
『

源
氏
物
語』

が
歌
人
に
と
っ
て
必
須
の
教
養
で
あ
っ
た
こ
と
は
、｢

源
氏
見
ざ

る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り｣

と
い
う

『
六
百
番
歌
合』

の
藤
原
俊
成
の
判
詞
と

と
も
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る

(

１)

。
し
か
し
な
が
ら
、『

源
氏
物
語』

を
引
用
し
て
和

歌
を
詠
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、『

源
氏
物
語』

の
中
の
和
歌
を
と
る
の
か
、
あ
る

い
は
和
歌
以
外
の
散
文
の
言
葉
を
と
る
の
か
な
ど
、
諸
説
入
り
乱
れ
て
い
る
。
伊

井
春
樹
氏
は

｢『

後
鳥
羽
院
御
口
伝』

以
降
、
そ
の
伝
承
の
誤
り
も
あ
っ
て
源
氏

物
語
の
哥
を
と
る
と
か
心
を
と
る
な
ど
と
種
々
の
説
が
現
れ
た｣
と
さ
れ
、｢

歌

合
作
品
の
初
期
に
つ
い
て
は

｢

歌
の
詞｣

な
い
し
は

｢

歌
の
心｣

が
多
い
が
、
や

が
て
、｢

物
語
の
詞｣

(

地
の
文)

を
用
い
て
の
詠
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
く
る｣

と
さ
れ
た

(

２)

。
以
後
、『

源
氏
物
語』

と
和
歌
に
つ
い
て
検
討
す
る
時
に

は
、
こ
の
論
を
踏
襲
す
る
こ
と
が
多
い
。

一
方
、
浅
田
徹
氏
は

｢

俊
成
の
息
、
藤
原
定
家
は
源
氏
物
語
に
つ
い
て｣

『

京

極
中
納
言
相
語』

に

｢

詞
づ
か
ひ
の
有
様
の
言
ふ
か
ぎ
り
な
き
も
の
に
て
、
紫
式

部
の
筆
を
見
れ
ば
、
心
も
澄
み
て
歌
の
詞

(

３)

優
に
詠
ま
る
る
な
り｣

｢

と
言
っ
た｣

こ
と
を
引
用
し
て
、｢

定
家
は
散
文
部
分
を
も
賞
賛
し
て
い
る
様
に
読
め
る｣

と

さ
れ
た

(

４)

。

本
稿
で
は
、
俊
成
の
判
詞
な
ど
の
資
料
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
り
、『

源
氏
物

語』

と
和
歌
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。

一

『

六
百
番
歌
合』

の
判
詞

ま
ず
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る

『

六
百
番
歌
合』

の
俊
成
の
判
詞
を
読
み
直
し

て
み
よ
う
。
該
当
部
分
を
引
用
す
る

(

５)

。

(

冬
上)

十
三
番

枯
野

左
勝

女
房

五
〇
五

見
し
あ
き
を
な
に
に
の
こ
さ
む
く
さ
の
は
ら
ひ
と
へ
に
か
は
る
野

辺
の
気
色
に

右

隆
信

五
〇
六

し
も
が
れ
の
野
べ
の
あ
は
れ
を
見
ぬ
人
や
秋
の
色
に
は
こ
こ
ろ
と

め
け
む
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右
方
申
云
、
く
さ
の
は
ら
き
き
よ
か
ら
ず
、
左
方
申
云
、
右
歌
ふ
る
め

か
し

判
云
、
左
、
な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、
え
ん
に
こ
そ

侍
る
め
れ
、
右
方
人
草
の
原
難
申
之
条
、
尤
う
た
た
あ
る
事
に
や
、
紫

式
部
歌
よ
み
の
程
よ
り
も
物
か
く
筆
は
殊
勝
な
り
、
そ
の
う
へ
花
宴
の

巻
は
こ
と
に
え
ん
な
る
物
な
り
、
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な

り
、
右
、
心
詞
あ
し
く
は
見
え
ざ
る
に
や
、
但
、
常
の
体
な
る
べ
し
、

左
歌
宜
し
、
勝
と
申
す
べ
し

｢

草
の
原｣

の
語
は
、
花
宴
巻
で
朧
月
夜
が
詠
ん
だ
和
歌

｢

う
き
身
世
に
や
が

て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や
思
ふ｣

を
念
頭
に
置
い
て
い
る

と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
左
歌
は
こ
の
朧
月
夜
の
和
歌
を
本
歌
に
し
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で

『

狭
衣
物
語』

の

｢

尋
ぬ
べ
き
草
の
原
さ
へ
霜
が
れ
て

誰
に
問
は
ま
し
道
芝
の
露｣

が

｢

よ
り
直
接
的
な
本
歌｣
と
さ
れ
て
き
た

(

６)

。
伊
井

氏
は

｢

俊
成
の
想
念
に
は
光
源
氏
と
朧
月
夜
に
よ
る
情
趣
的
な
場
面
が
展
開
し
て

感
興
を
催
し
た｣

と
し
て
、
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
た
。

俊
成
は

｢

草
の
原｣

の
こ
と
ば
の
背
後
に
花
宴
巻
を
連
想
し
、
艶
な
る
内
容

と
し
て
受
容
し
て
い
る
。
つ
ま
り
俊
成
の
想
念
に
は
光
源
氏
と
朧
月
夜
に
よ

る
情
趣
的
な
場
面
が
展
開
し
て
感
興
を
催
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
良
経

の
歌
は
優
美
な
る
姿
を
持
っ
て
い
る
と
高
く
評
価
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
俊
成
の
よ
う
に
こ
の
歌
を
味
わ
お
う
と
す
る
と
、
源
氏

物
語
の
美
的
情
趣
を
持
た
な
け
れ
ば
お
よ
そ
鑑
賞
で
き
な
い
こ
と
に
な
る

(

同)

。

朧
月
夜
の
和
歌
を
念
頭
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
と
す
る
と
、
和
歌
の
内
容
に
詠
ま

れ
た

｢

草
の
原｣

は
、｢

う
き
身｣

が
こ
の
世
か
ら
消
え
た
後
で
尋
ね
る
所
で
あ

り
、『

源
氏
物
語』

の
和
歌
に
見
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で

｢

え
ん
に
こ
そ
侍
れ｣

と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
右
方
人
が

｢

き
き
よ
か
ら
ず｣

と
難
じ
た
の
も
も
っ

と
も
だ
と
思
わ
れ
る
。

俊
成
は
右
方
が

｢

き
き
よ
か
ら
ず｣

と
難
じ
た

｢

く
さ
の
は
ら｣

に
対
し
て

｢

な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、
え
ん
に
こ
そ
侍
る
め
れ｣

と
記
し

た
う
え
で

｢

く
さ
の
は
ら
き
き
よ
か
ら
ず｣

と
し
た
右
方
を

｢

右
方
人
草
の
原
難

申
之
条
、
尤
う
た
た
あ
る
事
に
や｣

と
批
判
し
て
い
る
。｢

な
に
に
の
こ
さ
ん
く

さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、
え
ん
に
こ
そ
侍
る
め
れ｣

と
あ
る
以
上
、
俊
成
が

｢

え
ん

に
こ
そ
侍
る
め
れ｣

と
し
た
の
は

｢

こ
と
ば
の
背
後
に
花
宴
巻
を
連
想
し
、
艶
な

る
内
容
と
し
て
受
容
し｣

た
か
ら
で
は
な
く
、｢

な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら｣

｢

と
い
へ
る｣

表
現
自
体
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

花
宴
の
巻
に
は
朧
月
夜
の
和
歌
以
外
に
も｢

く
さ
の
は
ら｣

の
語
が
見
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
朧
月
夜
の

｢｢

草
の
原
を
ば｣

と
い
ひ
し
さ
ま｣

が
心
か
ら
離
れ
ず
に

｢

世
に
知
ら
ぬ
心
地
こ
そ
す
れ
有
明
の
月
の
ゆ
く
へ
を
空
に
ま
が
へ
て｣

と
源
氏

が
詠
ん
だ
場
面
で
あ
る

(

７)

。

う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や
思
ふ

(

中
略)

か
の
し
る
し
の
扇
は
、
桜
が
さ
ね
に
て
、
こ
き
か
た
に
か
す
め
る
つ
き
を
か

き
て
、
み
ず
に
う
つ
し
た
こ
こ
ろ
ば
へ
め
な
れ
た
る
こ
と
な
れ
ど
、
ゆ
ゑ
な
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つ
か
し
う
も
て
な
ら
し
た
り

｢

草
の
原
を
ば｣

と
い
ひ
し
さ
ま
の
み
こ
こ
ろ

に
か
か
り
た
れ
ば

世
に
知
ら
ぬ
心
地
こ
そ
す
れ
有
明
の
月
の
ゆ
く
へ
を
空
に
ま
が
へ
て

と
書
き
つ
け
た
ま
ひ
て
、
置
た
ま
へ
り

｢

な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら｣

と
い
う
表
現
か
ら
朧
月
夜
が
詠
ん
だ
和
歌

を
連
想
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、｢

草
の
原
を
ば｣

と
記
し
た

『

源
氏
物
語』

の

散
文
部
分
を
念
頭
に
置
く
と
、｢
な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら｣

と
い
う
表
現

が
理
解
で
き
る
。｢

な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、
え
ん
に
こ
そ
侍

る
め
れ｣

と
い
う
俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
を
、
取
り
交
わ
し
た

｢

し
る
し
の
扇｣

を
前
に
し
て
、
朧
月
夜
の

｢｢

草
の
原
を
ば｣
と
い
ひ
し
さ
ま
の
み
こ
こ
ろ
に
か

か
る｣

源
氏
の
様
子
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ま
れ
た
和
歌
だ
と
解
釈
し
て
記
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
初
冬
の

｢

ひ
と
へ
に
か
は
る
野
辺
の
気
色｣

を
前
に
し
て
、(『

源

氏
物
語』

で
は

｢

し
る
し
の
扇｣

を
残
し
た
が)

、｢(

見
し
あ
き
を)

な
に
に
の

こ
さ
む
く
さ
の
は
ら｣

と
詠
ん
だ
と
理
解
し
た
か
ら
こ
そ
、
俊
成
は

｢

な
に
に
の

こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、
え
ん
に
こ
そ
侍
る
め
れ｣

と
評
価
し
た
と
推
察

さ
れ
る
。｢

草
の
原｣

の
語
は
、
朧
月
夜
が
詠
ん
だ
和
歌
に
含
ま
れ
る
が
、
そ
の

意
味
は
和
歌
に
詠
ま
れ
た
内
容
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
朧
月
夜
の
和
歌
の

｢

詞｣

は
と
っ
て
い
る
が
、
歌
の
内
容
は
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

俊
成
は
、｢

く
さ
の
は
ら
き
き
よ
か
ら
ず｣

と
し
た
右
方
を
批
判
し
た
後

｢

紫

式
部
歌
よ
み
の
程
よ
り
も
物
か
く
筆
は
殊
勝
な
り
、
そ
の
う
へ
花
宴
の
巻
は
こ
と

に
え
ん
な
る
物
な
り｣

と
記
し
て
い
る
。
紫
式
部
は

｢

歌
よ
み
の
程｣

す
な
わ
ち

詠
歌

｢

よ
り
も
物
か
く
筆｣

す
な
わ
ち
文
章
が

｢

殊
勝｣

で
あ
る
と
い
う
。
左
歌

は

｢

な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら｣

と
詠
む
こ
と
に
よ
り
、｢

こ
と
に
え
ん
な

る｣

花
宴
巻
の
文
章
を
連
想
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
俊
成
は
、｢

な
に
に
の
こ
さ
ん

く
さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、
え
ん
に
こ
そ
侍
る
め
れ｣

と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、｢

な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら｣

と
い
う
表
現
か
ら
、
朧
月
夜
が

｢

草

の
原
を
ば｣

と
和
歌
に
詠
ん
だ
情
景
が
忘
れ
ら
れ
な
い
源
氏
を
描
い
た
散
文
部
分

を
連
想
で
き
ず
に

｢

難
申｣

し
た
右
方
を

｢

源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な

り｣

と
批
判
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
俊
成
が
言
う

『

源
氏
物
語』

を

｢

見｣

る
、

と
は
、
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
詞
を

『

源
氏
物
語』

の
中
か
ら
検
索
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
詞
か
ら

『

源
氏
物
語』

の
散
文
部
分
に
描
か
れ
た
情
景

を
連
想
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

二

嘉
吉
三
年
二
月
十
日
前
摂
政
家
歌
合
二
十
一
番

伊
井
氏
は

｢

判
詞
で
指
摘
す
る
詠
源
氏
物
語
和
歌｣

と
し
て
嘉
吉
三
年
二
月
十

日
前
摂
政
家
歌
合
の
二
十
一
番
を
引
用
し
て
、
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
た
。

左
勝

持
和
朝
臣

二
月
や
お
ぼ
ろ
月
夜
の
影
ま
で
も
か
ず
め
る
花
の
え
ん
に
こ
そ
有

け
れ

紫
式
部
歌
読
の
ほ
ど
よ
り
も
物
か
く
筆
は
殊
勝
の
上
、
花
宴
巻
毎

(

殊)

に
艶

あ
る
物
な
り
と
、
六
百
番
歌
合
の
判
の
詞
に
か
ゝ
れ
侍
る
に
、
今
の
番

の
朧
月
夜
の
さ
し
出
侍
る
こ
そ
い
と
お
か
し
く
覚
え
侍
れ
。
か
の
南
殿

の
桜
の
え
ん
は
て
ゝ
、
人
々
あ
か
れ
侍
る
に
、
れ
い
の
み
す
ぐ
し
が
た

き
酔
心
地
に
、
こ
き
で
ん
の
か
た
に
立
よ
り
給
へ
る
は
、
ま
こ
と
に
お

『源氏物語』 と和歌80

三



ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
え
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ
、(

以
下
略)

と

『

六
百
番
歌
合』

に
お
け
る
評
価
を
援
用
し
、
朧
月
夜
の
姿
を
髣
髴
さ
せ

る
と
し
て
、
持
和
の
歌
を

｢

お
か
し｣

と
称
賛
す
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は

花
宴
巻
の｢

き
さ
ら
ぎ
の
は
つ
か
あ
ま
り
、
南
殿
の
さ
く
ら
の
宴
せ
さ
せ
給｣

(

二
六
九
１)

｢

お
ぼ
ろ
月
夜
に
に
る
も
の
ぞ
な
き
と
う
ち
ず
し
て｣

(

二
七

一
８)

の
こ
と
ば
を
用
い
て
の
詠
歌
と
言
え
る
。
こ
の
歌
合
は
衆
議
判
だ
が
、

人
々
は
提
出
さ
れ
た
歌
か
ら
源
氏
物
語
の
場
面
を
想
念
に
描
き
、
と
も
に

｢

艶｣

と
さ
れ
る
世
界
に
浸
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

持
和
の
和
歌
は

｢

朧
月
夜
の
姿
を
髣
髴
さ
せ
る｣

こ
と
に
よ
っ
て

｢

お
か
し｣

｢

と
称
賛｣

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。｢

中
春｣
の
題
で
競
わ
れ
た
歌
合
の
判
詞
は

(

以
下
略)

と
さ
れ
た
あ
と
次
の
ご
と
く
続
く
。

二
月
や
と
さ
だ
か
に
う
ち
い
で
ず
と
も
そ
の
事
と
は
た
が
ふ
ま
じ
く
き
こ
え

侍
る
を
、
な
ど
て
か
お
ぼ
め
か
ず
あ
り
け
ん
、
か
の
人
の
御
た
め
い
よ
い
よ

つ
み
の
が
れ
た
う
も
侍
る
も
の
か
な
、
右
の
、
あ
め
さ
へ
は
れ
ぬ
も
は
る
の

も
の
と
て
な
が
め
ら
し
け
ん
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
め
が
た
う
こ
そ
お
ぼ
え
侍
れ

ど
、
猶
お
ぼ
ろ
月
夜
の
あ
は
れ
に
は
し
く
物
な
く
や
侍
ら
ん

持
和
の
和
歌
は

｢

二
月
や
と
さ
だ
か
に
う
ち
い
で
ず
と
も
そ
の
事
と
は
た
が
ふ
ま

じ
く
き
こ
え
侍
る｣

。
す
な
わ
ち
こ
の
和
歌
は

｢

二
月｣

の
語
が
な
く
て
も

｢

そ

の
事
と
は
た
が
ふ
ま
じ
く
き
こ
え
侍
る｣

の
に
、
ど
う
し
て

｢

お
ぼ
め
か｣

す
こ

と
を
し
な
か
っ
た
の
か
と
判
詞
は
い
う
。
そ
し
て

｢

か
の
人
の
御
た
め
い
よ
い
よ

つ
み
の
が
れ
た
う
も
侍
る
も
の
か
な｣

と
続
く
こ
と
か
ら
、｢

そ
の
事
と
は
た
が

ふ
ま
じ
く｣

と
い
う
の
は
源
氏
が
朧
月
夜
に
逢
っ
た
場
面
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

持
和
の
和
歌
は
、
初
句
が
な
く
て
も
、
こ
の
場
面
が
思
い
浮
か
ぶ
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
こ
の
場
面
を
を
念
頭
に
置
い
て
判
詞
を
読
み
な
お
す
と
、
こ
の
判
詞

が

『

源
氏
物
語』

の
本
文
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
判
者
は
持

和
の
和
歌
を
読
ん
で『

源
氏
物
語』

の
散
文
部
分
を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。

伊
井
氏
に
倣
っ
て
、
判
詞
に
用
い
ら
れ
た
語
に
傍
線
を
付
し
て
、『

源
氏
物
語』

の
本
文
を
引
用
す
る
。

夜
い
た
う
更
け
て
な
む
事
は
て
け
る
。
上
達
部
お
の
お
の
あ
か
れ
、
后
、
春

宮
か
へ
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
の
ど
や
か
に
な
り
ぬ
る
に
、
月
い
と
明
う
さ

し
出
で
て
を
か
し
き
を
、
源
氏
の
君
酔
ひ
心
地
に
、
見
す
ぐ
し
が
た
く
お
ぼ

え
た
ま
ひ
け
れ
ば
、(

中
略)

弘
徽
殿
の
細
殿
に
立
ち
寄
り
た
ま
へ
れ
ば
、

三
の
口
開
き
た
り
。(

中
略)

｢

朧
月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き｣

と
う
ち
誦
じ

て
、
こ
な
た
ざ
ま
に
は
来
る
も
の
か
。(

中
略)

深
き
夜
の
あ
は
れ
を
知
る
も
入
る
月
の
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
契
り
と
ぞ
思
ふ

(

７)

判
者
は

｢

花
の
え
ん
に
こ
そ
有
け
れ｣

と
い
う
下
句
か
ら

｢

お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ

え

(

ん)｣

を
連
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
判
詞
に

｢

ま
こ
と
に
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ

え
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ｣

と
あ
る
。
左
歌
は
、
朧
月
夜
と
の
出
合
い
を

｢

お
ぼ
ろ

け
な
ら
ぬ
契
り｣

と
詠
ん
だ
源
氏
の
和
歌
お
よ
び
そ
の
前
の
散
文
部
分
を
連
想
さ

せ
る
事
が

｢

お
か
し｣

と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
の
和
歌
も

『

源
氏
物
語』
の
和
歌
の
詞
を
和
歌
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
て
詠
ま
れ
た
こ
と

に
な
る
。
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三

後
鳥
羽
院
御
口
伝
な
ど

こ
れ
ら
の
判
詞
を
念
頭
に
置
い
て
、
後
鳥
羽
院
御
口
伝
、
愚
問
賢
注
を
検
討
し

て
み
よ
う
。
伊
井
氏
は
歌
学
書
を
引
用
し
て
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
た

(

８)

。

源
氏
物
語
の
歌
の
心
を
ば
と
ら
ず
詞
を
と
る
は
苦
し
か
ら
ず
と
申
し
き
。
す

べ
て
物
語
の
歌
の
心
を
ば
百
首
の
歌
に
も
と
ら
ぬ
事
な
れ
ど
も
、
近
代
は
そ

の
沙
汰
に
も
及
ば
ず
。(
後
鳥
羽
院
御
口
伝)

後
鳥
羽
院
御
抄
に
歌
合
の
う
た
を

(
中
略)

源
氏
物
語
の
歌
の
心
を
ば
と
ら

ず
、
詞
を
と
る
は
く
る
し
か
ら
ず
と
あ
そ
ば
さ
れ
て
候
。

○
本
説
・
本
文
・
詩
の
心
・
物
語
の
心
、
さ
の
み
不
可
詠
之
由
申
し
て
侍
れ

ど
も
、
つ
ね
に
見
え
侍
る
に
は
。
よ
も
ぎ
ふ
の
本
の
こ
こ
ろ
、
さ
ご
ろ
も
の

草
の
原
目
な
れ
て
侍
る
歟
。
源
氏
は
歌
よ
り
は
詞
を
と
る
な
ど
申
し
て
侍
る
。

(
愚
問
賢
注)

『

御
口
伝』

で
は

｢

物
語
の
歌
の
心
を
ば
と
ら
ず
詞
を
と
る｣

と
す
る
が
、

こ
の｢

詞｣

は
文
脈
か
ら
い
っ
て｢

歌
の
詞｣

と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
次
の

『

愚
問
賢
注』

に
な
る
と
、『

御
口
伝』

の
説
と
し
て
紹
介

し
な
が
ら
も

｢

歌
よ
り
は
詞
を
と
る｣

と
、
歌
に
対
す
る
地
の
文
の
詞
を
用

い
る
と
し
、
さ
ら
に

｢

物
語
の
歌
の
心｣

で
は
な
く
、｢

物
語
の
心｣

を
詠

ま
な
い
と
す
る
。
頓
阿
は

『

御
口
伝』

の
説
を
明
ら
か
に
受
け
な
が
ら
も
、

微
妙
な
こ
と
ば
の
解
釈
の
誤
伝
か
ら
、
本
質
的
な
考
え
の
違
い
へ
と
発
展
し

て
い
る
。
頓
阿
自
身
の
誤
り
と
い
う
の
で
は
な
く
、
後
鳥
羽
院
の
記
述
か
ら

『

愚
問
賢
注』

の
成
立
す
る
に
い
た
る
百
十
数
年
の
間
、『

御
口
伝』

の
説
が

本
文
と
は
別
に
人
々
に
流
伝
し
て
い
く
過
程
で
変
形
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

伊
井
氏
は

｢

物
語
の
歌
の
心
を
ば
と
ら
ず
詞
を
と
る｣

と
あ
る

｢

詞｣

は

｢

文

脈
か
ら
い
っ
て｢

歌
の
詞｣

と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
断
定
さ
れ
た
上
で
、

｢｢

歌
よ
り
は
詞
を
と
る｣

と
、
歌
に
対
す
る
地
の
文
の
詞
を
用
い
る
と
し｣

た
こ

と
を

｢

微
妙
な
こ
と
ば
の
解
釈
の
誤
伝｣

と
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
通
り
、『

六
百
番
歌
合』

に
お
け
る
俊

成
の
判
詞
で
も
、
そ
れ
を
継
承
し
た
判
詞
で
も
、
そ
こ
で
高
く
評
価
さ
れ
た
詞
は
、

源
氏
物
語
の
散
文
部
分
を
連
想
さ
せ
る
表
現
で
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
の
和
歌
に
用

い
ら
れ
た
詞
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
詞
の
内
容
は
和
歌
に
お
け
る
内
容
と
は
異
な
り
、

散
文
部
分
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度

『

後
鳥
羽
院
御
口
伝』

の
該
当
部
分
を
検
討
し
て
み
た
い
。

『

後
鳥
羽
院
御
口
伝』

に
は

源
氏
物
語
の
歌
の
心
を
ば
と
ら
ず
詞
を
と
る
は
苦
し
か
ら
ず
と
申
し
き

と
あ
る
。
す
な
わ
ち

｢

源
氏
物
語
の
歌
の
心
を
ば
と
ら
ず
詞
を
と
る
は
苦
し
か
ら

ず｣

と
申
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は

｢

歌
の
心
を
ば
と
ら
ず｣

｢

詞

を
と
る
は
苦
し
か
ら
ず｣

と
、
歌
の
心
を
と
る
事
と

(

歌
の)

詞
を
と
る
事
と
を

対
比
さ
せ
て
、
前
者
を
否
定
し
て
後
者
は

｢

苦
し
か
ら
ず｣

と
理
解
さ
れ
る
事
が

多
い
。

だ
が
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
二
つ
の
歌
合
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た

｢

く
さ
の
は

『源氏物語』 と和歌78
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ら｣

も

｢

お
ぼ
ろ｣

も
、
い
ず
れ
も
源
氏
物
語
の
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
詞
で

は
あ
る
も
の
の
、
和
歌
と
は
異
な
る
内
容
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
歌
の

詞
の
用
い
方
は
、
一
般
的
な
本
歌
取
り
の
方
法
と
は
異
な
る
。
そ
こ
で
後
鳥
羽
院

口
伝
は
、
こ
う
し
た
詞
の
用
い
方
に
つ
い
て
、
歌
の
内
容
す
な
わ
ち

｢

歌
の
心｣

を
と
ら
ず
に
歌
の
詞
を
用
い
る

(

歌
の
詞
を
と
る)

こ
と
を

｢

苦
し
か
ら
ず｣

と

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。｢

歌
の
心｣

を

｢

と
る｣

こ
と
と

｢

詞
を
と
る｣

こ
と
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、｢

歌
の
心
を
ば
と
ら
ず｣

に

｢

詞
を

と
る｣

こ
と
も

｢

苦
し
か
ら
ず｣
と
解
釈
で
き
よ
う
。
す
る
と
、
俊
成
の
判
詞
と

も

｢

源
氏
は
歌
よ
り
は
詞
を
と
る｣
と
す
る
愚
問
賢
注
と
も
矛
盾
し
な
い
。

四

藤
原
定
家

藤
原
定
家
は

『

千
五
百
番
歌
合』

の
判
詞
で
同
じ
く

｢
く
さ
の
は
ら｣

と
詠
ん

だ
和
歌
を｢

こ
れ
も
源
氏
物
語
の
心
に
か
よ
へ
る
に
や
、
詞
え
ん
に
は
侍
る
べ
し｣

と
評
し
た
。八

百
番

左

公
経
卿

一
五
九
八

し
も
の
し
た
に
か
き
こ
も
り
な
ば
く
さ
の
は
ら
秋
の
ゆ
ふ
べ
も

と
は
じ
と
や
さ
は

右

雅
経

一
五
九
九

秋
ふ
か
き
ま
つ
に
あ
ら
し
の
た
つ
た
や
ま
よ
そ
の
こ
ず
ゑ
を
ま

づ
は
ら
ふ
ら
ん

左
歌
、
こ
れ
も
源
氏
の
心
に
か
よ
へ
る
に
や
、
詞
え
ん
に
は
侍
る
べ
し

右
歌
、
松
に
嵐
の
と
い
へ
る
緑
於
太
山
之
阿
舞
松
柏
之
下
な
ど
い
ふ
心

を
お
も
へ
る
に
や
、
い
か
に
も
草
の
は
ら
よ
り
は
こ
だ
か
き
松
に
侍
る

べ
し

俊
成
の
判
詞
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。｢

こ
れ
も｣

｢

源
氏
物
語
の
心
に

か
よ
へ
る
に
や｣

と
評
し
て
い
る
。

浅
田
氏
は
、｢

俊
成
の
息
、
藤
原
定
家｣

に
つ
い
て

｢

京
極
中
納
言
相
語｣

を

引
用
し
て

｢

源
氏
物
語
は
作
中
の
和
歌
が
本
歌
取
り
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
定

家
は
散
文
部
分
を
も
賞
賛
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。｣

と
さ
れ
た
。
浅
田
氏
が

引
用
さ
れ
た

｢

京
極
中
納
言
相
語｣

に
は
、『

源
氏
物
語』

に
つ
い
て
次
の
記
述

が
あ
る
。

近
代
の
源
氏
物
語
見
さ
た
す
る
様
又
あ
ら
た
ま
れ
り
。
或
ひ
は
歌
を
と
り
て

本
歌
と
し
て
歌
を
よ
ま
む
料
、
或
ひ
は
識
者
を
た
て
ゝ
紫
上
た
が
子
に
て
お

は
す
な
ど
言
ひ
争
ひ
、
系
図
と
か
や
な
づ
け
て
さ
た
あ
り
と
云
々
。
古
く
は

か
く
も
な
か
り
き
。
身
に
思
ひ
給
ふ
る
や
う
は
、
紫
上
の
父
祖
の
事
を
も
さ

た
せ
ず
、
本
歌
を
求
め
む
と
も
思
は
ず
、
詞
づ
か
ひ
の
有
様
の
い
ふ
か
ぎ
り

な
き
も
の
に
て
、
紫
式
部
の
筆
を
み
れ
ば
、
心
も
す
み
て
歌
の
姿

(

３)

詞
優
に
よ

ま
る
ゝ
な
り
。
文
集
の
文
、
此
定
に
て
、
文
集
に
て
多
く
歌
を
よ
む
な
り
。

筆
の
め
で
た
き
が
心
は
い
か
さ
ま
に
も
す
む
に
や
。

｢

歌
を
と
り
て
本
歌
と
し
て
歌
を
よ
ま
む
料
、
或
ひ
は
識
者
を
た
て
ゝ
紫
上
た
が

子
に
て
お
は
す
な
ど
言
ひ
争
ひ
、
系
図
と
か
や
な
づ
け
て
さ
た
あ
り
と｣

い
う

｢

近
代
の
源
氏
物
語
見
さ
た
す
る
様｣

が

｢

古｣

い
時
代
の
享
受
方
法
と
異
な
っ
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て
い
る
事
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。｢

文
集
に
て
多
く
歌
を
よ
む｣

の
は
、｢

筆
の

め
で
た
き
が
心
は
い
か
さ
ま
に
も
す
む｣

か
ら
で
あ
る
と
し
て
、｢

紫
式
部
の
筆

を
み
れ
ば
、
心
も
す
み
て
歌
の
姿
詞
優
に
よ
ま
る
ゝ
な
り｣

と
い
う
。｢

歌
を
と

り
て
本
歌
と
し
て
歌
を
よ｣

む

｢

近
代｣

の

『

源
氏
物
語』

享
受
が
、
自
分
が
考

え
る
源
氏
享
受
と
は
異
な
り
、
紫
式
部
の

｢

め
で
た
き｣

｢

筆｣

を
見
る
こ
と
に

よ
り
、｢

歌
の
姿
詞
優
に
よ
ま
る
ゝ｣

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
と
合
わ
せ
て
理
解
す
る
と
、
紫
式
部
は
和
歌
を
詠
む
こ
と
よ
り
、

文
章
を
書
く
こ
と
に
優
れ
て
い
る
の
で
、『

源
氏
物
語』

の
和
歌
を
本
歌
と
し
て

和
歌
を
詠
む
よ
り
も
、
紫
式
部
の

｢
め
で
た
い｣

筆
を
見
て
、
心
が
す
む
こ
と
に

よ
り
、
歌
の
姿
詞
が
優
に
な
る
と
記
し
て
い
る
。
和
歌
の
部
分
を
本
歌
に
と
る
の

で
は
な
く
、
散
文
部
分
を
読
む
こ
と
で
、
心
が
す
ん
で
、
良
い
和
歌
が
詠
め
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

｢

源
氏｣

を

｢
見｣
る
事
が
必
要
だ
と
す
る
と

｢

源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み｣

を
批
判
し
た
俊
成
の
判
詞
も
言
葉
通
り
に
受
け
取
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
の
み
を
見
て
和
歌
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
詠
む
の
で

は
な
い
か
ら
、
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
詞
を
和
歌
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
る
事
も

生
じ
る
。
そ
う
す
る
と

｢

歌
の
心
を
ば
と
ら
ず
詞
を
と
る
は
苦
し
か
ら
ず｣

と
す

る

『

後
鳥
羽
院
御
口
伝』

も
、｢

源
氏
は
歌
よ
り
は
詞
を
と
る｣

と
す
る

『
愚
問

賢
注』

も
、
俊
成
の
判
詞
と
同
様
に
解
釈
で
き
る
。
俊
成
を
は
じ
め
と
す
る
歌
学

者
は
、『

源
氏
物
語』

の
和
歌
の
み
な
ら
ず
本
文
を
念
頭
に
置
い
て
和
歌
を
詠
む

こ
と
を
積
極
的
に
奨
励
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

注

(

１)

谷
山
茂
氏
は

｢

草
の
原｣

に
源
氏
物
語
の
場
面
と
朧
月
夜
が
詠
ん
だ
和
歌
と
を

頭
柱
に
記
し
た
上
で
、『

後
鳥
羽
院
口
伝｣

な
ど
の
歌
論
書
を
引
用
し
て
、
中
世
歌

学
と
詠
源
氏
物
語
和
歌
に
つ
い
て
補
注
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た

(

日
本
古
典
文
学

大
系

『

歌
合
集』

｢

中
世
篇｣)

。

(

２)
『

源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究』

第
二
部
第
二
章
第
一
節

(

３)

日
本
歌
学
大
系
、
歌
論
集

(

一)
(『

中
世
の
文
学』)

に
よ
る
と
、｢

歌
の
姿
詞

の
優
に｣

と

｢

姿｣

の
一
字
が
入
っ
て
い
る
。

(

４)
『

源
氏
物
語
作
例
秘
訣』

解
説

(

５)

以
下
、
歌
合
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。

(

６)

既
に
谷
山
氏
が
注

(

１)

補
注
で
指
摘
さ
れ
た
内
容
が
多
い
が
、
谷
山
氏
以
後

の
論
を
整
理
・
発
展
さ
れ
て
い
る
た
め
、
伊
井
氏
の
注

(

２)

に
よ
り
引
用
す
る
。

(

７)

源
氏
物
語
の
引
用
は
小
学
館
の
古
典
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
。

(

８)

小
学
館
の
古
典
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
、｢

女
の
歌
の

｢

朧
月

夜｣

に
よ
り
な
が
ら
、
こ
う
し
て
出
合
う
べ
き
縁
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
歌
、

｢

お
ぼ
ろ｣

は
、｢

入
る
月
の
お
ぼ
ろ｣

と

｢

お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
契
り｣

と
を
か
け

る｣

と
し
て
、
次
の
口
語
訳
を
付
す
。

あ
な
た
が
夜
更
け
の
風
情
に
感
じ
入
ら
れ
る
の
も
、
入
り
方
の
朧
月
を
愛
さ

れ
て
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
月
に
誘
わ
れ
て
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
こ
の
わ
た

し
に
め
ぐ
り
会
う
の
も
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
縁
ゆ
え
と
思
い
ま
す
。
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