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引
歌
よ
り
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
注
釈

一
『
休
聞
抄
』
を
中
心
に
一

波
多
野

真
理
子

　
明
石
姫
君
入
内
を
間
近
に
控
え
た
年
の
賀
茂
祭
、
勅
使
行
列
を
見
物
す
る
華
々
し
い
叩
上
一
行
に
、
今
は
亡
き
葵
上
と
六
条
御
息
所

と
の
車
争
い
を
思
い
起
こ
し
光
源
氏
が
語
る
。

　
　
「
時
に
よ
る
心
お
ご
り
し
て
、
さ
や
う
な
る
斜
な
ん
情
け
な
き
こ
と
な
り
け
る
。
こ
よ
な
く
思
ひ
消
ち
た
り
し
人
も
、
嘆
き
負
ふ
や

　
　
う
に
て
亡
く
な
り
に
き
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夢
裏
葉
一
〇
〇
八
・
四
）

こ
の
「
嘆
き
負
ふ
」
と
い
う
表
現
に
引
歌
を
初
め
て
見
出
し
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
連
歌
師
昌
休
の
手
に
な
る
『
暮
景
抄
』
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
昌
休
が
指
摘
す
る
本
歌
は
、

　
　
　
　
男
を
う
ら
み
て

　
　
あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
峰
に
だ
に
お
ふ
な
る
も
の
を
人
の
な
げ
き
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
和
泉
式
部
集
』
＝
二
五
）

と
い
う
、
紫
式
部
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
た
和
泉
式
部
の
歌
を
本
歌
と
し
て
指
摘
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
と
和
泉
式
部
詠
歌
、
ま
た
『
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

氏
物
語
』
と
『
和
泉
式
部
日
記
』
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
諸
氏
の
様
々
に
論
じ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
果
た
し
て
、
こ
の
歌
が
『
源
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氏
物
語
』
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
紫
式
部
が
「
あ
し
か
れ
と
」
歌
を
念
頭
に
お
い
て
物

語
当
該
部
分
を
描
出
し
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
和
泉
式
部
歌
を
想
起
せ
ね
ば
物
語
の
理
解
が
困
難
、
ま
た
は
理
解
不
足
に
陥

る
と
は
必
ず
し
も
言
え
ず
、
は
な
は
だ
微
妙
な
問
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
室
町
末
期
成
立
の
『
休
聞

抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
諸
注
釈
書
が
、
こ
の
和
泉
式
部
歌
を
物
語
の
数
ヶ
所
で
引
歌
、
も
し
く
は
証
歌
と
し
て
挙
げ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
一
口
に
『
休
乱
撃
』
と
言
っ
て
も
数
本
の
諸
本
が
現
存
し
、
ま
た
そ
の
系
統
も
井
爪
康
之
氏
に
よ
っ
て
、
成
立
当
初

の
原
態
を
示
す
陽
明
文
庫
系
（
陽
明
文
庫
本
・
尊
経
閣
文
庫
本
）
と
、
そ
れ
を
整
備
補
足
し
よ
う
と
し
た
内
閣
文
庫
系
（
内
閣
文
庫
本
・

京
都
大
学
図
書
館
本
・
龍
谷
大
学
図
書
館
本
・
松
平
文
庫
本
・
天
理
大
学
図
書
館
本
5
・
天
理
大
学
図
書
館
本
6
・
天
理
大
学
図
書
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

本
7
・
天
理
大
学
図
書
館
本
8
）
と
い
う
二
種
類
の
系
統
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
本
に
よ
っ
て
注
記
が
異
な
る
部
分
が

あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
試
み
に
、
先
に
示
し
た
雪
裏
葉
巻
の
「
嘆
き
負
ふ
」
に
該
当
す
る
『
詳
聞
抄
』
の
注
記
部
分
を
、
諸
本
別

に
可
能
な
限
り
挙
げ
て
み
よ
う
。
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縣
轍
陽

内
閣

あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
嶺
に
た
に
人
の
な
け
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を
　
弄
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天
5

天
6

天
7

天
8

あ
し
か
れ
と
思
は
ぬ
山
の
　
私
弄

あ
し
か
れ
と
思
は
ぬ
山
の
　
峰
に
た
に
お
ふ
な
る
物
を
人
の
な
け
き
は
私
田

あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
嶺
に
た
に
人
の
な
け
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を
弄

あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
　
私
瞬

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
『
休
聞
抄
』
の
原
形
と
考
え
ら
れ
て
い
る
陽
明
文
庫
系
は
、

　
　
あ
し
か
れ
と
思
は
ぬ
山
の
峰
に
だ
に
生
ふ
な
る
も
の
を
人
の
な
げ
き
は

と
い
う
本
文
を
採
録
し
て
い
る
が
、
改
訂
本
と
言
わ
れ
る
内
閣
文
庫
系
に
お
い
て
下
句
ま
で
言
及
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
四
・
五
句
が

転
倒
し
た
「
人
の
嘆
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を
」
と
い
う
本
文
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
（
天
理
大
学
図
書
館
本
6
の
下
句
は

書
入
注
で
あ
る
）
。
『
和
泉
式
部
集
』
＝
二
五
番
歌
は
他
に
『
詞
花
和
歌
集
』
（
巻
第
九
・
雑
上
・
三
三
三
）
に
も
採
ら
れ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
も
現
行
流
布
本
文
は
「
お
ふ
な
る
も
の
を
人
の
嘆
き
は
」
で
あ
っ
て
、
異
本
類
な
ど
に
も
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
に
見
る
よ
う

な
「
人
の
嘆
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を
」
と
い
う
異
文
は
見
当
た
ら
な
い
。

二

　
こ
の
和
泉
式
部
「
あ
し
か
れ
と
」
歌
は
、
物
語
に
お
け
る
引
歌
と
し
て
他
の
部
分
で
も
『
休
帆
綱
』

そ
れ
ら
の
箇
所
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
朝
夕
の
宮
仕
へ
に
つ
け
て
も
、
人
の
心
を
の
み
動
か
し
、
恨
み
を
負
ふ
つ
も
り
に
や
あ
り
け
ん
、

に
採
ら
れ
て
い
る
が
、
で
は
、

い
と
あ
つ
し
く
な
り
ゆ
き
、

も

8
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引
歌
よ
り
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
注
釈

の
心
細
げ
に
里
が
ち
な
る
を
、
（
桐
壷
五
・
五
）

縣
敬
陽

陽
明
I
　
　
　
l
　
　
　
l
　
　
　
l
　
　
　
I
　
　
　
　
I
　
　
　
　
I
　
　
　
l
尊
経

系
庫
文
閣
内

何
の
罪
な
る
御
心
地
に
か
。
人
の
嘆
き
負
ふ
こ
そ
か
く
は
あ
む
な
れ
」

ば
、
（
総
角
一
六
五
四
・
九
）

と
、
御
釜
に
さ
し
当
て
て
、
も
の
を
多
く
聞
こ
え
た
ま
へ

系庫文明陽

陽
明

尊
経

あ
し
か
れ
と
思
は
ぬ
山
の
み
ね
に
た
に
生
フ
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
人
ノ
ナ
ケ
キ
ハ

あ
し
か
れ
と
思
は
ぬ
山
の
み
ね
に
た
に

8
8
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内
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松
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5
天
6

天
7

天
8

あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
峯
に
た
に
人
の
な
け
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を

あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ

あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
み
ね
に
た
に
人
の
歎
は
お
ふ
な
る
も
の
を

あ
し
か
れ
と
思
は
ぬ
山
の
峯
に
た
に
人
の
な
け
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を

あ
し
か
れ
と
思
は
ぬ
山
の
み
ね
に
た
に
人
の
な
け
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を

、
ロ
ー
－
－
，
，
－
，
，
，
，
，
，
，
陰
画
t
『
卜
口
，
闘
」
，
口
，
－
－
，
，
－
－
，
一
0
5
，
，
，
。
。
，
，
，
，
‘
固
ス
｝
ス
ー
売
ー
ル
。
ー
モ
8
ノ
，
プ
陰
大
，
凶
，
歎
ー
ハ
ー
梱
8
。
ー
イ
，
一
州
－
－
，
欄
8
脚
－
8
，
口
脚
－
－
口

あ
し
か
れ
と
思
は
ぬ
山
の
嶺
に
た
に
人
の
な
け
き
は
お
ふ
な
る
物
を

あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
峯
に
た
に
人
の
な
け
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を

あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
み
ね
に
た
に
人
の
な
け
き
は
お
ふ
な
る
物
を

こ
の
二
例
で
も
一
瞥
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
藤
裏
葉
巻
の
場
合
と
全
く
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
陽
明
文
庫
系
は
全
句
も
し
く
は

下
句
が
書
入
注
で
あ
る
た
め
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
内
閣
文
庫
系
は
す
べ
て
下
句
が
「
人
の
嘆
き
は
お

ふ
な
る
も
の
を
」
と
い
う
、
他
の
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
、
い
わ
ば
独
自
異
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
原
態
を
残
し
て
い
る
と
さ
れ
る
系
統
の
も
の
に
本
歌
の
流
布
本
的
本
文
が
、
そ
し
て
改
訂
版
で
あ
る
系
統
の
も
の
に
独
自
異
文
が
見

ら
れ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
注
釈
書
の
成
立
当
初
、
一
般
に
流
布
し
、
多
く
の
人
の
共
通
理
解
の
も
と
に
あ
る
形
態
で
あ
っ

た
も
の
が
、
整
理
段
階
で
そ
れ
と
は
異
な
る
、
言
っ
て
み
れ
ば
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
、
「
誤
っ
た
」
形
態
の
本
文
へ
と
変
化
す
る
こ

と
が
果
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
元
来
誤
っ
た
本
文
を
も
っ
て
い
た
も
の
が
、
整
理
整
備
の
過
程
で
流
布
本
の
よ
う
な
「
正
し
い
」

形
の
も
の
へ
と
訂
正
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
一
般
的
な
有
り
様
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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『
休
聞
耳
』
は
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
連
歌
師
宗
牧
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
講
釈
を
弟
子
の
昌
休
が
聞
書
し
た
資
料
を
基
と
し
て
成
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
奥
書
に
あ
る
「
河
海
廿
巻
花
鳥
廿
巻
弄
花
七
冊
廿
里
鞍
替
甘
糟
宗
舐
以
来
干
宗
車
曳
案
心
墨
々
華
甲
一
所
書
載

之
」
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
行
の
『
河
海
抄
』
『
花
鳥
余
情
』
『
弄
花
抄
』
や
先
人
連
歌
師
の
諸
注
釈
を
集
成
し
た
性
格
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
昌
休
が
先
行
書
注
を
自
書
に
取
り
込
む
際
、
そ
こ
に
誤
り
が
あ
っ
て
も
、
自
ら
は
何
ら
訂
正
を
施
す
こ

と
は
せ
ず
、
誤
り
は
誤
り
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
一
つ
に
は
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
例
え
ば
、
前
述
の
藤
裏
葉
巻
の
場
合
、
内
閣
文
庫
系
の
も
の
に
は
引
歌
注
記
末
尾
に
「
弄
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
注
記
の
出
典
と
な
っ

た
先
行
書
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
弄
」
と
は
三
条
西
実
隆
の
手
に
な
る
『
弄
花
抄
』
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
た
か
も
昌
休
が

参
照
し
た
『
弄
花
抄
』
に
そ
の
よ
う
な
本
文
を
も
つ
和
泉
式
部
歌
が
載
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
昌
休
が
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
こ
の
当
該
部
分
に
お
い
て
和
泉
式
部
歌
を
引
歌
と
し
て
掲
げ
る
先
行
注
釈
書

は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
『
休
聞
抄
』
に
先
ん
じ
る
諸
注
釈
書
に
は
、
「
あ
し
か
れ
と
」
歌
を
『
源
氏
物
語
』
の
引
歌
と
し
て
掲
げ
る
も

の
は
基
本
的
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
河
海
抄
』
が
た
だ
一
箇
所
、
真
木
柱
巻
、

　
　
す
ず
う
な
る
継
子
か
し
づ
き
を
し
て
、
お
の
れ
古
し
た
ま
へ
る
い
と
ほ
し
み
に
、
実
法
な
る
人
の
ゆ
る
ぎ
所
あ
る
ま
じ
き
を
と
て
、

　
　
取
り
寄
せ
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
は
、
い
か
が
つ
ら
か
ら
ぬ
（
九
五
三
・
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

こ
の
傍
線
部
に
対
し
て
「
あ
し
か
れ
と
」
歌
を
引
く
の
み
で
あ
る
。
こ
の
部
分
、
『
休
聞
抄
』
は
「
あ
し
か
れ
と
」
歌
を
引
歌
と
し
て
挙

げ
な
い
。
な
ぜ
か
。
そ
の
答
え
は
『
花
鳥
余
情
』
に
あ
る
。
一
条
兼
良
が
そ
の
著
作
に
お
い
て
、
こ
の
部
分
を
、

　
　
河
海
に
は
い
と
を
し
と
句
を
き
り
て
身
に
し
ほ
う
な
る
人
と
あ
り
。
す
な
は
ち
引
寄
に
お
ふ
な
る
と
よ
め
る
歌
を
ひ
か
れ
侍
り
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
河
海
抄
』
で
は
文
意
の
解
釈
が
他
の
も
の
と
異
な
り
、
「
い
と
ほ
し
み
に
、
実
法
な
る
」
で
は
な
く
「
い
と
ほ

し
」
で
句
を
切
り
、
続
い
て
「
身
に
し
、
ほ
う
な
る
」
と
読
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
和
泉
式
部
歌
の
下
句
「
お
ふ
な
る
も
の
を
」
を

見
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
後
世
に
踏
襲
さ
れ
な
か
っ
た
。
後
に
、
和
泉
式
部
歌
を
新
た
に
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
の
中
に
見
出
し
た
の

が
『
休
聞
抄
』
で
あ
る
。
「
嘆
き
お
ふ
」
「
人
の
嘆
き
お
ふ
」
と
い
っ
た
物
語
の
表
現
に
対
し
て
、
「
お
ふ
な
る
も
の
を
人
の
嘆
き
は
」
と

い
う
和
歌
を
、
物
語
作
者
の
意
図
は
ど
う
あ
れ
、
物
語
の
背
後
に
あ
る
引
歌
表
現
と
し
て
見
出
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
昌
休
が
自
身

で
独
自
に
見
出
だ
し
た
も
の
な
の
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
休
聞
抄
』
奥
書
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
先
行
諸

注
釈
書
の
影
響
は
考
え
に
く
い
。

三

　
で
は
、
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
に
見
ら
れ
る
独
自
異
文
は
ど
こ
か
ら
、
ま
た
は
ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
た
の
か
。
「
あ
し
か
れ
と
」
歌

を
『
休
台
金
』
が
引
歌
と
し
て
挙
げ
る
箇
所
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
恨
み
を
負
ふ
つ
も
り
に
や
あ
り
け
ん
」
（
桐
壷
）
「
嘆
き
負
ふ
や

う
に
て
亡
く
な
り
に
き
」
（
藤
裏
葉
）
「
人
の
嘆
き
負
ふ
こ
そ
か
く
は
あ
む
な
れ
」
（
総
角
）
に
対
す
る
三
カ
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

す
べ
て
に
対
し
て
内
閣
文
庫
系
『
虚
聞
抄
』
が
挙
げ
る
本
歌
は
、
下
句
が
「
お
ふ
な
る
も
の
を
人
の
嘆
き
は
」
で
は
な
く
、
「
人
の
嘆
き

は
お
ふ
な
る
も
の
を
」
と
第
四
・
五
句
が
逆
転
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
「
お
ふ
な
る
も
の
を
人
の
嘆
き

は
」
か
ら
「
人
の
嘆
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を
」
へ
。
そ
の
注
記
に
対
応
す
る
物
語
の
表
現
部
分
は
「
嘆
き
負
ふ
」
「
人
の
嘆
き
負
ふ
」
。

　
こ
こ
で
気
付
く
の
が
、
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
の
と
る
和
歌
の
形
、
つ
ま
り
語
順
が
、
注
記
対
象
と
な
っ
た
物
語
本
文
の
表
現
と

同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
嘆
き
負
ふ
」
「
人
の
嘆
き
負
ふ
」
に
対
し
て
、
「
人
の
嘆
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を
」
。
内
閣
文
庫
系

は
引
歌
を
挙
げ
る
に
当
た
り
、
注
記
す
べ
き
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
表
現
に
引
き
ず
ら
れ
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
異
文
の
発
生
に
つ
な

が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
る
と
、
『
休
聞
抄
』
に
限
ら
ず
、
物
語
の
表
現
が
『
源
氏
物
語
』
受
容
に
お
け
る
引
歌
本
文
に
影
響
を
与
え
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引
歌
よ
り
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
注
釈

た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
他
に
も
複
数
見
つ
か
る
。
例
え
ば
、

　
　
わ
ぎ
も
こ
が
来
て
は
寄
り
た
っ
真
木
柱
そ
も
む
つ
ま
じ
ゃ
ゆ
か
り
と
思
へ
ば

こ
の
出
典
未
詳
歌
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
数
カ
所
に
対
し
て
、
古
来
引
歌
と
し
て
諸
注
釈
書
が
挙
げ
る
和
歌
で
あ
る
が
、
出
典
未
詳
で
あ

る
だ
け
に
、
細
か
な
異
同
が
諸
書
で
様
々
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
か
と
り
の
御
直
衣
、
指
貫
、
さ
ま
変
り
た
る
心
地
す
る
も
い
み
じ
き
に
、
「
去
ら
ぬ
鏡
」
と
の
た
ま
ひ
し
面
影
の
、
げ
に
身
に
添
ひ

　
　
た
ま
へ
る
も
か
ひ
な
し
。
出
で
入
り
た
ま
ひ
し
方
、
寄
り
み
た
ま
ひ
し
真
木
柱
な
ど
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
胸
の
み
塞
が
り
て
、
も

　
　
の
を
と
か
う
思
ひ
め
ぐ
ら
し
、
世
に
し
ほ
じ
み
ぬ
る
齢
の
人
だ
に
あ
り
、
（
須
磨
四
一
六
・
三
）

　
須
磨
に
去
っ
た
源
氏
を
想
い
、
二
条
院
に
一
人
残
さ
れ
た
聖
上
が
源
氏
の
残
し
た
身
の
ま
わ
り
品
や
調
度
品
を
見
る
に
つ
け
涙
に
暮

れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
源
氏
が
「
寄
り
み
た
ま
ひ
し
真
木
柱
」
の
部
分
に
、
『
紫
明
抄
』
以
下
、
「
わ
ぎ
も
こ
が
」
歌
を
証
歌
と
し
て

提
示
す
る
。
お
そ
ら
く
、
作
者
紫
式
部
も
こ
の
場
面
を
描
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
古
歌
の
も
つ
世
界
を
物
語
に
反
映
さ
せ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
「
わ
ぎ
も
こ
」
が
真
木
柱
の
そ
ば
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
を
も
つ
本
歌
と
は
異
な
り
、
物
語
の
本
文
に
「
寄

り
み
た
ま
ひ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
光
源
氏
は
真
木
柱
に
寄
り
か
か
り
座
っ
て
い
た
。
こ
の
引
歌
を
、
内
閣
文
庫
系
『
野
卑
抄
』
に
お
い

て
は
第
二
句
を
「
き
て
は
よ
り
立
つ
」
で
は
な
く
「
き
て
は
よ
り
下
し
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
物
語
の
描
写

が
注
釈
に
直
接
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
同
様
の
異
同
が
東
屋
巻
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　
寄
り
み
た
ま
へ
り
つ
る
真
木
柱
も
褥
も
、
な
ご
り
匂
へ
る
移
り
香
、
言
へ
ば
い
と
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
あ
り
難
し
。
（
一
八
二

　
　
〇
・
一
）

『
源
氏
釈
』
『
紫
明
抄
』
『
河
海
抄
』
な
ど
で
は
、
本
歌
の
第
三
句
を
「
よ
り
た
つ
」
と
す
る
前
掲
の
和
歌
本
文
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
「
き
て
は
よ
り
み
し
」
と
す
る
も
の
に
『
休
白
煙
』
や
『
紹
巴
抄
』
な
ど
が
、
ま
た
第
五
句
を
「
形
見
と
お
も
へ
ば
」
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と
す
る
も
の
に
内
閣
文
庫
系
『
休
漁
抄
』
の
う
ち
の
龍
大
本
・
松
平
本
・
天
理
本
5
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
物
語
本
文
が
「
寄
り

ゐ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
深
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
浮
舟
を
失
っ
た
悲
し
み
に
暮
れ
る
膝
送
が
、
見
舞
い
に
来
た
薫
を
浮
舟
の
「
形
見
」
と
し
て
し
み
じ
み
な
つ
か
し
く
見
る

場
面
、

　
　
う
ら
や
ま
し
く
も
心
に
く
く
も
思
さ
る
る
も
の
か
ら
、
真
木
柱
は
あ
は
れ
な
り
。
こ
れ
に
向
ひ
た
ら
む
さ
ま
も
思
し
や
る
に
、
形

　
　
見
ぞ
か
し
、
と
う
ち
ま
も
り
た
ま
ふ
。
（
一
九
四
四
・
三
）

こ
の
「
う
ら
や
ま
し
く
も
～
真
木
柱
は
あ
は
れ
な
り
」
の
部
分
も
、
『
奥
入
』
や
『
源
氏
釈
』
以
来
、
「
わ
き
も
こ
が
」
歌
が
引
歌
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
も
第
二
句
「
き
て
は
よ
り
た
つ
」
が
「
き
て
は
よ
り
そ
ふ
」
（
『
細
流
抄
』
『
眠
墨
入
楚
』
、
内
閣
文
庫

系
『
休
聞
抄
』
）
、
第
五
句
「
ゆ
か
り
と
お
も
へ
ば
」
が
「
形
見
と
お
も
へ
ば
」
（
『
一
葉
抄
』
『
百
聞
抄
』
な
ど
）
と
諸
本
に
よ
っ
て
異
文

が
見
ら
れ
る
。
「
ゆ
か
り
」
を
「
形
見
」
と
す
る
の
は
、
語
彙
の
意
味
上
、
容
易
に
交
替
が
起
こ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
『
休
聞
抄
』
な
ど
が
「
ゆ
か
り
」
で
は
な
く
「
形
見
」
と
す
る
理
由
は
、
単
に
語
彙
の
類
似
性
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
物
語

に
お
い
て
匂
宮
が
薫
の
こ
と
を
浮
舟
の
「
形
見
ぞ
か
し
」
と
見
て
い
る
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
椎
本
巻
、

　
　
「
山
桜
に
ほ
ふ
あ
た
り
に
た
つ
ね
き
て
お
な
じ
か
ざ
し
を
折
り
て
け
る
か
な

　
　
野
を
む
つ
ま
し
み
」
と
や
あ
り
け
ん
。
（
一
五
五
一
・
二
）

言
上
が
宇
治
八
の
宮
に
贈
っ
た
こ
の
消
息
文
中
「
野
を
む
つ
ま
じ
み
」
の
部
分
は
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
（
第
六
・
す
み
れ
・
三
九
一
六
）

な
ど
に
見
え
る

　
　
春
の
野
に
董
つ
み
に
と
こ
し
我
ぞ
野
を
な
つ
か
し
み
ひ
と
よ
ね
に
け
る

を
引
歌
と
し
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
流
布
す
る
証
歌
が
「
野
を
な
つ
か
し
み
」
で
あ
る
こ
と
の
影
響
か
ら
か
、

　
　
　
　
引
歌
よ
り
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
注
釈
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引
歌
よ
り
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
注
釈

『
源
氏
物
語
』
本
文
で
も
「
野
を
な
つ
か
し
み
」
（
河
内
本
－
鳳
来
寺
本
）
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
『
細
流
抄
』
な
ど
で
も
注
記
に

際
し
て
引
用
す
る
物
語
本
文
自
体
が
「
野
を
な
つ
か
し
み
」
と
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
ら
の
注
釈
書
で
は
、
第
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

句
を
「
野
を
な
つ
か
し
み
」
と
す
る
「
春
の
野
に
」
歌
を
引
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
現
代
の
注
釈
書
で
は
一
般
に
青
表
紙
本
を
底
本

と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
は
底
本
そ
の
ま
ま
に
「
野
を
む
つ
ま
し
み
」
と
す
る
も
の
の
、
引
歌
は
第
四
句
が
「
野
を
な
つ
か
し
み
」

で
あ
る
「
春
の
野
に
」
歌
を
指
摘
す
る
た
め
、
そ
の
理
由
付
け
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

な
ど
は
そ
の
頭
注
で
「
「
な
つ
か
し
み
」
を
「
む
つ
ま
し
み
」
と
、
血
の
つ
な
が
る
親
し
さ
を
表
す
語
に
言
い
か
え
た
」
と
、
物
語
本
文

の
文
言
と
異
な
る
歌
を
引
歌
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
の
説
明
を
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
当
該
歌
を
こ
こ
に
証
歌
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
の

難
し
さ
が
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
内
閣
文
庫
系
『
休
罫
引
』
は
、
引
歌
自
体
を
「
～
野
を
む
つ
ま
し
み
一
夜
ね
に
け
る
」
と
し
て
し

ま
う
。
そ
う
い
っ
た
本
文
で
あ
れ
ば
引
歌
を
挙
げ
る
に
何
ら
問
題
は
な
い
。
こ
れ
も
物
語
本
文
を
基
と
し
た
注
釈
書
に
お
け
る
引
歌
本

文
の
合
理
的
改
変
ま
た
は
改
窟
の
例
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
影
青
抄
』
の
他
に
こ
の
「
野
を
む
つ
ま
し
み
」
と
い
う
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

文
を
も
つ
「
春
の
野
に
」
歌
を
証
歌
と
し
て
挙
げ
る
も
の
に
『
紫
明
抄
』
が
あ
る
が
、
『
紫
明
抄
』
の
流
布
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
『
休

延
怠
』
が
『
紫
明
抄
』
の
影
響
を
受
け
、
流
布
本
と
は
異
な
る
「
春
の
野
に
」
歌
を
掲
げ
た
と
見
る
よ
り
は
、
や
は
り
、
こ
こ
で
も
内

閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
の
引
歌
異
文
と
物
語
本
文
と
の
密
接
な
連
関
を
考
え
た
い
。

　
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
「
わ
き
も
こ
が
」
歌
、
「
春
の
野
に
」
歌
、
い
ず
れ
も
『
豊
山
抄
』
が
参
照
し
た
か
、
ま
た
は
参
照
で
き
た
か
否

か
は
別
と
し
て
、
先
行
注
釈
書
に
同
じ
よ
う
な
異
文
を
も
つ
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
厳
密
に
言
え
ば
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』

独
自
の
異
文
と
は
言
え
な
い
。
先
行
注
釈
書
か
ら
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
の
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

次
の
よ
う
な
内
閣
文
庫
系
『
休
郵
亭
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
独
自
異
文
の
例
も
実
際
多
数
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
起
き
て
ゆ
く
空
も
知
ら
れ
ぬ
あ
け
ぐ
れ
に
い
つ
く
の
露
の
か
か
る
袖
な
り
（
若
菜
下
一
一
八
○
・
九
）

こ
の
柏
木
か
ら
女
三
宮
へ
の
後
朝
の
歌
に
対
し
て
、
引
歌
と
し
て
従
来
認
め
ら
れ
て
き
た
証
歌
は
、
『
後
撰
集
』
雪
乞
十
一
・
恋
三
・
七

9
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七
一
番
、

　
　
涙
河
流
す
寝
覚
め
も
あ
る
も
の
を
は
ら
ふ
ば
か
り
の
露
や
何
な
り

で
あ
り
、
こ
れ
を
提
示
す
る
『
一
葉
抄
』
『
弄
花
抄
』
な
ど
諸
注
に
和
歌
本
文
の
異
同
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
現
存
す
る
『
後
撰
集
』
諸
本

間
に
も
異
文
は
見
ら
れ
な
い
。
陽
明
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
も
そ
れ
ら
と
同
様
の
和
歌
本
文
を
引
く
。
し
か
し
、
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』

に
限
っ
て
、
第
五
句
が
「
袖
は
何
な
り
」
と
い
う
証
歌
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
異
同
に
は
、
先
行
書
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
は
、
前
述
の
柏
木
詠
歌
「
起
き
て
ゆ
く
」
歌
の
第
五
句
が
「
か
か
る
袖
な
り
」
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
引
き
ず
ら
れ

た
結
果
、
引
歌
の
第
五
句
が
「
露
や
何
な
り
」
で
は
な
く
「
袖
は
何
な
り
」
と
い
う
異
文
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

四

　
こ
の
よ
う
に
、
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
が
物
語
の
証
歌
と
し
て
引
く
引
歌
に
は
、
先
行
注
釈
書
や
証
歌
の
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い

独
自
の
異
文
が
見
ら
れ
、
ま
た
そ
の
異
文
は
、
本
来
注
釈
を
つ
け
る
べ
き
対
象
で
あ
る
物
語
本
文
の
表
現
が
、
逆
に
注
記
表
現
に
ま
で

影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
例
が
少
な
か
ら
ず
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
異
文
発
生
の
過
程
に
は
か
な
り
杜
撰
な
態
度
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
後
世
の
読
者
が
『
源

氏
物
語
』
を
読
む
に
あ
た
り
、
物
語
表
現
の
奥
に
あ
る
引
歌
を
想
起
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
中
世
の
連
歌
師
が

作
詠
の
た
め
の
教
養
と
し
て
『
古
今
集
』
を
始
め
と
す
る
「
証
歌
」
を
譜
ん
じ
記
憶
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
言
を
侯
た
な
い
。
し
か
し
、

村
上
天
皇
宣
耀
殿
女
御
芳
子
の
「
古
今
う
か
べ
た
ま
へ
り
」
（
『
大
鏡
』
師
サ
伝
）
と
い
う
こ
と
が
賞
賛
に
値
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆

に
そ
れ
が
特
別
な
こ
と
と
見
ら
れ
た
証
し
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
証
歌
た
る
す
べ
て
の
和
歌
を
完
壁
に
諸
ん
じ
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
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で
あ
る
か
ら
、
記
憶
に
曖
昧
な
和
歌
も
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
連
歌
師
が
『
源
氏
物
語
』
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
多
く
は

講
釈
の
場
で
行
わ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
場
で
提
示
さ
れ
た
証
歌
は
初
句
や
上
句
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ソ

違
い
な
い
。
「
た
ゴ
、
そ
ら
に
う
か
べ
給
へ
る
が
、
た
が
へ
る
な
ど
を
、
そ
の
ま
》
に
、
ゆ
く
り
な
く
し
る
さ
れ
た
る
」
（
『
源
氏
物
語
玉

の
小
櫛
』
一
・
引
歌
と
い
ふ
も
の
の
事
）
と
い
っ
た
状
態
で
、
曖
昧
な
記
憶
に
よ
っ
て
と
り
あ
え
ず
そ
の
場
で
書
き
留
め
ら
れ
た
引
歌

た
る
和
歌
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
内
閣
文
庫
系
に
見
ら
れ
る
引
歌
に
関
す
る
杜
撰
な
態
度
を
顕
著
に
示
す
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　
か
く
心
変
り
し
た
ま
へ
る
や
う
に
、
人
の
言
ひ
伝
ふ
べ
き
こ
ろ
ほ
ひ
を
だ
に
思
ひ
の
ど
め
て
こ
そ
は
、
と
念
じ
過
ぐ
し
た
ま
ひ
つ

　
　
つ
、
う
き
世
を
も
え
背
き
や
り
た
ま
は
ず
。
御
方
々
に
ま
れ
に
も
う
ち
ほ
の
め
き
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、
ま
つ
い
と
せ
き
が
た
き

　
　
涙
の
雨
の
み
降
り
ま
さ
れ
ば
、
い
と
わ
り
な
く
て
、
い
つ
方
に
も
お
ぼ
つ
か
な
き
さ
ま
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
。
（
幻
一
四
〇
八
・
二
）

底
上
を
失
っ
た
光
源
氏
の
涙
に
く
れ
る
姿
を
描
写
し
た
段
で
あ
る
。
こ
の
「
涙
の
雨
の
み
降
り
ま
さ
れ
ば
」
に
は
次
の
和
歌
が
従
来
引

歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
墨
染
め
の
君
が
た
も
と
は
高
な
れ
や
た
え
ず
涙
の
雨
と
の
み
降
る
（
『
古
今
集
』
巻
第
十
六
・
哀
傷
・
八
四
三
）

こ
の
歌
は
『
古
今
集
』
の
他
、
い
く
つ
か
の
和
歌
集
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
物
語
に
も
多
く
引
歌
表
現
と
し
て
引

か
れ
て
お
り
、
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
た
和
歌
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
諸
本
に
大
き
な
異
同
は
認
め
ら
れ
ず
、
至
っ
て
安
定
し
た
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
で
受
容
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
引
く
『
源
氏
物
語
』
諸
注
釈
書
に
も
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
た
だ
内
閣
文
庫

系
『
虚
聞
抄
』
の
み
大
き
な
異
文
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
句
「
た
え
ず
涙
の
雨
と
の
み
降
る
」
を
「
涙
も
雨
も
と
も
に
し
ぐ
る

る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
物
語
本
文
は
「
涙
の
雨
の
み
降
り
ま
さ
れ
ば
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
な

引
歌
に
み
る
異
文
と
物
語
の
叙
述
表
現
と
の
関
連
性
は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
一
体
ど
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
下
句
が
発
生
し
た

の
か
。
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こ
こ
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
一
・
し
ぐ
れ
・
五
〇
二
番
、

　
　
人
こ
ふ
る
心
は
秋
に
か
よ
へ
ば
や
空
も
た
も
と
も
と
も
に
し
ぐ
る
る

と
い
う
紀
貫
之
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
源
氏
物
語
』
氷
木
巻
、
光
源
氏
か
ら
朧
月
夜
へ
の
贈
答
歌
を
含
む
消
息
文
、

　
　
　
　
あ
ひ
見
ず
て
し
の
ぶ
る
こ
ろ
の
涙
を
も
な
べ
て
の
空
の
時
雨
と
や
見
る

　
　
心
の
通
ふ
な
ら
ば
、
い
か
に
な
が
め
の
空
も
も
の
忘
れ
し
は
べ
ら
む
（
三
六
四
・
三
）

こ
の
部
分
に
お
け
る
引
歌
表
現
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
源
氏
物
語
』
の
諸
注
釈
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
五
〇
二
番
歌
は

そ
の
通
り
の
本
文
で
は
な
く

　
　
人
こ
ふ
る
心
は
空
に
か
よ
へ
ば
や
雨
も
涙
も
と
も
に
し
ぐ
る
る

と
い
う
第
三
句
が
異
な
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
引
歌
の
下
句
を
見
る
と
、
ま
さ
に
先
に
示
し
た
幻
巻
で
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』

が
引
い
て
い
た
『
古
今
集
』
八
四
三
歌
の
下
句
「
涙
も
雨
も
と
も
に
し
ぐ
る
る
」
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
内
閣
文
庫
系
『
休
薄
命
』
は
、
『
古
今
集
』
八
四
三
番
歌
と
『
源
氏
物
語
』
受
容
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
『
古
今
和

歌
六
帖
』
五
〇
二
番
「
人
こ
ふ
る
」
歌
と
を
混
同
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
二
首
が
「
雲
な
れ
や
」
「
か
よ
へ
ば
や
」
と
第
三
句

末
尾
が
似
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
涙
の
雨
」
と
「
雨
も
涙
も
」
と
詠
歌
素
材
も
同
じ
で
あ
る
と
い
う
類
似
点
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
そ

う
し
た
混
同
混
乱
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
和
歌
や
連
歌
の
世
界
に
お
い
て
は
、
「
涙
も
雨
も
」
「
雨
も
涙
も
」
「
と
も
に
し
ぐ
る
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
特
に
珍
し
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、

　
　
君
こ
ふ
る
涙
は
雨
に
か
よ
へ
ば
や
空
も
た
も
と
も
と
も
に
し
ぐ
る
る
（
『
玉
葉
集
』
一
六
六
七
）

　
　
な
が
む
れ
ば
そ
れ
も
思
ひ
の
空
も
雲
／
涙
も
雨
も
か
き
く
ら
す
こ
ろ
（
『
那
智
籠
』
）

と
い
っ
た
類
歌
が
多
数
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
次
に
、
こ
う
し
た
和
歌
的
、
連
歌
的
表
現
が
内
閣
文
庫
系
『
休
筆
抄
』
の
引
歌
異
文
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る

例
を
見
て
み
た
い
。

　
　
人
の
心
を
う
つ
す
め
る
花
紅
葉
の
盛
り
よ
り
も
、
冬
の
夜
の
澄
め
る
月
に
雪
の
光
あ
ひ
た
る
空
こ
そ
、
あ
や
し
う
訳
な
き
も
の
の
、

　
　
身
に
し
み
て
、
（
朝
顔
六
五
四
・
四
）

　
雪
の
日
、
源
氏
が
紫
上
に
語
る
女
性
評
の
段
落
冒
頭
部
で
あ
る
。
こ
こ
は
『
河
海
抄
』
以
来
、

　
　
　
　
高
岳
相
如
が
家
に
、
冬
の
夜
の
月
お
も
し
ろ
う
侍
け
る
夜
ま
か
り
て
　
元
旦

　
　
い
ざ
か
く
て
を
り
明
か
し
て
ん
冬
の
月
春
の
花
に
も
劣
ら
ざ
り
け
り

と
い
う
『
拾
遺
集
』
（
奨
学
十
七
・
雑
秋
・
＝
四
六
）
を
初
出
と
す
る
清
原
元
輔
の
歌
が
引
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
、
内
閣

文
庫
系
『
器
量
抄
』
の
み
が
第
四
句
「
春
の
花
に
も
」
を
「
花
の
色
に
も
」
（
内
閣
・
松
平
・
天
理
7
）
ま
た
は
「
花
の
春
に
も
」
（
龍

谷
・
天
理
5
・
6
・
7
）
と
い
う
『
拾
遺
集
』
と
は
異
な
る
形
で
載
せ
て
い
る
。
こ
の
「
花
の
～
」
と
い
う
表
現
形
態
で
何
か
思
い
起

こ
さ
れ
は
し
ま
い
か
。
そ
れ
は
、
連
歌
賦
物
で
あ
る
。
三
条
西
実
隆
撰
・
肖
柏
補
訂
の
『
賦
物
篇
』
で
は
、

　
　
山
何
　
何
路
　
何
木
　
何
人
　
何
船
　
浄
書
五
　
朝
何
　
夕
何
　
花
何
　
花
之
何
　
唐
何

が
、
「
最
可
用
之
」
賦
物
と
さ
れ
て
お
り
、
次
い
で
、
各
賦
物
ご
と
に
熟
合
す
る
語
を
列
挙
し
た
中
に
、

　
　
　
　
　
花
之
何

　
　
春
林
色
錦
匂
所
友
時
…
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
花
の
色
」
「
花
の
春
」
は
連
歌
で
特
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
「
賦
物
」
の
十
種
に
相
当
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ー
0
）

と
が
わ
か
る
。
実
際
、
「
花
の
色
も
鳥
の
音
お
し
む
夕
か
な
」
「
花
の
春
色
そ
ふ
松
の
緑
か
な
」
な
ど
、
連
歌
に
お
け
る
用
例
に
は
困
ら

な
い
、
そ
れ
ほ
ど
親
し
ま
れ
た
題
材
で
あ
り
、
ま
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
『
休
聞
抄
』
で
、
「
春
の
花
」
と
あ
る
べ
き
和
歌
の
箇
所
が
「
花

の
春
」
「
花
の
色
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
連
歌
師
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
的
は

9
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ず
れ
な
こ
と
と
は
い
え
ま
い
。

　
さ
ら
に
、
夕
霧
巻
、
落
葉
宮
を
か
き
口
説
く
夕
霧
の
言
葉
、

　
　
思
ふ
に
か
な
は
ぬ
時
、
身
を
投
ぐ
る
例
も
は
べ
な
る
を
、
た
だ
か
か
る
心
ざ
し
を
深
き
淵
に
な
づ
ら
へ
た
ま
て
、
棄
て
つ
る
身
と

　
　
思
し
な
せ
（
＝
二
六
八
・
五
）

に
対
し
て
引
歌
と
考
え
ら
れ
る
歌
は
、
次
の
『
後
拾
遺
集
』
巻
第
十
一
・
恋
一
・
六
四
七
番
歌
。

　
　
　
　
女
の
、
淵
に
身
を
投
げ
よ
と
言
ひ
侍
け
れ
ば
　
源
道
済

　
　
身
を
捨
て
て
深
き
淵
に
も
入
り
ぬ
べ
し
そ
こ
の
心
の
知
ら
ま
ほ
し
さ
に

第
四
句
「
底
の
心
の
」
も
ま
た
、
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
の
み
が
「
心
の
底
の
」
と
す
る
。
諸
注
釈
書
は
す
べ
て
「
底
の
心
の
」
。
和

歌
の
世
界
で
は
「
底
の
心
」
「
心
の
底
」
共
に
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、
連
歌
の
世
界
で
は
「
底
の
心
」
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
．

な
い
。
一
方
「
心
の
底
」
は
和
歌
同
様
、
連
歌
で
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
が
、
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
　
つ
つ
み
ゐ
は
人
の
結
ば
む
水
な
れ
や
／
心
の
底
は
ち
ぎ
り
に
ぞ
知
る
（
『
宝
徳
四
年
千
句
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

　
　
し
ほ
か
れ
の
入
り
江
の
ぬ
な
は
ね
を
深
み
／
心
の
底
ぞ
結
ぼ
ほ
れ
ゆ
く
（
『
熊
野
千
句
』
）

ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
も
「
底
の
心
」
と
い
う
用
例
は
見
ら
れ
な
い
が
、
「
心
の
底
」
と
い
う
表
現
は
、
「
竹
河
の
は
し
う
ち
い
で

し
ひ
と
ふ
し
に
深
き
心
の
そ
こ
は
知
り
き
や
」
（
竹
河
一
四
七
三
・
一
一
）
「
好
い
た
ま
へ
る
や
う
に
人
は
聞
こ
え
な
す
べ
か
め
れ
ど
、

心
の
底
あ
や
し
く
深
う
お
は
す
る
宮
な
り
。
」
（
椎
本
一
五
七
三
・
十
三
）
に
見
る
よ
う
に
、
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
中
世
に
お
い
て
、
連
歌
は
本
来
の
俳
譜
性
が
漸
次
忘
れ
ら
れ
、
和
歌
の
領
域
に
接
近
し
、
表
現
も
和
歌
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た

（
趣
、
そ
れ
で
も
い
わ
ば
文
芸
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
和
歌
よ
り
自
由
に
新
し
い
表
現
を
取
り
込
む
力
を
も
っ
て
い
た
。
物
語
の
用
語
を

自
己
の
表
現
領
域
に
取
り
込
む
こ
と
も
そ
の
一
端
で
あ
る
。
連
歌
師
と
し
て
み
れ
ば
、
完
全
に
歌
語
で
あ
る
「
底
の
心
」
よ
り
、
歌
語

で
も
あ
り
、
物
語
用
語
で
も
あ
っ
た
「
心
の
底
」
の
方
が
よ
り
身
近
な
親
し
ん
だ
表
現
で
あ
っ
た
で
は
な
い
か
。
そ
の
距
離
感
の
差
が
、

9
9
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内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
に
お
け
る
和
歌
異
文
に
お
い
て
、
図
ら
ず
も
露
呈
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

o
o

1

五

　
こ
こ
に
、
内
閣
文
庫
系
『
休
筆
抄
』
の
引
歌
異
文
が
、
記
憶
に
よ
る
極
め
て
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
連
歌
師
で
あ
る

著
者
に
と
っ
て
使
用
頻
度
の
高
い
言
い
回
し
や
、
よ
り
親
し
み
の
あ
る
表
現
に
左
右
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

の
証
左
と
し
て
、
天
暦
御
時
歌
合
で
詠
ま
れ
た
和
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
詠
者
は
源
順
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
恋
し
き
を
何
に
つ
け
て
か
な
ぐ
さ
め
む
夢
だ
に
見
え
ず
寝
る
夜
な
け
れ
ば
（
『
拾
遺
集
』
落
第
十
二
・
恋
二
・
七
三
五
）

こ
の
歌
が
引
歌
表
現
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
の
箇
所
は
、
帯
管
巻
、

　
　
　
　
「
見
し
夢
を
あ
ふ
夜
あ
り
ゃ
と
な
げ
く
間
に
目
さ
へ
あ
は
で
そ
こ
ろ
も
経
に
け
る

　
　
寝
る
夜
な
け
れ
ば
」
（
七
四
・
一
〇
）

源
氏
が
空
蝉
に
宛
て
た
消
息
文
で
あ
る
。
こ
の
中
の
「
寝
る
夜
な
け
れ
ば
」
の
部
分
は
、
作
者
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
先
の
順
の
歌
が

暗
示
さ
れ
、
ま
た
そ
の
古
歌
に
源
氏
が
空
蝉
に
自
ら
の
思
い
を
託
し
た
も
の
で
あ
る
。
諸
注
釈
書
も
こ
の
和
歌
を
引
歌
と
し
て
指
摘
す

る
が
、
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
は
そ
の
和
歌
を
引
く
に
あ
た
り
、

　
　
恋
し
き
を
何
に
つ
け
て
か
な
ぐ
さ
め
む
寝
る
夜
な
け
れ
ば
夢
に
だ
に
見
ず

と
、
第
四
・
五
句
を
転
倒
し
た
形
に
し
て
い
る
（
但
し
、
こ
の
例
に
お
い
て
は
陽
明
文
庫
系
は
引
歌
を
挙
げ
て
い
な
い
）
。
『
拾
遺
集
』

に
見
る
技
法
と
し
て
の
倒
置
形
に
比
べ
、
内
閣
文
庫
系
の
形
は
い
た
っ
て
素
直
な
語
順
で
あ
り
、
よ
り
口
語
・
散
文
的
表
現
に
な
っ
て

い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
ま
た
、
本
歌
に
限
ら
ず
、
表
現
と
し
て
人
口
に
膳
益
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
順
の
歌
は
、
こ
の
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
賭
』
に
見
え
る



「
寝
る
夜
な
け
れ
ば
夢
に
だ
に
見
ず
」
の
形
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
次
の
例
か
ら
も
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
歎
き
に
余
る
涙
の
床
は
、
解
け
て
寝
る
夜
無
け
れ
ば
、
定
か
な
る
夢
を
だ
に
見
ず
。
（
阿
仏
仮
名
風
論
）

　
　
松
風
寒
き
夜
も
す
が
ら
、
寝
ら
れ
ね
ば
夢
も
見
ず
、
な
に
思
ひ
出
の
あ
る
べ
き
。
（
謡
曲
「
塗
木
」
）

風
高
文
は
仏
事
の
際
、
僧
に
よ
り
唱
え
ら
れ
た
要
文
で
あ
り
、
謡
曲
は
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
際
に
謡
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
と
も

に
、
詞
章
を
聴
く
観
客
聴
衆
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
。

　
こ
こ
で
、
本
稿
冒
頭
に
挙
げ
た
和
泉
式
部
一
三
五
番
歌
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。

　
　
あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
峰
に
だ
に
お
ふ
な
る
も
の
を
人
の
な
げ
き
は

内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
の
み
が
下
句
を
「
人
の
な
げ
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を
」
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
和
歌
は
、
源
順
歌
と
同

様
、
後
世
謡
曲
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
人
々
に
親
し
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
悪
し
か
れ
と
、
思
は
ぬ
山
の
峰
に
だ
に
、
思
は
ぬ
山
の
峰
に
だ
に
、
人
の
嘆
き
は
生
ふ
な
る
に
、
い
は
ん
や
年
月
、
思
ひ
に
沈
む

　
　
恨
み
の
数
、
積
も
っ
て
執
心
の
鬼
と
な
る
も
理
や
。
（
謡
曲
「
金
輪
」
）

嫉
妬
に
狂
っ
た
女
が
貴
船
明
神
へ
の
祈
り
に
よ
っ
て
復
讐
の
鬼
と
化
す
物
語
で
あ
り
、
和
泉
式
部
の
和
歌
な
ど
を
多
用
し
た
物
語
構
成

と
な
っ
て
い
る
こ
の
「
金
輪
」
は
、
古
く
は
『
親
善
卿
記
』
長
享
二
（
一
四
八
八
）
年
二
月
二
一
二
日
条
に
、
「
江
口
」
「
通
小
町
」
な
ど

と
共
に
、
禁
中
で
上
演
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
来
、
天
文
年
間
に
は
、
日
吉
神
社
の
猿
楽
能
（
『
言
継
叢
記
』
天
文
元
（
一

五
三
二
）
年
四
月
三
〇
日
）
、
将
軍
邸
で
の
観
世
大
夫
に
よ
る
演
能
（
『
蜷
川
親
俊
記
』
天
文
七
（
一
五
三
八
）
年
三
月
二
六
日
）
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
始
め
と
し
て
数
多
く
上
演
さ
れ
て
き
た
。

　
文
字
で
記
さ
れ
た
記
録
、
つ
ま
り
書
物
を
中
心
と
し
て
和
歌
を
受
容
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
和
泉
式
部
一
三
五
番
歌
は
下
句
「
生

ふ
な
る
も
の
を
人
の
な
げ
き
は
」
と
詠
じ
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
旦
、
謡
曲
作
者
に
よ
っ
て
、
謡
う
の
に
よ
り
適

し
た
表
現
や
口
語
的
な
散
文
の
中
で
無
理
な
く
溶
け
込
む
表
現
で
あ
る
形
、
つ
ま
り
第
四
・
五
句
が
「
お
ふ
な
る
も
の
を
人
の
な
げ
き

引
歌
よ
り
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
注
釈
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は
」
で
は
な
く
「
人
の
な
げ
き
は
お
ふ
な
る
も
の
を
」
と
い
う
転
倒
し
た
形
に
な
っ
た
時
か
ら
、
和
泉
式
部
歌
は
「
人
の
な
げ
き
は
お

ふ
な
る
も
の
を
」
と
い
う
表
現
で
も
民
衆
の
間
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
休
聞
抄
』
の
成
立
は
天
文
十
九
（
一
五
五
〇
）
年
。
最
も
古
い
「
金
輪
」
上
演
記
録
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
が
経
よ
う
と
す
る
頃
で
あ
る
。

そ
の
頃
に
は
、
「
金
輪
」
は
前
述
の
よ
う
に
能
演
目
と
し
て
市
民
権
を
得
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
謡
曲

と
連
歌
師
と
の
密
接
な
関
わ
り
は
よ
く
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
曰
く
、
連
歌
と
能
が
芸
能
と
し
て
相
近
い
存
在
で
あ
っ
た
。
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
V

く
、
連
歌
と
謡
曲
と
は
、
発
想
・
連
想
・
表
現
等
の
常
套
性
を
共
有
し
て
い
る
、
な
ど
。
さ
ら
に
、
「
金
輪
」
は
勿
論
の
こ
と
、
当
時
、

能
が
宮
中
に
限
ら
ず
、
民
衆
が
親
し
む
こ
と
の
で
き
る
娯
楽
と
し
て
盛
ん
に
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
ら
し
て
も
、
謡
曲
の
表
現
に
連

歌
師
が
通
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
内
閣
文
庫
系
『
鼻
繋
抄
』
が
和
泉
式
部
＝
二
五
番
歌
の
下
句
を
「
人
の
嘆

き
は
お
ふ
な
る
も
の
を
」
と
し
て
記
録
し
た
要
因
の
一
端
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
の
引
く
引
歌
に
は
余
所
で
は
見
ら
れ
な
い
異
文
が
あ
る
。
そ
の
異
文
に
は
、
物
語
表
現
自
体
の
影
響
を
受

け
て
い
る
も
の
、
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
和
歌
的
連
歌
的
表
現
を
と
り
こ
ん
で
い
た
も
の
、
ま
た
、
類
似
し
た
表
現
に
よ
っ
て
他
の
和
歌

と
混
同
し
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
、
そ
し
て
、
当
時
一
般
的
に
広
ま
っ
て
い
た
謡
曲
な
ど
の
表
現
と
の
類
似
性
が
み
ら
れ
る
、

と
い
っ
た
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
流
布
本
的
な
引
歌
表
現
を
も
つ
陽
明
文
庫
系
に
比
べ
て
、
内
閣
文
庫
系
は
、
言
っ

て
み
れ
ば
、
多
く
を
記
憶
に
頼
る
こ
と
か
ら
発
生
す
る
和
歌
「
異
文
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
編
纂
態
度
と
し
て
大
層
曖
昧
で
大
雑

把
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
改
訂
本
的
な
性
格
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
内
閣
文
庫
系
が
、
実
は

草
稿
本
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
一
つ
の
注
釈
書
が
整
備
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
当

時
の
流
布
本
的
本
文
を
も
つ
「
正
し
い
」
和
歌
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
特
異
な
本
文
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は

な
か
ろ
う
。
内
閣
文
庫
系
『
休
聞
抄
』
は
、
そ
こ
に
提
示
さ
れ
た
引
歌
を
見
る
限
り
、
成
立
過
程
に
お
い
て
、
師
に
よ
る
講
釈
の
場
か

ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
所
で
成
り
立
っ
た
も
の
の
姿
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

0
2
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〈
注
〉

鬼
束
隆
昭
氏
「
源
氏
物
語
と
和
泉
式
部
と
の
交
渉
」
（
『
岡
一
男
先
生
頒
寿
記
念
論
集
　
平
安
期
文
学
研
究
　
作
家
と
作
品
』
有
精
堂
、
昭

4
6
）

鈴
木
日
出
男
氏
「
引
歌
の
成
立
一
古
今
集
規
範
意
識
か
ら
仮
名
散
文
へ
一
」
（
文
学
、
昭
5
0
・
8
）

井
爪
康
之
氏
「
休
聞
抄
の
諸
本
と
成
立
」
（
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
』
新
典
社
、
平
5
）

『
孟
津
抄
』
も
同
様
に
「
あ
し
か
れ
と
」
歌
を
引
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
『
河
海
抄
』
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

他
に
『
赤
人
集
』
『
連
珠
合
壁
集
』
な
ど
が
「
野
を
な
つ
か
し
み
」
と
い
う
本
文
を
も
つ
。

元
禄
九
年
刊
『
能
因
歌
枕
』
も
第
四
句
を
「
野
を
む
つ
ま
し
み
」
と
す
る
。

『
本
居
宣
長
全
集
』
四
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
4
4

『
古
今
和
歌
六
帖
』
（
第
四
・
か
な
し
び
・
二
四
七
七
）
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
（
巻
第
二
〇
・
哀
傷
・
一
二
九
七
）
、
『
忠
誓
書
』
一
六
三
な
ど
。

山
田
孝
雄
・
星
加
宗
一
編
『
連
歌
法
式
綱
要
』
岩
波
書
店
、
昭
1
1

二
百
。
天
文
十
四
（
一
五
四
五
）
年
二
月
二
十
五
日
詠
。
（
『
連
歌
総
目
録
』
連
歌
総
目
録
編
纂
会
、
明
治
書
院
、
平
9
）

応
永
二
十
九
（
一
四
二
二
）
年
三
月
二
十
五
日
詠
。
（
注
9
に
同
じ
）

注
9
に
同
じ
。

島
津
忠
夫
氏
「
連
歌
の
表
現
と
和
歌
の
表
現
－
湯
山
三
吟
を
中
心
と
し
て
一
」
（
語
文
1
4
、
昭
3
0
・
3
）

井
上
宗
雄
氏
「
中
世
末
期
に
お
け
る
歌
壇
と
連
歌
壇
」
（
文
学
・
語
学
、
昭
4
9
・
3
）

稲
田
利
徳
氏
「
室
町
期
の
和
歌
に
お
け
る
連
歌
的
表
現
－
連
歌
師
の
和
歌
を
中
心
に
し
て
一
」
（
『
連
歌
と
中
世
文
芸
』
、
角
川
書
店
、
昭
5
2
）

『
天
徳
四
年
三
月
三
〇
日
内
裏
歌
合
』
七
番
・
左
、
『
能
芸
集
』
三
三
〇
、
『
金
玉
集
』
異
本
歌
七
八
（
下
句
「
ぬ
る
よ
な
げ
れ
ば
夢
に
だ
に

見
ず
」
）
。

新
註
国
文
学
叢
書
『
十
六
夜
日
記
』
講
談
社
、
昭
2
6

能
勢
朝
次
氏
「
演
能
曲
目
考
」
（
『
能
楽
源
流
考
』
岩
波
書
店
、
昭
1
3
）

島
津
忠
夫
氏
『
能
と
連
歌
』
和
泉
書
院
、
平
2

0
3

1

引
歌
よ
り
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
注
釈



　
　
　
引
歌
よ
り
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
注
釈

　
　
松
本
孝
造
氏
「
謡
曲
と
連
歌
の
受
容
」
（
文
学
研
究
（
日
本
文
学
研
究
会
）
7
5
、
平
4
・
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
原
田
敏
雄
氏
「
謡
曲
に
お
け
る
和
歌
の
要
素
」
（
金
城
学
院
大
学
論
集
8
、
昭
3
2
・
3
）

　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
に
（
（
）
内
は
、
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
頁
・
行
）
、
『
源
氏
物
語
』
諸
注
釈
書
は
『
源

氏
物
語
古
注
釈
叢
雲
』
（
お
う
ふ
う
）
に
、
『
謡
曲
』
の
本
文
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
に
依
る
。
尚
、
表
記
は
必
要
に
応
じ
て
私
に
改
め
た
。


