
『

源
氏
物
語
大
成』

(

以
下

『
大
成』

と
略
す)

で
は
底
本
に
つ
い
て
、｢

藤
原
定
家
ノ
青
表
紙
本
ヲ
以
テ
之
ニ
當
テ
ル
コ
ト
ト
シ
、

花
散
里
・
柏
木
・
早
蕨
ノ
三
帖
ハ
現
存
ス
ル
定
家
本｣

、
他
は

｢

現
存
諸
本
中
定
家
本
ノ
形
態
ヲ
最
モ
忠
実
二
伝
ヘ
テ
ヰ
ル
ト
考
ヘ

ラ
レ
ル
大
島
本｣

を

｢

用
ヰ
タ｣

と
あ
る
。
こ
こ
に
は

『

大
成』

で
は
青
表
紙
本
の
基
準
が
定
家
本
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
最
も
近

い
本
文
が
大
島
本
で
あ
る
と
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
大
島
本
が
こ
れ
を
欠
く

｢

浮
舟｣

以
外
に
も
、｢

補
写｣

の

｢

桐
壺
・
夢
浮
橋｣

、｢

別
本
系
統
ノ
本
文｣

と
さ
れ
た

｢

初
音｣

(

以
下
帖
は

｢
｣

と
す
る)

の
三
帖
に
つ
い
て
は
、
次
の
如

く

｢

但
シ｣

と
し
て
、｢

大
島
本
に
次
グ
ベ
キ
地
位
ヲ
有
ス
レ
池
田
本｣

を

｢

用
ヰ
タ｣

と
あ
る
。
な
ぜ

｢

桐
壺
・
夢
浮
橋｣

、｢

初

音｣

な
ど
の
巻
は
、
検
証
が
な
い
ま
ま
不
採
用
と
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
巻
は
大
島
本
と
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ

ら
に

『

大
成』

に
採
用
さ
れ
た
巻
も
、
校
異
欄
に
し
か
当
初
の
本
文
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
検
証
が
な
い
ま
ま
に
校
訂
後
の
本

文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
重
大
な
問
題
を
積
み
残
し
た
ま
ま
、『

大
成』

に
示
さ
れ
た
基
準
・
考
え
方
は
現

在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
る
。
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現
代
の
注
釈
書

『

古
典
セ
レ
ク
シ
ョ
ン』

(

以
下

『

セ
レ
ク
シ
ョ
ン』

と
略
す)

で
は
、
底
本
は

｢

数
種
の
青
表
紙
諸
本｣

で

｢
校
訂｣

し
た
と
し
、
定
家
本
は

｢

花
散
里
・
柏
木
・
早
蕨｣

三
帖
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
次
に
明
融
本

(

定
家
本
と
重
な
る

｢

花

散
里
・
柏
木｣

を
除
く)

七
帖

｢

桐
壺
・
帚
木
・
花
宴
・
若
菜
上
下
・
橋
姫
・
浮
舟｣

と
伝
定
家
筆
本

｢

野
分｣

が
採
用
さ
れ
て
い

る
。｢
夢
浮
橋｣

と

｢

初
音｣

は

『

大
成』

同
様
に
池
田
本
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
定
家
本
を
第
一
と
す
る

『

大
成』

の
基
準
が
踏

襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て

『

新
日
本
古
典
文
学
大
系』

(

以
下

『

新
大
系』

と
略
す)

で
は
、｢

浮
舟｣

一
帖

は
池
田
本
と
し
、
他
の
帖

｢

五
十
三
冊｣

は

｢

大
島
本
を
用
い
る｣

と
す
る
。
と
こ
ろ
が
付
録
の

｢

大
島
本
の
様
態｣

を
見
る
と
、

見
セ
ケ
チ
・
抹
消
に
つ
い
て
は

｢

後
に
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
補
訂
を
も
取
り
入
れ
た｣

と
あ
る
。
な
ぜ
か
こ
こ
で
も
当
初
の
大

島
本
の
本
文
は
、
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
退
け
ら
れ
て
い
る
。『

新
大
系』

で
も
大
島
本
の
本
文
は
後
の
校
訂
本
文
が
採

用
さ
れ
、
当
初
の
本
文
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
現
代
の
注
釈
書
は
、『

大
成』

の
基
準
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
現
在
、
当
初
の
大
島
本
の
姿
の
ま
ま
で
読
む
こ
と
は
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
背
景
に
は
、『

大
成』

に
示
さ
れ
た
定
家
自
筆
本
が
第
一
と
い
う
基
準
が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
は
た
し
て

『

大
成』

の
示
す
基
準
は
、
基
準
た
り
得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在

｢

花
散
里｣

に
つ
い
て
は
定
家
自
筆

本
は
底
本
と
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
先
に
当
初
の
大
島
本

(

１)

｢

花
散
里｣

を
検
討

(

２)

し
た
と
こ
ろ
、
諸
本
が
麗
景
殿

｢

女
御｣

と
す
る
二
箇
所
が
、
当
初
の
大
島
本
で
は
と
も
に

｢
女｣

と
あ
っ
た
。
当
初
の
大
島
本
の
み
の
本
文
で
あ
り
、
前
後
の
語

法
・
文
の
叙
述
な
ど
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
全
く
問
題
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
文
の
内
容
に
つ
い
て
全
体
の
検
討
を
行
な
っ
た
結

果
、
こ
れ
ま
で
齟
齬
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
花
散
里
に
つ
い
て
の
矛
盾
が
ま
っ
た
く
な
く
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
当
初
の
大
島
本

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
降
の
巻
と
も
連
続
・
矛
盾
な
く
繋
が
っ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
花
散
里
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、

当
初
の
大
島
本
で
は
定
家
本
・
他
の
青
表
紙
本
諸
本
と
異
な
り
、｢

花
散
里｣
か
ら
既
に
女
主
人
公
と
し
て
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
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て
い
る
。
二
箇
所
の
大
島
本
の
み
の｢

女｣

と
あ
る
箇
所
は
、
花
散
里
と
い
う
人
物
像
に
関
わ
る
重
要
な
本
文
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
結
果
か
ら
、
当
初
の
大
島
本
が
源
氏
物
語
の
重
大
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
を
解
決
し
得
る
可
能
性
を
秘
め
た
本
文
で

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

一

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
別
本
系
統
の
本
文
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
当
初
の
大
島
本

(

以
後
大
島
本
と
す
る)

｢

初
音｣

の

補
訂
箇
所
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
本
文
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
な
お
今
回
は
角
度
を
変
え
て
、
補
訂
箇
所
の
当
初

の
大
島
本

｢

初
音｣

の
表
記
・
助
詞
・
語
句
な
ど
に
つ
い
て
、
す
べ
て
大
島
本

『

源
氏
物
語』

全
体
を
通
し
た
本
文
の
中
に
位
置
付

け
て
そ
の
整
合
性
を
問
う
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
初
の
大
島
本

｢

初
音｣

が
大
島
本

『

源
氏
物
語』

の
中
に
位
置
付
け
ら

れ
る
か
否
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

大
島
本
の
補
訂
箇
所
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
表
に
し
た
。
上
段
か
ら
順
に
、
丁
数
行
、
大
島
本
の
本
文
、
そ
れ

に
一
致
す
る
諸
本
名
、
補
訂
後
の
大
島
本
の
本
文

(｢
大
島
本

(

補)｣

と
す
る)

、
そ
れ
に
一
致
す
る
諸
本
名
を
あ
げ
た
。
な
お
補

訂
本
文
に
つ
い
て
は
、
時
代
的
な
差
違
、
朱
墨
な
ど
の
相
違
、
漢
字
仮
名
の
区
別
は
問
わ
な
い

(

３)

。
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番
号

丁
数
行

大
島
本

大
島
本
に
一
致
本

大
島
本

(

補)

大
島
本

(

補)

に
一
致
本

１

一
オ
８

御
方
�
�
の
御
ま
へ
の
あ
り

さ
ま
と
も

麦
阿

御
方
�
�
の
あ
り
さ
ま

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
尾
陽
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２

一
ウ
８

も
て
つ
け
て

保
東

め
や
す
く
も
て
つ
け
て

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
尾

陽

３

二
オ
３

い
は
ひ
事
と
も

い
は
ひ
事
と
も
か
な

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

尾
麦
阿
陽

４

二
オ
５

御
さ
ま

保
東

御
あ
り
さ
ま
を

池
肖
日
伏
高
平
国
尾
麦
阿
陽

５

四
ウ
１

き
か
は
し

き
こ
え
か
は
し

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

６

五
オ
10

こ
ゝ
こ
そ

保

こ
こ
そ

池
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
東
尾

麦
阿
陽

７

六
オ
９

上
風

追
風

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

８

六
ウ
６

し
ゝ
う

し
ゝ
う
を

池
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
尾
麦

阿
陽

９

六
ウ
10

さ
う
か
ち
な
と
も

さ
う
か
ち
な
と
に
も

肖
日
前
国
平
陽

10

六
ウ
10

さ
え
か
ゝ
す

池
日
麦
阿
池
伏
高
尾

さ
れ
か
ゝ
す

肖
前
国
陽

11

七
オ
２

あ
は
れ
る

あ
は
れ
な
る

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

12

七
オ
４

ふ
る
す
を
と
つ
る

麦
池
御
高
尾

ふ
る
す
を
と
へ
る

肖
日
伏
穂
前
平
保
国
阿
陽

13

七
オ
４

ま
ち
て
た
る

ま
ち
出
た
る

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

14

七
ウ
10

な
さ
け
や
け
し

な
ま
け
や
け
し

池
肖
日
伏
穂
高
平
国
保
東
尾

麦
阿
陽
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15

八
オ
６

御
と
の
こ
も
り

池
肖
日
伏
穂
高
平
国
保
東
尾

麦
阿
陽

と
の
こ
も
り

16

八
オ
７

り
ひ
し
か
く

り
む
し
か
く

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

17

八
ウ
７

心
な
と
の

心
な
と

池
御
肖
日
伏
前
高
平
国
保
東

尾
麦
阿
陽

18

九
オ
７

へ
た
て

へ
た
て
て

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

19

九
ウ
８

日
か
す
す
く
し
て

日
こ
ろ
す
く
し
て

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

20

一
〇
オ
９

か
さ
ね
の
う
ち
き

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

か
さ
ね
の
き
ぬ

21

一
〇
ウ
10

御
そ
も
の
な
と

池
伏
穂
高

御
そ
と
も
の
事
な
と

御
肖
陽

22

一
一
ウ
１

さ
へ
き

さ
る
へ
き

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

23

一
二
オ
９

仏
の
御
か
さ
り

御
保
東
尾

経
仏
の
御
か
さ
り

池
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
麦
阿

陽

24

一
二
ウ
５

む
つ
ひ

御
肖
日
伏
前
高
平
国
保
東
尾

麦
阿
陽

御
む
つ
ひ

25

一
二
ウ
９

思
給
へ
し
ら
れ
け
る

東

思
給
へ
し
ら
れ
侍
け
る

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

尾
麦
阿
陽



以
上
の
例
か
ら
見
て
も
、
大
島
本
は
他
の
本
文
と
は
表
記
・
助
詞
・
語
句
な
ど
が
相
当
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
補
訂
さ

れ
て
い
る
本
文
は
大
部
分
が
現
存
す
る
諸
本
に
一
致
す
る
が
、
文
中
に
混
入
し
て
い
る
26
・
33
の
例
か
ら
は
、
現
存
す
る
諸
本
に
は
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26

一
三
オ
３

一
本
お
も
ふ
た
の
む
と
の
た

ま
ふ

お
も
ふ
と
の
た
ま
ふ

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保

東
尾
麦
阿
陽

27

一
四
オ
２

さ
ま
�
�
ま
ね
く

さ
ま
�
�
あ
ま
ね
く

東

28

一
五
オ
３

し
た
か
さ
ね

国
保
東
尾
麦
阿

し
ら
か
さ
ね

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
陽

29

一
五
オ
７

君
た
ち
そ
こ
ら
に
す
く
れ
て

池
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
保
東

尾
陽

君
た
ち
そ
こ
と
に
す
く
れ
て

御
麦
阿

30

一
五
オ
10

ゑ
に

保
東

ゑ
に
も

池
御
肖
日
伏
穂
前
高
平
国
尾

麦
阿
陽

31

一
五
ウ
４

霞
の
な
か
と

保

霞
の
う
ち
か
と

池
御
肖
日
伏
前
平
国
麦
阿

32

一
五
ウ
５

さ
る
は
か
う
こ
む
し
の
よ
は

な
れ

御
保

さ
る
は
か
う
こ
し
の
よ
は
な

れ

肖
日
伏
高
国
尾

33

一
五
ウ
６

一
本
か
う
さ
し
の
い
と
も
よ

は
な
れ
た
る

さ
る
は
か
う
こ
し
の
い
と
も

よ
は
な
れ
た
る

34

一
五
ウ
９

ひ
や
う
し
に
も

保
東

ひ
や
う
し
も

池
肖
日
穂
平
国
尾
陽

35

一
六
オ
１

え
か
へ
り
給
は
す

保

か
へ
り
わ
た
り
給
ひ
ぬ

池
肖
日
穂
平
国
麦
阿
陽

36

一
六
ウ
３

う
る
せ
か
め
り

う
る
さ
か
め
り

御
肖
日
伏
前
高
平
国
保
東
尾

阿
陽

37

一
六
ウ
10

心
を
つ
く
し

保
東

心
け
さ
う
を
つ
く
し

池
肖
日
伏
穂
高
平
国
尾
陽



な
い
本
文
も
見
ら
れ
る
。
補
訂
箇
所
は
本
文
の
い
ず
れ
か
を
め
ぐ
っ
て
解
釈
が
分
か
れ
て
い
く
部
分
ゆ
え
に
、
様
々
な
本
文
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
こ
う
し
た
興
味
深
い
事
実
は
、
角
度
を
変
え
て
見
る
と
大
島
本

｢

初
音｣

が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
見
え
て

く
る
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
補
訂
箇
所
の
部
分
を
本
文
に
従
っ
て
読
み
解
い
て
い
け
ば
、
い
ず
れ
の
本
文
が

『

源
氏
物
語』

に
沿
っ
た
本
文
で
あ
る
か
が
明
確
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
補
訂
箇
所
を
、
次
の
よ
う
に
働
き

に
よ
っ
て
い
く
つ
か
に
分
け
た
。
本
稿
で
は
、
分
類
の
う
ち
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
論
ず
る

(

Ｄ
に
つ
い
て
は
、
別
に
後
考
す
る)

。

Ａ
書
風
・
表
記

(
７
・
16
・
32
・
22
・
５
・
11
・
13)

Ｂ
傍
記
の
混
入

(
26
・
33)

Ｃ
助
詞
な
ど
文
法
的
な
相
違

(

３
・
６
・
８
・
９
・
17
・
18
・
30
・
31
・
34)

Ｄ
語
句
な
ど
の
相
違

(

１
・
２
・
４
・
10
・
12
・
14
・
15
・
19
・
20
・
21
・
23
・
24
・
25
・
26
・
27
・
28
・
29
・
33
・
35
・
36
・

37)

Ａ
か
ら
順
次
、
検
討
を
し
よ
う
。

Ａ
大
島
本
の
書
風
・
表
記

大
島
本

｢

初
音｣

に
は
、
他
の
諸
本
と
異
な
っ
て
い
る
書
風
・
表
記
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
何
に
起
因
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

書
風
に
つ
い
て

７
で
は
、
大
島
本
以
外
の
諸
本
は
す
べ
て

｢

追
風｣

で
あ
る
。
光
源
氏
が
年
賀
に
明
石
の
君
を
訪
問
す
る
。
す
る
と
御
簾
の
内
か

ら
薫
風
が
優
雅
に
漂
っ
て
く
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
諸
本
の
如
く｢

追
風｣
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
大
島
本
で
は｢

上｣

と
も｢

追｣
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と
も
見
分
け
の
つ
か
な
い
草
体
で
書
か
れ
、
傍
書
に

｢

追｣

と
あ
る
。
親
本
が

｢

上｣

に
よ
く
似
た

｢

追｣

の
草
体
だ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。｢

上｣

と
見
間
違
わ
れ
な
い
た
め
に
、｢

追｣

を
傍
書
し
た
の
で
あ
る
。
７
で
は
、
大
島
本
は
再
度

｢

追｣

を
傍
ら
に
記
し

た
に
す
ぎ
な
い
。
16

｢

り
ひ
し
か
く｣

は
諸
本
は
す
べ
て

｢

り
む
し
か
く｣

で
あ
る
。｢

り
ひ
し
か
く｣

と
す
る
例
は
こ
こ
の
み
で

あ
り
、
あ
る
い
は
こ
こ
も
親
本
の

｢

む｣

が

｢

ひ｣

に
よ
く
似
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
７
・

16
は
、
大
島
本
が
親
本
の
書
風
や
表
記
を
よ
く
伝
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
も
に
諸
本
と
の
異
同
を

示
す
箇
所
で
は
な
い
。

表
記
〈
音
便
〉
に
つ
い
て

32
で
は
大
島
本
は
、｢

高
巾
子｣
を
｢

か
う
こ
む
し｣

(｢

傍
記
の
混
入｣

で
も
後
述)

、
保
坂
本
・
東
大
本
は
大
島
本
の

｢

む｣

を

｢

ん｣

と
し
て

｢

か
う
こ
ん
し｣

、
他
の
多
く
の
諸
本
は
こ
れ
を
表
記
せ
ず

｢

か
う
こ
し｣

と
あ
る
。
こ
う
し
た
大
島
本
が

｢

む｣

と

表
記
す
る
用
例
は｢

初
音｣

に
も
次
の
よ
う
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。｢

た
る
ま
し
く
な
む｣

(

一
オ
９)

・｢

あ
ら
む
か
し｣

(

二
オ
３
・

三
オ
・
10)

な
ど
、
数
箇
所
を
除
き

｢

む｣
の
表
記
で
あ
る
。
多
く
の
諸
本
も
大
島
本
の

｢

む｣

に
一
致
す
る
場
合
が
多
い
が
、

｢

ん｣

の
表
記
の
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
大
島
本
・
多
く
の
諸
本
が

｢

む｣

の
表
記
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
32
で
は
大
島
本
は

｢

む｣

の
表
記
を
伝
え
て

｢
か
う
こ
む
し｣

と
し
、
諸
本
は
こ
れ
を
伝
え
ず

｢

か
う
こ
し｣

と
し
た
た
め

に
、
大
島
本
と
諸
本
と
の
本
文
と
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

22
大
島
本

｢

さ
へ
き｣

は
音
便

｢

さ
ん
へ
き｣

の

｢

ん｣

が
無
表
記
に
な
っ
て
い
る
が
、
諸
本
で
は

｢

さ
る
へ
き｣

と
あ
る
。
大

島
本
で
も
ほ
と
ん
ど
の
例
は｢

さ
る
へ
き｣

と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に｢

さ
へ
き｣

と
表
記
す
る
の
は
五
例
の
み
で
あ
る

(

４)

。

一
方
大
島
本
が｢

さ
へ
き｣

と
す
る
他
の
用
例
を
見
る
と
、｢

若
紫｣

は
池
田
本
・
御
物
本
・
国
冬
本
・
日
大
本
・
穂
久
邇
文
庫
本
・

362



伏
見
天
皇
本
、｢

行
幸｣

は
国
冬
本
、｢

橋
姫｣

で
は
陽
明
本
・
国
冬
本
・
言
経
本
な
ど
と
一
致
し
て
い
る
。
諸
本
も
、
こ
う
し
た

｢
さ
へ
き｣

と
す
る
表
記
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
島
本
の
五
例
は
全
体
に
亘
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
み
を
音
便

｢

さ
へ
き｣

に
し
た
理
由
が
見
あ
た
ら
な
い
。、
22
は
、
大
島
本
は
親
本
が
伝
え
る

｢

さ
へ
き｣

を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

表
記
〈
平
仮
名
〉
に
つ
い
て

５｢

き
か
は
し｣
、
11｢

あ
は
れ
る｣

、
13｢

ま
ち
て
た
る｣

で
は
、
い
ず
れ
も
語
法
的
に
成
り
立
た
ず
、
か
つ
意
味
も
取
れ
な
い
。

そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
を
前
後
の
本
文
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

５
は
、
大
島
本
で
は

｢
き
か
は
し｣

と
あ
る
が
、
諸
本
は

｢

き
こ
え
か
は
し｣

ま
た
は

｢

聞
え
か
は
し｣

と
あ
る
。
前
後
の
本
文

を
見
る
と
、
大
島
本
で
は

｢

い
と
む
つ
ま
し
く
あ
り
か
た
か
ら
む
い
も
せ
の
契
は
か
り
き
か
は
し
給
ふ｣

と
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
諸

本
の
異
同
は
、｢

ち
き
り
は
か
り｣
を

｢
ち
き
り
は
か
り
に｣

〈
穂
陽
〉
と
あ
る
以
外
に
語
句
の
異
同
は
な
い
。
光
源
氏
が
新
春
の

祝
い
に
花
散
里
を
訪
れ
た
段
で
あ
る
。
前
文
に

｢

い
ま
は
あ
な
か
ち
に
ち
か
や
か
な
る
御
あ
り
さ
ま
に
も
も
て
な
し
き
こ
え
給
は
さ

り
け
り｣

と
あ
り
、
光
源
氏
は
花
散
里
に
対
し
て
褥
を
共
に
す
る
気
持
ち
が
な
い
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、｢

い

と
む
つ
ま
し
く
あ
り
か
た
か
ら
む
い
も
せ
の
契
は
か
り
き
か
は
し｣

と
、
め
っ
た
に
な
い
仲
睦
ま
じ
い
夫
婦
程
度
の
語
ら
い
を
交
わ

す
と
い
う
の
で
あ
る
。｢

き
こ
え
か
は
し｣

と
あ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
大
島
本
に
は

｢

き
か
は
し｣

と
あ
る
の
か
。
大

島
本
の
親
本
は

｢

聞
か
は
し｣

と
あ
り
、｢

聞｣

を

｢

き
こ
え｣
と
読
ま
せ
る
本
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
を
大
島
本
書
写

者
が
仮
名
に
す
る
際
に
、｢

聞｣

を

｢

き｣

と
読
み
、
仮
名
に
し
て

｢
き｣

｢

か
は
し｣

と
表
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
５
大
島
本

｢

き

か
は
し｣

は
、
親
本
で
は

｢

聞
か
は
し｣

と
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
箇
所
で
あ
る
。

５
大
島
本

｢

き
か
は
し｣

は
、
親
本
で
は
本
来

｢

聞
か
は
し｣

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
５
大
島
本

｢

き
か
は
し｣

は
、
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諸
本

｢

き
こ
え
か
は
し｣

と
対
立
す
る
本
文
で
は
な
く
、
大
島
本
書
写
の
際
に
親
本
の
漢
字

｢

聞｣

を

｢

き｣

と
読
み
記
し
た
た
め

に
、
意
味
の
と
れ
な
い
語
句
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
大
島
本
で
は
、
親
本
の
漢
字
を
仮
名
表
記
に
す
る
試
み

が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

11
は
、
大
島
本
で
は

｢

あ
は
れ
る
ふ
る
こ
と
ゝ
も
か
き
ま
せ
て｣

と
あ
る
。
大
島
本
が

｢

あ
は
れ
る｣

と
あ
る
以
外
は
、
諸
本
は

｢

哀
な
る｣
ま
た
は

｢

あ
は
れ
な
る｣

の
表
記
で
あ
る
。
明
石
の
姫
君
か
ら
の
御
返
事

｢

小
松
の
御
か
へ
り｣

が
あ
っ
た
の
で
、
そ

れ
に
対
し
て
明
石
の
君
が
古
歌

｢

あ
は
れ
る
ふ
る
こ
と｣

を
加
え
入
れ
て
、
さ
ら
な
る
御
返
歌
を
し
た
た
め
た
の
で
あ
る
。
大
島
本

で
も
当
然

｢

あ
は
れ
な
る｣

と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
、
意
味
も
と
れ
な
い

｢

あ
は
れ
る｣

と
な
っ
て
い
る
の
か
。
５
の
場
合

と
同
様
に
、
大
島
本
の
親
本
は

｢

哀
る｣

と
あ
り
、｢

哀｣

を

｢

あ
は
れ
な｣

と
読
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
大
島
本
の
書

写
者
が

｢

哀｣

を

｢

あ
は
れ｣
と
読
み
、
こ
れ
を

｢

あ
は
れ｣

｢

る｣

と
表
記
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
こ
の

｢

あ
は

れ
る｣

に
つ
い
て
も
、
諸
本
の

｢

あ
は
れ
な
る｣

と
対
立
す
る
異
文
で
は
な
く
、
漢
字
か
ら
仮
名
表
記
に
す
る
際
に
問
題
が
生
じ
た

部
分
で
あ
る
。

13
に
つ
い
て
も
、
５
・
11
同
様
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
大
島
本

｢

ま
ち
て
た
る｣

、
諸
本
は

｢

ま
ち
出
た
る｣

ま
た
は

｢

ま
ち

い
て
た
る｣

の
表
記
で
あ
る
。
大
島
本
も
諸
本
の
如
く

｢
ま
ち
い
て
た
る｣

と
表
記
す
べ
き
箇
所
で
あ
る
。
大
島
本
の
他
の
一
二
例

で
は

｢

ま
ち
い
て｣

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
大
島
本
に
は
他
に
も
次
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
同
種
の
表
記
例
が
見
ら
れ
る
。

｢

心
に
ま
か
せ
て
い
ひ
て
給
へ
る
も｣

(｢

若
菜
下｣

九
二
オ
・
８)
と
あ
る
。｢

口
に
出
す｣

意
だ
か
ら

｢

い
ひ
い
て｣

と
す
べ
き
だ

が
、｢

い
ひ
て｣

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
一
三
例
は

｢

い
ひ
い
て｣
、
三
例
は

｢

い
ひ
出｣

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
親
本
は

｢

い

ひ
出｣

と
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
こ
の
例
で
も
、
親
本

｢

い
ひ
出｣
の

｢

出｣

を
仮
名
に
す
る
際
に

｢

で｣

と
読
み
、
こ
れ

を

｢

て｣

と
表
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
大
島
本
の
親
本
は

｢

ま
ち
出
た
る｣

で
あ
り
、
大
島
本
は
仮
名
で

｢

ま
ち
い
て
た
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る｣

と
表
記
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
13
の
大
島
本

｢

ま
ち
て
た
る｣

は
、
諸
本

｢

ま
ち
出
た
る｣

と
対
立
す
る
異
文
で
は
な

く
、
大
島
本
が
親
本
の
漢
字
か
ら
仮
名
表
記
に
す
る
際
に
問
題
が
生
じ
た
の
で
で
あ
る
。

Ａ
は
、
大
島
本
が
親
本
の
保
持
す
る
書
風
・
表
記
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
箇
所
で
あ
る
。
親
本
の
筆
や
古
い
表

記
な
ど
を
伝
え
て
い
る
ゆ
え
に
、
他
の
諸
本
と
は
本
文
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
大
島
本
は
親
本
の
漢
字
を
仮
名
表
記

に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
際
に
漢
字
を
誤
っ
て
読
ん
だ
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。

Ｂ
傍
記
の
混
入

大
島
本
で
は
、
26
は

｢
一
本
お
も
ふ
た
の
む
と
の
た
ま
ふ｣

と
し
て
、｢

一
本｣

と

｢

た
の
む
と｣

が
抹
消
さ
れ
て

｢

と｣

が
補

入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
33
は

｢
か
う
こ
む
し
の
よ
は
な
れ
一
本
か
う
さ
し
の
い
と
も
よ
は
な
れ
た
る｣

と
し
て
、｢

か
う
こ
む
し｣

の

｢

む｣

と

｢

一
本
か
う
さ
し
の
い
と
も
よ
は
な
れ｣

が
と
も
に
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
両
者
に
見
え
る

｢

一
本｣

は
、
叙
述
に
は
関

わ
り
の
な
い
語
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
親
本
の
傍
記
が
混
入
し
て
い
る
と
分
か
る
。
26
で
は
、
親
本

｢

た
の
む
と
の
た
ま
ふ｣

の

｢

た
の
む｣

に

｢

一
本｣

と
し
て

｢

お
も
ふ｣
が
傍
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
書
写
者
が
、
こ
れ
ら
傍
記
部
分
を
す
べ
て

本
文
に
書
き
入
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
こ
う
し
た
部
分
を
除
く
と
、
26
で
は
大
島
本
の
親
本
に
は
本
来

｢

た
の
む
と
の
た
ま
ふ｣

と

あ
っ
た
と
分
か
る
。
33
で
も
、
親
本
に
は

｢

か
う
こ
む
し
の
よ
は
な
れ｣

に
異
本
が

｢

一
本｣

と
し
て

｢

か
う
さ
し
の
い
と
も
よ
は

な
れ｣

と
傍
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
書
写
者
が
こ
れ
ら
傍
記
部
分
を
す
べ
て
本
文
に
書
き
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
傍
記
部
分
を
除
く
と
33
は
、
大
島
本
の
親
本
に
は
本
来

｢

か
う
こ
む
し
の
よ
は
な
れ
た
る｣

と
あ
っ
た
と
分
か
る
。

26
は
、
大
島
本
は
本
来

｢

た
の
む
と
の
た
ま
ふ｣

と
書
写
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
前
後
の
本
文
を
見
る

と
、
光
源
氏
は
新
年
の
挨
拶
に
尼
に
な
っ
た
空
蝉
を
訪
ね
る
。
勤
行
に
励
む
空
蝉
に
当
時
の
薄
情
な
仕
打
ち
ゆ
え
の｢

世
の
む
く
ひ｣
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だ
と
言
う
。
諸
本
で
は｢

お
も
ふ
と
の
た
ま
ふ｣

と
あ
る
か
ら
、
光
源
氏
は
空
蝉
に
辛
辣
な
言
葉
を
浴
び
せ
る(『

セ
レ
ク
シ
ョ
ン』)

の
で
あ
る
。
諸
本
の
如
く

｢

お
も
ふ
と
の
た
ま
ふ｣

と
あ
れ
ば
、
そ
う
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
大
島
本

｢

た
の
む
と
の

た
ま
ふ｣

で
あ
れ
ば
、
事
情
は
違
っ
て
こ
よ
う
。｢

た
の
む｣

と
懇
願
・
お
願
い
を
し
て
い
る
の
は
、
光
源
氏
だ
か
ら
で
あ
る
。
大

島
本
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
前
文
を
含
め
た
こ
の
箇
所
全
体
の
再
検
討
が
必
要
に
な
ろ
う

(

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
語
句
な
ど
の
相

違
で
あ
ら
た
め
て
論
ず
る)

。
26
は
、
大
島
本
書
写
者
が
親
本
の
異
本
注
記
を
本
文
中
に
入
れ
て
書
写
し
た
た
め
に
、
本
文
に
問
題

が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
親
本
が
諸
本
と
異
な
る

｢

お
も
ふ
と
た
の
む｣

で
あ
り
、
校
合
本
文
は
諸
本
の
如
く

｢

お
も
ふ
と
の
た
ま
ふ｣
で
あ
っ
た
と
分
か
る
部
分
で
も
あ
る
。

33
は
、
大
島
本
は
本
来

｢
か
う
こ
む
し
の
よ
は
な
れ
た
る｣

と
書
写
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
島
本
の
親
本
本
文

｢

か
う

こ
む
し
の
よ
は
な
れ
た
る｣

は
御
物
本
・
保
坂
本
に
も
見
え
る
。
一
方
親
本
が

｢

一
本｣

と
す
る
異
本

｢

か
う
さ
し
の
い
と
も
よ
は

な
れ｣

と
す
る
本
文
は
、
前
田
家
本
に
も
異
本
と
し
て
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
親
本
の
異
本
注
記
が

｢

一
本｣
と
し
て
大
島
本
に
混
入
し
て
い
る
例
は
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
26
・
33

の
二
例
は
大
島
本
書
写
者
が
誤
っ
て
、
傍
記
を
本
文
に
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
方
大
島
本
の
こ
う
し
た
書
写
を
通
し
て
、
こ

の
箇
所
の
大
島
本
の
親
本
の
姿
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
大
島
本
の
本
来
の
本
文
も
復
元
で
き
る
。
大
島
本
は
、
親
本
の
本
文
や

姿
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

Ｃ
助
詞
な
ど
の
相
違

大
島
本
と
他
本
と
の
助
詞
の
相
違
を
検
討
す
る
。

３
は
、
大
島
本
は

｢

い
は
ひ
事
と
も｣

、
諸
本
は

｢

い
は
ひ
事
と
も
か
な｣
と
あ
る
。｢

と
も｣

と

｢

と
も
か
な｣

と
の
差
異
は
あ

366



る
だ
ろ
う
か
。
大
島
本
の
前
後
を
見
る
と
、
春
の
御
殿
で
女
房
達
が
新
春
の

｢

い
は
ひ
事
と
も
し
て
そ
ほ
れ
あ
へ
る｣

所
に
光
源
氏

が
顏
を
出
す
。｢

は
し
た
な
き
わ
さ
か
な
と
わ
ひ
あ
へ
り｣

と
あ
り
、
見
ら
れ
た
女
房
達
は
困
っ
て
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
る
。
す
る

と
光
源
氏
は
女
房
達
に
そ
の

｢

い
と
し
た
ゝ
か
な
る｣

｢

み
つ
か
ら
の
い
は
ひ
事
と
も｣

を
、｢

み
な
を
の
�
�
思
ふ
事
の｣

｢

み
ち

�
�
あ
ら
む
か
し｣

と
し
て
、｢

す
こ
し
き
か
せ
よ
や｣

と
言
う
の
で
あ
る
。
す
る
と
自
信
の
あ
る

｢

中
将
の
君｣

は
、
私
事
で
は

な
く
光
源
氏
の
長
寿
の
祈
り
だ
と
申
し
上
げ
る
。
大
島
本
で
は
、
女
房
達
の

｢

そ
ほ
れ
あ
へ
る｣

｢

い
は
ひ
事
と
も｣

の
内
容
を
問

う
光
源
氏
に
中
将
が
応
え
る
と
い
う
一
連
の
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
諸
本
の
如
く

｢

い
は
ひ
事
と
も｣

｢

か
な｣

と
あ
れ

ば
、
光
源
氏
は
女
房
達
の
寿
詞
を
聞
い
た
早
い
段
階
か
ら
、
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に

｢

朋
輩
ど
う
し
で
祝
福
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
か
ら

か
う｣

(『

セ
レ
ク
シ
ョ
ン』)
つ
も
り
で

｢

い
は
ひ
事
と
も
か
な｣

と
言
っ
た
後
で
、｢

す
こ
し
き
か
せ
よ
や｣

と
言
っ
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
大
島
本
は
こ
う
し
た
状
況
や
光
源
氏
の
内
面
を
読
者
の
想
像
に
托
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、｢

か
な｣

を
加
え
た
諸
本
は
光

源
氏
の
内
面
に
立
ち
入
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
本
文
と
言
え
る
。

６
は
、
玉
鬘
の
容
貌
に
つ
い
て
、
大
島
本
は

｢

花
や
か
に
こ
ゝ
こ
そ

(

５)

く
も
れ
る｣

、
諸
本
は

｢

花
や
か
に
こ
こ
そ
く
も
れ
る｣

と

す
る
。
係
助
詞

｢

こ
そ｣

と

｢

そ｣

の
相
違
で
あ
る
が
、｢

こ
そ｣

は

｢

そ｣
｢

な
む｣

よ
り
も
強
調
の
度
が
強
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
続
く
後
文
と
合
わ
せ
る
と
、
大
島
本
は

｢

花
や
か｣

で

｢

こ
ゝ
こ
そ
く
も
れ
る
と
み
ゆ
る
所｣

が
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
玉
鬘

の
美
の
特
性
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
島
本
の

｢
こ
そ｣

は
、
玉
鬘
の
美
し
さ
が

｢

く
も
れ
る
と
み
ゆ
る
所｣

の
な
い
点
で

あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
て
い
る
。

８
は
、
大
島
本
は

｢

し
ゝ
う
く
ゆ
ら
か
し
て｣

、
諸
本
は

｢

し
ゝ
う
を
く
ゆ
ら
か
し
て｣

と
あ
る
。
大
島
本
は

｢

を｣

が
な
く
、

諸
本
は
こ
れ
を
有
す
る
。
４
で
も
同
様
に
、
大
島
本
は

｢

御
さ
ま｣

、
諸
本
は

｢

御
あ
り
さ
ま
を｣

と
あ
る
。
他
の
多
く
の
箇
所
で

は
、
大
島
本
も
諸
本
同
様
に

｢

を｣

を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ

｢
を｣
を
有
し
な
い
例
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
島
本
の
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他
の

｢

を｣

を
有
し
な
い
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
①

｢

ひ
め
君
こ
と
も
な
き
御
あ
り
さ
ま
お
と
ゝ
の
き
み
も
お
ほ
し
あ
か
め｣

(｢
胡
蝶｣

五
オ
10)

、
②

｢

御
さ
ま
露
は
か
り
う
れ
し
と
お
も
ふ
へ
き
け
し
き｣

(｢

竹
河｣

二
三
オ
５)

、
③

｢

人
の
御
さ
ま
見
な

ら
ひ
給
な
よ｣

(｢

総
角｣

三
二
オ
７)

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
例
に
つ
い
て
、
①
で
は
、｢

御
あ
り
さ
ま
を｣

と
す
る
の
は
御
物

本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
・
河
内
本
、
大
島
本
や
多
く
の
他
の
諸
本
は

｢

御
あ
り
さ
ま｣

で
あ
る
。
②
は
、｢

御
さ
ま
を｣

と
す
る

の
は
言
経
本
の
み
で
、
大
島
本
や
多
く
の
諸
本
は

｢

御
さ
ま｣

で
あ
る
。
③
は
、｢

御
さ
ま
に｣

と
す
る
の
は
阿
里
莫
本
・
中
京
大

本
、
大
島
本
や
多
く
の
諸
本
は

｢

御
さ
ま｣

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
島
本
や
多
く
の
諸
本
に
は
、
格
助
詞

｢

を｣

を
省
略
す
る
例

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
大
島
本
や
諸
本
が

｢

を｣

を
有
し
な
い
本
文
を
伝
え
て
い
る
箇
所
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
４
・

８
も
、
大
島
本
が
親
本
の

｢
を｣

を
有
し
な
い
本
文
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

９
は
、
大
島
本

｢

さ
う
か
ち
な
と
も｣
｢

さ
え
か
ゝ
す｣

、
諸
本
で
は

｢

さ
う
か
ち
な
と
に
も｣

｢

さ
れ
か
ゝ
す｣

と
あ
る
。｢

さ
う

か
ち
な
と
も｣

と

｢

さ
う
か
ち
な
と
に
も｣

と
は
差
異
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
島
本
の
前
後
を
見
る
と
、
光
源
氏
は
明
石
の
君
の

書
を
見
て

｢

ゆ
へ
あ
る｣

｢

か
き
さ
ま｣
で
、｢
さ
う
か
ち
な
と
も｣

、
い
か
に
も
仰
々
し
く

｢

さ
え
か
ゝ
す｣

・｢

め
や
す
く｣

と
言

う
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
明
石
の
君
が

｢

さ
う
か
ち｣

｢

な
と
も｣

｢

さ
え
か
ゝ
す｣

だ
か
ら
、｢

め
や
す
く｣

と
評
価
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
同
じ

｢

初
音｣

の
９
以
外
の

｢

な
と
も｣
の
用
例
を
検
討
し
よ
う
。
①

｢

御
く
し
な
と
も
い
た
く
さ
か
り
過
に
け
り｣

(

四
ウ
３)

、
②

｢

こ
ゑ
ま
ち
て
た
る
な
と
も｣

(

七
オ
４)
、
③

｢

御
こ
ゑ
な
と
も
い
と
さ
む
け
に｣

(

一
〇
ウ
８)

、
④

｢

あ
か
の
具

な
と
も
お
か
し
け
に｣

(

一
二
オ
９)

、
⑤｢

殿
上
人
な
と
も
物
の
上
手
お
ほ
か
る｣

(

一
四
オ
８)

、
⑥｢

色
あ
ひ
な
と
も
あ
け
ほ
の
ゝ

空
に
春
の
に
し
き｣

(

一
五
ウ
２)

が
あ
る
。｢

な
と
も｣

は
、
①
花
散
里
の
髪
、
②
古
歌
、
③
末
摘
花
の
御
声
、
④
あ
か
の
具
、
⑤

殿
上
人
、
⑥
色
あ
ひ
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
。
大
島
本
で
は
、｢

な
と
も

(
６)｣

は

｢

は｣

の
意
に
近
い
。
こ
れ
に
対
し
て

｢

な
と
に

も｣

は
、
大
島
本

｢

初
音｣

に

｢

あ
な
た
な
と
に
も
わ
た
り
給
へ
か
し｣

(

六
オ
２)

、
と
光
源
氏
が
玉
鬘
を
春
の
御
殿

｢

に｣
｢

も｣
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出
か
け
る
よ
う
誘
う
一
例
が
あ
る
。
夏
の
御
殿
に
い
る
玉
鬘
を
、
加
え
て
春
の
御
殿

｢

に｣
｢

も｣

と
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

な

と
も｣

と

｢

な
と
に
も｣

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。｢

さ
う
か
ち｣

に
つ
い
て
は
、
諸
例

(

７)

か
ら
、
草
体
の

意
と
分
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
大
島
本
で
は
、
こ
の
草
体｢

さ
う
か
ち｣

は
、
本
来｢

さ
え｣

書
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て｢

か
ゝ

す｣

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
大
島
本

｢

さ
う
か
ち
な
と
も
さ
え
か
ゝ
す｣

は
、『

源
氏
物
語』

の
諸
例
と
も
矛
盾
し
な
い
。
こ
れ

に
対
し
て
諸
本
で
は

｢

さ
う
か
ち
な
と
に
も｣

と
し
た
の
で

｢

さ
れ
か
ゝ
す｣

と
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
明
石
の
君
の
筆
跡
を
評
価
し

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
９
は
、
大
島
本
の

｢

な
と
も｣

の
方
が

『

源
氏
物
語』

の
用
法
に
か
な
っ
て
い
る
。

17
で
は
、
大
島
本
は

｢
お
も
ふ
心
な
と
の
物
し
給
ひ
て｣

、
こ
れ
に
対
し
て

｢

の｣

を
有
し
な
い
諸
本
は

｢

お
も
ふ
心
な
と
物
し

給
ひ
て｣

と
あ
る
。
大
島
本
の
前
後
の
本
文
を
見
る
と
、
若
い
上
逹
部
な
ど
が
玉
鬘
を

｢

お
も
ふ
心
な
と｣

｢

の｣

あ
る
と
言
う
の

で
あ
る
。
大
島
本
で
は
次
の
よ
う
に
、｢

心｣

が
主
語
に
な
る
場
合
に
は
こ
れ
に
格
助
詞

｢

の｣

を
付
し
て
い
る
。
①

｢

心
の
あ
り

て
き
こ
え
給
け
る
に｣

(｢

絵
合｣

六
オ
４)

・
②

｢

心
の
と
ま
る
世
な
く
こ
そ
あ
り
け
れ｣

(｢

須
磨｣

一
四
オ
９)

、
な
ど
の
例
が
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
②
で
は
多
く
の
諸
本
も
大
島
本
と
同
様
で
あ
る
が
、
①
で
は
多
く
の
諸
本
は

｢

の｣

を
有
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に

多
く
の
諸
本
に
は
、｢

の｣

を
付
さ
な
い
例
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
大
島
本
は

｢

の｣

を
有
す
る
本
文
を
伝
え
た
の

に
対
し
て
、
諸
本
は
何
ら
か
の
事
情
か
ら
主
格
の

｢
の｣
を
省
略
し
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

18
で
は
、
大
島
本
は

｢

へ
た
て｣

、
諸
本
は
接
続
助
詞

｢
て｣

を
加
え
て

｢

へ
た
て
て｣

と
あ
る
。
両
者
の
差
異
は
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
大
島
本
の
前
後
の
本
文
を
見
る
と
、
年
始
の
に
ぎ
や
か
な

｢

車
の
を
と
を｣

、
花
散
里
・
明
石
君
な
ど
の
御
方
々
は
、
遠
く

離
れ
て
す
な
わ
ち

｢

へ
た
て｣

聞
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
大
島
本
と
諸
本
と
が
一
致
し
て
い
る

｢

へ
た
て｣

と

｢

へ
た
て
ゝ｣

の
用
例
を
あ
げ
よ
う
。
ま
ず｢

へ
た
て｣

は｢

ち
ゐ
さ
き
山
を
へ
た
て
の
せ
き
に
見
せ
た
れ
と｣

(｢

胡
蝶｣

二
オ
１)

、

｢

い
ま
は
こ
よ
な
く
へ
た
て
き
こ
え
給
を
い
と
を
し
き｣

(｢

乙
女｣

二
〇
ウ
８)
と
、
山
や
心
に
大
き
な
隔
て
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
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一
方

｢

へ
た
て
ゝ｣

は

｢

御
木
帳
は
か
り
へ
た
て
ゝ
き
こ
え
給
ふ｣

(｢

初
音｣

一
四
６)

と
あ
る
。
玉
鬘
が
春
の
御
殿
で
御
几
帳

だ
け
を

｢

へ
た
て
ゝ｣

、
明
石
の
姫
君
と
対
面
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
の
用
例
で
も
、｢

へ
た
て
ゝ｣

は
几
帳
を
間
に
お
く
程
度

の
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
例
の

｢

へ
た
て｣

、
一
例
の

｢

へ
た
て
ゝ｣

の
用
例
に
つ
い
て
は
、
大
島
本
が
多
く
の
諸
本
と
も

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、｢

へ
た
て｣

と

｢

へ
た
て
て｣

の
差
異
は
、
隔
た
っ
て
い
る
距
離
の
大
き
さ
と
い
え
よ
う
か
。
な
お
こ

う
し
た
微
妙
な
表
現
の
使
分
け
書
分
け
は
、
作
者
に
の
み
よ
く
な
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
18
で
は
、
大
島
本
が
こ
う
し
た
作
者
に
関

わ
る
語
句
の
差
異
を
明
確
に
伝
え
て
い
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
18
は
、
大
島
本

｢

へ
た
て｣

の
方
が
、
こ
う
し
た
表
現

の
差
異
を
伝
え
て
い
て
理
が
あ
る
。

30
で
は
、
大
島
本
は

｢
ゑ
に｣
、
諸
本
は
係
助
詞

｢

も｣

を
加
え
て

｢

ゑ
に
も｣

と
あ
る
。｢

も｣

の
有
無
に
よ
る
差
異
は
あ
る
で

あ
ろ
う
か
。
大
島
本
の
前
後
の
本
文
を
見
る
と
、｢

竹
河｣

を
謠
っ
て
群
れ
て
寄
り
合
う
、｢

な
つ
か
し
き
こ
ゑ
�
�｣

が

｢

ゑ
に｣

｢

か
き
と
ゝ
め
か
た
し｣

と
し
て
い
る
。
男
踏
歌
の
心
ひ
か
れ
る
声
は

｢

ゑ
に｣

描
き
と
ど
め
に
く
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
諸
本
で
は

｢

絵
に
も

(

８)｣

と
あ
る
の
で
、
そ
の

｢

群
れ
て
ゆ
く
姿
や
、
思
い
を
そ
そ
る
声
々
は
、
絵
に
も
描
き
残
す
こ
と
の

で
き
な
い
の
が
殘
念｣
(『

セ
レ
ク
シ
ョ
ン』)

、
と
男
踏
歌
全
体
を
評
価
し
て
い
る
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
。
男
踏
歌
が
あ
ま
り
に
す
ば

ら
し
い
ゆ
え
に
絵
に
も
描
き
と
ど
め
に
く
い
と
。
両
者
の
う
ち
い
ず
れ
が
叙
述
上
理
に
か
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
島
本
で
は
、

前
文
に
は
六
条
院
で
行
な
わ
れ
た
ゆ
え
に

｢

所
か
ら
に
や
お
も
し
ろ
く
心
ゆ
き｣

と
あ
る
。
一
方
、
後
文
に
は

｢

お
こ
め
き
た
る
事

を
こ
と
�
�
し
く
と
り
な
し
た
る
中
�
�
な
に
は
か
り
の
お
も
し
ろ
か
る
へ
き
ひ
や
う
し
に
も
き
こ
え
ぬ｣

と
ま
っ
た
く
逆
の
叙
述

が
あ
る
。
男
踏
歌
は
、
後
文
で
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
前
文
で
も
六
条
院
で
行
な
わ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
声
に
対
す
る
一

定
の
評
価
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
絵
に
も
描
け
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
男
踏
歌
と
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

｢

絵
に
も｣

と
す
る
の
は
、
そ
の
前
文
後
文
と
も
矛
盾
す
る
本
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

絵
に
も｣

｢

か
き
と
ゝ
め
か
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た
し｣

と
、
諸
本
が

｢

絵｣

に

｢

に
も｣

を
付
し
た
こ
と
は
、
本
文
の
流
れ
か
ら
い
け
ば
誤
り
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
島
本
の

如
く

｢

絵
に｣

と
あ
る
の
が
叙
述
の
流
れ
と
も
矛
盾
が
な
い
。

31
で
は
、
大
島
本
は

｢

霞
の
な
か
と

(

９)｣

、
諸
本
は
疑
問
の
係
助
詞

｢

か｣

を
加
え
て

｢

霞
の
う
ち
か
と｣

と
あ
る
。
こ
こ
は
本
来

｢

中
と｣
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
を
平
仮
名
表
記
に
す
る
際
に
、
大
島
本
・
保
坂
本
の
如
く

｢

な
か
と｣

と
陽
明
本
・
東
大
本

の
如
く

｢
う
ち
と｣

に
分
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
に

｢

か｣

が
加
わ
る
高
松
宮
本

｢

中
か
と｣

、

他
の
多
く
の
諸
本
の
如
く

｢

う
ち
か
と｣

と
す
る
本
文
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
大
島
本
の

｢

な
か
と｣

の
本
文
を
検
討

す
る
。
大
島
本
の
前
後
の
本
文
を
見
る
と
、
六
条
院
春
の
町
に
集
う
女
君
達
、
そ
の
殿
舎
か
ら
は
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
は
な
や
か
な

｢

袖

く
ち
と
も｣

が
御
簾
の
下
か
ら
見
え
て
い
る
、
そ
れ
は
ま
る
で

｢

あ
け
ほ
の
ゝ
空
に
春
の
に
し
き
た
ち
い
て
に
け
る
霞
の
な
か
と｣

｢

見
へ
わ
た
さ
る｣

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は

｢

み
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る｣

(『

古
今
集』

巻
一
春
上
・
五
六
・
素
性
法
師)

が
、『
休
聞
抄』

以
来
引
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『

古
今
集』

の

｢

み
わ
た
せ
ば｣

・｢

柳
桜

を
こ
き
ま
ぜ｣

・｢

春
の
錦｣

は
、
大
島
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ

｢

見
へ
わ
た
さ
る｣

・｢

袖
く
ち
と
も｣

の
色
目
・

｢

春
の
に
し
き｣

に
重

ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
方
大
島
本
に
は

『

古
今
集』

に
見
え
な
い
新
た
な

｢

た
ち
い
て
に
け
る
霞

(

�)｣

の
本
文
が
加
わ
っ
て
い
る
。

『

古
今
集』

の
場
合
に
つ
い
て
も
、
歌
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
春
の
錦
は

｢

霞｣

が

｢

裁
っ
た｣

の
だ
と
。
作
者
は
、

こ
の
場
面
を
描
く
た
め
に
、
こ
こ
に
こ
う
し
た
新
た
な
発
想
の
も
と
に
引
歌
を
取
り
込
ん
だ
の
だ
と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば

｢

中
か
と｣

｢

う
ち
か
と｣

で
は
、
作
者
の
意
図
か
ら
ず
れ
る
。
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
31
は
、
大
島
本
の
如
く

｢

な
か

と｣

、
あ
る
い
は

｢

中
と｣

・｢

う
ち
と｣

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

34
は
、
大
島
本
は
格
助
詞

｢

に｣

と
係
助
詞

｢

も｣

を
加
え
て

｢

ひ
や
う
し
に
も｣

と
あ
り
、
多
く
の
諸
本
は

｢

に｣

を
有
し
な

い
。｢

ひ
や
う
し
も｣

あ
る
い
は

｢

は
う
し
も｣

と
あ
る
。｢

に｣

の
有
無
に
よ
る
差
異
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
島
本
の
前
後
の
本
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文
を
見
る
と
、｢

さ
る
は｣

と
し
て
男
踏
歌
の
一
行
に
つ
い
て
最
後
の
ま
と
め
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

｢

高
巾
子｣

が
世
間
離
れ

し
て
い
る
と
し
て

｢

よ
は
な
れ
た
る｣

と
言
う
。
さ
ら
に
寿
詞
は

｢

み
た
り
か
は
し｣

く
、
馬
鹿
ら
し
い
事
を
い
か
に
も

｢

こ
と

�
�
し
く｣

し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に｢

中
�
�｣

さ
ほ
ど｢

お
も
し
ろ
か
る
へ
き｣

｢

拍
子
に
も｣

｢

き
こ
え
ぬ｣

の
だ
と
。
一
方

｢

お
も
し
ろ
か
る
へ
き
拍
子｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来

｢

拍
子｣

は
面
白
い
と
い
う
事
が
前
提
に
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
同
じ｢
初
音｣

に
、
楽
の
調
べ
が
お
も
し
ろ
く｢

此
殿
う
ち
出
た
る
ひ
や
う
し｣

が｢

花
や
か
な
り｣

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
光
源
氏
が
声
を
添
え
な
さ
る

｢

さ
き
草
の
末
つ
か
た｣

は

｢

い
と
な
つ
か
し
く
め
て
た
く｣

｢

き
こ
ゆ｣

(

九
オ
２)

、
と
さ

ら
に
高
い
評
価
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も

『

源
氏
物
語』

で
は
通
例
、｢

拍
子｣

が
加
わ
る
と
、｢

お
も
し
ろ
し｣

・｢

お
か
し｣

｢

な
ま
め
か
し｣

な
ど
と
評
価
す
る
言
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば

｢

初
音｣

で
、｢

高
巾
子｣

を
付
け
た
奇
矯
な
姿
や
馬

鹿
ら
し
い
寿
詞
ゆ
え
に
、
当
然

｢
お
も
し
ろ
か
る
へ
き｣

｢

拍
子｣

が
、
本
来
の

｢

拍
子｣

｢

に
も｣

と
聞
こ
え
な
か
っ
た
と
言
う
の

は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
諸
本
が
、｢

拍
子
も｣

と
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。｢

高
巾
子｣

を
付
け
た
姿
や
寿
詞

の
騷
々
し
く
馬
鹿
ら
し
い
事
を
お
お
げ
さ
だ
と
言
う
の
は
大
島
本
同
様
で
あ
る
。
次
い
で

｢

中
�
�｣

｢

な
に
は
か
り｣

｢

お
も
し
ろ

か
る
へ
き｣

｢

拍
子
も｣

、｢

き
こ
え
ぬ｣

、
の
だ
と
言
う
。｢

拍
子
も｣

と
あ
る
の
は
、｢

高
巾
子｣

姿
や
寿
詞
な
ど
と
同
様
に

｢

拍
子

も｣

で
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

｢

き
こ
え
ぬ｣
の
は
、｢

高
巾
子｣

姿
や
寿
詞
な
ど
と
同
様
に

｢

拍
子
も｣

酷
評
さ
れ
る
内
容

だ
っ
た
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

｢

中
�
�
な
に
は
か
り
お
も
し
ろ
か
る
へ
き｣

｢

拍
子
も｣

｢

き
こ
え
ぬ｣

の
で
あ
る
。

諸
本
の

｢

拍
子
も｣

は
、｢

拍
子｣

の
声
が
姿
・
寿
詞
同
様
に
悪
い
ゆ
え
に
面
白
く

｢

き
こ
え
ぬ｣

と
推
測
す
る
外
な
い
。
し
か
し

諸
本
の
如
く
こ
こ
で

｢

拍
子
も｣

面
白
く
聞
こ
え
な
か
っ
た
と
い
う
本
文
は
、『

源
氏
物
語』

で
は

｢

拍
子｣

が
面
白
く
聞
こ
え
な

か
っ
た
用
例
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
と
、
矛
盾
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
。
諸
本
の

｢

拍
子
も｣

は
、『

源
氏
物
語』

全
体
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
見
る
と
、
無
理
が
あ
る
本
文
で
あ
る
。
諸
本
で
は
、物
語
で
は

｢

拍
子｣
が
面
白
い
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
あ
あ
る
に
も

372



か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

｢

に｣

の
有
無
に
よ
る
差
異
は
明
ら
か
で
あ
る
。
諸
本
の

｢

拍
子
も｣

は
、｢

拍
子｣

に
つ
い
て
の
無
理
解
が
生
ん
だ
解
釈
か
ら
発

生
し
た
本
文
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
島
本

｢

初
音｣

の

｢

拍
子
に
も｣

は
、
大
島
本

『

源
氏
物
語』

全
体
に
お
け
る

｢

拍
子｣
の
用
例
と
の
矛
盾
が
な
く
、
男
踏
歌
を
熟
知
し
た
本
文
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
34
の
大
島
本

｢

拍
子
に
も｣

が

｢

拍

子
も｣

よ
り
古
い
本
文
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ま
と
め

一

大
島
本
で
は
一
見

｢

追｣
が
｢

上｣

に
見
え
、
あ
る
い
は
傍
書
混
入
な
ど
が
あ
る
の
は
、
親
本
の
書
の
姿
を
よ
く
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一

大
島
本
は
親
本
の
漢
字
を
仮
名
表
記
に
試
み
た
形
跡
が
あ
る
。
そ
の
際
に
読
み
誤
り
が
お
き
て
い
る
が
、
親
本
と
大
島
本
の

本
来
の
書
写
す
べ
き
姿
を
復
元
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

一

助
詞
に
つ
い
て
、
大
島
本
が
他
本
と
相
違
す
る
補
訂
箇
所
を
見
る
と
、
大
島
本
の
助
詞
の
用
法
は
大
島
本

『

源
氏
物
語』

全

体
の
そ
れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
誤
っ
て
い
る
箇
所
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
他
の
多
く
の
諸
本
の
方
が

『

源
氏
物
語』

全
体

に
お
け
る
用
法
と
矛
盾
し
た
り
誤
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
助
詞
の
使
い
方
は

『

源
氏
物
語』

作
者
に
関
わ
る
微
妙
な
問

題
で
あ
る
こ
と
が
原
因
に
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
大
島
本
は
作
者
の
み
が
よ
く
使
分
け
書
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
本
文
を
伝
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
大
島
本
は
、
多
く
の
諸
本
よ
り
も
古
い
形
を
保
持
し
た
本
文
を
伝
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
一
方
こ
れ
に
対
し
て
諸
本
に
よ
っ
た
補
訂
後
の
大
島
本
の
本
文
が
、
大
島
本
と
言
え
な
い
本
文
に
な
っ
て
い
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る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

大
島
本

｢

初
音｣

の
補
訂
箇
所
の
表
記
や
助
詞
は
、
大
島
本

『

源
氏
物
語』

全
体
の
用
法
と
も
合
致
し
、
古
い
用
法
を
伝
え
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
大
島
本

｢

初
音｣

は
別
本
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
大
島
本
全
体
の
中
に
位
置

付
け
ら
れ
る
巻
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
え
を
あ
ら
た
め
た
い
。
大
島
本

｢

初
音｣

が
検
討
に
値
す
る
巻
で
あ
る

こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
次
に
は
Ｄ
の
部
分
を
考
察
し
た
い
。

注

(

１)

大
島
本
の
本
文
は

『

大
島
本
源
氏
物
語
Ｄ
Ｖ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版』

(

角
川
学
芸
出
版)

に
よ
り
、
諸
本
に
つ
い
て
は

『

源
氏
物
語
別
本
集
成』

・

『

源
氏
物
語
別
本
集
成
続』

(

お
う
ふ
う)

に
よ
っ
た
。

(

２)

私
稿｢

大
島
本
花
散
里
巻
の
再
検
討
―｢

花
散
里｣

を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『

中
京
大
学
文
学
部
紀
要』

第
49
巻
第
１
号

二
〇
一
四
年
一
〇
月)

(

３)
｢

し
つ
み｣

の

｢

つ
み｣

に
傍
書

｢

ほ
れ
イ｣

と
し
て
こ
れ
を
削
除

(

５
ウ
１)

、｢

す
そ｣

に
傍
書

｢

す
ゑ
イ｣

と
し
て
こ
れ
を
削
除

(

５

ウ
３)

す
る
な
ど
、
傍
記
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
例
は
検
討
の
対
象
か
ら
除
い
た
。

(

４)

他
に
四
例

｢

ほ
と
へ
て
さ
へ
き
に
お
は
し
ま
さ
は｣

(｢

若
紫｣

五
二
オ
８)

、｢

も
て
な
し
給
へ
は
さ
へ
き
よ
ひ
な
と
も
の
こ
し
に
て
そ｣

(｢

末
摘
花｣

二
ウ
９)

、｢

さ
へ
き
人
�
�
に
も
た
ち
を
く
れ｣

(｢

行
幸｣

九
オ
７)

、｢

こ
ゝ
に
は
さ
へ
き
に
や
た
ゝ
い
と
ひ
は
な
れ｣

(｢

橋
姫｣

一
四
ウ
７)

が
見
ら
れ
る
。
残
る
二
六
一
例
は

｢

さ
る
へ
き｣
で
あ
る
。

(

５)

藤
本
孝
一
氏
か
ら
は

｢

直
し
た
こ
と
は
確
か｣

で

｢

こ
ゝ
こ
そ｣
の

｢

可
能
性
が
あ
る｣

と
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
保
坂
本
は

｢

こ
ゝ

こ
そ｣

、
御
物
本
は

｢

と｣

を
加
え
て

｢

こ
ゝ
こ
そ
と｣

と
あ
る
。｢
こ
ゝ
こ
そ｣

、
と
す
る
本
文
は
大
島
本
を
加
え
る
と
三
本
に
な
る
。
な
お

『

源
氏
物
語
別
本
集
成』

や

『

新
大
系』

は

｢

こ
こ
そ｣

と
す
る
。

(

６)
｢

な
と｣

は
語
源
が

｢

な
に
と｣

で
、｢

な
ん
と｣

に
な
り

｢

ん｣

が
表
記
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
諸
本
が

｢

な
と
も｣

と
す
る
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部
分
を
大
島
本
で
は

｢

御
文
な
と
ん
た
え
ま
な
く
つ
か
は
す｣

(｢

薄
雲｣

一
一
オ
６)

の
よ
う
に
、｢

な
と
ん｣

と
表
記
さ
れ
て
い
る
例
が
数

例
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
島
本
の

｢

な
と
も｣

は
本
来

｢

な
ど
ん｣

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(
７)
一
つ
は

｢

さ
う
か
ち
に
う
ち
ま
せ
み
た
れ
た
る
も
人
の
ほ
と
に
つ
け
て
は
を
か
し｣

(｢

乙
女｣

四
三
オ
３)

と
、
光
源
氏
が
当
時
を
回
想
し

て
送
っ
た
歌
へ
の
五
節
の
返
歌
を
見
た
光
源
氏
の
感
想
で
あ
る
。
五
節
の
筆
跡
は

｢

さ
う
か
ち
に
う
ち
ま
せ
み
た
れ｣

て
い
た
が
、
光
源
氏
は

五
節
の
身
分
か
ら
い
っ
て
そ
れ
も
よ
し
、
む
し
ろ
興
味
深
い
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
も
う
一
例
で
は

｢

い
と
さ
う
か
ち
に
い
か
れ
る
て
の
そ

の
す
ち
と
も
み
え
す
た
ゝ
よ
ひ
た
る
さ
ま
も
し
り
な
か
に｣
(｢

常
夏｣

二
五
オ
６)

と
、
近
江
君
の

｢

い
と
さ
う
か
ち｣

に
対
し
て
批
判
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
草
体

｢

さ
う
か
ち｣

は
、｢

い
か
れ
る
て｣

や

｢

た
ゝ
よ
ひ
た
る
さ
ま｣

や

｢

し
り
な
か
に｣

書
い
て
は
い
け
な
い
と
言
う

の
で
あ
る
。

(

８)
『

岷
江
入
楚』

・『

細
流
抄』

(『

古
注
集
成』)

な
ど
は
、｢

ゑ
に
も
き
と
ゝ
め
か
た
か
ら
ん
こ
そ｣

と
、
多
く
の
諸
本
に
一
致
す
る

｢

ゑ
に
も｣

の
本
文
を
項
目
に
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

声
は
ゑ
か
き
か
た
き
と
也｣

と
、｢

ゑ
に
も｣

の
本
文
で
は
困
難
な
注
釈
を
付
し

て
い
る
。
三
条
西
家
で
は
こ
う
し
た
解
釈
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
男
踏
歌
は
円
融
天
皇
の
天
元
元
六
年(

九
八
三)

で
中
絶
し
た
。

作
者
の
誕
生
を
九
七
八
年
と
す
れ
ば
、
六
歳
で
あ
る
。
見
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
作
者
は
実
際
の
様
子
を
知
る
人
か
ら

聞
く
こ
と
が
で
き
た
時
代
に
い
た
。

(

９)

傍
記
に
つ
い
て
、『

新
大
系』

は

｢｢

う
ち｣

の
下
方
に
消
し
跡｣

、『

別
本
集
成』

は

｢｢

う
ち
そ

｢

そ｣

削
除｣

と
す
る
。
藤
本
孝
一
氏
か

ら
は

｢｢

う
ち
か｣

と
し
て

｢

か｣

を
擦
り
消
す｣

と
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
本
文

｢

な
か
と｣

の

｢

な｣

の
み
が
抹
消
さ
れ
て
お
り
、

傍
書
が｢

う
ち
か｣

で
あ
れ
ば
、｢

う
ち
か
か
と｣

と
な
り
、｢
か｣

が
重
な
る
ゆ
え
に
擦
り
消
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
藤
本
氏
の
ご
教
示
に
よ
っ

た
。

(

�)

霞
に
様
々
な
色
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
美
恵
子
氏

｢『
古
今
和
歌
集』

一
〇
二
番
歌
の
霞
の
色｣

(『

名
古
屋
平
安
文
学
研
究
会

会
報』

二
七
・
二
〇
〇
三
年
三
日)

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
作
者
は
こ
こ
で
、｢

霞｣

が

｢

春
の
錦｣

を

｢

た
つ｣

と
い
う
発
想
を

得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
飛
鳥
井
雅
経
が

｢

か
す
み
た
つ
春
の
に
し
き
の
を
り
を
見
よ
柳
さ
く
ら
を
た
て
ぬ
き
に
し
て｣

(『

明
日
香
井
和
歌
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集』

五
三
九

(

歌
の
引
用
は

『

新
編
国
家
大
観』))

、
と
詠
じ
ら
れ
た
の
は
、｢

初
音｣

の
当
該
場
面
を
も
取
り
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
�)

『

セ
レ
ク
シ
ョ
ン』

で
も
、｢

な
か
な
か
何
ば
か
り
の
お
も
し
ろ
か
る
べ
き
拍
子
も
聞
こ
え
ぬ｣

と
し
て
、｢

ど
う
も
こ
れ
と
い
っ
て
お
も
し

ろ
く
聞
か
れ
る
よ
う
な
曲
節
で
も
な
か
っ
た
の
だ
が｣

、
と
拍
子
の
内
容
を
批
判
す
る
訳
が
さ
れ
て
い
る
。
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