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は
じ
め
に

　

さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
物
語
世

界
の
人
々
そ
れ
ぞ
れ
に
見
合
っ
た
的
確
な
言
葉
を
用
い
て
人
物
像
が
造
型
さ
れ

る
。
作
中
和
歌
に
お
い
て
も
、
登
場
人
物
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
く
詠
ま
れ
、
そ
れ

が
場
面
を
構
築
し
、
物
語
の
展
開
を
促
し
て
い
く
。
時
代
の
な
か
で
『
源
氏
物

語
』
が
評
価
さ
れ
読
み
継
が
れ
て
い
く
な
か
で
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
受
け
と

め
ら
れ
が
ち
な
言
葉
も
、
あ
ら
た
め
て
た
ど
っ
て
み
る
と
、
場
面
や
造
型
に
見

合
う
よ
う
に
言
葉
が
的
確
に
選
び
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ

こ
で
は
、
紫
上
の
終
焉
を
描
く
御
法
巻
の
、
紫
上
と
光
源
氏
、
明
石
中
宮
に
よ

る
唱
和
場
面
を
と
り
あ
げ
、
紫
上
の
和
歌
に
詠
ま
れ
る
語
に
つ
い
て
、
い
ま
一

度
検
討
を
試
み
る
。

一
、
御
法
巻
の
三
者
詠

　

臨
終
間
近
な
紫
上
と
光
源
氏
、
見
舞
い
の
た
め
に
退
出
し
て
き
た
養
女
明
石

中
宮
が
和
歌
を
唱
和
す
る
御
法
巻
の
場
面
は
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
に
も
残
さ
れ
、

悲
し
み
を
表
す
心
象
風
景
と
詞
書
の
乱
れ
書
き
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
三
者
詠

は
、
晩
秋
の
風
に
吹
き
乱
れ
る
前
栽
を
前
に
、
三
者
三
様
の
思
い
を
こ
め
て
詠

み
出
さ
れ
る
。

　

風
す
ご
く
吹
き
出
で
た
る
夕
暮
に
、
前
栽
見
た
ま
ふ
と
て
、
脇
息
に
よ

り
ゐ
た
ま
へ
る
を
、
院
渡
り
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、「
今
日
は
、

い
と
よ
く
起
き
ゐ
た
ま
ふ
め
る
は
。
こ
の
御
前
に
て
は
、
こ
よ
な
く
御
心

も
は
れ
ば
れ
し
げ
な
め
り
か
し
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
か
ば
か
り
の
隙
あ

る
を
も
い
と
う
れ
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
御
気
色
を
見
た
ま
ふ
も
心

苦
し
く
、
つ
ひ
に
い
か
に
思
し
騒
が
ん
と
思
ふ
に
、
あ
は
れ
な
れ
ば
、

論
　
文

『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
の
「
萩
の
上
露
」
│
│
紫
上
最
終
詠
歌
の
歌
語
を
め
ぐ
っ
て
│
│

植
田
恭
代
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お
く
と
見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
み
だ
る
る
萩
の
う

は
露

げ
に
ぞ
、
折
れ
か
へ
り
と
ま
る
べ
う
も
あ
ら
ぬ
、
よ
そ
へ
ら
れ
た
る
を
り

さ
へ
忍
び
が
た
き
を
、
見
出
だ
し
た
ま
ひ
て
も
、

や
や
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
お
く
れ
先
だ
つ
ほ
ど
経
ず

も
が
な

と
て
、
御
涙
を
払
ひ
あ
へ
た
ま
は
ず
。
宮
、

秋
風
に
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
つ
ゆ
の
世
を
た
れ
か
草
葉
の
う
へ
と
の
み

見
ん

と
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
御
容
貌
ど
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
見
る
か
ひ
あ
る

に
つ
け
て
も
、
か
く
て
千
年
を
過
ぐ
す
わ
ざ
も
が
な
と
思
さ
る
れ
ど
、
心

に
か
な
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
か
け
と
め
ん
方
な
き
ぞ
悲
し
か
り
け
る
。

 

御
法
巻　

五
〇
四
〜
五
〇
五
頁）

1
（

　

紫
上
の
一
首
を
受
け
て
光
源
氏
が
詠
み
、
涙
に
く
れ
る
そ
の
場
を
収
め
る
よ

う
に
明
石
中
宮
の
和
歌
が
続
く
。
こ
こ
で
詠
ま
れ
る
紫
上
の
和
歌
は
物
語
世
界

に
お
け
る
そ
の
生
涯
の
最
終
に
置
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
注
目
も
集
め
る
。
倉
田
実

氏
は
こ
の
最
終
詠
を
「
辞
世
の
歌
」
と
み
な
し
母
娘
の
関
係
の
な
か
で
詠
ま
れ

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ）

2
（

、
吉
見
健
夫
氏
は
光
源
氏
と
の
人
間
関
係
を
重
視
す
る）

3
（

。

三
者
の
唱
和
は
生
涯
の
伴
侶
と
そ
の
養
女
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
、
そ
こ
に
三
者
の

関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
独
詠
歌
で
は
な
く
、
親
密
な
人
間
関
係
の
な
か

で
詠
ま
れ
て
い
る
紫
上
の
一
首
は
、
物
語
世
界
に
お
け
る
紫
上
の
生
涯
が
、
身

近
な
人
々
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。

こ
の
紫
上
の
一
首
を
「
辞
世
の
歌
」
と
す
る
理
由
と
し
て
は
、
風
に
吹
か
れ
る

存
在
と
し
て
の
自
覚
や）

4
（

、
自
照
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る）

5
（

。
登
場
人
物
の
詠
歌
の

掉
尾
に
置
か
れ
る
の
が
辞
世
歌
と
は
限
ら
な
い
が
、
紫
上
の
こ
の
一
首
が
わ
が

身
の
自
覚
と
い
う
意
識
か
ら
詠
み
出
さ
れ
て
い
る
の
は
揺
る
が
な
い
。「
萩
」

に
置
く
露
は
は
か
な
さ
を
象
徴
し
、
風
に
吹
き
乱
れ
る
設
定
に
は
臨
終
間
近
な

予
感
を
抱
く
紫
上
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
紫
上
自
身
に
詠
む
時
点
で

辞
世
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
当
該
場
面
の
物
語
本
文
の
み
か
ら
は
判
断

し
難
い
。

　

当
人
に
「
い
ま
は
の
際
」
が
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
紫
上
は
自
身
の
容
態
を
自
覚
し
つ
つ
も
明
確
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
一
二
五
段
の
「
つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね

て
聞
き
し
か
ど
き
の
ふ
け
ふ
と
は
思
は
ざ
り
し
を
」
と
い
う
辞
世
歌
と
は
、
趣

を
異
に
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紫
上
の
こ
の
一
首
を
辞
世
歌
と
み
な

す
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
は
、
御
法
巻
開
始
か
ら
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
物
語
描
写

に
よ
る
。
歳
月
の
経
過
と
と
も
に
描
か
れ
る
紫
上
自
身
や
周
囲
の
人
々
の
姿
な

ら
び
に
心
情
の
描
写
が
、
こ
の
歌
を
辞
世
歌
と
も
受
け
と
め
る
よ
う
に
機
能
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
動
揺
す
る
光
源
氏
や
女
性
た
ち
と
の
贈
答
歌
に
加
え
て
、
幼
い
三
宮

と
の
会
話
は
余
命
幾
ば
く
も
な
い
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
る
。「
ま
ろ
が
は
べ

ら
ざ
ら
む
に
、
思
し
出
で
な
ん
や
」（
御
法
巻　

五
〇
二
頁
）
と
い
う
紫
上
の

問
い
か
け
に
、「
お
は
せ
ず
は
心
地
む
つ
か
し
か
り
な
む
」（
同　

五
〇
二
頁
）

と
応
じ
、
さ
ら
に
紅
梅
と
桜
を
託
し
仏
に
も
供
え
る
こ
と
も
頼
む
紫
上
の
言
葉

に
、「
御
顔
を
ま
も
り
て
、
涙
の
落
つ
べ
か
め
れ
ば
立
ち
て
お
は
し
ぬ
」（
同　
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五
〇
三
頁
）
と
状
況
を
察
し
て
涙
を
必
死
に
こ
ら
え
る
け
な
げ
な
姿
が
、
終
焉

間
近
な
紫
上
を
照
ら
し
出
し
て
い
く
。
そ
れ
を
受
け
る
「
こ
の
宮
と
姫
宮
と
を

ぞ
、
見
さ
し
こ
き
え
た
ま
は
ん
こ
と
、
口
惜
し
く
あ
は
れ
に
思
さ
れ
け
る
」（
同　

五
〇
三
頁
）
と
い
う
描
写
は
、
紫
上
最
晩
年
の
心
情
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

た
だ
、
紫
上
の
最
終
詠
で
は
、
そ
う
し
た
心
情
語
に
は
よ
ら
ず
、
あ
く
ま
で

も
わ
が
身
を
象
徴
す
る
景
物
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
み
ず
か
ら
を
み
つ
め
て
詠
ま

れ
る
の
が
、「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
と
い
う
語
で
あ
る
。

　

こ
の
紫
上
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
に
つ
い
て
、

歌
語
と
い
う
観
点
か
ら
い
ま
一
度
考
え
て
み
た
い
。

二
、
歌
語
「
萩
の
上
露
」

　
「
萩
」
も
「
露
」
も
、
す
で
に
『
万
葉
集
』
か
ら
詠
ま
れ
る
歌
語
で
あ
る
。

歌
こ
と
ば
の
事
典
で
も
、
主
と
し
て
秋
に
用
い
ら
れ
草
木
の
上
に
置
く
事
が
多

く
、
萩
の
上
の
露
は
用
例
が
多
い
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る）

6
（

。

　
「
萩
」
と
「
露
」
が
と
も
に
詠
ま
れ
る
歌
も
、『
万
葉
集
』
か
ら
み
ら
れ
る）

7
（

。

あ
き
の
の
に　

さ
け
る
あ
き
は
ぎ　

あ
き
か
ぜ
に　

な
び
け
る
う
へ
に　

あ
き
の
つ
ゆ
お
け
り

 

『
万
葉
集
』
巻
八 

一
六
〇
一　
「
大
伴
宿
祢
家
持
秋
歌
三
首
」

こ
の
こ
ろ
の　

あ
き
か
ぜ
さ
む
し　

は
ぎ
の
は
な　

ち
ら
す
し
ら
つ
ゆ　

お
き
に
け
ら
し
も 

『
万
葉
集
』
巻
一
〇　

二
一
七
九

　

秋
の
景
物
と
し
て
「
萩
」
と
「
露
」
が
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

は
早
い
時
期
か
ら
定
番
の
取
り
合
わ
せ
と
い
え
よ
う
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
秋
の
景
物
と
し
て
一
連
の
露
を
詠
む
歌
が
な
ら
び
、

「
萩
」
と
「
露
」
を
取
り
合
わ
せ
て
詠
む
歌
が
あ
る
。

223　

  

を
り
て
み
ば
お
ち
ぞ
し
ぬ
べ
き
秋
は
ぎ
の
枝
も
た
わ
わ
に
お
け
る
し
ら
つ

ゆ 

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四 

秋
歌
上
（
題
し
ら
ず　

よ
み
人
し
ら
ず
）

　

そ
の
な
か
に
「
萩
の
上
の
露
」
が
詠
ま
れ
る
歌
を
見
出
せ
る
。

221　

な
き
わ
た
る
か
り
の
涙
や
お
ち
つ
ら
む
物
思
ふ
や
ど
の
萩
の
う
へ
の
つ
ゆ

 

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四 

秋
歌
上
（
題
知
ら
ず　

よ
み
人
し
ら
ず
）

　

物
思
い
を
す
る
と
き
、
萩
の
上
に
お
く
露
を
鳴
き
渡
る
雁
の
涙
と
見
立
て
た

一
首
で
あ
る
。
萩
の
花
は
紅
く
、
露
も
紅
く
映
る
。
こ
こ
に
は
、
究
極
の
悲
し

み
を
象
徴
的
に
表
す
常
套
語
と
し
て
あ
る
「
紅
涙
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。

「
秋
に
物
思
い
を
す
る
心
情
か
ら
、
萩
の
上
の
露
を
悲
し
み
を
表
す
紅
涙
と
見

立
て
る
趣
向
で
あ
る
。
萩
の
上
に
お
く
露
は
、
白
露
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
漢
語
由
来
の
「
紅
涙
」
を
前
提
と
し
て
、
あ
え
て
紅
色
と
と
ら
え

る
の
が
、
こ
の
歌
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
秋
萩
集
』
二
番
歌
に
も
収
め
ら

れ
る
。

　
『
拾
遺
和
歌
集
』
雑
下
に
は
、
藤
原
伊
衡
が
凡
河
内
躬
恒
と
壬
生
忠
岑
に
「
白
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露
」「
萩
の
下
葉
」
に
関
し
て
訊
ね
た
問
答
歌
が
収
め
ら
れ
、
一
連
の
歌
の
最

初
の
三
首
に
「
萩
」「
露
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

み
つ
ね
た
だ
み
ね
に
と
ひ
侍
り
け
る 

参
議
伊
衡

513　

白
露
は
う
へ
よ
り
お
く
を
い
か
な
れ
ば
萩
の
し
た
ば
の
ま
づ
も
み
づ
ら
ん

こ
た
ふ 

み
つ
ね

514　

  

さ
を
し
か
の
し
が
ら
み
ふ
す
る
秋
萩
は
し
た
ば
や
う
へ
に
な
り
か
へ
る
ら

ん 

た
だ
み
ね

515　

  

秋
は
ぎ
は
ま
づ
さ
す
え
よ
り
う
つ
ろ
ふ
を
つ
ゆ
の
わ
く
と
は
思
は
ざ
ら
な

む

　

こ
の
あ
と
問
答
歌
は
「
松
の
下
葉
」
に
か
わ
り
、
さ
ら
に
続
く
。

　

一
方
、
歌
語
「
萩
の
上
の
露
」
と
し
て
み
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
以
後
、

勅
撰
集
や
私
家
集
に
詠
ま
れ
る
用
例
数
と
し
て
は
多
く
は
な
い
。『
古
今
和
歌

六
帖
』
第
六
帖
に
は
「
秋
は
ぎ
」
と
し
て
一
連
の
歌
が
あ
る
が
、「
萩
の
上
の
露
」

は
み
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
歌
題
と
し
て
は
『
基
俊
集
』
ま
で
く
だ
る
。

は
ぎ
の
う
へ
の
つ
ゆ

37　

つ
ま
こ
ふ
る
鹿
の
涙
か
秋
は
ぎ
に
こ
ぼ
れ
ぬ
ば
か
り
お
け
る
白
露

 

『
基
俊
集
』

　

こ
の
歌
で
は
「
白
露
」
と
あ
り
、
萩
の
上
に
置
く
露
を
妻
を
恋
う
鹿
の
涙
に

見
立
て
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
二
二
一
番
歌
の
知
名
度
は
高
い
は
ず
だ
が
、

萩
の
上
に
置
く
露
が
必
ず
し
も
紅
く
光
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

そ
の
他
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
出
せ
る
。

ひ
と
の
い
へ
に
萩
う
ゑ
た
る
見
て

143　

  

人
こ
ふ
る
し
か
の
な
み
だ
も
か
か
ら
じ
を
い
ま
さ
へ
か
か
る
は
ぎ
の
う
へ

の
露 

『
元
真
集
』

応
和
元
年
七
月
十
一
日
に
、
よ
つ
な
る
を
ん
な
ご
を
う
し
な
ひ
て
、

お
な
じ
年
の
八
月
六
日
に
、
又
い
つ
つ
な
る
を
の
こ
子
を
う
し
な
ひ

て
、
無
常
の
思
ひ
、
こ
と
に
ふ
れ
て
お
こ
る
、
か
な
し
び
の
な
み
だ

か
わ
か
ず
、
古
万
葉
集
の
中
に
沙
弥
満
誓
が
よ
め
る
歌
の
中
に
、
世

の
中
を
な
に
に
た
と
へ
ん
と
い
へ
る
こ
と
を
と
り
て
、
か
し
ら
に
お

き
て
よ
め
る
歌
十
首

119　

世
の
中
を
何
に
た
と
へ
ん
あ
か
ね
さ
す
朝
日
さ
す
ま
の
萩
の
う
へ
の
露

 

『
順
集
』

224　

  

え
も
た
わ
に
し
ほ
れ
ぬ
る
か
と
お
も
ふ
ま
で
い
く
そ
か
お
け
る
は
ぎ
の
う

へ
の
露 

『
好
忠
集
』

は
ぎ
の
露

140　

  
は
か
な
く
て
き
ゆ
と
こ
そ
み
れ
色
ふ
か
く
お
き
に
ほ
は
せ
る
萩
の
う
へ
の

露 

『
大
弐
高
遠
集
』
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は
ぎ

146 
さ
を
し
か
は
秋
に
な
り
に
け
り
萩
の
う
へ
の
露
く
れ
な
ゐ
に
み
ち
〔　
　

〕

 

『
和
泉
式
部
集
』

こ
の
ご
ろ
、
も
の
い
ふ
こ
ゑ
を
た
ち
ぎ
き
て
、
人
の
き
こ
え
ん
な
ど

い
ひ
た
る
に

825　

萩
の
上
に
露
ふ
き
そ
へ
し
か
り
が
ね
を
う
は
の
空
に
も
き
き
て
け
る
か
な

 

『
和
泉
式
部
集
』

お
も
ふ
事
あ
り
し
こ
ろ
、
は
ぎ
を
見
て

33　

  

お
き
あ
か
し
み
つ
つ
な
が
む
る
は
ぎ
の
う
へ
の
露
吹
き
み
だ
る
あ
き
の
よ

の
か
ぜ 

『
伊
勢
大
輔
集
』

　

元
真
、
順
、
好
忠
と
い
う
男
性
た
ち
の
歌
集
に
あ
り
、
ま
た
、
紫
式
部
と
同

時
代
の
女
性
歌
人
た
ち
の
歌
に
あ
る
。
順
の
歌
の
詞
書
に
相
次
い
で
子
を
失
い

無
常
の
思
い
が
こ
と
に
ふ
れ
て
お
こ
る
と
あ
る
よ
う
に
、「
萩
」
が
は
か
な
さ

の
象
徴
と
し
て
あ
る
の
は
共
通
認
識
と
み
ら
れ
、
物
思
い
と
と
も
に
詠
ま
れ
て

い
る
。『
和
泉
式
部
集
』
一
四
六
番
歌
は
、
萩
の
上
の
露
を
紅
色
と
と
ら
え
て

お
り
、『
古
今
和
歌
集
』
二
二
一
番
歌
と
同
様
の
発
想
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
和
泉
式
部
続
集
』
に
は
詞
書
に
「
萩
上
露
」
も
み
ら
れ
る
。

人
の
家
に
、
秋
の
こ
ろ
、
萩
上
露
と
云
ふ
事
を
云
ひ
た
る
に
、
こ
と

わ
り
な
る
事
ど
も
を
云
ひ
つ
づ
く
れ
ば
、
え
と
ふ
ま
じ
と
云
ひ
た
る
に

468　

萩
原
に
ふ
す
男
鹿
も
い
は
れ
た
り
た
だ
吹
く
風
に
ま
か
せ
て
を
み
よ

　

榊
原
本
本
文
の
「
萩
上
露
」
が
、
そ
の
ま
ま
漢
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

と
は
考
え
に
く
く
、
や
は
り
和
語
と
し
て
訓
み
く
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詞
書

は
、
相
手
に
「
萩
上
露
」
と
言
っ
た
ら
「
あ
な
た
は
も
っ
と
も
な
こ
と
を
言
う

か
ら
訪
ね
て
い
け
な
い
」
と
い
う
返
事
が
来
た
の
で
、
と
い
う
意
。「
萩
上
露
」

を
女
性
の
こ
と
と
と
る
の
か
、
男
性
と
す
る
の
か
、
解
釈
の
揺
れ
る
と
こ
ろ
だ

が
、『
和
泉
式
部
集
全
釈
』
は
「
萩
の
上
の
露
」
と
読
み
、
男
が
手
折
り
や
す

い
女
に
用
い
る
語
を
わ
ざ
と
男
に
対
し
て
用
い
て
皮
肉
っ
た
歌
と
解
釈
す
る）

8
（

。

女
性
の
こ
と
を
た
と
え
た
と
い
う
解
釈
の
余
地
も
あ
り
得
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
は
か
な
い
存
在
と
い
う
意
味
は
動
か
な
い
。『
古
今
和
歌
集
』
二
二
一
番

歌
も
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、「
上
の
露
」
と
詠
む
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
で
は
、「
萩
の
上
の
露
」
で
は
な
く
、「
萩

の
う
は
（
上
）
露
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。「
の
」
が
入
る
か
ど
う
か
、
た
だ
一

文
字
の
違
い
な
が
ら
、
定
型
の
和
歌
の
な
か
で
、
あ
え
て
「
は
ぎ
の
う
へ
の
つ

ゆ
」
と
詠
ま
れ
て
き
た
歌
語
と
は
、
響
き
が
異
な
る
。
二
つ
の
歌
語
を
同
一
視

す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。「
萩
」
で
な
く
て
も
、「
菊
の
上

の
露
」
は
『
貫
之
集
』
三
二
一
番
歌
、『
忠
見
集
』
四
六
番
歌
、『
一
条
摂
政
御

集
』
一
〇
四
番
歌
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
九
一
番
歌
、『
能
宣
集
』（
書
陵
部

蔵
五
一
〇
・
一
二
）
三
一
五
番
歌
、『
実
方
集
』
三
一
二
番
歌
詞
書
、
同
三
四

七
番
歌
、『
冷
泉
院
御
集
』
一
二
番
歌
な
ど
に
み
え
、「
上
の
露
」
と
い
う
言
い

方
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
萩
の
上
の
露
」
と
「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
は
、

マ

マ
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よ
く
似
た
別
の
歌
語
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

　
「
上
露
」
と
い
う
語
は
、『
新
撰
万
葉
集
』
に
一
例
と
『
本
院
侍
従
集
』
に
一

例
ず
つ
見
え
る
の
み
で）

9
（

、
先
行
物
語
作
品
に
も
み
え
ず
、
お
よ
そ
定
着
し
て
い

た
歌
語
と
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
、『
源
氏
物
語
』
以
後
の
『
新
撰
朗
詠
集
』

に
「
上
露
」
が
あ
り
、
和
歌
の
こ
と
ば
と
い
う
よ
り
漢
語
的
な
響
き
さ
え
漂
う

歌
語
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
た
ど
り
み
る
と
、
御
法
巻
の
「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
は
、『
古

今
和
歌
集
』
二
二
一
番
歌
に
よ
く
似
て
い
る
も
の
の
、
ぴ
た
り
と
一
致
す
る
歌

語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
漢
語
的
な
響
き
さ
え
感
じ
ら
れ
る
当
代
的
な
印
象
の
歌

語
な
の
で
は
な
い
か
。

　

御
法
巻
で
は
「
萩
の
上
露
」
だ
が
、「
萩
の
下
露
」
と
い
う
言
葉
は
あ
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
田
中
幹
子
氏
の
詳
細
な
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
漢
語
的

な
発
想
に
も
と
づ
く
と
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）
10
（

。

　

田
中
氏
に
よ
る
と
、
萩
の
「
下
露
」
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
秋
興
」
に

み
ら
れ
る
。

229　

  

あ
き
は
な
ほ
ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ぬ
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ
は
ぎ
の
し

た
つ
ゆ 

『
和
漢
朗
詠
集
』「
秋
興
」　

義
孝
少
将

　

藤
原
義
孝
は
一
条
摂
政
伊
尹
の
子
、『
拾
遺
和
歌
集
』『
後
拾
遺
和
歌
集
』
等

に
入
集
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
恋
二
・
六
六
九
番
歌
「
君
が
た
め
惜
し
か
ら
ざ

り
し
命
さ
へ
長
く
も
が
な
と
思
ひ
ぬ
る
か
な
」
は
、
百
人
一
首
に
と
ら
れ
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
義
孝
の
歌
は
、
白
居
易
の
「
暮
立
」
を
典
拠
と
し
、

下
の
句
で
は
、
漢
詩
素
材
の
「
を
ぎ
（
荻
）」
と
和
歌
素
材
の
「
は
ぎ
（
萩
）」

を
組
み
合
わ
せ
、「
上
風
」「
下
露
」
と
い
う
漢
詩
的
対
象
表
現
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
、
田
中
氏
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
下
の
句
は
『
撰
集
抄
』
の
説
話
に
も
と
ら
れ
て
お
り
、
人
口
に
膾
炙
し

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。
歌
語
「
萩
の
下
露
」
も
漢
語
的
な
趣
向
と
と
も
に
、

広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
萩
の
下
露
」
の
用
例
と
し
て
は
、
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
八
月
に
行
わ
れ

た
「
女
四
宮
歌
合
」
の
判
詞
に
一
例
み
ら
れ
る
ほ
か）
11
（

、
歌
に
詠
ま
れ
た
例
と
し

て
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
確
認
で
き
る
。

547　

  

ま
ち
ど
ほ
に
思
ひ
し
あ
き
は
ふ
け
に
け
り
し
る
く
ぞ
み
ゆ
る
は
ぎ
の
し
た

露 

『
好
忠
集
』「
恋
十
」

　

ま
た
、『
和
漢
朗
詠
集
』
二
二
九
番
歌
は
藤
原
公
任
に
よ
る
秀
歌
撰
『
深
窓

秘
抄
』
に
も
収
め
ら
れ
（
四
三
番
歌
）、
漢
詩
文
に
通
じ
た
男
性
た
ち
に
好
ま

れ
た
歌
語
の
よ
う
で
あ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』
以
前
に
必
ず
し
も
「
荻
の
上
風
」

と
対
句
仕
立
て
で
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
漢
語
調
の
響
き
を
有
す

る
の
が
歌
語
「
萩
の
下
露
」
で
あ
ろ
う
。

　
「
萩
の
う
は
露
」
と
い
う
語
は
、『
万
葉
集
』
以
来
好
ま
れ
て
き
た
「
萩
」「
露
」

の
語
を
用
い
、『
古
今
和
歌
集
』
で
広
く
膾
炙
し
た
「
萩
の
上
の
露
」
を
背
景

に
持
ち
つ
つ
、
一
方
で
、
漢
語
的
な
「
萩
の
下
露
」
に
類
似
す
る
詠
み
く
ち
の

語
で
も
あ
る
。
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み
ず
か
ら
を
み
つ
め
る
紫
上
は
、
そ
の
よ
う
な
歌
語
を
用
い
て
我
が
身
を
詠

む
。
定
番
の
語
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
知
的
で
新
し
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
言
葉

で
、
ま
っ
す
ぐ
に
み
つ
め
る
我
が
身
を
表
し
て
い
る
。

　
「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
は
、
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
の
当
該
場
面

に
よ
っ
て
、
広
く
浸
透
し
た
歌
語
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
紫
上
が
何
色
に
光

る
萩
の
上
に
置
く
露
を
み
て
い
た
の
か
は
言
及
さ
れ
ず
、
想
像
に
委
ね
ら
れ
て

立
ち
上
る
色
が
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
紫
上
の
心
情
と
、
続
く
臨
終
描
写
の
「
消

え
ゆ
く
露
の
心
地
し
て
」「
消
え
は
て
た
ま
ひ
ぬ
」（
御
法
巻　

五
〇
六
頁
）
と

い
う
、
語
り
手
視
線
の
和
語
的
な
「
露
」
の
表
現
と
呼
応
し
つ
つ
、
紫
上
の
側

か
ら
わ
が
身
を
的
確
に
と
ら
え
て
表
す
の
が
「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
で
あ
る
。

三
、
物
語
に
お
け
る
「
萩
」
と
「
露
」

　
『
源
氏
物
語
』
に
立
ち
戻
る
と
、
萩
の
上
の
露
」「
萩
の
下
露
」「
萩
の
下
の
露
」

は
み
ら
れ
な
い
。

　
「
上
の
露
」
と
い
う
語
も
一
例
の
み
で
、
若
菜
上
巻
で
明
石
入
道
の
語
る
言

葉
の
な
か
に
、「
過
ぎ
に
し
方
の
年
ご
ろ
、
心
ぎ
た
な
く
、
六
時
の
勤
め
に
も
、

た
だ
御
事
を
心
に
か
け
て
、
蓮
の
上
の
露
の
願
ひ
を
ば
さ
し
お
き
て
な
む
、
念

じ
た
て
ま
つ
り
し
」（
若
菜
上　

一
一
三
頁
）
と
あ
り
、
出
家
し
た
入
道
の
願

い
を
表
す
用
例
で
あ
る
。
先
行
す
る
散
文
作
品
で
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
で
道
綱

母
の
歌
に
「
花
の
う
へ
の
露
の
心
」「
蓮
の
う
へ
の
露
」
の
二
例
を
確
認
す
る
。

　

一
方
、「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
み
る
と
、『
源
氏
物
語
』

以
前
の
作
品
に
は
確
認
で
き
ず
、『
源
氏
物
語
』
で
は
御
法
巻
の
当
該
場
面
と
、

夕
顔
巻
に
「
上
露
」
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
夕
顔
巻
の
「
上
露
」
一
例
は
、
某

の
院
で
急
死
す
る
前
、
光
源
氏
の
和
歌
を
受
け
て
の
一
首
「
光
あ
り
と
見
し
夕

顔
の
上
露
は
た
そ
か
れ
時
の
そ
ら
め
な
り
け
り
」（
夕
顔
巻　

一
六
二
頁
）
で

あ
り
、「
上
露
」
は
光
源
氏
の
容
貌
を
表
し
、
夕
顔
の
上
露
の
よ
う
な
あ
な
た

様
の
顔
の
意
と
な
り
、
は
か
な
さ
の
喩
え
で
は
な
い
。

　

ま
た
、「
下
露
」
は
『
源
氏
物
語
』
に
二
例
あ
り
、
蓬
生
巻
で
惟
光
の
会
話

の
な
か
に
「
げ
に
木
の
下
露
は
」、
野
分
巻
で
光
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
返
歌
に
「
し

た
露
に
な
び
か
ま
し
か
ば
女
郎
花
あ
ら
き
風
に
は
し
を
れ
ざ
ら
ま
し
」（
野
分

巻　

二
八
〇
〜
二
八
一
頁
）
と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
先
行
す
る
散
文
作
品
で
は
、

や
は
り
『
蜻
蛉
日
記
』
に
「
木
の
下
露
」
が
二
例
あ
り
、
侍
女
の
歌
（
中
巻　

二
四
三
頁
）
と
道
綱
の
歌
（
下
巻　

三
〇
三
頁
）
に
詠
ま
れ
る
歌
語
と
し
て
あ

る
。「
下
の
露
」
は
『
源
氏
物
語
』
に
も
先
行
作
品
に
も
用
例
は
見
出
せ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、「
萩
」
も
「
露
」
も
文
学
の
定
番
の
語
で
あ
り
な
が
ら
、
組
み

合
わ
せ
た
特
定
語
と
し
て
み
る
と
用
例
は
多
い
わ
け
で
は
な
く
、「
上
露
」「
下

露
」
じ
た
い
、
歌
語
と
し
て
多
用
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
の
心
情
を
も
重
ね
て
自
然
描
写
を
重
ん
じ
る
『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
、「
萩
」
と
「
露
」
は
重
要
な
語
と
し
て
折
々
に
用
い
ら
れ
る
。
冒

頭
の
桐
壺
巻
か
ら
、
桐
壺
更
衣
の
哀
傷
場
面
で
「
露
」
が
散
見
し
、
桐
壺
更
衣

の
母
君
を
靫
負
命
婦
が
訪
ね
る
く
だ
り
で
は
、
帝
の
手
紙
に
し
た
た
め
ら
れ
た

和
歌
に
、「
萩
」
と
と
も
に
「
露
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
。

宮
城
野
の
露
吹
き
む
す
ぶ
風
の
音
に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

 

桐
壺
巻　

二
九
頁
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こ
の
「
小
萩
」
は
遺
さ
れ
た
若
宮
、
す
な
わ
ち
幼
い
光
源
氏
を
表
す
。
秋
と

い
う
季
節
の
な
か
で
、
更
衣
を
失
い
悲
嘆
に
く
れ
る
帝
の
、
遺
さ
れ
た
若
宮
を

案
じ
る
親
の
心
情
で
あ
り
、
更
衣
の
死
と
い
う
衝
撃
を
受
け
と
め
き
れ
ず
哀
し

み
に
く
れ
る
周
囲
の
心
情
が
託
さ
れ
る
語
と
し
て
あ
る
。

　

し
か
し
、
桐
壺
更
衣
そ
の
人
の
歌
に
、「
萩
」「
露
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
物
語
開
始
か
ら
ほ
ど
な
く
こ
の
世
を
去
っ
た
桐
壺
更
衣
の
最
終
詠

は
、
生
き
る
こ
と
を
切
望
す
る
歌
で
あ
っ
た
。

か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

 

桐
壺
巻　

二
三
頁

　

桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
の
悲
恋
物
語
は
光
源
氏
誕
生
前
史
で
も
あ
る
が
、
一
方

で
、
更
衣
唯
一
の
詠
歌
に
は
、
は
か
な
い
生
涯
な
が
ら
一
人
の
女
性
の
主
張
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
。「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」、
す
な
わ
ち
生
き
た
い

の
は
こ
の
命
な
の
で
す
、
と
い
う
、
一
首
の
和
歌
と
し
て
は
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た

印
象
さ
え
感
じ
ら
れ
る
詠
み
く
ち
の
一
首
は
、
生
き
た
い
と
い
う
強
烈
な
生
へ

の
執
着
が
表
出
さ
れ
た
絶
唱
で
あ
る）
12
（

。「
露
」
が
詠
ま
れ
る
の
は
、
遺
さ
れ
た

周
辺
の
人
々
の
深
い
哀
し
み
を
表
す
場
面
に
あ
る
。

　

登
場
人
物
終
焉
の
場
面
で
そ
の
詠
歌
に
「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
が
用
い
ら

れ
る
の
は
、
紫
上
の
み
で
あ
る
。
物
語
世
界
で
、
死
に
至
る
ま
で
描
か
れ
る
他

の
女
性
た
ち
の
最
終
詠
を
思
い
起
こ
し
て
も
、「
萩
」「
露
」
が
持
ち
出
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。

　

物
の
怪
に
取
り
憑
か
れ
た
葵
上
は
、
そ
の
最
期
を
描
く
場
面
に
和
歌
そ
の
も

の
が
置
か
れ
ず
、「
煙
」「
雲
居
」
の
語
が
み
ら
れ
る
の
も
追
悼
す
る
周
囲
の

人
々
の
歌
で
あ
る
。

の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
居
の
あ
は
れ
な
る
か
な

 

葵
巻　

四
八
頁

限
り
あ
れ
ば
薄
墨
衣
あ
さ
け
れ
ど
涙
ぞ
袖
を
ふ
ち
と
な
し
け
る

 

葵
巻　

四
九
頁

　

周
囲
の
悲
し
み
を
表
す
な
か
に
、
情
景
や
天
象
が
関
わ
っ
て
く
る
。

　

六
条
御
息
所
の
場
合
は
、
葵
上
の
死
去
後
、
光
源
氏
か
ら
の
贈
歌
「
人
の
世

を
あ
は
れ
と
聞
く
も
露
け
き
に
お
く
る
る
袖
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
」（
葵
巻　

五

一
頁
）
へ
の
返
歌
に
「
と
ま
る
身
も
消
え
し
も
同
じ
露
の
世
に
心
お
く
ら
む
ほ

ど
ぞ
は
か
な
き
」（
葵
巻　

五
二
頁
）
と
、
贈
歌
の
「
露
け
き
」
を
受
け
て
「
露

の
世
」
と
い
う
語
が
詠
ま
れ
て
い
た
が
、
六
条
御
息
所
の
死
を
描
く
場
面
に

「
萩
」「
露
」
は
み
ら
れ
な
い
。「
ま
こ
と
や
」
と
話
題
を
転
換
し
て
語
り
出
さ

れ
る
そ
の
澪
標
巻
末
で
は
、
御
息
所
の
歌
も
光
源
氏
と
の
贈
答
歌
も
お
か
れ
ず
、

二
人
の
会
話
を
描
き
こ
む
こ
と
に
終
始
す
る
。
御
息
所
死
去
後
、
光
源
氏
が
遺

さ
れ
た
娘
の
斎
宮
に
贈
る
場
面
に
至
り
「
雪
、
霙
か
き
乱
れ
荒
る
る
日
」（
澪

標
巻　

三
一
五
頁
）
と
天
象
が
描
か
れ
、
光
源
氏
の
「
降
り
み
だ
れ
ひ
ま
な
き

空
に
亡
き
ひ
と
の
天
か
け
る
ら
む
宿
ぞ
か
な
し
き
」（
澪
標
巻　

三
一
五
頁
）
と
、

「
雪
」「
霰
」
が
降
る
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。

　

藤
壺
宮
の
場
合
も
、
そ
の
死
を
描
く
場
面
が
光
源
氏
と
藤
壺
の
会
話
に
よ
っ
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て
構
成
さ
れ
、
光
源
氏
と
の
会
話
の
の
ち
「
灯
火
な
ど
の
消
え
入
る
や
う
に
て

は
て
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
」（
薄
雲
巻　

四
四
七
頁
）
と
息
絶
え
る
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
。
物
語
は
悲
し
み
に
く
れ
る
光
源
氏
を
描
き
と
る
際
に
、「
夕
日
は
な

や
か
に
さ
し
て
、
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に
、
雲
の
薄
く
わ
た
れ
る
が
鈍
色
な

る
を
」（
薄
雲
巻　

四
四
八
頁
）
と
天
象
に
関
わ
る
情
景
描
写
を
取
り
入
れ
、

こ
の
巻
名
の
由
来
で
も
あ
る
、
光
源
氏
の
詠
歌
「
入
日
さ
す
峰
に
た
な
び
く
薄

雲
は
も
の
思
ふ
袖
に
色
や
ま
が
へ
る
」（
薄
雲
巻　

四
四
八
頁
）
を
置
く
。
情

景
や
天
象
の
描
写
そ
の
も
の
が
、
物
語
世
界
を
去
る
そ
の
人
で
は
な
く
、
遺
さ

れ
た
周
囲
の
悲
し
み
を
強
調
し
て
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
。

　

光
源
氏
死
後
の
子
孫
た
ち
の
世
界
を
描
く
物
語
で
は
、
宇
治
川
近
い
山
里
を

舞
台
と
し
自
然
が
重
要
で
あ
る
が
、
宇
治
の
大
君
の
死
は
、
や
は
り
薫
と
大
君

の
会
話
の
な
か
で
描
か
れ
、
大
君
を
追
悼
す
る
薫
を
描
く
く
だ
り
に
、「
雪
の

か
き
く
ら
し
降
る
日
」（
総
角
巻　

三
三
二
頁
）「
十
二
月
の
月
夜
の
曇
り
な
く

さ
し
出
で
た
る
を
」（
総
角
巻　

三
三
二
頁
）
と
天
象
が
描
か
れ
、
続
く
薫
の

独
詠
歌
に
「
お
く
れ
じ
と
空
ゆ
く
月
を
し
た
ふ
か
な
つ
ひ
に
す
む
べ
き
こ
の
世

な
ら
ね
ば
」（
総
角
巻　

三
三
三
頁
）「
恋
ひ
わ
び
て
死
ぬ
る
く
す
り
の
ゆ
か
し

き
に
雪
の
山
に
や
跡
を
消
な
ま
し
」（
総
角
巻　

三
三
三
頁
）
と
あ
る
。

　

生
涯
を
終
え
る
当
人
が
自
然
を
和
歌
に
詠
む
こ
と
じ
た
い
が
異
例
で
あ
り
、

自
然
や
天
象
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
の
は
、
残
さ
れ
た
周
囲
の
悲
し
み
で
あ
る
。

　

物
語
で
確
認
で
き
る
女
性
た
ち
の
最
終
詠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
造
型
の
重
要
な

一
端
を
担
う
。
紫
上
は
、
我
が
身
を
み
つ
め
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
歌
語
「
萩
の

上
露
」
に
よ
っ
て
自
ら
を
表
す
の
が
、
そ
の
造
型
の
特
徴
で
あ
る
。

　

今
井
久
代
氏
は
、
紫
上
の
終
焉
場
面
で
は
自
然
描
写
が
極
限
ま
で
簡
潔
で
あ

る
こ
と
に
着
目
さ
れ
、
自
然
を
視
覚
的
で
は
な
く
聴
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
心
に

浮
か
ぶ
景
を
み
つ
め
な
が
ら
感
ず
る
場
面
で
あ
る
と
し
、
居
合
わ
せ
る
三
者
が

と
も
に
萩
の
上
に
置
く
露
を
幻
視
す
る
と
指
摘
さ
れ
た）

13
（

。「
風
す
ご
く
吹
き
出

で
た
る
夕
暮
に
」（
御
法
巻　

五
〇
四
頁
）
と
語
り
出
さ
れ
る
当
該
場
面
に
は
、

吹
き
す
さ
ぶ
風
の
音
が
聞
こ
え
同
時
に
肌
寒
さ
も
感
じ
ら
れ
、
聴
覚
と
と
も
に

体
感
に
も
訴
え
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
室
内
に
い
る
三
者
が
外
の

萩
の
上
に
置
く
露
を
実
景
と
し
て
見
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
実
際
、
庭
の

前
栽
の
萩
に
は
露
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
三
者
が
と
ら
え
て
い

る
の
は
、
秋
の
景
物
と
し
て
の
共
通
認
識
の
も
と
に
幻
視
さ
れ
た
露
で
あ
ろ
う
。

露
が
幻
視
さ
れ
る
一
方
で
、
紫
上
は
い
ま
あ
る
我
が
身
を
直
視
す
る
。
病
篤
く

終
焉
を
感
じ
身
近
な
人
々
に
思
い
を
馳
せ
て
心
を
揺
ら
し
な
が
ら
も
、
自
身
に

向
き
合
い
、
鋭
く
直
視
す
る
自
己
を
的
確
に
表
す
の
が
「
萩
の
う
は
（
上
露
）」

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
り
き
た
り
の
歌
語
と
は
微
妙
に
一
線
を
画
し
、
物
語
世

界
で
賞
賛
を
呼
び
続
け
た
女
性
の
た
め
に
選
ば
れ
た
語
で
あ
る
。
心
情
語
を
排

し
、
言
葉
に
よ
っ
て
わ
が
身
を
表
す
造
型
が
際
立
つ
。

四
、「
我
が
身
」
へ
の
意
識

　

御
法
巻
の
三
者
詠
は
、
紫
上
の
歌
を
受
け
て
続
く
光
源
氏
と
明
石
中
宮
が
萩

の
露
を
詠
み
こ
み
、
そ
れ
が
三
者
に
よ
る
唱
和
の
中
核
を
な
す
。
歌
語
に
注
目

す
れ
ば
、
紫
上
の
「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
を
、
光
源
氏
、
明
石
中
宮
が
同
様

に
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
紫
上
は
「
風
に
み
だ
る
る
萩
の
う
は
露
」
と
、
あ

く
ま
で
も
風
に
吹
き
乱
れ
る
露
そ
の
も
の
を
詠
み
、
み
つ
め
る
の
は
我
が
身
を
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象
徴
す
る
景
物
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
は
景
物
と
し
て
の
露
で

は
な
く
、「
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
」
と
消
え
ゆ
く
あ
と
さ
き
を
競
う
露

の
よ
う
に
は
か
な
い
「
世
」
を
詠
み
、
微
妙
に
ず
れ
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
明
石

中
宮
は
、
両
者
を
な
だ
め
る
よ
う
に
「
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
つ
ゆ
の
世
」、
わ
ず

か
の
間
も
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
露
の
よ
う
な
「
世
」
と
、
意
識
的
に
ず

ら
し
て
詠
む
。
和
歌
の
や
り
と
り
ゆ
え
の
趣
向
で
は
あ
る
が
、
紫
上
は
景
物
と

し
て
風
に
吹
か
れ
る
萩
の
上
に
置
く
露
を
真
正
面
か
ら
見
据
え
る
の
に
対
し
、

光
源
氏
と
明
石
中
宮
は
、「
つ
ゆ
（
露
）
の
世
」
に
向
か
う
。

　
「
露
の
世
」
と
い
う
語
は
、
古
来
か
ら
定
番
の
歌
語
で
は
な
く
、『
後
撰
和
歌

集
』
に
「
し
ら
つ
ゆ
の
世
」
と
あ
る
例
が
早
い
。

424　

  

わ
が
ご
と
く
物
思
ひ
け
ら
し
し
ら
つ
ゆ
の
よ
を
い
た
づ
ら
に
お
き
あ
か
し

つ
つ 

『
後
撰
和
歌
集
』　

題
し
ら
ず　

よ
み
人
も

こ
の
よ
み
人
し
ら
ず
歌
の
の
ち
、『
一
条
摂
政
御
集
』
に
「
露
の
世
」
が
あ
る
。

又
、
返
し

70　

  

あ
く
る
ま
も
ひ
さ
し
て
ふ
な
る
つ
ゆ
の
よ
に
か
り
の
心
も
し
ら
じ
と
ぞ
思

ふ 

『
一
条
摂
政
御
集
』

　
「
露
の
世
」
は
、『
源
氏
物
語
』
に
先
行
す
る
作
品
で
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に

二
例
あ
り
、
藤
壺
の
歌
を
受
け
る
東
宮
の
歌
「
露
の
世
も
ま
つ
に
か
か
れ
ば
ぬ

き
と
め
て
風
に
も
き
え
ぬ
た
ま
と
こ
そ
な
れ
」（
国
譲
上　

三
六
頁
）
で
、
露

も
松
に
か
か
れ
ば
消
え
ぬ
玉
と
な
る
の
だ
か
ら
、
私
を
た
の
み
に
せ
よ
、
と
は

か
な
い
露
も
消
え
な
い
状
態
に
な
る
と
反
転
さ
せ
て
詠
む
例
と
、
藤
壺
の
歌

「
呉
竹
の
節
に
は
あ
ら
で
か
か
る
身
の
露
の
よ
の
ま
も
嘆
か
る
る
か
な
」（
国
譲

上　

七
二
頁
）
の
「
世
」
と
「
夜
」
を
か
け
、
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
世
＝
夜

の
間
も
と
い
う
意
に
な
る
例
が
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
御
法
巻
の
当
該
場
面
の
ほ
か
、
葵
巻
、
総
角
巻
に
各

一
例
ず
つ
あ
り
、
六
条
御
息
所
へ
の
光
源
氏
の
返
歌
で
「
と
ま
る
身
も
消
え
し

も
同
じ
露
の
世
に
」（
葵
巻　

五
二
頁
）
と
亡
く
な
っ
た
葵
上
と
わ
が
身
の
は

か
な
さ
を
同
等
と
す
る
表
現
、
薫
の
会
話
で
「
あ
は
れ
な
る
御
一
言
を
聞
き
お

き
、
露
の
世
に
か
か
づ
ら
は
む
限
り
は
」（
総
角
巻　

二
三
〇
頁
）
と
あ
り
、

い
ず
れ
も
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
世
と
い
う
意
味
で
共
通
す
る
。

　

光
源
氏
、
明
石
中
宮
が
用
い
た
「
つ
ゆ
（
露
）
の
世
」
は
、
用
例
は
多
く
な

い
も
の
の
、
勅
撰
集
や
先
行
物
語
で
用
い
ら
れ
、『
源
氏
物
語
』
に
も
み
ら
れ

る
語
で
あ
る
。

　

弱
り
な
が
ら
も
自
己
の
生
命
を
直
視
す
る
紫
上
は
、
三
者
の
和
歌
に
お
い
て

も
、
続
く
光
源
氏
や
明
石
中
宮
と
は
一
線
を
画
し
て
い
よ
う
。

　

こ
こ
に
至
る
紫
上
の
心
情
を
た
ど
り
み
れ
ば
、
我
が
身
へ
の
意
識
が
重
ね
て

描
か
れ
て
い
た
。

み
づ
か
ら
の
御
心
地
に
は
、
こ
の
世
に
飽
か
ぬ
こ
と
な
く
、
う
し
ろ
め
た

き
絆
だ
に
ま
じ
ら
ぬ
御
身
な
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
か
け
と
ど
め
ま
ほ
し
き

御
命
と
も
思
さ
れ
ぬ
を
、
年
ご
ろ
の
御
契
り
か
け
離
れ
、
思
ひ
嘆
か
せ
た

て
ま
つ
ら
む
こ
と
の
み
ぞ
、
人
知
れ
ぬ
御
心
の
中
に
も
も
の
あ
は
れ
に

0

0

0

0

思



52

さ
れ
け
る
。 

御
法
巻　

四
九
三
頁

御
ゆ
る
し
な
く
て
、
心
ひ
と
つ
に
思
し
立
た
む
も
、
さ
ま
あ
し
く
本
意
な

き
や
う
な
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
て
ぞ
、
女
君
は
恨
め
し
く
思
ひ
き
こ

え
た
ま
ひ
け
る
。
わ
が
御
身
を
も
、
罪
軽
か
る
ま
じ
き
に
や
と
、
う
し
ろ

め
た
く
思
さ
れ
け
り
。 

御
法
巻　

四
九
四
〜
四
九
五
頁

惜
し
か
ら
ぬ
こ
の
身
な
が
ら
も
か
ぎ
り
と
て
薪
つ
き
な
ん
こ
と
の
悲
し
さ

 

御
法
巻　

四
九
七
頁

上
下
心
地
よ
げ
に
、
興
あ
る
気
色
ど
も
な
る
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
残
り
す

く
な
し
と
身
を
思
し
た
る
御
心
の
中
に
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
あ
は
れ
に

0

0

0

0

お

ぼ
え
た
ま
ふ
。 

御
法
巻　

四
九
八
頁

さ
す
が
に
情
を
か
は
し
た
ま
ふ
方
々
は
、
誰
も
久
し
く
と
ま
る
べ
き
世
に

は
あ
ら
ざ
な
れ
ど
、
ま
づ
我
独
り
行
く
方
知
ら
ず
な
り
な
む
を
思
し
つ
づ

く
る
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り

0

0

0

0

0

。 

御
法
巻　

四
九
八
〜
四
九
九
頁

　

御
法
巻
で
は
、
紫
上
自
身
の
心
中
に
そ
っ
て
、
紫
上
の
「
わ
が
身
」
へ
の
意

識
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
身
、
罪
障
深
く
出
家
の
叶
わ

ぬ
身
、
常
套
的
な
言
い
方
な
が
ら
「
惜
し
く
は
な
い
」
身
、
残
り
少
な
い
身
、

そ
し
て
、「
身
」
と
い
う
語
は
な
い
が
行
方
知
ら
ず
に
な
っ
て
し
ま
う
「
我
独

り
」
と
、
紫
上
は
、
容
態
の
す
ぐ
れ
ぬ
な
か
で
、
悲
嘆
に
く
れ
る
光
源
氏
を
思

い
や
り
、
み
ず
か
ら
も
悲
し
み
を
抱
き
つ
つ
、
自
身
を
鋭
く
み
つ
め
て
い
る
。

「
あ
は
れ
」
が
多
用
さ
れ
、
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
は
、
達
観
で
も
仏
道
へ
の
憧
憬

で
も
な
く
、
現
世
に
と
ど
ま
る
わ
が
身
と
、
心
を
か
け
る
身
近
な
人
々
へ
の
思

い
で
あ
る
。
深
い
悲
し
み
の
な
か
で
も
、
い
ま
あ
る
自
身
を
真
正
面
か
ら
と
ら

え
る
紫
上
の
凜
と
し
た
人
物
造
型
。
そ
こ
で
選
び
取
ら
れ
て
い
る
の
が
、
最
終

詠
歌
の
「
萩
の
う
は
（
上
）
露
」
で
あ
る
。

注（
1
）『
源
氏
物
語
』、
そ
の
他
の
物
語
作
品
の
本
文
引
用
な
ら
び
に
頁
数
は
、
す
べ
て
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
2
）
倉
田
実
「
紫
の
上
の
〈
辞
世
の
歌
〉」『
紫
の
上
造
型
論
』（
一
九
八
八
年　

新
典
社
）。

（
3
）
吉
見
健
夫
「
御
法
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の
和
歌
と
来
世
信
仰
の
形
成
│
│
源
氏
物
語
の

読
解
・
享
受
と
作
中
和
歌
│
│
」
中
野
幸
一
編
『
平
安
文
学
の
交
響
│
│
享
受
・
摂
取
・

翻
訳
│
│
」（
勉
誠
出
版　

二
〇
一
二
年
）。

（
4
）
注（
2
）倉
田
氏
文
献
。

（
5
）「
辞
世
の
歌
」（
太
田
義
之
氏
担
当
）『
源
氏
物
語
』
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識　

⑲
御
法
・
幻
』

（
至
文
堂　

二
〇
〇
一
年
）。

（
6
）
た
と
え
ば
、『
歌
こ
と
ば
歌
枕
事
典
』「
露
」
の
項
（
渡
部
泰
明
氏
担
当
）
で
は
、「
歌
こ

と
ば
の
露
は
、
主
と
し
て
秋
期
に
用
い
、
ま
た
草
木
の
上
に
置
く
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
」

「
特
に
萩
の
上
の
露
は
用
例
が
多
い
」
と
説
明
さ
れ
る
。

（
7
）
和
歌
本
文
の
引
用
な
ら
び
に
歌
番
号
は
、
す
べ
て
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。『
万
葉
集
』

に
つ
い
て
は
、
ひ
ら
が
な
表
記
の
み
を
あ
げ
た
。

（
8
）
佐
伯
梅
友 

村
上
治 

小
松
登
美
『
和
泉
式
部
集
全
釈　

続
集
篇
』（
笠
間
書
院　

一
九
七

七
年
、
新
装
版
二
〇
一
二
年
）。

（
9
）
用
例
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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340　

大
虚
霧
起
紅
色
播
（
お
ほ
ぞ
ら
に
き
り
た
ち
て
こ
う
し
よ
く
を
ま
く
）

　
　

星
浦
泉
流
菊
黄
光
（
せ
い
ほ
い
づ
み
な
が
れ
て
き
く
く
わ
う
く
わ
う
）

　
　

未
聞
一
年
再
盞
泛
（
い
ま
だ
き
か
ず
い
ち
ね
ん
ふ
た
た
び
さ
か
づ
き
を
う
か
べ
）

　
　

世
上
露
咡
述
約
齢
（
せ
じ
や
う
の
つ
ゆ
さ
さ
や
き
て
し
や
く
れ
い
の
を
の
ぶ
）

 

『
新
撰
万
葉
集
』

　
　
　
　

女
返
し

27　

な
ほ
ざ
り
に
し
の
の
め
よ
り
ぞ
あ
け
暮
は
う
は
露
ば
か
り
お
く
と
い
ふ
な
る

 

『
本
院
侍
従
集
』

 

　

本
院
侍
従
の
生
没
年
は
未
詳
だ
が
、
新
編
国
歌
大
観
解
題
で
は
、「
朱
雀
帝
の
天
慶
年
間

（
九
三
八
〜
九
四
七
）
か
ら
村
上
帝
の
天
徳
年
間
（
九
五
七
〜
九
六
一
）
に
か
け
て
、
村
上

帝
の
后
藤
原
安
子
、
女
御
徽
子
女
王
な
ど
に
伺
候
」
し
た
女
性
と
推
測
す
る
。

（
10
）
田
中
幹
子
「
秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ぬ
荻
の
上
風
萩
の
下
露
│
和
漢
朗
詠

集
の
秋
の
夕
（
秋
興
・
秋
晩
）
に
つ
い
て
│
」『
京
都
語
文
』
一
九
九
八
年
一
〇
月
。

（
11
）
判
詞
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

け
ふ
の
は
ん
を
み
れ
ば
、
と
い
ひ
た
は
ぶ
れ
て
ま
か
り
い
で
な
ん
と
す
る
ほ
ど
に
、

み
す
の
う
ち
を（
マ
マ
）

か
け
ば
、兵
衛
の
す
け
た
ち
ば
な
の
な
か
き
と
い
ひ
し
人
の
む
す
め
、

こ
れ
か
れ
な
ど
さ
ぶ
ら
ひ
て
よ
の
ふ
け
ゆ
く
ま
ま
に
、
さ
や
け
さ
ま
さ
る
月
に
こ

と
の
ね
を
し
ら
べ
あ
は
せ
た
る
に
、
ご
ぜ
の
に
は
の
お
も
を
見
わ
た
せ
ば
月
か
げ

の
お
ぼ
ろ
な
る
に
花
い
ろ
い
ろ
に
う
ち
み
だ
れ
、
風
の
お
と
も
夜
さ
む
に
な
り
ゆ

く
に
、
む
し
の
こ
ゑ
ご
ゑ
な
き
あ
は
せ
た
り
、
か
か
る
こ
と
ど
も
を
き
き
し
の
び

す
て
て
、
い
ま
は
ま
か
り
い
で
な
ん
と
て
、
は
ぎ
の
し
た
つ
ゆ
に
こ
ろ
も
で
の
ぬ

る
る
も
し
ら
で
お
り
ゐ
て
、お
ほ
み
き
た
ぶ
な
り
と
き
こ
し
め
し
て
、…
… 

略 

…
…

（
12
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
と
和
歌
の
こ
と
ば
│
│
桐
壺
更
衣
「
い
の
ち

な
り
け
り
」
の
場
合
│
│
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』（
二
〇
一
二
年
三
月
）
を
、
あ

わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
13
）
今
井
久
代
「
源
氏
物
語
の
自
然
表
現
│
│
若
菜
巻
以
降
の
紫
の
上
の
叙
述
を
め
ぐ
っ
て
」

『
東
京
女
子
大
学
紀
要
論
集
』（
二
〇
一
一
年
九
月
）。


