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語文109(2017・12 大阪大学［国語rn1文学会）

嘉
承
二
年
(
―

-
0
七
）
の
堀
河
院
崩
御
は
、
近
臣
た
ち
、
ま
た
堀
河
院

の
文
雅
に
よ
っ
て
熱
し
て
い
た
歌
埴
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
近
臣
た
ち

の
嘆
き
は
異
常
と
も
言
え
る
高
ま
り
を
見
せ
る
。
『
中
右
記
』
に
は
近
臣
た

ち
の
夢
に
度
々
堀
河
院
が
あ
ら
わ
れ
て
温
か
い
言
業
を
か
け
た
こ
と
が
記
さ

れ
、
『
台
記
』
に
は
源
定
国
な
る
人
物
が
天
皇
の
転
生
し
た
西
海
に
渡
悔
し

た
と
い
う
嗜
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
や
が
て
説
話
と
な
っ
て
『
発
心
集
』
に

(
l
)

（

2
)
 

入
っ
た
。
文
学
面
に
お
い
て
も
「
追
慕
の
文
学
」
と
も
言
う
べ
き
『
讃
岐
典

侍
日
記
』
や
『
永
久
百
首
』
と
い
っ
た
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
が
、

そ
う
し
た
動
き
の
感
矢
と
な
っ
た
の
が
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
」
（
以
下
、

『
懐
旧
百
首
』
）
と
呼
ば
れ
る
百
首
歌
で
あ
る
。

『懐

ID百
首
』
は
、
源
国
信
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
百
首
歌
で
、
成
立
は
堀

(
3
)
 

河
院
崩
御
の
翌
年
嘉
承
三
年
(
―

1
0
八
）
秋
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
国

信
は
、
右
大
臣
源
顕
房
の
四
男
、
延
久
元
年

(
1
0
六
九
）
の
生
。
姉
に
臼

源
国
信
と
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』

ー
「
源
氏
和
歌
集
」
参
照
の
可
能
性

源
国
偏

『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』

河
天
畠
中
宮
賢
子
が
お
り
、
甥
・
堀
河
院
の
第
一
の
近
臣
と
し
て
活
蹄
す
る
。

文
雅
の
帝
王
と
し
て
名
高
い
堀
河
院
の
歌
培
に
お
い
て
も
領
祁
的
役
割
を
果

た
し
た
。
中
祉
歌
合
へ
の
画
期
と
さ
れ
る
源
宰
相
中
将
家
歌
合
を
主
他
し
、

『
堀
河
院
艶
掛
合
』
『
堀
洲
百
首
』
な
ど
主
要
な
和
歌
行
事
で
も
巾
心
的
存
在

で
あ
っ
た
。
堀
河
院
が
沿
く
し
て
削
御
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
臨
終
に
立
ち

合
い
、
近
臣
と
し
て
も
親
族
と
し
て
も
悲
戦
に
沈
ん
だ
。

『
懐
旧
百
首
』
の
内
容
は
、
橋
本
不
芙
男
氏
が
「
堀
河
院
を
恋
ひ
つ
め
た

詠
嘆
が
面
首
に
ほ
と
ば
し
り
出
た
」
哀
傷
の
百
首
と
さ
れ
、
浅
田
徹
氏
は
さ

ら
に
詳
細
に
分
析
し
て
、
無
常
や
罪
業
の
恐
れ
な
ど
堀
河
院
と
は
直
接
閲
係

の
な
い
歌
が
二
割
近
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
堀
河
院
に
手
向
け
た
」
作
品
で

は
な
く
、
堀
河
院
崩
御
後
の
国
信
自
身
の
内
心
を
見
つ
め
た
作
品
で
あ
る
と

伎
骰
づ
け
ら
れ
た
。
歌
姐
は
『
堀
河
百
首
」
に
大
枠
を
拠
り
な
が
ら
、
適
宜

追
加
・
削
除
し
て
お
り
、
哀
傷
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
迎
柚
成
に
し
よ
う
と
い
う

謡
圏
が
看
取
さ
れ
る
。

現
在
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
廊
本
と
宮
内
庁
瞥
陵
部
本
が
伝
わ
っ
て
お
り
、

に
見
え
る

瓦

井

『
源
氏
物
語
』

裕 摂
取

子



ま
ず
、
『
懐

iEI
百
首
』
に
お
け
る
『
堀
河
百
首
』
の
摂
取
と
そ
の
参
照
形

冨
堀
河
百
首
』
の
摂
取
と
参
照
形
態
の
推
測

(
5
)
 

冷
泉
家
本
が
湘
陵
部
本
の
親
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
冷
呆
家
本
奥

書
に
は
、已

上
源
中
納
言
後
於
堀
川
院
恋
昔
之
百
首
也

(
6
)
 

僕
範
草
之

と
見
え
、
堀
河
院
の
崩
御
後
、
堀
河
院
に
お
い
て
詠
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

『
懐
旧
百
首
』
の
性
格
は
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
一

方
で
、
具
体
的
な
表
現
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
研
究
は
未
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。

和
歌
は
短
期
間
の
う
ち
に
一
気
に
詠
ま
れ
た
の
か
、
そ
の
表
現
は
練
ら
れ
て

お
ら
ず
、
煩
似
表
現
が
多
く
単
調
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
。
加
え
て
、
先
行
歌

摂
取
が
甚
だ
し
い
。
一
見
文
学
的
価
値
は
高
く
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
堀

河
院
歌
坑
の
主
要
歌
人
の
事
跡
と
し
て
、
ま
た
や
が
て
『
永
久
百
首
』
に
繋

が
る
崩
御
後
の
歌
坑
の
動
向
を
示
す
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に

先
行
歌
主
に
『
堀
河
百
首
]
と
『
源
氏
物
語
』
ー
ー
_
の
原
態
を
あ
か
ら

さ
ま
に
留
め
て
い
る
た
め
、
そ
の
摂
取
の
様
相
が
か
な
り
鮮
明
に
窺
え
る
と

い
う
点
で
典
味
深
い
作
品
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
懐
旧
百
首
』
に
お
け
る
『
堀
河
百
首
』
と
『
源
氏
物
語
』

の
影
孵
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
詠
歌
し
て
い
る
か
を
、

参
照
の
形
態
と
い
う
観
点
か
ら
紐
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
最
終
的
に
国
信
が

「
源
氏
和
歌
猿
」
の
よ
う
な
和
歌
抜
粛
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
に
言
及
し

た
い
。

態
か
ら
述
べ
て
い
き
た
い
。
『
怯

IEI百
首
』
は
題
を
『
堀
河
百
首
』
に
拠
る

ば
か
り
で
な
く
、
和
歌
衷
現
自
休
に
も
『
堀
河
百
首
』
の
影
評
が
顕
著
で
あ

る
。
本
亘
首
を
詠
む
際
、
『
堀
河
百
首
』
の
同
題
か
ら
表
現
を
取
っ
た
例
が

散
見
さ
れ
る
。

(
7
)
 

別
れ
に
し
人
も
き
て
み
ぬ
藤
ば
か
ま
何
ふ
る
さ
と
に
、
口
ふ
な
る
ら
む

（
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
蘭•
4
2
)

{8) 

秋
こ
と
に
た
れ
き
て
み
よ
と
藤
ば
か
ま
衣
笠
岳
に
に
ほ
ふ
な
る
ら
む

（
『
堀
河
百
首
』
蘭
．

665
．
師
時
）

は
か
な
さ
は
あ
き
し
も
ま
た
じ
物
ゆ
ゑ
に
何
苗
代
に
種
を
ま
く
ら
む

（
『
源
中
納
言
恢
旧
百
首
』
苗
代
・

14)

白
露
の
お
く
て
蒔
く
て
ふ
小
山
田
に
何
歯
代
を
い
そ
ぐ
な
る
ら
ん

（
『
堀
河
百
首
』
苗
代
・

236
．
永
縁
）

共
に
『
堀
河
百
首
』
の
同
題
詠
と
の
共
通
表
現
が
見
ら
れ
る
。
表
現
自
体
は

独
創
的
な
も
の
で
は
な
い
か
、
本
百
首
が
『
堀
河
百
首
』
参
加
者
が
堀
河
題

で
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慇
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
共
通

性
は
、
『
堀
河
百
首
』
の
影
孵
を
受
け
て
起
こ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

、つ
こ
の
よ
う
に
、
『
懐
旧
百
首
』
は
『
堀
河
百
首
〗
の
題
の
み
を
踏
槻
す
る

の
で
な
く
、
表
現
に
お
い
て
も
『
堀
河
百
首
』
か
ら
の
影
細
活
を
受
け
て
い
る
。

か
つ
て
堀
河
院
に
献
上
し
た
『
堀
河
百
首
』
の
題
と
い
う
枠
組
み
の
巾
で
、

そ
の
表
現
を
糀
承
し
な
が
ら
、
本
百
首
で
は
そ
れ
を
哀
俗
の
文
脈
に
詠
み
か

え
て
い
こ
う
と
す
る
。
『
堀
河
百
首
』
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
時
を
忍

2
 



び
、
堀
河
院
亡
き
今
と
対
照
さ
せ
よ
う
と
い
う
国
信
の
試
み
が
看
取
さ
れ
よ

、つ。
こ
の
よ
う
な
『
堀
河
百
首
』
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
詠
歌
す
る
と
い
う

『
懐
旧
百
首
』
の
特
徴
を
考
え
る
と
き
、
目
を
引
く
の
は
以
下
の
よ
う
な
現

象
で
あ
る
。

卯
の
花
を
み
れ
ば
わ
が
身
ぞ
あ
は
れ
な
る
お
ど
ろ
の
か
み
の
し
ろ
む
と

(
9
)
 

思

へ

ば

（

『

源

中

納

言

懐

旧

百

首

』

卯

花

・

21)

今
日
く
れ
ば
し
ど
ろ
に
見
ゆ
る
山
が
つ
の
お
ど
ろ
の
か
み
も
葵
か
け
け
り

（
『
堀
河
百
首
』
葵
．

360
．
俊
頼
）

第
四
句
「
お
ど
ろ
の
か
み
」
は
和
歌
で
は
ほ
と
ん
ど
例
の
な
い
珍
し
い
こ
と

ば
で
あ
り
、
『
堀
河
百
首
』
か
ら
の
影
評
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
同
題
詠
で
は
な
く
、
『
懐
旧
百
首
』
は
卯
花
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
堀
河

百
首
』
は
葵
題
と
な
っ
て
い
る
。
卯
花
題
と
葵
題
は
、
『
懐
旧
百
首
』
・
『
堀

河
百
首
』
共
に
隣
り
合
う
歌
題
で
あ
る
。

国
倍
は
ど
の
よ
う
に
『
堀
河
百
首
』
葵
題
か
ら
『
懐
旧
百
首
』
卯
花
題
の

表
現
を
摂
取
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
『
堀
河
百
首
』
の
参
加
者
で
、
時

に
主
催
者
と
も
目
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
か
ら
、
『
堀
河
百
首
』
の
表
現
を
よ

＜
承
知
は
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
六
0
0
首
、
異
本
歌
を
含
め

る
と
さ
ら
に
多
く
な
る
『
堀
河
百
首
』
を
踏
ま
え
て
新
た
に
百
首
歌
を
詠
歌

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
記
憶
だ
け
を
頼
り
に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
し

て
、
同
題
で
は
な
く
次
の
題
か
ら
も
和
歌
表
現
を
摂
取
す
る
こ
の
よ
う
な
在

り
様
は
、
粛
物
に
よ
る
参
照
を
想
定
し
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

書
物
と
し
て
の
『
堀
河
百
首
』
を
見
て
卯
花
題
を
参
照
し
た
と
き
、
卯
花
題

に
続
く
葵
題
も
目
に
入
り
、
「
お
ど
ろ
の
か
み
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
白
い

卯
花
と
白
髪
の
連
想
を
思
い
つ
い
て
、
結
果
と
し
て
卯
花
題
に
「
お
ど
ろ
の

か
み
」
か
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
同
題
詠
ば
か
り
で
な
く
、

次
の
題
の
表
現
を
も
取
り
入
れ
る
こ
の
例
か
ら
は
、
国
信
が
文
字
化
さ
れ
た

『
堀
河
百
首
』
を
参
照
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

氷
題
で
も
同
様
の
現
象
が
起
こ
る
。

み
ち
の
へ
に
踏
む
た
へ
が
た
に
薄
氷
わ
れ
て
泄
に
ふ
る
わ
れ
ぞ
悲
し
き

（
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
氷
•
6
2
)

水
烏
の
す
だ
＜
汀
の
池
氷
わ
れ
て
も
鳩
の
か
づ
く
な
る
か
な

（
『
堀
河
百
首
』
水
鳥
・
国
信
・
即
）

「
薄
氷
わ
れ
て
」
と
い
う
表
現
が
、
『
懐
旧
百
首
』
氷
題
と
『
堀
河
百
首
」
水

烏
題
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
。
氷
題
・
水
烏
題
は
、
『
懐
旧
百
首
』
・
『
堀

河
百
首
』
と
も
に
、
こ
の
順
で
隣
接
す
る
歌
題
で
あ
る
。
『
懐
旧
百
首
』
氷

題
に
こ
の
表
現
が
あ
る
の
も
、
や
は
り
『
堀
河
百
首
』
氷
題
を
参
照
し
た
際
、

次
の
水
島
題
の
中
に
氷
題
へ
そ
の
ま
ま
転
用
で
き
る
「
薄
氷
わ
れ
て
も
」
と

い
う
表
現
を
見
出
し
て
、
『
懐
旧
百
首
j

氷
題
に
表
現
を
取
り
込
ん
で
い
っ

た
と
拙
察
さ
れ
る
。

同
題
だ
け
で
な
く
次
の
題
か
ら
も
ま
た
表
現
を
摂
取
す
る
在
り
様
か
ら
は
、

国
信
の
参
照
し
た
の
が
一
党
性
を
備
え
た
文
字
賢
料
、
つ
ま
り
書
物
と
し
て

の
『
堀
河
百
首
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
『
懐
旧
百
首
』
に
お
け
る
『
堀
河
百
首
』

『
源
氏
物
語
』
の
摂
取

の
摂
取
と
そ
の
参
照
形

3
 



態
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
以
下
で
は
、
参
照
形
態
と
い
う
観
点
に
基
づ
き
、

『
懐
旧
百
首
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
摂
取
の
在
り
様
を
探
っ
て
い
き
た

い
。
本
節
で
は
、
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
摂
取
の
事
例
を
確
認
し
て
お
く
。

例
え
ば
、
お
も
ふ
こ
と
題
の
内
の
一
首
は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

涙
の
み
く
れ
ふ
た
が
り
て
あ
ら
ぬ
よ
の
冊
に
ま
ど
ふ
ぞ
悲
し
か
り
け
る

（
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
お
も
ふ
こ
と
・

101)

こ
の
歌
は
、
次
の
『
源
氏
物
語
』
椎
本
巻
の
歌
を
引
く
。

(10) 

涙
の
み
栃
り
ふ
た
が
れ
る
山
里
は
ま
が
き
に
し
か
ぞ
も
ろ
声
に
な
く

（
『
源
氏
物
語
』
椎
本
巻
）

こ
れ
は
、
宇
治
八
の
宮
亡
き
後
、
匂
宮
か
ら
の
弔
問
に
大
君
が
返
し
た
歌
で

あ
っ
た
。
本
来
は
中
君
が
返
歌
を
す
べ
き
と
こ
ろ
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
箪
を

と
る
こ
と
が
で
き
な
い
妹
に
代
わ
っ
て
大
君
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
国
信

は
こ
の
歌
を
引
く
こ
と
で
、
父
親
を
亡
く
し
て
途
方
に
く
れ
る
宇
治
の
姉
妹

の
悲
痛
を
、
君
主
を
亡
く
し
て
悲
睦
に
く
れ
る
自
身
の
心
情
に
重
ね
合
わ
せ

よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

次
も
、
『
源
氏
物
語
』
の
哀
傷
に
沈
む
源
氏
の
歌
を
引
く
。

い
つ
ま
で
の
た
く
は
へ
す
と
か
山
が
つ
の
命
も
知
ら
ず
早
苗
と
る
ら
む

（
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
早
州
・

25)

春
ま
で
の
命
も
知
ら
ず
雪
の
う
ち
に
色
づ
く
梅
を
今
日
か
ざ
し
て
ん

（
『
源
氏
物
語
』
幻
巻
）

紫
上
追
悼
の
一
年
を
描
く
幻
巻
の
末
尾
付
近
の
歌
で
あ
る
。
無
常
を
制
感
す

る
源
氏
は
、
間
近
に
迫
っ
た
新
年
ま
で
も
命
が
あ
る
か
分
か
ら
な
い
と
詠
む
。

国
信
は
そ
の
表
現
を
取
り
、
寿
命
と
い
う
観
点
を
持
た
ず
に
目
の
前
の
牒
作

業
に
の
み
追
わ
れ
る
山
が
つ
の
姿
に
詠
み
か
え
た
。

神
楽
題
で
は
手
習
巻
の
贈
答
を
引
く
。

(11) 

宮
人
は
あ
り
し
な
が
ら
に
遊
べ
ど
も
む
か
し
の
こ
と
の
音
ぞ
泣
か
れ
け
る

（
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
神
楽•
6
5
)

忘
ら
れ
ぬ
む
か
し
の
こ
と
も
笛
竹
の
つ
ら
き
ふ
し
に
も
音
ぞ
泣
か
れ
け
る

笛
の
音
に
む
か
し
の
こ
と
も
し
の
ば
れ
て
か
へ
り
し
ほ
ど
も
袖
ぞ
ぬ
れ
に
し

（
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
）

小
野
尼
君
と
娘
婿
の
少
将
が
、
笛
の
音
に
も
亡
き
妻
、
娘
を
息
い
出
す
。

「
む
か
し
の
こ
と
」
に
は
「
事
」
と
「
琴
」
が
か
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で

も
昔
を
思
い
出
す
よ
す
が
と
な
る
の
が
箱
で
あ
っ
た
。
笛
と
い
え
ば
、
管
弦

を
得
意
と
し
た
堀
河
院
が
特
に
愛
し
た
楽
器
で
、
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
国
信
は
、
神
楽
題
に
あ
た
り
音
楽
に
滸
目
し
た
と

き
、
堀
河
院
の
笛
を
連
想
し
、
『
源
氏
物
語
』
の
笛
の
音
に
よ
っ
て
生
前
を

想
起
す
る
こ
の
贈
答
に
辿
り
つ
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
懐
旧
百
首
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
、
し
か
も
主
と
し

{12) 

て
哀
傷
歌
か
ら
積
極
的
に
表
硯
を
取
ろ
う
と
す
る
。
『
堀
河
百
首
』
か
ら
表

現
を
取
る
の
は
、
ま
だ
し
も
容
易
で
あ
る
。
『
堀
河
百
首
』
を
開
き
、
同
題

の
歌
を
見
れ
ば
事
足
り
る
し
、
時
に
隣
接
す
る
題
か
ら
表
現
を
伯
り
る
こ
と

も
で
き
る
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
に
関
し
て
は
、
ど
の
在
に
と
の
よ
う

な
出
来
事
が
描
か
れ
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
た
か
が
朧
げ
に
せ

よ
碩
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
摂
取
以
前
に
、
ど
こ
か
ら
摂
取
す
る
か
を
決

定
す
る
こ
と
さ
え
固
難
で
あ
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
本
百
首
に
お
い
て
国
信
は
か
な
り
自
在
に
『
源
氏
物

L ー



し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
源
氏
摂
取
に
関
す
る
素
地
を
有
し
て
い
た
と
は
い

え
、
『
堀
河
百
首
』
の
摂
取
と
同
様
、
霊
源
氏
物
語
』
の
表
硯
を
賠
ん
じ
て
詠

ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
事
象
が
『
懐
旧
百
首
』
に
は
現
れ
て
い
る
。

『
懐
旧
百
首
』
鹿
題
と
し
て
、
次
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

は
か
な
く
も
う
き
世
に
め
ぐ
る
つ
ま
ゆ
へ
に
声
た
か
さ
ご
に
鹿
の
嗚
く
か
な

（
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
鹿•
4
4
)

こ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
の
詐
舟
歌
の
表
現
を
取
っ
て
い
る
。

わ
れ
か
く
て
う
き
世
の
中
に
め
ぐ
る
と
も
誰
か
は
知
ら
む
月
の
み
や
こ
に

（
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
）

思
い
が
け
ず
生
き
な
が
ら
え
た
身
を
厭
い
、
小
野
の
里
で
物
思
い
に
ふ
け
る

浮
舟
の
厭
恨
観
の
強
い
歌
で
あ
る
。
「
う
き
恨
に
め
ぐ
る
」
と
い
う
珍
し
い

表
現
が
一
致
す
る
た
め
源
氏
摂
取
と
知
ら
れ
る
。

四

『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
鹿
題
・
露
題
と
『
源
氏
物
語
』

語
』
を
摂
取
し
て
い
る
。
堀
河
院
の
愛
し
た
笛
を
手
が
か
り
に
摂
取
す
る
場

面
を
選
ぶ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
題
と
は
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
場
而
の
状
況

を
取
り
こ
ん
で
詠
歌
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
哀
偽
歌
の
特
徴
的
な
表
現

を
文
脈
に
関
係
な
く
取
り
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
国
信
が
こ
の
よ
う
な
自
在

な
源
氏
摂
取
を
行
え
る
知
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
か
つ
て
『
堀
河
百

首
』
詠
歌
に
あ
た
っ
て
も
、
題
と
は
関
係
な
く
『
源
氏
物
語
』
の
行
名
な
歌

C13) 

や
特
徴
的
な
表
現
を
使
っ
て
歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
国

信
は
少
な
く
と
も
作
中
の
著
名
な
場
而
の
歌
や
印
象
的
な
表
現
を
知
っ
て
お

り
、
自
在
に
引
き
出
せ
る
素
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

さ
て
、
本
百
首
の
鹿
題
に
続
く
蕗
題
の
歌
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

思
ひ
い
づ
る
言
の
業
し
げ
き
旅
寝
に
は
箪
の
枕
に
臨
そ
し
き
け
る

（
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
露
•
4
5
)

こ
れ
は
鈷
題
の
題
詠
歌
と
い
う
性
格
を
考
え
た
と
き
、
や
や
異
例
の
歌
で
あ

る
。
露
題
で
は
、
萩
に
お
い
た
露
や
玉
の
よ
う
な
様
態
を
詠
む
こ
と
が
一
般

的
で
あ
り
、
旅
寝
の
草
枕
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
稿
者
は
こ
れ
を
蜻
蛉
巻
の
以
下
の
歌
の

影
郭
下
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

か
た
へ
は
几
帳
の
あ
る
に
す
べ
り
隠
れ
、
あ
る
は
う
ち
背
き
、
押
し
開

け
た
る
戸
の
方
に
、
紛
ら
は
し
つ
つ
ゐ
た
る
、
頭
つ
き
ど
も
も
を
か
し

と
見
わ
た
し
た
ま
ひ
て
、
硯
ひ
き
寄
せ
て
、

「
女
郎
花
み
だ
る
る
野
辺
に
ま
じ
る
と
も
づ
創
[
の
あ
だ
名
を
わ
れ

に
か
け
め
や

心
や
す
く
は
思
さ
で
」
と
、
た
だ
こ
の
障
子
に
う
し
ろ
し
た
る
人
に
見

せ
た
ま
へ
ば
、
う
ち
み
じ
ろ
き
な
ど
も
せ
ず
、
の
ど
や
か
に
、
い
と
と

＜
 花

と
い
へ
ば
名
こ
そ
あ
だ
な
れ
女
郎
花
な
べ
て
の
霧
に
乱
れ
や
は
す
る

と
翡
き
た
る
手
、
た
だ
か
た
そ
ば
な
れ
ど
よ
し
づ
き
て
、
お
ほ
か
た
め

や
す
け
れ
ば
、
誰
な
ら
む
と
見
た
ま
ふ
。
今
参
の
ほ
り
け
る
逍
に
、
ふ

た
げ
ら
れ
て
と
ど
こ
ほ
り
ゐ
た
る
な
る
べ
し
と
見
ゆ
。
弁
の
お
も
と
は
、

「
い
と
け
ざ
や
か
な
る
翁
言
、
悧
く
は
べ
り
」
と
て
、

「
旅
寝
し
て
な
ほ
こ
こ
ろ
み
よ
女
郎
花
さ
か
り
の
色
に
う
つ
り
う

つ
ら
ず

5
 



さ
て
後
さ
だ
め
き
こ
え
さ
せ
ん
」
と
言
へ
ば
、

宿
か
さ
ば
ひ
と
夜
は
寝
な
ん
お
ほ
か
た
の
花
に
う
つ
ら
ぬ
心
な
り
と
も

と
あ
れ
ば
、
「
何
か
、
辱
め
さ
せ
た
ま
ふ
。
お
ほ
か
た
の
野
辺
の
さ
か

し
ら
を
こ
そ
聞
こ
え
さ
す
れ
」
と
言
ふ
。
（
蛸
蛉
・
⑥

•
2
6
7
1
2
6
9
)

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
「
硲
」
と
「
旅
寝
」
と
い
う
常
識
的
な
縁
語
が
一
致
す
る

だ
け
で
、
表
面
上
は
ま
っ
た
＜
摂
取
を
想
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
先
ほ
ど
の
鹿
題
で
摂
取
さ
れ
た
手
習
巻
の
浮
舟
歌
か
ら
遡
っ
て
『
源
氏

物
語
』
作
中
歌
を
抜
粋
し
た
と
き
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
歌
が
手

習
巻
の
浮
舟
歌
と
ご
く
近
桜
す
る
位
骰
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ー
ー
ー
［
＇
蜻
蛉
裳
が

J
1
1
ー
ー
ー

（略）

＊
女
郎
花
み
だ
る
る
野
辺
に
ま
じ
る
と
も
つ
ゆ
の
あ
だ
名
を
わ
れ
に

か
け
め
や

＊
花
と
い
へ
ば
名
こ
そ
あ
だ
な
れ
女
郎
花
な
べ
て
の
釦
に
乱
れ
や
は
す
る

＊
周
し
て
な
ほ
こ
こ
ろ
み
よ
女
郎
花
さ
か
り
の
色
に
う
つ
り
う
つ
ら
ず

宿
か
さ
ば
ひ
と
夜
は
寝
な
ん
お
ほ
か
た
の
花
に
う
つ
ら
ぬ
心
な
り
と
も

あ
り
と
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ず
見
れ
ば
ま
た
行
く
方
も
し
ら
ず
消

え
し
か
げ
ろ
ふ

ー
ー
ー
ー
ー
壬
J

叩
曰
逸
g
ー
［
ー
ー
ー

身
を
投
げ
し
涙
の
川
の
は
や
き
瀬
を
し
が
ら
み
か
け
て
誰
か
と
ど
め
し

＊
わ
れ
か
く
て
う
き
枇
の
中
に
め
ぐ
る
と
も
誰
か
は
知
ら
む
月
の
み

や
こ
に

摂
取
さ
れ
た
歌
は
、
蜻
蛉
巻
と
手
晋
巻
に
ま
た
が
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
よ

間
に
わ
ず
か
三
首
を
挟
ん
で
い
る
に

う
に
和
歌
の
み
を
抜
粋
し
て
み
る
と
、

す
ぎ
な
い
。

こ
の
抜
枠
は
、
い
わ
ゆ
る
「
源
氏
和
歌
集
」
「
源
氏
集
」
な
ど
と
呼
ば
れ

る
『
源
氏
物
語
」
作
中
歌
を
抜
粛
し
た
本
と
ほ
ぼ
同
様
の
形
態
で
あ
る
。
国

信
は
『
怯
旧
百
首
』
の
詠
歌
に
あ
た
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
自
体
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
な
「
源
氏
和
歌
集
」
を
参
照
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
鹿
題
を

詠
む
に
あ
た
っ
て
手
習
巻
の
歌
を
引
こ
う
と
し
た
と
き
、
次
の
露
題
の
参
考

に
な
り
そ
う
な
篠
を
詠
む
歌
々
「
女
郎
花
…
」
「
花
と
い
へ
ば
…
」
「
旅
寝
し

て
．．． 

」
を
目
当
て
の
歌
の
直
前
に
見
出
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
に
影
縣
を
受
け

な
か
ら
『
懐
旧
百
首
』
叩
器
題
を
詠
ん
だ
。
そ
の
た
め
に
硲
題
に
し
て
は
稀
な

「
旅
寂
」
の
盆
が
詠
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
流
れ
が
想
定
し
う
る

の
で
は
な
い
か
。

蜻
蛉
巻
の
三
首
と
手
習
巻
の
歌
の
間
に
は
物
語
上
相
当
の
紙
幅
が
あ
り
、

巻
ま
で
違
っ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
自
体
に
拠
っ
た
の
で
あ
れ
ば
両
者
を

併
せ
て
参
照
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
「
源
氏
和
歌
集
」
の
よ
う
な
和
歌

抜
歯
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
懐
旧
百
首
』
の
鹿
題
ふ
蹄
題
の
詠
歌
に

あ
た
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
述
う
巻
に
存
在
す
る
歌
が
参
照
さ
れ
た
可
能

性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
前
後
の
歌
を
も
参
照
す
る
態
度
は
、
先
述
の
よ
う
に
『
堀
河
百

首
』
参
照
の
と
き
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
侶
は
『
堀
河
百
首
』

を
参
照
す
る
と
き
、
記
憐
に
頼
っ
た
の
で
は
な
く
、
晶
本
的
に
は
歯
物
に

よ
っ
て
逐
一
同
題
詠
に
あ
た
っ
て
お
り
、
時
と
し
て
『
堀
河
百
首
』
で
は
次

の
題
の
表
現
を
も
取
り
こ
ん
で
い
く
。
そ
れ
と
同
じ
現
象
が
、
「
源
氏
和
歌

6
 



具
体
的
な
例
を
も
う
少
し
見
て
お
き
た
い
。
『
懐
旧
百
首
』
の
竹
題
は
、

以
下
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

呉
竹
の
よ
、
と
そ
い
と
ゞ
流
れ
け
る
別
れ
し
ふ
し
を
思
ひ
出
つ
れ
は

（
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
竹•
7
5
)

「
竹
」
が
「
流
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
当
時
流
行
し
た
ら
し
く
、
堀
河
院
の

(H) 

周
辺
で
も
詠
ま
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
竹
の
中
で
も
専
ら
「
河
竹
」
に
関

わ
り
、
「
河
」
の
縁
語
と
し
て
「
流
れ
る
」
が
蔚
か
れ
て
き
た
。
当
該
歌
の

よ
う
に
「
呉
竹
」
が
「
流
れ
る
」
の
で
は
縁
語
が
成
立
し
な
い
。
当
然
そ
れ

は
国
信
も
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
歌
は
従
来
の
「
河
竹
」

が
「
流
れ
る
」
歌
と
は
根
本
的
に
違
う
滸
想
か
ら
生
じ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。そ

こ
で
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
の
贈
答
で
あ
っ
た
。

「
岡
は
あ
や
な
き
を
、
月
映
え
は
い
ま
す
こ
し
心
こ
と
な
り
と
さ
だ
め

き
こ
え
し
」
な
ど
す
か
し
て
、
内
よ
り
、

仰
河
の
そ
の
劇
の
こ
と
は
思
ひ
出
づ
や
し
の
ぶ
ば
か
り
の
ふ
し
は

な
け
れ
ど

と
言
ふ
。
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
一
恢
ぐ
ま
る
る
も
、
げ
に
い
と
浅
く

は
お
ぼ
え
ぬ
こ
と
な
り
け
り
と
、
み
づ
か
ら
思
ひ
知
ら
る
。

流
れ
て
の
た
の
め
む
な
し
き
竹
河
に
恨
は
う
き
も
の
と
思
ひ
知
り
に
き

も
の
あ
は
れ
な
る
気
色
を
人
々
を
か
し
が
る
。
（
竹
河
・
⑤
•
9
8
1
9
9
)

五
、
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
竹
題
・
鶴
顆
と
『
源
氏
物
語
』

集
」
の
参
照
に
お
い
て
も
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

女
房
が
煎
に
竹
河
を
謡
っ
た
正
月
を
思
い
出
す
か
と
間
い
、
獄
は
時
が
過
ぎ

て
大
君
に
抱
い
た
期
待
も
今
は
む
な
し
く
な
り
、
世
の
憂
さ
を
知
っ
た
と
返

す。
竹
詠
で
は
、
「
竹
」
の
縁
語
で
あ
る
「
よ
」
「
ふ
し
」
が
詠
み
込
ま
れ
る
こ

と
が
多
く
、
表
現
が
似
通
っ
て
く
る
き
ら
い
は
あ
る
。
し
か
し
、
『
懐
旧
百

首
』
と
『
源
氏
物
語
』
で
は
「
思
ひ
出
づ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
共
辿
し
、
そ

の
背
景
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
過
去
を
回
想
し
て
大
君
を
得
ら
れ
な
か
っ
た

現
在
を
息
う
蕉
の
未
綽
と
、
『
懐
旧
百
首
』
の
堀
河
院
崩
御
の
と
き
を
思
い

出
し
涙
に
く
れ
る
国
信
の
悲
桶
と
い
う
、
往
時
を
振
り
返
っ
て
今
を
息
う
心

梢
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
国
信
は
竹
題
を
詠
む
に
あ
た
り
、
こ
の
背
を
恋

う
と
い
う
心
情
を
阻
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
竹
河
巻
の
歌
に
あ
た
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
摂
取
を
想
定
す
る
と
、
『
懐
旧
百
首
』
の
「
流
れ
る
」
は
あ

く
ま
で
『
源
氏
物
語
』
に
拠
っ
た
も
の
て
あ
り
、
堀
河
院
を
偲
ん
で
流
れ
る

派
を
表
現
す
る
た
め
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

縁
語
を
成
立
さ
せ
る
「
河
竹
」
で
は
な
く
「
呉
竹
」
を
あ
え
て
選
ん
だ
の
は
、

「
呉
（
く
れ
）
」
に
「
く
れ
ま
ど
ふ
」
「
く
れ
ふ
た
が
る
」
な
ど
の
賠
い
情
景

や
心
術
を
表
す
「
く
れ
」
を
孵
か
せ
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
竹
題
か
ら
一
首
お
い
た
後
に
位
骰
す
る
の
が
鶴
題
で
あ
る
。

あ
し
た
づ
の
判
の
下
に
て
過
ぎ
し
冊
を
思
ひ
い
づ
る
ぞ
悲
し
か
り
け
る

（
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
鶴
．

77
）

鶴
は
祝
賀
の
象
徴
で
あ
る
た
め
、
題
詠
と
し
て
の
類
型
化
が
よ
り
進
み
や
す

い
歌
題
で
あ
る
。
鶴
題
で
は
専
ら
祝
賀
性
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
千
歳
の
長

7
 



い
ま
す
こ
し
幼
げ
に
、
久

寿
や
群
れ
遊
ぶ
様
子
、
響
く
嗚
き
声
、
松
や
雪
と
の
取
り
合
わ
せ
か
詠
ま
れ

る
。
当
時
ほ
と
ん
ど
の
人
が
館
の
実
態
を
目
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、

鶴
題
は
観
念
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
『
懐
旧
百
首
』
の
よ
う
に
館
の
羽

と
い
う
細
部
の
様
態
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
表
現
は
ま
ず
な
さ
れ
な
い
の
で

{15) 

あ
っ
た
。

国
信
が
鶴
の
羽
に
言
及
し
た
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
で
八
の
宮
親

子
が
詠
み
交
わ
し
た
歌
に
着
想
を
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

春
の
う
ら
ら
か
な
る
日
影
に
、
池
の
水
鳥
ど
も
の
炭
う
ち
か
は
し
つ
つ

お
の
が
じ
し
囀
る
声
な
ど
を
、
常
は
は
か
な
き
こ
と
と
見
た
ま
ひ
し
か

ど
も
、
つ
が
ひ
離
れ
ぬ
を
う
ら
や
ま
し
く
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
社
た
ち

に
御
琴
ど
も
教
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
い
と
を
か
し
げ
に
、
小
さ
き
御
ほ

ど
に
、
と
り
ど
り
掻
き
嗚
ら
し
た
ま
ふ
物
の
音
ど
も
あ
は
れ
に
を
か
し

く
間
こ
ゆ
れ
ば
、
涙
を
浮
け
た
ま
ひ
て
、

「
う
ち
梨
て
て
つ
が
ひ
さ
り
に
し
水
鳥
の
か
り
の
こ
の
批
に
た
ち

お
く
れ
け
ん

心
づ
く
し
な
り
や
」
と
目
お
し
拭
ひ
た
ま
ふ
。
（
略
）
姫
君
、
御
硯
を

や
を
ら
引
き
寄
せ
て
、
手
習
の
や
う
に
濫
き
ま
ぜ
た
ま
ふ
を
、
「
こ
れ

に
粛
き
た
ま
へ
。
硯
に
は
沓
き
つ
け
ざ
な
り
」
と
て
紙
奉
り
た
ま
へ
ば
、

恥
ぢ
ら
ひ
て
書
き
た
ま
ふ
。

い
か
で
か
く
巣
立
ち
け
る
ぞ
と
思
ふ
に
も
う
き
水
島
の
ち
ぎ
り
を

ぞ
知
る

（
略
）
「
若
君
も
甚
き
た
ま
へ
」
と
あ
れ
ば
、

し
く
薔
き
出
で
た
ま
へ
り
。

泣
く
泣
く
も
は
ね
う
ち
滸
す
る
君
な
く
は
わ
れ
そ
巣
守
り
に
な
る

べ

か

り

け

る

（

橋

姫

・

⑤

・

1221123)

宇
治
八
の
宮
と
幼
い
姫
社
た
ち
か
、
池
の
水
烏
を
見
て
唱
和
す
る
。
姫
君
た

ち
を
残
し
て
要
が
祉
を
去
っ
た
こ
と
を
八
の
宮
が
嘆
く
と
、
大
君
は
こ
こ
ま

で
成
長
し
た
わ
が
身
の
宿
世
を
水
烏
に
喩
え
る
。
中
君
は
、
八
の
宮
が
「
は

ね
う
ち
着
す
」
、
投
育
し
て
く
れ
な
か
っ
た
な
ら
自
分
は
成
長
し
な
か
っ
た

の
だ
と
応
じ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
水
烏
の
歌
で
あ
っ
て
鶴
の
歌
で
は
な
い
。

鶴
題
を
詠
も
う
と
す
ろ
と
き
、
こ
の
唱
和
歌
を
利
川
す
る
こ
と
は
一
般
的
に

は
考
え
に
く
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
先
ほ
ど
の
竹
河
巻
の
歌
か
ら
順
に
『
源
氏
物
語
』
作
中

歌
を
抜
粋
し
て
い
く
と
、
こ
の
橋
姫
巻
の
唱
和
は
、
竹
河
の
歌
の
直
後
に
位

骰
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

I
I
I
I
I
竹
河
巻
ー
1

ー

（略）

＊
竹
河
の
そ
の
夜
の
こ
と
は
思
ひ
出
づ
や
し
の
ぶ
は
か
り
の
ふ
し
は

な
け
れ
ど

＊
流
れ
て
の
た
の
め
む
な
し
き
竹
河
に
枇
は
う
き
も
の
と
ITl
心
ひ
知
り
に
き

ー1
ー
ー
ー
紐
詞
姫
巻
I

ー1
1
ー

唸
う
ち
梨
て
て
つ
が
ひ
さ
り
に
し
水
鳥
の
か
り
の
こ
の
世
に
た
ち
お

く
れ
け
ん

古
い
か
で
か
く
巣
立
ち
け
る
ぞ
と
思
ふ
に
も
う
き
水
烏
の
ち
ぎ
り
を

ぞ
知
る

唸
泣
く
泣
く
も
は
ね
う
ち
滸
す
る
君
な
く
は
わ
れ
ぞ
巣
守
り
に
な
る
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六
べ
か
り
け
る

こ
れ
も
ま
た
、
「
源
氏
和
歌
集
」
の
存
在
を
想
定
し
た
ほ
う
が
説
明
が
つ
き

や
す
い
。
国
信
は
竹
題
を
詠
む
た
め
に
「
源
氏
和
歌
集
」
を
用
い
て
竹
河
巻

を
参
照
し
た
と
き
、
続
く
橋
姫
巻
の
水
烏
の
唱
和
が
目
に
入
っ
た
。
そ
こ
に

「
は
ね
う
ち
布
す
る
君
」
、
羽
を
陪
せ
て
育
ん
だ
慈
父
の
表
現
を
見
出
し
、
近

接
す
る
館
題
に
お
い
て
、
堀
河
院
の
恩
寵
を
受
け
た
日
々
を
「
あ
し
た
づ
の

羽
の
下
に
て
過
ぎ
し

fil」
と
詠
ん
だ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
懐
旧
百
首
』
の
竹
題
・
鶴
題
に
見
え
た
不
自

然
さ
も
ま
た
、
実
は
『
源
氏
物
語
』
を
取
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
が
浮
上
し
よ
う
。
こ
こ
で
も
や
は
り
『
懐
旧
百
首
』
の
詠
歌
の
影

に
、
『
源
氏
物
語
』
自
体
で
は
な
く
「
源
氏
和
歌
媒
」
参
照
を
想
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
繋
が
り
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。

十
二
世
紀
初
頭
の
「
源
氏
和
歌
集
」
と
村
上
源
氏

以
上
、
国
信
か
『
懐
旧
百
首
』
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
摂
取
す
る
に

あ
た
り
、
『
源
氏
物
語
』
自
休
で
は
な
く
、
「
源
氏
和
歌
集
」
を
用
い
た
可
能

性
を
述
べ
て
き
た
。
こ
の
拙
論
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

意
義
を
持
つ
の
か
。

『
源
氏
物
語
」
か
ら
和
歌
を
抜
讚
し
た
「
源
氏
和
歌
集
」
の
よ
う
な
作
品

-16) 

が
生
ま
れ
て
く
る
背
景
に
は
、
寺
本
直
彦
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
和
歌
に

お
け
る
『
源
氏
物
語
』
摂
取
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
作
中
歌

を
用
い
て
和
歌
を
詠
む
と
い
う
術
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
作
中
歌
を

簡
便
に
参
照
す
る
た
め
「
源
氏
和
歌
集
」
が
生
ま
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
、

『
源
氏
物
語
』
が
和
歌
の
中
で
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
と
も
辿
動
す
る

側
面
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
源
氏
和
歌
集
」
の
存
在
は
、
十
二
肌
紀
後
半
か
ら
確
認
さ

れ
る
。
後
徳
大
寺
実
定
の
家
集
『
林
下
狛
』
に
は
、
実
定
が
俊
成
に
「
源
氏

集
」
を
惜
り
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
俊
成
が
「
源
氏
狛
」
を
所
持
し
て
い
た

こ
と
が
見
え
る
。

源
氏
集
を
皇
大
后
宮
大
夫
俊
成
卿
に
借
り
て
、
返
し
お
く
る
と
て
、

審
き
は
べ
り
し

枇
中
の
色
な
る
水
を
い
と
へ
ど
も
な
を
源
の
う
ち
に
染
み
ぬ
る

返
事

(17) 

色
を
い
と
ふ
法
の
源
た
づ
ぬ
れ
ば
染
む
る
心
ぞ
悟
り
と
も
な
る

（
『
林
下
集
』
．

3641365)

俊
成
が
皇
大
后
宮
大
夫
に
あ
っ
た
の
は
承
安
二
年
(
-
―
七
二
）
二
月
十
日

か
ら
安
元
二
年
(
-
―
七
六
）
九
月
二
十
七
日
で
、
こ
れ
が
「
源
氏
和
歌

集
」
の
存
在
を
知
り
う
る
も
っ
と
も
早
い
例
で
あ
る
。

現
存
す
る
賓
料
と
し
て
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
肌
蔵
『
源
氏
和
歌
集
』
の

(19) 

成
立
が
最
古
の
よ
う
で
あ
る
。
粛
写
年
代
は
鎌
倉
後
期
ま
で
下
る
が
、
十
二

(20) 

粧
紀
末
期
か
ら
十
三
枇
紀
初
頭
に
成
立
し
た
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
（
藤
原

定
家
）
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
ま
た
、
断
簡
に
は
十
三
世
紀
初
頭
の
写
と
見
ら
れ
る
「
伝
後
京
極

良
経
筆
源
氏
物
語
和
歌
切
」
や
ツ
レ
の
冷
泉
家
時
雨
亭
文
廊
蔵
「
源
氏

(

2

2

)

(

2

3

)

 

集
」
断
簡
、
藤
原
為
家
循
と
さ
れ
る
「
源
氏
物
語
歌
集
柏
木
」
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
献
や
骰
料
に
よ
っ
て
現
在
知
ら
れ
る
「
源
氏
和
歌
集
」

，
 



は
、
十
二
批
紀
後
半
以
降
、
主
と
し
て
御
子
左
家
周
辺
に
確
認
さ
れ
て
き
た
。

現
在
痕
跡
を
辿
る
こ
と
の
で
き
る
も
っ
と
も
古
い
「
源
氏
和
歌
集
」
が
、
新

古
今
時
代
の
御
子
左
家
を
中
心
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
俊

成
・
定
家
ら
を
筆
頭
と
し
た
源
氏
摂
取
の
隆
盛
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
『
懐
旧
百
首
』
の
「
源
氏
和
歌
躾
」
参
照

は
、
こ
れ
に
先
立
つ
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
遅
く
と
も
『
懐
旧
百
首
』
が

成
立
し
た
嘉
承
三
年
(
―

1
0
八
）
頃
、
十
二
枇
紀
初
頭
に
は
「
源
氏
和
歌

集
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
な
り
、
従
来
知
ら
れ
て
き
た
「
源
氏
和
歌

集
」
よ
り
も
六
十
年
ほ
ど
遡
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
を
所
持
し
て
い
た
の
が
国
信
と
い
う
村
上
源
氏
の
一
統
で

あ
っ
た
。
村
上
源
氏
は
、
平
安
中
後
期
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
に
多
大
な
役

割
を
果
た
し
た
一
族
で
あ
る
。
国
信
の
祖
父
・
源
師
房
は
、
自
身
の
歌
合
で

和
歌
六
人
党
が
行
っ
た
源
氏
摂
取
を
称
校
し
、
こ
れ
を
椎
進
し
た
。
ま
た
、

六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
家
歌
合
を
経
営
し
、
同
家
歌
合
で
初
期
院
政
期
ま
で

(25) 

繰
り
返
し
行
わ
れ
る
源
氏
摂
取
に
深
く
関
与
し
て
い
る
。
そ
の
師
房
の
子
で

国
信
の
父
で
あ
る
顕
房
の
歌
合
で
は
、
源
氏
摂
取
が
な
か
な
か
行
わ
れ
な
く

な
っ
た
時
代
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
氏
摂
取
歌
が
詠
ま
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
国
信
の
祖
父
や
父
は
、
そ
の
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
を
拙
進

し
て
き
た
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
師
房
の
娘
で
、
国
桐
の
伯
舟
で
あ
る
従
一
位
麗
子
は
、
自
ら

『
源
氏
物
語
』
占
写
に
取
り
組
み
、
そ
の
写
本
が
子
孫
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と

を
望
ん
だ
。

源
氏
の
物
語
を
粛
き
て
、
奥
に
曹
き
つ
け
ら
れ
て
侍
り
け
る

従
一
位
脆
子

は
か
も
な
き
烏
の
跡
と
は
お
も
ふ
と
も
わ
が
末
々
は
あ
は
れ
と
を
見
よ

（
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
・
雑
歌
二
．
暉
）

肱
子
は
自
ら
維
を
執
っ
て
『
源
氏
物
語
』
を
粛
写
す
る
ば
か
り
か
、
こ
れ
を

「
わ
が
末
々
」
に
伝
え
て
い
く
よ
う
宜
言
す
る
。
こ
の
脱
子
の
態
度
は
、
池

田
利
夫
氏
か
指
摘
す
る
よ
う
に
、
賞
顕
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
従
米
の
関
わ

り
方
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

天
皇
を
は
じ
め
、
皇
族
・
大
臣
公
卿
た
ち
が
源
氏
物
語
を
正
面
切
っ
て

重
視
す
る
ま
で
に
は
、
相
応
の
年
代
を
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考

え
る
と
、
中
宮
に
至
っ
た
彰
子
や
妍
子
が
源
氏
物
語
の
浄
沓
本
を
手
許

に
置
き
、
女
房
に
読
ま
せ
る
な
ど
し
て
聞
き
興
じ
た
の
と
、
関
白
の
室

で
あ
り
、
右
大
臣
の
子
、
左
大
臣
の
妹
、
そ
し
て
関
白
の
母
と
も
な
っ

た
脱
子
が
、
「
わ
が
す
ゑ
す
ゑ
」
の
た
め
に
直
接
節
を
持
ち
、
物
語
を

翡
写
し
た
こ
と
は
、
源
氏
物
語
伝
播
の
様
態
の
中
で
、
画
期
的
な
違
い

(26) 

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
村
上
源
氏
は
『
源
氏
物
語
』
が
私
的
な
贈
答
を
超
え
て
歌
合

の
よ
う
な
場
で
詠
ま
れ
る
こ
と
を
推
進
し
、
『
源
氏
物
語
』
の
写
本
を
子
孫

ら
が
受
け
継
ぐ
こ
と
を
望
ん
だ
一
族
で
あ
っ
た
。

国
信
自
身
、
『
堀
河
百
首
』
な
ど
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
」
を
摂
取
し
、

『
源
氏
物
語
』
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
摂
取
の
方
法
か
ら
も

知
ら
れ
る
。
国
信
の
こ
う
し
た
源
氏
摂
取
の
在
り
様
は
、
堀
河
朝
で
「
源
氏

物
語
』
享
受
が
花
開
く
以
前
に
、
既
に
村
上
源
氏
一
族
と
い
う
成
育
環
境
の

10 



七
、
お
わ
り
に

中
で
培
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
『
源
氏
物
語
』
作
中
歌
を
参
照
す

る
た
め
の
「
源
氏
和
歌
集
」
を
国
信
が
所
持
し
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
村

上
源
氏
の
『
源
氏
物
語
』
へ
の
態
度
の
一
環
と
し
て
、
ま
ず
は
位
骰
づ
け
ら

れ
よ
う
。

以
上
、
『
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
の
『
堀
河
百
首
』
『
源
氏
物
語
』
摂
取
を

指
摘
し
、
そ
の
参
照
形
態
に
つ
い
て
の
仮
説
を
述
べ
て
き
た
。
特
に
、
『
源

氏
物
語
』
作
中
歌
を
摂
取
す
る
際
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
自
体
で
は
な
く

「
源
氏
和
歌
集
」
を
用
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
享
受
史
に
お
い

て
も
煎
要
な
意
味
を
持
つ
。

国
信
の
見
た
「
源
氏
和
歌
集
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
冷

泉
家
時
雨
亭
文
廊
蔵
『
源
氏
和
歌
集
』
は
、
和
歌
に
加
え
、
詠
歌
状
況
を
説

明
す
る
詞
曹
と
詠
者
が
附
さ
れ
て
い
る
。
寺
本
氏
は
「
源
氏
和
歌
集
」
の
よ

う
な
も
の
は
通
常
詞
粛
的
な
文
を
伴
う
と
指
摘
す
る
。
小
松
氏
は
、
「
伝
後

京
極
良
経
箪
源
氏
物
語
和
歌
切
」
の
よ
う
に
和
歌
の
み
を
抜
粋
し
た
も
の

も
、
詞
粛
を
伴
う
も
の
と
同
様
、
最
初
期
か
ら
存
在
し
た
と
す
る
。
本
百
首

か
ら
そ
れ
を
復
元
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
摂
取
す
る
場
面
を
決
め
て
か
ら

『
源
氏
物
語
』
に
あ
た
る
国
信
の
態
度
か
ら
見
る
に
、
そ
の
場
面
で
あ
る
こ

と
を
示
す
詞
書
の
よ
う
な
も
の
を
有
す
る
形
態
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

従
来
、
堀
河
院
の
治
世
は
『
源
氏
物
語
』
享
受
の
黎
明
期
と
捉
え
ら
れ
て

{27) 

き
た
。
そ
の
原
動
力
と
し
て
、
寺
本
氏
は
堀
河
院
の
『
源
氏
物
語
』
愛
好
を

挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
、
師
房
以
来
村
上
源
氏
の
一
族
の
中
で
脈
々

と
培
わ
れ
て
き
た
『
源
氏
物
語
』
を
収
重
す
る
態
度
に
も
そ
の
一
因
を
求
め

ら
れ
よ
う
。
村
上
源
氏
の
『
源
氏
物
語
』
腺
重
が
国
信
に
至
っ
て
堀
河
院
の

『
源
氏
物
語
』
愛
好
と
結
び
つ
き
、
こ
の
時
代
に
花
測
い
た
の
で
は
な
い
か
。

堀
河
朝
に
な
っ
て
『
源
氏
物
語
』
享
受
が
広
く
行
わ
れ
た
背
娯
に
、
堀
河
院

と
い
う
横
糸
だ
け
で
は
な
く
、
縦
糸
と
し
て
村
上
源
氏
の
よ
う
な
文
芸
に
長

け
て
時
代
時
代
の
歌
坦
を
領
祁
す
る
、
か
つ
権
力
の
中
枢
に
あ
る
一
族
が

『
源
氏
物
語
』
を
尊
重
し
て
き
た
歴
史
を
念
頭
に
お
き
、
こ
れ
ら
が
相
ま
っ

て
『
源
氏
物
語
』
享
受
が
隆
盛
し
て
い
く
様
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
縦
糸
と
横
糸
の
交
錯
す
る
―
つ
の
現
象
が
、
国
信
の
盛
ん
な
『
源
氏
物

語
』
摂
取
で
あ
り
、
「
源
氏
和
歌
狛
」
の
所
持
で
あ
っ
た
。
後
に
俊
成
が

「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
追
恨
の
こ
と
な
り
」
と
発
言
す
る
に
至
る
『
源
氏

物
語
』
へ
の
姿
勢
は
、
村
上
源
氏
の
『
源
氏
物
語
』
尊
重
の
中
に
既
に
胚
胎

し
て
い
た
。

注(
l
)

浅
川
徹
「
失
わ
れ
た
「
背
」
を
求
め
て
1

源
国
信
「
源
中
納
言
懐
旧
百

首
』
ー
ー
ー
」
（
浅
川
服
「
百
首
歌
祈
り
と
象
徴
』
臨
川
内
店
平
成
11
年）。

以
降
、
浅
III
氏
の
説
は
こ
れ
に
よ
る
。

(
2
)

中
村
成
里
「
冷
泉
家
本
「
源
中
納
言
怯
IH百
首
』
翻
刻
と
校
異
」
（
「
研
究

と
狩
料
』

50
号

平

成

15
年
1
2
月
）

(
3
)

『
新
勅
揺
和
歌
船
』
雑
歌
―
二
に
本
百
首
か
ら
三
首
が
入
集
し
、
詞
料
に

盈
承
（
暉
ー
暉
）
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
明
け
パ
在
れ
111
心
ひ
晩
き
て
詠
み
侍
り
け
る

歌
の
中
に
権
中
納
言
国
侶
」
と
あ
る
旨
、
椋
本
不
美
男
氏
が
報
告
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
作
者
が
確
定
さ
れ
、
橋
本
氏
は
成
立
年
を
「
諒
間
詑
つ
て
新
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帝
も
除
服
さ
れ
た
嘉
承
三
年
七
月
二
十
五
日
を
前
後
し
て
、
旧
帝
を
IU
心
ふ
よ

す
が
も
失
は
れ
る
改
元
の
八
月
三
日
よ
り
前
、
旬
日
の
間
」
と
誰
定
さ
れ
る

（
橋
本
不
美
男
「
堀
河
院
歌
坑
の
終
焉
」
（
橋
本
不
美
男
『
院
政
期
の
歌
坑
史

研
究
』
武
蔵
野
湘
院
昭
和
41
年
）
／
初
出
「
苫
陵
部
紀
要
』

12
号
（
昭

和
35
年
10
月
）
）
。
浅
旧
撤
氏
も
、
一
周
忌
の
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
。

(
4
)

橋
本
氏
前
掲
占
（
注
3
)

(
5
)

阪
口
和
子
「
源
中
納
言
懐
旧
百
首
・
同
家
歌
合
」
解
題
（
『
冷
泉
家
時
雨

亭
晟
湘
節
四
卜
九
巻
歌
合
梨
百
首
歌
集
』
朝
日
新
聞
社
平
成

14

年
）
、
中
村
氏
前
掲
論
文
（
注
2
)
。
な
お
、
『
源
中
納
言
恢
旧
百
首
』
の
本

文
は
、
冷
泉
家
時
雨
存
文
肋
本
の
翻
刻
で
あ
る
中
村
氏
前
掲
論
文
に
よ
る
。

た
だ
し
、
冷
泉
家
本
は
片
仮
名
本
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
平
仮
名
に

改
め
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
、

JlJ
字
を
改
め
た
。
な
お
、
明
ら
か
な
誤
り
と
思

わ
れ
る
本
文
に
対
し
て
旅
本
注
記
が
附
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
注

品
を
採
用
し
た
。

(
6
)

「
僕
範
草
之
」
に
つ
い
て
、
粛
陵
部
本
は
「
使
以
記
藤
之
宮
」
と
し
、

「
俯
以
観
草
之
敷
」
の
傍
記
を
附
す
。

(
7
)

宮
内
庁
湘
陵
部
本
で
は
、
「
ロ
ロ
ふ
」
と
空
白
に
な
っ
て
お
り
、
「
に
ほ

欺
」
と
傍
記
が
あ
る
。

(8)

『
新
編
国
歌
大
観
』
（
日
本
文
学

w
e
b
図
h
口
館
版
）
。
以
下
も
勅
撰
集
・

私
揺
集
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。
な
お
、
私
に
濁
点
な
ど
を
附
し
、
用
字
を

改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

(
9
)

「
御
花
」
を
宮
内
庁
肉
陵
部
本
に
よ
り
改
め
た
。

(10)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
梨
源
氏
物
語
』
（
小
学
館
平
成
6
¥
1
0
年）

(11)

「
ロ
ヤ
ヒ
ト
」
を
宮
内
庁
也
陵
部
本
に
よ
り
改
め
た
。

(12)

死
去
に
際
し
た
哀
似
だ
け
で
な
く
、
亡
く
な
っ
た
人
を
後
に
回
想
し
て
仲

む
歌
も
哀
傷
歌
に
含
め
る
。

(13)

『
和
歌
文
学
大
系
堀
河
院
百
首
和
歌
』
（
明
治
書
院
平
成
14
年
）
の
注

に
よ
る
と
、
「
深
山
辺
の
し
ぐ
れ
て
わ
た
る
数
ご
と
に
か
ご
と
が
ま
し
き
玉

が
し
は
か
な
」
（
『
堀
河
百
酋
』
時
雨
•
8
9
9
)
に
は
、
「
源
氏
物
語
』
幻
巻

「
つ
れ
づ
れ
と
わ
が
泣
き
く
ら
す
夏
の

H
を
か
ご
と
が
ま
し
き
虫
の
芹
か
な
」

が
引
か
れ
て
い
る
。
文
脈
上
の
必
然
性
は
な
く
、
特
徴
的
な
表
現
を
取
り
入

れ
る
こ
と
を
俊
先
し
た
摂
取
で
あ
る
。

(14)

堀
河
天
皇
周
辺
で
は
、
以
下
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

長
治
二
年
三
月
五
日
内
裏
に
て
竹
不
改
色
と
い
へ
る
事
を
詠
ま

せ
給
へ
る
堀
河
院
御
製

千
代
ふ
れ
ど
お
も
が
は
り
せ
ぬ
河
竹
は
流
れ
て
の
よ
の
た
め
し
な
り
け
り

(
『
金
染
和
歌
船
』
二
度
本
・
賀•
3
0
5
)

堀
川
院
に
う
ち
渡
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
和
歌
あ
り
し
に
、
竹
不

改
色
題

す
め
ら
ぎ
の
流
れ
も
た
え
ず
河
竹
の
み
ど
り
の
色
も
い
ろ
づ
く
ま
で
に

（
『
六
条
修
狸
大
夫
集
j.107)

(15)

「
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
で
、
須
磨
ま
で
訪
れ
た
宰
相
中
将
と
詠
み
交
わ
す

歌
に
餡
の
羽
へ
の
言
及
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
飛
ん
で
い
た
雁
を
的
に

見
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
つ
ば
さ
」
も
雁
の
も
の
で
あ
る
た
め
注
稔

が
必
要
で
あ
る
。

裳
ち
か
く
飛
び
か
ふ
鶴
も
そ
ら
に
見
よ
わ
れ
は
春
H
の
く
も
り
な
き
身
ぞ

た
づ
が
な
き
裳
居
に
ひ
と
り
ね
を
ぞ
泣
く
つ
ば
さ
並
べ
し
友
を
恋
ひ
つ
つ

（
須
府
・
②
•
2
1
6
)

(16)

寺
本
龍
彦
『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
続
編
j

（
風
間
甚
房
昭
和
59
年）

(17)

『
新
編
私
家
梨
大
成
」
（
日
本
文
学

w
e
b
図
μ
ぃ
館
版
）
。
な
お
、
私
に
漢

字
を
あ
て
、
濁
点
な
ど
を
附
し
た
。

(18)

寺
本
氏
前
掲
杏
（
注
16)

(19)

岩
坪
健
「
冷
泉
家
時
雨
亭
文
肌
蔵
「
源
氏
利
歌
狛
』
」
（
岩
坪
健
「
源
氏
物

語
の
享
受
注
釈
・
梗
概
・
絵
画
・
蔀
道
』
和
泉
内
院
平
成
25
年）

(20)

竹
本
元
現
・
久
曽
神
昇
『
定
家
自
第
本
物
涌

i

一
百
番
歌
合
と
研
究
』
（
未

pl
国
文
資
料
刊
行
会
昭
和
30年
）
、
樋
口
芳
麻
呂
「
『
物
話
二
百
番
歌
合
』
」
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か
わ
ら
い
・
ゆ
う
こ

日
本
学
術
振
典
会
特
別
研
究
員
）

（
樋
口
芳
麻
呂
『
平
安
・
鎌
倉
時
代
散
逸
物
語
の
研
究
』
ひ
た
＜
徘
房
昭

和
57
年
）
、
伊
井
春
樹
「
「
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
本
文
ー
|
｛
疋
家
所
持
本

『
源
氏
物
語
』
の
性
格
ー
ー
嶋
」
（
伊
井
春
樹
「
源
氏
物
語
論
と
そ
の
研
究
恨

界
』
風
間
性
房
平
成

14
年
）
／
初
出
「
物
語
二
百
番
歌
合
の
本
文

定
家
所
持
本
源
氏
物
語
の
性
格
ー
|
'
」
（
『
語
文
（
大
阪
大
学
）
』
第

48
号

昭
和
62
年

2
月）

(21)

小
松
茂
美
『
古
雉
学
大
成
第
二
十
三
巻
』
（
講
談
社
平
成
4
年）

(22)

『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
粛
第
八
十
四
巻
古
節
切
拾
追
（
二
）
』
（
朝
日
新

聞

社

平

成

21
年
）
の
「
源
氏
集
」
解
題
（
田
中
登
氏
）
に
お
い
て
両
者
が

ツ
レ
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

(23)

『
天
理
図
魯
館
善
本
叢
戟
和
翡
之
部
第
五
十
八
巻
和
歌
物
語
古
註

続
集
』
（
八
木
古
店
昭
和
57
年
）
の
「
源
氏
古
鋭
」
解
題
（
片
桐
洋
一
氏
）

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(24)

拙
稿
「
歌
合
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
』
摂
取
歌
ー
源
頻
実
と
師
房
歌
合

を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
中
古
文
学
」
第
96
号

平

成

27
年
12
月）

(25)

拙
稿
「
謀
子
内
親
王
家
歌
合
と
『
源
氏
物
語
』
摂
取
ー
源
師
房
の
関
与

を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
文
学
』
第
65
巻
第
9
号

平

成

28
年
9
月）

(26)

池
田
利
夫
「
源
氏
物
語
杏
写
の
黎
明
」
（
池
田
利
夫
『
源
氏
物
語
回
廊
』

笠
間
杏
院
平
成
21
年）

(27)

寺
本
氏
前
掲
粛
（
注
16)

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
／
課
題
番
号
1
7
J

4
0
1
3
0
)

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

13 




