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『
野
宮
」
は
、
確
証
の
な
い
ま
ま
、
長
く
世
阿
弥
の
作
と
さ
れ
て
き
種
「
文
章
の
巧

（
２
）

み
さ
か
重
ｂ
み
て
、
世
阿
弥
以
外
の
作
家
で
は
あ
り
得
な
い
」
と
思
わ
れ
た
（
田
中
允
）
か

ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
名
文
も
、
「
終
始
原
作
か
ら
の
引
用
に
う
ず
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

（
３
）

作
家
の
文
体
が
顔
を
出
す
ひ
ま
が
な
い
き
ら
い
が
あ
」
り
（
香
西
精
）
、
そ
う
し
た
「
原

典
依
存
」
の
強
さ
が
、
世
阿
弥
作
説
を
疑
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
「
作
者
不
明
、
伝
世
阿

弥
作
と
で
も
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
」
と
し
た
香
西
説
に
続
い
て
、
伊
藤
正
義
が
「
禅
竹

（
４
）

作
の
可
能
性
」
を
一
不
唆
し
、
こ
れ
に
は
、
『
源
氏
物
室
但
に
「
密
着
」
し
た
引
用
が
世
阿

同
じ
観
点
で
、
最
近
で
は
「
素
人
」
説
も
出
て
い
る
。
「
土
俗
的
・
民
俗
的
」
な
「
従
来
の

（
６
）

伝
統
的
な
芸
能
的
側
面
を
払
拭
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
（
石
黒
圭
ロ
次
郎
）
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
『
浮
舟
』
な
ど
と
と
も
に
、
「
源
氏
物
塞
坦
の
本
文
、
和
歌
、
寄
合
語
の
い
ず
れ
を
も
用

い
た
」
点
が
、
「
い
か
に
も
知
識
人
の
手
に
な
る
作
風
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
房
哩
本
幹
打
Ｔ

一
方
、
小
西
甚
一
は
、
「
あ
ま
り
に
も
複
雑
微
妙
な
情
趣
を
詞
章
で
こ
ま
か
に
書
き
あ

ら
わ
し
て
し
ま
」
っ
て
い
る
点
が
、
「
統
一
イ
メ
ー
ジ
が
わ
り
あ
い
単
純
な
」
世
阿
弥
ら

し
く
な
く
、
と
い
っ
て
そ
の
志
向
す
る
美
は
「
き
わ
め
て
世
阿
弥
的
」
で
、
「
禅
竹
で
は

あ
り
え
な
い
」
の
で
、
世
阿
弥
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
「
作
風
の
違
う
」
元
雅
を
消
去
し
て
、

（
８
）

残
っ
た
一
兀
能
の
作
か
と
推
定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
『
野
宮
』
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、
作
者
考
定
の
根
拠
と
し
て
詞
章
の

特
質
、
と
く
に
本
説
と
な
っ
た
『
源
氏
物
塞
こ
か
ら
の
「
書
承
」
（
八
島
）
性
が
論
じ
ら

作
の
可
能
性
」
を
示
唆
し
、
こ
れ
に
は
、
「
源
氏
物
語（
５
）

弥
の
主
張
と
相
違
す
る
と
い
う
八
島
正
治
も
従
っ
た
。

『
野
宮
』
の
文
体

れ
て
き
た
。
作
者
説
は
、
新
し
い
外
証
が
発
見
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
以
上
の
進
展
は

む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
詞
章
に
関
し
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
と
ど
の
程

度
「
密
着
」
し
て
い
る
の
か
（
あ
る
い
は
、
し
て
い
な
い
の
か
）
、
よ
り
正
確
に
把
握
す

る
た
め
に
は
、
何
度
で
も
点
検
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
物
語
の
多
様
な
視
点

が
夢
幻
能
の
シ
テ
に
集
中
し
て
読
み
換
え
ら
れ
て
い
く
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
、
い

く
つ
か
私
見
に
よ
る
問
題
点
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
そ
の
試
み
に
加
わ
り
た
い
。

日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
下
』
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
曲
を
十
段
に
分
か
つ
と
（
以

下
、
詞
章
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
）
、
第
一
段
の
ワ
キ
の
名
の
り
、
及
び
第
二
段
の
シ
テ

の
登
場
部
分
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
本
文
か
ら
の
直
接
の
引
用
が
認
め
ら
れ
な
い
。
し
い

て
挙
げ
れ
ば
、
「
黒
木
の
鳥
居
小
柴
垣
」
が
そ
れ
に
当
た
る
が
、
『
物
語
』
に
よ
ら
ず
と
も
、

野
宮
の
神
域
を
示
す
の
に
は
欠
せ
な
い
、
象
徴
的
な
景
物
で
あ
る
。
こ
の
二
語
の
み
採
り

上
げ
る
の
な
ら
、
『
物
語
』
と
の
直
接
的
な
関
係
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
二
語
が
、
他
の
類
似
す
る
性
格
の
語
群
と
響
き
合
う
と
き
、
換
起
さ
れ

る
『
物
語
』
世
界
そ
れ
自
体
が
、
総
体
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

秋
の
鞄
…
…
：
小
・
異
・
光
・
事
・
連

浅
芽
が
原
…
…
小
・
異
・
光
・
事
・
連

虫
の
声
…
…
…
小
・
異
・
光
・
事
・
連

『
物
語
』
語
躍
の
点
綴 西
村

聡
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松
風
…
…
…
…
光
。
連
②

小
柴
遍
一
…
…
…
小
・
異
。
（
光
）
・
事
・
連

板
屋
…
…
…
…
光
・
連

黒
木
の
鳥
居
…
小
・
異
・
光
・
事
・
連

火
焚
き
屋
…
…
光
・
連

夕
月
夜
…
…
…
小
・
異
・
事
・
連

榊
…
…
…
…
…
光
・
連

松
虫
…
…
…
…
小
・
異
・
事

①
河
内
本
・
別
本
系
『
源
氏
物
語
』
及
び
梗
概
書
。
寄
合
書
は
多
く
「
秋
の
草
」
。

②
「
う
ら
は
か
き
」
。

＊
略
称
は
次
の
と
お
り
。

小
…
『
源
氏
小
鏡
』
（
武
田
孝
『
源
氏
小
鏡
高
井
家
本
』
〈
教
書
出
版
セ
ン
タ
ー
〉

に
よ
る
）
。

異
…
『
源
氏
小
鏡
』
（
片
桐
洋
一
『
異
本
源
氏
こ
か
が
み
』
〈
和
泉
書
院
〉
に
よ

つ（））◎

光
…
『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
会
』
（
岡
見
正
雄
『
良
基
連
歌
論
集
一
一
一
』
〈
古
典
文

庫
〉
に
よ
る
）
。

事
…
『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
』
（
同
右
）
。

連
…
『
連
珠
合
壁
集
』
（
木
藤
・
重
松
『
連
歌
論
集
一
』
〈
三
弥
井
書
店
〉
に
よ

う（））。

＊
＊
『
野
宮
』
に
使
用
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
語
彙
の
う
ち
、
賢
木
巻
〔
野
宮
の

段
〕
中
の
も
の
を
、
『
物
語
』
に
出
る
順
に
掲
げ
、
梗
概
書
。
寄
合
書
の
そ
れ
と

ど
の
程
度
一
致
す
る
か
を
示
し
た
。
梗
概
書
。
寄
合
書
に
採
ら
れ
、
『
野
宮
』
に

採
ら
れ
な
い
主
な
語
彙
に
は
、

物
の
音
・
大
垣
・
神
官
・
注
連
の
外
・
賢
子
・
月
も
入
り
ぬ
る
に
や
（
入
方

●

秋
の
嵯
峨
野
を
観
光
に
訪
れ
た
ワ
キ
僧
は
、
「
野
の
宮
の
旧
跡
」
と
教
え
ら
れ
た
森
の

●

た
た
ず
ま
い
を
、
「
昔
に
変
は
ら
ぬ
有
様
な
り
」
と
い
ぶ
か
っ
て
い
う
（
》
。
か
っ
て
そ
の
眼

で
見
た
当
時
を
「
昔
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
後
醍
醐
時
代
を
最
後
に
廃
絶
し
池
野
宮
が

（
シ
テ
も
一
一
一
段
で
「
そ
の
後
は
こ
の
こ
と
絶
え
ぬ
れ
ど
も
」
と
述
べ
て
い
る
）
、
話
に
聞

く
「
昔
」
の
様
子
と
違
わ
な
い
こ
と
に
驚
い
て
い
る
わ
け
で
、
す
な
わ
ち
ワ
キ
は
、
こ
の

能
が
つ
く
ら
れ
た
室
町
現
代
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
ワ
キ
が
「
心
も
澄
め
る
」
と
い
う
野
宮
の
秋
の
夕
べ
を
、
シ
テ
は
「
身
を
砕
く
な

の
月
）

な
ど
が
あ
り
、
〔
野
宮
の
段
〕
の
後
日
諏
に
な
る
が
、
第
四
段
〔
ク
セ
〕
の
、

桂
の
お
ん
被
ひ
・
鈴
鹿
川
・
八
十
瀬
の
波
・
伊
勢
ま
で
た
れ
か

な
ど
も
重
要
な
寄
合
語
で
あ
る
。

曲
中
各
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
こ
う
し
た
語
句
が
、
同
時
代
の
梗
概
書
や
寄
合
書
の
た

ぐ
い
に
、
「
野
宮
ト
ァ
ラ
バ
」
あ
る
い
は
「
の
、
み
や
い
せ
な
ど
に
付
く
し
」
な
ど
と
し

て
、
賢
木
巻
か
ら
抽
出
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
こ
れ
ら
が
『
源
氏
物
語
』
享
受
の
鍵
語
Ｉ

読
者
に
は
い
わ
ば
常
識
的
な
語
蘂
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
、
そ
れ
と
と
も
に
こ
れ
ら

の
引
用
を
前
提
と
し
な
い
で
『
野
宮
』
の
世
界
を
構
成
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
思
わ
せ
る
。

お
そ
ら
く
、
引
用
を
意
識
す
る
以
前
に
、
引
用
は
必
然
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
使
用
語
彙
の
量
的
な
分
析
か
ら
、
原
典
と
の
距
離
（
「
密
着
」
度
）
を

は
か
る
こ
と
、
も
し
く
は
い
ず
れ
の
梗
概
書
。
寄
合
書
を
経
由
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
議

論
、
は
無
意
味
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
切
り
取
ら
れ
、
自
立
し
て
存
在
し
た
単
位
が
、
『
物

語
』
の
残
像
を
洩
き
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
能
の
あ
た
ら
し
い
文
脈
を
構
成
す
る
か
、
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

前
ン

テ
の

薑
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る
夕
ま
ぐ
れ
」
と
承
け
、
悲
痛
な
面
持
ち
で
独
白
す
る
。

花
に
慣
れ
来
し
野
の
宮
の
、
ノ
ー
１
１
、
秋
よ
り
後
は
い
か
な
ら
ん
。
折
し
も
あ
れ

物
の
淋
し
き
秋
暮
れ
て
、
な
ほ
萎
り
行
く
袖
の
露
、
身
を
砕
く
な
る
夕
ま
ぐ
れ
、
心

の
色
は
お
の
づ
か
ら
、
千
種
の
色
に
移
る
ひ
て
、
衰
ふ
る
身
の
慣
ら
ひ
か
な
・

「
花
に
慣
れ
来
し
」
の
「
花
」
は
光
源
氏
の
愛
を
、
「
秋
よ
り
後
は
」
の
「
秋
」
は
彼

の
「
飽
き
」
を
、
暗
示
さ
せ
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
御
息
所
は
忍
び
所
の
愛
人

に
す
ぎ
ず
、
男
の
訪
れ
は
ま
れ
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
花
」
を
そ
の
よ
う
に
限
定
す
る
と
、

「
慣
れ
来
し
」
が
そ
ぐ
わ
な
い
。
「
妹
背
の
心
浅
か
ら
」
ず
、
彼
女
を
春
の
花
の
よ
う
に
愛

し
た
の
は
、
む
し
ろ
前
坊
と
呼
ば
れ
る
亡
き
夫
で
あ
っ
た
（
第
四
段
〔
ク
リ
〕
）
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
一
方
で
、
「
秋
」
Ⅱ
「
飽
き
」
が
、
源
氏
を
待
つ
身
の
不
安
か
ら
発
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
、
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
前
坊
や
源
氏
と
い
っ
た
貴
公
子
た
ち
に
愛
さ
れ
た

若
い
頃
ｌ
「
花
」
は
そ
の
程
度
に
、
ゆ
る
や
か
に
解
す
べ
誉
か
も
し
れ
な
い
・

そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
秋
よ
り
後
は
い
か
な
ら
ん
」
、
あ
る
い
は
「
衰
ふ
る
身
の
慣
ら
ひ

か
な
」
と
い
う
慨
嘆
は
、
御
息
所
生
前
の
発
想
に
ち
が
い
な
い
。
同
時
に
、
死
後
数
百
年

の
今
な
お
、
「
来
て
し
も
あ
ら
ぬ
仮
の
世
に
、
行
き
帰
る
」
亡
霊
の
迷
い
を
、
正
視
す
る

理
性
も
は
た
ら
い
て
い
る
。

こ
の
、
生
前
・
死
後
、
二
つ
の
意
識
の
混
在
は
、
す
で
に
『
井
曾
こ
に
お
い
て
完
成
さ

れ
た
女
体
夢
幻
能
に
特
徴
的
な
手
法
で
あ
る
輪
）
『
野
宮
』
の
作
者
も
ま
た
、
シ
テ
の
心

象
を
映
す
と
も
い
え
る
晩
秋
の
自
然
を
織
り
込
ん
で
、
美
し
い
和
歌
的
な
詞
章
に
つ
づ
っ

て
ゆ
く
。
「
源
氏
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
も
ろ
ん
の
こ
と
、
引
歌
の
指
摘
も
知
ら
な
い
、

た
と
え
ば
第
二
段
の
〔
上
ゲ
奇
〕
が
、
『
閑
吟
集
』
に
採
録
さ
れ
る
ほ
ど
愛
論
さ
れ
た
事

実
は
、
作
者
の
力
量
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
忽
然
と
現
れ
た
上
品
な
女
性
に
対
し
て
、
「
い
か
な
る
人
」
か
と

ワ
キ
が
問
う
．
あ
な
た
の
方
こ
そ
お
名
の
り
な
さ
い
Ｉ
こ
れ
が
女
の
返
事
で
あ
っ
た
．

ど
こ
の
誰
と
も
知
れ
な
い
お
方
が
お
い
で
に
な
る
に
は
禅
り
が
あ
る
。
と
っ
と
と
お
帰
り

『
源
氏
物
垂
ど
の
言
葉
そ
の
ま
ま
の
、
長
文
の
引
用
が
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
、

「
昔
を
恩
ひ
絵
ふ
、
謂
は
れ
」
を
問
わ
れ
た
前
シ
テ
が
、
次
の
よ
う
に
語
り
始
め
る
部
分

で
あ
る
。
賢
木
巻
の
該
当
箇
所
と
並
記
し
て
く
ら
べ
て
み
ろ
。

〔
源
氏
物
語
・
賢
木
〕

…
月
ご
ろ
の
つ
も
り
を
、
つ
き
づ
き
し
う
聞
こ
え
何
渕
刷
む
も
ま
ば
ゆ
き
ほ
ど
に
な

～
７

り
に
け
れ
ば
、
榊
を
い
さ
さ
か
折
り
て
持
刈
汕
司
刊
り
け
る
を
さ
し
入
れ
て
、
「
変
ら

～
ｉ

ぬ
色
を
し
る
べ
に
て
こ
そ
、
斎
垣
も
越
え
は
べ
り
に
け
れ
。
さ
も
心
う
ぐ
」
と
、
聞

こ
え
た
ま
へ
ば
、

神
垣
は
し
る
し
の
杉
も
な
き
も
の
を
い
か
に
ま
が
へ
て
折
れ
る
ざ
か
き
ぞ

と
聞
こ
え
対
汕
珂
刮
ば
、
（
源
氏
の
返
歌
以
下
省
略
）
・
・
…
・

（
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
二
』
に
よ
る
）

〔
野
宮
〕

－
１
～
～

光
源
氏
こ
の
所
に
詣
で
袷
ひ
し
は
、
長
月
七
日
の
日
け
ふ
に
当
た
れ
り
、
そ
の
時
い

さ
さ
か
持
ち
矧
引
ｕ
榊
の
枝
を
、
忌
垣
の
内
に
挿
し
置
き
絵
へ
ぼ
、
御
息
所
と
り
あ

な
さ
い
、
と
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
の
応
対
ぶ
り
で
、
遊
山
の
僧
を
た
じ
ろ
が
せ
る
。
こ
の
あ
た

り
、
御
息
所
の
冷
た
く
強
い
性
格
を
や
や
誇
張
し
た
造
型
と
見
え
、
「
人
こ
そ
知
ら
れ
」

の
く
り
返
し
に
は
、
他
人
の
視
線
が
気
に
な
る
ヒ
ロ
イ
ン
意
識
を
読
み
と
ら
せ
よ
う
と
す

る
か
の
ど
と
く
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
一
一
一
段
ほ
ど
（
正
確
に
は
第
三
段
の
前
半
ま
で
）
は
、
『
源
氏
物
雪
邑

を
直
接
に
引
く
こ
と
な
く
、
し
か
し
原
典
を
よ
く
消
化
し
、
様
々
な
工
夫
も
凝
ら
さ
れ
て
、

引
用
箇
所
と
く
ら
べ
て
遜
色
が
な
い
詞
章
に
仕
上
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
後
段
も

同
様
）
。三
回
想
の
生
理
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ど
れ
ほ
ど
「
昔
」
の
こ
と
に
な
る
の
か
、
九
月
七
日
の
今
日
、
光
源
氏
が
こ
こ
野
宮
に

参
詣
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
来
訪
に
至
る
経
緯
や
対
面
の
模
様
を
纏
述
す
る
が
、

能
で
は
い
き
な
り
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
（
巻
名
は
こ
こ
に
由
来
し
、
梗
概
書
。
寄
合
書
も
多

く
こ
の
歌
〈
及
び
源
氏
の
返
歌
〉
の
み
を
掲
出
す
る
）
に
触
れ
、
榊
の
枝
を
め
ぐ
る
和
歌

の
贈
答
を
も
っ
て
、
懐
旧
の
「
謂
は
れ
」
と
す
る
。

こ
の
飛
躍
は
、
観
客
の
知
識
へ
の
信
頼
と
い
う
よ
り
、
三
人
称
を
よ
そ
お
い
つ
つ
、
実

は
自
己
の
体
験
を
語
る
前
シ
テ
の
、
連
想
の
生
理
で
あ
ろ
う
。
里
の
女
に
徹
す
る
な
ら
、

「
光
源
氏
こ
の
所
に
詣
で
絵
ひ
し
は
」
の
句
に
訪
問
の
相
手
御
息
所
の
名
を
入
れ
、
御
息

所
の
詠
に
は
源
氏
の
返
歌
を
つ
が
え
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。

｜
見
同
文
的
な
両
者
の
間
に
は
、
そ
う
し
た
微
妙
な
出
入
り
を
指
摘
で
き
、
そ
れ
が
ど

の
程
度
作
者
の
意
図
し
た
改
変
な
の
か
、
即
断
し
え
な
い
に
せ
よ
、
里
の
女
と
御
息
所
と
、

交
錯
し
た
二
つ
の
意
識
が
読
み
と
れ
そ
う
で
あ
る
。
前
シ
テ
の
懐
旧
は
、
語
り
始
め
た
は

じ
め
か
ら
、
亡
霊
の
正
体
を
つ
つ
み
き
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

傍
線
部
を
比
較
す
る
と
、
源
氏
や
御
息
所
に
対
す
る
語
り
手
の
敬
意
で
あ
っ
た
『
物
語
』

の
「
た
ま
ふ
」
は
、
そ
の
ま
ま
前
シ
テ
の
敬
意
に
重
な
り
、
「
御
息
所
と
り
あ
へ
ず
、
…

と
、
詠
み
給
ひ
し
」
と
自
己
を
も
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
里
の
女
の
立

場
を
く
ず
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
源
氏
来
訪
を
回
想
す
る
の
に
、
『
物
語
』
で
は
「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
た
波

線
部
が
、
『
野
宮
』
に
な
る
と
「
き
」
に
変
わ
る
。
野
宮
廃
絶
後
の
室
町
現
代
か
ら
す
る

時
間
的
な
遠
さ
が
、
里
の
女
と
し
て
の
前
シ
テ
に
、
直
接
体
験
し
た
は
ず
の
な
い
で
き
ご

と
を
、
読
者
の
常
で
『
物
語
』
内
に
感
情
移
入
し
、
目
撃
者
の
眼
で
事
実
化
し
た
と
見
る

べ
き
か
、
「
き
」
に
よ
っ
て
回
想
さ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
御
息
所
の
当
事
者
と
し
て

の
「
経
験
回
想
」
と
も
読
め
よ
う
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
前
シ
テ
の
両
義
性
が
浮
か
び

ｌ

詠
み
緒
ひ
し
も
、
け
ふ
ぞ
か
し

へ
ず
、
神
垣
は
、
し
る
し
の
杉
も
な
き
も
の
を
、
い
か
に
粉
へ
て
折
れ
る
榊
ぞ
と
、
上
が
っ
て
く
る
。

右
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
雪
但
の
語
り
手
の
視
線
を
前
シ
テ
に
移
行
さ
せ
る
と
と
も
に
、

『
野
宮
』
で
は
、
光
源
氏
の
心
中
を
も
、
御
息
所
の
思
惟
に
転
用
す
る
例
が
、
い
く
つ
か

見
え
る
。
そ
の
一
つ
は
、
す
で
に
大
系
（
補
注
九
五
）
等
に
指
摘
さ
れ
た
、
第
四
段
〔
ク

セ
〕
の
冒
頭
で
あ
る
。

〔
源
氏
物
語
・
賢
木
〕

…
い
と
ど
御
心
の
い
と
ま
な
け
れ
ど
、
つ
ら
き
も
の
に
恩
ひ
は
て
た
ま
ひ
な
む
も

い
と
ほ
し
く
、
人
聞
き
情
な
く
や
と
、
思
し
お
こ
し
て
、
野
宮
に
参
う
で
た
ま
ふ
。

…
…
は
る
け
き
野
辺
を
分
け
入
り
た
ま
ふ
よ
り
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
。

〔
野
宮
〕

辛
き
も
の
に
は
、
さ
す
が
に
恩
ひ
果
て
絵
は
ず
、
遇
け
き
野
の
宮
に
、
分
け
入
り

絵
ふ
お
ん
心
、
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
け
り
や
、

源
氏
の
野
宮
訪
問
は
、
御
息
所
へ
の
同
情
と
世
間
体
へ
の
配
慮
か
ら
な
さ
れ
た
と
さ
れ

（
皿
）

て
い
た
。
積
極
的
な
、
逢
お
う
と
す
る
意
志
か
雷
ｂ
の
行
動
で
は
な
か
っ
た
。
御
息
所
が
、

自
分
の
こ
と
を
、
つ
れ
な
い
男
だ
と
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
の
も
い
た
わ
し
く
、
重
い
腰
を

上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
源
氏
の
心
中
を
知
ら
な
い
御
息
所
で
も
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
行
動
に
ふ
み

き
っ
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感
動
が
、
「
さ
す
が
に
思
ひ
果
て
た
ま
は
ず
」
と
、
彼
の
誠
意

を
確
認
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
恩
ひ
果
つ
」
の
主
語
が
、
御
息
所
か
ら
源
氏
へ
転
換
し
、

そ
れ
に
伴
っ
て
、
そ
の
主
体
を
見
つ
め
る
人
物
も
、
源
氏
か
ら
御
息
所
へ
と
転
換
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

『
物
語
』
は
、
行
動
す
る
源
氏
の
心
を
通
し
て
語
ら
れ
、
『
野
宮
』
で
は
待
ち
受
け
る

四
釘
息
所
へ
の
掴
息
の
集
中
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御
息
所
の
側
か
ら
行
動
が
評
価
さ
れ
る
。
御
息
所
へ
の
視
点
の
集
中
は
、
行
動
を
促
し
た

源
氏
の
「
お
ん
心
」
を
た
た
え
る
「
も
の
あ
は
れ
」
の
使
用
法
に
も
見
ら
れ
、
こ
の
評
語

は
、
『
物
語
』
で
蝿
）
訪
れ
た
野
宮
の
風
情
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
「
情
を

掛
け
て
さ
ま
ざ
ま
の
、
一
一
一
一
口
葉
の
露
も
い
ろ
い
ろ
の
、
お
ん
心
の
内
ぞ
劇
刷
利
創
引
］
も
、

「
月
も
入
り
ぬ
る
に
や
、
あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
つ
つ
、
恨
み
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
こ

こ
ら
恩
ひ
あ
つ
め
た
ま
へ
る
つ
ら
さ
も
消
え
ぬ
べ
し
」
と
い
う
、
夜
半
の
空
の
風
情
に
関

す
る
評
語
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
．

〔
源
氏
物
語
・
賢
木
〕

も
の
は
か
な
げ
な
る
小
柴
垣
を
大
垣
に
て
、
板
屋
ど
も
あ
た
り
あ
た
り
い
と
か
り

そ
め
な
り
。
（
中
略
）
火
焼
屋
か
す
か
に
光
り
て
、
人
げ
少
な
く
し
め
じ
め
と
し

て
、
こ
こ
に
も
の
恩
は
し
き
人
の
、
月
日
を
隔
て
た
ま
へ
ら
む
ほ
ど
を
恩
し
や
る

に
、
い
と
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
心
苦
し
・

〔
野
宮
〕

も
の
は
か
な
し
や
小
柴
垣
、
い
と
仮
そ
め
の
お
ん
住
ま
ひ
、
今
も
火
焚
屋
の
幽
か
．

な
る
、
光
は
わ
が
思
ひ
内
に
あ
る
、
色
や
外
に
見
え
つ
ら
ん
、
あ
ら
淋
し
宮
所
、

あ
ら
淋
し
こ
の
宮
所
。

第
三
段
〔
上
ゲ
奇
〕
か
ら
、
も
う
一
例
示
し
て
お
く
。
『
物
語
』
の
地
の
文
は
、
は
る

か
に
広
が
る
嵯
峨
野
の
原
を
分
け
入
り
、
し
だ
い
に
御
息
所
母
子
の
住
ま
い
に
近
づ
く
源

氏
の
眼
が
カ
メ
ラ
に
な
っ
て
、
「
も
の
は
か
な
げ
な
る
小
柴
垣
」
や
「
い
と
か
り
そ
め
」

な
「
板
屋
ど
も
」
の
た
た
ず
ま
い
を
映
し
出
す
。
御
息
所
の
登
場
は
こ
の
あ
と
の
こ
と
で

あ
る
。「
小
柴
垣
」
や
「
板
屋
ど
も
」
は
、
源
氏
以
外
の
人
物
が
見
て
も
、
「
も
の
は
か
な
げ
」

で
「
い
と
か
り
そ
め
」
な
様
子
に
見
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
ま
ま
地
謡
に
借
用
し
て
、

前
シ
テ
の
立
場
か
ら
、
御
息
所
の
「
住
ま
ひ
」
に
は
「
お
ん
」
を
冠
し
て
、
敬
意
が
表
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
は
、
源
氏
の
眼
か
ら
御
息
所
の
眼
に
転
換
さ
れ
た
と
は
い
え
、
い

ち
お
う
、
前
シ
テ
Ⅱ
里
の
女
が
場
面
を
客
観
し
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
火
焚
屋
の
か
す
か
な
光
に
「
も
の
思
は
し
き
人
」
Ⅱ
御
息
所
の
苦
悩
を
連

想
す
る
の
は
、
『
物
語
』
を
踏
璽
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
見
る
人
物
が
源
氏
か
ら
前
シ
テ
に

変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
光
は
わ
が
恩
ひ
」
と
、
前
シ
テ
は
対
象
化
さ
れ
た
御
息
所
と

（通）
の
距
離
を
失
っ
て
し
ま
う
。
「
あ
は
れ
に
心
苦
し
」
と
同
情
す
る
余
裕
は
な
く
な
り
、
「
あ

ら
淋
し
」
と
自
己
の
感
情
を
く
り
返
し
吐
露
し
て
、
先
に
挙
げ
た
第
四
段
の
御
息
所
主
体

の
〔
ク
セ
〕
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

後
場
で
は
、
第
九
段
に
、
有
名
な
車
の
所
争
い
の
場
面
が
、
葵
巻
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
。

〔
源
氏
物
語
・
葵
〕

よ
き
女
房
車
多
く
て
、
雑
々
の
人
な
き
隙
を
思
ひ
定
め
て
み
な
さ
し
退
け
さ
す
る
中

に
、
網
代
の
す
こ
し
馴
れ
た
る
が
、
下
簾
の
さ
ま
な
ど
よ
し
ば
め
ろ
に
、
（
中
略
）

〔
野
宮
〕

強
く
て
手
触
れ
さ
せ
ず
。
（
中
略
）
つ
ひ
に
御
車
ど
も
立
て
つ
づ
け
つ
れ
ば
、
副
車

の
奥
に
押
し
や
ら
れ
て
も
の
も
見
え
ず
。
心
や
ま
し
き
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
か
か

る
や
つ
れ
を
そ
れ
と
知
ら
れ
ぬ
る
が
、
い
み
じ
う
ね
た
き
こ
と
限
り
な
し
。
楊
な
ど

も
み
な
押
し
折
ら
れ
て
、
す
ず
ろ
な
る
車
の
筒
に
う
ち
か
け
た
れ
ば
、
ま
た
な
う
人

わ
ろ
く
、
梅
し
う
何
に
来
つ
ら
ん
、
と
恩
ふ
に
か
ひ
な
し
。

「
こ
れ
は
、
さ
ら
に
さ
や
う
に
さ
し
退
け
な
ど
す
べ
き
御
車
に
も
あ
ら
ず
」
と
、
ロ

ワ
キ
ベ
所
狭
き
ま
で
立
て
並
ぷ
る
、

シ
テ
ベ
物
見
車
の
さ
ま
ざ
ま
に
、
殊
に
時
め
く
葵
の
上
の
、

ワ
キ
ベ
お
ん
車
と
て
人
を
払
ひ
、
立
ち
騒
ぎ
た
る
そ
の
中
に
、

シ
テ
筑
身
は
小
車
の
や
る
か
た
も
、
な
し
と
答
へ
て
立
て
置
き
た
る
、

ワ
キ
前
車
の
前
後
に

シ
テ
、
ぱ
っ
と
寄
り
て

地
謡
、
人
び
と
鐘
に
取
り
付
き
つ
つ
、
人
賜
ひ
の
奥
に
押
し
遣
ら
れ
て
、
物
見
車

４３



の
力
も
な
き
、
身
の
程
ぞ
恩
ひ
知
ら
れ
た
る
。
…
…

梗
概
書
類
と
も
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
原
典
か
ら
の

直
接
の
要
約
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
う
は
っ
き
り
と
、
正
体
を
あ
ら

わ
し
た
後
シ
テ
Ⅱ
御
息
所
そ
の
人
の
、
回
想
の
か
た
ち
を
と
っ
た
引
用
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
葵
上
方
の
乱
暴
に
抵
抗
し
た
従
者
の
言
動
が
、
そ

れ
も
御
息
所
の
感
情
を
反
映
し
た
も
の
で
は
あ
り
、
『
野
宮
』
で
は
、
「
身
は
小
車
の
や
る

か
た
も
な
し
」
と
い
う
屈
折
し
た
、
御
息
所
主
体
の
言
動
に
移
し
変
え
て
い
る
。

し
か
し
、
何
百
年
も
の
時
間
の
堆
積
が
、
御
息
所
の
外
に
向
か
う
感
情
を
や
わ
ら
げ
、

「
身
の
程
」
（
こ
の
表
現
は
、
御
息
所
の
詠
歌
「
影
を
の
み
み
た
ら
し
川
の
つ
れ
な
き
に
身

の
う
き
ほ
ど
ぞ
い
と
ど
知
ら
る
る
」
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
を
思
い
知
ら
せ
、
「
報
ひ

の
罪
」
を
観
じ
さ
せ
て
い
る
。

最
後
に
、
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
。

つ
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
の
関
係
分
は
、
次
の
よ
う
な
柱
か
ら
成
っ
て
い
る
。

Ｉ
源
氏
、
野
宮
訪
問
を
決
意
（
「
つ
ら
き
も
の
に
恩
ひ
は
て
た
ま
ひ
な
む
●
も
い
と

ほ
し
く
…
」
）

Ⅱ
野
宮
の
風
情
（
「
は
る
け
き
野
辺
を
分
け
入
り
た
ま
ふ
よ
り
…
」
）

Ⅲ
対
面
Ｉ
榊
の
歌
の
贈
答
（
「
北
の
対
の
さ
る
べ
会
所
に
立
ち
隠
れ
た
ま
ひ
て
・
・
」
）

Ⅳ
源
氏
の
慰
留
に
御
息
所
の
心
乱
れ
る
（
「
心
に
ま
か
せ
て
見
た
て
ま
つ
り
つ
く

く
…
」
）

Ｖ
暁
の
別
れ
（
「
や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
…
」
）

Ⅵ
御
息
所
の
嘆
き
つ
の
る
（
「
御
文
、
常
よ
り
も
こ
ま
や
か
な
る
は
…
」
）

Ⅶ
桂
川
の
被
え
（
十
六
日
、
桂
川
に
て
御
板
し
た
ま
ふ
…
」
）

五
九
（
月
七
日
の
》
曇
味

Ⅷ
伊
勢
下
向
途
次
、
和
歌
の
贈
答
（
「
暗
う
出
で
た
ま
ひ
て
…
」
）

こ
れ
に
対
し
て
、
『
野
宮
』
第
三
・
四
段
の
前
シ
テ
に
よ
る
こ
の
数
場
面
の
紹
介
は
、

次
の
よ
う
な
順
序
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

〈
第
三
段
〉

〔
掛
ヶ
合
〕
…
Ⅲ
（
そ
の
時
い
さ
さ
か
持
ち
絵
ひ
し
榊
の
枝
を
、
忌
垣
の
内
に
挿
し

置
き
絵
へ
ぼ
…
」
）

〔
上
げ
奇
〕
…
Ⅱ
（
「
も
の
は
か
な
し
や
小
柴
垣
、
い
と
仮
そ
め
の
お
ん
住
ま
ひ
…
」
）

〈
第
四
段
〉

〔
ク
セ
〕

Ｉ
（
「
辛
き
も
の
に
は
、
さ
す
が
に
思
ひ
果
て
絵
は
ず
」
）

Ⅱ
（
「
遇
け
き
野
の
宮
に
、
分
け
入
り
絵
ふ
お
ん
心
…
」
）

Ⅳ
（
「
情
を
掛
け
て
さ
ま
ざ
ま
の
、
言
葉
の
露
も
い
ろ
い
ろ
の
…
」
）

Ⅶ
（
「
そ
の
後
桂
の
お
ん
板
ひ
…
」
）

Ⅷ
（
行
く
へ
も
鈴
鹿
川
、
八
十
瀬
の
波
に
濡
れ
濡
れ
ず
…
」
）

第
三
段
に
は
、
「
長
月
七
日
」
が
三
回
、
「
け
ふ
」
が
四
回
も
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ

（
脚
）

ど
、
能
の
御
息
所
に
と
っ
て
、
こ
の
日
は
記
念
す
べ
き
一
日
で
あ
っ
た
ｃ
な
か
で
も
忘
れ

ら
れ
な
い
の
は
源
氏
が
御
簾
の
内
に
さ
し
入
れ
た
榊
の
枝
を
め
ぐ
る
和
歌
の
贈
答
で
、
前

述
の
と
お
り
、
こ
れ
が
最
初
に
回
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
贈
答
を
き
っ
か
け
に
、
気
ま
ず

か
っ
た
一
一
人
の
心
が
通
い
合
い
、
「
来
し
方
行
く
先
」
を
思
っ
て
と
も
に
「
お
ぼ
し
乱
る

る
」
Ⅳ
に
つ
な
が
る
、
最
も
濃
密
な
時
間
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

『
物
語
』
で
は
、
翌
朝
の
別
れ
の
場
面
を
併
せ
て
、
Ⅱ
１
Ｖ
が
〔
野
宮
の
段
〕
を
形
成

す
る
。
と
こ
ろ
が
『
野
宮
』
で
は
、
こ
の
有
名
な
〈
暁
の
別
れ
〉
（
こ
の
語
、
寄
合
語
で

も
あ
る
）
Ｖ
が
、
前
シ
テ
の
回
想
か
ら
欠
落
し
て
お
り
、
Ⅳ
の
あ
と
は
Ⅶ
へ
飛
躍
す
る
。

そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
源
氏
が
は
る
ば
る
と
嵯
峨
野
を
分
け
入
っ
て
御
息
所
を
訪
ね
る
く
だ

り
Ⅱ
が
、
原
典
に
か
な
り
「
密
着
」
し
た
か
た
ち
で
、
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
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要
す
る
に
、
『
物
窒
起
で
は
永
遠
の
別
れ
の
た
め
の
訪
問
で
あ
っ
た
「
九
月
七
日
」
が
、

同
じ
く
翌
朝
の
別
れ
を
ひ
か
え
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
、
長
く
訪
れ
の
な
か
っ
た

源
氏
が
や
っ
と
来
て
く
れ
た
こ
と
の
喜
び
が
上
ま
わ
っ
て
亡
霊
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
一
日

と
し
て
、
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

抜
け
落
ち
た
ｖ
の
場
面
か
ら
は
、
し
か
し
、
別
れ
に
あ
わ
れ
を
添
え
る
松
虫
の
声
と
ひ

や
や
か
に
吹
く
風
と
（
「
風
い
と
冷
や
か
に
吹
き
て
、
松
虫
の
鳴
き
か
ら
し
た
る
声
も
、

を
り
知
り
顔
な
る
を
」
）
が
、
結
末
近
く
の
第
十
一
段
〔
ノ
リ
地
〕
の
地
謡
に
引
か
れ
、

露
打
ち
払
ひ
、
訪
は
れ
し
わ
れ
も
、
そ
の
人
も
、
た
だ
夢
の
世
と
、
古
り
行
く
跡

な
る
に
、
た
れ
松
虫
の
音
は
、
り
ん
り
ん
と
し
て
、
風
莊
々
た
る
、
野
の
宮
の
夜

す
が
ら
、
懐
か
し
や
。

そ
れ
ら
が
『
物
窒
邑
で
は
暁
と
い
う
時
間
に
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
夜
す

が
ら
」
語
り
、
舞
う
亡
霊
が
、
姿
を
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
近
づ
い
て
い
る
こ
と

を
、
『
物
塞
坦
の
読
者
で
も
あ
る
観
客
に
は
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
『
能
本
作
者
注
文
』
『
い
ろ
は
作
者
注
文
』
『
歌
謡
作
者
老
』
『
二
百
拾
番
謡
目
録
』

な
ど
。
な
お
、
『
自
家
伝
抄
』
は
、
「
世
阿
弥
百
七
拾
九
番
」
の
中
に
「
野
宮
但
異
作
」

と
す
る
。

（
２
）
『
日
本
文
学
史
３
中
世
』
（
至
文
堂
、
一
九
五
五
年
刊
）
第
十
章
劇
文
学
。
能
勢
朝

次
『
能
楽
源
流
署
こ
（
岩
波
書
店
、
一
九
一
一
一
八
年
二
月
刊
）
も
「
曲
柄
詞
章
も
又
す

ぐ
れ
て
戻
る
か
ら
、
世
阿
弥
作
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
３
）
「
野
宮
」
（
『
観
世
』
羽
ノ
９
、
一
九
六
二
年
九
月
。
『
能
謡
新
考
』
所
収
）
。
香
西

以
後
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
下
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
一
一
年
一
一
月
刊
）
、

『
総
合
新
訂
版
能
楽
全
書
』
第
六
巻
（
東
京
創
元
社
、
一
九
八
一
年
八
月
刊
）
所
掲
「
能

現
行
曲
一
覧
」
な
ど
も
不
明
と
す
る
。

（
４
）
『
金
春
禅
竹
の
研
究
』
【
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
七
○
年
一
○
月
刊
）
。

（
５
）
「
世
阿
弥
の
構
成
論
・
作
詞
論
か
ら
見
た
「
野
の
宮
」
「
定
家
」
（
『
能
研
究
と
評

藝
堅
１
、
’
九
七
二
年
一
二
月
）
。

（
６
）
「
『
源
氏
物
雪
邑
と
中
世
芸
能
（
続
と
（
『
専
修
国
文
』
訂
、
’
九
八
○
年
九
月
。

『
中
世
演
劇
の
諸
相
』
所
収
）
。

（
７
）
「
『
源
氏
物
語
』
と
謡
曲
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
蛆
ノ
、
、
一
九
八
三
年
七
月
）
。

（
８
）
「
能
と
源
氏
物
語
」
（
『
観
世
』
⑭
ノ
２
、
一
九
七
三
年
一
一
月
）
。

（
９
）
山
中
智
恵
子
『
斎
宮
志
』
（
大
和
書
房
、
一
九
八
○
年
一
○
月
刊
）
所
掲
「
斎
宮

表
・
斎
宮
関
係
年
表
」
参
照
。

（
、
）
拙
稿
「
「
人
待
つ
女
」
の
「
今
」
と
「
昔
」
ｌ
能
『
井
眞
論
」
（
喜
聿
学
館
大

学
紀
壷
産
旧
、
一
九
八
○
年
一
月
）
。

（
、
）
た
だ
し
、
今
川
範
政
『
源
氏
物
語
提
要
』
（
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
二
巻

く
桜
楓
社
》
な
ど
は
、
「
源
氏
御
と
こ
ろ
に
は
ふ
か
く
覚
し
め
ざ
ね
と
も
、
此
み
や
す

所
は
度
々
怨
霊
に
成
給
へ
は
、
も
し
又
、
紫
上
な
と
へ
つ
か
れ
て
は
い
か
ｈ
と
覚
し
め

し
て
、
野
の
宮
へ
も
た
つ
ね
と
ふ
ら
ひ
絵
ふ
也
」
と
す
る
。

（
、
）
『
物
窒
起
で
は
、
「
彼
と
彼
女
の
か
な
し
み
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
こ
と
を
し
な

い
で
、
そ
の
か
な
し
み
を
あ
く
ま
で
と
と
の
え
「
も
の
あ
は
れ
な
り
」
と
表
現
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
」
（
根
来
司
『
平
安
女
流
文
学
の
文

章
の
研
究
』
〈
笠
間
書
院
、
一
九
六
九
年
一
○
月
刊
》
。

（
過
）
野
村
精
一
は
「
作
者
、
語
り
手
、
聴
き
手
、
読
者
、
…
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て

同
時
的
に
そ
の
感
性
を
ゆ
さ
ぶ
る
と
い
う
機
能
を
帯
び
て
、
こ
こ
に
置
か
れ
た
こ
と
ば

な
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
「
野
宮
の
わ
か
れ
」
〈
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
二
集

〔
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
二
月
刊
〕
〉
）
。

（
ｕ
）
河
内
本
・
別
本
系
諸
本
、
「
七
月
八
日
の
程
」
「
十
よ
日
の
ほ
ど
」
な
ど
と
す
る
。

ま
た
、
梗
概
書
。
寄
合
書
の
類
で
は
、
『
源
氏
物
語
抜
書
抄
』
が
「
長
月
七
日
ば
か
り
」

４５



と
す
る
ほ
か
は
、
「
九
月
七
八
日
」
（
『
源
氏
大
鏡
』
『
光
源
氏
一
部
歌
』
等
）
「
九
月
十
六

日
」
（
『
源
氏
小
鏡
』
『
源
氏
物
語
提
要
』
『
光
源
氏
一
部
連
歌
害
合
之
事
』
等
）
な
ど

が
多
い
。

（
金
沢
大
学
文
学
部
講
師
）

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
金
沢
古
典
文
学
研
究
会
一
九
八
二
年
二
月
例
会
で
の
口
頭
発
表
を

も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
い
ろ
い
ろ
と
有
益
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
故
原
田

行
造
先
生
に
深
謝
し
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。

|Ｉ

…
’
一

…
③

雪
華
と
加
賀
の
精
神
風
土

痘
驚
簾
態
蕊
酌
し
て
趣
…
灘
蕊
雛
騒
騒
蕊
霊
一

篝
零
霊
菫
雲
霧
篝
譲
一

膳
当
…
：
鐘
…
壁
蟻
…
た
と
い
筵
子
；
簿
…
…
…
…
菱

現
実
に
、
雪
深
い
任
国
で
の
生
活
は
？
国
司
階
級
の
人
壁
も
、
沈
遍
な
空
間
の
激
糸
を
払
拭
す
る
。
更
に
は
、
薯
一

念
腱
と
っ
て
、
：
ソ
テ
；
な
＄
の
で
は
な
か
っ
た
．
修
鰯
武
屡
も
静
腫
な
繍
屋
に
優
蘂
鵡
臓
な
や
ぎ
を
一

も
の
で
あ
ろ
う
か
と
蘇
惑
し
、
一
年
余
り
で
帰
京
し
て
ぃ
由
紀
夫
は
、
金
沢
に
深
い
関
心
を
寄
せ
、
蔓
し
ぃ
塁
｜

ロ
ン
で
ゲ
ー
ム
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
爾
欝
賞
が
、
い
冬
の
高
と
の
対
鱒
鳴
い
て
・
露
雫
か
聾
愚
丸
谷
一

瞥
定
子
の
も
と
で
、
白
鎧
塞
轌
に
「
こ
藷
え
さ
焼
爵
欝
“
の
み
か
、
焚
鱗
掛
握
灘
騨
繭
の
冷
一

の對鰡蕊窯篝・鮎註篭鱗鵬鯛沸鰄繍酌澗繍一

四
強
露
す
る
冠
り
干
辛
刀
苫
を
饗

巴
圏
と
手
び
白
廻
阻

湖
離
臘
を
鰯
る
輔
六
画
の
風
稽
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