
　

歌
語

「
さ
ゆ
り
ば
」
小
考

催
馬
楽
「
高
砂
」

と

『
源
氏
物
語
』
に
ふ
れ
て　
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「
さ
ゆ
り
ば
（
さ
百
合
葉
）
」
と
い
う
歌
語
が
あ
る
。
文
字
通
り
に
取
れ
ば
、

百
合
の
葉
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
た
と
え
ば
『
日
本
国

語
大
辞
典
（
第
二
版
）
』
な
ど
も
「
百
合
の
葉
」
と
解
す
る
が
、
実
際
の
用
例

に

お
い
て
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
「
百
合
」
と
同
義
で
使
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

い

る
場
合
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
歌
語
「
さ
ゆ
り
ば
」
に
検

討

を
加
え
、
こ
の
語
の
成
立
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽
「
高
砂
」

引
用
が
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

一

、
「
さ
ゆ
り
ば
」
の
和
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
和
歌
に

お

け
る
百
合
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』

に

十
一
例
ほ
ど
が
み
ら
れ
た
後
、
平
安
初
期
に
は
な
ぜ
か
和
歌
に
詠
ま
れ
な
く

な
る
。
三
代
集
時
代
の
用
例
は
皆
無
に
等
し
い
状
態
で
あ
る
。
『
万
葉
集
」
の

次
に
見
ら
れ
る
百
合
の
用
例
は
、
大
江
匡
房
ま
で
下
り
、
「
さ
ゆ
り
ば
」
と
い

う
形
で
登
場
す
る
。
こ
の
匡
房
詠
が
「
さ
ゆ
り
ば
」
の
語
の
和
歌
に
お
け
る
初

出
で
も
あ
っ
た
。
以
下
、
管
見
に
入
っ
た
「
さ
ゆ
り
ば
」
の
用
例
を
お
お
よ
そ

の
詠
歌
年
次
順
に
掲
げ
る
。

　
　
　

ま
た
、
か
げ
さ
へ
、
ま
し
み
つ
、
さ
ゆ
り
ば

①
と
ぶ
か
り
の
か
げ
さ
へ
見
ゆ
る
ま
し
水
に
つ
ゆ
ふ
り
か
け
よ
に
し
の
さ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
り
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
江
帥
集
・
四
九
一
）

　
　
　
や
ま
と
な
で
し
こ
を
よ
め
る

②
け
さ
も
又
い
ざ
み
に
ゆ
か
ん
さ
ゆ
り
ば
に
枝
さ
し
か
は
す
や
ま
と
な
で
し

　

こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
散
木
奇
歌
集
・
三
二
五
）

　
　
　
皇
后
宮
権
大
夫
師
時
の
八
条
の
家
歌
合
に
野
風
を

③

し
ほ
み
て
ば
の
じ
ま
が
さ
き
の
さ
ゆ
り
葉
に
波
こ
す
風
の
ふ
か
ぬ
日
ぞ
な

　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
三
三
八
）

　
　
　

し
の
び
た
る
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

④
を
う
な
ご
が
く
さ
か
り
を
か
の
さ
ゆ
り
ば
の
し
め
ゆ
ふ
ま
で
は
人
に
し
ら

　
す
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
基
俊
集
・
八
一
）

　
　
　
海
辺
蛍

⑤
は
ま
か
ぜ
に
な
び
く
野
島
の
さ
ゆ
り
葉
に
こ
ぼ
れ
ぬ
露
は
蛍
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（清
輔
集
・
八
三
）

　
　
　
な
つ

⑥
な
つ
か
り
の
せ
こ
ふ
み
し
だ
き
わ
く
る
野
に
し
ほ
れ
や
す
ら
ん
さ
ゆ
り
ば

　
の

花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
殿
富
門
院
大
輔
集
・
四
二
）

　
　
　
野
辺
の

杜
の
間
、
夏
草
し
げ
き
所

⑦
夏
ふ
か
き
野
べ
の
さ
ゆ
り
ば
風
過
ぎ
て
秋
お
も
ほ
ゆ
る
杜
の
陰
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
秋
詠
草
・
六
二
九
）

　
　
　
夏
十
首
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⑧
ふ
る
さ
と
の
に
は
の
さ
ゆ
り
ば
た
ま
ち
り
て
ほ
た
る
と
び
か
ふ
な
つ
の
ゆ

　
ふ

ぐ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
篠
月
清
集
・
五
二
〇
）

　
　
　
夏
十
五
首

⑨
夕
だ
ち
の
露
よ
り
雲
や
か
へ
る
ら
む
ま
た
雨
ま
ね
く
庭
の
さ
ゆ
り
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（拾
玉
集
・
二
三
二
七
）

　
　
　
夏
草

⑩

さ
ゆ
り
葉
に
ま
じ
る
夏
草
し
げ
り
あ
ひ
て
し
ら
れ
ぬ
世
に
ぞ
く
ち
ぬ
と
お

　
も
ひ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
愚
草
・
一
＝
七
）

　
　
　
夏
十
五
首

⑪

さ
ゆ
り
葉
の
し
ら
れ
ぬ
恋
も
あ
る
も
の
を
身
よ
り
あ
ま
り
て
行
く
蛍
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（同
・
一
三
三
〇
）

　
　
　
夏
七
首

⑫

う
ち
な
び
く
し
げ
み
が
下
の
さ
ゆ
り
ば
の
し
ら
れ
ぬ
ほ
ど
に
か
よ
ふ
秋
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（同
・
一
七
四
六
）

　
　
　
北
窓
風
力
贈
来
客
　
南
澗
泉
声
是
淡
交

⑬
さ
ゆ
り
葉
の
し
ら
れ
ぬ
し
た
に
さ
く
花
の
草
の
し
げ
み
に
な
ど
ま
じ
り
け

　
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
愚
草
員
外
．
六
三
六
）

　
　
　

夏

⑭
す
ず
し
や
と
風
の
た
よ
り
を
尋
ぬ
れ
ば
し
げ
み
に
な
び
く
野
べ
の
さ
ゆ
り

　
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
式
子
内
親
王
集
・
二
三
二
）

　
　
　

夏
草
蔵
水

⑮
風
ふ
か
で
な
び
く
に
し
る
し
さ
百
合
葉
の
し
た
よ
り
か
よ
ふ
庭
の
遣
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（寂
蓮
法
師
集
・
二
〇
〇
）

　
　
　

夏

⑯

さ
ゆ
り
葉
の
か
づ
ら
き
山
の
み
ね
の
月
暁
か
け
て
影
ぞ
す
ず
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（後
鳥
羽
院
御
集
・
一
二
九
五
）

　
　
　
夏
七
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
弥
生
蓮

⑰
夏
野

な
る
し
げ
み
が
な
か
の
さ
ゆ
り
葉
の
花
を
ば
よ
き
て
み
ま
く
さ
に
か

　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
室
五
十
首
・
七
七
三
）

　
　
　
夏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
弥
寂
蓮

⑱
し
ほ
み
た
ぬ
ま
の
の
浜
路
の
さ
ゆ
り
ば
も
入
り
ぬ
る
磯
は
五
月
雨
の
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
治
初
度
百
首
・
一
六
三
一
）

　
　
　
正
治
二
年
百
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寂
蓮
法
師

⑱
し
ほ
み
た
ぬ
ま
の
の
は
ま
ち
の
さ
ゆ
り
ば
も
い
り
ぬ
る
い
そ
は
浪
の
し
た

　
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夫
木
和
歌
抄
・
三
二
一
八
）

⑲
秋
の
野
の
千
種
の
花
を
ま
つ
ほ
ど
や
し
ば
し
や
ど
れ
る
さ
ゆ
り
ば
の
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
老
若
五
十
首
歌
合
・
雅
経
・
一
六
八
）

⑳
さ
き
に
け
り
ふ
か
き
夏
の
の
草
む
ら
の
し
げ
み
に
ま
じ
る
さ
ゆ
り
ば
の
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
老
若
五
十
首
歌
合
・
越
前
・
一
七
四
）

⑳
さ
み
だ
れ
に
庭
の
さ
ゆ
り
ば
水
こ
え
て
い
り
ぬ
る
い
そ
の
草
か
と
そ
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（千
五
百
番
歌
合
・
丹
後
・
八
〇
三
）

⑳
夏
ご
ろ
も
す
そ
野
の
は
ら
の
ゆ
ふ
か
ぜ
に
あ
き
お
も
ほ
ゆ
る
さ
ゆ
り
ば
の

　
つ

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
五
百
番
歌
合
・
通
具
朝
臣
．
九
七
七
）

⑳
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
ま
が
き
に
あ
ま
や
か
よ
ふ
ら
ん
つ
ゆ
を
な
ら
は
す
庭
の
さ
ゆ

　
り
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
五
百
番
歌
合
・
保
季
朝
臣
・
九
八
二
）

⑳
夏
ふ
か
き
野
ば
ら
の
く
れ
に
か
げ
見
え
て
ほ
た
る
つ
ゆ
け
き
さ
ゆ
り
ば
の

　
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
五
百
番
歌
合
・
雅
経
・
一
〇
〇
九
）

⑳
夏
の
野
は
草
の
し
げ
み
の
さ
ゆ
り
ば
も
秋
は
つ
ゆ
に
や
し
を
れ
は
つ
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（千
五
百
番
歌
合
・
釈
阿
・
＝
九
三
）

　
　
　
野
島
崎
　
近
江
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
衡
卿

⑳
波
か

け
て
玉
ぬ
く
風
や
吹
き
つ
ら
ん
野
島
が
さ
き
の
さ
ゆ
り
ば
の
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（建
保
名
所
百
首
・
五
六
八
）
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歌語「さゆりば」小考　　催馬楽「高砂」と『源氏物語』にふれて

　
　
　
夏
十
五
首

⑳
庭

も
せ
に
風
に
お
き
ふ
す
さ
ゆ
り
ば
の
な
び
く
に
お
つ
る
五
月
雨
の
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
信
百
首
・
二
四
）

⑳
庭
の
面
の
草
の
茂
み
の
さ
ゆ
り
ば
も
花
に
し
ら
る
る
夏
は
き
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
／
衣
笠
家
良
／
八
二
）

　
　
　
恋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
実
朝
臣

⑳
さ
て
も
又
夏
野
に
生
ふ
る
さ
ゆ
り
ば
の
し
ら
れ
ぬ
露
は
ほ
す
か
た
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
洞
院
摂
政
家
百
首
・
一
〇
五
一
）

　
　
　
夏

草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
助

⑳
夏
草
に
ま
じ
る
さ
ゆ
り
ば
お
の
つ
か
ら
秋
に
し
ら
れ
ぬ
露
や
お
く
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宝
治
百
首
・
一
〇
〇
二
）

　
　
　
夏
草

⑳
さ
ゆ
り
ば
の
し
ら
れ
ぬ
や
ど
と
な
り
や
せ
ん
あ
と
な
き
に
は
の
く
さ
の
し

　
　
マ
マ
　

　
き
み
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
円
明
寺
関
白
集
・
三
二
）

　
　
　
夏
歌
中
に

⑳
夏
草
の
野
島
が
さ
き
の
し
ほ
風
に
す
ず
し
く
さ
わ
ぐ
浪
の
さ
ゆ
り
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隣
女
集
・
一
九
四
二
）

　
　
　
夏
十
五
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
隆
教

⑳
し
げ
り
あ
ふ
野
原
の
草
に
か
く
ろ
へ
て
夏
に
し
ら
れ
ぬ
さ
ゆ
り
は
の
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
保
百
首
二
二
二
六
）

　
　
　
夏
草
露

⑭
夕
立
の
名
残
の
露
に
秋
か
け
て
な
び
く
も
す
ず
し
庭
の
さ
ゆ
り
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
耕
雲
千
首
・
二
六
六
）

　
　
　
夏
草

⑮
茂
る
ら
し
花
咲
く
比
の
さ
ゆ
り
ば
に
し
ら
れ
ぬ
山
の
お
く
の
か
げ
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
草
根
集
・
二
三
八
三
）

　
　
　
　
夏
草

　
⑯
小
百
合
葉
の
し
ら
れ
ぬ
し
水
く
み
た
え
て
野
中
の
草
を
結
ぶ
山
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
草
根
集
・
二
三
八
六
）

　
　
　
　
夏
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
良

　
⑰

ま
ど
ふ
り
て
ふ
み
見
ぬ
庭
の
さ
ゆ
り
ば
に
な
ほ
く
さ
が
く
れ
残
る
灯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
享
百
首
・
二
七
三
）

　
　
　
　

夏
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
保

　
⑱

あ
ま
の
か
る
玉
も
に
ま
じ
る
花
な
れ
や
野
島
が
さ
き
に
咲
け
る
さ
ゆ
り
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
享
百
首
・
二
七
八
）

　
　
　
　
百
合

　
⑳
夏
の
夜
は
む
す
ぶ
と
も
な
し
さ
ゆ
り
ば
の
か
ご
と
が
ま
し
く
な
び
く
朝
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
春
夢
草
・
一
〇
四
一
）

　
　
　
　
雨
後
夏
草
　
慶
長
六
月
次

　
⑩
雨
す
ぐ
る
草
の
し
げ
み
の
さ
ゆ
り
ば
に
咲
出
つ
る
花
の
色
ぞ
す
ず
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
通
勝
集
・
一
〇
五
七
）

　
　
　
　
島
夏
草

　
⑪
涼

し
さ
や
浪
こ
す
風
の
ふ
か
ぬ
日
も
野
島
に
靡
く
露
の
さ
ゆ
り
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
広
沢
輯
藻
・
三
一
三
）

　
　
　
　
島
夏
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
寛

　
⑫
夏
草
の
中
に
花
咲
く
さ
ゆ
り
ば
に
野
島
が
崎
の
露
ぞ
は
え
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
明
題
和
歌
集
・
＝
五
三
）

　
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
の
次
に
見
ら
れ
る
「
ゆ
り
」
の
用
例

は
、
①
大
江
匡
房
の
も
の
で
「
さ
ゆ
り
ば
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
『
散

木
奇
歌
集
』
に
は
「
さ
ゆ
り
ば
」
の
例
が
②
③
の
二
例
、
そ
の
他
に
次
の
よ
う

な
「
ひ
め
ゆ
り
」
の
例
が
見
え
る
。
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殿
下
に
て
こ
ひ
の
心
を
よ
め
る

　
　
昨
日
ま
で
き
び
は
に
み
え
し
ひ
め
ゆ
り
の
い
つ
た
ち
な
れ
て
ひ
と
そ
め
む

　
　
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
六
八
）

当
該
歌
の
「
ひ
め
ゆ
り
」
は
女
性
を
讐
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
挙
げ
た
和
歌
の
中
の
「
さ
ゆ
り
ば
」
は
、
厳
密
に
百
合
の
葉

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
葉
も
花
も
含
め
た
全
体
と
し

て

「
ゆ
り
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
判
断
が
難
し
い
。

①
～
③
は
、
葉
先
か
ら
し
た
た
る
露
、
撫
子
の
花
の
背
景
と
し
て
の
百
合
の
葉
、

風
に

な
び
く
百
合
の
葉
、
と
い
っ
た
よ
う
に
百
合
と
い
う
植
物
の
中
で
も
葉
に

焦
点
を
当
て
て
い
る
と
も
受
け
取
ら
れ
る
が
、
④
の
「
さ
ゆ
り
ば
」
は
女
を
重

ね

て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
花
も
含
め
た
百
合
で
あ
っ
て
、
特
に
百

合
の
葉
の
み
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑥
は
「
さ
ゆ
り
ば
の

花
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
さ
ゆ
り
ば
」
は
「
ゆ
り
」
と
同
義
と
見

て

よ
く
、
特
に
葉
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
す
る
意
図
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
⑥
歌

の

後
も
「
花
」
や
「
咲
く
」
の
語
と
共
に
詠
ま
れ
る
「
さ
ゆ
り
ば
」
の
例
は
多

い

（⑬
⑰
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑩
⑫
）
。
⑩
～
⑬
の
定
家
詠
に
お
け
る
「
さ
ゆ
り
ば
」

は
「
知
ら
れ
ぬ
」
を
導
く
枕
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
次
の

『
万
葉
集
』
の
歌
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
夏
の
野
の
繁
み
に
咲
け
る
姫
百
合
の
知
ら
え
ぬ
恋
は
苦
し
き
も
の
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
八
・
一
五
〇
〇
・
大
伴
坂
上
郎
女
）

従
っ
て
、
⑩
～
⑬
歌
の
「
さ
ゆ
り
ば
」
は
姫
百
合
の
花
と
置
き
換
え
ら
れ
る
、

花

を
ふ
く
ん
だ
百
合
の
意
味
に
と
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
定
家
詠
の
後
、
「
知

ら
れ
ぬ
」
を
土
ハ
に
詠
み
込
む
例
も
散
見
す
る
（
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑯
）
。
な
お
、
⑳

歌
の
「
灯
」
は
、

　
　
　
　

と
こ
夏

　
　
灯
に

ま
が
ふ
さ
ゆ
り
の
色
も
あ
れ
ど
猶
て
り
ま
さ
る
床
夏
の
花

（雅
世
集
・
四
〇
四
）

　
　
　
　

十
九
番
左

　
　
く
れ
か
か
る
野
も
せ
の
草
の
し
げ
み
よ
り
入
日
を
残
す
小
百
合
花
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（沙
玉
集

1
・
三
四
七
）

　
　
　
　
夏
草

　
　
盧
む

す
ぶ
茂
み
が
お
く
の
さ
ゆ
り
花
た
が
と
も
す
火
の
光
な
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（草
根
集
・
二
三
八
八
）

な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
紅
い
百
合
の
花
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
百
合
は
人
知
れ
ず
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
と
い
う
『
万
葉
集
」
以
来
の
捉
え
ら

れ

方
と
は
対
照
的
に
、
燃
え
る
よ
う
な
華
や
か
な
色
で
、
む
し
ろ
目
立
つ
花
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
『
草
根
集
』
に
は
、

　
　
　
　
夏
草

　
　
茂
り
つ
つ
し
ら
れ
ぬ
草
ぞ
お
ほ
か
ら
ん
さ
ゆ
り
は
花
の
色
に
し
る
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（二
三
八
七
）

と
い
う
詠
歌
も
あ
る
。
こ
う
し
た
紅
い
百
合
の
花
が
詠
ま
れ
る
の
は
中
世
後
期

に

な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
室
町
時
代
初
期
に
成
立
し
た
と
思
わ

れ

る
、
異
名
和
歌
集
『
蔵
玉
集
』
で
は
、
姫
百
合
の
異
名
を
「
光
草
」
と
し
、

証
歌
と
し
て
、

　
　
夏
の
野
と
心
し
つ
か
に
分
行
け
ば
花
に
お
ど
ろ
く
光
り
草
か
な

を
挙
げ
る
。
出
典
を
「
万
葉
」
と
す
る
が
、
当
該
歌
は
『
万
葉
集
』
に
見
え
ず
、

　
　
　
　
　
　
　

問
題
が
残
る
。

　
ま
た
、
「
さ
ゆ
り
」
「
ゆ
り
」
「
ひ
め
ゆ
り
」
な
ど
は
、
「
庭
」
や
「
野
辺
」
の

語

と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
特
定
の
地
名
と
は
結
び
つ
か
な
い
の
に

対
し
、
「
さ
ゆ
り
ば
」
は
（
「
庭
」
や
「
野
辺
」
の
語
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
例
も

あ
る
が
）
、
③
の
俊
頼
歌
の
影
響
に
よ
り
「
野
島
（
が
崎
）
」
と
し
ば
し
ば
結
び

つ
い

て
い

る
（
⑤
⑳
⑳
⑳
⑪
⑫
）
。
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催馬楽「高砂」と「源氏物語』にふれて歌語「さゆりば」小考

　

「
ゆ
り
」
は
「
露
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
「
さ
ゆ
り
ば
」

も
同
様
で
あ
る
。
中
世
に
な
る
と
、
「
蛍
」
が
取
り
合
わ
さ
れ
る
こ
と
も
散
見

す
る
が
（
⑤
⑧
⑪
⑳
）
、
「
ひ
っ
そ
り
と
人
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
そ
よ
ぐ

「
さ
百
合
葉
」
と
「
蛍
」
の
取
り
合
わ
せ
は
、
中
世
和
歌
の
創
り
出
し
た
き
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

め
て
印
象
的
な
新
し
い
類
型
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

　
以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
さ
ゆ
り
ば
」
は
「
ゆ
り
」
と
は
異
な
る
詠
み

方
を
さ
れ
る
（
地
名
「
野
島
」
と
の
結
び
つ
き
、
「
蛍
」
と
の
取
り
合
わ
せ
な

ど
）
一
方
で
、
「
ゆ
り
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も

あ
り
、
厳
密
な
区
別
は
難
し
い
。
当
初
は
「
葉
」
に
重
点
が
あ
っ
た
言
葉
が
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
「
ゆ
り
」
　
一
般
と
区
別
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
す
で
に
殿
富
門
院
大
輔
が
「
さ
ゆ
り
ば
の
花
」
と
い
う
表
現
を
用

い

て
い

る
の
で
、
混
乱
が
生
じ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
な
り
早
い
時
期

か

ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
⑳
雅
経
詠
に
つ
い
て
、
判

詞
に
■
葉
字
何
要
百
合
花
」
と
あ
っ
て
、
判
者
藤
原
良
経
は
「
さ
ゆ
り
ば
の
花
」

と
い
う
表
現
に
違
和
感
を
い
だ
い
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
先
に
ふ
れ
た

よ
う
に
、
こ
の
後
も
「
花
」
や
「
咲
く
」
の
語
と
共
に
詠
ま
れ
る
「
さ
ゆ
り
ば
」

の
用
例
は
多
い
。

二
、
『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
の
「
さ
ゆ
り
は
」

　
第
一
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
さ
ゆ
り
ば
」
の
意
味
に
は
不
明
瞭
な
点
が
残

　
　
　
　

る
が
、
こ
の
言
葉
が
出
て
き
た
一
つ
の
き
っ
か
け
は
、
次
の
『
源
氏
物
語
』
の

一
節
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
心
ば

へ
も
か
ど
か
ど
し
う
、
容
貌
も
を
か
し
く
て
、
御
遊
び
の
す
こ
し
乱

　
　
れ

ゆ
く
程
に
、
高
砂
を
出
だ
し
て
う
た
ふ
い
と
う
つ
く
し
。
大
将
の
君
、

　
　
御
衣
ぬ
ぎ
て
か
づ
け
た
ま
ふ
。
…
…
「
あ
は
ま
し
も
の
を
さ
ゆ
り
は
の
」

　
　

と
う
た
ふ
と
ち
め
に
、
中
将
、
御
土
器
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。

　
　
　
そ

れ

も
が
と
け
さ
ひ
ら
け
た
る
初
花
に
お
と
ら
ぬ
君
が
に
ほ
ひ
を
ぞ
見

　
　
　
る

　
　
ほ

ほ
笑
み
て
取
り
た
ま
ふ
。

　
　
　
時
な
ら
で
け
さ
咲
く
花
は
夏
の
雨
に
し
を
れ
に
け
ら
し
に
ほ
ふ
ほ
ど
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賢
木
）

韻
塞
の
負
け
わ
ざ
で
頭
中
将
の
次
男
が
催
馬
楽
「
高
砂
」
を
歌
い
、
続
い
て
源

氏
と
中
将
が
そ
の
コ
局
砂
」
の
詞
章
を
踏
ま
え
た
和
歌
の
贈
答
を
行
う
場
面
で

あ
る
。
「
高
砂
」
の
詞
章
は
次
の
通
り
。

　
　
高
砂
の
　
さ
い
さ
さ
ご
の
　
高
砂
の

　
　
尾
上

に
立
て
る
　
白
玉
玉
椿
　
玉
柳

　
　
そ

れ

も
が
と
　
さ
む
　
汝
も
が
と
　
汝
も
が
と

　
　
練
緒
染
緒
の
　
御
衣
架
に
せ
む
　
玉
柳

　
　
何

し
か
も
　
さ
　
何
し
か
も
　
何
し
か
も

　
　
心
も
ま
た
い
け
む
　
百
合
花
の
　
さ
　
百
合
花
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
今
朝
咲
い
た
る
　
初
花
に
　
逢
は
ま
し
も
の
を
　
さ
　
百
合
花
の

詞
章
の
最
後
は
「
逢
は
ま
し
も
の
を
さ
百
合
花
の
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
『
源

氏
物
語
』
の
本
文
は
「
さ
ゆ
り
は
の
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
単
な
る
書
き
誤

り
な
の
か
、
催
馬
楽
の
歌
唱
上
、
こ
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
た
の
か
は
っ
き
り
し

な
い
。
源
氏
物
語
の
本
文
を
『
源
氏
物
語
研
究
大
成
』
の
校
異
で
確
認
し
た
限

り
で
は
、
陽
明
家
本
と
伝
冷
泉
為
相
筆
本
が
「
さ
ゆ
り
は
な
の
」
と
し
て
い
る

以
外
は
み
な
「
さ
ゆ
り
は
の
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
催
馬
楽
「
高
砂
」
の

方
は
催
馬
楽
古
譜
・
略
譜
に
は
曲
自
体
が
載
っ
て
お
ら
ず
、
確
認
で
き
た
天
治

本
、
鍋
島
家
本
と
も
に
「
さ
ゆ
り
は
な
」
に
な
っ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
の

注
釈
書
類
で
、
当
該
箇
所
の
典
拠
に
催
馬
楽
「
高
砂
」
を
指
摘
す
る
も
の
は
多

く
、
曲
名
の
み
を
挙
げ
る
場
合
と
詞
章
を
挙
げ
る
場
合
が
あ
り
、
詞
章
を
挙
げ
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る
場
合
、
管
見
で
は
『
孟
津
抄
』
以
外
は
、
す
べ
て
「
さ
ゆ
り
は
な
の
」
と
引

用
す
る
。
典
拠
の
「
さ
ゆ
り
は
な
の
」
と
『
源
氏
物
語
』
本
文
「
さ
ゆ
り
は
の
」

の

違
い

に

注
意
を
払
っ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
管
見
の
範
囲
の
古
注

で

は
、
『
眠
江
入
楚
』
と
『
湖
月
抄
』
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
程
度
で
あ

　　
　

る
。　

　

さ
ゆ
り
は
の
と
か
き
た
る
は
う
た
ふ
ふ
し
に
よ
り
て
か
や
う
に
き
こ
ゆ
る

　
　
欺
　
或
抄
云
御
説
二
高
砂
の
寄
の
末
の
詞
は
さ
ゆ
り
は
な
と
あ
る
を
さ
ゆ

　
　
り
は
の
と
か
き
た
る
は
花
の
字
を
ま
た
い
ひ
も
は
て
ぬ
に
は
の
字
の
時
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

　
　
さ
か
つ
き
を
ま
い
ら
せ
ら
る
＼
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
眠
江
入
楚
』
）

　
　
さ
ゆ
り
ば
の
と
云
へ
る
、
う
た
ふ
に
よ
り
て
さ
や
う
に
あ
る
な
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
）

　

『
眠
江
入
楚
』
の
前
者
の
説
が
『
湖
月
抄
』
に
も
引
か
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
、

現
代
の
注
釈
書
で
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
見
え
る
程
度
で
あ
る
。

　
　
陽
明
家
本
と
伝
冷
泉
為
相
筆
本
は
歌
詞
の
と
お
り
「
さ
ゆ
り
は
な
の
」
と

　
　
な
っ
て
い
て
問
題
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
そ
れ
の
方
が

　
　
正

し
い
と
は
言
え
な
い
。
高
砂
の
文
句
を
知
っ
て
い
る
書
写
者
が
、
書
き

　
　
改
あ
た
の
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
実
際
に
謡
う
ば
あ
い
、

　
　
「
さ
ゆ
り
は
の
」
と
う
た
う
う
た
い
方
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
か
ら

　
　

で
あ
る
。

　
　
　
（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
二
巻
　
角
川
書
店
　
一
九
六
五
年
）

　
　
「
高
砂
」
の
末
句
。
歌
詞
は
「
さ
ゆ
り
花
の
」
で
あ
る
が
、
歌
う
際
な
の

　
　
で

「
さ
ゆ
り
ば
の
」
と
な
っ
た
か
と
い
う
（
『
湖
月
抄
』
師
説
）
。

　
　
　
（
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
校
注
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
二
』

　
　
　
新
潮
社
　
一
九
七
七
年
）

　
　
高
砂
の
末
の
句
。
「
さ
　
百
合
花
の
」
が
歌
唱
上
「
さ
ゆ
り
は
の
」
と
発

　
　
音
さ
れ
た
か
。

　
　
　
（
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
．
今

　
　
　
西
祐
一
郎
校
注
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』
　
岩
波
書

　
　
　
店
　
一
九
九
三
年
）

こ
れ
ら
の
指
摘
の
如
く
、
実
際
に
歌
う
際
に
「
さ
ゆ
り
は
の
」
と
発
音
さ
れ
た

可
能
性
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
催
馬

楽

コ
ロ
同
砂
」
の
詞
章
は
天
治
本
、
鍋
島
家
本
と
も
に
「
さ
ゆ
り
は
な
」
に
な
っ

て

お
り
、
異
説
と
し
て
も
「
さ
ゆ
り
は
」
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
催

馬
楽
で
「
さ
ゆ
り
は
の
」
と
歌
わ
れ
る
こ
と
が
相
当
の
頻
度
で
行
わ
れ
て
、
そ

れ

を
耳
か
ら
き
い
た
人
々
が
「
さ
ゆ
り
は
」
と
い
う
言
葉
を
意
識
し
た
と
い
う

よ
り
は
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
に
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
『
源
氏
物
語
」
の
本
文
に
よ
っ
て
歌
人
た
ち
は
「
さ
ゆ
り
は
」
と

い

う
言
葉
を
意
識
し
、
和
歌
に
詠
み
込
む
よ
う
に
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

だ

ろ
う
（
純
。
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
一
つ
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
問
題
提
起
と

し
て
述
べ
た
次
第
で
あ
る
。

三
、
『
源
氏
物
語
』
を
媒
介
に
し
た
催
馬
楽
享
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
こ
れ
ま
で
に
も
す
で
に
指
摘
が
あ
り
、
稿
者
も
考
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
和

歌
に

催
馬
楽
が
取
り
込
ま
れ
る
上
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
果
た
し
た
役
割
は
大

　
　
　
　
　
め
　

き
い
。
前
稿
に
も
ふ
れ
た
が
、
た
と
え
ば
催
馬
楽
「
飛
鳥
井
」
が
、
も
と
も
と

恋
の

要
素

を
持
た
な
い
曲
で
あ
っ
た
の
に
、
『
源
氏
物
語
』
で
恋
の
場
面
で
引

用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
飛
鳥
井
」
と
い
う
言
葉
が
恋
歌
で
詠
ま
れ
る
こ
と

に

な
っ
た
ら
し
い
し
、
藤
原
定
家
の
場
合
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
取
り
込
ま
れ

た
催
馬
楽
を
自
分
の
和
歌
に
取
り
入
れ
る
態
度
が
見
ら
れ
、
『
源
氏
物
語
』
が
、

和
歌
の
典
拠
と
し
て
の
催
馬
楽
の
正
当
性
を
保
証
す
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
を
媒
介
に
し
た
和
歌
に
お
け
る
催
馬
楽
受
容
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催馬楽「高砂」と『源氏物語』にふれて歌語「さゆりば」小考

の

例
と
し
て
、
さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
た
と
え
ば
次
の
『
草
根
集
」
『
松
下

集
』
の
例
は
明
ら
か
に
催
馬
楽
と
『
源
氏
物
語
』
本
文
を
あ
わ
せ
て
引
い
て
い

る
。

　
　
　
　
顕
恋

　
　
さ
ま
か
ふ
る
そ
の
石
川
の
こ
ま
う
人
に
ひ
か
れ
て
出
で
し
弓
張
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（草
根
集
・
六
七
三
六
）

　
　
　
　

互
忍
恋

　
　
石
川
や
扇
と
か
は
る
こ
と
の
は
も
お
ぼ
ろ
け
な
ら
で
誰
か
し
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（松
下
集
・
＝
四
四
）

　

『
源
氏
物
語
』
花
宴
巻
で
、
光
源
氏
は
南
殿
の
桜
の
宴
の
夜
、
忍
び
入
っ
た

弘
徽
殿
の
細
殿
で
、
一
人
の
女
（
朧
月
夜
）
と
出
会
う
。
夜
明
け
の
気
配
に
、

女
の
名
前
も
聞
け
ぬ
ま
ま
、
扇
を
し
る
し
に
取
り
替
え
て
、
二
人
は
あ
わ
た
だ

し
く
別
れ
る
。
一
ヶ
月
の
後
、
源
氏
は
右
大
臣
の
催
す
藤
の
花
の
宴
に
招
か
れ

る
。
酔
い
に
紛
れ
て
、
先
夜
の
扇
の
主
を
探
す
。
花
宴
巻
の
最
終
部
分
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
　
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ど
、
さ
す
が
に
を
か
し
う
思
ほ
さ
れ
て
、

　
　
い

つ
れ

な
ら
む
、
と
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
て
、
コ
扇
を
取
ら
れ
て
か
ら
き
め
を

　
　
見

る
」
と
、
う
ち
お
ほ
ど
け
た
る
声
に
言
ひ
な
し
て
、
寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
。

　
　
「
あ
や
し
く
も
さ
ま
変
へ
け
る
高
麗
人
か
な
」
と
い
ら
ふ
る
は
、
心
知
ら

　
　
ぬ
に

や

あ
ら
ん
。
答
へ
は
せ
で
、
た
だ
時
々
う
ち
嘆
く
け
は
ひ
す
る
方
に

　
　
寄
り
か
か
り
て
、
几
帳
こ
し
に
手
を
と
ら
へ
て
、

　
　
　
　
　
あ
つ
さ
弓
い
る
さ
の
山
に
ま
ど
ふ
か
な
ほ
の
み
し
月
の
影
や
見
ゆ

　
　
　
　
　
る
と

　
　
何

ゆ
ゑ
か
」
と
お
し
あ
て
に
の
た
ま
ふ
を
、
え
忍
ば
ぬ
な
る
べ
し
、

　
　
　
　
　
心
い

る
方
な
ら
ま
せ
ば
ゆ
み
は
り
の
つ
き
な
き
空
に
迷
は
ま
し
や

　
　
　
　
　
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　

と
い
ふ
声
、
た
だ
そ
れ
な
り
。
い
と
う
れ
し
き
も
の
か
ら
。

　

コ
扇
を
取
ら
れ
て
、
か
ら
き
目
を
見
る
」
「
あ
や
し
く
も
さ
ま
か
へ
け
る
高

麗
人
か

な
」
は
、
次
の
催
馬
楽
「
石
川
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
「
帯
」
を

「
扇
」
に
か
え
て
、
逢
瀬
の
秘
密
を
知
る
女
を
探
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
石
川
の
　
高
麗
人
に
　
帯
を
取
ら
れ
て
　
か
ら
き
悔
す
る

　
　
い

か

な
る
　
い
か
な
る
帯
ぞ
　
繰
の
帯
の
　
中
は
た
い
れ
な
る
か

　
　

か

や
る
か
　
あ
や
る
か
　
中
は
た
い
れ
た
る
か

典
拠
の
「
石
川
」
で
は
「
帯
」
の
は
ず
な
の
に
コ
扇
」
と
は
「
お
か
し
な
高
麗

人
で

す
こ
と
」
と
反
応
す
る
の
は
事
情
を
知
ら
ぬ
女
で
あ
り
、
時
折
た
め
息
を

つ
く
女
こ
そ
探
し
て
い
る
女
だ
と
思
い
定
め
て
、
源
氏
は
歌
を
詠
み
か
け
る
。

返
歌
を
す
る
声
は
ま
さ
し
く
そ
の
女
で
あ
っ
た
。

　

『
草
根
集
』
『
松
下
集
』
の
「
さ
ま
か
ふ
る
」
コ
扇
と
か
は
る
」
は
、
『
源
氏

物
語
』
に
お
け
る
扇
の
交
換
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
面
の
典

拠
に
あ
た
る
「
石
川
」
の
曲
名
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
『
草
根
集
」
の
例
は
さ

ら
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
朧
月
夜
の
和
歌
に
含
ま
れ
る
「
弓
張
り
の
月
」
を
取

り
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
和
歌
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
催
馬
楽
の
詞
章
に

戻

る
必
要
は
必
ず
し
も
な
く
、
『
源
氏
物
語
」
本
文
に
よ
っ
て
作
っ
た
と
見
て

も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
源
氏
物
語
』
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
催
馬
楽
「
石
川
」
は
よ
り
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

あ
る
い
は
歌
人
た
ち
に
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
、
『
源
氏
物
語
』
を
通
し
た
催
馬
楽
と
和
歌
と
の
密
接
な
関
係

を
考
え
る
と
、
「
さ
ゆ
り
は
」
の
語
が
典
拠
の
コ
局
砂
」
を
離
れ
て
、
和
歌
の

中
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
も
、
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
得
る
こ
と
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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四
、
紫
式
部
の
和
歌
と
催
馬
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

　
紫
式
部
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
多
く
の
催
馬
楽
を
引
用
し
て
い
る
が
、

『
紫
式
部
集
』
、
お
よ
び
『
紫
式
部
日
記
」
に
見
え
る
本
人
の
和
歌
を
確
認
す
る

と
、
催
馬
楽
を
引
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
は
次
の
一
例
の
み
で
あ
っ
た
。

　
　
播
磨
の
守
、
碁
の
負
態
し
け
る
日
、
あ
か
ら
さ
ま
に
ま
か
で
て
、
の
ち
に

　
　
ぞ
御
盤
の
さ
ま
な
ど
見
た
ま
へ
し
か
ば
、
華
足
な
ど
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
く
し
て
、

　
　
洲
浜
の
ほ
と
り
の
水
に
か
き
ま
ぜ
た
り
。

　
　
　
　
紀
の
国
の
し
ら
ら
の
浜
に
ひ
ろ
ふ
て
ふ
こ
の
石
こ
そ
は
い
は
ほ
と
も

　
　
　
　
な
樋

催
馬
楽

「
紀
伊
国
」
に
歌
わ
れ
た
「
し
ら
ら
の
浜
」
を
詠
ん
で
い
る
。
当
該
歌

の

本
歌
と
し
て
、
「
天
禄
四
年
円
融
院
資
子
内
親
王
乱
碁
歌
合
」
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
心
あ
て
に
白
良
の
浜
に
拾
ふ
石
の
巖
と
な
ら
む
世
を
し
こ
そ
待
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

が
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
の
「
し
ら
ら
の
浜
」
の
和
歌
の
用
例
の
う

ち
、
紫
式
部
詠
に
先
行
す
る
の
は
次
の
二
首
程
度
で
、
紫
式
部
詠
は
「
し
ら
ら

の
浜
」
を
使
っ
た
早
い
方
の
用
例
と
三
口
い
得
る
。

　
　
　
　

し
ら
ら
の
浜

　
　
君
が

代
の
か
ず
と
も
と
ら
ん
紀
の
国
の
し
ら
ら
の
は
ま
に
つ
め
る
い
さ
ご

　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
兼
盛
集
・
五
七
）

　
　
　
　

し
ら
ら
の
は
ま
、
松
原
に
人
人
迫
遙
し
た
り

　
　
な
み
た
て
る
松
は
み
ど
り
の
い
う
な
る
を
い
か
で
し
ら
ら
の
は
ま
と
い
ふ

　
　
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
能
宣
集
・
三
三
）

催
馬
楽
「
紀
伊
国
」
の
詞
章
は
次
の
通
り
。

　
　
紀
伊
国
の
　
白
ら
の
浜
に
　
ま
白
ら
の
浜
に
　
下
り
ゐ
る
鴎
　
は
れ
　
そ

　
　
の

珠
持
て
来

　
　
風

し
も
吹
け
ば
　
余
波
し
も
立
て
れ
ば
　
水
底
霧
り
て
　
は
れ
　
そ
の
珠

　
　
見

え
ず

　

「
資
子
内
親
王
乱
碁
歌
合
」
の
例
や
、
兼
盛
詠
、
紫
式
部
詠
は
浜
の
石
が
岩

に

な
る
ま
で
の
時
の
長
さ
、
あ
る
い
は
砂
の
数
の
多
さ
を
詠
ん
だ
賀
の
歌
で
あ

り
、
そ
の
浜
が
［
し
ら
ら
の
浜
」
で
あ
る
必
然
性
は
さ
ほ
ど
強
く
な
い
。
能
宣

詠

は
「
し
ら
ら
の
浜
」
の
「
白
」
と
松
の
緑
と
を
対
比
し
た
言
葉
遊
び
の
歌
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
後
の
「
し
ら
ら
の
浜
」
の
用
例
は
催
馬
楽
「
紀
伊
国
」
に

見
え

る
玉
だ
け
で
な
く
、
雪
や
月
と
土
ハ
に
詠
ま
れ
て
白
さ
を
強
調
す
る
も
の
が

　
　
　
　
の
　

多
く
な
り
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
見
出
だ
さ
れ
る
。

　
　
　
　

月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ち
う

　
　
か

も
め
ゐ
る
し
ら
ら
の
は
ま
の
み
な
そ
こ
に
そ
の
た
ま
み
ゆ
る
あ
き
の
よ

　
　
の

月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
条
宮
扇
歌
合
・
三
）

　
　
　
　
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
実

　
　
い

く
よ
ね
ぬ
し
ら
玉
よ
す
る
ま
し
ら
ら
の
浜
松
が
ね
の
木
の
葉
折
り
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堀
河
百
首
・
一
四
六
三
）

　
　
　
　

海
辺
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
忠

　
　
　
　
　
　
　
ヰ

　
　
い

は
に
ゐ
る
う
ら
も
さ
き
に
な
り
に
け
り
し
ら
ら
の
は
ま
の
ゆ
き
の
あ
し

　
　
た
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
為
忠
家
後
度
百
首
・
四
七
九
）

　
　
　
　
海
辺
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
経

　
　

き
の
く
に
や
し
ら
ら
の
は
ま
に
ふ
る
ゆ
き
の
き
ゆ
と
も
ゆ
き
の
と
ど
め
お

　
　
か

な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
為
忠
家
後
度
百
首
・
四
八
五
）

　
　
　
　
兵
庫
頭
、
歌
合
せ
む
と
て
こ
ひ
し
か
ば
　
雪

　
　
か

も
め
ゐ
る
う
み
べ
に
ゆ
き
の
ふ
り
ぬ
れ
ば
ほ
か
も
し
ら
ら
の
は
ま
と
こ

　
　
そ
見
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
重
家
集
．
二
九
二
）

　
　
　
　
し
ら
ら
の
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
ふ

な
ち
よ
り
月
か
ゆ
き
か
と
み
え
つ
る
や
し
ら
ら
の
は
ま
ま
ま
さ
ご
な
る
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催馬楽「高砂」と『源氏物語』にふれて歌語「さゆりば」小考

ら
む

（風
情
集
・
七
一
）

　
　
　
　

白
良
浜

　
　

く
ま
も
な
き
し
ら
ら
の
は
ま
の
月
み
て
ぞ
さ
や
け
き
か
げ
の
ほ
ど
は
し
り

　
　
ぬ

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
仲
集
・
一
〇
〇
）

　
　
　
　
月
十
首

　
　

は
な
れ
た
る
し
ら
ら
の
は
ま
の
お
き
の
い
し
を
く
だ
か
で
あ
ら
ふ
月
の
白

　
　
波
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
家
集
・
一
四
七
六
）

　
　
　
　
題
不
知

　
　
月
影
の
し
ら
ら
の
は
ま
の
し
ろ
か
ひ
は
な
み
も
ひ
と
つ
に
見
え
わ
た
る
か

　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
行
法
師
家
集
・
六
六
一
）

　
　
　
　

月
十
三
番
左
　
　

重
政

　
　

く
も
の
な
み
よ
は
の
ひ
が
た
に
き
え
ぬ
れ
ば
月
に
し
ら
ら
の
は
ま
さ
び
に

　
　
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
治
二
年
歌
合
・
五
九
）

　

「
四
条
宮
扇
歌
合
」
の
例
は
、
「
か
も
め
ゐ
る
」
「
み
な
そ
こ
」
「
そ
の
た
ま
」

な
ど
、
催
馬
楽
「
紀
伊
国
」
と
重
な
る
言
葉
が
多
く
、
催
馬
楽
で
は
、
霧
で
水

底
の
玉
が
見
え
な
い
と
歌
っ
て
い
る
も
の
を
、
月
の
光
に
よ
っ
て
水
底
の
玉
が

よ
く
見
え
る
と
い
う
よ
う
に
、
状
況
を
反
転
さ
せ
て
詠
ん
で
い
る
。
催
馬
楽
に

寄
り
添
っ
た
詠
歌
と
言
い
得
る
が
、
そ
の
後
は
、
月
の
光
や
雪
に
よ
っ
て
、

「
し
ら
ら
の
浜
」
全
体
が
白
く
輝
く
よ
う
な
、
美
し
く
幻
想
的
な
風
景
を
詠
む

よ
う
に
な
る
。
典
拠
の
催
馬
楽
か
ら
離
れ
て
、
和
歌
が
独
自
の
表
現
を
獲
得
し

　
　
　
　
　
お
　

て
い

く
一
例
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
、
歌
語
「
さ
ゆ
り
ば
」
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
「
ゆ
り
」
と
比
較
し
つ

つ

検
討
を
加
え
、
こ
の
歌
語
の
成
立
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
催
馬
楽

「
高
砂
」
引
用
が
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
を
論
じ
た
。
ま
た
、
紫
式
部
は

物
語
に
は
多
く
の
催
馬
楽
を
引
用
し
、
作
中
人
物
に
は
催
馬
楽
を
踏
ま
え
た
和

歌

を
詠
ま
せ
て
い
る
も
の
の
、
自
身
の
和
歌
に
お
い
て
は
あ
ま
り
催
馬
楽
を
引

い

て
い

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
一
曲
の
中
に
複
雑
な
物
語
を
内
包
す
る
こ
と

も
多
い
催
馬
楽
は
、
物
語
の
中
に
組
み
込
ん
で
こ
そ
面
白
み
が
発
揮
で
き
る
と

考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
引
用
さ
れ
た
催
馬

楽
は
、
後
代
の
和
歌
に
お
い
て
、
頻
繁
に
引
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
時
に
は

『
源
氏
物
語
」
本
文
と
合
わ
せ
た
享
受
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

123456

注
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
は
、
百
合
の
葉
の
意
の
他
に
一
小
百
合
に
同
じ
」

と
し
て
、
『
源
氏
物
語
」
に
引
用
さ
れ
た
催
馬
楽
「
高
砂
」
の
詞
章

（本
文
第
二
節
に
引
用
）
と
、
本
文
第
一
節
に
引
い
た
⑥
の
和
歌
を
挙

げ
て
い
る
。

平
田
喜
信
・
身
崎
壽
『
和
歌
植
物
表
現
辞
典
」
（
東
京
堂
出
版
　
一
九

九
四
年
）
。

新
編
国
歌
大
観
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
『
万
葉
集
』
以
外
の

和
歌
の
引
用
は
、
以
下
同
じ
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
②
』
（
小
学
館
　
一
九
九
五
年
）

に

よ
る
。

『
沙
玉
集
』
の
当
該
箇
所
は
、
後
崇
光
院
の
自
歌
合
に
あ
た
る
部
分
で

あ
る
。
判
詞
を
父
・
大
通
院
に
依
頼
し
て
い
る
が
、
そ
の
判
詞
に
は
、

「
小
百
合
花
入
日
を
残
す
ら
ん
こ
と
、
さ
る
証
歌
も
や
侍
ら
め
ど
も
、

ご
と
ご
と
し
き
さ
ま
に
き
こ
え
侍
り
」
と
あ
っ
て
、
あ
ま
り
評
価
さ
れ

て
い
な
い
。

『
万
葉
集
』
に
は
、

油
火
の
光
に
見
ゆ
る
わ
が
蓮
さ
百
合
の
花
の
笑
ま
は
し
き
か
も
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78

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
八
・
四
〇
八
七
・
大
伴
家
持
）

灯
火
の
光
に
見
ゆ
る
さ
百
合
花
ゆ
り
も
逢
は
む
と
思
ひ
そ
め
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
八
・
四
〇
八
八
・
内
蔵
縄
麻
呂
）

と
あ
っ
て
（
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
④
』
〈
小
学

館
　
一
九
九
六
年
〉
に
よ
る
）
、
百
合
の
花
の
色
と
は
関
係
が
な
い
も

の

の
、
百
合
と
灯
火
が
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
天
平
感
宝
元
年
五
月
九

日
に
秦
石
竹
の
館
で
催
さ
れ
た
宴
会
に
お
い
て
、
主
人
の
石
竹
が
百
合

の

花
覆
を
作
っ
て
客
た
ち
（
越
中
国
庁
の
役
人
ら
）
に
贈
呈
し
た
の
で
、

こ
の
覆
に
寄
せ
て
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
詠
歌
が
、
中
世
に
な
っ
て
赤
い
百
合
の
花
を
詠
む
き
っ
か
け
に
な
っ

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
『
雲
玉
集
」
は
こ
の
二
首

を
引
い
て
、
「
あ
ぶ
ら
に
ゆ
と
よ
せ
て
、
ゆ
り
を
よ
め
る
な
る
べ
し
」

と
解
説
し
て
い
る
。
詠
歌
状
況
か
ら
離
れ
た
誤
解
と
言
え
よ
う
が
、
こ

う
し
た
考
え
方
が
、
百
合
の
花
そ
の
も
の
と
油
火
、
灯
火
を
結
び
付
け

て
い

っ

た
と
も
解
さ
れ
よ
う
。
『
雲
玉
集
』
は
、
万
葉
歌
「
筑
波
嶺
の

さ
百
合
の
花
の
夜
床
（
ゆ
と
こ
）
に
も
か
な
し
け
妹
そ
昼
も
か
な
し
け
」

（巻
二
十
・
四
三
六
九
）
に
つ
い
て
も
、
「
さ
ゆ
り
は
、
あ
ぶ
ら
火
に
た

と
へ
て
、
ゆ
と
よ
め
り
、
よ
ど
こ
な
り
」
と
注
す
る
（
四
〇
五
）
。
こ

こ
で
は
は
っ
き
り
と
、
百
合
は
あ
ぶ
ら
火
に
讐
え
る
、
と
す
る
が
、
こ

う
し
た
認
識
は
、
や
は
り
紅
い
花
色
を
媒
介
と
し
て
生
じ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

注

2
書
に
よ
る
。

「
さ
ゆ
り
ば
」
と
似
た
よ
う
な
状
況
を
示
す
歌
語
と
し
て
「
は
ち
す
ぼ
」

が

あ
る
。
「
は
ち
す
ば
」
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
蓮
の
葉
を
指
す
こ

と
が
明
白
で
、
大
き
な
葉
の
上
の
露
を
詠
む
こ
と
が
多
い
が
、
次
の
如

く
、
「
花
」
「
咲
く
」
な
ど
の
語
と
共
に
詠
ま
れ
て
、
「
は
ち
す
」
と
ほ

91011

と
ん
ど
同
義
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
蓮

を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
円
法
師

は
ち
す
葉
の
花
に
お
き
ゐ
る
露
の
み
は
つ
と
め
て
や
ど
る
も
と
と
こ
そ

き
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
月
詣
和
歌
集
・
五
一
五
）

　
　
　
　
　
蓮
華
初
開
楽

は
つ
は
な
と
さ
く
も
ほ
ど
な
き
は
ち
す
葉
の
に
ご
り
に
し
ま
ぬ
い
ろ
や

み

ゆ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
日
香
井
和
歌
集
・
四
七
二
）

　
　
　
　
　
蓮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顕
仲

は
ち
す
葉
は
妙
な
る
法
の
花
な
れ
ば
ま
こ
と
の
池
の
心
に
ぞ
さ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堀
河
百
首
・
五
〇
六
）

　
　
　
　
　
蓮

は
ち
す
葉
も
花
さ
く
ほ
ど
に
成
り
に
け
り
を
し
か
妻
ご
ひ
秋
ち
か
か
ら

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
為
兼
鹿
百
首
・
三
一
）

た
だ
し
「
は
ち
す
」
と
同
じ
意
味
と
と
れ
る
例
は
「
さ
ゆ
り
ば
」
が

「
さ
ゆ
り
」
と
同
義
で
あ
る
ら
し
い
例
よ
り
も
少
な
く
、
ご
く
わ
ず
か

で

あ
る
。
ま
た
、
仏
教
的
な
意
味
を
持
た
さ
れ
、
実
際
の
植
物
そ
の
も

の

で

は
な
く
、
宗
教
世
界
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
「
さ

ゆ
り
ば
」
と
全
く
同
列
に
は
扱
え
な
い
点
も
あ
る
。

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
②
』
（
小
学
館
　
一
九
九
五
年
）

に
よ
る
。

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
『
神
楽
歌
　
催
馬
楽
　
梁
塵
秘
抄
　
閑
吟
集
』

（小
学
館
　
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。
催
馬
楽
の
引
用
は
、
以
下
、
同

書
に
よ
る
。

管
見
の
範
囲
の
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
で
、
当
該
箇
所
の
典
拠
に
つ
い

て
、
扱
い
方
は
次
の
ω
～
ω
の
四
通
り
で
あ
る
（
典
拠
に
全
く
ふ
れ
て

い

な
い
も
の
は
省
略
し
た
）
。
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歌語「さゆりば」小考　　催馬楽「高砂」と『源氏物語』にふれて

ω
曲
名
「
高
砂
」
の
み
指
摘
す
る
も
の
は
、
以
下
の
通
り
。
た
だ
し
、

『
奥
入
』
と
『
休
聞
抄
』
は
、
「
高
砂
」
の
冒
頭
の
み
詞
章
を
あ
げ
て
い

る
。
（
　
　
）
内
は
確
認
し
た
テ
キ
ス
ト
。

　
．
宮
内
庁
図
書
寮
本
源
氏
釈
（
源
氏
物
語
古
注
大
成
第
八
巻
　
日
本

　
　
図
書
セ
ン
タ
ー
　
一
九
七
八
年
）

　
．
奥
入
（
第
一
次
・
大
島
本
）
（
源
氏
物
語
大
成
第
七
巻
　
中
央
公

　
　
論
社
　
一
九
五
六
年
）

　
．
紫
塵
愚
抄
（
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
第
五
巻
　
武
蔵
野
書
院
　
一

　
　
九
八
二
年
）

　
．
一
葉
抄
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
九
巻
　
桜
楓
社
　
一
九
八
四
年
）

　
．
弄
花
抄
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
八
巻
　
桜
楓
社
　
一
九
八
三
年
）

　
．
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
七
巻
　
桜
楓
社

　
　
一
九
八
〇
年
）

　
．
明
星
抄
（
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
第
四
巻
　
武
蔵
野
書
院
　
一
九

　
　
八
〇
年
）

　
．
萬
水
一
露
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
二
十
四
巻
　
桜
楓
社
　
一
九

　
　
八
八
年
）

　
．
休
聞
抄
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
二
十
二
巻
　
桜
楓
社
　
一
九
九

　
　
五
年
）

②
曲
名
・
歌
詞
の
指
摘
が
あ
り
、
本
文
と
典
拠
の
差
異
に
は
言
及
し
な

い

も
の
は
、
以
下
の
通
り
。

　
．
前
田
家
蔵
本
源
氏
釈
（
源
氏
物
語
大
成
第
七
巻
　
中
央
公
論
社

　
　
一
九
五
六
年
）

　
・
奥
入
（
第
二
次
・
定
家
自
筆
本
）
（
源
氏
物
語
大
成
第
七
巻
　
中

　
　
央
公
論
社
　
一
九
五
六
年
）

　
・
紫
明
抄
（
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店
　
一
九
六
八
年
）

　
．
異
本
紫
明
抄
（
未
刊
国
文
古
注
釈
大
系
第
十
巻
　
清
文
堂
出
版

　
　
一
九
三
八
年
）

　
．
河
海
抄
（
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店
　
一
九
六
八
年
）

　
・
源
氏
一
滴
集
（
源
氏
物
語
古
注
大
成
第
八
巻
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

　
　
一
九
七
八
年
）

　
・
光
源
氏
一
部
歌
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
三
巻
　
桜
楓
社
　
一
九

　
　
七
九
年
）

　
．
松
永
本
花
鳥
余
情
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
一
巻
　
桜
楓
社
　
一

　
　
九
七
八
年
）

　
．
孟
津
抄
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
四
巻
　
桜
楓
社
　
一
九
八
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
★
歌
詞
を
「
さ
ゆ
り
は
の
」
と
し
て
引
用
。

　
・
花
屋
抄
（
源
氏
物
語
古
注
大
成
第
八
巻
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

　
　
一
九
七
八
年
）

　
．
池
田
亀
鑑
　
日
本
古
典
全
書
『
源
氏
物
語
二
』
朝
日
新
聞
社
　
一

　
　
九
四
九
年

　
．
山
岸
徳
平
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』
岩
波
書
店

　
　
一
九
五
八
年

　
．
阿
部
秋
生
・
秋
山
度
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
『
日
本
の
古
典

　
　
源
氏
物
語
二
』
小
学
館
　
一
九
八
三
年

　
・
阿
部
秋
生
・
秋
山
度
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
　
新
編
日
本
古

　
　
典
文
学
全
集

『
源
氏
物
語
②
』
小
学
館
　
一
九
九
五
年

③
曲
名
・
歌
詞
の
指
摘
が
あ
り
、
本
文
と
典
拠
の
差
異
に
言
及
す
る
も

の

の
、
理
由
考
察
は
加
え
な
い
も
の
は
、
以
下
の
通
り
。

　
・
阿
部
秋
生
・
秋
山
度
・
今
井
源
衛
　
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏

　
　
物
語
一
』
小
学
館
　
一
九
七
二
年

ω
曲
名
・
歌
詞
の
指
摘
が
あ
り
、
本
文
と
典
拠
の
差
異
に
言
及
し
て
、
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理
由
を
考
察
す
る
も
の
は
、
以
下
の
通
り
（
記
述
内
容
は
本
文
に
引
用
）
。

　
・
眠
江
入
楚
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
十
一
巻
　
桜
楓
社
　
一
九
八

　
　
〇
年
）

　
・
源
氏
物
語
湖
月
抄
（
源
氏
物
語
古
注
釈
大
成
第
九
巻
　
日
本
図
書

　
　
セ
ン
タ
ー
　
一
九
七
八
年
）

　
・
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
二
』

　
　
新
潮
社
　
一
九
七
七
年

　
・
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
．

　
　
今
西
祐
一
郎
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』
小
学

　
　
館
　
一
九
九
三
年

『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
十
一
巻
（
桜
楓
社
　
一
九
八
〇
年
）
に
よ

る
。『

源
氏
物
語
古
注
釈
大
成
』
第
九
巻
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
　
一
九
七

八
年
）
に
よ
る
。

な
お
、
「
ゆ
り
」
を
詠
ん
だ
和
歌
の
中
で
、
明
ら
か
に
催
馬
楽
「
高
砂
」

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
ず
、

管
見
で
は
、
『
柏
玉
集
』
に

　
　
　
　
夏
雨

し
ほ
る
な
よ
今
朝
ぞ
さ
ゆ
り
の
初
花
に
あ
ま
り
露
け
き
夏
の
雨
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
〇
六
）

と
あ
っ
て
、
「
初
花
」
が
共
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
程
度
。
和
歌
の
中

で

「
初
花
」
が
詠
ま
れ
る
植
物
は
、
梅
と
桜
が
圧
倒
的
に
多
く
、
萩
、

藤
、
菊
、
撫
子
、
女
郎
花
、
薄
、
桃
な
ど
が
続
き
、
蓮
、
山
吹
、
朝
顔
、

紫
陽
花
の
例
も
わ
ず
か
な
が
ら
見
え
る
。
百
合
の
「
初
花
」
が
詠
ま
れ

る
の
は
、
管
見
で
は
先
の
『
柏
玉
集
』
の
み
で
あ
っ
た
。

田
中
初
恵
「
催
馬
楽
と
和
歌
　
　
　
定
家
に
至
る
ま
で
の
様
相
　
　
　
」

18 17　　1622 21　　20　　1923

（『
古
典
論
叢
』
第
二
十
号
　
一
九
八
八
年
九
月
）
、
青
木
真
知
子
「
■
寄

催
馬
楽
恋
」
考
」
（
『
濱
口
博
章
教
授
退
職
記
念
国
文
学
論
集
』
和
泉
書

院
　
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

拙
稿
「
催
馬
楽
と
和
歌
」
（
『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
十
二
集
　
新
典

社
　
二
〇
〇
四
年
五
月
）
。

新
編
日
本
古
曲
ハ
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
①
』
（
小
学
館
　
一
九
九
四
年
）

に

よ
る
。

浅
野
建
二
「
源
氏
物
語
と
催
馬
楽
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
二
十
九
巻

第
九
号
　
一
九
五
二
年
九
月
）
、
植
田
恭
代
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
催

馬
楽
引
用
　
　
　
　
「
東
屋
」
巻
の
場
合
　
　
　
」
（
『
中
古
文
学
』
第
四

十
三
号
　
一
九
八
九
年
五
月
）
、
「
歌
謡
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い

る
の
か
」
（
『
源
氏
物
語
講
座
　
第
六
巻
』
勉
誠
社
　
一
九
九
二
年
）
、

「
『
源
氏
物
語
』
と
催
馬
楽
「
道
の
口
」
　
　
　
浮
舟
と
遊
女
　
　
　
」

（『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
第
三
十
五
号
　
二
〇
〇
二
年
三
月
）
な

ど
、
多
く
の
論
考
が
あ
る
。

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
泉
式
部
日
記
　
紫
式
部
日
記
　
更
級
日

記
　
讃
岐
典
侍
日
記
』
（
小
学
館
　
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

萩
谷
朴

『
平
安
朝
歌
合
大
成
　
増
補
新
訂
』
第
一
巻
（
同
朋
舎
出
版

一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

新

日
本
古
曲
ハ
文
学
大
系
『
土
佐
日
記
　
蜻
蛉
日
記
　
紫
式
部
日
記
　
更

級

日
記
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
八
九
年
）
脚
注
。

小
野
恭
靖
「
催
馬
楽
出
自
の
歌
こ
と
ば
　
　
　
歌
枕
・
地
名
を
中
心
と

し
て
　
　
　
」
（
小
町
谷
照
彦
・
三
角
洋
一
編
『
歌
こ
と
ば
の
歴
史
』

笠
間
書
院
　
一
九
九
八
年
）
に
指
摘
が
あ
る
。

拙
稿
「
催
馬
楽
と
和
歌
　
　
和
歌
に
お
け
る
催
馬
楽
の
享
受
．
展
開
．

受
容
　
　
」
（
『
十
文
字
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
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十
五
集
　
二
〇
〇
四
年
十
二
月
）
に
も
、
同
様
の
例
を
挙
げ
て
論
じ
た
。

催馬楽「高砂」と『源氏物語』にふれて
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歌語「さゆりば」小考

．
＞
o
り
［
已
ム
ペ
○
｛
け
古
①
＜
＜
o
『
口
，
．
o
Q
①
司
ζ
ユ
ぴ
賊
、
一
づ
～
＜
①
オ
①

，
、
司
○
日
o
弁
o
d
o
匠
（
』
巷
§
o
°
・
o
↑
§
σ
q
ξ
σ
q
o
§
口
↑
一
9
日
已
器
）

キ
ー
ワ
ー
ド
　
和
歌
　
　
催
馬
楽
　
　
源
氏
物
語


