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平
安
仮
名
文
芸
の
基
層
と
し
て
の
語
ら
い 
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〈
歌
語
り
〉
を
包
摂
す
る
も
の
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言 

作
家
に
よ
る
孤
高
の
営
為
で
は
な
く
、
互
い
に
心
を
寄
せ
合
い
生
ま
れ
る
文
芸
を
交
流
の
文
芸

と
述
べ
て
お
く
。
平
安
中
期
成
立
の
『
枕
草
子
』
の
よ
う
な
才
気
と
共
感
を
尊
ぶ
交
流
の
文
芸
の

流
れ
は
決
し
て
細
々
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
交
流
の
動
機
と
し
て
は
、
喜
び
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
日
常
で
の
胸
ふ
さ
が
る
思
い
や
寂
寥
の
体
験

（

１

）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
貴
族
女
性
達
は
「
里
」

に
は
な
い
「
宮
仕
へ
」
の
華
や
か
さ
に
ひ
か
れ
、
傍
観
者
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
ず
、
主
人
・
貴
紳

等
に
も
促
さ
れ
て
宮
廷
文
化
形
成
に
参
与
す
る
一
方
で
、
各
々
の
孤
独
の
体
験
を
介
し
て
互
い
の

心
を
支
え
合
う
結
び
つ
き
を
求
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

こ
こ
で
言
う
平
安
貴
族
の
交
流
の
文
芸
の
基
底
に
〈
歌
語
り
〉
が
あ
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る

（

２

）

。

し
か
し
、
「
〈
歌
語
り
〉
と
い
う
口
承
文
芸
の
一
ジ
ャ
ン
ル
の
実
在
を
立
証
す
る
た
め
」
の
直
接
的

根
拠
の
提
示
は
『
紫
式
部
集
』
の
「
あ
や
し
き
歌
語
り
」
１
例
に
過
ぎ
ず
、「
歌
語
り
」
が
用
例
上

「
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
」
で
も
、
「
『
源
氏
物
語
』
の
随
処
に
見
ら
れ
る

（

３

）

」
わ
け
で
も
な
い
こ
と
は
看

過
で
き
な
い
。 

 

（
朱
雀
帝
と
光
君
）
か
た
み
に
あ
は
れ
と
見
た
て
ま
つ
り
給
。
（
中
略
）
よ
ろ
づ
の
御
物
語
、

文
の
道
の
お
ぼ
つ
か
な
く
お
ぼ
さ
る
る
事
ど
も
な
ど
問
は
せ
給
て
、
又
す
き
ず
き
し
き
歌
語

り
な
ど
も
、
か
た
み
に
聞
こ
え
か
は
さ
せ
給
つ
い
で
に
、
か
の
齋
院
の
下
り
給
ひ
し
日
の
事
、

か
た
ち
の
お
か
し
く
お
は
せ
し
な
ど
語
ら
せ
給
に
、
わ
れ
も
う
ち
と
け
て
、
野
の
宮
の
あ
は

れ
な
り
し
あ
け
ぼ
の
も
、
み
な
聞
え
出
で
給
て
け
り

（

４

）

。 

本
稿
で
は
「
歌
語
り
」
を
親
し
く
交
わ
す
右
の
『
源
氏
物
語
』
の
例
か
ら
、
互
い
に
心
を
通
わ

せ
語
り
合
う
語
ら
い
に
関
わ
る
語
群
（
こ
の
場
面
で
は
「
聞
え
か
は
さ
せ

（

５

）

」
が
そ
れ
で
あ
る
。
）
に

焦
点
を
移
し
、
個
人
間
の
親
密
さ
を
表
す
「
か
た
み（

６

に）

」
あ
る
い
は
「
同
じ
心
に
」
と
い
っ
た
意

識
と
関
連
づ
け
て
、「
歌
語
り
」
等
の
行
為
を
広
く
成
り
立
た
せ
る
情
緒
的
基
層
の
表
現
を
提
示
す

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
女
房
達
が
競
い
合
う
だ
け
で
な
く
、
貴
顕
も
含
め
て
互
い
に
共
感
を
寄
せ
、

折
に
触
れ
て
才
気
あ
る
言
動
を
も
生
み
出
す
場
と
し
て
の
し
め
や
か
な
語
ら
い
が
『
枕
草
子
』
を

中
心
と
す
る
平
安
中
期
仮
名
文
芸
に
通
底
し
て
い
る
様
相
を
俯
瞰
し
た
い
。 

  

一 

無
常
の
世
に
お
け
る
心
知
れ
る
人
々
が
語
ら
い
を
通
し
て
互
い
に
心
を
慰
め
合
う
話
が
『
大
和

物
語
』
４
１
段
に
あ
る
。 

 

源
大
納
言
の
君
の
御
も
と
に
、
と
し
こ
は
つ
ね
に
ま
ゐ
り
け
り
。
曹
司
し
て
す
む
時
も
あ
り

け
り
。
を
か
し
き
人
に
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
つ
ね
に
い
ひ
か
は
し
た
ま
ひ
け
り
。
つ
れ
づ

れ
な
る
日
、
こ
の
お
と
ど
、
と
し
こ
、
ま
た
こ
の
む
す
め
、
姉
に
あ
た
る
あ
や
つ
こ
と
い
ひ

て
あ
り
け
り
。
母
に
似
て
、
心
も
を
か
し
か
り
け
り
。
ま
た
、
こ
の
お
と
ど
の
も
と
に
、
よ

ぶ
こ
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
そ
れ
も
も
の
の
あ
は
れ
知
り
て
、
い
と
心
を
か
し
き
人
な
り
け

り
。
こ
れ
四
人
つ
ど
ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
物
語
し
、
世
の
中
の
は
か
な
き
こ
と
、
世
間
の
こ
と

あ
は
れ
な
る
い
ひ
い
ひ
て
、
か
の
お
と
ど
の
よ
み
た
ま
ひ
け
る
。 

 
 

 
 

い
ひ
つ
つ
も
世
は
は
か
な
き
を
か
た
み
に
は
あ
は
れ
と
い
か
で
君
に
見
え
ま
し 

と
よ
み
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
た
れ
も
た
れ
も
、
返
し
は
せ
で
、
集
り
て
よ
よ
と
な
む
泣
き
け
る
。

あ
や
し
か
り
け
る
も
の
ど
も
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ

（

７

）

。 

常
日
頃
親
し
い
人
々
が
顔
を
合
わ
せ
た
と
き
心
の
奥
の
「
世
の
中
」「
世
間
」
へ
の
頼
み
が
た
さ

が
物
隔
て
な
き
語
ら
い
の
中
で
吐
露
さ
れ
る
。「
い
ひ
い
ひ
て
」
は
『
伊
勢
物
語
』
筒
井
筒
の
章
段

で
も
男
女
主
人
公
に
関
わ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
対
座
は
一
般
的
な
意
味
で
の

互
い
の
面
目
を
重
視
し
洗
練
さ
れ
た
言
葉
を
交
わ
す
社
交
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
集
う
「
を
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か
し
」
き
人
々
に
と
っ
て
共
有
す
る
「
は
か
な
き
」
思
い
、
ふ
る
ま
い
は
し
め
や
か
な
語
ら
い
を

成
り
立
た
せ
る
上
で
欠
か
せ
な
い
。
三
角
洋
一
は
こ
の
章
段
を
引
用
し 

 
『
枕
草
子
』
や
『
更
級
日
記
』
に
も
、
こ
の
よ
う
な
語
ら
い
に
心
を
慰
め
、
生
き
て
い
く
支

え
と
し
て
い
る
さ
ま
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
、
女
流
日
記
作

者
の
日
記
す
る
心
は
右
の
よ
う
な
物
語
の
場
に
臨
ん
だ
語
り
手
の
心
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
、
あ
え
て
い
っ
て
み
た
い
と
思
う

（

８

）

。 

と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
も
前
掲
の
鈴
木
宏
子
の
和
泉
式
部
和
歌
に
つ
い
て
の
言
及
（
注
５
参
照
）

や
こ
の
三
角
洋
一
の
見
解
に
賛
同
す
る
立
場
か
ら
『
大
和
物
語
』
以
降
の
諸
作
品
に
つ
い
て
も
検

討
し
た
い
。 

『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
「
語
ら
ふ
」
例
は
兼
家
と
道
綱
母
と
の
和
歌
の
贈
答
な
ど
に
見
ら
れ
る
。 

 

月
夜
の
こ
ろ
、
よ
か
ら
ぬ
物
語
し
て
、
あ
は
れ
な
る
さ
ま
の
こ
と
ど
も
語
ら
ひ
て
も
あ
り
し

こ
ろ
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
も
の
し
け
れ
な
、
か
く
言
は
る

（

９

） 

こ
れ
は
作
品
に
い
く
つ
か
記
さ
れ
る
兼
家
の
情
愛
の
深
か
っ
た
こ
ろ
の
二
人
を
顧
み
て
の
道
綱 

母
の
感
慨
の
一
つ
で
、
兼
家
と
の
和
歌
の
贈
答
が
続
く
場
面
で
あ
る
。 

一
方
、
夫
婦
の
仲
と
は
異
な
る
が
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に
次
の
よ
う
な
心
和
む
営
み
が
描
か

れ
て
い
る
。 同

じ
月
の
い
と
お
も
し
ろ
く
出
づ
る
に
、
誰
か
れ
、
い
と
待
ち
遠
な
り
と
言
へ
ば
、
あ

な
た
の
里
も
と
言
へ
ば
、
民
部
、
夜
深
か
ら
で
は
と
言
ふ
。
出
で
が
て
に
な
ど
言
ひ
交

し
て
、
か
た
み
に
な
む
、
も
の
は
を
か
し
う
言
ふ
か
し
な
ど
、
た
は
ぶ
れ
言
ふ
ほ
ど
に

月
出
で
て
、
南
面
に
民
部
出
で
て
、
い
と
あ
は
れ
な
り
や
、
進
の
君
は
、
こ
れ
は
こ
れ

は
見
給
は
ぬ
か
、
あ
な
あ
さ
ま
し
と
言
へ
ば
、
何
事
か
と
問
ひ
て
出
で
来
て
、
高
欄
に

押
し
か
か
り
て
愛
づ
る
ほ
ど
に
、
御
前
よ
り 

２
９
３
ａ
月
と
と
も
に
も
出
で
居
ぬ
る
か
な 

 
 

 
 

と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
い
と
と
く
、
進 

ｂ
物
思
ふ
心
も
空
に
通
ひ
つ
つ

（

１

０

） 

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
よ
う
な
の
ど
や
か
な
語
ら
い
と
異
な
り 

 

「
な
ど
て
、
官
得
は
じ
め
た
る
六
位
の
笏
に
、
職
の
御
曹
司
の
辰
巳
の
隅
の
築
土
の
板
は
せ

し
ぞ
。
さ
ら
ば
、
西
、
東
の
を
も
せ
よ
か
し
」
な
ど
い
ふ
こ
と
を
言
ひ
い
で
て
、
あ
じ
き
な

き
こ
と
ど
も
を
、
（
中
略
）
な
ど
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
言
ひ
の
の
し
る
を
、
「
い
で
、
あ
な
か

し
か
ま
し
。
今
は
言
は
じ
。
寝
た
ま
ひ
ね
」
と
言
ふ
（
『
枕
草
子
』
「
な
ど
て
、
官
得
は
じ
め

た
る
六
位
の
笏
に
」
の
章
段
１
２
９
段
） 

の
よ
う
な
喧
し
い
お
し
ゃ
べ
り
や
饒
舌
な
話
な
ど
も
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
何
か
目
的
が
あ
っ

て
の
伝
達
で
は
な
く
、
事
物
を
挙
げ
、
互
い
の
心
を
確
か
め
合
う
語
ら
い
の
う
ち
に
互
い
が
結
び

つ
き
合
う
可
能
性
を
感
じ
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宮
廷
文
化
の
斬
新
な
試
み
と
し
て
語
ら
い

を
洗
練
さ
せ
、
才
気
を
競
い
談
笑
に
至
る
人
々
の
集
い
、
賑
わ
い
が
求
め
ら
れ
な
が
ら
、
他
方
で

日
常
か
ら
離
れ
て
、
た
と
え
ば
寺
に
籠
る
、
祭
を
見
物
す
る
な
ど
と
い
う
時
に 

な
ほ
同
じ
ほ
ど
に
て
、
一
つ
心
に
、
を
か
し
き
こ
と
も
に
く
き
こ
と
も
さ
ま
ざ
ま
に
言
ひ
あ

は
せ
つ
べ
き
人
、
か
な
ら
ず
一
人
二
人
、
あ
ま
た
も
誘
は
ま
ほ
し
。（
『
枕
草
子
』「
正
月
に
寺

に
籠
り
た
る
は
」
の
章
段
１
１
６
段
） 

と
、
親
密
な
、
時
に
心
は
ず
む
機
知
に
富
ん
だ
集
い
、
交
流
も
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
い

み
じ
う
心
づ
き
な
き
も
の
」
の
章
段
１
１
７
段
で
は
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
一
人
で
見
物
す
る
心

境
を
訝
る
話
が
描
か
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
共
感
で
き
る
人
が
い
つ
も
そ
う
だ
と
清
少
納
言
が
素
朴
に
信
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
こ
れ
は
決
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。 

 
 

あ
り
が
た
き
も
の
。
舅
に
ほ
め
ら
る
る
婿
。
ま
た
、
姑
に
思
は
る
る
嫁
の
君
。
毛
の
よ
く
抜

く
る
銀
の
毛
抜
き
。
主
そ
し
ら
ぬ
従
者
。
つ
ゆ
の
癖
な
き
。
か
た
ち
、
心
、
有
様
す
ぐ
れ
、

世
に
経
る
ほ
ど
、
い
さ
さ
か
の
疵
な
き
。
同
じ
所
に
住
む
人
の
、
か
た
み
に
恥
ぢ
か
は
し
、

い
さ
さ
か
の
ひ
ま
な
く
用
意
し
た
り
と
思
ふ
が
、
つ
ひ
に
見
え
ぬ
こ
そ
、
難
け
れ
。
物
語
、

集
な
ど
書
き
写
す
に
、
本
に
墨
つ
け
ぬ
。
よ
き
草
子
な
ど
は
、
い
み
じ
う
心
し
て
書
け
ど
、

か
な
ら
ず
こ
そ
き
た
な
げ
に
な
る
め
れ
。
男
、
女
を
ば
言
は
じ
、
女
ど
ち
も
、
契
り
深
く
て

か
た
ら
ふ
人
の
、
末
ま
で
仲
よ
き
こ
と
、
難
し
。（
『
枕
草
子
』「
あ
り
が
た
き
も
の
」
の
章
段

７
２
段
） 

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
同
じ
感
慨
を
覚
え
、
そ
れ
を
契
機
に
心
ゆ
く
ま
で
語
り
合
え
た
時
、
互
い
に

得
心
す
る
の
で
あ
る
。 

  

二 

右
の
よ
う
な
経
験
を
含
み
な
が
ら
も
な
お
人
々
の
語
ら
い
が
止
む
こ
と
は
な
い
。
語
ら
い
の
契

機
は
、
は
か
な
き
世
、
心
細
き
世
で
あ
り
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
語
り
出
さ
れ
た
り
も
す
る
。

ま
た
、
世
の
中
の
憂
さ
、
つ
ら
さ
、
に
く
き
こ
と
も
折
々
の
興
趣
も
契
機
と
な
る
。
年
々
変
わ
る
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こ
と
な
き
月
や
花
で
さ
え
話
題
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
更
に
洗
練
さ
れ
た
場
面
を
も
つ
く
り
あ
げ
る
。 

雪
の
い
と
高
う
は
あ
ら
で
、
薄
ら
か
に
降
り
た
る
な
ど
は
、
い
と
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
ま
た
、

雪
の
い
と
高
う
降
り
積
り
た
る
夕
暮
よ
り
、
端
近
う
、
同
じ
心
な
る
人
、
二
、
三
人
ば
か
り
、

火
桶
を
中
に
据
ゑ
て
物
語
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
暗
う
な
り
ぬ
れ
ど
、
こ
な
た
に
は
火
も
と
も

さ
ぬ
に
、
お
ほ
か
た
の
雪
の
光
い
と
白
う
見
え
た
る
に
、
火
箸
し
て
灰
な
ど
掻
き
す
さ
み
て
、

あ
は
れ
な
る
も
を
か
し
き
も
言
ひ
あ
は
せ
た
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。
宵
も
や
過
ぎ
ぬ
ら
む

と
思
ふ
ほ
ど
に
、
沓
の
音
近
う
聞
ゆ
れ
ば
、
あ
や
し
と
、
見
い
だ
し
た
る
に
、
時
々
、
か
や

う
の
を
り
に
お
ぼ
え
な
く
見
ゆ
る
人
な
り
け
り
。「
今
日
の
雪
を
、
い
か
に
と
思
ひ
や
り
き
こ

え
な
が
ら
、
な
で
ふ
こ
と
に
障
り
て
、
そ
の
所
に
暮
し
つ
る
」
な
ど
言
ふ
。「
今
日
来
む
」
な

ど
や
う
の
筋
を
ぞ
言
ふ
ら
む
か
し
。
昼
あ
り
つ
る
こ
と
ど
も
な
ど
う
ち
は
じ
め
て
、
よ
ろ
づ

の
こ
と
を
言
ふ
。
円
座
ば
か
り
さ
し
出
で
た
れ
ど
、
片
つ
方
の
足
は
下
な
が
ら
あ
る
に
、
鐘

の
音
な
ど
も
聞
ゆ
る
ま
で
、
内
に
も
外
に
も
、
こ
の
言
ふ
こ
と
は
、
飽
か
ず
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。

明
暮
の
ほ
ど
に
帰
る
と
て
、「
雪
、
な
に
の
山
に
満
て
り
」
と
誦
じ
た
る
は
、
い
と
を
か
し
き

も
の
な
り
。
女
の
限
り
し
て
は
、
さ
も
、
え
居
明
さ
ざ
ら
ま
し
を
、
た
だ
な
る
よ
り
は
、
を

か
し
う
好
き
た
る
有
様
な
ど
言
ひ
あ
は
せ
た
り
。
（
『
枕
草
子
』
「
雪
の
い
と
高
う
は
あ
ら
で
」

の
章
段
１
７
６
段
） 

こ
の
章
段
は
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
の
章
段
２
８
４
段
と
同
様
に
し
め
や
か
に
共
感

を
も
っ
て
物
語
る
女
房
た
ち
の
間
に
新
た
に
男
性
が
加
わ
る
こ
と
で
更
な
る
展
開
の
機
微
が
生
じ
、

場
の
雰
囲
気
も
引
き
立
つ
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
る
。
火
桶
の
周
囲
に
集
ま
っ
た
女
房
た
ち
の
し
め

や
か
で
心
や
す
ら
ぐ
語
ら
い
に
は
人
々
を
引
き
つ
け
る
魅
力
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
燃
え
る
炭
火

の
ほ
の
か
な
明
る
さ
と
背
後
の
闇
の
中
の
雪
の
ほ
の
白
い
光
が
人
々
の
心
を
打
ち
解
け
さ
せ
「
を

か
し
」
と
思
わ
せ
る
。
加
え
て
訪
れ
た
知
己
が
去
り
際
を
わ
き
ま
え
や
が
て
詩
句
を
「
誦
じ
」
て

立
ち
去
る
の
を
見
送
り
、「
同
じ
心
な
る
」
人
々
も
そ
の
折
の
感
興
を
「
言
ひ
あ
は
せ
」
得
心
す
る

の
で
あ
る
。
（
炭
火
に
つ
い
て
は
２
８
３
段
、
２
８
４
段
に
も
描
か
れ
る
。
） 

先
に
語
ら
い
に
言
及
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
使
用
さ
れ
る
鍵
語
「
語
ら
ふ
」「
言
ひ
あ
は

す
」「
言
ひ
あ
ふ
」「
言
ひ
か
は
す
」「
語
り
あ
は
す
」
の
用
例
を
『
枕
草
子
』
か
ら
引
用
し
列
挙
す

る
。
こ
れ
ら
は
「
あ
ふ
」
「
あ
は
す
」
「
か
は
す
」
等
、
い
ず
れ
も
双
方
向
的
な
言
葉
に
よ
る
、
縁

の
あ
り
方
に
関
わ
ら
ず
親
密
な
者
ど
う
し
（
恋
人
の
場
合
も
あ
る
。
）
の
濃
や
か
な
交
流
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。 

語
ら
ふ 

 

（
清
少
納
言
）「
な
に
か
、
さ
も
か
た
ら
ひ
た
ま
ふ
。
大
弁
見
え
ば
、
う
ち
捨
て
た
て
ま
つ
り

て
む
も
の
を
」
と
言
へ
ば
、
い
み
じ
う
笑
ひ
て
、
（
行
成
）
「
誰
か
、
か
か
る
こ
と
を
さ
へ
言

ひ
知
ら
せ
け
む
。
そ
れ
『
さ
な
せ
そ
』
と
か
た
ら
ふ
な
り
」
と
、
の
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
（
行

成
）「
仲
よ
し
な
ど
も
人
に
言
は
る
。
か
く
か
た
ら
ふ
と
な
ら
ば
、
な
に
か
恥
づ
る
。
見
え
な

ど
も
せ
よ
か
し
」
と
、
の
た
ま
ふ
。（
『
枕
草
子
』「
職
の
御
曹
司
の
西
面
の
」
の
章
段
４
６
段
） 

 

（
則
光
）「
歌
詠
ま
せ
た
ま
へ
る
か
。
さ
ら
に
見
は
べ
ら
じ
」
と
て
、
扇
ぎ
返
し
て
逃
げ
て
去

ぬ
。
か
う
か
た
ら
ひ
、
か
た
み
に
後
見
な
ど
す
る
う
ち
に
、
な
に
と
も
な
く
て
す
こ
し
仲
あ

し
う
な
り
た
る
こ
ろ
、
文
お
こ
せ
た
り
。（
『
枕
草
子
』「
里
に
ま
か
で
た
る
に
」
の
章
段
８
０

段
） 

 

（
行
成
）
女
の
す
こ
し
我
は
と
思
ひ
た
る
は
、
歌
詠
み
が
ま
し
く
ぞ
あ
る
。
さ
ら
ぬ
こ
そ
、

か
た
ら
ひ
よ
け
れ
。
ま
ろ
な
ど
に
さ
る
こ
と
言
は
む
人
、
か
へ
り
て
無
心
な
ら
む
か
し
。（
『
枕

草
子
』
「
二
月
、
宮
の
司
に
定
考
と
い
ふ
こ
と
す
な
る
」
の
章
段
１
２
８
段
） 

 

（
斉
信
）「
な
ど
か
、
ま
ろ
を
、
ま
こ
と
に
近
く
か
た
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
。
さ
す
が
に
に
く
し
と

思
ひ
た
る
に
は
あ
ら
ず
と
知
り
た
る
を
、
い
と
あ
や
し
く
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。
か
ば
か
り
年
ご

ろ
に
な
り
ぬ
る
得
意
の
、
う
と
く
て
や
む
は
な
し
。
殿
上
な
ど
に
明
暮
な
き
を
り
も
あ
ら
ば
、

何
ご
と
を
か
思
ひ
出
で
に
せ
む
。
」
（
『
枕
草
子
』
「
故
殿
の
御
た
め
に
、
月
ご
と
の
」
の
章
段

１
３
０
段
） 

言
ひ
あ
は
す 

返
事
書
か
む
と
言
ひ
あ
は
せ
、
か
た
ら
ふ
ど
ち
は
見
せ
か
は
し
な
ど
す
る
も
、
い
と
を
か
し
。

（
『
枕
草
子
』
「
節
は
」
の
章
段
３
６
段
） 

（
行
成
）
常
に
「
『
女
は
お
の
れ
を
よ
ろ
こ
ぶ
者
の
た
め
に
顔
づ
く
り
す
。
士
は
お
の
れ
を
知

る
者
の
た
め
に
死
ぬ
』
と
な
む
言
ひ
た
る
」
と
、
言
ひ
あ
は
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、
よ
う
知
り
た

ま
へ
り
。「
遠
江
の
浜
柳
」
と
言
ひ
か
は
し
て
あ
る
に
、
若
き
人
々
は
、
た
だ
言
ひ
に
見
苦
し

き
こ
と
ど
も
な
ど
つ
く
ろ
は
ず
言
ふ
に
、（
女
房
）「
こ
の
君
こ
そ
、
う
た
て
見
え
に
く
け
れ
。

異
人
の
や
う
に
歌
う
た
ひ
興
じ
な
ど
も
せ
ず
、
け
す
さ
ま
じ
」
な
ど
、
そ
し
る
。（
『
枕
草
子
』

「
職
の
御
曹
司
の
西
面
の
立
蔀
の
も
と
に
て
」
の
章
段
４
６
段
） 

入
ら
せ
た
ま
ひ
て
後
も
、
な
ほ
、
め
で
た
き
こ
と
ど
も
な
ど
、
言
ひ
あ
は
せ
て
ゐ
た
る
に
（
『
枕

草
子
』
「
職
の
御
曹
司
の
西
面
の
立
蔀
の
も
と
に
て
」
の
章
段
４
６
段
） 

げ
に
と
思
ふ
に
、
い
と
わ
び
し
き
を
、
言
ひ
あ
は
せ
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
藤
侍
従
、
あ
り
つ

る
花
に
付
け
て
、
卯
の
花
の
薄
様
に
書
き
た
り
。
こ
の
歌
お
ぼ
え
ず
。
（
「
五
月
の
御
精
進
の

ほ
ど
」
の
章
段
９
５
段
）
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ま
め
ご
と
な
ど
も
言
ひ
あ
は
せ
て
ゐ
た
ま
へ
る
に
「
栽
ゑ
て
こ
の
君
と
称
す
」
と
誦
じ
て
、

ま
た
集
ま
り
来
た
れ
ば
（
『
枕
草
子
』
「
五
月
ば
か
り
、
月
も
な
う
」
の
章
段
１
３
２
段
） 

人
の
上
ど
も
言
ひ
あ
は
せ
て
、
歌
な
ど
語
り
聞
く
ま
ま
に
寝
入
り
ぬ
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。

（
『
枕
草
子
』
「
宮
仕
へ
人
の
里
な
ど
も
」
の
章
段
１
７
４
段
） 

た
だ
な
る
よ
り
は
、
を
か
し
う
好
き
た
る
有
様
な
ど
言
ひ
あ
は
せ
た
り
。
（
「
雪
の
い
と
高
う

は
あ
ら
で
」
の
章
段
１
７
６
段
） 

言
ひ
あ
ふ 

さ
し
集
い
て
、
か
の
日
の
装
束
、
扇
な
ど
の
こ
と
を
言
ひ
あ
へ
る
も
あ
り
、
ま
た
、
い
ど
み

隠
し
て 

（
『
枕
草
子
』
「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
積
善
寺
と
い
ふ
御
堂
に

て
」
の
章
段
２
６
３
段
） 

言
ひ
か
は
す 

を
か
し
き
こ
と
、
と
り
立
て
て
書
く
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ど
、
と
か
く
言
ひ
か
は
す
け
し
き
ど

も
は
、
に
く
か
ら
ず
。
（
『
枕
草
子
』
「
七
月
ば
か
り
、
い
み
じ
う
暑
け
れ
ば
、
」
の
章
段
３
３

段
） 

ま
こ
と
に
皆
酔
ひ
て
、
女
房
と
も
の
言
ひ
か
は
す
ほ
ど
、
か
た
み
に
を
か
し
と
思
ひ
た
め
り
。

（
『
枕
草
子
』
「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
こ
と
な
ど
、
」
の
章
段
１
０
０
段
） 

ま
し
て
、
女
も
、
た
だ
に
言
ひ
か
は
す
こ
と
は
、
と
き
こ
そ
は
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
あ
い
な
く

ひ
が
こ
と
も
あ
る
ぞ
か
し
。
（
歌
）
（
『
枕
草
子
』
「
心
も
と
な
き
も
の
」
の
章
段
１
５
５
段
） 

も
の
の
を
り
、
も
し
は
人
と
言
ひ
か
は
し
た
る
歌
の
、
聞
え
て
、
打
聞
な
ど
に
書
き
入
れ
ら

る
る
。
み
づ
か
ら
の
上
に
は
ま
だ
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
な
ほ
思
ひ
や
る
よ
。
（
『
枕
草
子
』

「
う
れ
し
き
も
の
」
の
章
段
２
６
１
段
） 

語
り
あ
は
す 

宮
仕
へ
す
る
人
々
の
出
で
集
り
て
、
お
の
が
君
々
の
御
こ
と
、
め
で
き
こ
え
、
宮
の
内
、
殿

ば
ら
の
こ
と
ど
も
、
か
た
み
に
語
り
あ
は
せ
た
る
を
、
そ
の
家
主
人
に
て
聞
く
こ
そ
、
を
か

し
け
れ
。
家
広
く
、
き
よ
げ
に
て
、
わ
が
親
族
は
さ
ら
な
り
、
う
ち
か
た
ら
ひ
な
ど
す
る
人

も
、
宮
仕
へ
人
を
、
方
々
に
据
ゑ
て
こ
そ
あ
ら
せ
ま
ほ
し
け
れ
。
さ
べ
き
を
り
は
、
一
所
に

集
り
居
て
、
物
語
し
、
人
の
詠
み
た
り
し
歌
、
な
に
く
れ
と
語
り
あ
は
せ
て
、
人
の
文
な
ど

持
て
来
る
も
、
も
ろ
と
も
に
見
、
返
事
書
き
、
ま
た
、
む
つ
ま
し
う
来
る
人
も
あ
る
は
、
き

よ
げ
に
う
ち
し
つ
ら
ひ
て
、
雨
な
ど
降
り
て
え
帰
ら
ぬ
も
を
か
し
う
も
て
な
し
、
ま
ゐ
ら
む

を
り
は
、
そ
の
こ
と
見
入
れ
、
思
は
む
さ
ま
に
し
て
出
だ
し
た
て
な
ど
せ
ば
や
。
よ
き
人
の

お
は
し
ま
す
あ
り
さ
ま
な
ど
の
、
い
と
ゆ
か
し
き
こ
そ
、
け
し
か
ら
ぬ
心
に
や
。（
『
枕
草
子
』

「
宮
仕
へ
す
る
人
々
の
出
で
集
り
て
」
の
章
段
２
８
８
段
） 

 

こ
れ
ら
は
場
の
演
出
を
含
め
て
概
ね
男
女
を
問
わ
ず
共
感
に
基
づ
く
語
ら
い
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う

（
１
１
）

か
。
た
だ
し
、
日
常
の
語
ら
い
の
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
宮
定
子
と
の

交
流
は
別
格
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
人
々
と
は
平
素
は
む
し
ろ
す
れ
違
い
や
誤
解
、
不
和
の
方
が
多

い
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
貴
顕
と
の
輝
か
し
い
交
流
の
挿
話
を
も
含
め
て
右
の
よ

う
な
心
通
わ
す
時
を
特
筆
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
清
少
納
言
も
跋
文
で
『
枕
草
子
』

の
一
部
に
つ
い
て
「
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
書
き
集
め
た
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
功
名
心
の
よ
う
な
単
純
な
動
機
の
み
で
『
枕
草
子
』
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

  
 

三 

 

自
己
に
沈
潜
し
よ
う
と
す
る
内
省
的
な
文
芸
の
担
い
手
は
人
々
の
よ
り
広
い
繋
が
り
よ
り
も
む

し
ろ
心
か
ら
信
頼
で
き
る
人
と
の
交
流
を
望
む
。
作
品
に
お
い
て
時
に
孤
独
を
吐
露
す
る
の
は
そ

う
し
た
心
ゆ
く
語
ら
い
の
相
手
を
見
つ
け
る
の
が
や
は
り
難
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な

お
人
は
心
を
同
じ
く
す
る
相
手
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
物
思
い
に
沈
み
が
ち
と
一
般
に
思

わ
れ
て
い
る
紫
式
部
で
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
は 

あ
さ
ま
し
く
、
あ
は
れ
な
り
し
人
の
語
ら
ひ
し
あ
た
り
も
、
わ
れ
も
い
か
に
面
な
く
心
浅
き 

も
の
と
思
ひ
落
と
す
ら
む
と
推
し
量
る
に
、
そ
れ
さ
へ
い
と
恥
づ
か
し
く
て
、
え
お
と
づ
れ 

や
ら
ず
。
（
８
０
ペ
ー
ジ

（

１

２

）

） 

 
 

た
だ
、
え
さ
ら
ず
う
ち
語
ら
ひ
、
少
し
も
心
と
め
て
思
ふ
、
こ
ま
や
か
に
も
の
を
言
ひ
通
ふ
、

さ
し
あ
た
り
て
お
の
づ
か
ら
む
つ
び
語
ら
ふ
人
ば
か
り
を
、
少
し
も
な
つ
か
し
く
思
ふ
ぞ
、

も
の
は
か
な
き
や
。
大
納
言
の
君
の
、
夜
々
は
御
前
に
い
と
近
う
臥
し
給
ひ
つ
つ
、
物
語
し

給
ひ
し
け
は
ひ
の
恋
し
き
も
、
な
ほ
世
に
し
た
が
ひ
ぬ
る
心
か
。
（
８
１
ペ
ー
ジ
） 

と
い
う
用
例
が
、
あ
る
種
自
嘲
的
で
は
あ
る
が
、『
枕
草
子
』
と
同
様
に
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、『
紫 

式
部
日
記
』
の
次
の
例
は
身
の
上
を
嘆
き
つ
つ
も
人
と
の
繋
が
り
を
断
ち
切
れ
な
い
自
己
を
感
じ 

て
い
る
。 

年
ご
ろ
つ
れ
づ
れ
に
眺
め
明
か
し
暮
ら
し
つ
つ
、
花
鳥
の
色
を
も
音
を
も
、
春
秋
に
行
き
交

ふ
空
の
け
し
き
、
月
の
影
、
霜
雪
を
見
て
、
そ
の
と
き
来
に
け
り
と
ば
か
り
思
ひ
わ
き
つ
つ
、

「
い
か
に
や
い
か
に
」
と
ば
か
り
、
行
く
末
の
心
細
さ
は
や
る
か
た
な
き
も
の
か
ら
、
は
か
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な
き
物
語
な
ど
に
つ
け
て
う
ち
語
ら
ふ
人
、
同
じ
心
な
る
は
、
あ
は
れ
に
書
き
か
は
し
、
す
こ
し

け
遠
き
、
便
り
ど
も
を
尋
ね
て
も
言
ひ
け
る
を
、
た
だ
こ
れ
を
様
々
に
あ
へ
し
ら
ひ
、
そ
ぞ
ろ
ご

と
に
つ
れ
づ
れ
を
ば
慰
め
つ
つ
、
世
に
あ
る
べ
き
人
か
ず
と
は
思
は
ず
な
が
ら
、
さ
し
あ
た
り
て
、

恥
づ
か
し
、
い
み
じ
と
思
ひ
知
る
か
た
ば
か
り
逃
れ
た
り
し
を
、
さ
も
残
る
こ
と
な
く
思
ひ
知
る

身
の
憂
さ
か
な
。
（
７
９
ペ
ー
ジ
） 

 

こ
の
物
思
い
に
関
わ
り
以
下
の
『
源
氏
物
語
』
の
内
、
「
早
蕨
」
巻
の
例
は
こ
の
『
紫
式
部
日

記
』
の
例
と
同
じ
言
葉
が
並
ぶ
。
「
花
鳥
の
色
を
も
声
を
も
」
「
心
細
さ
」
「
う
ち
語
ら
ふ
」
「
同

じ
心
」
「
は
か
な
き
（
こ
と
）
」
「
（
言
ひ
）
か
は
し
」
な
ど
が
特
徴
的
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
他

の
貴
族
女
性
の
作
品
と
も
通
底
す
る
紫
式
部
の
思
考
の
基
底
に
あ
る
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う
。
同
時

に
こ
こ
に
物
語
と
日
記
に
お
け
る
接
続
の
回
路
の
一
端
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

「
何
と
は
な
く
て
、
た
だ
か
や
う
に
月
を
も
花
を
も
お
な
じ
心
に
も
て
あ
そ
び
、
は
か
な
き

世
の
あ
り
さ
ま
を
聞
え
あ
は
せ
て
な
む
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
き
」
と
、
い
と
な
つ
か
し
き
さ
ま
し

て
語
ら
ひ
き
こ
え
給（

１

へ３
）

ば 

（
中
君
は
）
行
か
ふ
時
時
に
し
た
が
ひ
、
花
鳥
の
色
を
も
音
を
も
、
お
な
じ
心
に
起
き
臥
し

見
つ
つ
、
は
か
な
き
こ
と
を
も
本
末
を
と
り
て
言
ひ
か
は
し
、
心
ぼ
そ
き
世
の
う
さ
も
つ
ら

さ
も
、
う
ち
語
ら
ひ
あ
は
せ
聞
こ
え
し
に
こ
そ
、
慰
む
方
も
あ
り（

１

し
か

４

）

、 
 

 
 

 
 

 
 

（
中
君
は
）
思
ふ
心
を
も
お
な
じ
心
に
な
つ
か
し
く
言
ひ
あ
は
す
べ
き
人
の
な
き
ま
ま
に
は
、

故
姫
君
（
大
君
）
を
思
出
で
聞
え
給
は
ぬ
を
り
な

（
１
５
）

し
。 

こ
れ
ら
の
表
現
は
才
気
と
と
も
に
静
か
に
自
己
の
思
い
を
分
か
ち
合
う
関
係
を
求
め
て
い
る
。

同
様
に
互
い
に
共
感
で
結
ば
れ
る
こ
と
を
求
め
る
心
情
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
女
と
宮
に
も
窺

え
る
。 

 

（
女
）「
帰
り
ぬ
る
に
や
あ
ら
ん
。
い
ぎ
た
な
し
と
お
ぼ
さ
れ
ぬ
る
に
こ
そ
、
も
の
思
は
ぬ
さ

ま
な
れ
。
同
じ
心
に
ま
だ
ね
ざ
り
け
る
人
か
な
、
た
れ
な
ら
ん
」
と（

１

思６
）

ふ
。
（
４
２
ペ
ー
ジ
）

（
注
１
６
） 

近
藤
み
ゆ
き
は
「
「
同
じ
心
」
は
こ
の
場
面
か
ら
日
記
後
半
に
か
け
て
、
（
論
者
注 

女
と
宮
」
）

二
人
の
絆
を
象
徴
す
る
言
葉
と
な
っ
て
い
く
。
」
（
４
３
ペ
ー
ジ
脚
注
七
）
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

（
宮
）
も
と
よ
り
か
か
る
歩
き
に
つ
き
な
き
身
な
れ
ば
に
や
、
人
も
な
き
所
に
つ
い
居
な
ど

も
せ
ず
、
行
ひ
な
ど
す
る
に
だ
に
、
た
だ
ひ
と
り
あ
れ
ば
、
同
じ
心
に
物
語
聞
こ
え
て
あ
ら

ば
、
な
ぐ
さ
む
こ
と
や
あ
る
、
と
思
ふ
な
り
（
５
１
ペ
ー
ジ
） 

 

ま
た
の
日
の
、
ま
だ
つ
と
め
て
、
霜
の
い
と
白
き
に
、
（
宮
）
「
た
だ
今
の
ほ
ど
は
い
か
が
」

と
あ
れ
ば
、 

（
女
）
お
き
な
が
ら
明
か
せ
る
霜
の
朝
こ
そ
ま
さ
れ
る
も
の
は
世
に
な
か
り
け
れ 

な
ど
聞
こ
え
か
は
す
。
例
の
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
書
か
せ
給
ひ
て
、 

（
宮
）
わ
れ
ひ
と
り
思
ふ
思
ひ
は
か
ひ
も
な
し
同
じ
心
に
君
も
あ
ら
な
ん
（
７
１
ペ
ー
ジ
） 

女
と
宮
と
が
互
い
に
切
な
る
結
び
つ
き
を
求
め
て
ゆ
く
姿
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
。 

「
か
た
み
に
」「
同
じ
心
に
」
等
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
情
緒
的
な
関
係
は
男
女
を
問
わ
ず

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
そ
れ
は
日
常
の
心
の
ふ
れ
あ
い
の
要
件
と
も
な
る
。『
更
級
日

記
』
に
も
そ
う
し
た
傾
向
は
著
し
い
。 

語
ら
ふ
人
ど
ち
、
局
の
へ
だ
て
な
る
遣
戸
を
開
け
合
は
せ
て
、
物
語
な
ど
し
、
暮
ら
す
日
、

ま
た
語
ら
ふ
人
の
上
に
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
た
び
た
び
呼
び
お
ろ
す

（

１

に７
）

（
８
０
ペ
ー
ジ
） 

う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
る
宮
に
て
、
同
じ
心
な
る
人
三
人
ば
か
り
、
物
語
な
ど
し
て
、
ま
か

で
て
ま
た
の
日
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
恋
し
う
思
ひ
出
で
ら
る
れ
ば
（
１
０
０
ペ
ー
ジ
） 

同
じ
心
に
、
か
や
う
に
言
ひ
か
は
し
、
世
の
中
の
憂
き
も
つ
ら
き
も
を
か
し
き
も
、
か
た
み

に
言
ひ
語
ら
ふ
人
、
筑
前
に
下
り
て
後
（
１
０
１
ペ
ー
ジ
） 

 

「
宮
仕
へ
」
に
は
消
極
的
な
が
ら
、
や
は
り
女
房
ど
う
し
が
語
り
合
い
つ
つ
互
い
を
い
た
わ
り

合
っ
て
い
る
。
前
後
す
る
が
『
相
模
集
』
に
も
女
房
ど
う
し
が
わ
び
し
さ
を
互
い
に
分
か
ち
合
う

よ
う
に 

 
 

 
 

常
に
し
も
あ
ら
ぬ
女
ど
ち
、
九
月
ば
か
り
の
夜
あ
ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
も
の
が
た
り
す
る

に
、
こ
の
人
も
年
ご
ろ
の
人
に
忘
ら
れ
て
そ
の
な
げ
か
し
さ
言
ひ
、
我
も
「
常
よ
り
こ

と
に
思
ふ
事
あ
り
か
し
」
な
ど
語
り
合
は
す
る
を
り
し
も
、
風
吹
く
を
り
に
あ
り
し
か

ば 

 
 

２
０
９
ａ
我
も
こ
ひ
き
み
も
し
の
ぶ
に
秋
の
夜
は 

 
 

 
 

思
ひ
入
り
た
る
に
や
、
も
の
も
言
は
ね
ば 

 
 

ｂ
か
た
み
に
風
の
お
と
ぞ
身
に（

１

し
む

８

） 

と
あ
り
、
さ
ら
に
時
期
を
下
っ
て
『
四
条
宮
下
野
集
』
に
至
る
と
、
そ
れ
が
共
感
自
体
よ
り
も
む

し
ろ
風
流
事
に
傾
い
て
ゆ
く
さ
ま
が
見
て
取
れ
る
。
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隆
綱
の
中
将
、「
月
の
明
き
夜
は
、
夜
一
夜
な
む
見
る
」
と
あ
る
に
、
夜
中
ば
か
り
に
初

雪
は
降
り
な
が
ら
、
月
の
明
き
が
お
か
し
。
「
同
じ
心
に
あ
ら
む
や
」
と
思
ふ
に
、
「
見

る
と
あ
り
し
、
ま
こ
と
か
」
と
心
み
む
と
て 

 
 

１
４
９
月
を
こ
そ
め
づ
ら
し
気
な
く
思
と
も
夜
半
の
初
雪
ふ
る
と
知
ら
ず

（

１

や９
） 

『
出
羽
弁
集
』
７
４
番
詞
書
も
右
と
同
趣
旨
で
あ
る
。 

か
や
う
の
こ
と
ど
も
も
、
同
じ
心
に
心
ゆ
き
て
言
ひ
合
は
せ
な
ど
し
た
ま
ふ
宮
亮
（
藤

原
兼
房
）
、
七
日
の
こ
と
過
ぐ
し
て
と
思
ひ
つ
る
も
、
か
く
す
さ
ま
じ
く
な
り
ぬ
れ
ば

（

２

０

） 

 

こ
れ
ら
の
例
は
む
し
ろ
形
骸
化
し
て
ゆ
く
美
意
識
の
結
果
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
景

物
を
契
機
と
し
た
語
ら
い
は
交
流
の
形
式
を
用
い
な
が
ら
そ
こ
に
深
い
思
い
を
注
ぐ
の
に
都
合
が

よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
次
の
時
代
の
〈
個
〉
の
嗜
み
に
も
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

 
 

結
語 

 

こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
誇
ら
か
で
快
活
な
談
笑
と
は
異
な
る
、
む
し
ろ
穏
や
か
に
心
を
通

わ
す
語
ら
い
に
つ
い
て
『
枕
草
子
』
を
中
心
と
す
る
諸
作
品
を
た
ど
っ
て
き
た
。
中
宮
定
子
の
御

前
で
の
清
少
納
言
の
活
躍
と
朗
ら
か
な
談
笑
は
確
か
に
栄
え
あ
る
も
の
脚
光
を
浴
び
る
出
来
事
で

は
あ
る
が
、
交
流
の
文
芸
の
上
で
は
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
女
房
た
ち
は
世
の
は
か
な
さ
の

認
識
の
も
と
語
ら
い
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。 

し
め
や
か
な
る
夕
暮
れ
に
、
宰
相
の
君
と
二
人
、
物
語
し
て
ゐ
た
る
に
、
殿
の
三
位
の
君
、

簾
の
つ
ま
引
き
上
げ
て
ゐ
給
ふ
。
年
の
ほ
ど
よ
り
は
、
い
と
お
と
な
し
く
、
心
に
く
き
さ
ま

し
て
、「
人
は
な
ほ
、
心
ば
へ
こ
そ
難
き
も
の
な
め
れ
」
な
ど
、
世
の
物
語
し
め
じ
め
と
し
て

お
は
す
る
け
は
ひ
、
幼
し
と
人
の
あ
な
づ
り
聞
こ
ゆ
る
こ
そ
悪
し
け
れ
と
、
恥
づ
か
し
げ
に

見
ゆ
。
う
ち
と
け
ぬ
ほ
ど
に
て
、「
多
か
る
野
辺
に
」
と
う
ち
誦
じ
て
立
ち
給
ひ
に
し
様
こ
そ
、

物
語
に
ほ
め
た
る
男
の
心
地
し
は
べ
り
し
か
。
（
『
紫
式
部
日
記
』
１
５
～
１
６
ペ
ー
ジ
） 

し
め
や
か
な
夕
暮
れ
の
女
房
の
語
ら
い
に
一
人
貴
顕
（
頼
通
）
が
加
わ
り
、「
世
の
物
語
」
へ
と

話
が
深
ま
り
、
あ
る
い
は
共
感
の
輪
が
広
が
る
。
そ
れ
も
雪
の
日
の
し
め
や
か
な
語
ら
い
の
場
に

才
気
あ
る
言
葉
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
で
活
気
づ
く
有
様
を
表
現
し
た
『
枕
草
子
』「
雪
の
い
と
高
う

降
り
た
る
を
」
の
章
段
２
８
４
段
と
同
様
に
、
前
述
の
『
枕
草
子
』
１
７
６
段
の
よ
う
な
「
同
じ

心
」
を
大
切
に
す
る
人
々
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
語
ら
い
は
、
華
や
か
さ
よ
り
も

そ
の
心
寄
せ
合
う
近
さ
・
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
ゆ
え
に
中
宮
彰
子
の
御
前
等
に
お
い
て
も
同
様

な
あ
り
方
で
支
持
・
共
有
さ
れ
、
そ
こ
に
集
う
貴
紳
を
含
む
女
房
達
の
慎
み
深
い
、
あ
る
い
は
節

度
あ
る
日
常
を
形
づ
く
り
、
各
々
の
心
を
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

『
枕
草
子
』
の
引
用
は
す
べ
て
石
田
穣
二
訳
注 

新
版
『
枕
草
子
』
上
・
下
巻 

角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫 

昭
和
５
４
・
８
、
５
５
・
４ 

に
拠
っ
た
。 

 

注 （
１
）
た
と
え
ば
『
枕
草
子
』「
世
の
中
に
、
な
ほ
い
と
心
憂
き
も
の
は
、
人
に
に
く
ま
れ
む
こ

と
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
。
」
の
章
段
２
５
２
段
に
は
「
自
然
に
、
宮
仕
へ
所
に
も
、
親
、
は
ら

か
ら
の
中
に
て
も
、
思
は
る
る
、
思
は
れ
ぬ
が
あ
る
ぞ
、
い
と
わ
び
し
き
や
」
と
い
う
表

現
も
み
ら
れ
、
逆
に
「
親
に
も
、
君
に
も
、
す
べ
て
う
ち
か
た
ら
ふ
人
に
も
、
人
に
思
は

れ
む
ば
か
り
、
め
で
た
き
こ
と
は
あ
ら
じ
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
御
前
に
て
、

人
々
と
も
、
ま
た
、
も
の
お
ほ
せ
ら
る
る
つ
い
で
な
ど
に
も
「
世
の
中
の
腹
立
た
し
う
、

む
つ
か
し
う
、
片
時
あ
る
べ
き
こ
こ
ち
も
せ
で
、
た
だ
、
い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
行
き
も
し

な
ば
や
と
思
ふ
に
（
以
下
略
）
」
」
の
章
段
２
６
２
段
も
注
目
さ
れ
、「
心
か
ら
思
ひ
乱
る
る

こ
と
あ
り
て
、
里
に
あ
る
こ
ろ
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
の

章
段
２
０
段
や
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
の
章
段
２
８
４
段
を
担
う
の
は
い
ず
れ

も
そ
う
し
た
体
験
を
持
つ
女
房
達
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。『
紫
式
部
集
』
で
の
夫
の
死
去

に
よ
る
落
胆
も
や
は
り
同
様
な
体
験
で
あ
ろ
う
。 

（
２
）
『
枕
草
子
』
の
場
合
で
言
え
ば
、
野
村
精
一
「
宮
廷
文
学
と
し
て
の
枕
草
子
」
『
源
氏
物

語
の
創
造
』
増
訂
版 

桜
楓
社 

昭
和
４
４
・
９
（
論
文
の
初
出
は
昭
和
３
２
・
６
）
は

『
枕
草
子
』
を
「
歌
語
り
」
と
関
連
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
今
井
源
衛
「
枕
草
子
の
本
質
」

『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
３
９
・
１
１ 

も
「
枕
草
子
の
斬
新
さ
は
、
清
少
納
言
自

身
の
中
に
、
多
分
に
巣
喰
っ
て
い
た
歌
語
り
的
発
想
や
形
式
を
、
自
己
一
個
の
随
想
記
述

と
い
う
点
か
ら
、
全
体
と
し
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
る
所
に
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
三
田
村
雅
子
「
歌
語
り
か
ら
の
離
脱
―
―
ウ
タ
の
空
洞
化
―
―
」
『
枕
草
子 

表
現
の
論
理
』
有
精
堂 

平
成
７
・
２ 

と
い
う
論
も
「
歌
語
り
か
ら
の
」
と
あ
る
以
上
、

前
掲
論
文
同
様
「
歌
語
り
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
の
み
成
立
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
論
の
前
提
と
し
て
の
平
安
時
代
に
お
け
る
「
歌
語
り
」
の
存
在
を
提
唱
し
た
の
は
益

田
勝
実
「
歌
語
り
の
世
界
」
『
季
刊
国
文
』
第
４
号 

昭
和
２
８
・
３ 

等
で
あ
る
。 

（
３
）
益
田
勝
実
「
歌
物
語
の
方
法
」『
説
話
文
学
と
絵
巻
』
三
一
書
房 

昭
和
３
５
・
２ 

ま

 

 

平 

安 

仮 

名 

文 

芸 

の 

基 

層 

と 

し 

て 

の 

語 

ら 

い 
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た
、
前
掲
益
田
勝
実
「
歌
語
り
の
世
界
」
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
歌
語
り
」
と
い
う
鍵
語

の
用
例
を
１
例
し
か
提
示
し
て
い
な
い
。
益
田
勝
実
「
歌
物
語
の
方
法
」
も
含
め
て
益
田

説
を
検
証
し
た
論
に
高
橋
正
治
『
大
和
物
語
』
塙
書
房 

昭
和
３
７
・
１
０
、
清
水
好
子

「
「
歌
語
り
」
の
実
際
」
関
根
慶
子
博
士
頌
賀
会
編
『
平
安
文
学
論
集
』
風
間
書
房 

平

成
４
・
１
０ 

が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
確
実
な
「
歌
語
り
」
の
用
例
は
紫
式
部
関
係

の
『
源
氏
物
語
』
３
例
、『
紫
式
部
集
』
１
例
し
か
見
い
だ
せ
ず
、
時
代
も
そ
れ
以
上
遡
れ

な
い
。
「
歌
語
り
」
が
そ
う
し
た
歴
史
的
な
言
葉
で
あ
る
以
上
、
鍵
語
で
は
な
く
術
語
で

あ
る
〈
歌
語
り
〉
の
、
時
代
を
度
外
視
し
た
広
範
な
適
用
は
概
念
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す

と
考
え
る
。 

な
お
、
〈
歌
語
り
〉
に
つ
い
て
益
田
勝
実
が
援
用
し
て
い
る
、
池
田
亀
鑑
『
物
語
文
学
』

（
日
本
文
学
教
養
講
座Ⅵ

）
至
文
堂 

昭
和
２
６
・
４ 

は
『
伊
勢
物
語
』
が
「
和
歌
に

関
す
る
打
聞
、
う
た
が
た
り
な
ど
の
和
歌
的
説
話
と
は
、
少
し
性
格
を
異
に
し
て
い
る
」

と
し
、
一
方
の
『
大
和
物
語
』
を
「
歌
に
関
す
る
噂
と
か
、
伝
説
と
か
の
い
わ
ゆ
る
「
打

聞
」
を
あ
つ
め
て
い
る
」「
和
歌
的
説
話
集
」
と
し
て
〈
歌
語
り
〉
の
存
在
を
認
め
て
い
る

が
、
そ
の
根
拠
は
提
示
し
て
い
な
い
。
「
打
聞
き
」
に
つ
い
て
も
渡
辺
仁
史
「
「
打
聞
き
」

に
つ
い
て
の
覚
書
―
―
『
枕
草
子
』
を
起
点
と
し
て
―
―
」『
一
関
工
業
高
等
専
門
学
校
研

究
紀
要
』
第
５
０
号 

平
成
２
７
・
１
２ 

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
枕
草
子
』
よ
り
前
の

作
品
に
は
用
例
が
な
く
、
以
降
の
用
例
も
「
撰
集
」
等
の
和
歌
の
集
成
に
接
近
し
て
ゆ
く
。

そ
れ
ゆ
え
〈
歌
語
り
〉
と
同
様
〈
打
聞
き
〉
と
い
う
概
念
の
適
用
に
も
慎
重
で
あ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
同
じ
く
益
田
勝
実
が
援
用
す
る
阪
倉
篤
義
「
歌
物
語
の
文
章
―
―
「
な
む
」
の

係
り
結
び
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
国
語
国
文
』
昭
和
２
８
・
６ 

は
宮
坂
和
江
「
係
結
の
表

現
価
値
―
―
物
語
文
章
論
よ
り
見
た
る
―
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
２
７
・
２ 
の
指

摘
を
ふ
ま
え
て
「
な
む
」
の
使
用
頻
度
の
高
さ
が
歌
物
語
の
指
標
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ

う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
「
な
む
」
と
「
ぞ
」
と
の
使
用
比
率
が
逆
転
す
る
『
平
中
物
語
』

は
表
面
上
同
様
な
形
態
の
『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』
と
は
一
線
を
画
す
る
こ
と
に
な
る
。

『
枕
草
子
』
に
至
っ
て
は
「
な
む
」
の
用
例
が
少
な
く
、「
歌
語
り
」
と
の
関
係
の
指
摘
に

は
疑
義
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。 

 
 

 
 

前
掲
清
水
好
子
「
「
歌
語
り
」
の
実
際
」
の
指
摘
し
た
例
で
次
の
よ
う
に
厳
密
な
意
味
で

の
「
歌
語
り
」
の
語
が
な
く
「
歌
語
り
」
と
し
て
の
認
定
を
躊
躇
す
る
例
も
あ
る
。 

 
 

 
 

式
部
卿
の
宮
の
姫
君
に
朝
顔
た
て
ま
つ
り
給
し
歌
な
ど
を
、
す
こ
し
ほ
を
ゆ
が
め
て

語
る
も
聞
こ
ゆ
。
く
つ
ろ
ぎ
が
ま
し
く
歌
誦
し
が
ち
に
も
あ
る
か
な
、
な
を
見
お
と

り
は
し
な
ん
か
し
、
と
お
ぼ
す
。（
『
源
氏
物
語
』「
帚
木
」
巻 

鈴
木
日
出
男
他
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
一 

岩
波
書
店 

平
成
５
・
１ 

６
３
ペ
ー

ジ 

表
記
を
一
部
改
め
た
。
） 

こ
の
例
で
は
述
べ
方
と
し
て
「
歌
誦
し
が
ち
」
と
あ
り
、
以
下
も
否
定
的
な
受
け
止
め

方
に
な
っ
て
い
る
。
清
水
好
子
が
同
じ
く
提
示
す
る
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
十
月
十
六
日

の
条
で
も
藤
原
道
長
の
「
此
世
乎
は
我
世
と
そ
思
望
月
乃
」
の
和
歌
に
対
し
て
「
満
座
只

可
誦
此
御
哥
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂 

大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』
五 

岩
波
書

店 

昭
和
４
４
・
８
）
と
あ
る
。
こ
れ
も
藤
原
実
資
の
苦
肉
の
策
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
源

氏
物
語
』
の
近
江
君
の
例
で
も
「
お
か
し
か
ら
ぬ
歌
語
り
」
に
対
し
て
「
残
り
思
は
せ
、

本
末
お
し
み
た
る
さ
ま
に
て
、
う
ち
誦
じ
た
る
は
」
と
も
あ
る
。（
も
ち
ろ
ん
和
歌
を
「
語

る
」「
誦
す
」
の
他
に
「
よ
む
」
や
「
歌
う
た
ふ
」「
言
ふ
」
の
例
も
あ
る
。『
枕
草
子
』「
二

月
、
官
の
司
に
」
の
章
段
１
２
８
段
参
照
。
）
こ
れ
も
述
べ
方
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
が
「
深

き
筋
思
ひ
得
ぬ
ほ
ど
の
」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
も
「
す
き
ず
き
し
き
歌
語
り
」
、
「
は
か
な
く

よ
み
給
け
る
歌
語
り
」
「
あ
や
し
き
歌
語
り
」
と
同
様
、
「
歌
語
り
」
の
意
義
を
重
視
す
る

扱
い
と
は
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
。 

（
４
）
鈴
木
日
出
男
他
校
注
『
源
氏
物
語
』「
賢
木
」
巻 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』

一 

岩
波
書
店 

平
成
５
・
１ 

３
７
１
ペ
ー
ジ 

表
記
を
一
部
改
め
た
。 

（
５
）
和
歌
の
用
例
に
つ
い
て
は
鈴
木
宏
子
「
「
語
ら
へ
ば
な
ぐ
さ
む
こ
と
も
あ
る
も
の
を
」
―

―
和
泉
式
部
の
表
現
―
―
」『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
第
５
２
巻 

平
成
１
６
・

２ 

参
照 

鈴
木
宏
子
は
「
和
泉
式
部
は
「
語
ら
ふ
」
と
い
う
行
為
を
、
恋
の
み
に
限
定

さ
れ
な
い
、
人
間
ど
う
し
の
共
感
に
満
ち
た
関
係
の
意
で
用
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
共
感
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
す
で
に
視
点
の
融
合
、
連
帯
感
と
し
て
木

村
正
中
「
和
泉
式
部
日
記
の
特
質
」『
日
本
文
学
』
昭
和
３
８
・
２
、
清
水
文
雄
「
和
泉
式

部
」
『
王
朝
女
流
文
学
史
』
古
川
書
房 

昭
和
４
７
・
５ 

等
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

（
６
）「
賢
木
」
巻
で
「
か
た
み
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛

校
注
・
訳 

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
二 

小
学
館 

昭
和
４
７
・
１ 

１
１

６
ペ
ー
ジ 

に
指
摘
が
あ
り
「
二
人
の
親
密
な
関
係
を
語
る
。
」
と
さ
れ
る
。
私
的
親
密
さ

と
は
『
源
氏
物
語
』
で
薫
の
弁
尼
へ
の
「
は
か
な
く
詠
み
給
け
る
歌
語
り
」（
『
源
氏
物
語
』

「
宿
木
」
巻 

今
西
祐
一
郎
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
五 

岩
波
書

店 

平
成
９
・
３ 

８
９
ペ
ー
ジ
）
も
薫
の
「
ま
め
や
か
な
る
事
ど
も
を
語
ら
ひ
給
。
」
こ
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と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
し
、「
人
の
あ
や
し
き
歌
語
り
す
る
を
聞
き
て
」（
『
紫
式
部
集
』
山

本
利
達
校
注 

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
紫
式
部
日
記
・
紫
式
部
集
』
新
潮
社 

昭
和
５
５
・

２
）
も
分
明
で
は
な
い
点
も
あ
る
が
私
的
な
交
流
で
あ
ろ
う
。 

（
７
）
高
橋
正
治
他
校
注
・
訳 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
竹
取
物
語 

伊
勢
物
語 

大
和

物
語 
平
中
物
語
』
小
学
館 

平
成
６
・
１
２ 

『
大
和
物
語
』
で
「
語
ら
ふ
」
関
連
の

語
は
他
の
章
段
に
も
「
右
京
の
大
夫
よ
び
い
で
て
、
語
ら
ひ
て
」
（
３
９
段
）
「
思
ふ
こ
と

を
も
い
ひ
か
は
し
け
り
」（
６
２
段
）「
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
い
ひ
か
は
し
け
り
」（
１
２
２
段
）

「
も
の
な
ど
い
ひ
か
は
し
け
り
」
（
１
６
６
段
）
「
み
そ
か
に
語
ら
ひ
け
り
」
（
１
６
８
段
）

の
用
例
が
あ
る
。
ま
た
、
物
語
的
歌
集
と
言
わ
れ
る
『
後
撰
和
歌
集
』（
片
桐
洋
一
校
注 

新

日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』
岩
波
書
店 

平
成
２
・
４
）
の
詞
書
に
も
「
年
を

経
て
語
ら
ふ
人
の
つ
れ
な
く
の
み
侍
け
れ
ば
、
う
つ
ろ
ひ
た
る
菊
に
つ
け
て
つ
か
は
し
け

る
」（
９
６
３
）
、「
世
中
を
と
か
く
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
侍
け
る
程
に
、
女
と
も
だ
ち
な
る
人
「
猶
、

我
が
言
は
ん
事
に
つ
き
ね
」
と
語
ら
ひ
侍
け
れ
ば
」（
１
１
５
４
）
、「
女
と
も
だ
ち
の
常
に

言
ひ
か
は
し
け
る
を
、
ひ
さ
し
く
訪
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
十
月
許
に
、「
あ
だ
人
の
思
ふ
と
言

ひ
し
事
の
葉
は
」
と
い
ふ
古
言
を
言
ひ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、
竹
の
葉
に
書
き
つ
け
て
つ

か
は
し
け
る
」
（
１
２
７
２
）
の
用
例
が
あ
る
。 

（
８
）
三
角
洋
一
「
作
り
物
語
の
裾
野
」
『
日
本
文
学
』
第
３
６
巻
２
号 

昭
和
６
２
・
２ 

（
９
）
川
村
裕
子
訳
注 

新
版
『
蜻
蛉
日
記
』Ⅰ

 

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫 

平
成
１
５
・
１
０ 

康
保
元
年 

（
１
０
）
天
野
紀
代
子
・
園
明
美
・
山
崎
和
子
著
『
大
斎
院
前
の
御
集
全
釈
』
風
間
書
房 

平 

成
２
１
・
５ 

（
１
１
）
本
稿
で
は
「
歌
語
り
」
等
の
基
層
を
主
と
し
て
追
究
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
語
ら
ひ
」

等
の
交
流
の
語
群
か
ら
外
れ
る
も
の
で
「
歌
」
が
関
連
す
る
用
例
を
さ
ら
に
い
く
つ
か
指

摘
で
き
る
。
管
見
で
は
「
さ
て
も
、
そ
の
歌
、
語
れ
。
」（
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ

ろ
」
の
章
段
８
３
段
）
、
「
こ
と
に
よ
し
と
も
お
ぼ
え
ぬ
わ
が
歌
を
人
に
語
り
て
」
（
「
か
た

は
ら
い
た
き
も
の
」
の
章
段
９
２
段
）
、
「
を
か
し
と
思
ふ
歌
を
、
草
子
な
ど
に
書
き
て
お

き
た
る
に
」（
「
を
か
し
と
思
ふ
歌
を
」
の
章
段
２
９
４
段
）
が
あ
る
。『
枕
草
子
』
の
前
掲

二
重
傍
線
で
示
し
た
用
例
を
含
め
て
こ
れ
ら
の
用
例
で
は
「
語
れ
」「
語
り
て
」「
書
き
て
」

と
一
方
向
的
で
あ
る
が
、
双
方
向
性
を
意
識
し
始
め
る
と
「
語
り
聞
く
」
「
言
ひ
か
は
し
」

「
打
聞
な
ど
に
書
き
入
れ
」「
語
り
あ
は
せ
」
と
い
う
行
為
と
な
り
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
〈
歌

語
り
〉
と
も
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
『
枕
草
子
』
で
「
歌
」
が
他
の
言
語

行
為
と
密
接
に
関
わ
り
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
語
ら
い
の
語
群
に
注
目
す
る
こ
と

で
確
認
で
き
る
。 

（
１
２
）
山
本
淳
子
訳
注
『
紫
式
部
日
記
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫 

平
成
２
２
・
８ 

以
下
、

『
紫
式
部
日
記
』
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。
『
紫
式
部
集
』
（
山
本
利
達
校
注 

新
潮
日
本

古
典
集
成
『
紫
式
部
日
記 

紫
式
部
集
』
新
潮
社 

昭
和
５
５
・
２
）
に
も
「
ほ
の
か
に

語
ら
ひ
け
る
人
に
」（
９
２
）
、「
少
将
の
君
を
夜
な
夜
な
あ
ひ
つ
つ
語
ら
ふ
を
聞
き
て
」（
９

５
）
と
あ
る
。 

（
１
３
）
『
源
氏
物
語
』
「
総
角
」
巻 

鈴
木
日
出
男
他
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源

氏
物
語
』
四 

岩
波
書
店 

平
成
８
・
３ 

３
９
３
ペ
ー
ジ 

表
記
を
一
部
改
め
た
。 

（
１
４
）
『
源
氏
物
語
』
「
早
蕨
」
巻 

今
西
祐
一
郎
他
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏

物
語
』
五 

岩
波
書
店 

平
成
９
・
３ 

４
ペ
ー
ジ 

表
記
を
一
部
改
め
た
。 

（
１
５
）
『
源
氏
物
語
』
「
宿
木
」
巻 

今
西
祐
一
郎
他
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏

物
語
』
五 

岩
波
書
店 

平
成
９
・
３ 

７
８
ペ
ー
ジ 

表
記
を
一
部
改
め
た
。 

（
１
６
）
近
藤
み
ゆ
き
訳
注
『
和
泉
式
部
日
記
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫 

平
成
１
５
・
１
２ 

『
和

泉
式
部
日
記
』
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。 

（
１
７
）
原
岡
文
子
訳
注
『
更
級
日
記
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫 

平
成
１
５
・
１
２ 

『
更
級

日
記
』
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。 

（
１
８
）
武
内
は
る
恵
・
林
マ
リ
ヤ
・
吉
田
ミ
ス
ズ
著
『
相
模
集
全
釈
』
風
間
書
房 

平
成
３
・ 

１
２ 

（
１
９
）
犬
養
廉
校
注
『
四
条
宮
下
野
集
』 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
安
私
歌
集
』
岩
波

書
店 

平
成
６
・
１
２ 

 

（
２
０
）
久
保
木
哲
夫 

新
注
和
歌
文
学
叢
書
『
出
羽
弁
集
新
注
』
青
簡
舎 

平
成
２
２
・
４ 

 

（
二
〇
一
九
年
九
月
二
七
日
受
理
） 

 

 

 

平 

安 

仮 

名 

文 

芸 

の 

基 

層 

と 

し 

て 

の 

語 

ら 

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 


