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伝
国
冬
本
源
氏
物
語
の
世
界

―
藤
裏
葉
巻
を
め
ぐ

っ
て
―

は
じ
め
に

源
氏
物
語
の
研
究
史
に
於
い
て
、
平
成
十
四
年
十
月
の

『
源
氏
物
語

別
本
集
成
』
（伊
井
春
樹

。
伊
藤
鉄
也

・
小
林
茂
美
編
　
お
う
ふ
う
）
の
完

成
は
極
め
て
大
き
な
出
来
事
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
拠

っ
て
、
我
々
は
こ

の
物
語
が
全
巻
に
亘

っ
て
知
ら
れ
ぎ
る
豊
潤
且
つ
放
逸
な
世
界
を
有
す

る
事
実
に
、
包
括
的
に
接
す
る
事
が
可
能
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
源

氏
物
語
の

〈別
の
物
語
世
界
〉
に
つ
い
て
は
既
に
先
学
諸
氏
の
様
々
な

ア
プ

ロ
ー
チ
が
あ
り
は
し
た
が
、
『
別
本
集
成
』
完
成
に
拠

っ
て
、
こ

の
物
語
の
世
界
を
兎
角
唯

一
無
二
と
し
が
ち
な

〈幻
想
〉
が
打
ち
砕
か

れ
る
傾
向
に
、　
一
層
拍
車
が
掛
け
ら
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

稿
者
は
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
別
本
と
さ
れ
る
伝
国
冬
本
に
着
目
し

考
察
を
進
め
て
い
る
。
伝
国
冬
本
と
は
、
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
津
守

国
冬
の
筆
と
さ
れ
る
鎌
倉
末
期
成
立
の
十
二
巻
十
二
冊
と
室
町
末
期
成

立
の
四
十
二
巻
四
十
二
冊
計
五
十
四
巻
五
十
四
冊
か
ら
成
る
、
別
本
と

類
別
さ
れ
る
伝
本
の
こ
と
で
あ
り
、
現
在
は
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書

館
が
貴
重
書
と
し
て
蔵
書
し
て
い
る
。
本
文
状
況
と
し
て
は
、
十
八
巻

越
野
　
優
子

に
も
及
ぶ
錯
簡

・
脱
落
を
有
し
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
解
明
が
遅
れ

て
は
来
た
が
、
最
古
の
本
文
と
さ
れ
る
絵
詞
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る

巻
巻
も
あ
り
、
そ
し
て
鎌
倉
末
期
本
十
二
冊
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期

に
は
稀
な

一
筆
で
あ
る
こ
と
等
、
極
め
て
重
要
な
伝
本
で
あ
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
大
成
』
公
一十
五
巻
採
用
）
。
『
別
本
集
成
』

Ｔ
一十
九
巻
採
用
）
は
対
照
本
文
で
あ
る
が
、
平
成
八
年
か
ら

『本
文
研

究
　

一
～
五
』
で
始
ま

っ
た
翻
刻

（現
時
点
で
桐
壺
～
薄
雲
巻
ま
で
）
を

併
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
冬
本
の
翻
刻
活
字
は
五
十
四
帖
全
て
閲
覧

可
能
に
な

っ
た
。
長
文
の
独
自
本
文
も
掲
出
さ
れ
、
解
明
が
急
が
れ
る

伝
本
の

一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
今
後
閲
す
べ
き
事
項
と
し
て
留
意
し

つ
つ
、
紙
幅
の
都
合

で
触
れ
る
に
留
め
て
お
い
た
点
に
本
格
的
に
焦
点
を
据
え
、
論
じ
て
い

く
こ
と
と
す
る
。
藤
裏
葉
の
巻
の
次
の

一
首
を
発
端
に
始
め
よ
う
。



一　

伝
飛
鳥
井
頼
孝
卿
書
写
国
冬
本
の
和
歌
の
諸
相
を
巡

っ
て

―
藤
裏
葉
巻
以
外

【
国
冬
本
】

し
く
れ
さ
へ
わ
き
か
ほ
に
む
ら
さ
き
の
雲
に
ま
か
へ
る
き
く
の
花

く
も
り
な
き
よ
の
ほ
か
と
そ
見
　
と
き
こ
へ
あ
り
け
れ
と
ゆ
ふ

（天
理
図
書
館
蔵
　
一二
十
丁
ウ
ー０
～
三
十

一
丁
オ
２
）

※

「見
」
と

「と
き
こ
へ
」
の
間
に
一
字
分
空
白
あ
り
。

保
坂
本
―

「く
も
」
に

「き
」
の
な
ぞ
り
。
「も
」
の
補
入

【
大
島
本
】

し
ぐ
れ
、
お
り
知
り
顔
な
り
。

む
ら
さ
き
の
雲
に
ま
が
へ
る
菊
の
花
に
ご
り
な
き
世
の
星
か

と
ぞ
見
る

時
こ
そ
あ
り
け
れ
と
」
聞
え
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
（③

一
九
七
）

掲
出
箇
所
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
触
れ
た
通
り
、
大
島
本

（以
下

注

（２
）
の
趣
旨
に
依
り

「
通
行
本
文
」
と
称
す
る
）
が

「
む
ら
さ
き

の
雲
に
ま
が

へ
る
」
の

一
首
を
和
歌
記
述
の
慣
例
通
り
改
行

。
字
下
げ

で
書
写
し
て
い
る
の
に
対
し
、
国
冬
本
で
は

一
首
が
地
の
文
に
完
全
に

混
入
し
て
い
る
。
更
に
傍
線
を
附
し
た
第
四
句
が
異
な

っ
て
い
る
。

藤
裏
葉
巻
は
脱
落

。
錯
簡
が
な
い
良
い
状
態
の
本
と
思
わ
れ
る
が
、

和
歌
は
全
丁
に
亘

っ
て
字
下
げ
の
形
態
は
な
く
、
二
十
首
の
内
、
六
首

地
の
文
に
完
全
に
混
入
し
て
い
る
。
但
し
こ
の
内
三
首
は
次
の
地
の
文

と
の
間
に

一
字
の
空
白
が
置
か
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
独
特
の
方
法
で
地

の
文
と
の
区
別
を
図

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
璽
日
写
者
が

本
文
と
和
歌
と
を
よ
く
区
別
し
て
い
な
い
、
更
に
、
こ
う
い
っ
た
物
語

の
類
を
写
し
慣
れ
て
い
な
い
よ
う
に
す
ら
感
ず
る
」
と
い
う
意
見
も
あ

る
が
、
藤
裏
葉
巻
の
書
写
者
と
伝
え
ら
れ
る
飛
鳥
井
頼
孝
卿
は
、
他
に

末
摘
花

・
関
屋

。
若
菜
下

・
御
法

・
夢
浮
橋
巻
の
書
写
者
と
し
て
も
名

前
が
挙
が

っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
例
え
ば
末
摘
花

。
関
屋
巻
を
見
る
と

改
行

・
字
下
げ
は
普
通
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
な
る
と
必
ず
し
も
書

写
者
固
有
の
問
題
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
更
に
藤
裏
葉
巻
二
十

首
の
う
ち
、
地
の
文
混
入
の
歌
は
６
番
目
の
歌
、
他
は
１６
番
目
～
２０
番

目
の
歌
と
な
る
。
巻
の
終
わ
り
の
方
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

る
と
、
こ
の
巻
に
関
し
て
は
、
書
写
を
続
け
る
う
ち
に
疲
れ
が
出
て
、

あ
る
い
は
時
間
に
迫
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
が
発
生
す
る
か
し
て
、
徐
々

に
い
い
加
減
に
な

っ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
て
く
る
。
し
か
し
本
章
冒

頭
に
挙
げ
た
歌
は
終
わ
り
に
近
い
１８
番
目
の
も
の
だ
が
字
下
げ
は
な
い

も
の
の

一
字
空
白
に
し
て
地
の
文
に
繋
げ
、
何
と
か
地
の
文
と
の
区
別

を
付
け
て
い
る
。
僅
か
に
、
二
条

・
冷
泉
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
歌
道
師

範
飛
鳥
井
家
出
身
頼
孝
筆
と
伝
え
ら
れ
る
だ
け
の
拘
り
を
こ
の
書
写
本

は
見
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
国

冬
本
藤
裏
葉
巻
の
和
歌
に
関
す
る
書
写
状
況
の
実
際
の
と
こ
ろ
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
次
に
歌
の
内
容
に
入
ろ
う
。
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
の
二
十
首
の

う
ち
四
首
に
於
い
て
独
自
歌
句
が
見
ら
れ
る
。
以
下
に
列
挙
す
る
。
参
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考
ま
で
に
二
十
首
中
の
何
番
目
の
歌
か
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
番
号
を
付
す

こ
と
と
す
る
。
そ
の
後
で
通
行
本
文
の
同
じ
箇
所
の
歌
も
列
挙
す
る
こ

と
と
す
る
。
『常
用
源
氏
物
語
要
覧
』
（中
野
幸

一
編
　
武
蔵
野
書
院
　
平

成
七
年
）
の

「作
中
和
歌

一
覧
」
を
参
照
し
同
書
の
△
＝
物
語
二
百
番

歌
合
入
撰
歌
、
○
＝
風
葉
和
歌
集
入
撰
歌
、
◎
＝
両
集
入
撰
歌
と
い
う

印
も
借
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
国
冬

。
大
島
本
と
の
相
違
部
分
に
は
傍
線

を
附
し
た
。
他
伝
本
の
独
自
本
文
に
つ
い
て
は
あ
る
場
合
は
明
記
す
る

こ
と
に
し
た
が
、
通
行
本
文
も
含
め
表
記
レ
ヴ

ェ
ル
の
み
の
相
違
は
無

視
し
た
。

【
国
冬
本
】

４
　
い
く
返

つ
ゆ
け
き
秋
を
す
く
し
き
て
は
な
の
ひ
も
と
く
お
り

に
あ
ふ
ら
ん
　
　
　
△

（天
理
図
書
館
蔵
藤
裏
葉
巻
　
九
丁
オ
５
～
６
行
）

５
　
た
を
や
め
の
そ
て
に
ま
か
へ
る
ふ
ち
の
は
な
お
る
人
か
ら
や

色
も
ま
さ
ら
む
　
　
○
　
　
　
　
　
（同
　
九
丁
オ
８
～
９
行
）

１０
　
か
さ
し
て
も
た
と
ら
る
ゝ
草
の
な
は
か
つ
ら
を
ま
ち
し
人
や

じ
る
ら
ん

（同
　
十
八
丁
ウ
ー
～
２
行
）

※

「か
さ
し
て
も
」
の
直
後
、
「か
つ
」
の
つ
ぶ
れ
た
二
語
あ
る
か

‐８
　
む
ら
さ
き
の
雲
に
ま
か
へ
る
き
く
の
花
く
も
り
な
き
よ
の
ほ

か
と
そ
見
　
　
　
　
（同
　
一二
十
丁
ウ
ー０
行
～
三
十

一
丁
オ
２
行
）

【大
島
本

夕】

霧
　
　
　
　
　
―

４
　
幾
か
へ
り
露
け
き
春
を
す
ぐ
し
き
て
花
の
ひ
も
と
く
を
り
に

あ
ふ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（③

一
八
一
し

５
　
た
を
や
め
の
袖
に
ま
が
へ
る
藤
の
花
み
る
人
か
ら
や
色
も
ま

賠
距
喧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
姿
貫
鉄
Ю
ＩＴい
に

１０
　
か
さ
し
て
も
か

つ
た
と
ら
る
ゝ
草
の
名
は
か

つ
ら
を
お
り
し

人
や
し
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（③

一
八
八
）

‐８
　
む
ら
さ
き
の
雲
に
ま
が
へ
る
菊
の
花
に
ご
り
な
き
世
の
星
か

と
ぞ
見
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（③

一
九
七
）

伝
国
冬
本
は
巻
に
よ

っ
て
様
々
な
顔
を
見
せ
る
。
伝
承
書
写
者
が
非

連
続
的
に
総
計
十
五
名
に
も
及
び
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
末
期
ま
で
の
時

間
の
幅
が
あ
る
こ
と
で
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
世
界
を
持

つ
と
い

う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
同

一
筆
者
で
あ

っ
て
も
、
即
ち
、
注

（
３
）
で

も
述
べ
前
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
伝
飛
鳥
井
頼
孝
卿
筆
の
六
帖
の
う
ち

文
意
に
関
わ
る
字
句
レ
ヴ

ェ
ル
以
上
の
独
自
本
文
を
、
本
章
で
挙
げ
た

和
歌
以
外
に
も
様
々
に
も

つ
も
の
は
こ
の
藤
裏
葉
巻
の
み
で
あ
る
。
そ

れ
以
外
の
五
巻
即
ち
、
末
摘
花
巻

（和
歌
全
十
四
首
）
。
関
屋
巻

（以
下

同
全
二
首
）
。
若
菜
下
巻

（全
十
八
首
）
。
御
法
巻

（全
十
二
首
）
。
夢
浮
橋

巻

（全

一
首
）
で
は
、
特
段
す
べ
き
独
自
本
文
を
持
た
な
い
。
和
歌
も

通
行
本
文
と
異
な
る
歌
句
は
あ
る
が
、
特
筆
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
以

下
に
先
掲
の
藤
裏
葉
巻
の
凡
例
に
則
り
、
通
行
本
文
の
和
歌
と
の
相
違

を
見
せ
た
も
の
の
み
、
そ
の
巻
毎
の
和
歌
の
全
首
の
う
ち
の
何
番
目
か

を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
し
、
列
挙
し
て
み
た
如
く
で
あ
る
。

【
国
冬
本
】

末
摘
花

（全
十
四
首
）

Ｈ
　
な
つ
か
し
き
い
ろ
と
も
な
し
に
な
に
ゝ
こ
の
す
ゑ
つ
む
は
な
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を
袖
に
ふ
れ
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
（『本
文
研
究
　
２
』
３５
オ
）

関
屋

（全
二
首
）

３
　
あ
ふ
さ
か
い

―くせ
―らき
眸

ぃ
か
な
る
せ
き
な
れ
は
じ
け
き
な
け
き

の
な
か
を
わ
け
け
ん
　
　
　
　
　
（『本
文
研
究
　
５
』
５
ウ
）

※
河
内
本

。
平
瀬
本
―
わ
け
け
ん

若
菜
下

（全
十
八
首
）

５
　
住
吉

の
松
に
夜
ふ
か
く
お
く
し
も
は
神

の
か
け
た
る
ゆ
ふ
か

つ
ら
か
も
　
　
○

翁
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
分
節
番
号

３
８
８
～

８
８
ミ
）

※
横
山
本

・
池
田
本

・
河
内
本

。
保
坂
本

・
阿
里
莫
本

・
陽
明
文
庫

本

。
中
京
大
本
―

「住
の
江
の
」

７
　
は
ふ
り
こ
か
ゆ
ふ
た
ち
ま
か
ひ
お
く
し
も
は
け
に
い
ち
し
け

き
神

の
し
る
し
か
　
　
　
　
　
　
（同
　
∞̈
ドｏ８
～

〓
ドΦ
ドｅ

※
池
田
本

・
阿
里
莫
本

。
中
京
大
―

「
う
ち
は
ら
ひ
」

‐３
　
き
え
と
ま
る
程
や
は
ふ

へ
き
た
ま
さ
か
の
は
ち
す

の
露

の

か

ゝ
る
は
か
り
を
　
　
○

　

　

　

（同
　
∞認
い曽
～

雷
∞紹
じ

‐４
　
ち
き
り
お
か
ん
此
世
な
ら
て
も
は
ち
す
は
の
玉
ゐ
る
露
に
心

へ
た

つ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
　
∞認
認
Φ
～

〓
曽
〓
）

※

「
は
ち
す
は
の
」
の

「
の
」
が

「
に
」
の
な
ぞ
り

‐８
　
あ
ま
ふ
ね
に
い
か

ゝ
は
思
お
く
れ
け
ん
あ
か
し
の
う
ら
に
あ

さ
り
せ
し
君

　

　

　

　

　

　

（同

∞ｏ
＞
ｏ
８
～

〓
＞
８
０

※
三
条
西
家
本

。
河
内
本

・
阿
里
莫
本

。
中
京
大
本
―

「
あ
さ
り
」

【
大
島
本
】

一人
荘
個
十化

源
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゝ
万
よ
そ
に
の
み
み
つ
や
こ
ら
ん
紅
の

Ｈ
　
魏
諒
駐
驀
ま
通
■
仏
繁
れ
に縁
証
終
てあ
行
Ｌ
君
花
を

袖
に
ふ
れ
け
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（①
壬
二
〇
）

※
傍
書
は
万
葉
集

（巻
十

。
一
九
九
三
）
歌
と
古
今
歌

関
屋
　

・〓
せ
み
返
し

３
　
あ
ふ
さ
か
の
関
や
い
か
な
る
関
な
れ
ば
し
げ
き
な
げ
き
の
中

を
わ
く
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（②

〓
全
し

若
菜
下

室

５
　
住
の
江
の
松
に
夜
深
く
を
く
霜
は
神
の
か
け
た
る
ゆ
ふ
か

つ

ら
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（③
≡

一五
）

祝
子
　
　

　

　

　
　

　

　

　

―
―
―
―
―
―
―
―
―

７
　
は
ふ
り
こ
か
木
綿
う
ち
ま
が
ひ
を
く
霜
は
げ
に
い
ち
じ
る
き

神
の
し
る
し
か
　
　
　
　
‐
‐
‐
‐
　
（Ω
一三
さ

‐３
　
消
え
と
ま
る
ほ
ど
や
は
経
べ
き
た
ま
さ
か
に
は
ち
す
の
露
の

診
ゝ
る
許
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
　
　
（③
一一一七
八
）

‐４
　
契
を
か
む
こ
の
世
な
ら
で
も
は
ち
す
葉
に
玉
ゐ
る
露
の
心

ヘ

だ

つ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（③
三
七
八
）

か
ん
の
君

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

―
―

―

―

―

‐８
　
あ
ま
舟
に
い
か
ゞ
は
思
ひ
を
く
れ
け
ん
明
石
の
浦
に
い
さ
り

せ
し
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（③
二
九

こ

通
行
本
文
と
の
字
句
レ
ヴ

ェ
ル
以
上
の
相
違
が
少
し
で
も
あ
る
歌
を

挙
げ
て
み
た
が
、
御
法
巻

・
夢
浮
橋
巻
に
は
相
違
は
無
く
割
愛
し
た
。

国
冬
本
に
は
あ
ま
り
例
を
見
な
い
傍
書
の
用
例
で
も
、
例
え
ば
掲
出
し

た
関
屋
３
首
目
の
独
自
歌
句
に
は
青
表
紙
本
の
歌
句
が
傍
書
さ
れ
て
い

る
始
末
で
あ
り
、
独
自
歌
句
を
書
写
は
す
る
が
、
参
考
歌
句
な
ど

一
切



挙
げ
な
い
藤
裏
葉
巻
の
在
り
よ
う
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
若
菜
下
巻
５

首
日
、

１８
首
目
の
歌
句
は
他
伝
本
と
共
通
す
る
歌
句
で
当
然
独
自
歌
句

で
は
な
い
。
通
行
本
文
若
菜
下
７
首
目
は

「列
ち
ま
が
ひ
」
が
国
冬
本

で
は

「
た
ち
ま
が
ひ
」
に
な

っ
て
い
る
が
、
祝
り
子
の
手
持

つ
榊
に
掛

か

っ
た
木
綿
と
見
紛
う
程
の
白
い
霜
で
あ

っ
た
こ
と
を

「
う
ち
紛
ひ
」

と
言

っ
て
い
る
も
の
。
「宇
」
と

「
多
」
が
誤
写
の
起
こ
り
や
す
い
字

母
で
あ
る
こ
と
も
可
能
性
の

一
つ
と
し
て
考
慮
に
入
れ
て
お
こ
う
。
因

み
に
勅
撰
集
で
は

「
う
ち
ま
が
ふ
」
は
無
く
、
「
た
ち
ま
が
ふ
」
は
四

例
あ
る
。
こ
う
し
た
通
行
本
文
側
よ
り
国
冬
本
の
歌
句
の
方
が
類
例
が

多
く
あ
る
例
は
、
度
々
取
り
上
げ
る
藤
裏
葉
巻
の

「
に
ご
り
な
き
世
」

の
件
で
も
同
様
で
あ
り
、
後
に
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
と
し
て
、
「
た
ち

ま
が
ふ
」
の
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。

建
長
三
年
吹
田
に
て
十
首
歌
た
て
ま

つ
り
け
る
に

前
大
納
言
為
家

立
ち
ま
が
ふ
お
な
じ
た
か
ま
の
や
ま
桜
雲
の
い
づ
こ
に
花
の
ち
る

ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
（続
拾
遺
和
歌
集

・
巻
二
・
春
下

。
一
〇
五
）

大
江
宗
秀

た
ち
ま
が
ふ
色
も
匂
ひ
も
ひ
と

つ
に
て
花
に
へ
だ
て
ぬ
嶺
の
自
雲

（続
千
載
和
歌
集

・
巻
十
六

・
雑
上

。
一
六
七
二
）

百
首
歌
奉
り
し
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一剛
大
納
言
実
教

立
ち
ま
が
ふ
色
は
い
と
は
じ
山
ざ
く
ら
さ
か
ぬ
た
え
ま
に
か
か
る

し
ら
雲
　
　
　
　
　
　
　
（続
後
拾
遺
和
歌
集

・
巻
二
・
春
下

・
七
八
）

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
見
院
御
製

た
ち
ま
が
ふ
か
た
こ
そ
な
け
れ
ふ
じ
の
ね
や
た
え
ぬ
お
も
ひ
に
く

ゆ
る
煙
は
　
　
　
　
（新
千
載
和
歌
集

・
巻
十

一
・
恋

一
。
一
一
二
五
）

最
後
に
若
菜
下
巻
第
１３

・
‐４
首
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
。
ま
ず
１３
首
目

の

「
た
ま
さ
か
の
」
歌
だ
が
、
歌
句
と
し
て
も
普
通
の
自
立
語
と
し
て

も

「
た
ま
さ
か
に
」
の
方
が

一
般
的
で
多
い
。
こ
の
物
語
自
身
通
行
本

文
は

「
た
ま
さ
か
に
」
の
自
立
語
の
用
例
は
あ

っ
て
も

「
た
ま
さ
か

の
」
は
無
い
。
た
だ
両
者
に
歌
の
意
と
し
て
大
差
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
例
の
み

「
た
ま
さ
か
の
」
の
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。

初
冬
恋

た
ま
さ
か
の
あ
ふ
こ
と
の
は
も
か
れ
ぬ
れ
は
ふ
ゆ
こ
そ
こ
ひ
の
か

き
り
な
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（中
納
言
俊
忠
卿
集

・
四
三
）

‐４
首
目
も
同
様
に
、
大
島
本
の
方
が

〈
は
ち
す
葉
に
置
く
露
〉
で
国
冬

本
は
こ
の
助
詞
が

「
の
」
に
な

っ
て
い
る
。
但
し
、
「
に
」
の
な
ぞ
り

が
あ
る
。
歌
の
意
と
し
て
変
わ
り
は
な
い
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、

国
冬
本
の
伝
飛
鳥
井
頼
孝
筆
の
う
ち
、
藤
裏
葉
巻
以
外
の
巻
巻
の
和
歌

の
様
相
に
つ
い
て
、
地
の
文
に
特
筆
す
べ
き
も
の
を
見
な
い
の
と
同
様
、

歌
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
こ
と
が
証
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
一　
伝
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
の
和
歌
の
様
相

そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
藤
裏
葉
巻
の
和
歌
の
独
自
歌
句
に
つ
い
て
順
に

見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。



九
十
六
番

左
　
一則
太
政
大
臣
、
「紫
に
か
こ
と
は
か
け
む
藤
の
花
ま

つ

よ
り
過
ぎ
て
う
れ
た
け
れ
ど
も
」
と
侍
り
け
る
に右

大
臣

い
く
か
へ
り
露
け
き
春
を
過
ぐ
し
来
て
花
の
ひ
も
解
く
折
に
会
ふ

ら
む

右
　
中
宮
に
き
こ
え
そ
め
さ
せ
給

へ
り
し
こ
ろ

片
敷
き
に
重
ね
じ
衣
う
ち
返
し
思

へ
ば
何
を
恋
ふ
る
心
ぞ

（物
語
二
百
番
歌
合

（穂
久
迩
文
庫
蔵
藤
原
定
家
筆
本
）
。
一
九

一
。
一
九
二
）

ま
ず

「
つ
ゆ
け
き
秋
」
の
歌
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
前
述
の
通
り
、

一
首
は

『
物
語
二
百
番
歌
合
』
入
撰
歌
で
あ
り
、
同
歌
合
で
は
右
に
は

狭
衣
物
語
の
狭
衣
が
、
源
氏
宮
に
生
き
写
し
の
式
部
卿
の
姫
君
を
秋
の

有
明
の
月
の
明
か
り
の
う
ち
に
垣
間
見
、
忘
れ
得
ぬ
想
い
を
募
ら
せ
て

詠
じ
た
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
定
家
の
撰
に
拠
る
当
該
歌
合
で
も

「露

け
き
春
」
と
い
う
歌
句
は
そ
の
ま
ま
で
、
そ
れ
は
藤
裏
葉
巻
の
夕
霧

。

雲
居
雁
物
語
が
晩
春
か
ら
初
夏
に
掛
け
て
展
開
し
て
い
る
か
ら
至
極
当

然
な
の
だ
が
、
「露
け
し
」
と

「
春
」
と
い
う
季
節
の
組
み
合
わ
せ
か

ら
成
る

「
露
け
し
春
」
に
対
し
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
不
審
で
あ

る
こ
と
も
又
事
実
で
あ
る
。
「
露
」
は
お
お
む
ね
、
秋
の
景
物
と
し
て

一
般
化
し
て
い
る
。
萩
や
菊
に
置
く
露
、
ま
た
木
々
の
葉
を
紅
葉
さ
せ

る
も
の
と
い
う
取
り
合
せ
、
あ
る
い
は
消
え
や
す
く
は
か
な
い
露
が

「秋
は
悲
し
」
の
観
念
と
結
び

つ
き
や
す
い
点
か
ら
も
、
「
露
」
は
秋
難

こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
っ
た
」
と
鈴
木
日
出
男
氏
が
述
べ
る
如
く
、

露
は
秋
の
印
象
が
も

っ
と
も
強
く
、
歌
集
を
経
い
て
も
秋
の
歌
と
し
て

詠
い
込
ま
れ
て
い
る
例
が
最
も
多
い
と
は
周
知
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

尤
も
同
時
に
鈴
木
氏
は

「
し
か
し
、
「
露
」
そ
の
も
の
の
現
象
は
秋
に

だ
け
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
僧
正
遍
照
歌
や
前
章
に
掲
出

し
た
若
菜
下
１３

。
‐４
首
目
の
贈
答
歌
を
例
に
挙
げ
、
池
の
蓮
の
露
を

「
暑
苦
し
い
夏
の
爽
涼
の
景
物
」
で
あ
る
と
同
時
に

「永
遠
の
象
徴
と

し
て
の

「蓮
」
と
は
対
照
的
に
、
「
蓮
の
露
」
の
は
か
な
さ
」
も
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
ま
ず
秋
、
そ
し
て
夏
は
あ
り
得
よ
う
。
次
に
挙
げ
る

の
は
題

「夏
草
」
の
歌
で
あ
る
。

夏
草

露
を
か
ぬ
な

つ
の
ゝ
草
の
ひ
と
ヽ
ほ
り
こ
れ
や
行
き
ゝ
の
ふ
る
の

な
か
道
　
　
　
　
　
　
　
　
（隣
女
集

（雅
有
集
）
・
巻
三
。
一
〇
九
八
）

し
か
し

「
露
」
と

「春
」
の
組
み
合
わ
せ
の
歌
句
は

『
国
歌
大
観
』

『
私
家
集
大
成
』
に
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。

古
注
釈
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
『紫
明
抄
』
『細
流
抄
』
は
能
宣
集
の
次

の

一
首
を
挙
げ
て
こ
の
歌
の

「
こ
こ
ろ
也
」
と
す
る
。

と
し
へ
て
消
息

つ
か
は
す
人
の
、
む

つ
ま
し
く
は
ゝ
へ
ら
ぬ

か
り
、
春
の
す
ゑ
つ
か
た

つ
か
は
す

い
く
か

へ
り
さ
き
ち
る
は
な
を
す
く
し

つ
ゝ
も
の
お
も
ひ
く
ら
す
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は
る
に
あ
ふ
ら
む

（よ
し
の
ふ

（西
本
願
寺
蔵

「三
十
六
人
集
し

。
二
〇
〇
）

こ
の
詞
書
の

「
と
し
へ
て
消
息

つ
か
は
す
人
」
が
、
長
い
間
文
通
だ
け

で
間
を
裂
か
れ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
こ
と
と
、
そ
の
長
の
年
月
を
嘆
く

一

首
が
、
藤
裏
葉
巻
ま
で
の
夕
霧
の
、
や
っ
と
結
婚
を
許
さ
れ
、
待
ち
続

け
た
年
月
を
感
無
量
に
詠
い
上
げ
た
、
そ
の
状
況
に
相
通
じ
る
も
の
が

あ
る
故
、
諸
注
釈
は

一
首
を
挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「露
」
と

「春
」

の
組
み
合
わ
せ
で
は
無
論
な
い
の
で
あ
り
、
「露
け
き
春
」
の
歌
は
依

然
見
受
け
ら
れ
な
い
。
他
に
、
こ
の
物
語
の
和
歌
を
全
て
取
り
込
み
注

釈
を
施
し
て
い
る

『
源
氏
物
語
提
要
』
に
も

「露
け
き
春
」

へ
の
言
及

は
な
い
。

伝
飛
鳥
井
頼
孝
卿
筆
と
い
う
方
向
か
ら
追

っ
て
も
み
よ
う
。
頼
孝
の

父
雅
康
の
歌
論
書

『
飛
鳥
井
秘
伝
集
』
、
叔
父
雅
親
の
歌
学
書

『
筆
の

ま
よ
ひ
』
に
は

（前
者
は
後
者
を
補
う
部
分
が
あ
る
と
さ
れ
る

『和
歌
文
学

事
典
し
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
露
と

一
字
出
す
も
秋
也
四
季
に
置
く
物
な
れ
と
も
秋
に
よ
む

へ
き
…
…
　
　
（『飛
鳥
井
秘
伝
集
』
大
阪
女
子
大
学
図
書
館
蔵
本
）

一
、
露
と

一
字
い
だ
す
も
秋
の
題
な
る
べ
し
。
四
季
に
お
く
物
な

れ
ど
も
、
秋
の
物
に
さ
だ
め
た
り
。

「
筆
の
ま
よ
ひ
』
日
本
歌
学
大
系
　
五
）

特
段
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
代
物
で
も
な
い
が
、
伝
承
筆
者
の
周
辺
も

秋
の
題
材
と
定
め
る

「
露
」
と
秋
の
結
び

つ
き
を
強
く
打
ち
出
す
。
と

い
う
よ
り
当
り
前
の
伝
統
と
定
石
の
う
ち
に
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
す

る
と
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
の
当
該

一
首
は
ご
く
標
準
的
な
歌
句
で
出
来
て

お
り
、　
一
方
通
行
本
文
の
側
は
極
め
て
独
自
の
歌
句
で
あ
る
と
述
べ
る

こ
と
が
出
来
る
。

但
し
歌
句
と
し
て

「露
」
と

「春
」
が
結
び

つ
い
て
い
る
も
の
が
無

い
と
は
い
っ
て
も
、
春
の
季
節
の
中
に

「
露
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る

例
は
あ
る
。
次
の
俊
成
卿
女
家
集
の

「
衛
門
督
と
の
へ
の
百
首
」
の
う

ち
、
題

「春
」
の
歌
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

春

露
な
か
ら
す
み
れ

つ
み
に
と
な
け
れ
と
も
野
を
な

つ
か
し
み
ぬ

る
ゝ
そ
て
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（俊
成
卿
女
家
集

・
五
七
）

傍
線
部
は
秋
と
強
く
共
起
す
る
言
葉
だ
が
、
春
の
歌
と
し
て
あ
る
。

歌
集
を
中
心
に
み
て
き
た
が
、
散
文
に
於
い
て
は
ど
う
か
。
中
世
の

物
語
を
み
る
と
、
「
露
け
し
」
あ
る
い
は

「露
し
げ
し
」
な
ど
は

『
い

は
で
し
の
ぶ
』
『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
に
多
く
散
見
さ
れ
る

（『鎌
倉
時

代
物
語
集
成
』
よ
り
）。
こ
の
う
ち

『夢

の
通

ひ
路
物
語
』
は
専
ら

「
露
」
は
秋
の
景
物
と
し
て
描
出
さ
れ
、
次
の
如
き
正
に

「露
け
き
秋
」

の
歌
ま
で
出
現
す
る
。

飾
み
な
へ
し
じ
ほ
る
ゝ
野
辺
は
大
か
た
の
露
け
き
秋
に
詠
ま
し
か

わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『夢
の
通
ひ
路
物
語
』
四
　
３５
ウ
）

※
五
句
ロ
マ
マ

こ
れ
に
対
し
、
『
い
は
で
し
の
ぶ
』

に
は
以
下

の
よ
う
な
春

の
場
面
が

あ
る
。し

の
ば
れ
ぬ
心

の
人
わ
ろ
さ
も
、
か

つ
は
あ
ぢ
き
な
け
れ
ば
、　
一
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ぇ
だ
よ
ヽ
論
て
、
大
納
言
の
君
の
も
と
に
、　
　
　
　
　
　
　
‐

「
お
も
ひ
い
づ
る
人
も
あ
ら
じ
を
ふ
る
さ
と
に
わ
す
れ
ぬ
花

の
色
ぞ

つ
ゆ
け
き

ち
る
を
や
人
の
」
と
あ
る
を
、
か
の
院
に
も
、
の
ど
や
か
な
る
春

の
な
が
め
に
は
、
さ
す
が
お
も
ひ
や
み
に
し
人
の
う
へ
も
、
お
り

／
ヽ
、
た
ゞ
に
し
も
い
か
で
か
あ
ら
ん
。
ひ
め
君
の
、
お
か
し
げ

に
お
よ
す
け
給
に
つ
け
て
も
、
わ
か
君
の
御
事
は
わ
す
れ
が
た
う
、

か

つ
め
の
ま
へ
な
り
し
を
り
は
、
は
づ
か
し
き
よ
り
ほ
か
に
、
お

（か

　

脱

　

力
）

も
ひ
わ
く
こ
と
な
り
し
か
ど
、
げ
に
み
ね
ば
恋
し
う
あ
る
も
の
に

こ
そ
と
、
な
べ
て
の
世
の
な
ら
ひ
も
う
ら
め
し
う
お
ぼ
し

つ
ゞ
け

ら
れ
て
、

う
し
と
み
し
人
も
の
き
ば
に
ふ
り
ゆ
け
ば
袖
に
し
の
ぶ
の
露

ぞ
ひ
ま
な
き

な
ど
、
な
ら
ひ
す
さ
み
て
お
は
し
ま
す
を
り
し
も
、
あ
り
つ
る
花

の
枝
を
も
て
ま
い
り
た
る
に
、
げ
に
あ
は
れ
な
ら
ず
し
も
な
け
れ

ど
、
い
ま
さ
ら
か
ひ
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
か
し
。
さ
る
は
、

わ
す
る
べ
き

つ
ゆ
の
か
こ
と
か
は
な
ざ
く
ら
あ
だ
に
も
人
を

な
に
う
ら
む
ら
ん

と
は
、
げ
に
風
の
つ
て
に
て
も
い
は
ま
ほ
し
う
、
む
げ
に
な
さ
け

な
う
お
ぼ
し
ヽ
ら
る
れ
ど
、
…
…

（以
下
略
）

「
い
は
で
し
の
ぶ
』
二
　
１２３
オ
～
‐２３
ウ
）

の
ど
や
か
な
春
の
情
景
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
物
想
い
が
交
錯
す
る
中
、

花

（桜
）
と

「
露
」
が
場
面
を
彩

っ
て
い
る
。
以
上
能
宣
集
、
俊
成
卿

女
家
集
か
ら

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
ま
で
春
の

「
露
」
の
例
を
見
て
き
た

が
、
稀
少
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
用
例
は
あ
り
、
こ
の
場
合
の

「
露
」
は

秋
の
景
物
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
涙
の
粒
で
あ
ろ
う
。
た
だ
秋
の
用

例
が
多
く

一
般
的
で
あ
る
が
故
に
、
春
に

「
露
」
が
描
出
さ
れ
る
こ
と

に
違
和
感
が
残
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
当
該
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
の

一

首
の
問
題
の
歌
句
は
、
そ
う
し
た

〈違
和
感
〉
に
因

っ
て
、
当
該
巻
の

春
と
い
う
季
節
と
は
異
な
り
、
そ
れ
故
誤
謬
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い

「秋
」
が
書
写
さ
れ
来
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
こ
の

〈
誤
謬
〉

と
い
う
言
葉
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
も
素
朴
な
要
因
＝
誤
写
か

ら
、
最
も
複
雑
多
岐
な
理
由
を
有
す
る

〈変
容
〉
に
至
る
ま
で
、
本
文

研
究
を
す
る
上
で
慎
重
を
期
す
べ
き
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
下
の
片
岡
利
博
氏
が
簡
潔
に
し
て
明
快
に
述
べ
る
如
く
で
あ
る
。

文
学
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
学
説
の
当
否
を
判
定
す
る
最
終
的
な
根

拠
は

「本
文
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
献
学
と
は
そ
う
い
う

学
問
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
我
々
の
前
に
存
在
し

て
い
る
ど
ん
な
本
文
に
も

「
誤
謬
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。
我
々
に
と

っ
て
解
釈
し
え
な
い
事
象
が
本
文
の
中
に
存
在

し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
誤
謬
で
あ
る
と
す
る
の
は
、

本
文
以
外
の
も
の
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か

ら
、
私
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
と
ら
な
い
。

日
前
の
あ
り
の
ま
ま
の
本
文
の
姿
が
享
受
さ
れ
伝
来
し
て
き
た
こ
と
を

尊
重
し
、
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
受
け
止
め
る
態
度
を
基
本
と
し
て
、
蓋

然
性
の
高
い
解
釈
に
辿
り
着
く
努
力
を
順
々
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
考
え
に
従

っ
て
ど
う
し
て

「春
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が

「秋
」

と
残

っ
た
の
か
考
え
て
い
こ
う
。
ま
ず
二
つ
の
字
の
誤
写
は
起
こ
り
に

く
い
字
母
で
あ
り
、
加
え
て
物
語
の
季
節
が
晩
春
辺
り
の
事
と
巻
中
に

明
記
し
て
あ
る

（「
や
よ
ひ
の
廿
日
か
あ
ま
り
の
程
こ
大
宮
の
用
き
日
に
て
」

天
理
図
書
館
蔵
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
２
丁
オ
４
～
５
行
）
と
な
る
と
誤
写
の
可

能
性
は
極
め
て
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
る
と
次
に
、
そ
の
可

能
性
を
排
除
し
た
上
で
今
日
ま
で
の
何
れ
か
の
時
点

（そ
れ
は
無
論
複

数
あ
る
と
巻
間
伝
わ
る
式
部
自
筆
本
を
起
点
と
し
て
い
る
）
で

「
露
け
き

秋
」
が
伝
本
中
に
現
れ
た
理
由
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
想

起
す
べ
き
は
、
通
行
本
文
側
の
歌
句

「露
け
き
春
」
が
、
こ
こ
ま
で
論

じ
来
た
如
く
独
自
性
の
強
い
表
現
で
あ
り
、　
一
方
国
冬
本
側
の

「
露
け

き
秋
」
は
極
く

一
般
的
な
和
歌
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
相
違
点
で
あ
る
。

第

一
節
国
冬
本

。
若
菜
下
巻
７
首
目
の
箇
所
で
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ

た
。
こ
と
ば
と
性
差
の
観
点
か
ら
、
通
行
本
文
に
拠
る
こ
の
物
語
が
和

歌
の
世
界
に
於
い
て
独
自
の
世
界
を
持

つ
こ
と
を
説
く
近
藤
み
ゆ
き
氏

の
論
も
あ
り
、
通
行
本
文
は
ま
さ
に

「源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
」
と
称

さ
れ
る
如
く
、
歌
人
た
ち
を
惹
き

つ
け
る
独
自
の
新
世
界
を
次
々
と
展

開
し
て
い
っ
た
の
だ

っ
た
。
対
し
て
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
は
、
あ
く
ま
で

伝
統
、
定
石
の
世
界
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
ま
ず

一
首
目

に
確
認
し

つ
つ
こ
の
歌
の
答
歌
と
な
る
次
の
歌
の
考
察
に
進
む
こ
と
と

す
る
。

こ
の
歌
は
通
行
本
文
で
は
傍
線
部
が

「見
る
」
で
、
状
況
は
い
よ
い

よ
頭
中
将

（藤
裏
葉
巻
で
は
内
大
臣
）
が
夕
霧
と
雲
居
雁
の
仲
を
許
す
こ

と
を
決
め
て
長
男
柏
木
を
使
者
に
夕
霧
を
我
が
家
の
藤
花
の
宴
に
招
き
、

許
さ
れ
た
夕
霧
が
感
激
し
て
詠
じ

（前
述
歌
）、
そ
れ
に
応
え
た
柏
木

が
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
夕
霧
わ
幣
期
に
際
し
て
は
、
藤
の
花
が

美
し
く
場
面
を
彩
る
。
内
大
臣
が

「
順
和
歌
」
の
最
初
に
夕
霧
の
盃
に

藤
の
花
を
手
折

っ
て
与
え
た
こ
と
で
結
婚
を
許
す
場
面
に
つ
い
て
は
、

〈花
を
折
る
〉
行
為
に
女
性
を
我
が
物
に
す
る
こ
と
の
比
喩
が
あ
る
こ

と
が

『
和
漢
朗
詠
集

・
恋
』
の

「請
君
許
折

一
枝
春

（請
ふ
君

一
枝
の

春
を
折
る
一」
と
を
許
せ
と

や
古
今
集
の
僧
正
遍
昭
の
三
二
六
番
歌

「名

に
め
で
て
を
れ
る
ば
か
り
ぞ
を
み
な
へ
し
我
お
ち
に
き
と
人
に
か
た
る

な
」
の
例
等
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
物
語
で
は
宿
木
巻
の

今
上
帝
が
薫
に
女
二
宮
を
許
す
場
面
に
も
現
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
既
に
柏
木
が
使
者
と
な

っ
て
夕
霧
を
訪
れ
た
と
き
の
贈

歌
の
趣
向
は
、

け
に
い
と
を
も
し
ろ
き
え
た
に
つ
け
た
ま
へ
り

（同
　
四
丁
ウ
４
～
５
行
）

と
い
う
も
の
で
、
内
大
臣
邸
の
藤
の
枝
が
添
え
ら
れ
て
い
た
、
―

つ
ま

り
藤
は
既
に
手
折
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
注

（３
）
で
も

掲
出
し
た
独
自
本
文

「
は
な
や
か
に
ふ
さ
お
も
し
ろ
き
を
お
り
て
」
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（同
　
八
丁
ウ
８
″Ｃ

で
盃
を
前
に
再
び
藤
の
房
が
折
ら
れ
る
。
藤
が
何

度
も
折
ら
れ
る
行
為
に
内
大
臣
の
真
の
許
し
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
共
に
、
〈手
折
ら
れ
る
藤
〉
に
雲
居
雁
が
象
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

上
ま
た
歌
で

「
お
る
」
の
は
冗
漫
な
印
象
が
あ
り
、
ま
た
実
兄
柏
木
が

「
お
る
人
」
と
詠
う
の
は
あ
け
す
け
で
、
更
に

『
源
氏
物
語
提
要
』
が

「夕
霧
の
見
給
ふ
に
は
色
の
ま
さ
ら
ん
の
心
也
」
と
注
す
る
よ
う
に
、

こ
の

「見
る
」
は
も
ち
ろ
ん
結
婚
の
意
で
あ
り
、
即
ち
通
行
本
文
に
拠

れ
ば
、
夕
霧
と
結
ば
れ
て
雲
井
雁
は

一
層
美
し
さ
を
増
す
で
あ
ろ
う
と
、

現
在
か
ら
未
来
を
も
寿
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

「
お

る
」
は
現
時
点
で
の
女
性
の
獲
得
の
象
徴
で
あ
り
、
こ
う
し
た
相
違
が

通
行
本
文
と
国
冬
本
に
は
見
ら
れ
る
。

国
冬
本
が
こ
う
し
た
表
現
で
在
る
こ
と
の
理
由
を
考
え
て
み
る
。　
一

首
は
先
の

「
つ
ゆ
け
き
春
」
の
答
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
贈
歌
と
の
関
連

を
み
て
み
る
と
、　
一
つ
の
共
通
点
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
は
贈
歌
が
そ

う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
答
歌
も
和
歌
の
伝
統
的
な
表
現
を
保

つ
と
こ
ろ

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈花
を
折
る
〉
と
い
う
表
現
な
ら
表
現

に
固
執
し
そ
れ
を
繰
り
返
し
用
い
る
あ
り
方
。
こ
う
し
た
歌

へ
の
独
持

の
強
い
拘
り
に
拠

っ
て
、
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
の
世
界
が
成
り
立

っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
。

次
の
歌
は
、
雲
居
雁
と
新
婚
後
で
、
関
係
が
遠
ざ
か
り

つ
つ
あ

っ
た

藤
典
侍
と
隔
隆
じ
レ
瞬
が
送

っ
た
歌

へ
の
藤
典
侍
の
答
歌
で
あ
る
。
通

行
本
文

「桂
を
お
り
し
人
」
（③

一
八
八
）
が
国
冬
本
で
は

「
ま
ち
し
」

に
な

っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
「桂
を
折
る
」
は

『
晋
書

・
卸
説

伝
』
の

「桂
林

一
枝
」
の
故
事
、
ま
た

『蒙
求
』
に
も
あ
り
、
本
邦
の

『
菅
家
文
草
』
（旧
大
系
　
明
暦
二
年
藤
井
憬
斎
奥
書
三
冊
青
表
紙
本

・
校
注

者
川
口
久
雄
氏
架
蔵
）
「絶
句
十
首
、
賀
二
諸
進
士
及
第
こ

（巻
二
）
の
内

の

「賀
二
多
信

こ

に

「
手
捧
秀
々
桂

一
枝
」
、
「寄
二
紙
墨
・以
謝
二
藤
才

子
見

，
過
」
（巻
四
）
で
も

「詠
折
春
風
桂

一
枝
」
な
ど
が
散
見
し
得
、

藤
典
侍
が

「
く
る
ま
に
の
る
ほ
と
な
れ
と
」
（天
理
図
書
館
蔵
国
冬
本
少

女
巻
　
十
八
オ
ー０
行
）
と
い
う
忙
し
い
時
間
の
う
ち
に
即
興
で
歌
に
詠

み
込
む
ほ
ど
人
口
に
謄
灸
し
た
、
官
吏
ぶ
牌
遷
敦
夢
軋
叱
こ
と
を
指
す

漢
籍
の
成
語
で
あ
る
。
『
河
海
抄
』
は

「桂
を
お
り
し
人
」
と
注
し
、

拾
遺
集
の
道
真
元
服
の
際
の
歌

（四
七
三
　
久
方
の
月
の
桂
も
折
る
許
家

の
風
を
も
吹
か
せ
て
し
哉
）
を
引
い
て
い
る
。

一
方
国
冬
本
で
は

「
か

つ
ら
を
ま
ち
し
」
に
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
成
語
は
無
論
無
Ｌ
。
複
製
を
見
比
べ
て
み
る
と

「利
」
と

「
知
」
の

誤
写
の
可
能
性
は
あ
ろ
う
が
、
や
は
り

一
字
目
は

「
ま
ち
し
」
と
し
か

読
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
夕
霧
は
及
第
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

∩
大
か
く
の
き
み
そ
の
ひ
の
ふ
み
か
し
こ
く
つ
く
り
給
て
し
ヽ
う
に
な
り
給

ぬ
」
（同
国
冬
本
少
女
巻
１７
丁
ウ
９
～
１０
″Ｃ
）、
「待

つ
」
の
は
不
審
で
あ

る
し
、
「桂
を
折
る
」
で

一
つ
の
成
語
で
あ
れ
ば
、
単
独
で
は
意
味
を

成
さ
な
い
。
す
る
と
結
論
と
し
て

「
か

つ
ら
を
ま
ち
し
」
と
い
う
書
写

―- 68 -



が
国
冬
本
に
在
る
の
は
、
こ
の
成
語
が
未
知
の
も
の
で
あ

っ
た
か
、
少

女
巻
の
内
容
を
認
知
し
て
い
な
い
よ
う
な
書
写
者
の
状
況
が
産
み
出
し

た
と
い
う
事
以
外
で
は
、
あ
り
得
に
く
い
現
象
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
後
に
触
れ
る
が
、
夕
霧
の
進
士
及
第
を
描
い
た
国
冬
本
少
女

巻
は
大
き
な
欠
如
部
分
を
有
す
る
伝
本
で
あ
る
が
、
現
存
部
分
に
及
第

の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
本
そ
の
も
の
の
状
態
で
左
右
さ
れ
た

と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
だ
藤
裏
葉
巻
を
含
む
室
町
末
期
本
は
、
複
数
人

で
分
担
し
て
書
写
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
少
女
巻
の
本
の
状
態
に
関

わ
ら
ず
担
当
範
囲
以
外
の
本
は
目
に
し
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
で
あ

ろ
う
。
す
る
と
次
に
考
慮
す
べ
き
は
少
女
巻
の
内
容
を
認
知
し
て
い
な

か

っ
た
書
写
者
の
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
の
書
写
を

依
頼
さ
れ
、
飛
鳥
井
頼
孝
の
名
が
冠
さ
れ
る
程
の
者
が
内
容
を
熟
知
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
湧
く
。
起
点

か
ら
そ
う
い
う
本
な
の
か
享
受
史
の
過
程
の
中
で

〈変
容
〉
が
起
き
た

故
の
こ
と
な
の
か
判
別
は
し
か
ね
る
の
で
、
あ
く
ま
で
眼
前
に
あ
る
国

冬
本
藤
裏
葉
巻
は
そ
う
い
う
伝
本
で
あ
る
と
い
う
現
実
を
指
摘
す
る
に

留
め
て
お
こ
う
。
宗
教
学
者
田
川
建
三
氏
の

「
学
問
と
い
う
の
は
、
残

念
な
が
ら
こ
れ
以
上
は
わ
か
ら
な
い
よ
、
と
い
う
こ
と
を
正
直
に
明
ら

か
に
す
る
の
が
仕
事
な
の
だ
」
と
述
べ
る
言
葉
に
則
る
こ
と
と
す
る
。

最
後
に
書
写
者
の
漢
籍
受
容
の
様
相
か
ら

「
か
つ
ら
を
ま
ち
し
」
の

問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
国
冬
本
は
巻
に
よ
っ
て
漢
籍
の
素
養
を
疑

わ
せ
る
も
の
も
あ
り
、　
一
例
が
少
女
巻
の
、

ま
こ
と
の
ほ
た
い
を
む

つ
ひ
み
た
の
ゆ
き
に
は
う
し

（天
理
図
書
館
蔵
国
冬
本
少
女
巻
　
七
丁
オ
５
～
６
行
）

の
部
分
で
、
こ
の
文
意
不
明
の

一
文
は
通
行
本
文
の

窓
の
螢
を
睦
び
、
枝
の
雪
を
馴
ら
し

（②
二
八
五
　
典
拠
は
晋
書

・
車
胤
伝
と
晋
書

・
孫
康
伝
）

の
、
家
が
貧
し
く
蛍
の
光
や
雪
の
明
る
さ
の
中
で
学
問
し
た
車
胤

。
孫

康
の
著
名
な
故
事
の
書
き
下
し
部
分
で
あ
り
、

つ
ま
り
少
女
巻
は
ま
る

で
こ
の
故
事
を
認
知
し
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
の
も
あ
る
が
、　
一
方
で
正
確
に
漢
籍
受
容
が

な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
巻
巻
も
あ
り
、
全
体
を
概
観
し
精
査
す
る

の
は
今
後
の
課
題
と
す
る
と
し
て
、
伝
承
筆
者
毎
、
こ
の
度
は
伝
飛
鳥

井
頼
孝
筆
の
六
帖
の
漢
籍
故
事
の
書
写
状
況
を
調
べ
て
み
た
が
、
そ
の

結
果
漢
籍
が
表
記
な
ど
の
相
違
を
除
き
正
確
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
当

該

「
か

つ
ら
を
ま
ち
し
」
の
み
が
孤
立
例

で
あ
る
こ
と
が
判

っ
た
。

よ

っ
て
、
以
上
当
該

一
首
に
つ
い
て
は
、
こ
の
成
語
を
認
知
さ
れ
ず
に

成
さ
れ
た
書
写
状
況
が
十
分
な
検
証
を
経
ぬ
ま
ま
享
受
史
の
う
ち
に
継

続
し
今
日
に
至

っ
た
故
と
結
論
づ
け
て
お
く
。

最
後
の

一
首
は
注

（３
）
で
も
掲
出
し
、
本
稿
第

一
章
冒
頭
に
も
挙

げ
た

「
く
も
り
な
き
よ
」
の

一
首
で
あ
る
。
注

（３
）
で
簡
単
に
記
し

た
が
、
「
ほ
」
と

「
か
」
は
続
い
て
書
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
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意
が
通
じ
な
い
の
で

「
し
」
を
挿
入
し
て
通
行
本
文
と
同
じ

「
ほ
し

（星
と

が
こ
こ
に
く
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
前
述
の
第
１０
首
は
漢
籍
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の

一
首
を
除
い
て

前
述
の
４

・
５
首
と
当
該
歌
を
み
る
に
共
通
す
る
特
徴
が
あ
る
。
先
に

ま
と
め
た
が
、
和
歌
の
伝
統
的
な
在
り
よ
う
へ
の
強
い
拘
り
に
拠

っ
て
、

国
冬
本
藤
裏
葉
巻
の
世
界
が
成
り
立

っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
当
該

一

首
も
担

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
冬
本
歌
句

「
く
も
り
な
き
よ
」
と
通

行
本
文

「
に
ご
り
な
き
世
」
を
比
較
す
る
に
、
中
古
か
ら
中
世
に
か
け

て
前
者
が
明
ら
か
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（「く
も
り
な
き
」
単
独

の
歌
句
だ
と
更
に
量
は
倍
増
す
る
）。
中
古

一
首

。
中
世
二
首
を
挙
げ
る
。

か
ゝ
み
の
や
ま

く
も
り
な
き
よ
に
し
あ
へ
れ
は
か
ゝ
み
や
ま
み
か
き
こ
そ
ま
せ
人

の
心
も
　
　
　
　
（能
宣
集

（書
陵
部
蔵

「二
十
六
人
集
し

。
二
四
七
）

九
条
院
中
宮
と
申
し
け
る
比
、
三
条
殿
に
お
は
し
ま
し
て
、

そ
の
御
方
に
て
人
人
月
歌
よ
み
侍
り
け
る
時
　
大
納
言
成
通

さ
も
こ
そ
は
く
も
り
な
き
世
の
月
な
ら
め
み
る
人
さ
へ
も
す
む
心

か
な
　
　
　
　
　
　
　
（『新
続
古
今
和
歌
集
』
巻
四
・
秋
上

・
四
五
四
）

き
み
が
あ
た
り
さ
ら
ぬ
か
ゞ
み
の
か
げ
そ
ひ
て
く
も
り
な
き
世
を

見
る
が
う
れ
し
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
（コ
本隠
六
帖
』
三
　
１
ウ
）

「
く
も
り
な
き
」
「
に
ご
り
な
き
」
は
類
似
表
現
と
見
え
そ
う
で
、
異
な

る
部
分
が
あ
る
。
前
者
は
基
本
的
に
天
地
の
情
景
の
鮮
明
さ
を
意
味
し
、

そ
こ
か
ら
意
が
展
開
し
行
く

（不
正
無
き
こ
と
等
）
が
、
後
者
は
邪

念

・
煩
悩

・
機
れ
の
無
い
様
そ
の
も
の
を
意
す
る
。
そ
し
て

〈煩
悩
〉

の
よ
う
な
宗
教
が
ら
み
の
言
葉
は
、
時
代
が
経
る
に
連
れ
て
、
末
法
の

世
の
到
来
、
「
濁
り
な
き
世
」
か
ら

「
濁
る
世
」
の
歌
句
を
増
や
す
こ

と
と
な
る
。駒

迎

せ
き
み
づ
の
か
げ
も
さ
や
か
に
み
ゆ
る
か
な
に
ご
り
な
き
世
の
も

ち
月
の
こ
ま
　
　
　
　
（文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌

・
一
八
三
・
定
家
）

山
家
水

濁
る
世
を
そ
む
く
と
な
し
に
山
水
の
清
き
心
の
す
む
に
ま
か
せ
む

（権
大
納
言
言
継
卿
集

・
二
四
二
）

源
氏
物
語
内
部
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
「
濁
り
」
「
濁
り
そ
む
」
「
濁

り
な
し
」
「
濁
る
」
等
自
立
語
十
三
語
の
う
ち
、
藤
裏
葉
巻
の
当
該

一

首
を
除
い
て
全
て
歌
で
な
く
地
の
文
に
出
現
し

（引
歌
表
現

一
つ
を
含

む
）
煩
悩
や
機
れ
を
現
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「曇
り
な
し
」
十
五
語

の
う
ち
、
初
音
の
正
月
の
源
氏

・
紫
上
の
贈
答
歌
な
ど
、
「
く
も
り
な

き
よ
」
は
無
い
が
歌
句

「
く
も
り
な
し
」
の
歌
は
三
首
あ
る
。

こ
う
し
た
二
つ
の
歌
句
の
通
事
的
在
り
様
、
加
え
て
こ
の
物
語
内
部

で
の
在
り
様
を
考
え
る
と
、
通
行
本
文
の
藤
裏
葉
巻
の

一
首
の

「
濁
り

な
き
世
」
は
、
藤
裏
葉
巻
と
い
う
栄
光
の
大
団
円
の
う
ち
に
あ
り
な
が

ら
も
、
崩
れ
ゆ
く
貴
族
社
会
が
透
か
し
見
ら
れ
る
歌
句
で
あ
り
、
国
冬

本
は
そ
う
し
た
も
の
を
持
た
な
い
、
や
は
り

〈多
数
派
〉
の
歌
句
の
世

界
に
身
を
置
く
在
り
方
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
名
家
飛
鳥
井
家
出

身
者
を
筆
者
に
冠
す
る
当
該
巻
は
、
名
門
故
に
伝
統
の
呪
縛
の
内
に
踏

み
留
ま

っ
た
結
果
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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〓
一　
残
さ
れ
た
問
題
―
室
町
末
期
書
写
本
藤
裏
葉
巻
の

〈国
冬
本
と
し
て
の
刻
印
〉

以
上
歌
句
を
中
心
に
藤
裏
葉
巻
に
つ
い
て
検
討
し
て
来
た
が
、
そ
れ

に
し
て
も
同

一
の
伝
承
筆
者
の
書
写
本
六
帖
の
う
ち
、　
一
つ
藤
裏
葉
巻

の
み
ど
う
し
て
突
出
し
て
独
自
本
文
を
も

つ
こ
と
と
な

っ
た
の
か
。
藤

裏
葉
巻
が
所
謂
第

一
部
の
大
団
円
故
に
、
物
語
の
終
焉
と
は
最
終
的
な

雌
雄
を
決
す
る
場
で
あ
る
か
ら
、
「読
者
＝
書
写
者
の
情
緒
的
な
思
い

入
れ
」
が
過
剰
に
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の

一
帖
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
が

一
つ
考
え
ら
れ
て
は
来
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
注

（３
）
で
も
少
し

触
れ
た
が
、
幻
巻
は
畢
寛

〈亡
骸
同
然
の
光
源
氏
の
日
常
の
月
次
屏
風

絵
的

一
年
記
〉
で
あ
り
、
そ
の
直
前
の
御
法
巻
と
い
う

〈実
質
上
〉
の

第
二
部
の
終
焉
の
巻
に
頼
孝
筆
と
さ
れ
な
が
ら
特
筆
す
べ
き
字
句

レ

ヴ

ェ
ル
以
上
の
独
自
本
文
の
見
ら
れ
ぬ
こ
と

（因
み
に
幻
巻
そ
の
も
の

（伝
春
日
社
家
祐
範
筆
）
も
国
冬
本
の
独
自
本
文
は
見
あ
た
ら
な
い
）、
そ
し

て
何
よ
り
も
源
氏
物
語
の
最
終
的
な
大
団
円
夢
浮
橋
巻
も
同
筆
本
と
さ

れ
る
が
同
様
の
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
藤
裏
葉
巻
の
み
に
本

文
の
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
設
け
ら
れ
た
訳
は
、
近
代
に
入

っ
て
昭
和

三
年
与
謝
野
晶
子
氏
が

「私
は

『
源
氏
』
を
前
後
二
編

に
分
け
て
、

「
若
菜
」
以
下
の
諸
巻
を
後
編
と
し
、
そ
れ
を
他
人
の
補
作
で
あ
る
と

難
号
」

至 て
ぃ

経

鰈

剥
軋

駆

撫

藁

酔

騨

べ て

て こ
脚
烙

罐

で
た
く
栄
華
の
頂
点
を
見
せ
て
筆
が
結
ば
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
理
由

に
近
い
も
の
が
あ

っ
た
故
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
藤
裏
葉
巻
書

写
者
に
と

っ
て
幻

・
夢
浮
橋
巻
と
は
、
昭
和
二
十
四
年
に
池
田
亀
鑑
氏

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
所
謂

「
二
部
構
成
説
」
と
い
う
近
代
の
産
物
で

あ
る
枠
組
み
と
は
全
く
別
な
も
の
と
し
て
映
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

思
え
ば
、
伝
国
冬
本
源
氏
物
語
と
は
、
我
々
の
知
る
の
と
は
異
な
る

分
岐
点
で
こ
の
物
語
を
分
か
つ
性
質
が
あ

っ
た
。
桐
壺
巻
で
の

「
さ
と

の
と
の
」
「
か
ゝ
る
と
こ
ろ
に
お
も
ふ
や
う
な
ら
ん
人
を
く
し
て
す
ま

は
や
」
翁
本
文
研
究
　
１
』
３‐
ゥ
）
以
来
松
風
巻
辺
り
ま
で
、
源
氏
の
拠

り
所
と
し
て
東
の
院
の
増
築
な
ど
徐
々
に
玉
の
台
を
磨
く
様
に
整
え

つ

つ
あ

っ
た
二
条
院
構
想
が
変
貌
を
遂
げ
、
少
女
巻
に
六
条
京
極
辺
り
の

故
六
条
御
息
所
邸
辺
り
に
、
四
町
を
占
め
て
大
邸
宅
が
創
設
さ
れ
、

「
い
け
る
仏

の
み
国
」
（
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
分
節
番
号
田
ｏｏふ
～

田
ｏｏい∞）
に
よ

っ
て
終
わ
り
の
な
い
栄
華
が
描
か
れ
ゆ
く
の
が
通
行
本

文
の
源
氏
物
語
の
世
界
で
あ
る
が
、
国
冬
本
に
於
い
て
は
少
女
巻
で

「
二
条
京
極
わ
た
り
に
良
き
町
を
占
め
て
古
き
宮
の
ほ
と
り
に
つ
く
ら

せ
給

へ
り
」
（天
理
図
書
館
蔵
　
十
八
丁
オ
ｎ
行
～
十
八
丁
ウ
２
行
）
と
、

邸
宅
は
古
く
か
ら
の
構
想
通
り
二
条
に
そ
の
完
成
体
を
現
し
た
の
だ

っ

た
。
尤
も
こ
の

〈
二
条
院
創
設
〉
は
少
女
の
巻
の
み
の
話
で
、
国
冬
本

の
以
後
の
巻
で
は
こ
の
少
女
巻
の
記
述
は
恰
も
存
在
し
な
か

っ
た
か
の

よ
う
に
、
六
条
院
の
世
界
が
結
局
は
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
こ
の
国
冬
本
少
女
巻
で

「
二
条
院
栄
花
の
物
語
を
結
実
さ

せ
」
〈
一
つ
の
区
切
り
〉
が
実
現
し
、
我
々
の
見
知
る
こ
と
が
な
か

っ



た

〈源
氏
物
語
の
別
の
物
語
世
界
〉
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
る
。

更
に
二
千
円
札
の
裏
側
に
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻

・
鈴
虫
Ⅱ
と
同
詞
書

（東
京
　
五
島
美
術
館
蔵
）
が

一
部
引
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら

一
躍
脚
光
を

浴
び
た
鈴
虫
巻
は
、
国
冬
本
に
於
い
て
も
近
年
最
も
注
目
を
集
め
た
巻

で
も
あ
る
。
長
文
の
独
自
本
文
、
特
に
五
二
九
字
に
も
及
ぶ
も
の
が
指

摘
さ
れ
、
ま
た
そ
の
内
容
も
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

伊
藤
鉄
也
氏
は
五
二
九
字
の
独
自
本
文
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

こ
の
異
文
の
特
徴
は
、
文
字
数
に
お
い
て
長
い
ば
か
り
で
な
く
、

ま
た
話
題
転
換
部
分
で
あ
る
以
外
に
、
こ
の
異
文
の
中
に
七
人
も

の
人
物
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
女
三
宮

・

薫

。
光
源
氏

。
小
侍
従
君

。
柏
木

・
夕
霧

。
一
条
御
息
所
の
動
静

が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（中
略
）
こ
う
し
た
人
物
の

「鈴
虫
」

の
こ
の
場
面
で
の
登
場
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
で
あ
ろ

う
か
。
私
は
、
物
語
作
者
が
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
筆
を
欄
い
た
時

の
本
文
の
姿
を
伝
え
る
異
文
で
は
な
い
か
、
と
思

っ
て
い
る
。
第

二

一
巻

「少
女
」
や
第
二
三
巻

「藤
裏
葉
」
に
お
い
て
、
登
場
人

物
の
多
く
が
呼
び
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
思
い
を
致
す
か
ら
で
あ

２
つ
。

実
は
通
行
本
文
に
於
い
て
も
、
鈴
虫
の
巻
を
所
謂
第
二
部
の
統
合
点
の

巻
と
位
置
づ
け
る
意
見
は
あ

っ
た
。
楢
原
茂
子
氏
は
、

秋
山
虔
氏
が
柏
木
女
三
宮
物
語
と
第

一
部
以
来
の
源
氏
の

一
生
を

統
合
し
て
そ
の
位
境
を
象
徴
的
に
語
る
重
要
な
巻
と
位
置
づ
け
ら

れ
た
よ
う
に

（『源
氏
物
語
』
岩
波
新
書
　
昭
和
四
十
七
年
）、
紫
の

上
の
死
、
「
幻
」
巻
終
結
に
向
か

っ
て
源
氏
の

一
生
は
こ
の
短
い

「鈴
虫
」
巻
で
集
約
さ
れ
統
合
さ
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
と
な
る
と
国
冬
本
は
、
こ
の
鈴
虫
巻
の
統
合
的
性
格

を
更
に
明
確
に
持

つ
も
の
と
言
え
よ
う
。

但
し
こ
の
鈴
虫
巻
で
総
花
的
に
挙
げ
ら
れ
た
七
人
の
う
ち
、
例
え
ば

女
三
宮
に
は
、
通
行
本
文
に
は
描
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

〈人
間
的
成

長
〉
が
見
ら
れ
、
柏
木
も
、
独
自
本
文
が
、
悲
劇
の
貴
公
子
の
叙
事
詩

と
し
て
の
柏
木
巻
の
終
結
を
許
さ
ず
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
そ
れ
ぞ
れ
の

人
物
論
乃
至
は
巻
論
は
我
々
に
、
か
よ
う
な

〈別
世
界
〉
が
存
在
す
る

こ
と
を
劇
的
に
認
識
せ
じ
め
る
も
の
で
あ

っ
た
し
、
そ
の
意
味
で
は
先

述
の
少
女
巻
の

〈別
世
界
〉
も
同
様
で
あ
ろ
う
が
、
藤
裏
葉
巻
は
こ
れ

ら
の
巻
巻
と
異
な
り
、
文
意
に
関
わ
る
字
句
レ
ヴ

ェ
ル
以
上
の
独
自
本

文
を
も

つ
も
の
の
、
人
物
論
や
巻
論
と
し
て
総
括
で
き
る
ほ
ど
の
も
の

を
持
た
な
い
。
こ
の
差
は
、

少
女

。
柏
木

・
鈴
虫
巻

‥
…
・
伝
津
守
国
冬
筆
本

藤
裏
葉
巻
　
　
　
　
　
・…
‥
伝
飛
鳥
井
頼
孝
筆
本

に
因
る
と
も
言
え
る
。
稀
少
な
鎌
倉

一
筆
で
あ
る
と
い
う
国
冬
筆
本
は

こ
の
意
味
で
も
更
な
る
考
察
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
但
し

国
冬
の
鎌
倉

一
筆
と
伝
え
ら
れ
る
十
二
巻
十
二
冊
に
も
若
菜
上
巻
の
よ

う
に
青
表
紙
本
系
統
本
の
伝
本
で
特
段
の
独
自
本
文
を
持
た
な
い

一
巻

も
あ
り
、
決
し
て
早
急
且

つ
軽
々
に

一
筆
本
を
総
括
す
る
こ
と
は
出
来



な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。　
一
方
、
注

（４
）
岡
鳥
偉
久
子
氏
は

伝
日
比
正
廣
筆
絵
合
巻
が
全
丁
、
伝
同
正
廣
筆
夕
顔
巻
が

一
丁
～
二
十

一
丁
あ
た
り
ま
で
伝
国
冬
筆
の
臨
模
風
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う

し
た
点
も
含
め
て
か

つ
て

一
筆
の
国
冬
本
源
氏
物
語
五
十
四
帖
の
存
在

が
在

っ
た
可
能
性
を
主
張
し
て
い
る
。
元
々
国
冬
筆
鎌
倉
末
期
本
十
二

巻
を
補
う
形
で
、
五
十
四
帖
に
足
ら
な
い
正
に
四
十
二
と
い
う
数
字
の

巻
が
書
写
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
て
も
、
こ
の
可
能
性
は
か

な
り
高
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
い
く
と
、
鎌
倉
末
期

一
筆
本

と
室
町
末
期
混
成
筆
者
本
と
い
う
形
で
分
け
て
論
じ
て
い
く
よ
り
も
、

書
写
期
に
関
係
な
く

一
巻
ず

つ
乃
至
は
同

一
書
写
者
本
毎
に
検
証

・
考

察
を
し
続
け
る
の
が
有
効
な
方
法
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
論
じ
来
た
藤
裏
葉
巻
を
み
て
も
、
そ
の
考
え
は

一
層
強
化
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
伝
国
冬
本
の
特
徴
言
わ
ば

〈刻

印
〉
と
し
て
、
先
学
の
論
考
を
ま
と
め
、
〈中
心
よ
り
周
辺
に
目
配
り

を
し
、
源
氏
を
支
え
る
人
々
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
し
か
も
そ
の
周
辺

の
人
々
の
側
に
立

っ
た
視
点
を
も

つ
〉
と
述
べ
た
点

（注

（１８
）
拙
稿

よ
り
）
が
、
室
町
末
期
本
の
こ
の
藤
裏
葉
巻
に
も
見
出
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
注

（３
）
資
料
⑥
⑦
に
挙
げ
た
冷
泉
帝
の
源
氏

へ
の
、

よ
り
強
調
さ
れ
た
恭
順
の
描
写
で
あ
る
。
こ
こ
に
今

一
度
通
行
本
文
と

並
べ
る
形
で
掲
出
し
て
み
よ
う
。

【
国
冬
本
】

か
う
て
も
あ
か
す
の
み
御
門
は
お
ほ
し
て
よ
の
中
を
は
ゝ
か
り

つ
ゝ
く
ら
ゐ
も
え
ゆ
つ
り
き
こ
ゑ
給
は
ぬ
事
を
あ
さ
ゆ
ふ
の
御
け

き
く
さ
な
り
け
る
　

　

（天
理
図
書
館
蔵
　
一
一十
四
丁
ウ
４
～
７
行
）

※

「
な
」
は
補
入

【大
島
本
】

か
く
て
も
、
な
を
飽
か
ず
み
か
ど
は
お
ぼ
し
て
、
世
の
中
を
憚
り

て
、
位
を
え
譲
り
き
こ
え
ぬ
こ
と
を
な
む
、
朝
夕
の
御
嘆
き
ぐ
さ

な
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（③

一
九
一こ

【
国
冬
本
】

御
門
は
な
を
か
き
り
あ
る
を
や
／
ヽ
し
さ
を

つ
く
し
て
え
み
せ
た

て
ま

つ
ら
ぬ
事
の
み
な
ん
お
ほ
し
け
る（同

　
一
一十
九
丁
ウ
４
～
７
行
）

【大
島
本
】
　
　
　
　
　
　
　
敬

み
か
ど
は
な
を
限
り
あ
る
い
や
／
ヽ
し
さ
を
尽
く
し
て
、
見
せ
た

て
ま

つ
り
給
は
ぬ
こ
と
を
な
ん
お
ぼ
し
け
る
。
　

　

（③

一
九
二〇

国
冬
本
藤
裏
葉
巻
の
冷
泉
帝
は
、
実
父
源
氏
に
本
当
の
子
と
し
て
の

恭
順
と
献
身
を
出
来
ぬ
こ
と
を
の
み
、
そ
の
こ
と
ば
か
り
を
嘆
い
て
い

る
。
「
を
や
／
ヽ
し
さ
」
翁
親
々
し
さ
」
か
）
と
い
う
言
葉
は
未
知
の
語

だ
が
、
「
ゐ
や
／
ヽ
し
さ
」
（礼
儀
正
し
さ
、
う
や
う
や
し
さ
）
と
い
う
固

い
言
葉
に
対
し
、
親
と
子
の
生
の
感
情
を
感
じ
さ
せ
る
。
太
上
天
皇
に

準
じ
る
位
を
与
え
て
も
尚
現
し
き
れ
な
い
親
子
の
情
。
稀
少
な
相
違
で

は
あ
る
が
、
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
は
通
行
本
文
よ
り
、　
一
層
強
い

〈源
氏

を
支
え
る
人
々
の

一
人
〉
冷
泉
帝
の
思
い
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

思
え
ば
冷
泉
帝
が
源
氏
に
位
を
譲
る
な
り
官
位
を
上
げ
る
な
ど
の
形

を
取

っ
て
、
真
の
父
に
尽
く
そ
う
と
し
た
の
は
、
こ
れ
以
前
に
も
、
初
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め
て
源
氏
が
真
の
父
で
あ
る
と
知

っ
た
薄
雲
巻
、
源
氏
が
後
見
す
る
梅

壺
女
御
を
立
后
さ
せ
、
源
氏
を
太
政
大
臣
に
昇
進
さ
せ
た
少
女
の
巻
が

あ
る
。
し
か
し
こ
の
う
ち
少
女
の
巻
の
当
該
部
分
は
欠
如
し
て
い
る
の

で
、
薄
雲
巻
を
見
て
み
よ
う
。

【
国
冬
本
】

く
は
じ
う
そ
う
す
る
を
き
こ
じ
め
す
に
あ
さ
ま
し
う
め

つ
ら
か
に

て
お
そ
ろ
し
う
も
か
な
し
う
も
さ
ま
ノ
ヽ

に
御
心
み
た
れ
け
り

（
本
文
研
究
　
５
』

２７
ウ
）

【
大
島
本
】

く
は
し
く
奏
す
る
を
聞
こ
じ
め
す
に
、
あ
さ
ま
し
う
め
づ
ら
か
に

て
、
お
そ
ろ
し
う
も
か
な
し
う
も
、
さ
ま
／
ヽ
に
御
心
乱
れ
た
り
。

（②
壬
一一四
）

こ
れ
は
夜
居
の
僧
都
か
ら
初
め
て
真
相
を
聞
か
さ
れ
た
と
き
の
冷
泉
帝

の
反
応
で
あ
る
。
通
行
本
文
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

【
国
冬
本
】

お
と
ゝ
の
か
く
た
ヽ
人
に
て
世
に
つ
か

へ
給
も
あ
は
れ
に
か
た
し

け
な
か
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
　
２９
オ
）

【大
島
本
】

お
と
ゞ
の
か
く
た
ゞ
人
に
て
世
に
仕

へ
給
も
、
あ
は
れ
に
か
た
じ

け
な
か
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（②
壬
二
五
）

こ
れ
も
同
様
に
父
源
氏
の
位
が
自
ら
よ
り
低
い
こ
と
を
恐
縮
す
る
場
面
。

【
国
冬
本
】

き
こ
じ
め
し
ゝ
事
の
ゝ
ち
は
ま
た
こ
ま
か
に
見
た
て
ま

つ
り
給

つ
ゝ
こ
と
に
い
と
あ
は
れ
に
お
ほ
じ
め
さ
る
れ
は
い
か
て
こ
の
こ

と
を
き
こ
え
は
や
と
お
ほ
せ
と
さ
す
か
に
は
し
た
な
く
も
お
ほ
し

ぬ
へ
き
こ
と
な
れ
は
わ
か
き
御
心
ち
に
つ
ゝ
ま
し
く
て
ふ
と
も
え

う
ち
い
て
給
は
ぬ
ほ
と
は
お
ほ
か
た
の
こ
と
と
も
を

つ
ね
よ
り
こ

と
に
な

つ
か
し
う
き
こ
え
さ
せ
給

（同
　
３０
ゥ
～
３‐
ォ
）

【
大
島
本
】

聞
こ
じ
め
じ
し
事
の
の
ち
は
、
又
こ
ま
か
に
見
た
て
ま

つ
り
給
ふ

つ
ゝ
、
こ
と
に
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
じ
め
さ
る
れ
ば
、
い
か
で
こ

の
こ
と
を
か
す
め
き
こ
え
ば
や
と
お
ぼ
せ
ど
、
さ
す
が
に
は
し
た

な
く
も
お
ぼ
し
ぬ
べ
き
事
な
れ
ば
、
若
き
御
心
ち
に
つ
ゝ
ま
し
く

て
、
ふ
と
も
え
う
ち
出
で
き
こ
え
給
は
ぬ
ほ
ど
は
、
た
ゞ
大
方
の

事
ど
も
を
常
よ
り
こ
と
に
な

つ
か
し
う
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
。

（②
二
三
七
）

は
ん
の
少
し
で
も
自
分
が
実
の
父
を
知

っ
た
と
い
う
事
実
を
知

っ
て
も

ら
え
た
ら
、
と
い
う
箇
所
だ
が
、
通
行
本
文
と
の
差
異
は
な
い
。
以
上

見
て
き
た
よ
う
に
、
冷
泉
帝
の
源
氏

へ
の
親
子
の
情
の
強
調
の
描
写
の

国
冬
本
の
独
自
本
文
は
藤
裏
葉
巻
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
薄
雲
巻
の
伝

承
筆
者
が
鳥
居
小
路
経
厚
で
頼
孝
で
は
な
い
の
で
、
伝
頼
孝
筆
の
書
写

本
が
僅
か
に
出
張
し
て
い
た
独
自
の
冷
泉
帝
像
は
藤
裏
葉
巻
以
降
発
展

す
る
こ
と
な
く
終
わ

っ
て
い
る
。
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終
わ
り
に

以
上
、
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
確
か
に
前
述

の
如
く
こ
の
巻
は
、
人
物
論
と
し
て
も
巻
論
と
し
て
も
ま
と
め
ら
れ
る

も
の
を
持
た
ず
、
様
々
な
問
題
が
散
見
し
得
る
こ
と
を
確
認
し
そ
れ
ぞ

れ
に
固
有
の
方
法

で
意
味
を
探
る
し
か
な
い
巻

で
は
あ
る
。
し
か
し

一

つ
の
像
を
結
ば
ぬ
け
れ
ど
も
、
個
々
に
は
重
要
な
い
ず
れ
各
々
解
決
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
を
抱
え
眼
前

に
あ
る
こ
の
巻

の
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿

を
尊
重
し
賢
し
ら
な
解
釈
を
附
加
せ
ず
、
源
氏
物
語
の

〈
あ
る

一
つ
の

藤
裏
葉
巻
〉

の
諸
様
相
を
こ
こ
に
提
示
す
る
。

注（１
）伊
井
春
樹

・
伊
藤
鉄
也

。
中
村

一
夫

・
中
川
照
将

・
加
藤
昌
嘉

。
新
美
哲

彦
氏
等
の
諸
論
考
。

（２
）伝
国
冬
本
は
天
理
図
書
館
蔵
の
写
本
複
製
、
『本
文
研
究
』
（和
泉
書
院
）

の
翻
刻

（伊
藤
鉄
也

・
岡
蔦
偉
久
子
作
成
）、
『源
氏
物
語
別
本
集
成
』
及
び

『源
氏
物
語
大
成
』
に
拠

っ
た
。
何
に
拠

っ
た
か
は
そ
の
都
度
明
記
し
た
。

傍
線
な
ど
私
に
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
尚
掲
出
箇
所
は
原
則
と
し

て
独
自
本
文
箇
所
の
み
を
中
心
に
取
り
扱
い
、
他
本
文
に
同
様
及
び
類
似
の

箇
所
が
あ
る
場
合
は
、
※
を
附
し
て
明
記
し
た
。
伝
国
冬
本
の
対
照
本
文
と

し
て
は
、
現
行
で
最
も
通
行
す
る
本
文
が
そ
の
差
異
の
提
示
に
最
適
と
の
考

え
か
ら
、
大
島
本
を
出
来
得
る
限
り
忠
実
に
活
字
化
し
た

『岩
波
新
大
系

本
』
を
選
択
し
た
。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
巻
数
、
漢
数
字
は
頁
数
で
あ
る
。
表

記

。
傍
線
な
ど
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
適
宜

『大
島
本
源
氏
物
語
』

（古
代
学
協
会
編
　
角
田
文
衛

・
室
伏
信
助
監
修
　
角
川
書
店
）
の
複
製
か

ら
、
傍
書

・
書
き
入
れ
等
を
抜
き
出
し
た
。

（３
）
拙
稿

「影
印
本
を
読
む
―
国
冬
本

「梅
枝
」
「藤
裏
葉
」
巻
」
「
源
氏
物

語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
梅
枝

・
藤
裏
葉
』
（河
添
房
江
編
　
至
文
堂
　
平

成
十
五
年
十
月
）。
尚
、
作
成
に
あ
た
っ
て
渋
谷
栄

一
氏
の
御
協
力
を
得
た
。

こ
こ
に
記
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

（４
）
岡
蔦
偉
久
子

「
源
氏
物
語
国
冬
本
―
そ
の
書
誌
的
総
論
」
「
ビ
ブ
リ
ア
』

百
号
　
平
成
五
年
十
月
）。
伝
国
冬
本
研
究
の
基
礎
文
献
で
あ
る
。

（５
）
『
源
氏
物
語
歳
時
記
』
（ち
く
ま
学
芸
文
庫
　
平
成
七
年
十

一
月
）
三
二

九
頁

（６
）
伊
井
春
樹
編

『
源
氏
物
語
　
注
釈
書

・
享
受
史
事
典
』
（東
京
堂
出
版

平
成
十
三
年
九
月
）
二
九
八
頁

（７
）
こ
こ
で

〈変
容
〉
と
い
う
現
象
を
現
す
言
葉
を
用
い
、
本
文
研
究
に
於
い

て
よ
く
用
い
ら
れ
る

〈改
変
〉
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、
未
だ
国
冬
本
現
形

態
が
ど
の
よ
う
に
成

っ
た
か
そ
の
過
程
が
不
明
で
、
国
冬
本
は
、
故
に
通
行

本
文
と
見
比
べ
た
場
合
独
自
の
表
現
等
が
見
ら
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
国

冬
本
の
親
本
に
因
る
も
の
で
現
国
冬
本
に
単
純
に
引
き
写
さ
れ
た
故
の
も
の

か
、
そ
れ
と
も
現
国
冬
本
の
段
階
で
発
生
し
た
独
自
表
現
か
判
別
せ
ず
、
現

象
面
の
指
摘
に
留
め
る
他
無
い
と
い
う
理
由
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
尚
こ
の

辺
り
は
加
藤
昌
嘉
氏
の
御
意
見
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
記
し
て
謝
意
を

表
す
る
。
尚
本
稿
校
正
中
に

『文
学

・
語
学
』
１７８
号

（平
成
十
六
年
二
月
）

の
、
正
に

『改
変
』
の
語
に
拠
る
後
藤
康
文
氏
の
稿
者
へ
の
御
批
評
を
知
り

得
た
。
重
く
受
け
と
め
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

（８
）
『物
語
文
学
の
本
文
と
構
造
』
和
泉
書
院
　
平
成
九
年
四
月
　
は
じ
め
に

②
～
０
頁

（９
）
「
ｎ
グ
ラ
ム
統
計
処
理
を
用
い
た
文
字
列
分
析
に
よ
る
日
本
古
典
文
学
の
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研
究
―

『古
今
和
歌
集
』
の

「
こ
と
ば
」
の
型
と
性
差
」
（
千
葉
人
文
研
究

２９
』
平
成
十
二
年
二
月
）
の
後
注
２２
よ
り
０
近
藤
氏
は
こ
こ
で
女
郎
花
を
取

り
上
げ
、
平
安
時
代
全
般
に
多
く
歌
中
に
詠
ま
れ
た
中
、
女
性
に
よ
る
女
郎

花
詠
が
驚
く
ほ
ど
少
な
い
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
こ
の
花
が
男
性
本
位
の

セ
ク
シ
ャ
ル
な
視
線
を
内
在
さ
せ
る
も
の
と
し
て
女
性
に
厭
わ
れ
た
か
ら
と

解
く
。
そ
の
上
で
氏
は

「特
異
な
の
が

『源
氏
物
語
』
で
あ
る
。
源
氏
で
は
、

無
論
男
性
側
の
用
例
は
多
い
の
だ
が
、
女
が
、
贈
答
に
応
え
た
も
の
で
は
な

く
、
あ
え
て
自
ら
を
喩
え
て
男
に
詠
み
か
け
た
例
が
あ
る
。
野
分
巻
の
玉
重

（自
分
を
喩
え
る
）、
夕
霧
巻
の
一
条
御
息
所

（娘
を
女
郎
花
に
喩
え
る
）
で

あ
る
。
前
者
は
源
氏
の
懸
想
を
か
わ
そ
う
と
す
る
玉
重
の
歌
、
後
者
は
娘
の

運
命
を
案
じ
、
病
を
押
し
て
母
御
息
所
が
夕
霧
に
送

っ
た
手
紙
の
歌
で
あ
る
。

特
殊
な
状
況
下
、
そ
の
特
殊
性
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
性
差
と

「
こ
と

ば
」
の
古
今
的
秩
序
を
破

っ
た
詠
歌
が
な
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
『源
氏
物
語
』

で
は
、
性
差
と
こ
と
ば
の
古
今
的
な
秩
序
に
反
す
る
歌
が
、
他
に
も
散
見
し
、

そ
の
点
で
も
、
他
の
物
語
の
和
歌
と
は
異
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
１０
）
塞
自物
と
し
て
の
新
約
聖
書
』
（勁
草
書
房
　
平
成
九
年

一
月
）
三
八
八

頁
（１１
）
調
査
は

『小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
各
巻
巻
末

「漢
籍

・
史

書

・
仏
典
引
用

一
覧
」
（今
井
源
衛
作
成
）
と
古
沢
未
知
男

『漢
詩
文
引
用

よ
り
見
た
源
氏
物
語
』
（桜
楓
社
　
昭
和
三
九
年
）
の

「巻
別

・
典
拠
詞
句

一
覧
」
に
よ
り
行

っ
た
。
尚
後
者
の

一
覧
に
拠
れ
ば
伝
頼
孝
筆
本
六
帖
の
漢

籍
引
用
数
は
二
十
を
数
え
る
。

（‐２
）
加
藤
昌
嘉

「本
文
の
世
界
と
物
語
の
世
界
」
（
源
氏
物
語
研
究
集
成

‐３
』
平
成
十
二
年
五
月
）

一
八
五
頁

（‐３
）
「紫
式
部
新
考
」
６
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
源
氏
物
語

（
一
連

（有

精
堂
　
昭
和
四
十
四
年
十
月
）

（‐４
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
平
成
十
五
年
十
二
月
七
日
全
国
大
学
国
語
国
文
学

会
　
第
８８
回
大
会
研
究
発
表
会

（於
　
大
阪
大
学
吹
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）
に
て

「源
氏
物
語
の
別
本
の
物
語
世
界
―
国
冬
本
少
女
巻
を
中
心
に
」
と
題
し
て

口
頭
発
表
し
た
。
別
稿
で
詳
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

（‐５
）伊
井
春
樹

『源
氏
物
語
論
考
』
（風
間
書
房
　
昭
和
五
十
六
年
六
月
）

（‐６
）
『源
氏
物
語
本
文
の
研
究
』
（お
う
ふ
う
　
平
成
十
四
年
十

一
月
）
九

一

頁
　
一
一八
八
～
二
八
九
頁

（‐７
）
「
鈴
虫
」
巻

へ
の
凝
集
」
「
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
横
笛

・

鈴
虫
』
永
井
和
子
編
　
至
文
堂
　
平
成
十
四
年
十

一
月
）

一
五
四
頁

（
・８
）
拙
稿

「
国
冬
本
に
お
け
る
女
三
宮
に
つ
い
て
―
鈴
虫
の
巻
を
中
心
に
」

翁
国
語
国
文
』
平
成
十
四
年
二
月
）

（‐９
Ｖ
」
の
こ
と
に
つ
い
て
は
平
成
十
五
年
九
月
二
十
日
　
物
語
研
究
会
第
２８５
回

例
会

（於
　
立
教
大
学
）
に
て

「国
冬
本
源
氏
物
語
を
読
む
―
柏
木
巻
と
柏

木
物
語
を
中
心
に
」
と
題
し
、
同
年
十
二
月
十
三
日
大
阪
大
学
古
代
中
世
文

学
研
究
会
第
１５５
回
例
会

（於
　
大
阪
大
学
）
「国
冬
本
の
柏
木
衛
門
督
に
つ

い
て
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
。
別
稿
で
詳
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

※

『
源
氏
物
語
』
以
外
の
作
品
の
本
文
引
用
に
つ
い
て
は
、
勅
撰
集

・
文
治
六

年
女
御
入
内
和
歌
は

『新
編
国
歌
大
観
』
、
私
家
集
は

『私
家
集
大
成
』
、
物

語
二
百
番
歌
合
は

『王
朝
物
語
秀
歌
選
　
上
』
（岩
波
文
庫
　
昭
和
六
十
二

年
）、
『夢
の
通
ひ
路
物
語
』
・
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
・
『雲
隠
六
帖
』
は

『鎌
倉

時
代
物
語
集
成
』
に
そ
れ
ぞ
れ
拠

っ
た
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
線
は
稿
者

が
私
に
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
こ
し
の

。
ゆ
う
こ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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