
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

豊子愷『源氏物語』中国注釈の舞台裏

徐, 迎春
九州大学大学院博士後期課程

https://doi.org/10.15017/19769

出版情報：語文研究. 107, pp.9-22, 2009-06-02. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



一

中
国
で
最
初
に『

源
氏
物
語』

の
中
国
語
訳
を
行
っ
た
豊
子�

(

一

八
九
八
―
一
九
七
五
年)

は
、
随
筆
家
、
翻
訳
家
、
教
育
者
で
も
あ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し
た
、
多
能
多
才
の
知
識
人
で
あ
っ
た
。
豊

子�

が『

源
氏
物
語』

の
中
国
語
訳
に
取
り
組
ん
だ
の
は
一
九
六
一
年

か
ら
一
九
六
五
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
出
版
は
文
化
大
革
命
な

ど
中
国
の
事
情
に
よ
り
、
か
な
り
後
れ
て
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
八
三

年
に
な
る
。
豊
子�

訳
は
中
国
に
お
け
る
最
初
の
完
訳

(

注
１)

で
も
あ
る
。

豊
子�

の
中
国
語
訳『

源
氏
物
語』

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、

そ
の
実
態
な
ら
び
に
翻
訳
プ
ロ
セ
ス
を
探
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
豊
子�

が
ど
の
よ
う
な
書
物
を
参
考
に
し
て
、

『

源
氏
物
語』

を
訳
し
た
か
を
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

豊
子�

が『

源
氏
物
語』

の
中
国
語
訳
を
行
っ
た
際
、
日
本
で
は
既

に
吉
沢
義
則
の『

対
校
源
氏
物
語
新
釈』

(

一
九
三
七
年)

、
池
田
亀
鑑

の
日
本
古
典
全
書『

源
氏
物
語』

(

一
九
四
六
年
―
一
九
五
五
年)

等

読
み
や
す
い
近
現
代
の
校
注
書
が
出
版
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
現
代
語

訳
と
し
て
は
、
海
外
で
も
名
高
い
谷
崎
潤
一
郎
訳
と
与
謝
野
晶
子
訳
が

あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
ら
が
参
照
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
豊
子�

訳
に
付
さ
れ
た｢

訳
後
記｣

、
つ
ま
り｢

あ
と
が

き｣
を
確
認
し
た
い
。
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こ
の
本
は
注
釈
書
が
非
常
に
多
い
。
主
た
る
も
の
に
、
藤
原

定
家
の『

源
氏
物
語
注
釈』
、
四
辻
善
成
の『

河
海
抄』

、
一
条
兼

良
の『

花
鳥
余
情』

、
三
条
西
公
条
の『

細
流
抄』

、
中
院
通
勝
の

『

岷
江
入
楚』

、
北
村
季
吟
の『

湖
月
抄』
が
あ
る
。
現
代
語
訳
も

ま
た
多
い
。
主
な
も
の
に
、
谷
崎
潤
一
郎
、
与
謝
野
晶
子
、
佐
成

謙
太
郎
の
現
代
語
訳
が
あ
る
。
こ
の
中
国
語
訳
は
各
現
代
語
訳
と

注
釈
書
を
参
考
に
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語』

の

文
章
は
古
雅
で
簡
朴
で
あ
る
、
我
が
国
の『

論
語』
、『
檀
弓』

に

似
て
い
る
。
よ
り
て
、
す
べ
て
現
代
の
白
話
文
に
訳
す
の
は
適
し

な
い
。
こ
こ
に
訳
し
方
を
試
し
て
み
た
が
、
原
文
の
風
格
に
到
達

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
遺
憾
な
も
の
で
あ
る
。)

(

日
本
語
訳
は
筆
者
。
以
下
同
じ
。)

そ
こ
で
、
豊
子�

は
、
現
代
語
訳
と
し
て
、
晶
子
訳
、
谷
崎
訳
、
佐

成『

対
訳』

を
挙
げ
て
い
る
が
、
注
釈
書
に
つ
い
て
は
、『

源
氏
物
語

注
釈』

、『

河
海
抄』

、『

花
鳥
余
情』

、『

細
流
抄』

等
の
よ
う
に
、
中
世

の
代
表
的
な
古
注
を
挙
げ
て
、
近
代
の
頭
注
も
し
く
は
脚
注
を
備
え
た

校
注
本
を
挙
げ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
豊
子�

は
は
た
し
て
、
近
代
の
校
注
本
を
見
ず
、
中
世
の

古
注
だ
け
を
見
て
中
国
語
訳
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

豊
子�

訳
に
言
及
し
た
笹
生
美
貴
子｢『

源
氏
物
語』

の
翻
訳
に
よ

り
開
か
れ
る
世
界

X
$
Y
�
『

源
氏
物
語』

を
中
心
に

(

注
７)

｣

は
、

X
$
Y

氏
は
、
少
な
く
と
も『

源
氏
物
語
注
釈』

『

河
海
抄』

『

花

鳥
余
情』

『

細
流
抄』

『

岷
江
入
楚』

『

湖
月
抄』

の
六
種
類
の
古

注
釈
と
谷
崎
潤
一
郎
・
与
謝
野
晶
子
・
佐
成
謙
太
郎
の
三
種
類
の

現
代
語
訳
を
参
看
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

と
、
豊
の｢

訳
後
記｣

を
文
字
通
り
に
受
け
取
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
豊
の
娘
豊
一
吟
が
豊
訳
に
つ
い
て
記
し
た
書
簡
を

紹
介
す
る
、
楊
暁
文｢

豊
子�

の
翻
訳

そ
の『

源
氏
物
語』

訳
に

つ
い
て

(

注
８)｣

は
、

豊
一
吟
氏
は
筆
者
宛
の
手
紙
に
、｢(

中
略)

一
句
を
訳
し
て
は
必

ず
四
冊
の
本
に
目
を
通
す｣

と
書
い
て
い
る
。(

中
略)

｢

四
冊
の

本｣

は
、｢

父
は
日
本
の
古
語
原
文
を
根
拠
に
し
、
そ
の
他
の
訳

本
を
参
考
し
た
。
い
わ
ゆ
る
そ
の
他
の
訳
本
は
、
主
に
谷
崎
潤
一

郎
、
与
謝
野
晶
子
お
よ
び
佐
成
謙
太
郎
の
も
の
を
指
す｣

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。(

後
略)

と
述
べ
て
い
る
。
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豊
一
吟
は
豊
子�

の
娘
で
あ
る
と
同
時
に
、『

源
氏
物
語』

訳
に
際

し
て
、
助
手
も
務
め
た
。
豊
一
吟
は
、
豊
子�

が
四
冊
を
参
考
に
し
た

と
述
べ
、
そ
の
う
ち
三
冊
は
谷
崎
潤
一
郎
、
佐
成
謙
太
郎
、
与
謝
野
晶

子
の
現
代
語
訳
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
豊
子�

が｢

訳
後
記｣

に
挙

げ
た
三
つ
の
現
代
語
訳
と
一
致
し
て
い
る
。

し
か
し
、
問
題
に
な
る
の
は
、
四
冊
の
う
ち
の
残
り
の
一
冊
で
あ
る
。

こ
の
一
冊
は
恐
ら
く
原
文
に
頭
注
或
い
は
脚
注
を
加
え
た
校
注
本
の
こ

と
で
あ
り
、
豊
一
吟
が
言
う｢
古
語
原
文｣

に
当
た
る
本
で
あ
ろ
う
。

こ
の｢

古
語
原
文｣

は
ど
の
よ
う
な
本
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
の
考
察

よ
り
、
ま
ず
豊
の
脚
注
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
を
明
ら

か
に
す
る
。二

豊
子�

訳
は
訳
文
だ
け
で
は
十
分
に
意
を
尽
く
せ
な
い
箇
所
に
つ
い

て
は
、
脚
注
を
設
け
て
、
補
足
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
宿
木
巻
に
は
、
夏
は
、
女
二
宮
が
薫
の
三
条
の
宮
に
退
出

す
る
の
に
、
方
角
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
、
四
月
の
一
日
頃
、
帝
が
、

藤
壺
で
藤
の
花
の
宴
を
催
す
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
つ
て
、
藤
壺

女
御
に
思
い
を
か
け
て
い
た
が
、
そ
れ
は
叶
わ
ず
、
今
度
は
ま
た
そ
の

娘
で
あ
る
女
二
宮
に
せ
め
て
世
話
役
に
で
も
と
藤
壺
に
意
中
を
漏
ら
し

た
が
、
そ
れ
も
ま
た
叶
わ
ず
完
成
せ
ず
に
終
わ
っ
た
大
納
言
が
、

わ
れ
こ
そ
か
か
る
目
も
見
む
と
思
ひ
し
か
、
妬
の
わ
ざ
や
と
思
ひ

ゐ
給
へ
り

(

注
９)

。

と
、
女
二
宮
を
得
て
帝
の
婿
に
な
っ
て
持
て
は
や
さ
れ
て
い
る
薫
に
嫉

妬
し
て
い
る
心
中
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
按
察
に
つ
い
て
、
豊
訳
は
、

�
�
�
�
�
�
�
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訳(

こ
の
按
察
大
納
言
は
誰
で
あ
ろ
う
。
古
来
両
説
が
あ
る
。
一

説
は
、
紅
梅
右
大
臣
で
あ
る
、
按
察
大
納
言
は
、
彼
の
昔
の
官
名

で
あ
る
。
一
説
は
別
人
で
、
紅
梅
で
は
な
い
人
で
あ
る
。)

と
、
説
明
し
て
い
る
。

豊
子�

の｢

訳
後
記｣

に
名
が
出
る
谷
崎
訳
は
、

此
の
按
察
大
納
言
は
紅
梅
右
大
臣
の
こ
と
か
、
或
い
は
別
人
か
、

古
来
よ
り
両
説
が
あ
る
。

と
、
頭
注
に
お
い
て
解
釈
し
て
お
り
、
豊
訳
は
こ
の
谷
崎
訳
に
拠
っ
て

脚
注
を
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
豊
訳
の
脚
注
に
は
谷
崎
訳

の
頭
注
を
取
り
入
れ
た
例
が
多
い
。

ま
た
、
同
じ
豊
子�

｢

訳
後
記｣

に
名
が
出
る
佐
成『

対
訳』

を
参

照
し
た
箇
所
も
見
ら
れ
る
。

夕
顔
巻
に
は
夕
顔
が
急
死
す
る
場
面
が
あ
る
。
夕
顔
が
急
死
し
た
後
、

― 11 ―



源
氏
は
夕
顔
の
乳
母
子
で
あ
っ
た
右
近
を
二
条
院
に
連
れ
て
来
て
、
夕

顔
の
素
性
を
尋
ね
る
。
右
近
の
話
で
、
源
氏
は
夕
顔
が
以
前
、
雨
夜
の

品
定
め
に
、
頭
中
将
が
語
っ
た
そ
の
恋
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
が
、
今
乳
母
の
所
に
預
け
て
い

る
情
報
も
得
た
。
そ
こ
で
、
源
氏
は
、

『

…
…
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
つ
け
て
、
は
ぐ
く
ま
む
に
、
咎
あ
る

ま
じ
き
を
、…
…』

と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
を
豊
子�

は
、

�
�

��
�
�
�
�
	



��
�

�
�
�
�

訳(

ま
あ
、
私
が
此
の
子
を
養
育
し
て
も
特
に
よ
く
な
い
と
こ
ろ

は
な
い
。)

と
訳
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
脚
注
に
お
い
て
、

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�

� 

!
"
#
�

訳(

こ
の
子
は
源
氏
の
愛
し
て
い
た
恋
人
の
遺
児
で
あ
り
、
ま
た

彼
の
妻
の
姪
で
も
あ
る
。
故
に
こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。)

と
、
源
氏
が
頭
中
将
と
夕
顔
の
子
供
を
自
分
が
養
育
し
て
も
何
も
悪
く

な
い
と
言
っ
た
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

晶
子
訳
は
、

私
の
従
兄
の
中
将
の
子
で
も
あ
る
点
か
ら
云
っ
て
も
、
私
の
恋
人

だ
っ
た
人
の
子
で
あ
る
点
か
ら
云
っ
て
も
、
私
の
養
女
に
し
て
育

て
て
い
い
わ
け
だ
か
ら
、

の
よ
う
に
、
晶
子
訳
に
し
て
は
珍
し
い
詳
し
い
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
も
豊
子�

訳
と
異
な
る
。

又
、
谷
崎
訳
も
、

ま
あ
何
に
し
て
も
、
育
て
ゝ
上
げ
て
悪
い
訳
は
な
い
の
だ
か
ら
、

の
よ
う
に
、『

源
氏
物
語』

の
原
文
に
即
し
た
直
訳
に
な
っ
て
お
り
、

豊
子�

の
脚
注
と
異
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
佐
成『

対
訳』

は
、

し
か
し
、
ま
あ
、
そ
の
子
は(

自
分
の
愛
人
の
子
で
あ
り
、
ま
た

葵
上
の
姪
に
当
る
の
だ
か
ら)

ど
ち
ら
の
縁
故
か
ら
い
っ
て
も
、

自
分
が
養
育
す
る
の
に
不
都
合
は
あ
る
ま
い
か
ら
、

と
、
訳
し
て
い
る
。
佐
成『

対
訳』

は
原
文
以
外
に
文
意
を
補
っ
た
箇

所
を
括
弧
で
示
し
て
い
る
。
豊
子�

の
脚
注
は
、
佐
成『

対
訳』

が
括

弧
で
示
し
た
箇
所
同
じ
内
容
で
あ
り
、
佐
成『

対
訳』

に
拠
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
佐
成『

対
訳』

を
参
照
し
て
脚
注
を
付
し
た
例
も
豊
子

�
『

源
氏
物
語』

に
は
見
ら
れ
た
。

谷
崎
訳
に
し
ろ
、
佐
成『

対
訳』

に
し
ろ
、
豊
子�

｢

訳
後
記｣

に

名
が
見
え
る
書
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
豊
訳『

源
氏
物
語』

の
脚
注
に

は｢

訳
後
記｣
に
名
が
出
る
参
考
図
書
の
み
に
よ
っ
て
解
決
が
出
来
な

― 12 ―



い
例
も
数
多
く
あ
っ
た
。

こ
こ
に
そ
の
一
例
を
示
す
。

若
菜
下
巻
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
終
わ
っ
て
い
る
。

又
か
の
お
は
し
ま
す
御
寺
に
も
、
摩
訶
毘
盧
遮
那
の
。

省
略
表
現
と
も
見
ら
れ
る
こ
の
箇
所
を
、�

訳
注
書
は｢(

摩
訶
毘

盧
遮
那
の)

御
誦
経
或
い
は
御
供
養
が
行
わ
れ
た｣

と
い
う
文
を
補
っ

て
訳
し
て
い
る
。

こ
こ
を
豊
子�

は
ど
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

�
�
�
�
�
�
�
	

�

�
�

�

毘�
�
�
�

す
な
わ
ち
、｢(

摩
訶
毘
盧
遮
那
を)
礼
拝
す
る｣

と
、
日
本
語
訳
と

同
様
に
、
語
を
補
っ
て
訳
し
た
。
そ
し
て
、
脚
注
に
お
い
て
、
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と
い
う
説
明
を
加
え
て
い
る
。

右
に
あ
げ
た
豊
子�

の
脚
注
の
内
容
は
、
二
点
か
ら
成
る
。
一
つ
は
、

｢

摩
訶
毘
盧
遮
那
は
則
ち
大
日
如
来
仏
、
密
宗
仏
教
の
本
尊
で
あ
る｣

、

つ
ま
り｢

摩
訶
毘
慮
遮
那｣

に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

｢

此
の
文
章
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
国
学
者
石
川
雅

望
の
説
に
よ
れ
ば
、
原
文
は
此
処
一
行
欠
け
て
い
る
か
、
或
い
は
一
枚

損
失
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
、
こ
の
巻
の
終
り
方
に

つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
。

こ
の
注
を
、
豊
子�

は
何
に
拠
っ
て
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
掲
、
豊
の｢

訳
後
記｣

で
は
、
豊
子�

は
参
照
文
献
と
し
て
六
種

の
古
注
を
挙
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
右
の｢

摩
訶
毘
盧
遮
那｣

に
つ
い

て
の
豊
子�

の
脚
注
は
実
は
石
川
雅
望
の
説
で
あ
る
。
雅
望(

一
七
五

四
―
一
八
三
〇
年)

は
、
江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
で
あ
り
、
狂
歌
作

者
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『

源
氏
物
語』

の
注
釈『

源
注
余
滴

(

注
�)』

の

著
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
石
川
雅
望
の
説
を『

源
注
余
滴』

に
よ
っ
て
あ
げ
る
。

(

前
略)

｢

ま
か
び
る
さ
な
の｣

と
の
み
に
て
筆
を
お
く
べ
き
も
の

か
は
こ
ゝ
は
ま
た

く
此
末
一
行
虫
ば
み
て
字
の
な
く
な
り
た
る

か
又
つ
ぎ
紙
の
糊
は
な
れ
て
末
の
か
た
う
せ
た
る
成
べ
し
そ
れ
を

後
に
う
つ
せ
る
人
の
お
の
れ
補
ひ
か
く
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
そ
の
ま
ゝ

を
写
し
お
き
た
る
を
抄
ど
も
に
様
々
に
い
へ
る
な
ら
ん

石
川
雅
望
は
、
若
菜
下
巻
末
尾
の
言
葉
足
ら
ず
の
一
行
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
虫
損
に
よ
る
文
の
消
失
か
、
或
い
は
継
ぎ
紙
の
散
佚
に
よ
る
も

の
だ
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
は
豊
子�

の｢

国
学
者
石
川
雅
望
の
説

に
よ
れ
ば
、
原
文
は
此
処
一
行
欠
け
て
い
る
か
、
或
い
は
一
枚
損
失
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
脚
注
に
酷
似
し
て
い
る
。
し
か

も
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
人
石
川
雅
望
の
説
で
あ
っ
て
、
豊
子�

が

｢

訳
後
記｣
に
あ
げ
た｢

古
注｣

に
よ
る
も
の
で
な
い
。
な
ら
ば
、
こ
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の
豊
子�

の
脚
注
は
ど
う
い
う
経
緯
で
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
豊
子�

は
雅
望
説
を
、
何
に
よ
っ
て
知
り
、
脚
注
に
採
用
し
た
の

か
。豊

子�

は｢
訳
後
記｣

に
六
種
の
古
注
以
外
に
三
つ
の
現
代
語
訳
を

あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
晶
子
訳
は
、
こ
の
若

菜
下
巻
の
末
尾
に
つ
い
て
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。

谷
崎
訳
は
頭
注
で
、

例
の
わ
ざ
と
云
ひ
残
せ
る
筆
法
。
摩
訶
毘
盧
遮
那
の
祈
祷
を
行
は

せ
ら
れ
た
と
云
ふ
意
で
、
摩
訶
毘
盧
遮
那
と
は
大
日
如
来
の
こ
と

の
よ
う
に
、
こ
の
末
尾
の
筆
法
と
、
ま
た
、
摩
訶
毘
盧
遮
那
と
は
何
で

あ
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
雅
望
説
に
つ
い
て
の

言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
佐
成『

対
訳』

も
、

朱
雀
院
の
お
い
で
に
な
る
御
寺
で
も
、
摩
訶
毘
廬
遮
那
仏(

大
日

如
来)

の
御
経
が
読
誦
さ
れ
て
…
…
。

と
、
摩
訶
毘
盧
遮
那
が
大
日
如
来
で
あ
る
こ
と
を
括
弧
で
示
し
た
だ
け

で
、
こ
こ
に
も
雅
望
説
は
見
え
な
い
。

い
ず
れ
の
現
代
語
訳
に
も｢

摩
訶
毘
盧
遮
那｣

に
つ
い
て
の
説
明
は

あ
る
も
の
の
、
雅
望
説
へ
の
言
及
は
見
出
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
豊
子�

が｢

訳
後
記｣

に
挙
げ
て
い
な
い
金
子
元
臣
の

『

定
本
源
氏
物
語
新
解

(

注
�)』

に
は
若
菜
下
巻
の
当
該
箇
所
頭
注
に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

又
朱
雀
院
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
仁
和
寺
で
も
、
毘
盧
遮
那
佛
、
即
ち

大
日
如
来
の
御
祈
を
な
さ
れ
た
。(

こ
の
末
句
は
省
略
法
と
も
見

ら
れ
る
が
、
石
川
雅
望
は
、
こ
の
末
一
行
蝕
ん
だ
か
或
は
紙
が
一

枚
離
れ
て
失
せ
た
の
で
あ
ら
う
と
い
っ
て
居
る
。)

雅
望
説
を
採
用
す
る
豊
子�

の
脚
注
は
こ
の
金
子『

新
解』

に
拠
っ

て
付
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
三
冊
以
外
の
も
う
一
冊
は
、
以
上
の
考
察
に
拠
り
、
こ
の

金
子『

新
解』

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三

豊
子�

『

源
氏
物
語』

の
脚
注
の
中
に
は
、
漢
籍
、
仏
典
等
に
つ
い

て
の
説
明
の
ほ
か
に
、
和
歌
に
つ
い
て
の
解
説
が
か
な
り
の
部
分
を
占

め
て
い
る
。
和
歌
は
表
面
的
な
直
訳
的
現
代
語
だ
け
で
は
十
分
に
意
味

が
通
じ
な
い
。
日
本
語
の
注
釈
書
の
場
合
で
も
、
掛
詞
、
縁
語
、
序
詞

な
ど
和
歌
特
有
の
修
辞
表
現
に
つ
い
て
の
解
説
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

外
国
語
訳
に
な
る
と
、
そ
の
必
要
性
は
尚
更
で
あ
る
。

豊
子�
は｢

�
�

《
源
氏
物�

》｣
(『

源
氏
物
語』

を
訳
す

(

注
�))

に
お

い
て
、

�
�
�
�
�
�
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�
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�
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�
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k
l
�

訳(

私
は
こ
の
訳
文
が
西
洋
の
訳
文
よ
り
は
少
し
自
然
で
、
且
つ

流
暢
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
手
を
焼
く
も
の
も
あ
っ

た
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
る
、
日
本
語
で
は｢

桜｣
の｢
は
な｣

も

｢

鼻｣

も
み
な｢

は
な｣

と
言
う
。『

源
氏
物
語』

に
は
鼻
先
が
少

し
赤
い
女
君
が
い
る
。
源
氏
は
こ
の
女
君
を｢

末
摘
花｣
に
名
付

け
て
歌
を
詠
む
が
、
実
は
そ
の
歌
は
暗
に
こ
の
女
君
の
鼻
が
赤
い

こ
と
を
か
ら
か
っ
て
い
る
歌
で
、
と
て
も
面
白
い
。
し
か
し
、
中

国
語
に
訳
す
時
、
そ
の
雰
囲
気
を
な
か
な
か
出
せ
な
い
。
私
は
注

を
つ
け
る
方
法
を
取
っ
た
が
、
結
局
は
殺
風
景
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
就
中
、
歌
に
、
こ
の
類
が
枚
挙
に
暇
が
な
い
、
手
に
負
え
な

い
、
遺
憾
の
極
み
で
あ
る
。
殺
風
景
に
し
な
い
為
に
あ
る
時
は
歌

の
意
に
拘
ら
ず
、
適
当
な
中
国
語
で
原
歌
の
面
白
み
を
訳
出
す
る

場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
試
み
は
成
功
し
た
か
ど
う
か
、
内
心
ま
だ

疑
問
で
あ
る
。)

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
歌
を
訳
す
際
の
豊
子�

の
そ
れ
な
り
の

工
夫
が
見
ら
れ
る
。

豊
子�

が｢

訳
後
記｣

に
挙
げ
た
三
つ
の
現
代
語
訳
を
み
る
と
、
晶

子
訳
を
除
く
、
谷
崎
訳
と
佐
成『

対
訳』

に
は
現
代
語
訳
が
付
さ
れ
て

い
る
。
但
し
、
谷
崎
訳
の
場
合
、
訳
文
中
で
は
な
く
、｢

和
歌
講
義｣

と
し
て
別
巻
二
冊
に
詳
し
い
説
明
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
豊
訳

の
歌
は
、
お
お
む
ね
、
此
の
三
書
に
拠
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で『

源
氏
物
語』

に
は
、
ま
た
、
作
中
人
物
が
詠
ん
だ
七
百

数
十
首
の
歌
と
は
別
に
、
彼
ら
が
古
歌
の
一
部
を
口
ず
さ
ん
だ
り
、
或

い
は
地
の
文
に
お
い
て
断
片
的
に
引
用
さ
れ
た
り
す
る
歌
、
す
な
わ
ち

｢

引
歌｣

も
あ
る
。
日
本
語
の
現
代
語
訳
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に

処
理
さ
れ
て
い
る
か
。
谷
崎
訳
は
、
頭
注
に
お
い
て
引
歌
の
本
歌
と
そ

の
出
典
を
記
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
部
分
的
な
解
釈
が
見
ら
れ
る
が
、

訳
文
は
な
い
。
佐
成『

対
訳』

は
、
引
歌
の
出
典
は
示
さ
ず
、
引
歌
全

体
を
訳
す
場
合
と
、
引
用
さ
れ
た
句
の
み
を
訳
す
場
合
が
あ
る
。
晶
子

訳
は
訳
文
中
に
引
歌
の
全
句
を
括
弧
付
き
で
示
す
が
、
訳
は
施
さ
な
い
。

さ
ら
に
、
豊
子�

が
中
国
語
訳
に
際
し
て
、
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
金

子『

新
解』
も
引
歌
の
出
典
し
か
示
さ
ず
、
そ
の
訳
は
ほ
と
ん
ど
付
さ
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れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
豊
が
参
照
し
た
日
本
の
現
代
語
訳
注
書
に

お
い
て
、
引
歌
箇
所
、
あ
る
い
は
、
引
歌
の
典
拠
項
は
必
ず
し
も
訳
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
、
豊
は
ど
の
よ
う

に
し
て
中
国
語
訳
し
、
あ
る
い
は
解
釈
を
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
具

体
例
に
沿
っ
て
、
そ
の
点
を
考
察
す
る
。

宇
治
十
帖
、
総
角
巻
に
、
宇
治
の
中
の
君
へ
の
通
い
が
思
う
ま
ま
に

な
ら
ぬ
匂
宮
の
た
め
に
、
薫
が
紅
葉
狩
を
企
て
る
場
面
が
あ
る
。
到
着

し
た
宇
治
の
宴
席
で
、
管
弦
の
演
奏
を
し
た
り
、
漢
詩
を
作
っ
た
り
し

な
が
ら
、
皆
歓
楽
を
尽
く
し
て
い
る
中
で
、
中
の
君
に
逢
う
こ
と
叶
わ

ぬ
匂
宮
の
心
境
が
、

｢

近
江
の
海｣

の
心
地
し
て
、

と
、
述
べ
ら
れ
る
。

こ
の
箇
所
を
、
豊
子�

は
、

�
�

匂�
�
�
�

��
	


�
�

�
�

��
�
�
�

訳(

匂
宮
だ
け｢

何
故
人
は
近
江
の
海
と
言
う
の
だ
ろ
う｣
と
い

う
気
持
ち
だ
っ
た
。)

と
、
訳
し
、
ま
た
脚
注
に
お
い
て
、

�
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�
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�
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訳(

古
歌
の｢

ど
こ
に
も
海
藻
が
生
え
て
い
な
い
の
に
、
人
は
何

故
近
江
の
海
と
い
う
の
だ
ろ
う
。｣『

後
撰
集』

を
見
よ
。
日
本
語

で
は｢

海
藻｣

と｢

相
見｣

は
同
音
、｢

近
江｣

と｢

相
逢｣

は

同
音
だ
。
故
に
、｢

こ
こ
は『

相
見』

と
い
う
植
物
が
生
え
な
い

の
に
、
何
故
人
は
こ
の
海
を『

相
逢』

と
い
う
の
だ
ろ
う
。)

の
よ
う
に
、
匂
宮
の
心
中
を｢

近
江
の
海
の
心
地｣

と
い
う
引
歌
を
用

い
て
表
現
し
た
理
由
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

し
か
し
、
金
子『

新
解』

の
、

後
撰
、｢

い
か
な
れ
ば
近
江
の
海
ぞ
か
る
ゝ
て
ふ
人
を
み
る
め
の

絶
え
て
生
ひ
ね
ば｣

に
よ
っ
て
、
逢
は
れ
ぬ
を
擬
へ
た
。

と
歌
を
挙
げ
る
の
み
で
、
詳
し
い
解
説
は
な
く
、
ま
た
、
谷
崎
訳
も
、

宮
だ
け
は｢

あ
ふ
み
の
海｣

の
思
ひ
が
遊
ば
し
て
、

単
純
な
直
訳
と
頭
注
で
の
後
撰
集
歌｢

い
か
な
れ
ば｣

の
指
摘
の
み

に
と
ど
ま
っ
て
い
る

(

注
�)

。

豊
子�

は
恐
ら
く
金
子『

新
解』

と
谷
崎
訳
を
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
金
子『

新
解』

に
も
、
谷
崎
訳
に
も
こ
の
引
歌
に
つ
い
て
の

現
代
語
訳
は
見
当
た
ら
な
い
。
豊
子�

は
何
に
基
づ
い
て
右
記
の
引
歌

を
訳
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

豊
子�
が
参
考
文
献
に
挙
げ
た
訳
注
書
に
目
を
向
け
る
と
、
谷
崎
訳

の
付
編
と
し
て
昭
和
三
十
年
に
出
版
さ
れ
た
玉
上
琢
弥
篇『

源
氏
物
語

の
引
き
歌』

(
以
下
、
玉
上『

引
き
歌』

と
略
称
す
る)

に
行
き
当
た
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る
。
そ
こ
に
は
、
引
歌
の
本
歌
、
そ
の
現
代
語
訳
、
及
び
出
典
が
記
さ

れ
て
い
る
。

玉
上『
引
き
歌』

の
、
総
角
巻
当
該
箇
所
の
記
載
は
次
の
通
り
で

あ
る
、

い
か
な
れ
ば
あ
ふ
み
の
海
の
か
ゝ
り
て
ふ
人
を
見
る
め
の
た

え
て
生
ひ
ね
ば

人
を
見
る
と
い
ふ
海
松
が
全
く
生
え
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
、
近

江
の
海(

人
に
逢
ふ
を
か
け
る)

な
ど
ゝ
い
ふ
の
だ
ら
う
か
。

｢

近
江｣

に｢

逢
ふ｣

が
、｢
海
松｣
に｢

見
る｣

が
、
掛
け
ら
れ

て
ゐ
る
。
本
文
、｢

見
る
目
が
な
い｣
即
ち
中
姫
君
に
あ
は
れ
な

い
気
持
を
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て｢

近
江
の
海
の
心
地｣

と
表
現
し

た
も
の
。

釈
、
ふ
か
け
れ
ど
あ
ふ
み
の
う
み
ぞ

奥
入
、
あ
ふ
み
の
う
み
ぞ

｢『

近
江』

に『

逢
ふ』

が
、『

海
松』

に『

見
る』

が
、
掛
け
ら
れ

て
ゐ
る
。｣

と
い
う
掛
詞
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
豊
子�

の｢
日
本
語

で
は『

海
藻』

と『

相
見』

は
同
音
、『

近
江』

と『

相
逢』

は
同
音

だ
。｣

と
い
う
脚
注
に
酷
似
し
て
い
る
。
歌
の
訳
も
豊
子�

は
同
書
を

参
照
し
た
と
思
わ
れ
る

(

注
�)

。

た
だ
し
、
そ
の『

後
撰
集』

と
い
う
出
典
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。

玉
上『

引
き
歌』

が『

源
氏
釈』

と『

源
氏
物
語
奥
入』

を
挙
げ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
、
実
は『

後
撰
和
歌
集』

に
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
豊
子�

は
谷
崎
訳
と
金
子『

新
解』

の
間
違
い
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
て
、
こ
の
引
歌
の
出
典
を『

後
撰
和
歌
集』

と
し
た
の
で
あ
る
。

玉
上
が
正
し
い
出
典『

源
氏
釈』

と『

奥
入』

を
挙
げ
て
い
る
の
に
、

豊
子�

が
、
玉
上
の
訳
の
み
を
採
り
、
出
典
を
無
視
し
て
、
谷
崎
訳
、

金
子『

新
解』

の
誤
り
を
踏
襲
し
た
の
は
、
豊
子�

に
と
っ
て
、『

源

氏
釈』

と『

源
氏
物
語
奥
入』

が
い
か
な
る
書
物
か
分
か
ら
な
か
っ
た

か
、
あ
る
い
は
多
少
分
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
確
認
す
る
す
べ
が
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
総
角
巻｢

近
江
の
海
の
心
地
し
て｣

の
例
は
、
豊
子�

所
持
の

諸
書
に
引
歌
の
指
摘
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
訳
が
施
さ
れ
て
い
な
い
た

め
に
、
豊
子�

は
玉
上
の『

引
き
歌』

の
訳
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ

る
例
で
あ
る
が
、
更
に
、
豊
子�

所
持
の
金
子『

新
解』

、
谷
崎
訳
、

佐
成『

対
訳』

、
晶
子
訳
に
、
引
歌
の
指
摘
が
な
い
場
合
も
あ
る
。

明
石
巻
で
、
源
氏
か
ら
初
め
て
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
に
明
石
の
君
は

な
か
な
か
返
事
を
し
な
い
、
そ
こ
で
、
父
親
で
あ
る
明
石
入
道
が
代
筆

す
る
場
面
が
あ
る
。

｢

い
と
も
畏
き
は
、
田
舎
び
て
侍
る
袂
に
包
み
余
り
ぬ
る
に
や
、…
…｣

こ
の
箇
所
を
、
豊
子�

は
、

�
�
�
�
�
�
�

�	


�
�

�
�

��
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�

訳(

う
ち
の
娘
は
蓬
が
生
い
茂
っ
た
な
か
で
育
っ
た
も
の
で
、
世
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間
知
ら
ず
で
す
、
そ
れ
で｢

今
宵
の
嬉
し
さ
は
袖
で
は
包
み
き
れ

な
い｣

の
で
し
ょ
う
。)

と
な
っ
て
お
り
、
頭
注
に
お
い
て
、

�
�

�

��
�
�
�
�
	



��
�

�
	
�
�
�

��
�
�

勅�
�
�
�

訳(

古
歌
の｢
昔
は
喜
び
が
あ
る
時
は
袖
の
中
に
隠
し
た
が
、
今

宵
の
う
れ
し
さ
は
こ
の
袖
で
は
包
み
き
れ
な
い
。｣『

新
勅
撰
集』

を
見
よ
。)

と
、『

新
勅
撰
和
歌
集』

を
出
典
に
挙
げ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
金
子『

新
解』

の
頭
注
に
、

余
り
の
勿
体
な
さ
は
田
舎
者
の
分
に
過
ぎ
た
故
か
御
文
す
ら
拝
見

し
か
ね
て
ゐ
る
程
恐
れ
入
っ
て
居
り
ま
す
。

と
訳
す
も
の
の
、
引
歌
に
つ
い
て
の
指
摘
は
な
い
。
谷
崎
訳
も
ま
た
、

頭
注
で
古
歌
の
有
無
に
触
れ
て
い
な
い
。
佐
成『

対
訳』
と
晶
子
訳
に

も
な
い
。

そ
こ
で
、
玉
上『

引
き
歌』

を
見
る
と
、

う
れ
し
さ
を
昔
は
袖
に
包
み
け
り
こ
よ
ひ
は
身
に
も
あ
ま
り

ぬ
る
か
な

嬉
し
さ
を
、
昔
は
、
袖
に
つ
ゝ
む
や
う
に
、
じ
つ
と
つ
ゝ
み
か
く

し
て
ゐ
た
も
の
で
し
た
。
で
も
今
宵
の
こ
の
嬉
し
さ
は
、
身
に
あ

ま
る
程
で
、
到
底
つ
ゝ
み
切
れ
ま
せ
ん
。

釈
、
奥
入
、
新
勅
撰
集
巻
七
、
賀(

四
五
六)

題
し
ら
ず

読
人

し
ら
ず

朗
詠
集
巻
下
、
雑
、
慶
賀

豊
子�

は
恐
ら
く
右
の
玉
上『

引
き
歌』

に
よ
っ
て
引
歌
の
存
在
を

知
り
、
そ
の
出
典
を
示
し
て
、
訳
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
引
歌
の
訳
は
勿
論
、
引
歌
の
出
典
も
玉
上『

引
き
歌』

を
参
照
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
引
歌
の
指
摘
が
な
い
場
合
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
玉
上

『

引
き
歌』

、
谷
崎
訳
、
金
子『

新
解』

い
ず
れ
に
も
引
歌
の
指
摘
が
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
引
歌
を
指
摘
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
訳
す
場
合
が
あ
っ

た
。例

え
ば
、
帚
木
巻
は
雨
夜
の
品
定
め
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
の
一
節
に
、

源
氏
が
宮
中
に
の
み
気
楽
に
お
仕
え
に
な
っ
て
、
葵
上
の
と
こ
ろ
へ
は

途
絶
え
が
多
か
っ
た
の
で
、
左
大
臣
邸
で
は｢

忍
ぶ
の
乱
れ
や｣

と
疑
っ

た
と
い
う
一
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
は『

伊
勢
物
語』

の｢

春
日
野
の
若

紫
の
摺
衣
忍
ぶ
の
乱
れ
限
り
知
ら
れ
ず｣

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
箇
所
を
豊
子�

は
、

�

�
�
�
�
�
�
�
��
 
!
�
�
"
#

訳(

左
大
臣
邸
の
人
々
は｢

も
し
か
し
た
ら
新
し
い
恋
人
で
も
で

き
た
の
で
は｣

と
疑
っ
て
い
た
。)

と
、
訳
す
の
み
で
、
引
歌
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
玉
上『

引
き
歌』

、
谷
崎
訳
と
金
子『

新
解』

は
こ
の
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｢
忍
ぶ
の
乱
れ
や｣

の
出
典
を『

伊
勢
物
語』

だ
と
記
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
豊
子�

が｢

訳
後
記｣

に
、
参
照
し
た
現
代
語
訳

と
し
て
あ
げ
て
い
る
谷
崎
訳
以
外
の
晶
子
訳
と
佐
成『

対
訳』

を
み

る
と
、

(

晶

子

訳)
別
に
恋
人
を
持
っ
て
居
る
か
の
や
う
な
疑
ひ
を
受
け

て
居
た
が
、

(

佐
成『

対
訳』)

忍
び
か
く
れ
て
の
外
泊
り
か
と
、
左
大
臣
邸
で
は
お

疑
い
申
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

の
よ
う
に
、
豊
子�

と
同
じ
く
引
歌
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
し
て
い

な
い
。

源
氏
の
読
者
は｢

忍
ぶ
の
乱
れ
や｣

の
句
か
ら
は
た
だ
ち
に
、『

伊

勢
物
語』

を
連
想
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
晶
子
訳
と
佐
成『

対

訳』

は
敢
え
て
こ
の
引
歌
を
指
摘
し
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

『

源
氏
物
語』

の
読
者
な
ら
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。

し
か
し
、
中
国
語
訳
に
な
る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
引
歌
を
指
摘
せ

ず
に
は
、
紫
式
部
が｢

忍
ぶ
の
乱
れ
や｣

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
意
図

が
中
国
の
読
者
に
は
伝
わ
ら
な
い
。
勿
論
こ
こ
は
、
佐
成『

対
訳』

と

晶
子
訳
を
参
照
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
は
思
う
が
、
同
じ
よ
う
に
、

谷
崎
訳
、
金
子『

新
解』

に
引
歌
の
指
摘
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
豊
が

引
歌
に
言
及
し
な
い
例
が
、
桐
壺
巻
か
ら
末
摘
花
巻
に
か
け
て
は
し
ば

し
ば
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
末
摘
花
巻
以
降
、
紅
葉
賀
巻
か

ら
は
、
引
歌
の
指
摘
が
多
く
な
る
。

な
に
ゆ
え
、
引
き
歌
の
指
摘
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
落
差
が
生
じ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
引
歌
に
つ
い
て
、
厳
密
な
考
証

を
行
い
、
詳
し
い
解
説
、
訳
文
ま
で
を
付
し
た
玉
上『

引
き
歌』

の
出

現
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
豊
訳
に
お
け
る
引
歌
に
つ
い
て
の
言
及
が
、
紅

葉
賀
巻
か
ら
急
に
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
、
玉
上

『

引
き
歌』

を
参
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
日
中
関
係
を
考
え
れ
ば
、
一
九
五
五
年
に
出
版
さ
れ
た
玉
上

『

引
き
歌』

が
直
ち
に
豊
子�

の
手
に
渡
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
豊
子

�

が
末
摘
花
巻
を
終
え
た
の
は
一
九
六
二
年
で
あ
る

(

注
�)

。
従
っ
て
、
豊
が

玉
上『

引
き
歌』

を
入
手
し
た
の
は
ほ
ぼ
そ
れ
以
後
、
紅
葉
賀
の
訳
を

開
始
す
る
前
ま
で
の
間
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

紅
葉
賀
巻
か
ら
指
摘
が
増
え
る
、
豊
子�

『

源
氏
物
語』

の
引
歌
は
、

大
概
は
玉
上『

引
き
歌』

、
谷
崎
訳
、
金
子『

新
解』

に
従
っ
て
、
脚

注
に
示
さ
れ
る
。

他
方
、
真
木
柱
巻
に
、
玉
鬘
が
宮
中
を
退
出
す
る
際
、
先
の
事
ま
で

約
束
す
る
帝
の
優
し
さ
に
恐
縮
す
る
あ
ま
り
、

わ
れ
は
わ
れ
と
思
ふ
も
の
を
と
思
す
。

の
如
く
、
彼
女
の
心
理
が
語
ら
れ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。

こ
の
箇
所
を
、
豊
子�

は
、
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�
�

�
�

��
�

�

訳(
玉
鬘
は
お
そ
る
お
そ
る
思
う
に
は
、｢

夢
路
に
迷
う
よ
う
な
、

私
も
私
の
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
！｣)

の
よ
う
に
、
�
�
で
引
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
出

典
、
及
び
一
首
全
体
に
つ
い
て
は
記
さ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
箇
所
の
豊
子�

訳
は
、
豊
子�

が
玉
上『

引
き
歌』

を
参
照
し
た
証
拠
に
も
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
引
歌
の
出
典
に
つ

い
て
は
異
説
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
豊
子�

の
こ
の
箇
所
の
訳
は
、
玉

上『

引
き
歌』

に
指
摘
が
見
ら
れ
る
、
後
撰
集
歌｢

う
つ
ゝ
に
て
誰
契

り
け
ん
定
め
な
き
夢
路
に
ま
よ
ふ
我
は
我
か
は｣

の
下
句｢

夢
路
に
ま

よ
ふ
我
は
我
か
は｣

を
の
み
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
朝
顔
巻
に
、
世
間
で
、
源
氏
と
朝
顔
の
姫
君
と
の
関
係
を
取

り
沙
汰
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
、
当
の
源
氏
も
紫
の
上
に
夜
離
れ
が
ち

だ
っ
た
際
、

戯
れ
に
く
く
の
み
思
す
。

と
、
紫
の
上
が
源
氏
に
会
え
な
い
気
持
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
を
豊
子�
『

源
氏
物
語』

は
、

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
�
�

� 
�
!
�
"
#

�

訳(

そ
れ
を
、
紫
の
姫
君
は
古
歌
の｢

試
し
に
暫
く
逢
わ
な
か
っ

た
ら
、
恋
し
さ
は
つ
の
っ
て
し
ま
っ
た
、
冗
談
ご
と
は
で
き
な
い

と
今
は
じ
め
て
分
か
っ
た
！｣

の
よ
う
に
、
思
っ
た
。)

の
如
く
、
本
歌
に
な
る｢

あ
り
ぬ
や
と
試
み
が
て
ら
逢
ひ
見
ね
ば
戯
れ

に
く
き
ま
で
ぞ
恋
し
き｣

一
首
全
体
を
訳
す
の
み
、『

古
今
和
歌
集』

と
い
う
出
典
は
指
摘
し
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
引
歌
の
指
摘
の
形
は
、
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、

今
回
は
豊
子�

が
引
歌
の
訳
出
に
際
し
て
、
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
参

考
書
の
指
摘
の
み
に
止
め
た
い
。

豊
子�

は
引
歌
の
現
代
語
訳
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
玉
上
の『

引

き
歌』

の
訳
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
出
典
は
、
例

え
ば
谷
崎
訳
と
金
子『

新
解』

が
示
さ
な
い
場
合
、
玉
上『

引
き
歌』

に
拠
る
が
、
谷
崎
訳
と
金
子『

新
解』

に
出
典
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
お
お
む
ね
谷
崎
訳
と
金
子『

新
解』

を
採
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら

れ
た
。
そ
れ
は
先
述
の
よ
う
に
、
玉
上
の『

引
き
歌』

の
原
歌
の
出
典

提
示
が
専
門
的
で
豊
子�

に
は
理
解
に
苦
し
む
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

中
国
語
訳
に
際
し
て
、
一
つ
の
注
釈
書
だ
け
に
頼
ら
ず
、
脚
注
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
谷
崎
訳
、
金
子『

新
解』

、
佐
成『

対
訳』

、
玉

上『

引
き
歌』

と
い
う
四
本
を
参
考
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
豊
子�

の
学
問
的
誠
実
さ
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

そ
の
脚
注
に
は
、
引
歌
の
例
と
し
て
挙
げ
た
、
宇
治
十
帖
、
総
角
巻

の｢

近
江
の
海
の
心
地
し
て｣

の
場
合
の
よ
う
に
、
谷
崎
訳
と
金
子

『

新
解』

の
間
違
い
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
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最
初
の
、
完
訳
の
形
と
し
て『

源
氏
物
語』

を
紹
介
し
た
豊
子�

訳
が
、

わ
ず
か
一
年
に
も
満
た
な
い
留
学
の
成
果
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
あ

る
意
味
で
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

注

注
１

中
国
で
出
版
さ
れ
た『

源
氏
物
語』

の
中
国
語
訳
は
、
以
下
の
も
の
が

あ
る
。
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�
�

な
お
、
本
稿
で
用
い
る
豊
子�
『

源
氏
物
語』

は
二
〇
〇
一
年
に
人
民

文
学
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

注
２

『

源
氏
物
語
奥
入』

の
こ
と
で
あ
る
。

注
３

佐
成
謙
太
郎
の『

対
訳
源
氏
物
語』

(

別
巻)

で『

細
流
抄』

を
西
三
条

公
条
の
著
書
と
す
る
こ
と
に
拠
る
と
思
わ
れ
る
。

注
４

谷
崎
潤
一
郎『

潤
一
郎
訳
源
氏
物
語』

二
十
六
冊(

中
央
公
論
社
、
一

九
三
九
―
一
九
四
一
年)

以
下
、
谷
崎
訳
と
略
称
す
る
。

注
５

与
謝
野
晶
子『

新
新
訳
源
氏
物
語』

六
冊(

金
尾
文
淵
堂
、
一
九
三
八
―

一
九
三
九
年)

以
下
、
晶
子
訳
と
略
称
す
る
。

注
６

佐
成
謙
太
郎『

対
訳
源
氏
物
語』

七
冊(

明
治
書
院
、
一
九
五
一
―
一

九
五
三
年)

以
下
、
佐
成『

対
訳』

と
略
称
す
る
。

注
７

『

物
語
研
究』

(

第
七
号
、
二
〇
〇
七
年)

注
８

『

豊
子�

研
究』

(

東
方
書
店
、
一
九
九
八
年)

注
９

『

源
氏
物
語』

の
本
文
の
引
用
は
、
佐
成『

対
訳』

に
拠
る
。

注
�

国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
六
年
。

注
�

明
治
書
院
、
一
九
二
五
―
一
九
三
〇
年
。
以
下
、
金
子『

新
解』

と
略

称
す
る
。

注
�

E
�
�
�
�
<
F
�
�
G
*
�
H
I
�
J
�
�
�
�
�
�
�
>
�
�

注
�

谷
崎
訳
が｢

い
か
な
れ
ば
あ
ふ
み
の
海
の
か
ゝ
り
て
ふ
人
を
見
る
め
の

た
え
て
生
ひ
ね
ば｣

と
い
う
古
歌
を
引
く
の
に
対
し
て
、
金
子『

新
解』

は｢

い
か
な
れ
ば
近
江
の
海
ぞ
か
る
ゝ
て
ふ
人
を
み
る
め
の
絶
え
て
生

ひ
ね
ば｣

と
い
う
歌
を
引
い
て
い
る
が
、
金
子『

新
解』

の｢

か
る
ゝ｣

は｢

か
ゝ
る｣

の
ミ
ス
で
あ
ろ
う
。

注
�

猶
、
豊
子�

は
玉
上『

引
き
歌』

の｢『

海
松』

に『

見
る』

が
掛
け
ら

れ
て
い
る｣

の
箇
所
を
、｢

『

海
藻』

と『

相
見』

が
日
本
語
で
は
同
音

で
あ
る｣

と
解
説
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
左
に
挙
げ
る
佐
成

『

対
訳』

の
影
響
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

匂
宮
は
、(

古
歌
に
い
わ
ゆ
る)

｢

海
藻
み
る
め

＝
見
る
目
の
な
い
近
江
の

海｣

の
よ
う
な(

恋
人
に
逢
え
な
い
は
か
な
い)

心
地
が
し
て
、

と
、
佐
成『

対
訳』

は
訳
し
て
い
る
。

注
�

豊
子�

は
一
九
六
二
年
の
日
記｢

K
�
�
�
�
	


�｣
(

注
�
と
同
じ)

に
お
い
て
、

L
M
K
N
�
O
P
>
Q

�R
S
T

�
�U

V
W
X
Y
Z
[
�
P
�
Q

�\
]
^

�_

(
現
在
、
私
は
既
に
第
六
回
の｢

末
摘
花｣

を
訳
し
終
え
て
い
る
。
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こ
れ
か
ら
は
第
七
回｢

紅
葉
賀｣

を
訳
す
。)

と
記
し
て
い
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
十
年
六
月
の
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
で
の
口
頭

発
表
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
及
び
発
表

後
、
多
く
の
方
々
に
有
益
な
御
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し

上
げ
る
。

(

じ
ょ

げ
い
し
ゅ
ん
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程)
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