、
こ
の
文
明
九
年
は
実
隆
二
十
三
歳
、
宗
祇
五
十
七
歳
で

あ
っ
た
。
宗
祇
が
源
氏
物
語
を
学
ん
だ
の
は
い
つ
の
こ
と
な
の
か
、
ど

の
よ
う
な
事
情
で
〒
木
巻
だ
け
だ
っ
た
の
か
、
一
連
の
講
釈
の

一
部
に

伊
井
　
春
樹

す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
あ
た
り
の
背
景
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
た
だ
、
宗
祇
は
言
木
巻
を
と
り
わ
け
重
視
し
て
い
た
の
は
、
後

に
こ
の
巻
だ
け
の
注
釈
書
を
作
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

宗
祇
が
連
歌
と
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
宝
徳
三
年

（
一
四
五

一
）
の
三
十

一
歳
の
年
、
宗
制
に
師
事
し
て
以
降
の
よ
う
で
、
作
品
と

し
て
は
専
順
発
句
の

「何
路
百
韻
」
に
名
前
を
見
い
だ
す
の
が
初
め
て

で
あ
り
、
時
に
三
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
は
、
め
き
め
き
と
頭
角

を
あ
ら
わ
し
、
連
歌
の
第

一
人
者
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
は
す

る
が
、
若
く
か
ら
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば

晩
成
型
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
古
典
文
学
の
著
作
に
つ
い
て
は
、

現
存
す
る
資
料
か
ら
す
る
と
五
十
歳
代
に
な
っ
て
で
あ
り
、
文
明
三
年

に
常
縁
の

「古
今
集
』
を
三
度
に
わ
た
っ
て
聴
聞
し
、
そ
れ
に
も
と
づ

き

「古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
を
ま
と
め
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
「古

今
伝
授
書
』
（早
稲
田
大
学
図
書
館
本
）
に
、

古
今
集
之
事

文
明
三
年
八
月
十
五
日
、
以
相
伝
説
々
伝
受
僧
宗
祇
畢

従
五
位
下
平
常
縁
判



と
、
「古
今
集
」
の
秘
説
の
伝
授
を
し
た
証
明
が
常
縁
に
よ
つ
て
な
さ

れ
、
翌
年
に
は
、
「古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
の
末
に
、

伝
授
之
後
、
宗
祇
庵
主
此

一
帖
以
被
見
、
常
縁
所
存
少
々
加
筆
加

詞
者
也
、
門
弟
随

一
思
尤
在
之
、
働
為
後
証
又
加
此
詞
畢

文
明
四
年
五
月
三
日
　
平
常
縁
在
判

と
、
宗
祇
の
ま
と
め
た

「聞
書
」
に
常
縁
は
筆
を
加
え
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。
さ
ら
に
翌
年
に
は
、
「古
今
伝
授
書
』
の
末
に
記
す
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、

文
明
五
年
四
月
十
八
日
、
古
今
集
之
説
悉
以
僧
宗
祇
仁
授
申
畢
、

心
於
竪
横
仁
懸
天
此
文
於
可
守
者
也
、八

代
末
葉
下
野
守
平
常
縁

と
、
一
連
の
古
今
伝
授
が
完
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
。
こ
の
よ
う
な
常

縁
か
ら
宗
祇
へ
の
古
今
伝
授
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
授
し
た

場
所
と
と
も
に
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

が
文
学
史
に
お
け
る
大
き
な
事
件
と
し
て
以
後
存
在
す
る
こ
と
に
も
な

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
常
縁
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
え

る
し
、
一不
祇
に
と
っ
て
は
和
歌
の
世
界
へ
の
あ
し
が
か
り
を
確
保
す
る

こ
と
に
も
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
伝
授
と
い
う
形
式
、
し
か
も
「裏

説
」
な
ど
の
秘
伝
の
存
在
は
、
後
世
の
和
歌
史
の
世
界
に
お
い
て
、
重

要
な
意
味
を
持
ち
、
形
式
と
し
て
持
続
さ
れ
て
い
く
。

・
本
居
宣
長
が
、
「あ
し
わ
け
を
ふ
ね
」
に
お
い
て
、

頓
阿
法
師
の
比
ま
で
は
何
事
も
や
す
ら
か
に
て
よ
か
り
し
を
、
か

の
東
野
州
な
ど
云
者
よ
り
し
て
、
虚
誕
を
云
出
し
、
此
道
わ
ろ
く

な
れ
り
。
伝
受
な
ど
云
こ
と
、
詠
歌
の
助
け
と
な
る
こ
と
少
し
も

な
し
。
彼
人
々
さ
し
も
此
道
に
名
を
え
た
れ
ど
、
さ
の
み
各
別
の

名
歌
も
聞
へ
ざ
る
に
て
も
、
伝
受
の
や
う
な
き
こ
と
は
し
ら
る

ゝ

也
。
一
生
涯
伝
受
ご
と
異
説
な
ど
を
か
ま
ふ
る
こ
と
に
て
く
れ
ぬ

と
見
え
た
り
。
（中
略
）
全
体
に
伝
受
と
云
こ
と
は
か
つ
て
な
き
こ

と
也
。
古
今
伝
授
と
云
も
、
貫
之
よ
り
俊
成
、
黄
門
、
為
家
卿
な

ど
に
至
る
迄
も
、
そ
の
さ
た
な
き
こ
と
は
諸
書
に
明
ら
か
也
。
こ

れ
は
東
野
州
常
縁
の
つ
く
り
こ
し
ら
へ
て
、
貫
之
よ
り
次
第
相
伝

と
嬌
は
り
た
る
こ
と
に
ま
ぎ
れ
な
し
。

と
、
徹
底
的
に
古
今
伝
授
を
批
判
し
、
常
縁
を

「虚
誕
」
と
ま
で
呼
び
、

「
つ
く
り
こ
し
ら
」
え
た
も
の
と
ま
で
断
ず
る
。
そ
の
評
価
は
と
も
か

く
、
和
歌
史
に
お
け
る
古
今
伝
授
の
意
義
は
重
要
で
あ
り
、
天
皇
家
に

お
い
て
も
重
視
し
た
点
は
宣
長
自
身
も
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
は

い
え
、
和
歌
研
究
の
内
容
上
の
無
意
味
さ
に
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
古
今
伝
授
と
い
う
形
式
の
確
立
し
た
、
常
縁
か
ら
宗
祇

へ
の
古
今
集
の
講
釈
が
文
明
三
年
で
あ
り
、
続
け
て
「百
人

一
首
」
、
翌

年
に
は

「伊
勢
物
語
』
の
講
釈
を
聴
聞
し
、
そ
こ
か
ら

『百
人

一
首
抄
』

が
生
ま
れ
、
「伊
勢
物
語
』
は
宗
祇
自
身
が
講
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
た
な
注
釈
書
が
次
々
と
派
生
し
て
い
っ
た
。
一ホ
祇
の
そ
の
後
の
基
本

と
な
る
古
典
学
の
大
半
は
、
文
明
三
年
か
ら
同
五
年
に
か
け
、
常
縁
説

を
継
承
し
、
そ
こ
か
ら
独
自
の
展
開
を
し
て
い
っ
た
と
い
っ
て
も
よ

い
。
た
だ
、
源
氏
物
語
だ
け
は
常
縁
の
講
釈
を
受
け
た
わ
け
で
は
な



か
っ
た
。一

一　
宗
祇
と
志
多
良

宗
祇
の
名
が
源
氏
物
語
と
の
か
か
わ
り
で
記
さ
れ
る
の
は
、
「弄
花

抄
』
の
朝
顔
巻
に
、

文
明
七
初
秋
下
旬
、
僧
宗
祇
為
弟
子
興
俊
読
之
、
肖
柏
丹
三
歳

と
す
る
記
事
で
、
文
明
七
年
に
宗
祇
は
源
氏
物
語
を
弟
子
の
興
俊

（兼

載
）
の
た
め
に
講
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
猪
苗
代
兼
載
は
十
七
歳
の

年
宗
祇
を
知
り
、
そ
の
後
心
敬
に
師
事
、
後
に
宗
祇
を
助
け
て

「新
撰

菟
玖
波
集
』
の
編
纂
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
源
氏
物

語
の
講
釈
を
受
け
た
の
は
兼
載
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
肖
柏
は
三
十
三

歳
、
そ
の
名
を
記
す
の
は
、
宗
祇
が
兼
載
の
た
め
に
催
し
た
講
筵
に
、

彼
も
列
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
文
明
七
年
に
こ
の
よ
う
に
講
釈
で

き
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
前
に
宗
祇
は
源
氏
物
語
の
伝
授
を
受
け
て

い
た
は
ず
で
、
そ
う
な
る
と

『古
今
集
』
な
ど
と
同
じ
く
文
明
三
、
四

年
前
後
、
彼
が
古
典
文
学
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
っ
た
時
期
と
重
な
っ

て
く
る
。

和
歌
の
伝
統
を
継
承
す
る
連
歌
も
、
古
典
と
の
か
か
わ
り
が
深
く
、

「菟
玖
波
集
」
を
撰
集
し
た
二
条
良
基
も
古
典
学
者
で
も
あ
っ
た
が
、一ホ

祇
は
そ
れ
を
徹
底
し
て
推
進
し
、
自
ら
古
典
研
究
に
も
邁
進
し
た
。
宗

祇
の
出
自
は
定
か
で
な
く
、
古
典
を
継
承
し
て
き
た
堂
上
貴
族
と
は
身

分
的
に
も
大
き
な
懸
隔
が
あ

っ
た
は
ず
で
、
二
条
家
と
か
冷
泉
家
と

冥

望

幹

製

魂

轄

誰

勿

饒

毎

さ
っ
た
奥
田
勲
氏
が

「連
歌
師
―
そ
の
行
動
と
文
学
―
」
に
お
い
て
す
で

に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「出
身
か
ら
し
て
古
今
伝
授
を
受
け
が
た

い
と
思
わ
れ
る

一
介
の
連
歌
僧
が
、
東
国
と
い
う
人
目
の
少
な
い
場

所
」
で
、
常
縁
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
た
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
常
縁

の
名
が
有
名
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
く
、
「東
国
在
住
の
武
家
歌
人

を
選
ん
だ
こ
と
に
、
連
歌
師
宗
祇
の
行
動
様
式
の

一
端
を
見
る
と
い
う

の
は
う
が
ち
過
ぎ
だ
ろ
う
か
」
と
さ
れ
る
。
近
年
の

ｒ
示
祇
』
（人
物
叢

書
）
に
お
い
て
も
、
「
こ
の
伝
授
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一ホ
祇
の
『両

度
聞
書
」
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
事
実
で
、
同
時
代
の
記
録
に
は

ま
っ
た
く
現
れ
な
い
。
い
わ
ば
中
央
の
歌
壇
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ

ろ
で
行
な
わ
れ
た
伝
授
で
あ
り
、
東
家
の
存
続
に
不
安
を
抱
い
た
常
縁

と
、
一
介
の
連
歌
師
と
し
て
中
央
の
歌
人
か
ら
無
視
さ
れ
て
き
た
宗
祇

と
い
う
両
者
の
利
害
が

一
致
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
整
合
性

を
持
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
も
論
じ
る
。
ま
さ
に
、
こ
こ
に
宗
祇

の
い
わ
ば
た
く
ら
み
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
古
今
伝
授
の
継
承
者
と
い
う

証
明
書
を
手
に
し
、
「門
弟
随

一
」
と
い
う
お
墨
付
き
ま
で
得
た
の
で

あ
る
。
京
都
か
ら
す
れ
ば
名
も
な
い
に
等
し
い
、
常
縁
と
い
う
い
わ
ば

東
国
の
武
将
歌
人
か
ら
の
古
典
学
の
吸
収
、
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
あ
れ

ば
、
世
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
は
ず
だ
が
、
彼

は
儀
式
を
通
じ
て
認
可
証
を
入
手
し
、
そ
れ
を
武
器
に
古
今
伝
授
の
形
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式
を
編
み
出
し
て
い
っ
た
。
無
形
の
学
問
継
承
を
、
有
形
の
存
在
に
顕

然
化
し
て
い
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
や
が
て
自
立
し
た
価
値
を
持
ち
始

め
、
後
年
に
宣
長
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
祇
が
文
明
七
年
に
兼
載
に
源
氏
物
語
の
講
釈
を
し
、
そ
の
場
に
肖

柏
ま
で
い
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
う
す
る
と
宗
祇
が
源
氏
物
語
を
相

伝
し
た
の
は
そ
れ
以
前
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
折
し
も
常
縁
の
「古
今
集
』

の
伝
授
の
時
期
と
重
な
っ
て
く
る
。
彼
が
源
氏
物
語
を
相
伝
し
た
背
景

は
、
「紹
巴
抄
」
の
料
簡
に
次
の
よ
う
な
記
述
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

①
髪
に
宗
祇
、
定
家
卿
御
本
の
御
流
を
床
敷
思
は
れ
て
、
志
多
良
奉

公
ノ
人
也
と
云
し
人
に
あ
ひ
申
さ
れ
、
青
表
紙
伝
授
し
て
後
、
猶
不

審
を

一
条
禅
閤
御
所
へ
き
は
め
て
、
三
条
西
殿
内
府
逍
進
院
段
へ
講

釈
申
さ
る
ヽ
と
い
へ
ど
も
、
禁
中
の
ふ
か
き
事
は
、
逍
逢
院
へ
尋

申
さ
れ
し
事
あ
り
、

こ
の
料
簡
の
記
す
と
こ
ろ
は
、
定
家
の
青
表
紙
本
を
宗
祇
が
相
伝

し
、
兼
良
の
源
氏
学
も
継
承
し
て
実
隆
に
伝
え
て
い
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
宗
祇
と

「志
多
良
」
と
に
関
す
る
諸
説
を
示
す
と

次
の
よ
う
に
列
挙
で
き
る
。

②
宗
祇
歌
道
、
古
今
ハ
東
野
州
よ
り
相
伝
也
、
連
歌
は
宗
御
よ
り
伝

る
也
、
源
氏
物
語
は
奉
公
の
志
多
良
と
云
人
よ
り
伝
受
也
、
（書
陵

部

『連
歌
新
式
じ

③
此
物
語
今
ノ
世
二
用
ル
処
宗
祇
よ
り
の
伝
也
、
然
バ
祇
の
師
は
志

多
良
卜
云
人
な
り
、
是
ハ
武
家
ノ
御
所
ノ
奉
公
衆
と
承
及
、
如
何
、

祇
こ
の
物
語
ノ
中
興
と
見
え
た
り
、
（実
践
女
子
大
学

『源
氏
物
語

聟
鍛
鞠馴嚇曜
甦
瞬
む摯
稚
脚
鼓
瞥

り
近
衛
殿

・
牡
丹
花

。
宗
碩
へ
伝
受
な
り
、
（小
汀
文
庫
旧
蔵

「連

歌
新
式
抄
じ

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
宗
祇
の

師
は
志
多
良
で
あ
り
、
そ
の
人
物
は
武
家
に
仕
え
た

「奉
公
の
人
」
で

あ
っ
た
と
い
う
。
足
利
氏
に
仕
え
た

「設
楽
氏
」
か
と
さ
れ
る
ほ
か
、

さ
ま
ざ
ま
考
証
さ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
推
測
に
す
ぎ
な
く
、
身
分
の

低
か
っ
た
者
と
す
る
の
が
、
今
日
の
共
通
し
た
お
お
よ
そ
の
見
解
で
あ

る
。
足
利
氏
か
細
川
氏
か
は
と
も
か
く
、
「奉
公
ノ
人
」
と
す
る
よ
う
に

そ
の
被
官
で
あ
り
、
武
士
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
源

氏
物
語
に
も
精
通
し
、
と
り
わ
け
定
家
本
を
支
持
す
る
立
場
に
い
た
は

ず
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
研
究
者
と
し
て
名
の
あ
る
人
物
で
あ
れ
ば
、

世
に
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
一ホ
祇
が
相
伝
し
た
人
物
と
い
う
こ
と

で
し
か
、
そ
の
存
在
は
知
り
よ
う
が
な
い
。
い
わ
ば
宗
祇
に
よ
っ
て
発

掘
さ
れ
た
人
物
と
い
っ
て
も
よ
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
源
氏
物
語
と
の

結
び
つ
き
な
ど
都
で
は
知
る
人
も
い
な
く
、
歴
史
に
名
を
残
す
こ
と
も

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
志
多
良
と
い
う
人
物
、
そ
れ
は
宗
祇
が

「古
今
集
」
を
受
け
た

常
縁
と
き
わ
め
て
近
似
し
た
存
在
と
い
え
る
。
常
縁
の
別
名
で
は
な
い

か
と
疑
い
た
く
な
る
ほ
ど
だ
が
、
と
も
か
く
志
多
良
が
事
実
だ
と
す
る

と
、
宗
祇
は

『古
今
集
」
だ
け
で
は
な
く
源
氏
物
語
も
ほ
と
ん
ど
世
間
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で
は
知
ら
れ
な
い
人
物
か
ら

「青
表
紙
伝
授
」
を
果
た
し
、
そ
れ
を
都

に
お
け
る
文
化
の
中
枢
の
実
隆
へ
と
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
気

に
宗
祇
は
主
流
に
躍
り
出
る
と
い
う
、
い
わ
ば
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
「古
今
集
」
と
の
違
い
は
、
宗
祇
が
常
縁
を

喧
伝
す
る
か
の
よ
う
に
、
常
縁
か
ら
の
伝
授
を
明
ら
か
に
し
、
記
録
に

留
め
た
の
に
く
ら
べ
、
源
氏
物
語
の
場
合
は
志
多
良
の
存
在
を
、
彼
の

源
氏
物
語
の
注
釈
書
に
ま
っ
た
く
指
摘
も
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

か
ろ
う
じ
て
、
「源
氏
物
語
不
審
抄
出
」
に
お
い
て
、
「梅
の
花
の
事
」

（末
摘
花
）
に

「師
説
の
密
伝
な
り
」
と
し
、
「き
み
は
お
ぼ
し
め
し
ま

は
す
に
」
（明
石
）
に

「師
説
は
う
つ
ヽ
の
人
の
心
だ
に
な
を
く
る
し
と

は
、
大
か
た
の
人
の
い
は
ん
事
だ
に
そ
む
か
ん
は
く
る
し
か
る
べ
し
」

と
、
二
例
だ
け

「師
説
」
の
指
摘
を
見
い
だ
す
。
宗
翻
や
常
縁
と
い
っ

た
連
歌
師
の
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
青
表
紙
本
を
相
伝
し

た
と
す
る
志
多
良
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
も
知
れ
な
い
。

源
氏
物
語
本
文
の
流
伝
史
に
お
い
て
、
定
家
本
が
正
当
な
評
価
を
受

け
、
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
今
川
了
俊
の

『師
説
自
見
集
』

の
頃
か
ら
で
、
こ
の
成
立
が
応
永
十
五
年

（
一
四
〇
八
）
、
二
年
後
に
了

俊
は
青
表
紙
本
の
源
氏
物
語
五
十
四
帖
を
書
写
も
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
流
れ
が
徐
々
に
あ
り
、
そ
の
本
文
を
所
持
し
、
解
釈
も
し
て
い
た

の
が
志
多
良
で
あ
つ
た
。
」ゝ
の
時
代
の
源
氏
物
語
学
者
と
い
え
ば

一
条

兼
良
で
あ
り
、
す
で
に
享
徳
二
年

（
一
四
≡
こ

に

『源
氏
物
語
年
立
』

を
執
筆
、
寛
正
三
年

（
一
四
六
こ

に
は
宮
中
で
の
源
氏
物
語
講
釈
、
そ

の
後

『源
氏
和
秘
抄
」
の
執
筆
、
「花
鳥
余
情
」
の
摘
筆
は
文
明
四
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
に
宗
祇
は
常
縁
か
ら

「門
弟
随

一
」
と
称
賛

さ
れ
、
「伊
勢
物
語
』
の
伝
授
も
受
け
て
い
た
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
源
氏
物
語
の
伝
授
も
こ
れ
以
前
に
は
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
、
碩

学
の
兼
良
を
避
け
る
よ
う
に
、
名
も
な
い
に
等
し
い
志
多
良
か
ら
の
相

伝
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
彼
は
著
作
に
そ
の
名
を
記
さ
な
い
の
は
、
常

縁
ほ
ど
の
身
分
も
な
い
存
在
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
をホ
祇
は
形
式
と
し
て
の
源
氏
物
語
伝
授
を
継
承
し
た
こ
と
を
明

確
に
し
、
し
か
も
そ
れ
が
定
家
本
系
統
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
身
の
正
当
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
兼
良
は
宮
中
で
の

講
釈
に
河
内
本
を
用
い
て
い
た
し
、
「花
鳥
余
情
』
も
河
内
本
に
も
と

づ
い
て
い
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
は
河
内
本
が
主
流

で
あ

っ
た
。
一不
祇
は
そ
れ
に
意
図
し
て
反
旗
を
翻
し
た
と
も
と
れ
よ
う

し
、
名
も
な
い
連
歌
師
と
し
て
は
、
中
央
の
兼
良
に
近
づ
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
だ
け
に
、
ま
ず
基
礎
学
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
相
伝
し
た

源
氏
物
語
が
、
結
果
と
し
て
青
表
紙
本
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ

つヽ
。兼

良
の
学
問
は
絶
大
な
る
存
在
で
あ
っ
た
し
、
源
氏
物
語
に
限
っ
て

も

『花
鳥
余
情
」
は
そ
の
後
の
源
氏
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
、

宗
祇
も
絶
え
ず
身
辺
に
置
い
て
用
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
文
は
、
河
内
本
の
優
位
時
代
か
ら
、
明
ら
か
に
青
表
紙
本
の
交
替
時

期
と
な
っ
て
お
り
、
定
家
本
の
全
盛
時
代
が
訪
れ
る
黎
明
期
で
も
あ
っ

た
。
そ
の
端
緒
を
な
し
た
の
が
宗
祇
で
あ
り
、
志
多
良
か
ら
の
継
承
を

思
う
と
、
」ゝ
の
源
氏
物
語
伝
授
と
い
う
の
は
研
究
史
と
し
て
も
大
き
な
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事
件
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
宗
祇
は

「古
今
集
』
の
講
釈

を
聴
聞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「古
今
集
両
度
聞
書
」
を
作
成
し
、
そ
の

後
の
古
今
伝
授
の
形
式
を
確
立
し
、
も
は
や

「古
今
集
」
に
お
い
て
は

宗
祇
の
存
在
を
無
視
し
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
同
じ
く
、
ど
こ
ま
で

の
た
く
ら
み
か
ど
う
か
不
明
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
は
名
も
な
い
と
こ

ろ
で
得
た
青
表
紙
本
の
本
文
と
秘
説
を
、
貴
顕
の
世
界
に
持
ち
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
古
典
学
の
立
場
を
不
動
の
も
の
に
し
て
い
つ
た

と
も
い
え
よ
う
。

宗
祇
は
文
明
七
年
に
兼
載
に
源
氏
物
語
の
講
釈
を
し
、
つ
い
で
兼
良

の

「源
氏
物
語
年
立
」
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に

『種
玉
編
次
抄
』
（源

氏
雑
乱
抄
）
を
執
筆
す
る
。

○
光
源
氏
の
物
語
巻
の
次
で
、
所
々
み
だ
れ
て
其
心
え
が
た
き
所
お

ほ
し
、
と
り
分
て
か
は
る
中
将
の
巻
よ
り
宇
治
椎
が
本
ま
で
、
五

巻
こ
と
ご
と
く
雑
乱
し
て
分
別
し
が
た
く
、
ふ
か
く
思
ひ
う
る
人

の
上
に
は
く
ら
か
る
べ
き
に
は
あ
ら
ず
、
万
の
道
た
ゞ
お
ろ
か
な

る
を
、
み
ち
び
く
わ
ざ
の
あ
ら
ま
ほ
し
き
事
に
侍
れ
ば
、
管
見
の

は
ゞ
か
り
を
か
へ
り
み
ず
か
き
付
侍
る
べ
し

（序
文
）

と
、
匂
宮
巻
以
下
椎
本
巻
ま
で
の
五
巻
の
年
立
の
雑
乱
に
つ
い
て
、
私

見
を
ま
と
め
た
と
す
る
。
さ
ら
に
跛
文
で
は
、

以
前
か
は
る
中
将
よ
り
椎
が
本
ま
で
の
雑
乱
じ
る
し
侍
り
ぬ
、
又

是
は
あ
げ
ま
き

。
さ
は
ら
び
の
両
巻
の
時
分
、
此
や
ど
り
木

一
巻

の
う
ち
に
侍
れ
ば
、
猶
か
く
の
ご
と
く
し
る
し
侍
る
也
、

文
明
七
年
乙
未
十
二
月

と
す
る
の
に
よ
つ
て
、
以
前
に
匂
宮
巻
以
下
の
五
巻
の
雑
乱
に
つ
い
て

ま
と
め
、
さ
ら
に
宿
木
巻
も
加
え
て

一
書
に
し
た
と
す
る
の
で
、
文
明

七
年
十
二
月
以
前
に
第

一
次
本
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

年
の
七
月
に
は
兼
載
に
源
氏
物
語
の
講
釈
を
催
し
て
い
る
た
め
、
そ
の

折
の
成
果
も
盛
り
込
ま
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
後
文
明
十
三
年
九
月

に
、
「種
玉
編
次
抄
』
は
実
隆
の
書
写
に
よ
つ
て
流
布
し
て
い
く
よ
う

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
宗
祇
の
源
氏
物
語
研
究
は
文
明

七
年
以
前
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
青
表
紙
本
の

伝
授
を
受
け
た
と
す
る
の
は
、
常
縁
か
ら

『古
今
集
』
の
教
え
を
受
け

た
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
く
る
。
和
歌
の
基
本
と
も
い
え
る
「古
今
集
』

と
、
俊
成
の
言
に
よ
っ
て
歌
人
達
が
歌
学
書
と
し
て
尊
重
し
て
き
た

「源
氏
物
語
」
、
こ
の
二
書
を
同
時
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
名
の
知
ら
れ
な

か
っ
た
人
物
か
ら
伝
授
さ
れ
、
し
か
も
す
ぐ
さ
ま
そ
の
成
果
を
基
本
に

し
た
注
釈
書
を
作
成
し
、
講
釈
と
い
う
実
践
活
動
を
し
、
そ
れ
を
貴
顕

へ
も
た
ら
し
て
い
く
と
い
う
、
か
な
り
意
図
的
な
宗
祇
の
た
く
ら
み
が

透
け
て
見
え
る
思
い
が
す
る
。

〓
一　
宗
祇
の
源
氏
学

宗
祇
が
源
氏
物
語
の
講
釈
を
実
践
し
た
の
は
文
明
七
年
、
そ
の
席
に

は
兼
載
や
肖
柏
も
い
た
よ
う
で
、
と
り
わ
け
肖
柏
は
文
明
八
年
に
兼
良

の
講
釈
を
聴
聞
し
て
得
た
成
果
と
を

一
書
に
し
て

「源
氏
物
語
聞
書
』

を
作
成
す
る
。
「弄
花
抄
』
の
奥
書
に
、
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文
明
第
八
仲
夏
初
九
入
眼
畢
、

従
同
年
七
月
中
旬
迄
上
旬
見
合
物
語
畢
、

同
九
年
二
月
重
加
点
之
私
〓
合
占
燃
之
肖
柏

追
聞
書
　
初
聞
之
後
十
四
年

長
享
三
季
春
中
於
種
玉
庵
主
説
、
合
点
之
、

と
あ
り
、
文
明
八
年
五
月
に
宗
祇
の
講
釈
を
聴
聞
し
終
え
た
こ
と
が
記

さ
れ
る
。
文
明
七
年
七
月
に
朝
顔
巻
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
翌

年
の
五
月
に
こ
れ
が
完
了
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
肖
柏
は
こ
の
聴
聞
の
間

書
を
ま
と
め
て

『源
氏
物
語
聞
書
』
を
作
成
す
る
が
、
こ
の
注
記
に
は

「禅
閤
御
説
」
コ

禅
講
釈
」
コ

禅
講
義
」
な
ど
と
す
る
表
現
も
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
肖
柏
は
兼
良
か
ら
も
教
え
を
受
け
、
宗
祇
説

と

一
つ
に
ま
と
め
て
作
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
十
四
年
後
の

長
享
三
年

（
一
四
八
九
）
三
月
に
、
肖
柏
は
ふ
た
た
び
宗
祇
の
講
釈
を

聴
聞
し
、
か
つ
て
の

『源
氏
物
語
聞
書
」
に
追
記
し
て
い
っ
た
。
そ
れ

を
も
と
に
し
て
実
隆
が
作
成
し
た
の
が

「弄
花
抄
』
で
あ
り
、
こ
れ
が

そ
の
後
の
三
条
西
家
の
源
氏
学
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る

（拙
著

『源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
し
。
な
お
、
長
享
三
年
の
講
釈

に
は
肖
柏
の
ほ
か
に
、
藤
原
正
存
も
講
筵
に
列
し
て
い
た
よ
う
で
、
彼

は
肖
柏
と
同
じ
く
聞
書
ノ
ー
ト
を
作
成
し
、
明
応
四
年

（
一
四
九
五
）
に

は
そ
の
資
料
を
基
礎
に
し
て

「
一
葉
抄
」
を
作
成
す
る
が
、
そ
の
経
緯

は
巻
末
に
肖
柏
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

宗
祇
の
講
釈
が
肖
柏
の

『源
氏
物
語
聞
書
」
を
生
み
、
藤
原
正
存
も

別
に
聞
書
ノ
ー
ト
を
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ

『弄
花
抄
』
や
「
一
葉
抄
』
に

成
長
す
る
と
い
う
、
具
体
的
な
成
果
と
な
っ
て
世
に
現
れ
て
く
る
と
、

「古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
」
と
と
も
に
、
徐
々
に
宗
祇
の
古
典
学
者
と

し
て
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
文
明
九
年
七
月

十

一
日
と
十
二
日
の
両
日
、
一ホ
祇
は
種
玉
庵
に
お
い
て
〒
木
巻
を
講
釈

し
、
そ
れ
に
実
隆
も
加
わ
っ
て
い
る
。
記
録
で
知
ら
れ
る
限
り
の
、
宗

祇
と
実
隆
と
の
初
め
て
の
接
触
だ
が
、
肖
柏
の
誘
い
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
か
、
こ
れ
以
降
二
人
は
急
速
に
親
密
の
度
を
加
え
て
い
く
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
よ
り
後
の
文
明
十
七
年
六
月
二
十
三
日
の
『実
隆
公
記
」
に
、

晴
、
向
徳
大
寺
、
宗
祇
法
師
令
誘
引
之
、
今
日
言
木
巻
講
之
、
右

府

・
大
納
言
入
道
栄
雅
・
下
官

・
姉
小
路

。
小
倉

・
真
乗
院
僧
正

・

師
富
朝
臣
等
聴
聞
之
、
講
席
了
被
勧

一
蓋
、

と
、
実
淳
邸
で
の
宗
祇
に
よ
る
帝
木
巻
の
講
釈
、
七
月
七
日
の
条
に
は
、

抑
今
朝
宗
祇
携
〒
木
巻
抄
出
新
作

一
帖
来
、　
一
見
有
興
、

と
記
す
。
こ
こ
で
の

「帯
木
巻
抄
出
」
と
は

「帯
木
別
註
』
（雨
夜
談
抄
）

を
指
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
淳
邸
で
の
講
釈
の
折
に
宗
祇
は
自
ら
の
考

え
を
披
渥
し
、
実
隆
な
ど
か
ら
ぜ
ひ

一
書
に
し
て
ほ
し
い
と
求
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
宗
祇
は

「源
氏
物
語
不
審
抄
出
』
の
言
木
巻
に

お
い
て
、

此
巻
は
始
終
と
も
に
そ
の
心
を
ゑ
が
た
し
、
し
か
る
あ
ひ
だ
委
曲

別
の
物
あ
り
、

と
す
る
の
が
、
「言
木
巻
抄
出
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
宗
祇
は
、

源
氏
物
語
五
十
四
帖
の
う
ち
で
も
、
〒
木
巻
を
重
視
す
る
立
場
に
あ

り
、
「此
巻
の
名
な
れ
ど
、
此
物
語
五
十
四
帖
に
を
よ
ぼ
す
名
也
」
と
す
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る
よ
う
に
、
言
木
巻
を
物
語
の
始
発
的
な
位
置
に
置
く
考
え
を
示
す
。

も

っ
と
も
、
こ
の
考
え
は
宗
祇
独
自
の
説
で
は
な
く
、
兼
良
の

「花
鳥

余
情
」
に
す
で
に
見
え
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
考
え

を
推
進
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
文
明
九
年
の
、
実
隆
の
参
列
し
た
種

玉
庵
で
の
言
木
巻
の
講
釈
も
、
」ゝ
の
よ
う
な
文
脈
の
も
と
に
読
む
必
要

が
あ
る
。

宗
祇
は
連
歌
師
仲
間
を
通
じ
て
実
隆
と
知
り
合
う
と
と
も
に
、
当
代

の
碩
学
で
あ
り
、
源
氏
物
語
研
究
の
権
威
者
で
も
あ
っ
た

一
条
兼
良
に

も
接
近
し
て
い
っ
た
。
「弄
花
抄
」
に
、

一
答
ト
ハ
文
明
第
九
宗
祇
法
師
所
々
不
審
問
題
後
成
恩
寺
禅
閤
答

也
、
肖
柏
写
本
、

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
兼
良
へ
の
質
問
に
対
し
て
返
答
注
を
得
て
お

り
、
」ゝ
れ
に
よ
り
宗
祇
は
兼
良
の
源
氏
学
の
相
伝
者
と
し
て
認
知
さ
れ

た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
本
来
の
源
氏
学
の
伝
授
か
ら
す
る
と
、
兼
良

か
ら
受
け
る
の
が
筋
な
の
だ
ろ
う
が
、
一ホ
祇
は
傍
流
の
志
多
良
か
ら
源

氏
物
語
の
本
文
と
源
氏
学
を
受
け
、
自
ら
も
講
釈
を
し
な
が
ら
注
釈
書

を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
兼
良
と
は
対
等
に
近
い
立
場
に

な
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
降
、
宗
祇
は

『古

今
集
』
や

「伊
勢
物
語
」
の
講
釈
を
各
地
で
催
し
、
そ
こ
か
ら
ま
た
新

し
い
注
釈
書
が
派
生
し
て
い
く
と
い
う
、
一ホ
祇
の
存
在
は
古
典
学
者
と

し
て
の
確
固
た
る
地
歩
を
固
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
道
筋
を
つ

け
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
三
条
西
実
隆
の
存
在
だ
っ
た
。

源
氏
物
語
に
つ
い
て
は
注
目
す
べ
き
は
、
文
明
十
七
年

（
一
四
八
五
）

間
三
月
二
十
八
日
か
ら
始
ま
っ
た
、
一不
祇
と
肖
柏
に
よ
る
源
氏
物
語
の

実
隆
邸
で
の
源
氏
物
語
講
釈
で
、
そ
の
日
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記

す
。

午
後
招
宗
祇

・肖
柏
同
来
、
源
氏
物
語
葵
巻
読
之
、
事
了
羞

一
蓋
、

と
あ
り
、
つ
い
で
四
月
三
日
に
、

晴
、
宗
祇

・
肖
柏
来
、
源
氏
物
語
葵
巻
終
功
、

と
、
一示
祇
と
肖
柏
に
よ
る
源
氏
物
語
の
葵
巻
か
ら
の
講
釈
が
始
ま
っ
て

い
く
。
葵
巻
以
前
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
と

も
か
く
こ
れ
以
降
巻
の
順
に
し
た
が
い
な
が
ら
講
釈
が
進
め
ら
れ
て
い

く
。
翌
年
の
六
月
十
日
に
、

今
朝
源
氏
物
語
浮
舟
巻
宗
祇
読
之
、

と
あ
り
、
続
け
て
十

一
日
、
十
二
日
、
十
三
日
、
十
四
日
、
十
五
日
、
十

六
日
と
連
日
催
さ
れ
、
十
八
日
に
は
、

晴
、
源
講
今
日
終
其
功
了
、
為
謝
之
晩
頭
向
宗
祇
法
師
庵
、
種
玉
庵
、

帰
路
参
入
江
殿
、

と
終
了
す
る
が
、
こ
れ
は
進
み
具
合
か
ら
す
る
と
夢
浮
橋
巻
ま
で
読
了

し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
と
平
行
し
て
、
宗
祇
は
六
月

一
日
か
ら
実
隆

邸
で

『伊
勢
物
語
』
の
講
釈
も
始
め
て
お
り
、
宗
祇
の
古
典
学
は
実
隆

へ
急
速
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
。

実
隆
が
源
氏
物
語
の
注
釈
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一不

祇

。
肖
柏
に
よ
る
講
釈
が
開
始
さ
れ
る
直
前
の
、
文
明
十
七
年
門
三
月

二
十

一
日
条
に
、

晴
、
源
氏
物
語
五
十
四
帖
書
写
之
功
今
日
終
之
、
周
備
千
万
令
自



愛
者
也
、
及
晩
宗
祇

。
肖
柏
等
来
、
歌
道
清
談
顔
有
其
興
、

と
、
実
隆
が
源
氏
物
語
五
十
四
帖
を
書
写
し
た
こ
と
と
か
か
わ
る
で
あ

ろ
う
。
書
写
し
終
え
た
夜
、
宗
祇
と
肖
柏
が
訪
れ
、
「歌
道
」
に
つ
い
て

話
を
し
、
彼
は
す
こ
ぶ
る
関
心
を
持
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
か
ら
源

氏
物
語
の
講
釈
の
話
と
な
り
、
七
日
後
の
開
始
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
実
隆
が
初
め
て
源
氏
物
語
の
書
写
に
向
か
っ
た
の
は
、
文
明
十
三

年
三
月
八
日
で
、
「終
日
無
事
、
源
氏
物
語
書
之
」
と
す
る
の
が
そ
の
最

初
の
記
事
で
あ
る
。
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
た
の
か
明
ら

か
で
な
い
が
、
文
明
十
五
年
七
月
十

一
日
に

「今
日
不
出
仕
、
源
氏
物

語
宇
治
第

一
始
而
立
筆
」
と
あ
る
の
で
、
す
で
に
正
編
の
書
写
は
終
え

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
こ
か
ら
最
後
の
巻
ま
で
は
な
か
な
か

書
写
の
作
業
は
は
か
ど
ら
ず
、
や
っ
と
終
え
た
の
が
右
の
文
明
十
七
年

間
三
月
二
十

一
日
で
あ
っ
た
。

実
隆
は
こ
の
よ
う
に
し
て
所
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
源
氏
物
語
本
文

は
、
自
家
の
伝
本
と
し
て
大
切
に
し
て
い
た
よ
う
で
、
四
月
十
七
日
に

は
、

今
日
終
日
安
閑
、
源
氏
物
語
明
石
、
澪
標
、
蓬
生
、
関
屋
、
浮
舟
、
五
帖

校
合
之
、

と
す
る
記
事
も
見
い
だ
す
。
実
隆
が
書
写
し
た
五
十
四
帖
の
依
拠
し
た

本
文
は
不
明
な
が
ら
、
文
明
十
八
年
十
月

一
日
条
に
、

自
親
王
御
方
新
写
源
氏
物
語
料
紙
仮
閉
事
被
仰
之
、
借
請
宗
祇
法

師
本
大
概
□
合
沙
汰
進
上
了
、

と
あ
り
、
以
下

一
部
を
引
く
と
、

源
氏
物
語
夕
顔
巻
、
令
進
上
宮
御
方
了
、
（十
一
月
一一一日
）

明
石
巻
新
写
御
料
紙
自
親
王
御
方
被
下
之
、
（十
一
月
五
日
）

雨
降
、
親
王
御
方
源
氏
御
本
須
磨
、
書
写
之
、
（文
明
十
九
年
正
月
九

日
）

な
ど
と
、
実
隆
は
勝
仁
親
王

（後
柏
原
天
皇
）
の
求
め
に
よ
っ
て
源
氏
物

語
の
書
写
を
進
め
て
お
り
、
一二
月
二
十
三
日
に
「親
王
御
方
源
氏
御
本

柏
木
、
書
之
」
と
あ
る
の
で
、
全
巻
の
書
写
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
年
の
十
月

一
日
条
に
、
親
王
か
ら
源
氏

物
語
書
写
の
料
紙
が
届
け
ら
れ
、
仮
綴
じ
を
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
た

め
、
実
隆
は
宗
祇
の
本
を
借
り
、
そ
の
真
似
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
本

と
い
う
の
は
、
文
明
十
八
年
八
月
四
日
に
、

抑
宗
祇
新
写
源
氏
物
語
外
題
五
十
四
帖
、
今
日
染
筆
了
、

と
す
る
、
実
隆
が
外
題
を
染
筆
し
た
、
宗
祇
書
写
の
五
十
四
帖
本
を
さ

す
の
で
あ
ろ
う
。
を示
祇
は
早
く
か
ら
源
氏
物
語
の
揃
い
本
を
所
持
し
て

い
た
は
ず
で
、
そ
れ
は
青
表
紙
本
で
あ
っ
た
。
宗
祇
の
も
と
で
言
木
巻

の
講
釈
を
聴
聞
し
た
実
隆
は
、
源
氏
物
語
に
関
心
を
示
し
、
自
ら
も
所

持
す
る
こ
と
を
望
み
、
一示
祇
本
を
用
い
て
書
写
し
始
め
た
の
が
文
明
十

三
年
二
月
、
終
え
た
の
が
文
明
十
七
年
間
三
月
、
そ
れ
を
用
い
て
の
親

王
家
の
新
写
本
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
そ
れ
が
今
日
伝
来
す
る
三
条
西
家
本
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か

は
、
明
ら
か
で
な
い
点
も
存
す
る
。
日
本
古
典
大
系
本
の
底
本
と
な
っ

た
書
陵
部
本
末
に
は
、

此
物
語
以
青
表
紙
証
本
終
全
部
之
書
功
者
也
　
亜
椀
下
拾
遺
小
臣
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（花
押
）

と
、
実
隆
筆
の
花
押
が
付
さ
れ
る
。
た
だ
こ
の
本
文
は
、
現
存
す
る
肖

柏
本
と
近
似
し
、
青
表
紙
本
の
範
疇
に
あ
る
と
は
い
え
、
河
内
本
の
要

素
も
多
分
に
継
承
す
る
伝
本
で
あ
る
。
実
隆
に
は
、
宗
祇
か
ら
直
接
伝

え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
度
肖
柏
の
手
を
経
由
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
知
る
本
文
と
し
て
は
、
一二
条
西
家
証
本
と
さ
れ
る
日
本

大
学
本
の
識
語
で
、
花
宴
巻
に
、

本
肖
柏
筆

以
京
極
黄
門
定
家
卿
自
筆
校
合
畢

享
禄
三
年
正
月
十
九
日
書
写
之
了

奥
入
以
別
紙
写
之
三
月
廿
八
日

一
校
了
　
桑
門
尭
空
七
十
二ハ歳

と
あ
り
、
翌
享
禄
四
年

（
一
三
二
こ

に
書
写
と
校
合
を
終
え
て
い
る
。

実
隆
は
生
涯
に
幾
度
も
源
氏
物
語
の
書
写
を
し
て
お
り
、
そ
の
出
発
は

宗
祇
所
持
本
で
あ
り
、
肖
柏
転
写
本
を
経
由
し
て
の
こ
と
で
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
青
表
紙
本
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

宗
祇
が
定
家
筆
の
青
表
紙
本
を
実
隆
の
も
と
に
も
た
ら
し
た
の
は
、

長
享
元
年

（
一
四
八
七
）
三
月
三
十
日
の
こ
と
、
そ
こ
に
は
、

朝
間
宗
祇
法
師
来
、
古
今
集
珈
有
申
合
之
事
、
青
表
紙
正
本
言
木

巻
令
見
之
、
感
□
者
也
、

と
あ
り
、
翌
四
月

一
日
に
は

「昼
間
〒
木
巻
校
合
」
と
す
る
。
宗
祇
が

も
た
ら
し
た
の
は
、
言
木
巻

一
帖
だ
け
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
実
隆
は
感

嘆
し
、
翌
日
に
は
架
蔵
本
と
校
合
を
し
て
い
る
。
宗
祇
は
、
こ
の
よ
う

に
自
ら
の
古
典
学
を
実
隆
に
相
伝
し
て
い
る
の
は
、
実
隆
を
育
て
、
自

ら
の
古
典
学
の
継
承
者
と
し
て
い
こ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

な
お
、
最
近
出
現
し
た
大
正
大
学
蔵
源
氏
物
語
五
十
四
帖
は
、
延
徳

二
年

（
一
四
九
〇
）
の
暮
に
下
冷
泉
政
為
、
近
衛
政
家
、
徳
大
寺
実
淳
、

一
条
冬
良
等
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
各
筆
本
で
、
本
文
は
三
条
西
家
本

の
系
統
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
実
隆
は
文
明
十
三
年
三
月
以
降
、
同

十
五
年
に
か
け
て
書
写
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
用
い
て
の
転
写
本

だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
、
早
い
段
階
で
の
三
条
西
家
本
を
知
る
本
文
と
し

て
貴
重
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
宗
祇
の
発
掘
し
た
青
表
紙
本
が
三

条
西
家
に
伝
わ
り
、
さ
ら
に
広
く
室
町
の
貴
紳
た
ち
に
継
承
さ
れ
、
そ

の
結
果
青
表
紙
本
が
以
後
の
本
文
の
主
流
に
な
っ
た
歴
史
的
な
意
義
も

存
す
る
と
い
え
る
。

四
　
一ボ
祇
古
典
学
の
継
承
と
展
開

宗
祇
が
獲
得
し
た
古
典
学
は
、
そ
の
後
連
歌
師
や
実
隆
に
さ
ま
ざ
ま

に
継
承
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
で
多
用
な
注
釈
書
の
発
生
を
見
る
。

古
典
学
者
と
し
て
は
は
る
か
に

一
流
で
あ
っ
た

一
条
兼
良
は
、
文
学
に

限
ら
ず
、
思
想
、
漢
学
、
神
道
、
有
職
故
実
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に

関
心
を
い
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
す
ぐ
れ
た
数
限
り
な
い
著
作
や

作
品
を
残
し
た
。
そ
の
影
響
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
、
後
世
の
人
々
は

著
作
物
を
利
用
し
た
。
冬
良
が
存
在
し
た
と
は
い
え
、
学
問
そ
の
も
の

は
ほ
ぼ

一
代
で
終
結
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
宗
祇
の
古
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典
学
は
、
実
隆
と
い
う
よ
き
継
承
者
に
め
ぐ
り
あ
い
、
そ
の
後
の
古
典

学
の
方
向
や
あ
り
方
を
変
革
し
た
と
こ
ろ
に
、
ま
た
異
な
っ
た
意
味
で

の
大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
宗
祇
の
示
し
た
方
向
が
、
実

隆
に
深
く
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う

に
仕
向
け
た
の
は
宗
祇
で
あ
り
、
か
な
り
野
心
的
な
考
え
で
も
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す
べ
て
宗
祇
が
創
出
し
た
の
で
は
な
く
、
前

の
代
か
ら
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
、
宗
祇
は
先
取
り
し
、
そ
れ
を
主
張

し
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。

宗
祇
の
源
氏
物
語
の
功
績
は
、
大
き
く
は
四
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
と

思
う
。
ま
ず
第

一
は
本
文
を
青
表
紙
本
に
変
え
て
い
っ
た
点
で
、
兼
良

の
河
内
本
は
三
条
西
家
に
お
い
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実

隆
以
降
の
本
文
は
、
宗
祇
本
に
つ
な
が
る
肖
柏
本
や
、
一二
条
西
家
か
ら

の
派
生
本
で
、
連
歌
師
た
ち
を
巻
き
込
み
な
が
ら
流
布
本
と
し
て
の
位

置
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
」ゝ
の
青
表
紙
本
へ
の
方
向
は
、
そ
の
後
室
町
、

江
戸
期
を
通
じ
て

一
般
化
し
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
も
、
も
は
や
河
内

本
や
別
本
で
源
氏
物
語
を
読
む
者
が
い
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

状
況
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
が
推
し
量
ら
れ
る
。

二
つ
目
は
、
物
語
の
読
み
の
方
法
で
、
言
木
巻
の
重
視
と
と
も
に
、

「雨
夜
談
抄
」
に
お
い
て
、
作
者
介
入
の
詞
と
し
て
「草
子
の
地
」
な
る

用
語
を
初
め
て
用
い
、
「紫
式
部
が
詞
」
と
使
い
分
け
た
こ
と
で
あ
る
。

物
語
の
文
章
は
、
た
ん
な
る
場
面
の
叙
述
だ
け
で
は
な
く
、
語
り
手
が

場
面
に
口
を
は
さ
む
表
現
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
の
指
摘
を
し
て

い
っ
た
の
は
兼
良
の

「花
鳥
余
情
」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
宗
祇
は
そ

れ
を
さ
ら
に
具
体
的
に
分
類
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
」ゝ
の
読
み
の
方

法
は
、
や
が
て
三
条
西
家
に
継
承
さ
れ
、
「草
子
地
」
と
し
て
統

一
さ

れ
、
出
典
考
証
を
中
心
と
し
た
語
釈
は
、
兼
良
、
宗
祇
を
経
て
、
鑑
賞

的
な
立
場
か
ら
の
読
み
が
深
め
ら
れ
て
い
く
。
物
語
の
語
り
と
い
う
問

題
は
、
成
立
論
や
作
品
の
構
造
論
と
も
か
か
わ
り
、
文
体
論
か
ら
の
視

点
に
お
い
て
も
今
な
お
新
し
い
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
続
け
ら
れ
て
い
る

の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

三
つ
め
の
注
釈
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
実
隆
は
本

文
の
書
写
を
呆
た
す
と
、
続
い
て
宗
祇
、
肖
柏
か
ら
か
な
り
詳
細
な
源

氏
物
語
の
講
釈
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
講
釈
に
限
っ
て
も
、
実

隆
は
六
十
回
ば
か
り
記
述
し
て
い
る
の
に
よ
っ
て
、
彼
の
熱
意
の
ほ
ど

が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
宗
祇
や
肖
柏
の
情
熱
を
込
め
た
営
み

で
も
あ
っ
た
。
宗
祇
の
教
え
を
ま
と
め
た
肖
柏
の

『源
氏
物
語
聞
書
」

は
、
や
が
て
実
隆
の
手
に
よ
っ
て

『弄
花
抄
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

そ
の
後
三
条
西
家
に
お
い
て
源
氏
物
語
研
究
は
家
の
学
問
と
し
て
公

条
、
実
枝
へ
と
継
承
さ
れ
、
注
釈
書
も

『細
流
抄
」
「明
星
抄
』
『山
下

水
」
な
ど
と
結
実
し
て
い
く
。
室
町
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の

源
氏
学
は
、
い
わ
ば
三
条
西
家
の
説
の
祖
述
が
大
半
を
占
め
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

最
後
に
四
つ
め
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
実
隆
の
手
に
よ
っ
て
作

り
出
さ
れ
た

「源
氏
物
語
系
図
』
の
存
在
で
、
文
明
十
八
年
六
月
に
、

宗
祇

・
肖
柏
に
よ
る
源
氏
物
語
の
講
釈
が
終
了
し
た
直
後
か
ら
、
系
図

の
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
の
系
図
は
、
古
系
図
と
今
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日
か
ら
は
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
青
表
紙
本
が
出
現
す
る
以
前
の
、
院
政

か
ら
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
系
図
を
用
い
て
の
読
み
で
あ

っ
た
。
た

だ
、
そ
れ
だ
と
青
表
紙
本
と
は
本
文
が
異
な
る
だ
け
に
、
登
場
し
な
い

人
物
と
か
、
呼
称
の
問
題
で
、
人
物
の
比
定
が
む
つ
か
し
く
な
っ
て
く

る
。
宗
祇

・
肖
柏
の
講
釈
の
場
で
も
そ
れ
が
話
題
に
な
っ
た
は
ず
で
、

実
隆
は
そ
れ
ま
で
の
系
図
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
。
文
明
十
九
年
二
月

四
日
の
条
に
、

源
氏
物
語

一
部
電
覧
終
功
、
系
図
之
内
不
審
所
々
粗
加
潤
色
、
相

談
肖
柏
、
宗
祇
等
者
也
、

と
あ
り
、
長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
二
月
二
十
日
に
は
、

右
大
弁
宰
相
来
、
宗
祇
法
師

・玄
清
法
師
来
、
源
氏
系
図
談
合
、
大

略
治
定
了
、

と
、
こ
の
年
に
宗
祇
等
と
の
相
談
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
実
隆
は
系
図
を
完
成

さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
の
が
、
長
享
二
年
本
で
、

こ
の
後
も
実
隆
は
改
訂
し
て
い
き
、
今
日
で
は
さ
ら
に
明
応
八
年
本
、

文
亀
四
年
本
、
永
正
九
年
本
と
、
諸
本
を
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

宗
祇
の
自
ら
の
源
氏
学
を
後
世
に
伝
え
た
い
と
い
う
願
い
は
、
想
像

以
上
に
実
隆
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
き
、
死
後
の
な
り
ゆ
き
は
知
ら

な
い
こ
と
と
い
え
、
一ホ
祇
の
た
く
ら
み
は
ま
さ
に
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を

見
せ
て
い
っ
た
。

明
応
九
年

（
一
五
〇
〇
）
宗
祇
八
十
歳
、
「河
海
花
鳥
余
情
抄
出
」
の

末
尾
に
、

此
四
帖
者
予
五
十
有
余
之
比
、
河
海
花
鳥
之
中
令
抄
出
者
也
、
今

八
旬
之
末
門
弟
宗
碩
云
道
之
志
依
異
他
、
両
部
之
抄
出
所
譲
置

也
、
明
応
九
年
六
月
九
日
　
宗
祇

と
、
一二
十
年
ば
か
り
前
に
抄
出
し
て
所
持
し
て
い
た
書
を
、
門
弟
の
宗

碩
に
譲
与
す
る
に
い
た
る
。
晩
年
の
寿
命
の
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
の
を

悟
り
、
自
分
の
進
め
た
源
氏
学
を
継
承
す
る

一
人
と
し
て
宗
碩
を
選

び
、
長
年
用
い
て
き
た
注
釈
書
を
手
放
し
た
の
で
あ
る
。
宗
碩
は
そ
の

後
源
氏
学
者
と
し
て
注
釈
書
も
作
成
し
て
い
く
が
、
一不
祇
は
そ
の
行
く

末
を
見
通
し
て
の
所
為
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に

「源
氏
物
語
不
審
抄
出
』
の
巻
末
に
は
、

此

一
冊
宗
祇
法
師
抄
出
之
所
也
、
令
可

一
覧
由
、
其
後
下
向
関
東

於
相
模
卒
去
、
尤
可
嘆
而
已

か
た
み
と
も
そ
の
世
に
い
は
ぬ
心
ま
で
ふ
か
く
か
な
し
き
筆
の

跡
か
な
　
富
小
路
俊
通

と
、
宗
祇
は
最
後
の
関
東
へ
の
下
向
の
折
、
俊
通
に

一
覧
す
る
よ
う
に

と

一
書
を
譲
り
渡
し
た
と
い
う
。
一ポ
祇
が
越
後
へ
向
か
っ
て
都
を
離
れ

た
の
は
明
応
九
年
七
月
十
七
日
、
宗
祇
は
帰
京
も
か
な
わ
ず
、
一
一年
後

の
七
月
三
十
日
に
箱
根
の
湯
元
で
八
十
二
年
の
生
涯
を
終
え
た
の
で
あ

る
。
み
ず
か
ら
の
注
釈
書
を
伝
え
る
こ
と
、
実
隆
は
予
想
を
越
え
た
宗

祇
の
継
承
者
と
な
っ
た
の
だ
が
、
さ
ら
に
彼
は
自
ら
の
意
思
を
門
弟
た

ち
に
継
承
さ
せ
よ
う
と
の
強
い
意
図
の
現
れ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

注（１
）
「付
記
」
に
記
し
た
研
究
集
会
に
お
け
る
講
演
の
、
奥
田
勲
氏

「宗
祇
研
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究
の
現
在
」
に
よ
る
。

関
連
年
表

文
明
三
年

（
一
四
七
こ

五
十

一
歳

文
明
四
年

（
一
四
七
一
じ

五
十
二
歳

文
明
七
年

（
一
四
七
五
）
五
十
五
歳

文
明
八
年

（
一
四
七
ユＣ

五
十
六
歳

文
明
九
年

（
一
四
七
七
）
五
十
七
歳

文
明
十
年

（
一
四
七
八
）
五
十
八
歳

文
明
十

一
年

（
一
四
七
九
）
五
十
九
歳

文
明
十
二
年

（
一
四
人
○
）
六
十
歳

文
明
十
三
年

（
一
四
八
こ

エハ
十

一
歳

文
明
十
五
年

（
一
四
八
一こ

エハ
十
三
歳

付
記
　
本
稿
は
、
二
〇
〇

一
年
六
月
三
〇
日
、
七
月

一
日
に
広
島
大
学
附
属
図

書
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
「連
歌
師
宗
祇
法
師
五
〇
〇
年
遠
忌
金
子
金
治
郎

博
士
三
回
忌
国
際
研
究
集
会
」
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

正
月
二
十
八
日
　
東
常
縁
の

『古
今
集
』
受
講
、
四
月
八
日
講
了

六
月
十
二
日
～
七
月
二
十
五
日
　
常
縁
の

『古
今
集
」
再
度
聴
聞

八
月
頃
　
常
縁
の

「百
人

一
首
』
の
講
釈
聴
聞

五
月
　
『古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』

六
月
～
八
月
　
常
縁
の

「伊
勢
物
語
』
講
釈
の
聴
聞
、
注
記
伝
授

七
月
　
を示
祇
、
興
俊

（兼
載
）
の
た
め
に
源
氏
物
語
講
釈

（朝
顔
巻
）

十
二
月
　
「種
玉
編
次
抄
』
含
源
氏
雑
乱
抄
じ

五
月
　
兼
良

・
宗
祇
の
講
釈
に
よ
り
、
肖
柏
は

「源
氏
物
語
聞
書
』
作
成

七
月
十

一
日
　
同
十
二
日
　
種
玉
庵
で
帯
木
巻
講
釈
、
実
隆
出
座

九
月
以
前
　
一ホ
祇
、
兼
良
か
ら
源
氏
物
語
の
不
審
の
注
記
を
相
伝

含
弄
花
抄
」
一
答
）

四
月
十
八
日
　
『百
人

一
首
抄
』

二
月
　
越
後
に
お
い
て

「伊
勢
物
語
』
講
釈
↓

『伊
勢
物
語
宗
長
抄
』

摂
津
で
の

「伊
勢
物
語
』
講
釈

三
月
以
降
、
同
十
五
年
に
源
氏
物
語
本
文
の
書
写

八
月
十
八
日
以
降
　
種
玉
庵
に
て

「古
今
集
』
講
釈
、
肖
柏
聴
聞

九
月
二
十

一
日
　
実
隆
に

『種
玉
編
次
抄
』
の
書
写
依
頼

十
月
　
『古
今
集
』
講
釈
、
肖
柏
に
古
今
伝
授

二
月
以
前
　
『万
葉
抄
』
作
成
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文
明
十
六
年

（
一
四
八
四
）
六
十
四
歳

文
明
十
七
年

（
一
四
八
五
）
六
十
五
歳

長
享
元
年

（
一
四
八
七
）
六
十
七
歳

長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
六
十
八
歳

延
徳
元
年

（
一
四
八
九
）
六
十
九
歳

明
応
元
年

（
一
四
九
一
じ

七
十
二
歳

明
応
四
年

（
一
四
九
五
）
七
十
五
歳

明
応
五
年

（
一
四
九
二Ｃ

七
十
六
歳

明
応
九
年

（
一
五
〇
〇
）
八
十
歳

文
亀
元
年

（
一
五
〇
こ

八
十

一
歳

文
亀
二
年

（
一
五
９

じ

八
十
二
歳

永
正
元
年

（
一
五
〇
四
）

十

一
月
　
『自
讃
歌
注
』

十
二
月
六
日
　
『古
今
集
』
講
釈

間
三
月
二
十
八
日
以
降
　
一二
条
西
実
隆
邸
に
て
源
氏
物
語
講
釈

四
月
十

一
日
以
降
　
『古
今
集
』
講
釈

六
月

一
日
以
降
　
一二
条
西
実
隆
邸
に
て

「伊
勢
物
語
』
講
釈

六
月
二
十
三
日
　
徳
大
寺
実
淳
邸
に
て
宗
祇
の
〒
木
巻
講
釈

七
月
　
「雨
夜
談
抄
」
（帯
木
別
註
）
作
成
か

二
月
三
十
日
　
宗
祇
、
青
表
紙
本
言
木
持
参

四
月
　
実
隆
へ
の
古
今
伝
授

三
月
　
実
隆
は
宗
祇

。
肖
柏
と

「源
氏
物
語
系
図
』
の
作
成

肖
柏
、
宗
祇
の
源
氏
物
語
講
釈
聴
聞

（「源
氏
物
語
聞
書
し

十

一
月
十
五
日
　
実
隆
邸
で
の
源
氏
物
語
論
談

正
月
　
藤
原
正
存
、
宗
祇
の
講
釈
を
も
と
に
し
て

「
一
葉
抄
』
作
成

四
月
二
十
三
日
　
東
素
純
に

『伊
勢
物
語
」
「詠
歌
大
概
』
の
講
釈

十

一
月
十

一
日
　
実
隆
邸
へ

「源
氏
物
語
内
不
審
抄
出
」
を
持
参

六
月
九
日
　
「河
海
花
鳥
抄
出
」
を
宗
碩
に
譲
渡

七
月
十
七
日
　
富
小
路
俊
通
に

『源
氏
物
語
不
審
抄
出
』
を
託
す

六
月
七
日
～
九
月
十
八
日
　
越
後
国
府
で
の

『古
今
集
』
講
釈

（「宗
碩
聞
書
じ

七
月
三
十
日
　
箱
根
湯
本
に
て
素
純
に

『古
今
集
』
伝
授
書
付
与
、
同
日
没

実
隆
は
肖
柏
の

『源
氏
物
語
聞
書
』
を
基
礎
と
し
た

「弄
花
抄
』
の
作
成
着
手
。
永
正
七
年
八
月
に
第
二

次
本
成
立

（い
い
。
は
る
き
）


