
〔
要
旨
〕『
河
海
抄
』
は
貞
観
元
年
（
一
三
六
二
年
）
頃
に
四
辻
善
成
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
で
あ
り
、
源
氏
学
初
期
の
集

大
成
で
、
以
後
の
注
釈
の
規
範
的
位
置
を
示
す
も
の
で
あ
る
。『
河
海

抄
』
執
筆
の
基
本
的
姿
勢
は
『
源
氏
物
語
』
を
歴
史
の
中
に
置
き
、
い
か

に
そ
の
文
章
や
構
想
が
歴
史
的
事
実
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
詳
細

に
説
明
し
て
い
る
。
特
に
、
本
報
告
で
扱
っ
た
「
料
簡
」
は
そ
の
性
格
が

強
く
、「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
で
繙
か
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
虚
構
世

界
を
「
醍
醐
・
朱
雀
・
村
上
天
皇
」
の
三
代
の
御
代
に
設
定
し
、
主
人
公

光
源
氏
の
解
釈
も
実
在
の
歴
史
上
の
人
物
に
依
る
こ
と
で
、
新
た
な
『
源

氏
物
語
』
の
読
み
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
視
点
は
原
典
を
よ
り

深
く
読
む
た
め
の
手
掛
か
り
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
同
志
社
女
子
大
学
図
書
館
蔵
本
を
底
本
と
し
て
、

演
習
に
参
加
し
た
大
学
院
生
を
中
心
に
『
河
海
抄
』
の
翻
刻
と
注
釈
を

新
出
『
河
海
抄
』
の
解
題
と
翻
刻
（
そ
の
一
）

行
っ
た
。
今
回
の
報
告
で
は
そ
の
中
の
「
序
」
と
「
料
簡
」
を
掲
載
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

「
河
海
抄
」「
源
氏
物
語
注
釈
書
」「
料
簡
」

【
解
題
】
吉
海
直
人
担
当

　

こ
の
た
び
新
出
写
本
『
河
海
抄
』
が
同
志
社
女
子
大
学
図
書
館
の
所
蔵

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
早
速
こ
れ
を
使
っ
て
大
学
院
の
演
習
で
徹
底
的
な
分

析
を
試
み
て
み
た
。

　

ま
ず
簡
単
な
書
誌
を
記
し
て
お
き
た
い
。
書
名
は
、
表
紙
中
央
の
赤
系

の
題
簽
に
直
書
き
で
『
河
海
抄
一
（
～
二
十
）』
と
あ
る
。
表
紙
の
色
は

薄
緑
系
で
、
全
体
に
桐
の
葉
と
蔓
草
模
様
が
散
ら
し
て
あ
る
。
寸
法
は
タ

五
三

�

安
永　

美
保
・
中
村　

祐
美
・
小
坂
部
悟
美

�

黒
川　

悦
子
・
飯
塚
ひ
ろ
み
・
吉
海　

直
人



テ
24
・
4
㎝
×
ヨ
コ
17
・
5
㎝
。
装
丁
は
列
帖
装
（
糸
切
れ
あ
り
）。
本
来

は
巻
一
か
ら
巻
二
十
ま
で
全
二
十
冊
で
あ
る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
巻
八
の

一
冊
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
全
十
九
冊
と
な
っ
て
い
る
。
図
書
館
の
整
理

番
号
は
［913.364/Y

9734/1

～20

］。
書
写
者
・
書
写
年
代
と
も
に
未
詳

だ
が
、
江
戸
中
期
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
非
常
に
丁
寧
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。

諸
本
系
統
に
関
し
て
は
巻
二
十
の
末
尾
に
、

四
辻
宮
大
納
言
家
申
出
中
書
御
本
永
和
二
年
自
孟
冬
比
今
永
和
第
五

至
季
春
四
日
書
写
一
筆
訖

�
�
�
�

永
和
五
年
三
月
十
四
日　
　

散
位
基
重
在
判

数
な
ら
で
名
を
さ
へ
か
く
す
身
な
れ
ど
も
な
が
れ
て
し
の
べ
水
く
き

の
あ
と

�
�
�

康
暦
第
二
季
春
後
八
日
重
申
出
今
校
合
者
也

と
奥
書
が
あ
る
の
で
、
中
書
本
系
統
の
写
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

四
辻
善
成
の
手
に
な
る
『
河
海
抄
』
に
関
し
て
は
、
既
に
玉
上
琢
也

『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』（
角
川
書
店
）
や
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
河
海

抄
』（
八
木
書
店
）
な
ど
が
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
稀
書
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
本
書
に
は
本
文
異
同
等
が
少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
る
よ

う
な
の
で
、
新
出
諸
本
と
し
て
の
資
料
的
価
値
は
決
し
て
低
く
な
い
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
輪
読
作
業
を
通
し
て
、
参
加
し
て
い
る
院
生
達
各
自
が
そ

れ
ぞ
れ
自
分
な
り
の
問
題
点
を
発
見
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　

今
回
は
分
量
の
制
約
も
あ
る
の
で
、
取
り
敢
え
ず
輪
読
会
の
第
一
回
成

果
報
告
と
し
て
、
冒
頭
の
「
料
簡
」
部
分
の
翻
刻
と
注
釈
を
掲
載
す
る
。

【
凡
例
】

・
同
志
社
女
子
大
学
蔵
『
河
海
抄
』
を
翻
刻
す
る
。

・
文
字
遣
い
は
底
本
ど
お
り
に
表
示
す
る
よ
う
心
が
け
た
。

・�

底
本
に
お
け
る
改
行
は
／
で
示
し
た
。
改
頁
は
」
で
示
し
、
丁
数
と
表

裏
を
〔　
　

〕
で
記
載
し
た
。

・�

底
本
に
お
け
る
割
り
書
き
は
（　
　

）
で
示
し
、
割
り
書
き
中
の
改
行

は
（　

／　

）
で
示
し
た
。

【
翻
刻
】
安
永
・
中
村
・
小
坂
部
担
当

河
海
抄
序

光
源
氏
物
語
は
寛
弘
の
は
し
め
に
い
て
き
て
康
和
の
／
す
ゑ
に
ひ
ろ
ま
り

に
け
る
よ
り
世
々
の
も
て
あ
そ
ひ
も
の
／
と
し
て
と
こ
ろ
〳
〵
の
枕
こ�

と（
注
1
）�

ゝ
な
れ
り
其
中
に
中
納
言
／
定
家
は
巻
々
に
難
義
を
注
し
て
奥

五
四



入
と
名
付
け
／
大
監
物
光
行
は
家
々
の
口
傳
を
抄
し
て
水
原（
注
2
）�

と
／

号
せ
り
し
か
あ
る
の
み
に
あ
ら
す
伏
見
仙
院
坊
に
お
は
し
／
ま
し
ゝ
時
問

題
を
左
右
に
た
て
ま
つ
ら
し
め
て
／
論
談
の
か
ち
ま
け
を
あ
ら
そ
は
せ
ら

れ
後
醍
醐
院
御
位
／
の
は
し
め
彼
梨
壷
の
歌
仙
に
お
ほ
せ
て
万
葉
集
を
よ

み
〔
一
オ
〕」
と
か
し
め
し
例
を
う
つ
さ
れ
け
る
に
や
黒
戸
の
人
数
を
／

定
て
五
十
帖（
注
3
）�

を
講
せ
ら
る
ゝ
義
あ
り
し
に
先
師
忠
守
／
朝
臣
七
つ

の
流
の
底
の
心
を
き
は
め
て
九
か
さ
ね
の
撰
に
／
應
せ
し
か
は
し
き
り
に

顧
問
に
あ
つ
か
り
て
し
は
〳
〵
／
秘
説
を
奏
し
き
こ
ゝ
に
な
ま
し
ゐ
に
わ

か
む
と
を
り
の
／
す
ゑ
を
う
け
て
は
る
か
に
惟
光
良
清
か
風
を
し
た
ふ
／

い
や
し
き
翁
あ
り
桂
を
お
る（
注
4
）�

道
を
ま
な
ひ
し
む
か
し
／
よ
り
椎
か

も
と
の
や
と
り
を
た
つ
ぬ
る
い
ま
に
い
た
る
ま
／
て
み
と
り
の�

袖（
注
5
）�

の
か
は
ら
ぬ
な
け
き
を
わ
す
れ
て
む
ら
／
さ
き
の
筆
の
あ
と
に

そ
む
る
心
さ
し
を
あ
ら
は
さ
ん
と
す
〔
一
ウ
〕」
こ
の
故
に
中
葉
の
林
に

あ
そ
ひ
て
な
を
〳
〵
ゆ
か
め
る
を
／
わ
か
ち
前
修
の
海
を
く
み
て
ふ
か
き

あ
さ
き
を
さ
た
む
／
を
の
つ
か
ら
い
は
ね
の
松（
注
6
）�

の
人
し
れ
ぬ
こ
と

の
は
を
ひ
ろ
／
ひ
て
わ
つ
か
に
軒
は
の
荻
の
ほ
に
い
た
す
へ
き
か
こ
と
ゝ

せ
／
り
あ
つ
め
て
二
十
巻
と
す
な
つ
け
て
河
海
抄
と
い
ふ
／
本
よ
り
ま
と

の
蛍
を
む
つ
ひ
す
枝
の
雪
を
な
ら
さ（
注
7
）／
さ
れ
は
あ
さ
く
見
寡
き
け
る

あ
さ
け
り
を
は
つ
と
／
い
へ
ど
も
故
を
温
て
あ
た
ら
し
き
を
し
る
な
か
た

ち
／
と
せ
ん
た
め
に
い
さ
ゝ
か
こ
れ
を
し
る
す
と
い
ふ
こ
と
／
し
か
り

〔
二
オ
〕」

河
海
抄
巻
第
一（
注
8
）

�
�

料
簡

一
此
物
語
の
起
に
説
々
あ
り
と
い
へ
と
も
西
宮
左
大
臣
安
和
／
二
年
太
宰

権
帥
に
左
遷
せ
ら
れ
給
し
か
は
藤
式
部
／
お
さ
な
く
よ
り
な
れ
た
て
ま
つ

り
て
な
け
く
比
大
斎
院
／（
選
子
内
親
王
／
村
上
女
十
宮
）
よ
り
上
東
門

院
へ
め
つ
ら
か
な
る
草
子
や
侍
る
と
尋
申
／
さ
せ
給
け
る
に
う
つ
ほ
竹
と

り
や
う
の
古
物
語
は
め
な
れ
た
／
れ
は
あ
た
ら
し
く
つ
く
り
出
し
て
た
て

ま
つ
る
へ
き
／
よ
し
式
部
に
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
は
石
山
寺
に
通
夜
し
て
／

こ
の
事
を
祈
申
け
る
に
お
り
し
も
八
月
十
五
夜
の
月
〔
三
オ
〕」
湖
水
に

う
つ
り
て
心
の
す
み
わ
た
る
ま
ゝ
に
物
語
の
風
情
／
空
に
う
か
ひ
け
る
を

わ
す
れ
ぬ
さ
き
に
と
て
佛
前
に
／
あ
り
け
る
大
般
若
の
料
紙
を
本
尊
に
申

う
け
て
ま
つ
／
須
磨
明
石
の
両
巻
を
か
き
と
ゝ
め
け
り
是
に
よ
り
て
／
す

ま
の
巻
に
こ
よ
ひ
は
十
五
夜
な
り
け
り
と
お
ほ
し
い
／
て
ゝ
と
は
侍
と
か

や
後
に
罪
障
懺
悔
の
た
め
に
般
若
一
／
部
六
百
巻
を
み
つ
か
ら
か
き
て
奉

納
し
け
り
今
に
か
の
／
寺
に
あ
り
と
云
（々
注
9
）�

光
源
氏
を
左
大
臣
に
な

す
ら
へ
紫
の
上
／
を
式
部
か
身
に
よ
そ
へ
て
周
公
旦
白
居
易
の
い
に
し
へ

を
／
か
ん
か
へ
在
納
言
菅
丞
相
の
た
め
し
を
ひ
き
て
か
き
出
し
〔
三

五
五



ウ
〕」
け
る
な
る
へ
し（
注
10
）�

其
後
次
第
に
書
く
は
へ
て
五
十
四
帖
に
な
／

し
て
た
て
ま
つ
り
し
を
権
大
納
言
行
成（
注
11
）�

に
清
書
せ
／
さ
せ
ら
れ
て

斎
院
へ
ま
い
ら
せ
ら
れ
け
る
に
法
性
寺
入
道
関
／
白
奥
書
を
か
ゝ
れ
て�

云（
注
12
）�

此
物
語
世
皆
式
部
か
作
と
の
み
思
へ
／
り
老
比
丘
筆
を
く
は
ふ

る
所
也
云
々
誠
君
臣
の
交
仁
義
／
の
道
好
色
の
媒
菩
提
の
縁
に
い
た
る
ま

て
こ
れ
を
の
／
せ
す
と
云
こ
と
な
し
そ
の
お
も
む
き
荘
子
の
寓
言
に
お
／

な
し
き
も
の
か
詞
の
妖
艶
さ
ら
に
比
類
な
し
一
部
の
う
ち
／
に
紫
上
の
事

を
す
く
れ
て
か
き
た
る
故
に
藤
式
部
の
名
／
を
あ
ら
た
め
て
紫
式
部
と
号

せ
ら
れ
け
り（
注
13
）�

一
説
云
藤
式
部
〔
四
オ
〕」
の
名
幽
玄
な
ら
す
と
て
の

ち
に
藤
の
花
の
色
の
ゆ
か
り
に
紫
の
／
字
に
あ
ら
た
め
ら
る
と
云
々
（
清

輔
朝
臣
／
説
）
或
説
云
一
条
院
の
御
／
め
の
と
こ
の
子
也
上
東
門
院
へ
ま

い
ら
せ
ら
る
ゝ
と
て
我
ゆ
／
か
り
の
も
の
也
あ
は
れ
と
思
召
せ
と
申
さ
せ

給
け
る
に
／
よ
り
て
此
名
あ
り
武
蔵
野
の
義
な
り
と
も
い
へ
り
或
又
／
作

者
観
音
の
化
身
也
云
々
水
鏡
云（
注
14
）�

紫
式
部
か
源
氏
物
／
語
つ
く
り
出

し
て
侍
る
は
さ
ら
に
凡
夫
の
所
行
と
は
お
ほ
／
え
侍
ら
す
日
本
紀
を
始
と

し
て
諸
家
の
日
記
に
い
た
る
ま
／
て
あ
き
ら
か
に
さ
と
り
も
ち
て
時
の
人

云
日
本
紀
の
局
／
と
号
し
侍
け
り
と
あ
り
凡
物
語
の
中
の
人
の
ふ
る
ま
ひ

〔
四
ウ
〕」
を
み
る
に
高
き
賤
し
き
に
し
た
か
ひ
男
女
に
つ
け
て
も
／
人
の

心
を
さ
と
ら
し
め
こ
と
の
趣
き
を
を
し
へ
す
と
い
ふ
こ
／
と
な
し

一
物
語
の
時
代
は
醍
醐
朱
雀
村
上
三
代
に
準
す
る
や
桐
壷
御
／
門
は
延
喜

朱
雀
院
は
天
慶
冷
泉
院
は
天
暦
光
源
氏
は
／
西
宮
左
大
臣
如
此
相
当
す
る

也
桐
壷
巻
に
最
初
に
両
／
所
に
て
と
り
わ
き
て
亭
子
院
の
御
事
を
載
た
り

是
御
／
遺
誠（
注
15
）�

也
（
こ
の
こ
ろ
明
く
れ
御
ら
ん
す
る
長
恨
哥
の
御
絵
亭

子
院
の
か
ゝ
せ
た
ま
へ
る
／
を
そ
枕
こ
と
に
せ
さ
せ
給
云
々
又
こ
ま
う
と

を
宮
の
う
ち
に
め
さ
ん
こ
と
は
宇
／
多
の
御
門
の
御
い
ま
し
め
／
あ
れ
は

と
云
々
）
又
繪
合
巻（
注
16
）�

に
朱
雀
院
の
御
事
を
延
喜
の
御
／
て
つ
か
ら

こ
と
の
心
か
ゝ
せ
た
た
ま
へ
る
に
又
我
御
世
の
事
と
も
を
か
ゝ
せ
〔
五

オ
〕」
給
へ
る
と
い
へ
り
又
昭
宣
公
の
母
は
寛
平
法
皇
の
皇
女
延
喜
帝
の

／
御
妹
也
頭
中
将
致
仕
大
臣
の
母
も
桐
壷
の
御
門
の
御
一
腹
と
あ
／
り
此

外
も
其
證
お
ほ
し
難
者
云（
注
17
）�

以
前
の
准
拠
ま
こ
と
に
／
其
寄
あ
り
と

い
へ
と
も
此
物
語
は
光
源
氏
を
む
ね
と
す
る
や
／
さ
れ
は
西
宮
左
大
臣
に

準
す
る
こ
と
一
世
の
源
氏
左
遷
の
／
跡
は
相
同
け
れ
と
も
彼
公
好
色
の
先

達
と
は
さ
し
て
き
こ
え
／
さ
る
に
や
今
の
物
語
は
こ
と
に
此
道
を
本
と
し

た
る
や
如
何
／
答
云（
注
18
）�

作
物
語
の
な
ら
ひ
大
綱
は
其
人
の
お
も
影
あ

れ
と
行
／
跡
に
を
き
て
は
あ
な
か
ち
に
こ
と
〳
〵
に
か
れ
を
模
す
る
こ
／

と
な
し
漢
朝
の
書
籍
春
秋
史
記
な
と
ゝ
い
ふ
実
録
に
も
〔
五
ウ
〕」
少
々

の
異
同
は
あ
る
や
仍
桐
壷
冷
泉
院
を
延
喜
天
暦
に
／
な
そ
ら
へ
て
ま
つ
り

な
か
ら
或
は
唐
玄
宗
の
ふ
る
き
た
め
／
し
を
ひ
き
或
は
秦
の
始
皇
帝
の
か

五
六



く
れ
た
る
例
を
う
つ
せ
り
／
又
天
皇
御
門
は
相
続
の
皇
胤
お
は
し
ま
さ
ね

と
も
此
物
語
／
に
は
朱
雀
院
の
御
子
今
上
冷
泉
院
の
御
後
な
し
（
或
説
云

此
集
／
有
作
者
之
意
趣
歟
／
云
々
）
光
源
氏
を
も
安
和
の
左
相
に
比
す
と

い
へ
と
も
好
色
の
か
た
は
／
道
の
先
達
な
る
か
ゆ
へ
に
在
中
将
の
風
を
ま

ね
ひ
て
五
条
二
条
／
后
を
薄
雲
女
院
朧
月
夜
尚
侍
に
よ
そ
へ
或
は
か
た

の
ゝ
少
将
の
／
そ
し
り
を
思
へ
り
又
太
上
天
皇
の
尊
号
も
漢
家
に
は
大
公

の
／
旧
蹤
本
朝
に
は
草
壁
皇
子
こ
の
先
跡
を
摸
す
る
や
是
作
物
〔
六

オ
〕」
語
の
習
也
初
に
い
つ
れ
の
御
時
に
か（
注
19
）�

と
て
分
明
に
書
あ
ら
は

／
さ
ざ
る
ゝ
も
此
故
な
り
さ
り
な
か
ら
し
た
に
は
延
喜
の
御
門
／
と
い
ふ

心
を
含
め
り
此
の
外
或
桓
武
一
条
院
を
桐
壷
御
門
に
／
准
し
又
光
大
臣
伊

周
公
を
光
源
氏
に
擬
す
る
と
い
ふ
儀
／
も
あ
る
や
皆
以
謬
説
也
若
桓
武
と

い
は
ゝ
其
以
後
の
帝
／
王
陽
成
宇
多
延
喜
の
御
名
物
語
に
あ
り
一
条
院
な

ら
は
／
延
喜
よ
り
後
五
代
の
事
み
え
す
其
上
須
磨
巻
に
こ
の
比
／
上
手
に

す
め
る
千
枝
の
つ
ね
の
り
と
あ
り
両
人
朱
雀
村
／
上
御
代
の
畫
工
な
り
既

に
こ
の
こ
ろ
と
い
へ
り
一
条
院
ま
／
て
存
生
せ
す
又
絵
合
に
朱
雀
院
を
当

代
の
よ
し
載
〔
六
ウ
〕」
之
無
異
論
乎
或
説
云（
注
20
）�

此
物
語
を
は
必
光
源

氏
物
語
と
号
／
す
へ
し
い
に
し
へ
源
氏
と
い
ふ
物
語
あ
ま
た
あ
る
中
に
／

光
源
氏
物
語
は
紫
式
部
か
製
作
也
云
々
是
今
案
歟
作
／
者
紫
式
部
寛
弘
六

年
日
記（
注
21
）�

に
源
氏
物
語
の
御
前
に
あ
る
を
／
よ
ま
せ
給
と
あ
り
水
鏡

に
も
紫
式
部
か
源
氏
物
語
と
か
け
り
／
代
々
集
の
こ
と
の
は
是
に
お
な
し

抑
物
語
証
本
一
様
な
／
ら
さ
る
歟（
注
22
）�

行
成
卿
自
筆
本
も
悉
今
世
に
伝

ら
す
源
光
／
行
は
八
本
を
も
て
交
合
取
捨
し
て
家
本
と
せ
り
所
謂
／
二
条

帥
伊
房
本
冷
泉
中
納
言
朝
隆
本
堀
川
左
大
臣
俊
房
本
／
（
号
黄
表
紙
／
左

大
臣
書
銘
）
従
一
位
麗
子
本
（
土
御
門
右
大
臣
女
／
号
京
極
北
政
所
）
法

性
寺
関
白
本
（
唐
紙
／
草
子
）〔
七
オ
〕」（
号
尚
侍
／
殿
本
）
五
条
三
位

俊
成
本
京
極
中
納
言
定
家
本
（
号
青
／
表
紙
本
）
也
各
雖
／
為
証
本
皆
異

同
猶
勘
合
古
本
且
可
加
了
見
者
耶
擇
其
善
／
者
従
之
古
人
之
美
言
也

（
家
々
所
云
七
本
也
加
光
行
／
本
八
本
歟
）

一
紫
式
部
者
鷹
司
殿
（
従
一
位
倫
子
／
一
条
左
大
臣
雅
信
女
）
宦
女�

也（
注
23
）�

相
継
而
陪
侍
上
東
門
院
／
父
は
越前

後か

守
為
時
母
常
陸
介
為
信
女

也
其
祖
先
者
閑
院
左
大
臣
／
（
冬
嗣
）
次
内
舎
人
良
門
右
中
将
利
基
中
納

言
兼
輔
因
幡
守
雅
正
／
為
イ
ニ
ナ
シ

也
後
に
左
衛
門
権
佐
宣
孝
に
嫁
し
て
大
貮
三

位
弁
局
／
（
狭
衣
／
作
者
）
を
生
す
旧
蹤
は
正
親
町
以
南
京
極
西
頬
今
東

北
院
向
也（
注
24
）／
此
院
は
上
東
門
院
御
旧
蹤
也
式
部
墓
所
は
在
雲
林
院
白

毫
／
院
南
小
野
篁
墓
乃
西
也
宇
治
寶
蔵
日
記
も
紫
野
雲
林
〔
七
ウ
〕」
院

に
あ
る
よ
し
み
え
た
り
雲
林
院
は
淳
和
離
宮
也
賢
木
巻
／
に
光
源
氏
雲
林

院
に
て
六
十
巻
と
い
ふ
文
と
か
せ
て
き
ゝ
／
給
し
所
也
式
部
は
檀
那
贈
僧

正
の
許
可
を
蒙
て
天
台
一
心
／
三
観
之
血
脉
に
い
れ
り
か
ね
て
よ
り
紫
野

五
七



雲
林
院
の
幽
閑
／
を
思
し
め
け
る
を
旁
ゆ
へ
あ
る
に
や

一
中
古
の
先
達
の
中
に
此
物
語
の
心
を
は
歌
に
は
詠
へ
か
ら
す
／
詞
を
と

る
は
く
る
し
か
ら
す
と
い
ふ
一
義
あ
れ
と
も
心
を
／
と
り
た
る
歌
撰
集
の

中
に
あ
ま
た
み
ゆ

�
�

續
拾
遺
集　
　
　
　
　
　
　
　

権
中
納
言
俊
忠

な
か
め
つ
る
心
の
や
み
も
は
る
は
か
り
か
つ
ら
の
さ
と
に
す
め
る
月�

影（
注
25
）〔
八
オ
〕」

と
読
め
る
は
彼
松
風
巻
に
お
も
ひ
む
せ
ひ
つ
る
心
の
や
み
も
／
は
る
ゝ
や

う
な
り
と
い
へ
る
心
と
き
こ
え
た
り

�
�

同
集
に　
　
　
　
　
　
　
　
　

典
侍

あ
か
さ
り
し
袖
か
と
ま
か
ふ
梅
か
ゝ
に
思
な
く
さ
む
あ
か
つ
き
の
空（
注
26
）

浮
舟
の
君
小
野
に
て
こ
と
花
よ
り
も
こ
れ
に
心
よ
せ
の
／
あ
る
は
あ
か
さ

り
し
匂
ひ
の
し
み
に
け
る
に
や
と
い
へ
る
／
心
に
や

�
�

新
古
今
集　
　
　
　
　
　
　
　

前
太
政
大
臣

白
露
の
な
さ
け
を
き
け
る
こ
と
の
は
や
ほ
の
〳
〵
み
え
し
夕
か
ほ
の�

花（
注
27
）

�
�

續
古
今
集�

太
上
天
皇
（
後
嵯
峨
院
）〔
八
ウ
〕」

袖
の
香
や
猶
残
る
ら
ん
た
ち
花
の
小
嶋
に
よ
せ
し
よ
は
の
浮
舟（
注
28
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
侍
従

う
ち
わ
た
す
遠
か
た
人
に
こ
と
ゝ
ひ
て
な
を
し
り
そ
め
し
夕
か
ほ
の�

花（
注
29
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
俊
朝
臣

こ
の
こ
ろ
は
ゆ
く
せ
の
水
を
せ
き
入
て
木
陰
涼
し
き
中
川
の
宿（
注
30
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷹
司
院
帥

あ
か
し
か
た
浪
の
音
に
や
か
よ
ふ
ら
ん
浦
よ
り
を
ち
の
丘
の
松
か
せ（
注
31
）

�
�

是
ら
は
み
な
心
を
と
れ
る
哥
也
詞
を
と
る
哥

�
�

新
古
今
に

虫
の
ね
も
な
か
き
夜
あ
か
ぬ
古
郷
に（
注
32
）�

み
し
よ
の
夢
に
や
か
て
ま
き

れ
ぬ
〔
九
オ
〕」
我
身
こ
そ（
注
33
）�

在
明
の
月
の
ゆ
く
ゑ
を
な
か
め
て�

そ（
注
34
）�

続
古
今
／
に
な
れ
よ
な
に
と
て
な
く
こ
ゑ
の（
注
35
）�

な
と
い
へ
る

た
く
ひ
勝
／
計
へ
か
ら
す
お
ほ
か
た
狭
衣
物
語
の
た
つ
ぬ
へ
き
草
の
／
原

の（
注
36
）�

哥
を
も
猶
本
哥
に
用
た
る
哥
近
代
集
に
あ
ま
た
／
あ
る
に
や
ひ

と
へ
に
心
を
と
る
へ
か
ら
す
と
さ
た
め
か
た
く
や
／
且
は
俊
成
卿
六
百
番

判
詞
に
も
源
氏
み
さ
る
哥
よ
み
／
は
遺
恨
の
事
也（
注
37
）�

云
々
又
正
治
奏

聞
状（
注
38
）�

に
も
の
り
な
か
／
も
き
よ
す
け
も
源
氏
を
み
候
は
す
と
も
に

う
た
／
て
き
事
に
候
也（
注
39
）�

と
の
せ
ら
れ
た
り
尤
和
語
の
奥
造
／
な
る

も
の
な
り
〔
九
ウ
〕」

五
八



【
注
】

（
1�

）「
枕
こ
と
」
は
『
源
氏
物
語
』
に
一
例
。
普
段
の
話
の
種
。
朝
夕

の
こ
と
ぐ
さ
。

（
2�

）「
水
原
」
は
天
理
本
で
は
「
水
原
抄
」。
源
光
行
・
親
行
ら
に
よ
る

『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
。
五
十
四
巻
。
書
名
は
「
源
」
を
二
字
に
分

け
、「
源
氏
物
語
抄
」
の
意
を
表
わ
す
か
。

（
3
）「
五
十
帖
」
は
天
理
本
で
は
「
五
十
四
帖
」。
誤
り
か
。

（
4�

）「
桂
を
お
る
」
は
『
源
氏
物
語
』
に
一
例
。
賀
茂
の
祭
の
勅
使
に

立
つ
藤
内
侍
が
夕
霧
と
唱
和
す
る
歌
。
対
策
に
長
じ
て
い
た
晋
の
郤

詵
（
げ
き
せ
ん
）
が
そ
の
才
を
自
賛
し
て
〈
猶
桂
林
の
一
枝
、
崑
山

の
片
玉
の
ご
と
し
〉
と
い
っ
た
と
い
う
「
晉
書�
︱�
郤
詵
伝
」
の
故

事
か
ら
、
官
吏
登
用
試
験
に
文
章
生
が
及
第
す
る
こ
と
を
い
う
。
転

じ
て
出
世
す
る
。〈
若
く
し
て
文
の
道
に
遊
て
、
一
枝
の
桂
を
ば
折

て
き
〉（
観
智
院
本
三
宝
絵
・
序
）、
道
真
母
〈
久
方
の
月
の
桂
も
お

る
許
家
の
風
を
も
吹
か
せ
て
し
哉
〉（
拾
遺
・
雑
上
・
四
七
三
）、
白

居
易
〈
桂
折
一
枝
先
許
我
、
楊
穿
三
葉
尽
驚
人
〉（
喜
敏
中
及
第

詩
）

（
5�

）「
み
と
り
の
袖
」
と
は
『
源
氏
物
語
』
に
二
例
。
六
位
の
袍
を
さ

す
。
夕
霧
が
六
位
の
と
き
雲
居
雁
の
女
房
で
あ
る
大
輔
の
乳
母
が

〈
め
で
た
く
と
も
、
も
の
の
は
じ
め
の
六
位
宿
世
よ
〉（
少
女
・
五
七

頁
）
と
蔑
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
夕
霧
は
昇
進
前
の
自
分
の
袍
を
「
み

ど
り
の
袖
」
と
自
嘲
的
に
表
わ
す
。

（
6�

）『
源
氏
物
語
大
辞
典
』
で
は
、〈「
岩
根
」
に
生
え
て
い
る
松
。
恒

久
不
変
な
も
の
の
た
と
え
に
し
た
り
、「
い
は
」
に
「
言
は
」
を
か

け
た
り
し
て
用
い
ら
れ
る
。〉
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
『
源

氏
物
語
』
の
中
に
「
岩
根
の
松
」
と
い
う
表
現
は
全
四
例
見
受
け
ら

れ
、
こ
の
説
明
通
り
大
き
く
分
け
て
二
通
り
の
使
い
方
が
な
さ
れ
て

い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
少
女
巻
で
は
、
秋
好
中
宮
と
紫
の

上
の
春
秋
優
劣
論
の
応
酬
に
二
例
見
ら
れ
、〈
御
返
り
は
、
こ
の
御

箱
の
蓋
に
苔
敷
き
、
巌
な
ど
の
心
ば
へ
し
て
、
五
葉
の
枝
に
、
風
に

散
る
紅
葉
は
か
ろ
し
春
の
い
ろ
を
岩
ね
の
松
に
か
け
て
こ
そ
見
め
こ

の
岩
根
の
松
も
、
こ
ま
か
に
見
れ
ば
、
え
な
ら
ぬ
つ
く
り
ご
と
ど
も

な
り
け
り
。〉
と
あ
る
よ
う
に
、
紫
の
上
の
返
歌
で
は
不
変
の
象
徴

と
し
て
、
ま
た
歌
と
共
に
贈
ら
れ
た
実
際
の
作
り
物
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
続
い
て
柏
木
巻
で
は
、〈「
誰
が
世
に
か
種
は
ま
き
し
と

人
問
は
ば
い
か
が
岩
根
の
松
は
こ
た
へ
む　

あ
は
れ
な
り
」
な
ど
忍

び
て
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、
御
答
へ
も
な
う
て
、
ひ
れ
臥
し
た
ま
へ

五
九



り
。〉
と
い
う
源
氏
か
ら
女
三
宮
へ
の
和
歌
の
中
に
見
え
る
。『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
』
で
は
こ
の
歌
の
本
歌
を
『
古
今
和
歌
集
』
巻

第
十
七
雑
歌
上
〈
梓
弓
磯
辺
の
小
松
た
が
世
に
か
万
世
か
ね
て
種
を

ま
き
け
む
（
九
〇
七
）
こ
の
歌
は
あ
る
人
の
い
は
く
、
柿
本
人
麻
呂

が
な
り
〉
と
し
て
お
り
、
源
氏
の
歌
の
「
松
」
に
本
歌
の
「
小
松
」

を
響
か
せ
、
ま
た
「
岩
根
」
に
は
「
言
は
む
」
を
か
け
、
ま
だ
幼
い

薫
を
例
え
て
い
る
。
そ
し
て
橋
姫
巻
で
は
、〈「
め
づ
ら
し
く
聞
き
は

べ
る
二
葉
の
ほ
ど
も
、
う
し
ろ
め
た
う
思
う
た
ま
ふ
る
方
は
な
け
れ

ど
、
命
あ
ら
ば
そ
れ
と
も
見
ま
し
人
し
れ
ぬ
岩
根
に
と
め
し
松
の
生

ひ
す
ゑ
」
書
き
さ
し
た
る
や
う
に
い
と
乱
り
が
は
し
く
て
、「
侍
従

の
君
に
」
と
上
に
は
書
き
つ
け
た
り
。〉
と
あ
り
、
柏
木
か
ら
女
三

宮
へ
宛
て
た
歌
の
中
で
「
岩
根
に
と
め
し
松
」
に
後
ろ
盾
は
安
定
し

た
不
義
の
子
薫
を
こ
こ
で
も
例
え
て
い
る
。

（
7�

）『
源
氏
物
語
大
辞
典
』
で
は
、〈
蛍
の
光
を
友
と
し
、
枝
の
雪
を
慣

れ
親
し
ん
だ
も
の
に
す
る
。
車
胤
と
孫
康
の
蛍
雪
の
故
事
に
よ
る
表

現
。〉
と
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
中
に
一
例
の
み
用
例
が
確
認
さ
れ
る
。

少
女
巻
の
〈
か
か
る
高
き
家
に
生
ま
れ
た
ま
ひ
て
、
世
界
の
栄
華
に

の
み
戯
れ
た
ま
ふ
べ
き
御
身
を
も
ち
て
、
窓
の
蛍
を
睦
び
、
枝
の
雪

を
馴
ら
し
た
ま
ふ
志
の
す
ぐ
れ
た
る
よ
し
を
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
よ

そ
へ
な
ず
ら
へ
て
心
々
に
作
り
集
め
た
る
、〉
と
い
う
箇
所
で
あ
り
、

人
々
の
夕
霧
の
勉
学
に
対
す
る
姿
勢
へ
の
評
価
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
出
典
で
あ
る
が
、『
晋
書
』『
芸
文
類
聚
』『
蒙
求
』『
孫

子
世
録
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
も
の
の
、『
源
氏
物
語
』
本
文
と
完

全
一
致
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
物
語
本
文
の
「
窓

の
蛍
」
や
「
枝
の
雪
」
は
作
者
の
記
憶
違
い
に
よ
る
と
の
指
摘
が
あ

る
。

（
8�

）
天
理
本
に
は
、「
正
六
位
上
物
語
博
士
源
惟
良
撰
」
と
の
記
述
が

あ
る
。

（
9�

）「
云
々
」
ま
で
が
他
書
か
ら
の
要
約
引
用
で
あ
る
。
紫
式
部
の

『
源
氏
物
語
』
執
筆
の
起
因
に
つ
い
て
、
大
斎
院
と
上
東
門
院
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
当
該
箇
所
と
類
似
し
た
記
述
内
容

を
も
つ
も
の
に
、『
古
本
説
話
集
』・『
世
継
物
語
』・『
無
名
草
子
』・

前
田
家
蔵
伝
為
氏
筆
「
源
氏
古
系
図
」
の
冒
頭
な
ど
が
あ
る
。
宮
川

葉
子
氏
（
上
坂
信
男
氏
編
『
源
氏
物
語
の
思
惟
と
表
現
』・
新
典

社
・
平
成
9
年
）
は
前
田
家
蔵
「
源
氏
古
系
図
」
の
冒
頭
本
文
は

『
古
本
説
話
集
』
所
載
の
伝
承
に
依
拠
し
て
お
り
、『
河
海
抄
』
に
先

行
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
東
望
歩
氏

（「『
源
氏
物
語
』
起
筆
に
関
す
る
大
斎
院
説
話
に
つ
い
て
」『
名
古
屋
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第
百
三
号
』・
平
成
22
年
11
月
）
は
『
河
海

抄
』
の
当
該
箇
所
作
成
の
参
考
に
し
た
本
文
と
し
て
、『
賀
茂
斎
院

記
』
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
河
海
抄
』
が
説
話
や
物
語
よ

り
も
歴
史
的
資
料
を
論
拠
と
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と

と
関
連
す
る
指
摘
で
あ
る
。

（
10�

）『
源
氏
物
語
』
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
に
依
拠
し
て
い
る
か

を
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
た
実
在
人
物
は
左
大
臣
・
式

部
・
周
公
旦
・
白
居
易
・
在
納
言
・
菅
丞
相
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

周
公
旦
と
在
納
言
こ
と
在
原
行
平
に
つ
い
て
は
物
語
本
文
に
登
場
す

る
。
ま
ず
、
賢
木
巻
に
〈
わ
が
御
心
地
に
も
い
た
う
思
し
お
ご
り
て
、

文
王
の
子
武
王
の
弟
と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
、
御
名
の
り
さ
へ
ぞ
げ

に
め
で
た
き
。
成
王
の
何
と
か
の
た
ま
は
む
と
す
ら
む
。
そ
れ
ば
か

り
や
ま
た
心
も
と
な
か
ら
む
。〉
と
あ
り
、
光
源
氏
自
身
が
周
公
旦
、

桐
壺
院
が
文
王
、
武
王
が
朱
雀
帝
、
成
王
が
冷
泉
帝
を
さ
す
。〈
文

王
の
子
武
王
の
弟
〉
は
『
史
記
』
の
「
魯
周
公
世
家
」
の
引
用
で
あ

る
が
、『
本
朝
文
粋
』
に
お
い
て
も
大
江
朝
綱
の
「
貞
信
公
の
摂
政

を
辞
す
る
第
三
表
」
中
で
当
該
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
朝

綱
の
詩
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
七
五
六
番
に
所
載
さ
れ
て
い
る
が
、
当

該
箇
所
の
記
載
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
紫
式
部
は
直
接
『
史
記
』

に
あ
た
っ
た
可
能
性
が
高
く
、『
河
海
抄
』
は
賢
木
巻
の
当
該
箇
所

を
基
と
し
て
準
拠
論
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
次
に
、
須
磨
巻
に
〈
お

は
す
べ
き
所
は
、
行
平
の
中
納
言
の
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
居

近
き
わ
た
り
な
り
け
り
。〉、〈
須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋

風
に
、
海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
の
中
納
言
の
、
関
吹
き
越
ゆ

る
と
言
ひ
け
ん
浦
波
、〉
と
あ
り
、
行
平
が
須
磨
に
ち
な
ん
で
詠
ん

だ
〈
わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
ぶ

と
答
へ
よ
〉（
古
今
）
や
〈
旅
人
は
袂
涼
し
く
な
り
に
け
り
関
吹
き

越
ゆ
る
須
磨
の
浦
風
〉（
続
古
今
）
を
引
歌
と
し
て
い
る
。
特
に

「
わ
く
ら
ば
に
」
歌
は
物
語
中
に
須
磨
巻
や
蓬
生
巻
な
ど
で
七
カ
所

の
引
用
箇
所
が
あ
り
、
こ
れ
は
物
語
の
引
歌
の
中
で
も
多
い
。
行
平

の
須
磨
謫
居
の
折
の
歌
が
光
源
氏
の
須
磨
流
謫
の
下
敷
き
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
疑
問
が
浮
上
す

る
。
そ
れ
は
行
平
の
異
母
弟
で
あ
る
業
平
が
『
河
海
抄
』
料
簡
の
準

拠
論
に
お
い
て
名
前
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
業
平
は
須

磨
明
石
が
蘇
生
さ
れ
る
絵
合
巻
に
お
い
て
〈
在
五
中
将
の
名
を
ば
え

朽
さ
じ
〉
と
藤
壺
に
言
わ
し
め
て
い
る
。
し
か
も
、
須
磨
巻
に
は
業

平
詠
〈
い
と
ど
し
く
過
ぎ
ゆ
く
方
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か

へ
る
波
か
な
〉
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
条
件
が
揃
っ
て
い
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な
が
ら
、
業
平
が
『
河
海
抄
』
の
準
拠
論
か
ら
漏
れ
た
理
由
は
『
伊

勢
物
語
』
の
「
む
か
し
男
」
と
し
て
の
業
平
像
が
、
歴
史
的
資
料
に

依
拠
す
る
と
い
う
『
河
海
抄
』
の
方
針
か
ら
外
れ
て
い
た
こ
と
に
よ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11�

）
権
納
言
行
成
は
三
蹟
の
一
人
。『
大
鏡
』
に
〈
今
の
侍
従
大
納
言

行
成
卿
、
世
の
手
書
き
と
の
の
し
り
給
ふ
〉
と
あ
る
。
こ
の
行
成
本

は
河
内
家
の
注
釈
書
に
自
家
の
本
と
の
本
文
異
同
に
つ
い
て
、
触
れ

ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
斎
院
に
献
上

し
た
本
だ
っ
た
か
の
真
偽
は
不
明
。

（
12�

）「
法
性
寺
入
道
関
白
奥
書
を
か
ゝ
れ
て
云
」
の
解
釈
は
、
実
際
に

道
長
が
物
語
の
制
作
に
自
分
が
加
わ
っ
て
い
た
と
奥
書
に
自
身
が
書

き
入
れ
た
と
す
る
か
、
源
氏
物
語
作
成
に
自
分
が
加
わ
っ
て
い
た
こ

と
を
傍
ら
の
人
に
言
っ
た
と
い
う
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、

三
条
西
公
条
の
『
明
星
抄
』
な
ど
に
は
前
者
で
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
13�

）
紫
式
部
の
呼
称
の
由
来
を
列
挙
し
て
い
る
。
紫
式
部
の
名
前
で
有

名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
紫
式
部
日
記
』
の
寛
弘
五
年
霜
月
一
日
土
御

門
邸
で
の
公
任
と
の
や
り
取
り
で
あ
る
。〈
左
衛
門
の
督
、「
あ
な
か

し
こ
。
此
の
わ
た
り
、
わ
か
紫
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
、
う
か
が
ひ
た
ま

ふ
。「
源
氏
に
に
る
べ
き
人
も
み
え
給
は
ぬ
に
、
か
の
上
は
、
ま
い

て
い
か
で
も
の
し
た
ま
は
む
」
と
、
聞
き
ゐ
た
り
。〉
こ
の
日
記
中

の
〈
わ
か
紫
〉
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
か
。
ま
ず
、「
若

紫
」
か
「
我
が
紫
」
か
に
つ
い
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

等
で
は
若
く
も
な
い
紫
式
部
を
か
ら
か
う
意
図
で
「
若
紫
」
と
呼
ん

だ
と
い
う
解
釈
が
と
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
萩
谷
朴
氏
（『
紫
式

部
日
記
全
注
釈
』・
昭
和
46
年
11
月
）
は
人
称
名
詞
と
し
て
「
若

紫
」
は
物
語
中
で
使
用
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
、
公
任
が
自
ら
を
光

源
氏
に
、
式
部
を
紫
の
上
に
み
た
て
て
「（
光
源
氏
で
あ
る
）
私
の

紫
の
上
は
ど
こ
で
す
か
。」
と
か
ら
か
っ
た
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
説
か
ら
式
部
の
通
り
名
に
つ
い
て
考
え
る
と
、「
若

紫
」
の
場
合
は
寛
弘
五
年
十
一
月
の
時
点
で
式
部
の
呼
称
は
紫
式
部

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。「
︱�

紫
」
自
体
に
式
部
を
指
す
意
味

が
な
け
れ
ば
「
若
紫
」
は
冗
談
と
し
て
成
立
し
難
い
。
反
対
に
「
我

が
紫
」
の
場
合
は
こ
の
時
点
で
式
部
の
呼
称
が
紫
式
部
で
あ
っ
た
可

能
性
は
低
い
。
も
ち
ろ
ん
公
任
が
「
我
が
紫
（
式
部
）」
と
呼
び
か

け
て
、
式
部
が
物
語
の
人
物
に
す
り
替
え
て
、
上
手
く
あ
し
ら
っ
た

と
い
う
解
釈
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
公
任
が
あ
ま
り
に
間

抜
け
な
存
在
に
な
る
。
異
本
『
伊
勢
大
輔
集
』
や
『
栄
華
物
語
』
に

は
「
藤
式
部
」
の
呼
称
が
確
認
で
き
、『
大
鏡
』
で
は
「
紫
式
部
」
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の
呼
称
を
確
認
で
き
る
。
式
部
の
通
り
名
が
「
藤
式
部
」
か
ら
「
紫

式
部
」
に
移
行
し
た
時
期
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
公
任
の

「
我
が
紫
」
と
い
う
か
ら
か
い
か
ら
生
ま
れ
た
呼
称
で
あ
れ
ば
、『
河

海
抄
』
第
一
義
の
「
紫
上
の
事
を
す
く
れ
て
か
き
た
る
故
に
」
と
い

う
説
は
中
ら
ず
と
雖
も
遠
か
ら
ず
と
言
え
よ
う
。
そ
の
他
に
、
後
半

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
清
輔
朝
臣
説
」
と
は
藤
原
清
輔
の
『
袋
草

紙
』「
雑
談
」
に
あ
る
〈
紫
式
部
ト
云
名
、
有
二
説
。
一
ニ
ハ
此
の

物
語
中
ニ
紫
巻
ヲ
作
、
甚
深
之
故
、
得
此
名
。
一
ハ
一
条
院
御
乳
母

之
子
也
。
而
上
東
門
院
ニ
令
奉
ト
テ
、
吾
ユ
カ
リ
ノ
物
ナ
リ
、
ア
ハ

レ
ト
思
食
ト
令
申
給
之
故
、
有
此
名
。
武
蔵
野
ノ
義
也
。〉
を
引
い

て
い
る
。
な
お
、「
武
蔵
野
」
は
〈
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野

の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
」（
古
今
・
雑
上
・
八
六
七
）

か
ら
。

（
14�

）『
水
鏡
』
に
紫
式
部
は
登
場
し
な
い
。
一
方
で
『
今
鏡
』
の
「
つ

く
り
物
が
た
り
の
ゆ
く
ゑ
」
と
い
う
段
に
〈
昔
の
人
の
作
り
給
へ
る

源
氏
の
物
語
〉
に
対
し
て
白
楽
天
の
例
と
共
に
、
式
部
に
対
し
て
、

〈
女
の
御
身
に
て
、
さ
ば
か
り
の
こ
と
を
作
り
給
へ
る
は
、
た
ゞ
人

に
は
を
は
せ
ぬ
や
う
も
や
侍
ら
む
。
妙
音
観
音
な
ど
申
、
や
む
ご
と

な
き
聖
た
ち
の
女
に
な
り
給
て
、
法
を
説
て
こ
そ
、
人
を
道
引
給
な

れ
〉
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、『
河
海
抄
』
以
前
の
例
で
は

『
無
名
草
子
』
に
〈
さ
て
も
、
こ
の
『
源
氏
』
作
り
出
で
た
る
こ
と

こ
そ
、
思
へ
ど
思
へ
ど
、
こ
の
世
ひ
と
つ
な
ら
ず
め
づ
ら
か
に
お
も

ほ
ゆ
れ
。
ま
こ
と
に
、
仏
に
申
し
請
ひ
た
り
け
る
験
に
や
と
こ
そ
お

ぼ
ゆ
れ
。
そ
れ
よ
り
後
の
物
語
は
、
思
へ
ば
い
と
や
す
か
り
ぬ
べ
き

も
の
な
り
。
か
れ
を
才
覚
に
て
作
ら
む
に
、『
源
氏
』
に
ま
さ
り
た

ら
む
こ
と
を
作
り
出
だ
す
人
も
あ
り
な
む
。
わ
づ
か
に
『
宇
津
保
』

『
竹
取
』『
住
吉
』
な
ど
ば
か
り
を
、
物
語
と
て
見
け
む
心
地
、
さ
ば

か
り
に
作
り
出
で
け
む
、
凡
夫
の
し
わ
ざ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
こ
と
な

り
〉
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
源
氏
物
語
』
を
称
賛
し
た
評
で
あ
り
、

そ
の
理
由
を
式
部
観
音
化
身
説
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
15�

）
物
語
の
時
代
設
定
を
実
際
の
皇
統
と
関
連
し
て
説
明
を
加
え
て
い

る
。
こ
の
論
法
は
『
河
海
抄
』
以
前
に
も
『
紫
明
抄
』
で
〈
問
云

「
い
つ
れ
の
御
時
に
か
と
い
へ
る
お
ほ
つ
か
な
し
例
に
ひ
き
申
へ
き

み
か
と
い
つ
れ
そ
や
」
答
云
「
醍
醐
の
帝
の
御
子
に
こ
そ
朱
雀
院
と

申
御
名
も
お
は
し
ま
せ
又
高
明
の
親
王
も
源
氏
に
お
は
し
ま
せ
は
延

喜
の
聖
主
を
や
ひ
き
申
へ
か
ら
ん
」〉
と
い
っ
た
問
答
が
行
わ
れ
て

い
る
。『
河
海
抄
』
の
い
う
「
延
喜
」
は
醍
醐
天
皇
、「
天
慶
」
は
朱

雀
天
皇
、「
天
暦
」
は
村
上
天
皇
で
あ
る
。
物
語
で
は
桐
壺
巻
に
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〈
こ
の
ご
ろ
、
明
け
暮
れ
御
覧
ず
る
長
恨
歌
の
御
絵
、
亭
子
院
の
描

か
せ
た
ま
ひ
て
、
伊
勢
、
貫
之
に
詠
ま
せ
た
ま
へ
る
、
大
和
言
の
葉

を
も
、
唐
土
の
詩
を
も
、
た
だ
そ
の
筋
を
ぞ
枕
言
に
せ
さ
せ
た
ま

ふ
。〉〈
そ
の
こ
ろ
、
高
麗
人
の
参
れ
る
中
に
、
か
し
こ
き
相
人
あ
り

け
る
を
聞
こ
し
め
し
て
、
宮
の
内
に
召
さ
む
こ
と
は
宇
多
帝
の
御
誡

あ
れ
ば
、
い
み
じ
う
忍
び
て
こ
の
皇
子
を
鴻
臚
館
に
遣
は
し
た
り
。

御
後
見
だ
ち
て
仕
う
ま
つ
る
右
大
弁
の
子
の
や
う
に
思
は
せ
て
率
て

た
て
ま
つ
る
に
、
相
人
お
ど
ろ
き
て
、
あ
ま
た
た
び
傾
き
あ
や
し

ぶ
。〉「
亭
子
院
」
や
「
宇
多
帝
の
御
誡
」
と
い
っ
た
醍
醐
天
皇
よ
り

ひ
と
世
代
前
の
宇
多
天
皇
の
御
代
が
過
去
の
歴
史
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。「
宇
多
帝
の
御
誡
」
と
は
「
寛
平
御
遺
誡
」
の
七
条
〈
外
蕃

の
人
必
ず
し
も
召
し
見
る
べ
き
者
は
、
簾
中
に
あ
り
て
見
よ
。
直
に

対
ふ
べ
か
ら
ざ
ら
く
の
み
。
李
環
、
朕
す
で
に
失
て
り
。
新
君
慎

め
。〉
を
指
す
。

（
16�

）「
延
喜
の
御
て
つ
か
ら
こ
と
の
心
か
ゝ
せ
た
た
ま
へ
る
に
又
我
御

世
の
事
と
も
を
か
ゝ
せ
給
へ
る
」
は
物
語
本
文
絵
合
巻
か
ら
の
引
用

で
あ
る
が
、「
事
と
も
」
の
箇
所
に
本
文
の
異
同
が
あ
る
。
大
島
本

を
は
じ
め
と
す
る
諸
本
で
は
「
事
も
」
で
あ
る
が
、
河
内
本
と
青
表

紙
本
の
榊
原
家
本
は
「
事
と
も
」
で
あ
る
。『
河
海
抄
』
の
物
語
底

本
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
異
同
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、（
注

15
）
で
扱
っ
た
桐
壺
巻
本
文
に
は
大
島
本
と
の
異
同
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
桐
壺
巻
本
文
は
割
書
き
で
の
引
用
で
あ
り
、
絵

合
巻
本
文
と
同
列
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。

（
17�

）「
以
前
の
准
拠
ま
こ
と
に
」
か
ら
「
今
の
物
語
は
こ
と
に
此
道
を

本
と
し
た
る
や
如
何
」
ま
で
が
「
難
者
」
の
質
疑
。『
河
海
抄
』
が

光
源
氏
の
モ
デ
ル
と
説
明
し
て
き
た
西
宮
左
大
臣
こ
と
源
高
明
と
光

源
氏
と
の
違
い
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

（
18�

）「
作
物
語
の
な
ら
ひ
大
綱
は
」
か
ら
「
之
無
異
論
乎
」
ま
で
が

（
注
17
）
の
「
難
者
」
の
質
疑
に
対
す
る
応
答
。
源
高
明
が
光
源
氏

の
モ
デ
ル
と
し
て
歴
史
的
な
準
拠
を
担
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
在
原
業

平
は
高
明
で
は
な
り
え
な
か
っ
た
「
好
色
の
先
達
」
の
モ
デ
ル
で
あ

る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
が
っ
て
い
る
「
五
条
二
条
后
」
と

は
そ
れ
ぞ
れ
、
仁
明
天
皇
の
后
順
子
、
清
和
天
皇
の
女
御
高
子
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
『
大
鏡
』
に
も
記
載
さ
れ
る
有
名
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
伝
説
的
な
要
素
も
強
い
。
こ
こ
で
も
、
業
平
は

『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
と
し
て
、
現
実
と
虚
構
の
入
り
混
じ
っ
た

存
在
で
あ
る
。
次
に
、「
か
た
の
ゝ
少
将
」
と
は
散
逸
物
語
『
か
た

の
』
の
主
人
公
を
さ
す
。
帚
木
巻
に
〈
さ
る
は
、
い
と
い
た
く
世
を

六
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憚
り
ま
め
だ
ち
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き
こ
と
は

な
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
、
笑
は
れ
た
ま
ひ
け
む
か
し
〉
と
あ
り
、

野
分
巻
に
〈
吹
き
乱
り
た
る
刈
萱
に
つ
け
た
ま
へ
れ
ば
、
人
々
「
交

野
の
少
将
は
、
紙
の
色
に
こ
そ
と
と
の
へ
は
べ
り
け
れ
」
と
聞
こ

ゆ
。〉
と
あ
る
。
野
分
巻
で
は
夕
霧
を
交
野
の
少
将
と
重
ね
て
お
り
、

物
語
の
中
で
は
必
ず
し
も
交
野
の
少
将
は
光
源
氏
の
モ
デ
ル
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
同
様
に
、
業
平
に
し
て
も
総
角
巻
に
お
い
て
〈
在

五
が
物
語
描
き
て
、
妹
に
琴
教
え
た
る
と
こ
ろ
の
、「
人
の
結
ば

ん
」
と
言
ひ
た
る
を
見
て
、
い
か
が
思
す
ら
ん
、〉
と
あ
り
、
匂
宮

に
業
平
像
が
重
な
る
。
過
去
に
「
在
五
」「
業
平
」
と
い
う
直
接
の

表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
絵
合
巻
（
注
10
参
照
）
で
あ
り
、
間

接
的
に
光
源
氏
と
重
な
っ
て
い
る
も
の
の
、『
河
海
抄
』
の
記
述
と

実
際
の
物
語
中
の
用
法
に
は
隔
た
り
が
見
ら
れ
た
。

（
19�

）「
い
つ
れ
の
御
時
に
か
」
は
物
語
の
時
代
設
定
を
明
ら
か
に
し
な

い
作
り
物
語
の
表
現
で
あ
る
、
こ
こ
で
は
、
桐
壷
帝
と
光
源
氏
の
モ

デ
ル
と
し
て
桓
武
天
皇
と
光
大
臣
こ
と
源
光
、
一
条
天
皇
と
藤
原
伊

周
を
例
と
し
て
あ
げ
る
も
の
の
、
そ
の
生
涯
や
血
縁
、
物
語
本
文
と

の
矛
盾
と
い
っ
た
点
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
同
様
の
記
述
が
『
紫
明

抄
』
に
〈
も
し
桓
武
天
皇
を
例
と
せ
は
平
城
天
皇
を
は
い
か
ゝ
た
と

へ
申
へ
き
西
三
條
の
右
大
臣
は
桓
武
の
御
ひ
ゝ
こ
に
お
は
し
ま
す
う

へ
左
遷
事
き
こ
え
す
〉
と
あ
る
。

（
20�

）「
或
説
云
」
か
ら
「
代
々
集
の
こ
と
の
は
是
に
お
な
し
」
ま
で
が

題
名
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、〈
い
に
し
へ
源
氏
と
い
ふ
物

語
あ
ま
た
あ
る
中
に
光
源
氏
物
語
は
紫
式
部
か
製
作
也
〉
と
は
、
世

の
中
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
い
う
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
の

中
で
紫
式
部
が
書
い
た
も
の
が
光
源
氏
物
語
と
呼
ぶ
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
呼
称
は
勅
撰
集
の
中
で

も
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』〈
源
氏
の
物
語
を
か
き
て
奥
に
書
き
つ
け
ら

れ
て
侍
り
け
る
〉（
雑
二
）
や
『
続
古
今
和
歌
集
』〈
源
氏
物
語
の
須

磨
の
巻
か
き
て
奉
り
け
る
人
に
遣
は
さ
れ
け
る
〉（
雑
中
）
の
よ
う

に
一
定
で
な
い
。
そ
の
他
に
『
更
級
日
記
』
で
も
〈「
こ
の
源
氏
の

物
語
、
一
の
巻
よ
り
し
て
み
な
見
せ
た
ま
へ
」
と
、
心
の
う
ち
に
祈

る
。〉
と
あ
り
、「
光
」
を
冠
さ
な
い
例
も
散
見
す
る
。

（
21�

）「
寛
弘
六
年
日
記
」
と
あ
る
が
、
誤
り
か
。『
紫
式
部
日
記
』
の
寛

弘
五
年
五
月
末
か
ら
六
月
初
旬
の
日
記
に
〈
源
氏
の
物
語
、
御
前
に

あ
る
を
、
殿
の
御
覧
じ
て
、
例
の
、
す
ず
ろ
言
ど
も
出
で
き
た
る
つ

い
で
に
、
梅
の
下
に
し
か
れ
た
る
紙
に
書
か
せ
た
ま
へ
る
〉
と
あ
る
。

こ
の
章
が
式
部
の
日
記
中
で
物
語
執
筆
の
時
期
が
特
定
で
き
る
最
も

六
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早
い
時
期
の
記
述
で
あ
る
。
な
お
、『
紫
式
部
日
記
註
釈
』
の
本
文

は
〈
源
氏
の
物
語
〉
が
〈
源
氏
物
語
〉
で
あ
る
。

（
22�

）「
抑
物
語
証
本
一
様
な
ら
さ
る
歟
」
か
ら
「
古
人
之
美
言
也
」
ま

で
各
諸
本
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
従
一
位
麗
子
本
は
『
新
勅
撰
和

歌
集
』
の
詞
書
（
注
20
参
照
）
か
ら
も
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。

（
23�

）「
紫
式
部
者
」
か
ら
「
大
貮
三
位
弁
局
を
生
す
」
ま
で
紫
式
部
の

出
仕
の
い
き
さ
つ
や
家
系
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、「
紫
式

部
者
鷹
司
殿
宦
女
也
」
は
「
鷹
司
殿
＝
倫
子
」
と
「
宦
女
」
と
い
う

表
現
に
矛
盾
が
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
宦
女
」
に
つ

い
て
「
宮
中
ま
た
は
将
軍
家
な
ど
に
奉
仕
す
る
女
性
。
宮
仕
え
の
女

房
。
女
官
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
倫
子
は
道
長
の

妻
で
あ
る
も
の
の
、
私
人
で
あ
り
、
そ
れ
に
仕
え
る
女
性
の
呼
称
は

「
宦
女
」
で
は
な
く
「
女
房
」
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
一
方
、
彰

子
に
は
「
陪
侍
」
と
あ
り
、
彰
子
に
仕
え
て
い
た
紫
式
部
を
「
宦

女
」
と
し
て
い
い
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
も
の
の
、「
宦
女
」
と

「
陪
侍
」
の
記
述
は
逆
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

（
24�

）「
旧
蹤
は
」
か
ら
「
旁
ゆ
へ
あ
る
に
や
」
ま
で
紫
式
部
の
ゆ
か
り

の
地
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
紫
式
部
の
住
居
や
墓
所
に
つ
い
て
は

角
田
文
衛
氏
の
『
紫
式
部
と
そ
の
時
代
』（
角
川
書
店
・
昭
和
41

年
）
に
詳
し
く
、
今
の
廬
山
寺
、
京
都
御
所
の
東
側
周
辺
と
特
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
注
釈
中
に
み
え
る
「
東
北
院
」
と
は
『
栄
花
物

語
』
巻
三
十
二
「
歌
合
」
の
〈
ま
こ
と
や
、
女
院
は
、
無
量
寿
院
の

か
た
は
ら
に
御
堂
建
て
さ
せ
た
ま
へ
り
。〉
の
こ
と
で
、『
栄
花
物

語
』
の
記
述
は
『
小
右
記
』
な
ど
か
ら
長
元
三
年
八
月
二
十
一
日
の

記
述
と
特
定
で
き
る
。「
東
北
院
」
は
康
平
元
年
に
焼
失
し
て
お
り
、

康
平
四
年
に
移
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
河
海
抄
』
の
「
東
北

院
」
と
は
再
建
後
の
寺
を
さ
す
。

（
25�

）
光
源
氏
が
大
堰
を
訪
れ
、
明
石
君
と
再
会
す
る
場
面
。〈
狩
の
御

衣
に
や
つ
れ
た
ま
へ
り
し
だ
に
、
世
に
知
ら
ぬ
心
地
せ
し
を
、
ま
し

て
、
さ
る
御
心
し
て
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
た
ま
へ
る
御
直
衣
姿
、
世
に
な

く
な
ま
め
か
し
う
ま
ば
ゆ
き
心
地
す
れ
ば
、
思
ひ
む
せ
べ
る
心
の
闇

も
晴
る
る
や
う
な
り
。〉（
松
風
・
四
〇
九
頁
）。「
心
の
闇
」
は
思
い

惑
っ
て
理
非
の
分
別
を
失
う
こ
と
。
煩
悩
に
迷
う
心
を
闇
に
た
と
え

て
い
う
。
在
原
業
平
〈
か
き
く
ら
す
心
の
や
み
に
ま
ど
ひ
に
き
ゆ
め

う
つ
つ
と
は
世
人
さ
だ
め
よ
〉（
古
今
・
恋
三
・
六
四
六
）。
藤
原
兼

輔
の
〈
人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ

る
か
な
〉（
後
撰
・
雑
一
・
一
一
〇
二
）
か
ら
、
特
に
子
に
対
す
る

愛
か
ら
理
性
を
失
っ
て
迷
う
親
心
を
い
う
。
兼
輔
は
三
十
六
歌
仙
の

六
六



ひ
と
り
で
、
紫
式
部
の
曽
祖
父
に
あ
た
る
。
代
表
歌
と
さ
れ
る
こ
の

歌
は
、『
大
和
物
語
』
四
十
五
段
で
は
醍
醐
天
皇
の
御
息
所
と
な
っ

た
娘
桑
子
の
こ
と
を
案
じ
て
帝
に
奉
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
姫
君
の
こ
と
を
思
う
が
ゆ
え
の
明
石
君
の
親
心
。

（
26�

）
浮
舟
が
過
去
の
恋
を
回
想
す
る
場
面
。〈
閨
の
つ
ま
近
き
紅
梅
の

色
も
香
も
変
は
ら
ぬ
を
、
春
や
昔
の
と
、
こ
と
花
よ
り
も
こ
れ
に
心

寄
せ
の
あ
る
は
、
飽
か
ざ
り
し
匂
ひ
の
し
み
に
け
る
に
や
。〉（
手

習
・
三
五
六
頁
）。
匂
宮
の
こ
と
を
い
う
と
さ
れ
る
が
、
薫
の
こ
と

と
す
る
説
も
あ
る
。〈
飽
か
ざ
り
し
君
が
に
ほ
ひ
の
恋
し
さ
に
梅
の

花
を
ぞ
今
朝
は
折
り
つ
る
〉（
拾
遺
・
雑
春
・
具
平
親
王
）
に
よ
る
。

（
27�

）
夕
顔
と
光
源
氏
の
贈
答
歌
。〈
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露

の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
〉（
夕
顔
・
一
四
〇
頁
）、〈
寄
り
て
こ
そ

そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
か
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
花
の
夕
顔
〉（
一

四
一
頁
）

（
28�

）
匂
宮
が
浮
舟
を
対
岸
の
家
に
連
れ
出
す
場
面
。〈
有
明
の
月
澄
み

の
ぼ
り
て
、
水
の
面
も
曇
り
な
き
に
、「
こ
れ
な
む
橘
の
小
島
」
と

申
し
て
、
御
舟
し
ば
し
さ
し
と
ど
め
た
る
を
見
た
ま
へ
ば
、
大
き
や

か
な
る
岩
の
さ
ま
し
て
、
さ
れ
た
る
常
磐
木
の
影
し
げ
れ
り
。「
か

れ
見
た
ま
へ
。
い
と
は
か
な
け
れ
ど
、
千
年
も
経
べ
き
緑
の
深
さ

を
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
年
経
と
も
か
は
ら
む
も
の
か
橘
の
小
島
の
さ

き
に
契
る
心
は　

女
も
、
め
づ
ら
し
か
ら
む
道
の
や
う
に
お
ぼ
え
て
、

橘
の
小
島
の
色
は
か
は
ら
じ
を
こ
の
う
き
舟
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
を

り
か
ら
、
人
の
さ
ま
に
、
を
か
し
く
の
み
、
何
ご
と
も
思
し
な
す
。〉

（
浮
舟
・
一
五
〇
頁
）

（
29�

）
光
源
氏
が
白
い
花
を
見
つ
け
、
独
り
言
を
言
う
場
面
。〈「
を
ち
か

た
人
に
も
の
申
す
」
と
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
、
御
随
身
つ
い
ゐ
て
、

「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
。
花
の
名
は
人

め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
る
」
と
申

す
。〉（
夕
顔
・
一
三
六
頁
）、〈
う
ち
わ
た
す
遠
方
人
に
も
の
申
す
わ

れ　

そ
の
そ
こ
に
白
く
咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
〉（
古
今
・
雑
躰
・

旋
頭
歌
）
に
よ
る
。

（
30�

）
光
源
氏
が
紀
伊
守
邸
の
話
を
き
く
場
面
。〈「
紀
伊
守
に
て
親
し
く

仕
う
ま
つ
る
人
の
、
中
川
の
わ
た
り
な
る
家
な
む
、
こ
の
ご
ろ
水
堰

き
入
れ
て
、
涼
し
き
蔭
に
は
べ
る
」
と
聞
こ
ゆ
。〉（
帚
木
・
九
二

頁
）

（
31�
）
明
石
に
い
る
光
源
氏
が
、
二
条
院
の
紫
上
に
宛
て
た
歌
。〈
は
る

か
に
も
思
ひ
や
る
か
な
知
ら
ざ
り
し
浦
よ
り
を
ち
に
浦
づ
た
ひ
し

て
〉（
明
石
・
二
三
六
頁
）、
光
源
氏
が
京
を
想
い
、
琴
を
奏
で
る
場
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面
。〈
広
陵
と
い
ふ
手
を
あ
る
か
ぎ
り
弾
き
澄
ま
し
た
ま
へ
る
に
、

か
の
岡
辺
の
家
も
、
松
の
響
き
波
の
音
に
あ
ひ
て
、
心
ば
せ
あ
る
若

人
は
身
に
し
み
て
思
ふ
べ
か
め
り
。〉（
明
石
・
二
四
〇
頁
）

（
32�

）『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
五
秋
歌
下
（
四
七
三
）〈
守
覚
法
親
王
家

五
十
首
歌
中
に　

藤
原
家
隆
朝
臣　

虫
の
音
も
長
き
夜
あ
か
ぬ
故
郷

に
な
ほ
思
ひ
添
ふ
松
風
ぞ
吹
く
〉
を
引
用
し
た
も
の
か
。
ま
た
『
日

本
古
典
文
学
全
集
26
』
で
は
こ
の
歌
の
本
歌
に
つ
い
て
、〈
鈴
虫
の

声
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
て
も
長
き
夜
あ
か
ず
降
る
涙
か
な
〉（
桐
壺
）、

〈
身
を
か
へ
て
ひ
と
り
帰
れ
る
山
里
に
聞
き
し
に
似
た
る
松
風
ぞ
吹

く
〉（
松
風
）
を
あ
げ
て
い
る
。

（
33�

）『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
八
哀
傷
歌
（
八
二
九
）〈
返
し　

摂
政
太

政
大
臣　

見
し
夢
に
や
が
て
ま
ぎ
れ
ぬ
わ
が
身
こ
そ
問
は
る
る
今
日

も
ま
づ
悲
し
け
れ
〉
を
引
用
し
た
も
の
か
。
ま
た
『
日
本
古
典
文
学

全
集
26
』
で
は
こ
の
歌
の
本
歌
に
つ
い
て
、〈
見
て
も
ま
た
逢
ふ
夜

ま
れ
な
る
夢
の
う
ち
に
や
が
て
ま
ぎ
る
る
わ
が
身
と
も
が
な
〉（
若

紫
）
を
あ
げ
て
い
る
。

（
34�

）『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
六
雑
歌
上
（
一
五
一
九
）〈
摂
政
太
政

大
臣
、
大
将
に
侍
り
し
時
、
月
歌
五
十
首
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に　

有

明
の
月
の
ゆ
く
へ
を
な
が
め
て
ぞ
野
寺
の
鐘
は
聞
く
べ
か
り
け
る
〉

を
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
35�

）『
続
古
今
和
歌
集
』
巻
第
三
夏
歌
（
二
〇
〇
）〈
中
務
卿
親
王
家
百

首
歌
に　

源
具
氏
朝
臣　

郭
公
な
れ
よ
な
に
と
て
な
く
こ
ゑ
の
五
月

ま
つ
ま
は
つ
れ
な
か
る
ら
ん
〉
を
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
36�

）『
狭
衣
物
語
』
巻
二
〈
た
づ
ぬ
べ
き
草
の
原
さ
へ
霜
枯
れ
て
誰
に

問
は
ま
し
道
芝
の
露
〉
を
引
用
し
た
も
の
か
。
し
か
し
、『
新
編
全

集
29
』
で
は
こ
の
歌
に
〈
憂
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も

草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や
思
ふ
〉（
花
宴
）
を
出
典
と
し
て
い
る
。

（
37�

）『
六
百
番
歌
合
』
冬
上�

十
三
番�

枯
野
〈
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は

遺
恨
事
也
。〉（
判
詞
）
が
出
典
と
考
え
ら
れ
る
。

（
38
）『
正
治
二
年
俊
成
卿
和
字
奏
状
』
の
こ
と
で
あ
る
。

（
39�

）『
正
治
二
年
俊
成
卿
和
字
奏
状
』
に
、〈
そ
の
哥
は
、
源
氏
物
語
に
、

二
月
の
花
の
宴
の
巻
に
、
内
侍
督
に
お
ぼ
ろ
月
よ
と
い
は
せ
て
候
を
、

教
長
も
清
輔
も
源
氏
を
見
候
は
ず
、（
略
）
夏
の
夜
と
か
き
て
夏
の

部
に
入
て
候
。
教
長
・
清
輔
と
も
に
う
た
て
し
き
事
候
也
。〉
と
あ

り
、
こ
れ
が
出
典
と
考
え
ら
れ
る
。

※　

�

注
に
用
い
た
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
『
源
氏
物
語
』
に
よ
っ
た
。
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※　
�

1
～
5
、
25
～
31
担
当
中
村
・
6
～
8
、
32
～
39
担
当
小
坂
部
・�

9
～
24
担
当
安
永

六
九
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図版 4　奥書

図版 1　表紙

図版 3　料簡

図版 2　序


