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一
、「
古
典
」
文
学

人
文
学
科
に
所
属
す
る
日
本
古
典
文
学
の
領
域
を
専
攻
す
る
教
員
と
し
て
、

稿
者
は
授
業
で
も
「
古
典
文
学
」
に
該
当
す
る
分
野
を
担
当
し
て
い
る
。
本
学

科
は
、
広
領
域
で
あ
る
た
め
、
日
本
文
学
専
門
の
学
科
を
置
く
大
学
と
は
異
な

り
、
日
本
文
学
史
に
お
け
る
上
代
、
中
古
、
中
世
、
近
世
、
近
代
と
い
う
通
行

の
時
代
区
分
の
な
か
に
担
当
科
目
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
典
か
近
代
か
で

線
引
き
が
な
さ
れ
、
平
安
時
代
の
文
学
を
中
心
と
し
た
文
学
作
品
や
作
家
を
研

究
対
象
と
す
る
稿
者
は
、
お
の
ず
と
早
い
時
代
の
担
当
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

扱
う
の
は
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
古
典
、
時
代
で
分
け
れ
ば
古
代
、
教

職
課
程
の
国
語
対
応
な
ら
ば
古
文
が
対
象
と
な
る
。

稿
者
の
担
当
す
る
分
野
に
は
、「
古
」
の
一
文
字
が
冠
さ
れ
る
。
こ
れ
が
と

も
す
る
と
学
生
た
ち
の
懸
念
を
呼
ぶ
、
ら
し
い
。「
古
」
の
一
文
字
が
、
現
代

か
ら
か
け
離
れ
た
遠
い
昔
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
対
象
と
な
る
作
品
ま
で
遠
ざ
け

て
し
ま
う
。
学
期
の
は
じ
め
に
、
自
己
紹
介
が
て
ら
受
講
の
動
機
や
興
味
な
ど

を
訊
け
ば
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
添
え
ら
れ
る
の
は
、「
実
は
古
典
が
苦

手
…
…
」
と
い
う
ひ
と
こ
と
で
あ
る
。「
苦
」
の
頻
出
に
は
、
こ
ち
ら
も
苦
笑

さ
せ
ら
れ
る
。
高
等
学
校
の
限
ら
れ
た
時
間
内
で
習
う
古
典
文
法
に
苦
手
意
識

を
抱
き
払
拭
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
大
学
に
進
学
し
て
、
後
期
課
程
に
ま
で
継
続
す
る

場
合
と
て
珍
し
く
は
な
い
。

さ
ら
に
、
苦
手
意
識
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
の
は
、「
古
典
」
あ
る
い
は
「
古

代
」
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
で
あ
る
。
高
等
学
校
の
教
科
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ

に
く
い
作
品
な
ど
は
化
石
の
如
く
、「
古
典
」
は
古
色
蒼
然
と
し
た
分
野
、
と

受
け
と
め
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、「
古
」
と
い
う
漢
字
は
、
古
く
さ
い
も
の
、
ひ
か
ら
び
た
も
の
を

意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
間
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
早
い
時
期
に
あ
た
る
が
、

「
古
」
の
訓
み
で
あ
る
「
い
に
し
へ
」
の
「
へ
」
は
方
向
性
を
表
す
と
い
う
語

源
的
な
説
明
も
あ
り
、
過
去
か
ら
の
継
続
を
含
む
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
現
代
と
隔
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
現
代
に
ま
で
続
く
強
靱
な

論　

文

「
古
典
」
の
和
歌
│
│
『
紫
式
部
集
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わ
り
な
し
や
」
詠
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か
ら
│
│

植
田
恭
代
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生
命
力
を
持
つ
も
の
、
そ
れ
こ
そ
「
古
典
」
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
「
古
典
」
文
学
を
顧
み
れ
ば
、
歳
月
を
経
て
現
代
に
ま
で
伝
え

ら
れ
た
稀
少
な
作
品
が
「
古
典
」
で
あ
る
。
物
語
で
い
え
ば
、
平
安
時
代
の
仏

教
説
話
で
あ
る
源
為
憲
『
三
宝
絵
』
の
序
文
に
は
、
当
時
の
物
語
事
情
に
つ
い

て
「
又
物
ノ
語
と
云
テ
女
ノ
御
心
ヲ
ヤ
ル
物
、
オ
ホ
ア
ラ
キ
ノ
モ
リ
ノ
草
ヨ
リ

モ
シ
ゲ
ク
、
ア
リ
ソ
ミ
ノ
ハ
マ
ノ
マ
サ
ゴ
ヨ
リ
モ
多
カ
レ
ド
」
と
記
さ
れ
、
女

性
た
ち
の
心
を
慰
め
る
物
語
が
、
大
荒
木
の
森
の
下
草
や
浜
の
真
砂
よ
り
多

か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

1
（

。
数
知
れ
ず
存
在
し
た
物
語
の
う
ち
、
現
代
の
古
文

の
教
科
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
作
品
と
な
れ
ば
、
ほ
ん
の
ひ
と
に
ぎ
り
で
し
か

な
い
。
そ
れ
は
、
物
語
以
外
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
現
在
手
に
す
る
こ
と
の
で

き
る
「
古
典
」
と
は
、
常
に
魅
力
の
光
輝
を
放
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
も
と

め
ら
れ
読
み
継
が
れ
て
き
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

「
古
典
」
と
い
う
こ
と
ば
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
や
『
漢
書
』
か
ら
あ
り
、
古

代
の
制
度
を
表
し
、
ま
た
古
代
の
す
ぐ
れ
た
典
籍
と
い
う
意
味
を
持
つ
。「
古

典
」
文
学
も
、
遠
い
過
去
の
作
品
な
が
ら
、
後
の
世
を
照
ら
す
規
範
と
な
る
作

品
と
解
釈
で
き
よ
う
。

そ
も
そ
も
、「
古
典
」
と
い
う
用
語
じ
た
い
が
、
ゆ
る
が
ぬ
絶
対
的
な
も
の

と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
、
西
郷
信
綱
氏
は
『
日
本
古
代
文
学
史　

改
稿
版
』
の
「
序
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た）

2
（

。

で
は
、
古
典
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
過

去
と
現
代
の
あ
い
だ
、
つ
ま
り
過
去
に
ぞ
く
す
る
と
と
も
に
現
代
に
も
ぞ

く
す
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
日
附
が
い
か
に
古
か
ろ
う
と
、
文
学
と
し
て

訴
え
て
こ
な
け
れ
ば
そ
れ
は
古
記
録
で
、
現
代
人
に
対
話
を
よ
び
か
け
て

く
る
力
を
も
っ
た
も
の
の
み
が
古
典
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
過
去
と
現
代

に
同
時
に
ぞ
く
す
る
も
の
を
、
歴
史
的
継
起
の
秩
序
に
お
け
る
一
つ
の
特

殊
な
人
間
活
動
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
が
文
学
史
の
役
目
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
戦
後
か
ら
日
の
浅
い
時
期
の
文
学
史
執
筆
の
た
め
の
序
の
一
部
で

は
あ
る
が
、
過
去
か
現
代
か
で
は
な
く
、
現
代
に
訴
え
て
く
る
も
の
と
い
う
観

点
は
、
い
ま
な
お
斬
新
か
つ
有
効
で
あ
り
得
よ
う
。
現
代
に
ま
で
読
み
継
が
れ

る
「
古
典
」
文
学
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
心
に
、
歳
月
を
こ
え
て
働
き
か
け
て

く
る
。 

だ
か
ら
こ
そ
、「
古
典
」
文
学
が
現
代
に
お
け
る
研
究
対
象
と
な
り
、

授
業
と
い
う
場
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
若
い
受
講
者
た
ち
に
伝
え
て
い
く
必
要

も
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
学
の
教
室
で
、「「
古
典
」
文
学
は
古
く
な
い
」
と

話
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

清
少
納
言
は
教
室
で
品
詞
分
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
『
枕
草
子
』
を
書
い

た
の
か
。
敬
語
を
勉
強
し
て
も
ら
う
た
め
に
『
源
氏
物
語
』
が
執
筆
さ
れ
た
の

か
。
そ
う
話
せ
ば
、
受
講
者
た
ち
は
、
は
っ
と
し
た
よ
う
な
表
情
を
見
せ
る
。

ひ
と
た
び
冷
静
に
考
え
れ
ば
一
笑
に
付
さ
れ
る
よ
う
な
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
の

こ
と
に
気
づ
く
暇
す
ら
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
広

く
ゆ
る
や
か
に
考
え
る
時
と
場
に
恵
ま
れ
た
大
学
で
、
日
本
文
学
を
専
攻
し
な

い
人
で
あ
れ
、「
古
典
」
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
機
会
を
提
供
す
る
意
義
も
生
じ
よ
う
。

「
古
典
」
文
学
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
社
会
背
景
や
文
化
が
あ
り
、
言
葉

の
ル
ー
ル
も
異
な
る
。
一
方
で
、
現
代
を
生
き
る
わ
た
く
し
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
感
じ
、
考
え
、
と
き
に
悩
み
、
乗
り
越
え
て
喜
ぶ
人
々
の
存
在
が
あ
る
。
先
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人
た
ち
の
営
み
を
知
り
、
そ
の
心
を
感
じ
、
受
け
と
め
、
自
身
の
心
の
糧
と
す

る
。「
古
典
」
文
学
を
読
む
楽
し
さ
が
、
よ
り
よ
い
一
歩
を
踏
み
出
す
力
に
も

な
り
得
る
。

「
古
典
」
文
学
の
書
き
手
は
、「
古
代
」
な
ど
と
い
う
時
代
を
生
き
た
は
ず
は

な
く
、
当
時
の
「
現
代
」
を
生
き
て
い
る
。「
古
典
」
文
学
に
は
、
い
ま
を
生

き
る
心
が
宿
る
。
幼
い
日
に
誰
か
が
教
え
て
く
れ
た
こ
と
に
は
、
限
り
が
あ
る
。

人
と
し
て
の
あ
ゆ
み
を
進
め
る
以
上
、
み
ず
か
ら
答
え
を
も
と
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
ふ
え
る
。
生
き
続
け
る
作
品
の
心
が
、
現
在
を
あ
ゆ
む

道
し
る
べ
に
も
な
り
得
る
。

い
ま
、「
古
典
」
を
掲
げ
る
こ
の
よ
う
な
場
を
得
て
、
あ
ら
た
め
て
、「
古
典
」

文
学
の
生
き
生
き
と
し
た
魅
力
を
見
出
す
稿
者
自
身
の
基
本
姿
勢
を
確
認
し
、

ひ
と
つ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
と
し
て
、『
紫
式
部
集
』
の
一
首
か
ら
考
え
て
み

た
い
。

二
、
紫
式
部
と
「
身
」

理
屈
ど
お
り
に
は
た
ち
ゆ
か
な
い
人
の
世
に
、
い
に
し
え
人
は
ど
の
よ
う
に

向
き
あ
っ
た
の
か
。
そ
う
思
う
と
き
、
ふ
と
、「
古
典
」
文
学
に
し
ば
し
ば
み

ら
れ
る
「
わ
り
な
し
」
と
い
う
語
が
思
い
浮
か
ぶ
。「
わ
り
な
し
」
は
、
ま
さ

に
そ
う
し
た
理
屈
ど
お
り
に
ゆ
か
ぬ
事
態
を
表
す
語
で
あ
り
、
辞
書
的
に
は
、

道
理
に
合
わ
な
い
、
不
条
理
だ
、
し
か
た
が
な
い
、
な
ど
と
説
明
さ
れ
、
の
意

で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
語
を
初
句
に
置
く
『
紫
式
部
集
』
の
一
首
に
着
目
し
て
み
た
い）

3
（

。

か
ば
か
り
思
ひ
う
じ
ぬ
べ
き
身
を
、
い
と
い
た
う
も
上
ず
め
く
か

な
と
い
ひ
け
る
人
を
き
き
て

62　

  

わ
り
な
し
や
人
こ
そ
人
と
い
は
ざ
ら
め
み
づ
か
ら
身
を
や
お
も
ひ
す
つ

べ
き

『
紫
式
部
集
』
古
本
系
本
文
の
六
二
番
歌
で
あ
る
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

ほ
ど
物
思
い
を
し
て
厭
わ
し
く
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
身
を
、
た
い
そ
う
ひ
ど

く
上
品
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
、
と
人
が
言
っ
た
と
き
い
て
、
と
い
う
。
紫
式
部
の

生
涯
を
ほ
ぼ
た
ど
る
よ
う
に
編
ま
れ
た
家
集
の
配
列
か
ら
、
こ
れ
は
中
宮
彰
子

の
後
宮
に
出
仕
し
た
あ
と
の
歌
で
あ
り
、「
人
」
と
あ
る
の
は
宮
仕
え
の
同
僚
、

仲
間
内
に
紫
式
部
を
非
難
し
て
い
る
人
が
い
た
と
解
釈
さ
れ
る）

4
（

。
一
首
は
、
わ

け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
よ
。
人
は
人
と
言
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
み
ず

か
ら
我
が
身
を
思
い
捨
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
意
味
に

な
る
。

「
身
」
と
「
心
」
は
、『
紫
式
部
集
』『
紫
式
部
日
記
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、

紫
式
部
の
心
の
あ
り
よ
う
を
表
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
歌
の

少
し
前
に
は
、「
身
」
と
「
心
」
が
詠
ま
れ
た
歌
が
な
ら
ぶ
。

身
を
お
も
は
ず
な
り
と
な
げ
く
こ
と
の
、
や
う
や
う
な
の
め
に
、

ひ
た
ぶ
る
の
さ
ま
な
る
を
お
も
ひ
け
る

54　
  

か
ず
な
ら
ぬ
こ
こ
ろ
に
身
を
ば
ま
か
せ
ね
ど
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
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り
け
り

55　

  
こ
こ
ろ
だ
に
い
か
な
る
身
に
か
か
な
ふ
ら
む
お
も
ひ
し
れ
ど
も
お
も

ひ
し
ら
れ
ず

は
じ
め
て
う
ち
わ
た
り
を
み
る
に
も
、
も
の
の
あ
は
れ
な
れ
ば

56　

  

身
の
う
さ
は
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
し
た
ひ
き
て
い
ま
こ
こ
の
へ
ぞ
お
も

ひ
み
だ
る
る

初
出
仕
の
五
六
番
歌
を
含
む
こ
れ
ら
の
歌
は
、
華
や
か
な
宮
廷
で
の
日
々
に

あ
っ
て
、
身
に
つ
き
ま
と
う
厭
わ
し
さ
に
気
づ
く
紫
式
部
の
心
を
表
し
、『
源

氏
物
語
』
を
執
筆
す
る
女
性
作
家
と
し
て
の
孤
高
な
紫
式
部
像
に
結
び
つ
け
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
歌
の
あ
と
に
、
宮
中
行
事
の
歌
に
入

る
直
前
に
、
六
二
番
歌
の
よ
う
な
一
首
が
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
紫
式
部
の
「
身
」
と
「
心
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
我
が
身
を
憂
え
て
内

向
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
紫
式
部
に
お
よ
そ
好
意
を
抱
い
て
は
い
な
い
宮

仕
え
仲
間
か
ら
の
中
傷
を
仄
聞
し
て
、
紫
式
部
は
決
し
て
弱
気
に
な
ど
な
っ
て

は
い
な
い
。
一
首
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
人
様
は
ど
う
で
あ
れ
、
み
ず
か
ら

我
が
身
を
思
い
棄
て
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
、
わ
た
し
は
わ

た
し
を
大
切
に
生
き
る
の
で
す
、
と
い
う
自
負
で
あ
り
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
自

分
自
身
へ
の
誇
り
高
い
意
識
で
あ
る
。

人
の
目
や
思
惑
が
気
に
な
る
の
は
、
今
も
昔
も
変
わ
る
ま
い
。
そ
の
な
か
で
、

人
の
中
傷
と
い
う
納
得
の
ゆ
か
ぬ
事
態
が
、「
わ
り
な
し
や
」
と
表
さ
れ
る
。

紫
式
部
か
ら
は
理
不
尽
で
し
か
な
い
中
傷
を
一
蹴
す
る
か
の
よ
う
に
、「
や
」

と
い
う
助
詞
を
と
も
な
い
、
言
い
放
つ
よ
う
な
初
句
の
響
き
は
強
い
。

三
、「
わ
り
な
し
」
と
和
歌

こ
の
「
わ
り
な
し
や
」
と
い
う
初
句
に
こ
だ
わ
っ
て
、
さ
ら
に
考
え
て
み
た

い
。「

わ
り
な
し
」
と
い
う
語
は
、「
こ
と
わ
り
」
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
、「
こ

と
わ
り
な
し
」
の
用
例
は
『
日
本
書
紀
』『
播
磨
国
風
土
記
』
に
み
ら
れ
る
が）

5
（

、

「
わ
り
な
し
」
の
用
例
は
平
安
時
代
初
期
の
散
文
作
品
か
ら
散
見
し
、『
源
氏
物

語
』
に
至
り
増
大
す
る
。
活
用
形
な
ら
び
に
「
わ
り
な
さ
」
も
含
め
て
み
る
と
、

『
伊
勢
物
語
』
三
例
、『
大
和
物
語
』
二
例
、『
平
中
物
語
』
一
例
、『
蜻
蛉
日
記
』

十
八
例
、『
枕
草
子
』
十
一
例
、『
う
つ
ほ
物
語
』
十
六
例
、『
落
窪
物
語
』
十

三
例
、『
紫
式
部
日
記
』
五
例
、『
源
氏
物
語
』
に
至
っ
て
は
優
に
百
例
を
こ
え

る
。「
わ
り
な
し
」
は
、
人
間
模
様
を
描
く
壮
大
な
物
語
世
界
の
ひ
と
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
も
あ
る
。

一
方
、
和
歌
に
お
け
る
「
わ
り
な
し
」
の
用
例
は
、『
古
今
和
歌
集
』
が
早
い
。

 

よ
み
人
し
ら
ず

570　
  

わ
り
な
く
も
ね
て
も
さ
め
て
も
こ
ひ
し
き
か
心
を
い
づ
ち
や
ら
ば
わ

す
れ
む 

『
古
今
和
歌
集
』
恋
二
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ふ
か
や
ぶ

685　

心
を
ぞ
わ
り
な
き
物
と
思
ひ
ぬ
る
見
る
も
の
か
ら
や
こ
ひ
し
か
る
べ
き

 

『
古
今
和
歌
集
』
恋
四

五
七
〇
番
歌
は
、
恋
二
の
よ
み
人
し
ら
ず
歌
。「
わ
り
な
く
も
」
は
「
こ
ひ

し
き
か
」
に
か
か
り
、
寝
て
も
覚
め
て
も
恋
し
く
て
し
か
た
の
な
い
わ
が
心
を
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
く
ら
い
に
と
詠
ん
で
い
る
。
作
者
の
特
定
さ
れ
る
歌
で
は

な
く
、
特
定
の
事
情
に
由
来
す
る
歌
で
は
な
い
よ
う
で
、
む
し
ろ
、
恋
を
す
る

誰
し
も
が
抱
く
ご
く
自
然
な
心
情
を
表
し
て
い
る
。

恋
四
所
収
の
清
原
深
養
父
六
八
五
番
歌
は
、
も
う
少
し
進
ん
だ
恋
の
状
態
を

詠
む
。
心
と
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
理
に
か
な
わ
な
い
も
の
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
恋
す
る
相
手
と
会
っ
て
い
る
の
に
ま
る
で
遠
く
に
い
る
人
の
よ
う
に

恋
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
。
逢
っ
て
い
る
最
中
に
、

ど
こ
か
不
安
を
感
じ
て
い
る
心
境
を
詠
ん
で
い
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
入
集
歌
は
、
と
も
に
、
恋
の
部
に
収
め
ら
れ
る
よ
み
人
し

ら
ず
歌
で
、
特
殊
な
事
情
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
恋
す
る
者
に
共
通
す
る
心
情

を
詠
み
、
伝
承
性
が
強
い
。
五
七
〇
番
歌
は
恋
し
く
て
た
ま
ら
な
い
胸
中
を
、

六
八
五
番
歌
は
も
う
少
し
恋
の
状
態
が
進
ん
で
、
恋
い
続
け
る
我
が
心
の
状
態

を
客
観
的
に
「
わ
り
な
き
物
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
勅
撰
和
歌
集
の
先
駆
け
で

あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
入
集
歌
と
し
て
、
こ
れ
ら
は
人
口
に
膾
炙
し
、
理
に
か

な
わ
な
い
恋
が
広
く
浸
透
し
て
い
く
。

続
く
『
後
撰
和
歌
集
』
に
は
、「
わ
り
な
し
」
を
詠
み
込
む
四
首
が
み
ら
れ
る
。

 

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

583　

  

こ
ひ
の
ご
と
わ
り
な
き
物
は
な
か
り
け
り
か
つ
む
つ
れ
つ
つ
か
つ
ぞ

恋
し
き 

『
後
撰
和
歌
集
』
恋
一

を
と
こ
侍
る
女
を
い
と
せ
ち
に
い
は
せ
侍
り
け
る
を
、
女
い
と
わ

り
な
し
と
い
は
せ
け
れ
ば 

元
良
の
み
こ

629　

  

わ
り
な
し
と
い
ふ
こ
そ
か
つ
は
う
れ
し
け
れ
お
ろ
か
な
ら
ず
と
見
え

ぬ
と
お
も
へ
ば 

『
後
撰
和
歌
集
』
恋
二

つ
ら
か
り
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る 

（
伊
勢
）

820　

  

こ
ひ
て
へ
む
と
思
ふ
心
の
わ
り
な
さ
は
し
に
て
も
し
れ
よ
わ
す
れ
が

た
み
に 

『
後
撰
和
歌
集
』
恋
四

い
た
く
事
こ
の
む
よ
し
を
時
の
人
い
ふ
と
き
き
て 

高
津
内
親
王

1155　

  

な
お
き
木
に
ま
が
れ
る
枝
も
あ
る
も
の
を
け
を
ふ
き
き
ず
を
い
ふ
が

わ
り
な
さ 

『
後
撰
和
歌
集
』
雑
二

恋
の
部
が
三
首
、
雑
の
部
が
一
首
で
あ
る
。

五
八
三
番
歌
は
、
恋
一
に
入
集
す
る
。
一
首
は
、
恋
の
よ
う
に
道
理
に
あ
わ

な
い
も
の
は
な
い
、
と
い
う
。
一
方
で
親
し
く
し
つ
つ
、
ま
た
一
方
で
恋
し
い

と
慕
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
心
情
は
、
前
掲
の
『
古
今
和
歌
集
』
六
八
五
番
歌

に
も
通
じ
て
い
る
。
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六
二
九
番
歌
は
、
詞
書
に
、
す
で
に
男
の
あ
る
女
に
、
取
り
次
ぎ
役
に
と
て

も
熱
心
に
言
わ
せ
た
ら
、「
と
て
も
理
に
か
な
わ
な
い
」
と
言
っ
て
よ
こ
し
た

の
で
、
と
あ
る
。
一
首
は
、「
理
に
か
な
わ
な
い
」
と
い
う
返
事
こ
そ
一
方
で

は
う
れ
し
い
の
で
す
、
私
の
思
い
が
並
大
抵
で
は
な
い
と
受
け
と
め
て
く
れ
た

と
思
う
か
ら
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
女
の
方
は
、
人
妻
の
身
で
懸
想
さ
れ
る

こ
と
を
理
不
尽
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
元
良
親
王
は
女
が
自
分
を
思
っ
て
く
れ

て
い
る
と
都
合
良
く
詠
ん
で
い
る
。
元
良
親
王
は
陽
成
天
皇
第
一
皇
子
、
そ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
大
和
物
語
』『
今
昔
物
語
』『
江
談
抄
』
な
ど
に
あ
り
、
い
ろ

ご
の
み
で
も
知
ら
れ
る
親
王
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
と
も
無
縁
で
は
な
く）

6
（

、

こ
れ
も
恋
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
男
女
双
方
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の「
わ

り
な
し
」
の
解
釈
と
と
も
に
あ
る
歌
で
あ
る
。

八
二
〇
番
歌
の
詞
書
に
は
、
つ
れ
な
い
人
の
も
と
に
贈
っ
た
（
歌
）
と
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
つ
れ
な
い
あ
な
た
に
恋
し
て
暮
ら
そ
う
と
す
る
私
の
心
の
不
条
理

は
、
わ
た
し
が
死
ん
だ
と
し
て
も
忘
れ
形
見
と
し
て
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、

と
い
う
内
容
。
少
々
大
げ
さ
な
言
い
方
で
、
恋
し
続
け
て
し
ま
う
わ
が
心
の
わ

り
き
れ
な
さ
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

一
一
五
五
番
歌
は
、
恋
の
部
以
外
で
あ
る
。
高
津
内
親
王
は
桓
武
天
皇
皇
女
、

詞
書
は
、
好
色
と
そ
の
時
の
人
が
言
う
と
聞
い
て
、
と
い
う
。
内
親
王
の
時
代

の
人
を
「
時
の
人
」
と
後
世
か
ら
表
し
て
い
る
。
一
首
は
、
ま
っ
す
ぐ
な
木
に

も
曲
が
っ
て
い
る
枝
が
つ
い
て
い
る
の
に
。
毛
を
吹
き
分
け
て
あ
ら
探
し
を
す

る
の
は
不
条
理
だ
と
い
う
歌
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、「
わ
り
な
し
」
は
、
早
く
か
ら
多
く
詠
ま
れ
て
き
た
定

番
の
歌
語
な
ど
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
詠
み
込
む
『
古
今
和
歌
集
』
よ
み
人
し

ら
ず
歌
で
人
口
に
膾
炙
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
、「
わ
り
な
し
」
の
対
象
と

な
る
の
は
恋
が
多
い
。

続
く
勅
撰
集
で
は
、『
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
な
く
『
拾
遺
抄
』
の
み
に
み
ら

れ
る
歌
が
一
首
、『
拾
遺
和
歌
集
』『
拾
遺
抄
』
と
も
に
入
集
す
る
歌
が
三
首
あ

る
。

題
不
知 

（
読
人
不
知
）

238　

  

い
か
に
せ
ん
い
の
ち
は
か
ぎ
り
有
る
も
の
を
恋
は
わ
り
な
し
人
は
つ

れ
な
し 

『
拾
遺
抄
』
恋
上

二
三
八
番
歌
は
、「
題
不
知
」
と
あ
り
、
伝
承
性
が
強
い
。『
拾
遺
抄
』
独
自

の
よ
み
人
し
ら
ず
歌
は
、
ど
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
、
命
と
い
う
の
は
か
ぎ
り

あ
る
も
の
な
の
に
。
恋
は
理
屈
な
ど
で
は
説
明
で
き
ず
、
人
は
無
情
だ
と
い
う
。

理
屈
ど
お
り
に
は
い
か
ず
、
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
恋
と
い
う
も
の
が
、「
わ

り
な
し
」
と
表
さ
れ
る
。

『
拾
遺
抄
』『
拾
遺
和
歌
集
』
と
も
に
あ
る
歌
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

藤
原
の
ま
さ
た
だ
が
豊
前
守
に
待
り
け
る
と
き
、
た
め
よ
り
が
お

ぼ
つ
か
な
し
と
て
く
だ
り
侍
り
け
る
に
、
む
ま
の
は
な
む
け
し
待

る
と
て 

藤
原
清
正

332　
  

思
ふ
人
あ
る
方
へ
ゆ
く
わ
か
れ
ぢ
を
惜
む
心
ぞ
か
つ
は
わ
り
な
き

 

『
拾
遺
和
歌
集
』
別
（『
拾
遺
抄
』
二
一
八
）
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い
か
る
が
に
げ 

み
つ
ね

420　
  

こ
と
ぞ
と
も
き
き
だ
に
わ
か
ず
わ
り
な
く
も
人
の
い
か
る
か
に
げ
や

し
な
ま
し 

『
拾
遺
和
歌
集
』
物
名
（『
拾
遺
抄
』
四
九
五
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
恋
以
外
の
歌
で
あ
る
。
三
三
二
番
歌
は
、
詞
書
に
よ

れ
ば
、
藤
原
雅
正
が
豊
前
守
で
あ
っ
た
時
に
、
そ
の
子
の
為
頼
が
父
を
気
が
か

り
に
思
っ
て
父
の
も
と
へ
下
っ
た
折
に
、
雅
正
の
弟
の
清
正
が
別
れ
の
儀
を
し

て
詠
ん
だ
歌
、
と
い
う
。
一
首
は
、
思
う
人
が
い
る
方
へ
行
く
為
頼
と
の
別
れ

を
惜
し
む
心
は
、
一
方
で
は
道
理
に
合
わ
な
い
と
い
う
意
で
あ
る
。
父
を
慕
っ

て
行
く
人
と
の
別
れ
を
惜
し
む
こ
と
の
、
そ
ぐ
わ
な
い
思
い
を
詠
ん
だ
歌
。
四

二
〇
番
歌
は
物
名
の
部
に
収
め
ら
れ
、
名
に
ち
な
ん
で
詠
ま
れ
て
い
る
。「
い

か
る
が
に
げ
」
は
「
斑
鳩
二
毛
」
で
馬
の
毛
並
み
を
表
す
か
と
解
釈
さ
れ
る
と

こ
ろ
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
い
か
る
」
に
怒
る
を
か
け
、「
に
げ
」
に
逃
げ
る

を
か
け
て
詠
む
。
凡
河
内
躬
恒
の
歌
は
、
事
情
が
ど
う
で
あ
る
の
か
聞
き
分
け

る
こ
と
す
ら
せ
ず
に
、
不
条
理
に
も
人
が
怒
る
の
で
、
い
っ
そ
逃
げ
て
し
ま
お

う
か
、
と
い
う
意
に
な
る
。

『
拾
遺
抄
』『
拾
遺
和
歌
集
』
所
収
の
も
う
一
首
は
、
初
句
に
「
わ
り
な
し
や
」

と
詠
み
出
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。

（
題
し
ら
ず
） 

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

943　

  

わ
り
な
し
や
し
ひ
て
も
た
の
む
心
か
な
つ
ら
し
と
か
つ
は
思
ふ
も
の

か
ら 

『
拾
遺
和
歌
集
』
恋
五
（『
拾
遺
抄
』
三
四
二
）

こ
こ
に
至
り
、「
わ
り
な
し
や
」
と
い
う
助
詞
を
と
も
な
う
初
句
の
例
が
見

い
だ
せ
る
。
無
理
な
こ
と
よ
。
恋
が
叶
う
こ
と
を
強
引
に
も
あ
て
に
し
て
い
る

こ
と
だ
。
相
手
は
冷
た
く
て
つ
ら
い
と
一
方
で
は
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
と
い

う
歌
で
あ
る
。
相
手
の
心
が
自
分
に
向
い
て
い
な
い
の
を
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
恋
し
て
し
ま
う
我
が
心
の
あ
り
よ
う
を
、「
わ
り
な
し
や
」
と
詠
嘆

し
つ
つ
と
ら
え
る
歌
で
あ
る
。

た
ど
り
み
て
き
た
よ
う
に
、
三
代
集
で
は
、「
わ
り
な
し
」
を
詠
み
こ
む
歌
は
、

『
後
撰
和
歌
集
』
雑
、『
拾
遺
集
』
別
・
物
名
の
二
首
以
外
は
、
恋
の
部
立
て
に

あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
所
収
の
二
首
は
、
い
ず
れ
も
恋
の
部
の
よ
み
人
し
ら

ず
歌
で
あ
り
、
理
屈
ど
お
り
に
な
ど
ゆ
か
ず
理
性
な
ど
で
は
制
御
で
き
な
い
恋

と
い
う
も
の
の
本
質
を
、「
わ
り
な
し
」
の
語
に
託
し
て
表
す
。『
後
撰
和
歌
集
』

で
は
、
同
時
代
に
は
名
の
知
ら
れ
た
元
良
親
王
や
伊
勢
の
恋
歌
に「
わ
り
な
し
」

が
用
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
拾
遺
和
歌
集
』『
拾
遺
抄
』
に
至
る
と
、
初
句
に

「
わ
り
な
し
や
」
を
用
い
て
詠
み
出
す
よ
み
人
し
ら
ず
歌
が
確
認
で
き
る
。
平

安
時
代
中
期
に
、「
わ
り
な
し
」
を
詠
み
込
む
よ
み
人
し
ら
ず
歌
が
流
布
し
て

い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
紫
式
部
の
用
い
た
「
わ
り
な
し
や
」
と
い
う
初
句

は
、
時
代
の
近
い
印
象
が
強
い
。

四
、「
わ
り
な
し
や
」
と
詠
み
出
す
歌

勅
撰
集
以
外
に
目
を
向
け
る
と
、
詞
書
の
用
例
が
『
仲
文
集
』
に
あ
る
が）

7
（

、
和

歌
本
文
に
「
わ
り
な
し
」
を
詠
み
こ
ん
む
例
は
、
平
安
時
代
中
期
に
散
見
す
る
。
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248　
  

こ
こ
ろ
を
も
か
つ
は
わ
り
な
し
と
思
ふ
か
な
い
つ
の
ま
に
か
は
も
へ

は
か
へ
ら
む 

『
元
真
集
』

人
に
か
は
り
て

217　

つ
の
国
の
難
波
の
蘆
の
う
た
た
ね
は
ふ
し
所
こ
そ
猶
わ
り
な
け
れ

 

『
元
輔
集
』

か
へ
し
、
本
院
に
こ
そ

100　

  

こ
れ
は
こ
れ
い
し
は
い
し
と
の
な
か
は
な
か
た
の
む
は
あ
は
れ
う
き

は
わ
り
な
し 

『
一
条
摂
政
御
集
』

　
　

  

消
え
か
へ
り
露
も
ま
だ
干
ぬ
袖
の
う
へ
に
今
朝
は
し
ぐ
る
る
空
も
わ

り
な
し 
『
蜻
蛉
日
記
』
道
綱
母

藤
原
元
真
、
清
原
元
輔
、
一
条
摂
政
藤
原
伊
尹
へ
の
本
院
侍
従
返
の
歌
、『
蜻

蛉
日
記
』
中
の
道
綱
母
詠
で
あ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
他
作
品
に
く
ら
べ
地

の
文
に
も
「
わ
り
な
し
」
が
多
く
、
道
綱
母
自
身
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

初
句
に
「
わ
り
な
し
や
」
を
置
く
よ
み
く
ち
に
こ
だ
わ
っ
て
み
る
と
、
私
家

集
で
も
、
平
安
中
期
に
用
例
が
見
い
だ
せ
る
。

お
な
じ
と
こ
ろ
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
人
、
そ
香
殿
に
ま
ゐ
り
に
け
る

に
、
み
し
人
と
お
ぼ
え
た
ら
ぬ
事
と
い
ひ
た
り
け
れ
ば

96　

  

わ
り
な
し
や
身
は
こ
こ
の
へ
に
あ
り
な
が
ら
と
へ
と
は
人
の
う
ら
む

べ
し
や
は 

『
実
方
集
』

『
実
方
集
』
の
歌
は
、
詞
書
に
よ
れ
ば
、
同
じ
と
こ
ろ
に
お
仕
え
し
て
い
た

人
が
、
い
ま
は
承
香
殿
に
参
上
し
て
い
た
と
こ
ろ
、「
か
つ
て
出
逢
っ
た
人
と

お
思
い
に
な
ら
な
い
こ
と
」
と
言
っ
た
の
で
、
と
あ
り
、
か
つ
て
と
も
に
仕
え

て
い
た
女
性
の
こ
と
ば
へ
の
歌
で
あ
る
。
一
首
は
道
理
に
あ
わ
ず
困
っ
た
こ
と

で
す
ね
え
、
身
は
宮
中
の
九
重
に
あ
り
な
が
ら
、
と
へ
（
訪
へ
）
＝
「
十
重
」

な
ど
と
、
人
が
恨
む
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
無
理
な
こ
と
で
す
よ
、
と
い
う
意
。

木
船
重
昭
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
承
香
殿
に
い
る
の
は
円
融
帝
女
御
遵

子
で
あ
り
、『
日
本
紀
略
』
天
元
元
年
八
月
十
六
日
条
の
記
述
に
明
記
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
ま
ず
動
か
な
い）

8
（

。
一
首
は
、
言
葉
遊
び
の
要
素
を
含
み
な

が
ら
、
い
ま
宮
中
に
仕
え
る
女
性
に
、
無
理
で
す
よ
、
と
切
り
出
し
て
応
じ
る

歌
で
あ
る
。

「
わ
り
な
し
や
」
を
初
句
に
置
く
歌
は
、『
小
大
君
集
』
に
も
あ
る
。

お
や
の
お
も
ひ
に
て
れ
い
く
る
と
こ
ろ
に
え
こ
ざ
り
け
る
人
の
、

こ
の
ほ
ど
に
あ
り
き
し
た
ら
ば
、
と
ち
か
ひ
け
る
を
、
う
け
ひ
か

ざ
り
け
れ
ば
、
つ
と
め
て
、
よ
べ
は
わ
り
な
く
と
い
ひ
て
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わ
り
な
し
や
そ
ら
ご
と
に
よ
り
ち
か
ひ
せ
ば
け
ふ
ま
で
あ
ら
ん
も
の

と
や
は
思
ふ 

『
小
大
君
集
』

詞
書
に
よ
れ
ば
、
親
の
服
喪
中
で
、
い
つ
も
来
る
と
こ
ろ
に
来
ら
れ
な
か
っ

た
人
が
、「
こ
の
よ
う
な
時
に
出
歩
く
の
は
不
謹
慎
だ
か
ら
誓
っ
た
」
と
い
う
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の
を
、
私
が
承
知
し
な
か
っ
た
の
で
、（
そ
の
夜
は
来
ず
）、
翌
朝
、「
夕
べ
は

し
か
た
が
な
く
て
」
と
い
う
の
で
、
と
い
っ
て
よ
こ
し
た
歌
と
あ
る
。
一
首
は
、

無
理
だ
っ
た
の
で
す
よ
、
嘘
の
誓
い
ご
と
な
ど
を
し
た
ら
、
今
日
ま
で
生
き
て

い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
。
前
後
の
歌
と
の
関
連
か
ら
、
こ
の
男
性
は

藤
原
朝
光
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
小
大
君
の
も
と
を
訪
ね
ら
れ
な
か
っ
た
言
い

わ
け
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
も
男
女
の
恋
の
や
り
と
り
で
、
恨
み
言
を
言
わ
れ
た

男
性
が
、
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
よ
、
無
理
だ
っ
た
の
で
す
よ
、
と
切
り

出
し
て
応
じ
て
い
る
。

私
家
集
で
も
、
初
句
に
「
わ
り
な
し
や
」
が
置
か
れ
る
例
は
、
平
安
中
期
に

至
り
、『
拾
遺
和
歌
集
』
の
用
例
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
に
広
ま
っ
た
よ
み
く

ち
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ち
な
み
に
、
仮
名
散
文
作
品
の「
わ
り
な
し
や
」
の
用
例
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』

に
「
あ
な
わ
り
な
し
や
」（
祭
の
使
）『
枕
草
子
』
に
「
い
と
わ
り
な
し
や
」
で

各
一
例
ず
つ
、
と
も
に
会
話
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
玉
蔓
、
夕
霧
、
武
河
、

総
角
、
宿
木
の
各
巻
に
み
え
、
会
話
や
心
内
語
に
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、『
紫

式
部
日
記
』
で
は
日
記
文
に
綴
ら
れ
る
心
中
の
用
例
で
あ
る
。
散
文
は
、
語
り

口
調
の
印
象
が
あ
る
。

『
紫
式
部
集
』
六
二
番
歌
に
立
ち
戻
れ
ば
、
当
世
風
な
印
象
が
強
く
、
語
り

口
調
的
な
語
感
さ
え
と
も
な
う
「
わ
り
な
し
や
」
を
初
句
に
置
く
よ
み
く
ち
に

よ
っ
て
、
宮
仕
え
に
あ
る
我
が
身
を
詠
み
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
和
歌
史
に

お
い
て
主
に
恋
の
心
情
を
担
っ
て
き
た
「
わ
り
な
し
」
が
、
人
の
中
傷
を
仄
聞

し
た
我
が
身
を
表
す
こ
と
に
用
ら
れ
る
。
宮
仕
え
の
場
で
の
不
条
理
に
対
す
る

心
情
を
「
わ
り
な
し
や
」
に
託
し
、
我
が
身
の
誇
り
高
い
自
負
を
詠
み
表
し
た

斬
新
な
一
首
が
、
こ
の
六
二
番
で
あ
る
。
二
句
以
降
も
、
定
番
の
歌
語
や
技
巧

な
ど
は
用
い
ず
、
率
直
に
自
身
の
心
を
表
し
て
い
る
。

時
代
を
経
て
、
紫
式
部
の
用
い
た
こ
と
ば
は
、『
源
氏
物
語
』
作
者
の
歌
と

い
う
評
価
も
得
る
こ
と
に
な
る
。「
わ
り
な
し
」
に
着
目
す
れ
ば
、
実
際
『
源

氏
物
語
』
に
も
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
悲
恋
か
ら
宇
治
十
帖
の
匂
宮
の
行
為
ま

で
、
そ
の
多
様
な
人
間
模
様
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て
、
機
能
し
て
も
い
る
。
一

方
で
、
こ
の
和
歌
に
ま
っ
す
ぐ
向
き
合
う
読
み
手
が
い
る
。『
源
氏
物
語
』
の

作
者
を
こ
え
て
、
一
首
の
自
立
し
た
歌
が
人
の
心
に
受
け
と
め
ら
れ
る
。
み
ず

か
ら
を
尊
ぶ
そ
の
姿
勢
は
、
彰
子
中
宮
の
後
宮
と
い
う
特
定
の
場
や
紫
式
部
と

い
う
個
人
を
離
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
生
き
る
人
の
心
に
響
い
て
い
く
。

「
古
典
」
の
和
歌
が
、
現
代
に
生
き
続
け
る
。

注（
1
）　
『
三
宝
絵
』
の
本
文
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
2
）　

西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
学
史　

改
稿
版
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
）。

（
3
）　

和
歌
本
文
の
引
用
な
ら
び
に
歌
番
号
は
、
原
則
と
し
て
新
編
国
歌
大
観
（
角
川
書
店
）

に
よ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
4
）　
『
紫
式
部
集
』
所
収
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
紫
式
部
』（
笠
間
書
院　

二
〇
一

二
年
）
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。

（
5
）　

管
見
に
入
っ
た
用
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（
小
学
館
）
に
よ
る
。

太は
な
はた
道こ
と

理わ
り

無な

し
。 

『
日
本
書
紀
』
巻
十
四　

雄
略
天
皇
十
一
年
十
月
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妹い
も

の
神か
み

見み

て
、
非
こ
と
わ
り
な
し
理
と
以お
も
ほ為
す　

…
…
略
…
… 

『
播
磨
風
土
記
』
揖
保
の
郡

（
6
）　

元
良
親
王
と
『
源
氏
物
語
』
の
末
摘
花
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の
拙
稿
「『
源

氏
物
語
』
と
「
か
ら
こ
ろ
も
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
四
十
八
号
（
二
〇

一
三
年
三
月
）
で
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
7
）　
『
仲
文
集
』
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

れ
せ
い
院
お
ほ
む
心
ち
の
さ
か
り
に
、
ま
ひ
よ
く
せ
よ
と
、
く
ら
人
な
り
し

か
ば
、
さ
い
な
め
ば
、
い
と
た
へ
が
た
し
、
し
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
い
と
わ
り

な
し
と
て
、
衛
門
内
侍
に

80　

お
い
お
い
は
い
か
が
は
す
べ
き
し
ら
ぎ
ま
ひ
た
ち
ま
ふ
べ
く
も
お
も
ほ
え
ぬ
よ
を

（
8
）　

木
船
重
昭
『
実
方
中
将
集　

小
馬
命
婦
集
』（
大
学
堂
書
店　

一
九
九
三
年
）。


