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は
じ
め
に

　

『
源
氏
物
語
』
の
各
巻
名
を
題
と
す
る
和
歌
（
本
稿
で
は
「
『
源
氏
物
語
』

巻
名
和
歌
」
あ
る
い
は
「
巻
名
和
歌
」
と
称
す
る
）
は
、
『
源
氏
物
語
』
成

立
以
降
、
多
く
の
歌
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
き
た
。

　

研
究
の
中
心
は
も
っ
ぱ
ら
中
世
に
成
立
し
た
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

翻
刻
が
備
わ
っ
て
い
る
資
料
を
中
心
に
、
近
世
に
詠
ま
れ
た
も
の
も
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
宮
川
葉
子
氏
「
徳
川
大
名
柳
沢
吉
里
と
『
源
氏
物
語
』
―
「
詠

源
氏
巻
々
倭
歌
」
を
中
心
に
―
」１

１

は
、
柳
沢
吉
里
の
『
源
氏
物
語
』
巻
名
和

歌
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
立
背
景
か
ら
大
名
の
『
源
氏
物
語
』
受
容
の
様
態

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
翻
刻
・
注
釈
が
備
わ
っ
た
こ
と
を

皮
切
り
に
、
近
年
は
堀
田
正
敦
主
催
『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』
が
比
較
的
多
く

取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
盛
田
帝
子
氏
「
堀
田
正
敦
主
催
「
詠
源
氏

物
語
和
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
」１

２

は
、
詠
者
の
顔
ぶ
れ
か
ら
、
松
平
定
信
の
文
化

圏
の
様
相
に
言
及
し
て
い
る
。

　

歌
集
の
成
立
背
景
に
関
す
る
も
の
が
多
い
中
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い

の
は
、
加
藤
睦
氏
の
論
考
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
を
丁
寧
に
解

釈
し
、
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
を
詠
ん
だ
も
の
と
そ
れ
以
外
と
に
大
別

し
た
上
で
分
析
を
さ
れ
て
い
る
。
『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』
に
つ
い
て
は１３

、

　

正
敦
主
催
『
源
氏
物
語
巻
名
和
歌
』
は
、
歌
人
た
ち
が
歌
を
一
首
ず

つ
持
ち
寄
っ
て
、
皆
で
『
源
氏
物
語
』
へ
の
共
感
を
示
そ
う
と
し
た
催

し
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
作
中
人
物
の
目
や
心
に
同
化
し
て
詠
ま
れ
た
歌

が
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
歌
が
第
三
者
の
立
場
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
の

も
、
共
同
の
催
し
に
お
け
る
詠
歌
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
い
は
影
響
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
松
平
定
信
の
巻
名
和
歌

も
分
析
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る１４

。

　

定
信
の
源
氏
物
語
巻
名
和
歌
に
お
い
て
何
よ
り
も
特
徴
的
な
の
は
、

光
源
氏
そ
の
他
の
作
中
人
物
の
心
へ
の
強
い
関
心
と
、
そ
こ
に
散
見
す

る
批
判
的
な
姿
勢
で
あ
る
。

　

和
歌
そ
の
も
の
を
一
首
一
首
丹
念
に
解
釈
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
の
特
徴

に
言
及
す
る
加
藤
氏
の
論
考
に
は
学
ぶ
べ
き
点
が
多
く
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
氏
が
特
徴
と
さ
れ
る
も
の
が
、
そ
の
文
献
独
自
の
も
の

な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
文
献
に
も
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
な
の
か
、
そ
の

近
世
の
『
源
氏
物
語
』
巻
名
和
歌
―
冷
泉
為
村
を
中
心
に
―
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点
の
判
断
が
で
き
兼
ね
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
一
点
の
文
献
に
つ
い

て
丁
寧
に
分
析
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
複
数
の
文
献
を
あ
る
程
度
横
断
的
に

見
て
比
較
す
る
こ
と
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
動
機
か
ら
、
本
稿
で
は
、
わ
ず
か
五
点
の
文
献
で
は
あ
る
が
、

複
数
の
近
世
の
『
源
氏
物
語
』
巻
名
和
歌
を
見
比
べ
、
そ
の
上
で
若
干
の
気

付
き
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　

一

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
文
献
は
、
次
の
五
点
で
あ
る１５

。

①　

北
村
季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

（
一
七
〇
四
〈
宝
永
元
〉
年
成
立
）

②　

冷
泉
為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

（
一
七
四
四
〈
寛
保
四
〉
年
成
立
）

③　

上
田
秋
成
『
藤
簍
冊
子
』
（
一
八
〇
二
〈
享
和
二
〉
年
序
）

④　

松
平
定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

（
一
八
世
紀
末
〈
天
明
・
寛
政
頃
〉
成
立
か
）

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』
（
一
八
一
四
〈
文
化
一
一
〉
年
成
立
）

　

詠
者
は
、
①
・
②
が
堂
上
派
の
歌
人
、
③
が
国
学
者
、
④
が
武
家
歌
人
で

あ
り
、
⑤
は
定
信
文
化
圏
の
歌
人
た
ち
に
よ
る
競
詠
で
あ
る
。
⑤
の
中
心
は

武
家
歌
人
で
あ
る
が
、
国
学
者
な
ど
も
出
詠
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
①
・
②
・
④
は
、
石
山
寺
に
納
め
ら
れ
た
奉
納
歌
で
あ
る
。
成

立
時
期
、
流
派
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
を
、
今
回
は
取
り
上
げ
る
こ
と
と

し
た
。

　

ま
ず
、
『
源
氏
物
語
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
中
で
、
ど
の
場
面
が
詠
ま
れ

た
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
五
つ
の
文
献
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
や
は
り
巻

の
中
で
も
印
象
的
な
場
面
、
中
心
的
な
事
柄
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と

に
気
付
く
。

　

た
と
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
「
蓬
生
」
巻
で
は
、
須
磨
・
明
石
に
流
謫
し
て

い
た
源
氏
が
京
に
帰
還
し
、
末
摘
花
邸
を
訪
問
す
る
。
五
つ
の
巻
名
和
歌
は
、

い
ず
れ
も
こ
の
場
面
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

蓬
生

　
　
　
　

あ
れ
て
だ
に
か
は
ら
ぬ
宿
に
蓬
生
の
ふ
か
き
心
の
哀
れ
し
ら
る
る

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

よ
も
ぎ
ふ

は
る
風
の
花
の
た
よ
り
に
と
は
れ
け
り
く
る
人
ま
た
ぬ
み
山
が
く

れ
も

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

蓬
生

藤
な
み
の
か
け
て
ま
つ
と
は
と
ひ
て
し
る
露
ふ
る
宮
の
門
の
し
る

し
に

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

蓬
生
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よ
も
ぎ
ふ
の
も
と
の
心
を
と
ふ
月
に
い
ろ
な
き
露
も
い
ろ
を
そ
へ

つ
つ

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

蓬
生　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 

勝
雄 

成
嶋

　
　
　
　

打
ち
は
ら
ふ
露
の
光
を
待
ち
え
し
も
親
の
め
ぐ
み
の
蓬
生
の
宿

　

『
源
氏
物
語
』
「
蓬
生
」
巻
に
見
え
る
和
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
が
三
件
。
す

な
わ
ち
、
①
「
ふ
か
き
心
」
・
④
「
も
と
の
心
」
は
源
氏
の
「
た
づ
ね
て
も

わ
れ
こ
そ
と
は
め
道
も
な
く
深
き
蓬
の
も
と
の
心
を
」１

６

、
②
「
花
の
た
よ
り
」

は
末
摘
花
の
「
年
を
へ
て
ま
つ
し
る
し
な
き
わ
が
宿
を
花
の
た
よ
り
に
す
ぎ

ぬ
ば
か
り
か
」
の
表
現
を
そ
れ
ぞ
れ
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
①
・
④
・

⑤
「
蓬
生
」
、
③
「
藤
」
、
③
・
④
・
⑤
「
露
」
も
、
和
歌
で
は
な
い
が
、「
蓬
生
」

巻
に
見
え
る
表
現
で
あ
る１７

。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
歌
も
『
源
氏
物
語
』
の
表

現
に
依
拠
し
つ
つ
、
都
に
戻
っ
た
源
氏
が
末
摘
花
の
邸
を
再
訪
問
す
る
場
面

を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
五
者
が
い
ず
れ
も
同
じ
場
面
を
選
択
し

て
い
る
例
と
し
て
、「
関
屋
」
（
源
氏
と
空
蝉
と
が
再
会
す
る
場
面１８

）
、「
初
音
」

（
明
石
の
姫
君
が
幼
い
な
が
ら
も
歌
を
詠
む
場
面１９

）
な
ど
が
あ
る
。

　

五
つ
の
文
献
で
、
詠
む
場
面
が
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
か
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
「
帚
木
」
の
例
を
挙
げ
る
。

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

帚
木

逢
ふ
こ
と
の
有
り
も
あ
ら
ず
も
世
語
り
に
伝
へ
し
名
や
は
消
ゆ
る

帚
木

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

は
は
き
木

む
な
し
き
は
ふ
せ
や
に
消
ゆ
る
箒
木
の
あ
る
を
あ
り
と
も
た
の
ま

れ
ぬ
世
ぞ

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

箒
木

さ
ま
ざ
ま
に
定
め
あ
ら
そ
ふ
人
の
上
に
は
て
は
心
も
さ
み
だ
る
る

空

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

箒
木

よ
ひ
の
ま
の
露
に
雫
に
か
ぞ
へ
つ
つ
あ
だ
な
る
玉
の
し
な
や
あ
ら

そ
ふ

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

は
は
き
ぎ 

侍
従
忠
精 

牧
野

そ
の
人
の
あ
り
と
も
わ
か
で
雨
の
夜
に
世
の
し
な
じ
な
を
語
る
言

の
葉

　

①
・
②
は
源
氏
の
空
蝉
へ
の
想
い
を
詠
ん
で
お
り
、
両
者
と
も
に
空
蝉
の

「
数
な
ら
ぬ
伏
屋
に
生
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
帚
木
」

の
詠
を
踏
ま
え
て
い
る
。
一
方
、
③
・
④
・
⑤
が
詠
ん
だ
の
は
、
い
わ
ゆ
る

「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
場
面
で
、
「
帚
木
」
巻
の
「
こ
の
品
々
を
わ
き
ま
へ
定

め
あ
ら
そ
ふ
」
か
ら
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
巻
の
中
で
も
印
象
的
な
場
面
が

二
つ
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
ど
の
場
面
を
選
択
す
る
か
は
分
か
れ
る
。
そ
の



4

他
の
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
「
行
幸
」
が
あ
り
、
冷
泉
帝
の
行
幸
の
様
子

を
詠
む
場
合
と
、
玉
鬘
を
巡
る
も
の
（
源
氏
の
苦
悩
や
源
氏
と
内
大
臣
と
の

確
執
）
を
詠
む
場
合
と
に
わ
か
れ
て
い
る１11

。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
巻
に
お
い
て
も
、
巻
の
中
で
ど
の
場
面
を
詠
む

か
は
あ
る
程
度
固
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る１11

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
他
の
詠
者
が
共
通
の
場
面
を
詠
ん
で
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
者
だ
け
他
と
は
異
な
る
場
面
を
詠
む
場
合
で
あ
る１11

。
こ

う
し
た
例
は
、
い
ず
れ
の
資
料
に
お
い
て
も
複
数
見
ら
れ
る
。
特
に
、
⑤
『
詠

源
氏
物
語
和
歌
』
を
除
く
四
つ
の
文
献
で
は
、
五
四
首
、
あ
る
い
は
五
五
首１11

を
一
人
で
詠
む
。
い
わ
ゆ
る
定
番
の
場
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
時
に
は
そ
の

よ
う
な
場
面
を
避
け
て
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う

こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
人
で
、
思
い
入
れ
の

強
い
場
面
が
、
巻
の
中
心
的
な
場
面
と
異
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
例
の
多
寡
は
、
文
献
ご
と
に
異
な
る
。
今
検
討
し
て

い
る
五
点
の
資
料
の
中
で
は
、
独
自
性
の
強
い
歌
を
詠
む
と
さ
れ
る
③
秋
成

が
場
面
の
選
択
に
お
い
て
も
他
と
は
異
な
る
傾
向
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
う
し
た
例
が
最
も
多
い
の
は
②
為
村
で

あ
る
。
為
村
の
み
が
、
他
の
四
者
と
異
な
る
場
面
を
詠
ん
で
い
る
も
の
を
二

例
示
す
。
ま
ず
は
、
「
朝
顔
」
で
あ
る
。

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

朝
顔

　
　
　
　

置
き
が
た
く
み
る
も
あ
や
し
な
朝
顔
の
下
紐
と
け
ぬ
言
の
葉
の
露

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

あ
さ
が
ほ

ほ
の
か
な
る
か
げ
も
夜
ふ
か
き
と
も
し
び
は
ね
覚
め
さ
び
し
き
友

と
こ
そ
な
れ

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

朝
貌

あ
さ
が
ほ
の
花
田
は
色
を
ふ
か
む
れ
ど
う
つ
ら
で
お
け
る
庭
の
白

露

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

朝
が
ほ

を
く
露
の
あ
だ
な
る
中
に
咲
き
ぬ
れ
ど
こ
こ
ろ
こ
と
な
る
あ
さ
が

ほ
の
は
な

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

朝
顔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
直 

成
嶋

　
　
　
　

花
は
猶
さ
か
り
と
見
え
て
古
宮
に
つ
れ
な
く
か
か
る
露
の
朝
顔

　

①
・
③
・
④
・
⑤
は
、
い
ず
れ
も
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
源
氏
の
詠
「
見

し
を
り
の
つ
ゆ
わ
す
ら
れ
ぬ
朝
顔
の
花
の
さ
か
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
ん
」
を

踏
ま
え
て
、
朝
顔
の
君
に
対
す
る
源
氏
の
想
い
を
詠
ん
で
い
る
。

　

一
方
、
②
為
村
が
選
ん
だ
の
は
、
藤
壺
が
源
氏
の
夢
枕
に
立
つ
場
面
で
あ

る
。
源
氏
が
紫
の
上
に
対
し
て
、
藤
壺
を
含
む
様
々
な
女
性
に
つ
い
て
語
っ

た
夜
、
源
氏
は
藤
壺
を
想
い
な
が
ら
床
に
就
く
。
「
朝
顔
」
巻
に
は
「
入
り

た
ま
ひ
て
も
、
宮
の
御
事
を
思
ひ
つ
つ
大
殿
籠
れ
る
に
、
夢
と
も
な
く
ほ
の
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か
に
見
た
て
ま
つ
る
を
、
」
と
あ
っ
て
、
為
村
歌
は
こ
の
表
現
を
踏
ま
え
て

い
る
。
ま
た
、
「
か
げ
」
は
同
じ
場
面
の
源
氏
の
歌
「
な
き
人
を
し
た
ふ
心

に
ま
か
せ
て
も
か
げ
見
ぬ
み
つ
の
瀬
に
や
ま
ど
は
む
」
、「
ね
覚
め
さ
び
し
き
」

も
同
じ
く
源
氏
の
歌
「
と
け
て
寝
ぬ
寝
覚
め
さ
び
し
き
冬
の
夜
に
結
ぼ
ほ
れ

つ
る
夢
の
み
じ
か
さ
」
か
ら
摂
取
し
た
表
現
で
あ
る
。
ほ
の
か
な
灯
火
の
よ

う
に
夢
で
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
見
た
藤
壺
の
姿
で
さ
え
も
、
寝
覚
め
の
寂
し
さ

の
慰
め
と
な
る
こ
と
だ
と
い
う
、
源
氏
の
心
境
で
あ
る
。

　

次
に
掲
げ
る
の
は
、
「
藤
裏
葉
」
で
あ
る
。

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

藤
裏
葉

隔
て
置
き
し
宿
の
か
き
ほ
も
こ
よ
ひ
こ
そ
藤
の
う
ら
ば
の
恨
み
と

け
な
め

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

ふ
ぢ
の
う
ら
葉

露
に
み
し
花
の
ち
ぐ
さ
の
秋
く
れ
て
ま
が
き
の
き
く
も
色
ぞ
う
つ

ろ
ふ

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

藤
末
葉

大
島
の
な
る
と
な
ら
ず
と
汐
舟
の
か
ら
き
わ
た
り
も
風
を
待
ち
え

て

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

藤
裏
葉

時
し
あ
れ
ば
雲
ゐ
の
か
り
の
折
を
得
て
ふ
ぢ
の
う
ら
ば
の
う
ら
み

を
や
と
く

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

藤
の
う
ら
葉 

正
邦 

山
本
忠
兵
衛

　
　
　
　

な
つ
衣
た
ち
初
め
し
よ
り
う
ら
な
さ
の
心
や
か
け
し
松
の
藤
な
み

　

為
村
以
外
の
四
者
は
、
内
大
臣
が
自
邸
の
藤
の
宴
に
夕
霧
を
招
き
、
雲
居

雁
と
の
仲
を
許
す
場
面
を
詠
ん
で
い
る
。
①
・
④
の
「
藤
の
う
ら
ば
の
」・「
恨

み
」
は
、「
藤
裏
葉
」
巻
中
の
「
「
藤
の
裏
葉
の
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
、
」・

「
上
は
つ
れ
な
く
て
、
恨
み
解
け
ぬ
御
仲
な
れ
ば
、
」
と
い
う
表
現
を
そ
れ
ぞ

れ
取
り
込
ん
で
い
る
。
③
秋
成
は
こ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
を
と
っ

て
お
ら
ず
、
独
自
性
の
強
い
表
現
で
詠
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
⑤
『
詠
源

氏
物
語
和
歌
』
に
つ
い
て
は
、
「
松
の
藤
な
み
」
が
、
「
藤
裏
葉
」
巻
の
内
大

臣
の
歌
「
紫
に
か
ご
と
は
か
け
む
藤
の
花
ま
つ
よ
り
す
ぎ
て
う
れ
た
け
れ
ど

も
」
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
夕
霧
と
内
大
臣
と
の
和
解
を
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
②
為

村
は
源
氏
が
准
太
政
天
皇
に
昇
進
し
た
こ
と
詠
む
。
「
花
」
「
秋
」
「
ま
が
き
」

「
き
く
」
と
い
っ
た
語
は
、
源
氏
と
太
政
大
臣
に
昇
進
し
た
内
大
臣
と
が
、

か
つ
て
青
海
波
を
と
も
に
舞
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
場
面
で
交
わ
さ
れ
る
和

歌
「
色
ま
さ
る
ま
が
き
の
菊
も
を
り
を
り
に
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
恋
ふ
ら
し
」

（
源
氏
）
、
「
む
ら
さ
き
の
雲
に
ま
が
へ
る
菊
の
花
に
ご
り
な
き
世
の
星
か
と

ぞ
見
る
」
（
太
政
大
臣
）
を
踏
ま
え
、
青
海
波
を
舞
っ
た
と
き
の
か
つ
て
の

源
氏
も
野
の
花
々
の
よ
う
に
み
ず
み
ず
し
く
美
し
か
っ
た
が
、
准
太
政
天
皇
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の
地
位
に
つ
い
た
今
、
一
段
と
深
み
を
増
す
こ
と
だ
と
詠
ん
で
い
る
。

　

同
様
の
例
は
ほ
か
に
も
、「
紅
葉
の
賀
」
、「
澪
標
」
、「
絵
合１11

」
な
ど
が
あ
っ

て
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
う
し
た
例
が
最
も
少
な
い
の
は
、
④
定
信
と
⑤

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』
で
、
今
回
取
り
上
げ
た
文
献
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、

江
戸
の
歌
人
は
素
材
の
面
で
は
冒
険
を
し
な
い
傾
向
が
見
え
る
。
特
に
⑤
『
詠

源
氏
物
語
和
歌
』
は
各
歌
人
が
一
首
ず
つ
詠
む
た
め
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
独

自
性
を
打
ち
出
し
に
く
い
の
で
あ
ろ
う
。
②
季
吟
・
③
秋
成
は
、
④
定
信
・

⑤
『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』
よ
り
は
い
く
ら
か
こ
う
し
た
例
は
多
く
見
ら
れ
る

が
、
②
為
村
は
四
者
に
く
ら
べ
る
と
圧
倒
的
に
多
い
。
為
村
は
、
意
外
性
の

あ
る
着
眼
点
で
巻
名
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

二

　

次
に
、
各
資
料
に
お
い
て
、
巻
名
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
語
を
詠
み
込
む

度
合
い
を
見
て
み
よ
う
。
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
、
巻
名
に
な
っ
て
い
る

語
が
見
え
る
場
面
に
は
、
当
然
注
意
が
向
き
や
す
い
。
定
番
の
場
面
を
詠
む

こ
と
と
、
巻
名
に
も
な
っ
て
い
る
語
を
詠
む
こ
と
と
は
、
数
の
上
で
比
例
す

る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

「
若
菜 

上
」
の
例
を
掲
げ
る
。

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

若
菜 

上

か
ぞ
へ
と
る
子
の
日
の
け
ふ
の
わ
か
な
に
は
し
ば
し
も
歳
を
忘
る

べ
き
か
な

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

わ
か
な 

上

夏
ご
ろ
も
た
ち
よ
る
木
々
に
す
ず
し
き
は
ふ
く
夕
風
に
秋
や
き
ぬ

ら
ん

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

若
菜 

上

猶
わ
か
き
け
こ
そ
そ
ひ
ぬ
れ
春
の
の
に
つ
む
菜
を
君
が
老
の
は
じ

め
に

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

若
菜 

上

老
ら
く
の
道
に
い
り
て
も
立
ち
か
へ
る
心
や
春
に
ま
た
か
す
む
ら

む

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

若
菜 

上 

忠
礼 

西
田

よ
そ
と
せ
は
ひ
が
か
ぞ
へ
に
や
と
ば
か
り
に
老
も
若
な
の
色
ぞ
ふ

り
せ
ぬ

　

①
・
⑤
に
「
わ
か
な
」
あ
る
い
は
「
若
な
」
の
語
が
見
え
る
。
③
は
「
わ
か
き
」

「
菜
」
と
表
現
し
て
い
る
。
②
・
④
は
、こ
う
し
た
語
を
詠
み
込
ん
で
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
例
、
つ
ま
り
巻
名
を
詠
み
込
む
歌
が
多
い
の
は
、
五
つ
の
文

献
に
お
い
て
は
①
季
吟
・
④
定
信
・
⑤
『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』
で
あ
る
。
②

為
村
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
③
秋
成
は
中
間
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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前
節
で
の
検
討
と
あ
わ
せ
る
と
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　

巻
名
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
多
く
、
定
番
の
場
面
を
詠
む
こ
と
も

少
な
く
な
い
が
、
あ
る
程
度
定
番
以
外
の
場
面
も
詠
ん
で
い
る
。

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　

定
番
の
場
面
を
詠
む
こ
と
が
少
な
く
、
か
つ
巻
名
を
詠
み
込
む
こ

と
も
少
な
い
。

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　

定
番
の
場
面
を
詠
む
こ
と
が
多
い
が
、
巻
名
を
詠
み
込
む
こ
と
は

多
く
は
な
い
。

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　

定
番
の
場
面
を
詠
む
こ
と
が
多
く
、
か
つ
巻
名
を
詠
み
込
む
こ
と

も
多
い
。

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　

定
番
の
場
面
を
詠
む
こ
と
が
多
く
、
か
つ
巻
名
を
詠
み
込
む
こ
と

も
多
い
。

　

①
季
吟
は
、
類
型
的
な
素
材
を
取
り
込
み
つ
つ
も
、
独
自
性
も
見
せ
て
お

り
、
最
も
バ
ラ
ン
ス
が
よ
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
③
秋
成
は
、
素
材
に

つ
い
て
は
奇
を
て
ら
う
こ
と
は
し
な
い
も
の
の
、
表
現
に
つ
い
て
は
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
の
強
い
詠
み
方
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。
④
定
信
・
⑤
『
詠
源
氏

物
語
和
歌
』
が
同
じ
傾
向
を
示
す
の
は
、
興
味
深
い
。
両
者
と
も
に
、
素
材

や
表
現
で
は
独
自
性
を
強
く
は
打
ち
出
し
て
い
な
い
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
今
少
し
、
②
為
村
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
為
村
の
目

指
し
た
和
歌
の
姿
に
つ
い
て
、
久
保
田
啓
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら

れ
る１11

。要
す
る
に
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
表
現
を
と
り
や
す
い
「
新
ら
し
き
風
情
」

を
い
か
に
「
優
美
に
読
な
す
」
か
が
大
事
な
の
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
こ
れ
は
「
新
ら
し
き
風
情
」
の
必
要
性
を
前
提
と
す
る
。
新

味
が
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
端
正
に
ま
と
め
上
げ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。為
村
の
み
な
ら
ず
堂
上
歌
人
た
ち
は
す
べ
て
、

中
世
以
来
の
依
拠
す
べ
き
表
現
の
堆
積
と
、
多
く
の
題
に
よ
る
本
意
の

規
定
を
前
に
し
て
、
新
鮮
と
典
雅
と
い
う
矛
盾
し
が
ち
な
両
条
件
を
備

え
た
自
詠
を
紡
ぎ
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

為
村
を
は
じ
め
と
す
る
近
世
の
堂
上
歌
人
は
、
伝
統
美
を
重
ん
じ
つ
つ
新

し
み
を
も
追
求
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
氏
は
、
為
村
に

つ
い
て
、

　

実
際
、
為
村
の
和
歌
を
用
例
で
固
め
つ
つ
読
む
正
統
的
な
方
法
で
注

釈
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
先
行
の
類
型
に
納
ま
ら
な
い
表
現
の
多
さ
に

驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
新
奇
な
言
葉
が
一
首
の
躰
を

崩
さ
ず
、
む
し
ろ
一
首
の
要
の
位
置
に
無
理
な
く
す
わ
る
。
先
ほ
ど
も

述
べ
た
が
、
為
村
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
の
は
、
砥
礪
の
手
本
と
仰
ぐ

極
め
て
上
質
の
堂
上
和
歌
が
前
代
に
量
産
さ
れ
、
表
現
の
可
能
性
が
究

極
近
く
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
同
世
代
の
歌
人
た
ち
が

そ
の
高
度
の
表
現
力
に
追
随
す
る
の
が
や
っ
と
だ
っ
た
な
か
で
、
為
村
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は
そ
れ
ら
を
天
分
の
糧
と
し
て
十
分
に
生
か
し
、
さ
ら
な
る
表
現
の
追

求
を
目
ざ
し
て
相
応
の
成
功
を
み
た
の
だ
っ
た
。

と
述
べ
ら
れ
る
。
伝
統
を
遵
守
し
つ
つ
新
し
み
を
も
も
た
せ
る
こ
と
は
、
決

し
て
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
達
成
で
き
た
の
が
為
村
と
い
う
歌

人
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　

久
保
田
氏
の
指
摘
は
表
現
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、
『
源
氏
物
語
』
巻
名

和
歌
を
見
る
に
、
着
想
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
為
村
の
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』
は
、
形
式
の
上
で
も
特

異
な
文
献
だ
か
ら
で
あ
る
。
今
、
『
石
山
寺
資
料
叢
書
』
の
翻
刻
に
よ
っ
て
、

仮
に
「
桐
壺
」
の
本
文
を
掲
げ
る
。

　
　

般
若
心
経

　
　
　

き
り
つ
ぼ

か
ぎ
り
と
て
わ
か
る
る
道
の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
の

ち
な
り
け
り

な
な
き
あ
と
の
露
の
ひ
か
り
に
の
こ
し
け
り
わ
か
る
る
道
の
な
が

き
か
た
み
は 
為
村

　

通
常
、
巻
名
和
歌
に
お
い
て
は
、
題
と
自
詠
と
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
為
村
の
も
の
は
、
す
べ
て
の
和
歌
に
つ
い
て
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
な

形
式
で
記
さ
れ
る
。

　

は
じ
め
に
「
般
若
心
経
」
と
置
か
れ
る
の
は
、
こ
の
資
料
の
、
次
の
よ
う

な
成
立
事
情
に
よ
る１11

。

冷
泉
為
村
が
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
の
春
に
源
氏
物
語
一
部
書
写
の

業
を
遂
げ
、
報
恩
の
た
め
般
若
心
経
を
五
十
四
巻
書
写
し
、
そ
の
各
巻

末
に
源
氏
物
語
の
巻
々
に
寄
せ
て
和
歌
を
二
首
ず
つ
書
き
添
え
て
成
立

し
た
も
の
。
そ
れ
を
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
に
石
山
寺
法
輪
院
に
奉

納
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

題
に
続
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
和
歌
を
一
首
引
用
す
る
（
「
か
ぎ
り
と

て
…
…
」
）
。
ち
な
み
に
、
為
村
は
「
雲
隠
」
を
詠
ん
で
い
な
い
。
こ
の
、『
源

氏
物
語
』
か
ら
必
ず
一
首
を
引
用
す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
が
た
め
に
、

本
文
が
存
在
し
な
い
「
雲
隠
」
を
詠
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
の
「
な
」
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
説
明
を
要
す
る
。
為
村
は
、
五
四
首

の
和
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
「
な
」「
む
」「
く
」「
は
」「
む
」「
せ
」「
を
」「
む
」「
ほ
」「
さ
」

「
つ
」
の
字
を
冒
頭
に
置
い
て
順
に
詠
ん
で
い
る
。
「
桐
壺
」
の
「
な0

き
あ
と

の
…
…
」
に
続
き
、
「
帚
木
」
が
「
む0

な
し
き
は
ふ
せ
や
に
消
ゆ
る
箒
木
の

あ
る
を
あ
り
と
も
た
の
ま
れ
ぬ
世
ぞ
」
、
「
空
蝉
」
が
「
く0

れ
そ
む
る
露
の
木

が
く
れ
た
ち
よ
れ
ば
月
か
げ
す
ず
し
夕
だ
ち
の
あ
と
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
、
為
村
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
の
和
歌
を
必
ず
踏
ま
え
る
、
「
な
む

く
は
む
せ
を
む
ほ
さ
つ
」
の
順
に
歌
の
頭
の
字
を
固
定
す
る
と
い
う
、
独
自

の
条
件
を
複
数
設
け
た
上
で
巻
名
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
制
限
が
あ
る
中
で
、
優
れ
た
歌
を
詠
も
う
と
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
難

し
い
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
為
村
は
、
敢
え
て
こ
う
し
た
形
式
を

自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
る
。



9

　

定
番
で
は
な
い
場
面
を
詠
む
こ
と
、
巻
名
を
あ
ま
り
詠
み
込
ま
な
い
こ
と

も
、
こ
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ

る
の
は
、
か
な
り
の
制
限
を
か
け
た
中
で
和
歌
を
詠
ん
だ
た
め
に
、
結
果
的

に
巻
名
を
詠
む
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
か
つ
珍
し
い
場
面
が
多
く
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
珍
し
い
場
面
を
詠
み
つ
つ
、

か
つ
巻
名
も
詠
み
込
ん
だ
和
歌
も
少
な
か
ら
ず
見
え
る
。
為
村
以
外
の
例
で

あ
る
が
、

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

須
磨

な
く
千
鳥
聞
く
だ
に
す
ま
の
う
ら
悲
し
翅
な
ら
べ
し
友
し
た
ふ
な

る

な
ど
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
季
吟
以
外
の
四
者
が
須
磨
で
の
源
氏
の
感
懐
を

詠
ん
で
い
る１11

の
に
対
し
て
、
こ
の
季
吟
詠
は
頭
中
将
に
よ
る
源
氏
訪
問
を
詠

ん
で
い
る
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
「
す
ま
」
の
語
を
含
ん
で
も
い
る
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

を
と
め

を
と
め
等
が
つ
れ
ま
ふ
衣
の
音
さ
え
て
夜
や
更
け
ぬ
ら
ん
庭
火
し

め
れ
る

　

秋
成
以
外
は
、
夕
霧
と
雲
居
雁
と
の
恋
に
ま
つ
わ
る
内
容
を
詠
ん
で
い

る１11

。
一
方
、
秋
成
が
詠
ん
だ
の
は
老
い
に
つ
い
て
の
源
氏
の
心
境
で
あ
る
が
、

「
を
と
め
」
と
い
う
語
は
用
い
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
為
村
の
巻
名
和
歌
に
、
巻
名
や
そ
れ
に
類
す

る
語
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
が
極
端
に
少
な
い
の
は
、
そ
う
い
っ
た
表
現
を
意

図
的
に
避
け
た
結
果
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
敢
え
て
巻
名
を
詠

み
込
ま
な
い
こ
と
も
、
為
村
の
意
図
的
な
作
詠
方
法
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
巻
名
を
詠
み
込
む
と
、
自
然
と

巻
の
中
心
的
な
場
面
を
詠
む
こ
と
が
多
く
は
な
る
。
そ
こ
で
為
村
は
、
意
図

し
て
巻
名
を
詠
み
込
む
こ
と
を
避
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
り
き
た
り

な
発
想
か
ら
脱
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

先
に
先
行
論
を
引
用
し
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
為
村
は
伝
統
的
な
表
現
も

踏
ま
え
つ
つ
、
新
し
い
表
現
を
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
歌
人
で
あ
っ
た
。

ひ
と
り
の
人
間
が
次
々
と
新
し
い
表
現
で
和
歌
を
詠
む
こ
と
は
、
き
わ
め
て

困
難
で
あ
る
。
し
か
し
為
村
は
、
伝
統
の
中
に
常
に
新
し
み
を
吹
き
込
み
続

け
た
。
そ
う
し
た
新
し
い
表
現
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
為
村
も
様
々
な
工

夫
を
し
た
は
ず
で
あ
る
。
巻
名
和
歌
に
関
し
て
は
、
そ
の
工
夫
の
一
つ
と
し

て
、
形
式
を
特
殊
な
も
の
に
し
て
、
敢
え
て
条
件
を
設
け
た
中
で
新
し
い
発

想
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
巻
名

和
歌
か
ら
は
、
歌
人
の
そ
う
し
た
工
夫
の
、
具
体
的
な
痕
跡
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
五
点
の
『
源
氏
物
語
』
巻
名
和
歌
に
つ
い
て
、
場
面
の
選
択
、
表
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現
（
巻
名
を
詠
み
込
む
か
否
か
）
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
の
特
徴

を
検
討
し
た
。
特
に
冷
泉
為
村
に
つ
い
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
の
和
歌
を

一
首
踏
ま
え
る
、
冒
頭
の
字
を
固
定
す
る
、
巻
名
を
極
力
詠
み
込
ま
な
い
と

い
う
、
複
数
の
条
件
の
も
と
、
き
わ
め
て
不
自
由
な
状
況
で
和
歌
を
詠
ん
で

い
る
点
に
注
目
し
、
そ
の
結
果
為
村
は
他
の
歌
人
と
は
異
な
る
発
想
を
獲
得

し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
わ
ず
か
五
点
の
資
料
を
見
た
の
み
で
は
、
い
え
る
こ
と
は
限

ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
検
討
で
は
、
今
後
の
見
通
し
を
わ
ず
か
に
得
た
に
過

ぎ
な
い
。
さ
ら
に
比
較
対
象
と
す
る
文
献
の
数
を
増
や
し
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

ま
た
、
近
世
の
み
な
ら
ず
中
世
の
巻
名
和
歌
と
く
ら
べ
た
と
き
、
は
じ
め

て
見
え
て
く
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
長
い
時
を
か
け
て
、
多
く
の
歌
人
た

ち
が
、
同
じ
題
材
で
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
。
時
代
の
特
徴
、
歌
人
の
特
徴
な

ど
を
考
え
て
ゆ
く
上
で
の
、
様
々
な
材
料
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
さ

れ
る
。

注１　

『
近
世
文
芸
』
五
五
号
（
一
九
九
二
年
二
月
）
。

２　

『
近
世
雅
文
壇
の
研
究
―
光
格
天
皇
と
賀
茂
季
鷹
を
中
心
に
―
』
（
汲
古

書
院
・
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）
所
収
。

３　

「
近
世
和
歌
と
『
源
氏
物
語
』
―
源
氏
物
語
巻
名
和
歌
の
方
法
―
」（
『
源

氏
物
語
と
江
戸
文
化
―
可
視
化
さ
れ
る
雅
俗
―
』
〈
森
話
社
・
二
〇
〇
八

年
五
月
〉
所
収
）
。

４　

「
松
平
定
信
の
源
氏
物
語
巻
名
和
歌
を
読
む
」（
『
源
氏
物
語
と
和
歌
』〈
青

社
・
二
〇
〇
八
年
一
二
月
〉
所
収
）
。

５　

参
照
、
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
引
用

に
際
し
て
は
、
濁
点
を
補
い
、
漢
字
・
踊
り
字
等
を
現
代
通
行
の
も
の
に

改
め
た
。
ま
た
、
適
宜
送
り
仮
名
を
補
っ
た
。
な
お
、
影
印
等
を
参
照
し

て
翻
刻
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

　
　
　

①　

『
石
山
寺
資
料
叢
書 

文
学
篇 

第
二
』
（
法
藏
館
）

　
　
　

②　

『
石
山
寺
資
料
叢
書 

文
学
篇 

第
二
』
（
法
藏
館
）

　
　
　

③　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
近
世
歌
文
集 

下
』
（
岩
波
書
店
）

　
　
　

④　

『
石
山
寺
資
料
叢
書 

文
学
篇 

第
二
』
（
法
藏
館
）

　
　
　

⑤　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
近
世
歌
文
集 

上
』
（
岩
波
書
店
）

６　

以
下
、『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。

７　

「
浅
茅
は
庭
の
面
も
見
え
ず
、
し
げ
き
蓬
は
軒
を
あ
ら
そ
ひ
て
生
ひ
の

ぼ
る
。
」
・
「
大
き
な
る
松
に
藤
の
咲
き
か
か
り
て
」
・
「
「
惟
光
も
、
「
さ
ら

に
え
分
け
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
蓬
の
露
け
さ
に
な
む
は
べ
る
。
露
す
こ
し

払
は
せ
て
な
む
入
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
」
な
ど
。

８　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

関
屋

た
ま
さ
か
に
あ
ひ
逢
坂
の
関
山
も
も
る
人
あ
れ
ば
か
ひ
や
な
か
ら

ん

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』
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せ
き
や

む
つ
ま
じ
き
契
り
は
し
ら
ぬ
あ
ふ
坂
や
ゆ
き
あ
ふ
み
ち
と
よ
そ
に

き
き
て
も

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

関
屋

　
　
　
　

心
に
は
ゆ
る
せ
し
関
に
あ
ふ
坂
の
山
し
た
雫
袖
ぬ
ら
し
け
り

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

関
屋

う
つ
せ
み
の
も
ぬ
け
の
き
ぬ
の
み
の
う
さ
に
心
ば
か
り
は
あ
ふ
さ

か
の
関

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

関
屋 

飛
騨
守
忠
英 

中
川

は
か
ら
ず
も
け
ふ
こ
そ
め
ぐ
り
逢
坂
や
関
の
こ
か
げ
に
車
と
ど
め

て

９　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

は
つ
ね

は
つ
春
の
初
ね
お
し
ま
ず
な
く
鳥
を
待
ち
え
て
け
ふ
や
し
ば
し
慰

む

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

は
つ
ね

な
れ
も
け
ふ
待
ち
え
し
の
べ
の
初
ね
と
や
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
鶯
の

な
く

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

初
音

　
　
　
　

雪
分
け
て
け
さ
谷
出
で
し
鶯
の
春
の
方
に
は
声
も
こ
ほ
ら
ず

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

初
音

花
鳥
の
色
も
の
ど
け
き
よ
の
春
も
は
や
飛
び
ゆ
か
む
初
音
と
ぞ
み

る

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

初
音　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

維
祺 

秋
山
内
記

　
　
　
　

鶯
の
初
音
の
ど
け
き
は
る
に
け
ふ
御
前
の
山
の
小
松
を
ぞ
ひ
く

11　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

行
幸

　
　
　
　

明
ら
け
き
君
が
み
ゆ
き
の
光
り
に
は
大
原
山
の
神
も
め
で
け
ん

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

み
ゆ
き

を
の
が
ど
ち
め
か
り
し
ほ
く
む
海
人
の
子
が
沖
つ
玉
も
を
か
づ
く

ひ
ま
な
さ

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

行
幸

小
塩
山
み
ゆ
き
の
た
め
し
野
に
み
ち
て
打
ち
ち
る
雪
に
御
鷹
よ
ぶ

声

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』
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み
ゆ
き

う
ち
き
ら
し
ふ
り
し
み
ゆ
き
に
音
無
の
滝
の
し
ら
い
と
み
だ
れ
そ

め
つ
つ

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

行
幸　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

躬
弦 

安
田
公
庵

　
　
　
　

す
り
衣
袖
に
打
ち
ち
る
行
幸
こ
そ
神
代
も
き
か
ぬ
大
は
ら
の
山

　
　

①
・
③
・
⑤
は
行
幸
の
様
子
、
②
・
④
は
玉
鬘
に
ま
つ
わ
る
事
柄
を
詠

ん
で
い
る
。

11　

詠
ま
れ
る
場
面
が
多
岐
に
わ
た
る
も
の
は
少
な
い
が
、
た
と
え
ば
「
鈴

虫
」
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

鈴
虫

す
ず
む
し
の
声
に
み
だ
れ
て
あ
ぢ
き
な
く
ふ
り
捨
て
し
よ
に
猶
か

へ
れ
と
や

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

す
ず
む
し

む
さ
し
の
の
か
ぎ
り
や
い
づ
こ
秋
の
夜
の
月
に
尾
花
の
末
ぞ
し
ら

れ
ぬ

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

鈴
虫

そ
れ
に
と
て
つ
げ
し
心
を
笛
竹
の
ふ
し
た
が
へ
り
と
な
げ
き
て
ぞ

よ
る

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

鈴
虫

す
ず
む
し
の
ひ
び
き
も
ひ
と
つ
法
の
声
に
こ
こ
ろ
の
外
の
露
か
か

る
ら
む

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

（
鈴
虫
） 

入
道
逸
阿 

小
笠
原
孫
兵
衛

つ
く
り
な
す
野
べ
に
は
な
ち
し
む
し
の
音
の
さ
だ
め
を
し
つ
つ
月

を
み
る
哉

　
　

①
・
④
は
女
三
の
宮
の
出
家
、
②
は
冷
泉
院
の
実
父
（
源
氏
）
へ
の
思

い
、
③
は
源
氏
・
柏
木
・
薫
と
源
氏
・
冷
泉
院
の
父
子
関
係
、
⑤
は
八
月

十
五
夜
の
鈴
虫
の
宴
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　

な
お
、
⑤
で
は
、
「
鈴
虫
」
巻
に
つ
い
て
は
、
林
衡
の
漢
詩
と
逸
阿
の

和
歌
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
題
は
、
林
衡
の
漢
詩
に
の
み
付
さ
れ
て
い

る
。
詠
ま
れ
た
場
面
は
、
漢
詩
と
和
歌
と
は
同
じ
。

11　

『
源
氏
物
語
』
登
場
人
物
の
う
ち
で
誰
の
心
境
を
詠
ん
だ
も
の
か
、
和

歌
の
重
点
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
部
分
で
の
若
干
の
差
異

は
、
今
回
は
問
題
に
し
な
い
。
詠
ま
れ
た
場
面
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
同
一

場
面
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
扱
う
。
明
ら
か
に
他
と
異
な
る
場
面
が
詠
ま

れ
た
も
の
の
み
、
異
な
る
場
面
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
検
討
す
る
。

11　

物
語
本
文
の
な
い
「
雲
隠
」
巻
に
つ
い
て
も
詠
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
。

11　

「
紅
葉
の
賀
」

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』
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紅
葉
賀

　
　
　
　

舞
人
の
紅
葉
の
か
ざ
し
さ
し
か
え
て
顔
の
匂
ひ
を
そ
ふ
る
白
菊

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

も
み
ぢ
の
賀

を
き
そ
へ
ば
猶
さ
き
そ
ひ
て
な
で
し
こ
の
花
に
色
わ
く
ま
せ
の
朝

露

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

紅
葉
賀

も
み
ぢ
葉
の
光
を
け
ふ
は
照
り
そ
へ
て
千
秋
と
君
を
い
は
ふ
べ
ら

な
り

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

紅
葉
賀

心
な
ら
で
立
ち
ま
ふ
そ
で
は
紅
ぢ
ば
の
う
つ
ろ
ふ
秋
の
色
と
し
り

き
や

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

紅
葉
賀 

周
防
守
高
備 
京
極

青
海
の
波
の
立
ち
ゐ
に
か
ざ
せ
る
も
入
る
日
を
い
ろ
の
紅
葉
々
の

か
げ

　
　

①
・
③
・
④
・
⑤
は
舞
を
舞
う
源
氏
の
美
し
さ
、
②
の
み
若
宮
（
後
の

冷
泉
帝
）
の
誕
生
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　

「
澪
標
」

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

水
尾
尽

　
　
　
　

姫
松
の
陰
頼
む
身
は
数
な
ら
ぬ
歎
き
を
何
に
す
み
よ
し
の
岸

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

み
を
つ
く
し

く
る
宵
を
か
け
て
た
の
む
も
い
か
な
ら
む
わ
か
れ
を
お
し
む
そ
で

の
朝
露

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

澪
標

忘
ら
る
る
身
は
か
つ
し
れ
ど
墨
江
の
浜
に
よ
り
こ
し
か
ひ
は
有
り

け
り

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

標

い
つ
と
て
も
ぬ
れ
ず
や
は
あ
る
み
を
つ
く
し
深
き
契
の
し
る
し
ば

か
り
に

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　

 

　
　
　

標
澪 

若
狭
守
忠
通 

水
野

難
波
な
る
え
に
し
も
深
き
み
を
つ
く
し
し
る
べ
た
が
は
で
逢
ふ
よ

し
も
が
な

　
　

①
・
③
・
④
・
⑤
は
明
石
の
君
の
物
思
い
、
②
の
み
六
条
御
息
所
の
死

を
詠
ん
で
い
る
。

　
　

「
絵
合
」

　
　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』
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絵
合

　
　
　
　

く
ら
べ
み
ん
絵
嶋
の
磯
も
遠
け
れ
ば
心
に
さ
は
ぐ
す
ま
の
浦
波

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

絵
あ
は
せ

せ
き
い
る
る
こ
こ
ろ
の
内
を
さ
ぞ
と
し
も
し
ら
ぬ
涙
の
滝
の
み
な

か
み

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

絵
合

須
ま
の
浦
に
す
み
は
は
て
じ
と
絵
に
う
つ
し
こ
と
に
か
こ
ち
て
け

ふ
を
待
ち
け
り

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

絵
合

は
か
な
さ
の
心
く
ら
べ
の
う
つ
し
絵
に
そ
の
よ
の
人
の
け
し
き
を

ぞ
み
る

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

絵
合 

河
内
守
昌
始 
朝
比
奈

か
き
つ
め
て
心
の
花
の
う
つ
し
ゑ
に
色
を
あ
ら
そ
ふ
春
の
手
す
さ

み

　
　

①
・
③
・
④
・
⑤
は
絵
合
の
催
し
、
②
の
み
斎
宮
に
対
す
る
朱
雀
院
の

想
い
を
詠
ん
で
い
る
。

11　

『
近
世
冷
泉
派
歌
壇
の
研
究
』
（
翰
林
書
房
・
二
〇
〇
三
年
二
月
）
。

11　

『
石
山
寺
資
料
叢
書 

文
学
篇 

第
二
』
解
説
。

11　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

須
磨

名
に
た
て
る
月
の
と
だ
へ
は
す
ま
の
浪
う
ら
の
み
る
め
も
秋
に
そ

ひ
ぬ
る

　
　

③　

秋
成
『
藤
簍
冊
子
』

　
　
　
　
　
　

須
磨

心
か
ら
身
は
山
が
つ
に
や
つ
せ
ど
も
猶
こ
り
ず
ま
の
う
ら
な
げ
き

し
て

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

須
磨

お
ぼ
ろ
よ
の
春
の
都
の
う
き
や
思
ふ
す
ま
の
う
ら
わ
の
月
の
み
る

め
に

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

須
磨 

日
向
守
利
和 

巨
勢

須
磨
の
浦
に
さ
す
ら
ひ
て
こ
そ
あ
ま
の
か
る
う
き
め
を
さ
へ
も
思

ひ
し
り
ぬ
れ

11　

①　

季
吟
『
石
山
寺
奉
納
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

乙
女

遠
ざ
か
る
人
を
雲
ゐ
に
こ
ふ
る
と
て
天
津
乙
女
を
よ
そ
へ
て
ぞ
み

る

　
　

②　

為
村
『
般
若
心
経
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

を
と
め
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さ
ぞ
と
し
も
つ
れ
な
く
人
は
思
は
ず
や
身
の
う
き
ほ
ど
の
つ
も
る

恨
み
を

　
　

④　

定
信
『
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

乙
女

へ
だ
て
こ
し
雲
の
絶
え
ま
の
な
ぐ
さ
め
に
を
と
め
の
袖
を
ひ
き
や

と
ど
め
し

　
　

⑤　

『
詠
源
氏
物
語
和
歌
』

　
　
　
　
　
　

乙
女 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊
後
守
頼
常 

肥
田

　
　
　
　

秋
の
夜
の
哀
れ
を
そ
へ
て
鳴
き
わ
た
る
雲
井
の
雁
に
荻
の
上
風

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
藤
女
子
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
会
二
〇
一
六
年
度
研
究
発
表

会
（
二
〇
一
六
年
六
月
二
五
日
・
於 

藤
女
子
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
「
近

世
の
『
源
氏
物
語
』
和
歌
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
、
ま
た

発
表
後
に
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
や
ま
も
と　

す
い
こ
／
本
学
教
授
）


