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は
じ
め
に

　

最
近
、『『
源
氏
物
語
』
の
時
間
表
現
』（
新
典
社
選
書
・
令
和
４
年
）

を
上
梓
し
た
。
こ
れ
は
時
間
表
現
論
を
リ
ー
ド
し
て
お
ら
れ
る
小
林
賢
章

氏
の
一
連
の
「
ア
カ
ツ
キ
」
論（
１
）か

ら
刺
激
と
示
唆
を
受
け
て
、
そ
れ
を
私

な
り
に
『
源
氏
物
語
』
の
読
解
、
特
に
「
後
朝
の
別
れ
」
の
分
析
に
援
用

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

小
林
氏
は
、
動
詞
「
明
く
」
が
日
付
変
更
時
点
で
あ
る
午
前
三
時
を
過

ぎ
る
こ
と
だ
と
い
う
持
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
強
調
す
る

『
源
氏
物
語
』「
ほ
ど
な
く
明
く
」
考

─
時
間
表
現
論
と
し
て
─

吉
海
直
人

あ
ま
り
に
、
や
や
強
引
に
「
明
く
」
を
午
前
三
時
（
翌
日
）
に
な
る
意
で

解
釈
す
べ
き
だ
と
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
明
く
」
に
は
、

一
般
的
な「
夜
が
明
け
る
」の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。

そ
こ
で
私
は
慎
重
に
、「
明
く
」
に
は
夜
が
明
け
る
と
い
う
意
味
と
翌
日

に
な
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
ど
ち

ら
の
意
味
か
を
文
脈
か
ら
き
ち
ん
と
判
断
す
べ
き
だ
と
提
案
し
た
（
妥
協

案
）。
も
ち
ろ
ん
重
視
し
て
い
る
の
は
、
小
林
氏
と
同
じ
く
日
付
変
更
時

点
の
方
で
あ
る
。

　

そ
の
「
明
く
」
の
延
長
線
上
と
い
う
か
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、「
ほ

の
ぼ
の
と
明
く
」が
あ
る
の
で
、前
述
の
著
書
で
私
な
り
に
論
じ
て
み
た
。
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そ
れ
以
外
に
も
う
一
つ
「
ほ
ど
な
く
明
く
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
れ

は
「
間
も
な
く
明
け
る
、
明
け
る
ま
で
に
あ
ま
り
時
間
が
な
い
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
、
前
述
の
著
書
の
第
十
二
章
「『
源
氏

物
語
』
賢
木
巻
に
お
け
る
朧
月
夜
と
の
「
暁
の
別
れ
」」
の
注
（
２
）
に

次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
お
い
た
。

「
ほ
ど
な
く
明
け
」
表
現
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
内
侍
の
か
み
巻
に
「
ほ

ど
な
く
明
く
る
暁
」（
１
６
７
頁
）
と
あ
り
、『
落
窪
物
語
』
に
「
ほ

ど
な
く
明
け
ぬ
れ
ば
」（
80
頁
）
と
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
賢
木

巻
に
「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
」（
１
０
５
頁
）、
総
角
巻
に
「
ま
ど
ろ

む
ほ
ど
な
く
明
か
し
た
ま
ふ
」（
３
３
５
頁
）、
宿
木
巻
に
「
ほ
ど
な

く
明
け
ぬ
」（
４
０
６
頁
）
と
用
い
ら
れ
て
い
た
。
以
後
も
『
浜
松

中
納
言
物
語
』
に
「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
」（
70
頁
）、『
夜
の
寝
覚
』

に
「
程
な
く
明
け
ぬ
」（
32
頁
）・「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
な
め
り
」

（
３
１
７
頁
）、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る

心
地
」（
４
９
４
頁
）、
そ
し
て
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
も
「
ほ
ど
な

く
明
け
ゆ
け
ば
」（
３
６
２
頁
）・「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
」（
４
６
０

頁
）
と
用
い
ら
れ
て
お
り
、
共
寝
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
機
能
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。そ
の
他
、「
ほ
ど
も
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
」（
総

角
巻
２
５
４
頁
）、「
ほ
ど
も
な
う
明
け
」（
東
屋
巻
93
頁
）
や
和
歌

に
も
「
夏
の
夜
の
月
は
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
れ
ば
」（『
後
撰
集
』

二
〇
六
番
）
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
小
林
賢
章
氏
「『
浜
松
中
納
言

物
語
』
の
時
間
表
現
」
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
65
・
平
成

26
年
12
月
参
照
。
小
林
氏
は
「
ほ
ど
な
く
明
く
」
の
用
例
４
例
を
検

討
さ
れ
、

　
　

 「
ほ
ど
な
く
明
く
」
と
い
う
表
現
は
、
当
然
、
明
け
る
ま
で
の

時
間
が
短
い
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
好
ま
し
い

出
会
い
や
よ
い
出
来
事
に
よ
っ
て
、
時
間
を
短
く
感
じ
る
場
合

に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

（
85
頁
）

と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
問
題
を
認
識
し
、用
例
に
つ
い
て
も
調
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
一
本
の
論
文
と
し
て
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
次

第
で
あ
る
。

一
、
問
題
提
起

　

精
力
的
に
「
明
く
」
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
小
林
氏
で
あ
る
か
ら
、「
ほ

ど
な
く
明
く
」
に
も
注
目
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
。
前
章
に
引
用
し

た
注
（
２
）
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
表
現
に
関
す
る
御
論
も
既

に
発
表
さ
れ
て
い
る（
２
）。
そ
の
論
で
小
林
氏
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻

一
の
用
例
を
中
心
に
、『
和
泉
式
部
続
集
』
一
八
二
番
詞
書
・『
源
氏
物
語
』
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宿
木
巻
・『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』の
三
例
の
検
討
を
行
わ
れ
、そ
こ
か
ら
、

「
ほ
ど
な
く
明
く
」
と
い
う
表
現
は
、
当
然
、
明
け
る
ま
で
の
時
間

が
短
い
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
好
ま
し
い
出
会
い
や

よ
い
出
来
事
に
よ
っ
て
、
時
間
を
短
く
感
じ
る
場
合
に
使
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。 

（
85
頁
）

と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
（
主
体
は
男
性
で
あ
る
）。
そ
の
結
論
に
は
賛

成
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
わ
ず
か
四
例
だ
け
の
検
討
と
い
う
の
で
は
、

あ
ま
り
に
も
分
母
が
少
な
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
場
合
に
よ
っ

て
は
た
っ
た
一
例
の
用
例
で
論
証
で
き
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、『
源
氏
物

語
』
は
そ
ん
な
に
単
純
で
は
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
「
ほ
ど
な
く
明
く
」

の
用
例
す
べ
て
に
当
た
っ
て
み
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。

　

そ
こ
で
和
歌
の
用
例
を
見
る
と
、
単
に
早
く
明
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う

用
例
も
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
仮
に
二
人
の
逢

瀬
が
好
ま
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
別
れ
は
辛
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
ま

た
逢
い
た
い
と
願
う
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
飽
き
足
ら
な
い
、
別
れ
た

く
な
い
と
い
う
感
情
に
よ
っ
て
、
時
間
が
短
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

特
に
小
林
氏
が
引
用
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
の
例
は
、
必

ず
し
も
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
本
文
を
詳
し
く
分
析
す
る
と
、「
好
ま
し

い
出
会
い
や
よ
い
出
来
事
」
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
例
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
小
林
氏
の
問
題
提
起
を
尊
重
（
継
承
）
し
つ
つ
、

も
っ
と
多
く
の
用
例
（
特
に
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
）
に
あ
た
っ
て
再
検

討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た（
３
）。
結
果
的
に
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
に
は
、
小

林
説
に
反
す
る
と
い
う
か
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
が
見
つ
か
っ
た
。『
源

氏
物
語
』
だ
け
で
な
く
、
他
の
作
品
の
用
例
の
中
に
も
、
小
林
説
と
は
別

の
解
釈
が
で
き
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
お
く
。

　

用
例
の
検
討
の
前
に
、
手
続
き
と
し
て
辞
書
の
説
明
に
耳
を
傾
け
て
お

こ
う
。
私
が
よ
く
引
用
す
る
三
省
堂
の
『
全
訳
読
解
古
語
辞
典
第
四
版
』

で
「
ほ
ど
な
し
」
を
見
る
と
、
意
味
・
用
法
が
、

１
、
広
さ
が
な
い
。
狭
い
。
小
さ
い
。

２
、
距
離
が
近
い
。
遠
く
な
い
。

３
、
高
さ
が
な
い
。
低
い
。

４
、
時
間
が
経
っ
て
い
な
い
。
間
が
な
い
。
若
い
。

の
四
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
中
の
４
が
該
当
す
る
こ
と

に
な
る
。
時
間
に
か
か
わ
る
「
ほ
ど
な
し
」
は
四
番
目
に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
の
で
、
古
語
辞
典
で
は
た
い
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
時
間
の
説
明
の
中
に
「
若
い
」
と
あ
る
こ
と
に
は
違

和
感
を
覚
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
４
に
引
用
さ
れ
て
い
る
用
例
は
『
徒

然
草
』
三
〇
段
の
「
そ
も
ま
た
ほ
ど
な
く
う
せ
て
」
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
「
ほ
ど
な
く
失
す
」
も
死
に
至
る
常
套
表
現
と
し
て
、『
大
鏡
』
や
『
栄
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花
物
語
』
な
ど
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

肝
心
の
逢
瀬
に
か
か
わ
る
例
が
古
語
辞
典
で
は
吸
い
上
げ
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
辞
書
に
お
い
て
は
「
ほ
ど
な
く
明
く
」
の
例
は
立
項

さ
れ
て
お
ら
ず
、
慣
用
語
と
し
て
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が

え
た
。
も
と
も
と
「
ほ
ど
な
く
明
く
」
は
「
ほ
ど
な
く
」（
副
詞
）
と
「
明

く
」（
動
詞
）
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。「
ほ
ど
な
く
」
に
つ
い
て
は
、

国
語
学
で
は
副
詞
の
用
法
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
明
く
」
に
つ
い

て
は
小
林
賢
章
氏
の
一
連
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

二
つ
が
合
体
し
た
「
ほ
ど
な
く
明
く
」
に
な
る
と
、
そ
う
い
っ
た
タ
イ
ト

ル
の
論
文
も
見
当
た
ら
な
い
。「
ほ
ど
な
く
明
く
」
は
、
平
安
時
代
の
作

品
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て

き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
小
林
論
は
そ
の
嚆
矢
と
い
う
こ
と

に
な
る
。二

、「
ほ
ど
な
く
明
く
」
の
用
例

　

前
に
「
も
っ
と
多
く
の
用
例
に
あ
た
っ
て
」
と
小
林
論
に
注
文
を
付
け

た
の
で
、あ
ら
た
め
て
用
例
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、以
下
の
よ
う
に
な
っ

た
。
初
出
は
『
後
撰
集
』
の
二
例
の
よ
う
で
あ
る
（『
万
葉
集
』
及
び
『
古

今
集
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
）。
和
歌
関
係
に
用
例
の
半
分
が
あ
る
の
で
、

「
ほ
ど
な
く
明
く
」
は
歌
語
的
表
現
と
い
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
（
わ
ず
か

な
が
ら
詞
書
の
例
も
あ
る
）。

　

そ
の
内
訳
を
示
す
と
、和
歌
関
係
の
用
例
十
六
例
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

後
撰
集　
　
　
　
　

２
例　

① 

「
夏
の
夜
の
月
は
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ

れ
ば
」（
二
〇
六
番
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

② 

「
ほ
ど
な
く
明
け
侍
り
に
け
れ
ば
ま

か
り
か
へ
り
て
」（
九
九
六
番
詞
書
）

和
泉
式
部
続
集　
　

１
例　

③ 

「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
れ
ば
」（
一
八
二

番
詞
書
）

為
仲
集　
　
　
　
　

１
例　

④ 

「
い
つ
の
ま
に
ほ
ど
な
く
明
け
し
夏

の
夜
の
ね
ざ
め
せ
ら
る
る
秋
に
な
る

ら
ん
」（
二
〇
番
）

右
兵
衛
督
家
歌
合　

１
例　

⑤ 

「
夢
に
だ
に
恋
し
き
人
を
見
る
べ
き

に
ほ
ど
な
く
明
く
る
夏
の
空
か
な
」

（
二
二
番
）

俊
忠
歌
合　
　
　
　

１
例　

⑥ 

「
夏
の
夜
は
ほ
ど
な
く
明
く
る
あ
ま

の
と
を
な
に
と
て
た
た
く
く
ひ
な
な

る
ら
ん
」（
一
五
番
）

基
俊
集　
　
　
　
　

１
例　

⑦ 

「
は
じ
め
て
女
に
ま
か
り
あ
ひ
て
な
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つ
の
よ
ほ
ど
な
く
明
け
て
か
ら
す
の

な
き
侍
り
し
か
ば
」（
一
三
八
番
）

月
詣
和
歌
集　
　
　

２
例　

⑧ 

「
月
は
な
ほ
山
の
は
と
ほ
く
残
れ
ど

も
ほ
ど
な
く
明
く
る
夜
こ
そ
惜
し
け

れ
」（
四
五
二
番
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨ 
「
月
こ
よ
ひ
秋
に
か
は
ら
ず
同
じ
く

は
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
山
の
は
も
が

な
」（
四
五
五
番
）

六
百
番
歌
合　
　
　

１
例　

⑩ 

「
夏
の
夜
は
た
た
く
く
ひ
な
の
ひ
ま

な
さ
に
ほ
ど
な
く
明
く
る
あ
ま
の
と

な
れ
や
（
二
三
二
番
）

山
家
集　
　
　
　
　

１
例　

⑪ 

「
夏
の
夜
は
し
の
の
こ
だ
け
の
ふ
し

ち
か
み
そ
そ
や
ほ
ど
な
く
明
く
る
な

り
け
り
」（
二
四
〇
番
）

式
子
内
親
王
集　
　

１
例　

⑫ 

「
夏
の
夜
は
や
が
て
か
た
ぶ
く
三
日

月
の
見
る
ほ
ど
も
な
く
明
く
る
山
の

端
（
三
〇
番
）」

秋
篠
月
清
集　
　
　

１
例　

⑬ 

「
う
か
び
舟
く
だ
す
か
は
せ
の
み
な

れ
ざ
を
さ
し
も
ほ
ど
な
く
明
く
る
よ

は
か
な
」（
九
一
五
番
）

後
鳥
羽
院
御
集　
　

１
例　

⑭ 

「
七
夕
に
け
さ
か
す
い
と
の
う
ち
は

へ
て
よ
る
も
ほ
ど
な
く
明
く
る
秋
か

ぜ
」（
五
三
九
番
）

万
代
和
歌
集　
　
　

１
例　

⑮ 

「
過
ぎ
に
け
る
春
を
惜
し
め
ば
あ
や

に
く
に
ほ
ど
な
く
明
く
る
け
ふ
の
そ

ら
か
な
」（
四
九
四
番
）

林
葉
集　
　
　
　
　

１
例　

⑯ 

「
天
の
戸
を
夜
半
の
く
ひ
な
や
た
た

く
ら
ん
ほ
ど
な
く
明
く
る
夏
の
し
の

の
め
」（
二
八
三
番
）

　

十
六
例
と
い
っ
て
も
、
十
四
の
作
品
に
十
六
例
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し

も
多
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
そ
う
も
な
い
。
次
に
散
文
（
物
語
や
日
記
）

の
用
例
十
六
例
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
和
歌
も
含
ま
れ

る
）。う

つ
ほ
物
語　
　
　

１
例　

⑰ 

「
短
き
夜
の
ほ
ど
な
く
明
く
る
暁
に
」

（
内
侍
の
か
み
巻
１
６
７
頁
）

落
窪
物
語　
　
　
　

１
例　

⑱ 

「
御
と
の
ご
も
り
ぬ
。
ほ
ど
な
く
明

け
ぬ
れ
ば
」（
80
頁
）

源
氏
物
語　
　
　
　

６
例　

⑲ 

「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
け
ば
、
心
あ
わ

た
た
し
。」（
花
宴
巻
３
５
７
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳ 

「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
に
や
と
お
ぼ
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ゆ
る
に
」（
賢
木
巻
１
０
５
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㉑ 

「
ほ
ど
も
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
し
て
」

（
総
角
巻
２
５
４
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㉒ 

「
ま
ど
ろ
む
ほ
ど
な
く
明
か
し
た
ま

ふ
に
」（
総
角
巻
３
３
５
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㉓ 

「
更
け
に
し
か
ば
に
や
、
ほ
ど
な
く

明
け
ぬ
」（
宿
木
巻
４
０
６
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㉔ 
「
ほ
ど
も
な
う
明
け
ぬ
る
心
地
す
る

に
」（
東
屋
巻
93
頁
）

浜
松
中
納
言
物
語　

２
例　

㉕ 

「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
」

（
70
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㉖ 

「
ま
も
り
あ
つ
か
は
せ
給
ふ
。
ほ
ど

な
く
明
け
ゆ
く
」（
４
２
３
頁
）

夜
の
寝
覚　
　
　
　

２
例　

㉗ 

「
程
な
く
明
け
ぬ
べ
き
夜
も
口
惜
し

く
」（
32
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㉘ 

「
春
の
夜
の
短
さ
は
、
ほ
ど
な
く
明

け
ぬ
る
な
め
り
」（
３
１
７
頁
）

と
り
か
へ
ば
や　
　

１
例　

㉙ 

「
更
け
に
け
る
夜
の
名
残
、
ほ
ど
な

く
明
け
ぬ
る
心
地
」（
４
９
４
頁
）

と
は
ず
が
た
り　
　

２
例　

㉚ 

「
短
夜
は
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
け
ば
」

（
３
６
２
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㉛ 

「
寝
ぬ
に
明
け
ゆ
く
短
夜
は
、
ほ
ど

な
く
明
け
ゆ
く
空
」（
４
６
０
頁
）

小
夜
衣　
　
　
　
　

１
例　

㉜ 

「
夏
の
夜
な
れ
ば
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ

れ
ば
」（
中
世
王
朝
物
語
全
集

９
４
０
頁
）

　

こ
ち
ら
も
同
じ
く
十
六
例
だ
が
、
八
作
品
中
の
十
六
例
で
あ
る
。
総
計

す
る
と
、「
ほ
ど
な
く
明
く
」
の
用
例
は
三
十
二
例
見
つ
か
っ
た
（『
源
氏

物
語
』
の
六
例
が
も
っ
と
も
多
い
）。
こ
れ
を
「
後
朝
の
別
れ
」
に
関
わ

る
も
の
と
関
わ
ら
な
い
も
の
に
分
け
る
と
、
小
林
説
は
前
者
を
対
象
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
論
で
も
「
後
朝
の
別
れ
」
に
関
わ
る
用

例
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。

三
、
和
歌
の
用
例
検
討

　

ま
ず
は
和
歌
の
例
と
し
て
最
も
古
い
『
後
撰
集
』
の
二
例
か
ら
検
討
し

て
み
よ
う
。
な
お
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
依
る
。

　

・ 

夏
の
夜
の
月
は
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
れ
ば
朝あ
し
たの

間
を
ぞ
か
こ
ち
よ
せ
つ

る 

（
二
〇
六
番
）

　
　

 

み
づ
か
ら
ま
で
き
て
、
よ
も
す
が
ら
物
い
ひ
侍
り
け
る
に
、
ほ
ど
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な
く
あ
け
侍
り
に
け
れ
ば
ま
か
り
か
へ
り
て　

読
み
人
知
ら
ず

　

・ 

う
き
世
と
は
思
ふ
も
の
か
ら
あ
ま
の
と
の
あ
く
る
は
つ
ら
き
物
に
ぞ

有
け
る 

（
九
九
六
番
）

　

「
夏
の
夜
の
」歌
は「
月
」が
明
け
る
の
で
は
な
く
、「
夏
の
夜
」が
あ
っ

と
い
う
間
に
明
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
午
前
三
時
を
過

ぎ
て
も
辺
り
は
真
っ
暗
な
の
で
、
明
け
た
か
ら
と
い
っ
て
「
月
」
に
変
化

が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
有
明
の
月
で
あ
れ
ば
、
夜
空
に
照
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
夜
が
明
け
る
意
に
す
る
と
、
太
陽
の
光
に
よ
っ
て
月

は
光
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
同
趣
向
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、

『
月
詣
和
歌
集
』
に
、

　
　

夏
夜
暁
月
と
い
ふ
こ
と
を　
　

道
円
法
師

　

・ 

月
は
猶
山
の
は
と
ほ
く
残
れ
ど
も
ほ
ど
な
く
明
く
る
夜
こ
そ
惜
し
け

れ 

（
四
五
二
番
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賀
茂
資
保

　

・ 

月
こ
よ
ひ
秋
に
か
は
ら
ず
同
じ
く
は
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
山
の
は
も
が

な 

（
四
五
五
番
）

と
出
て
い
る
。「
夏
の
夜
」
が
も
っ
と
も
短
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
ほ
ど
な

く
明
く
」
の
用
例
が
集
中
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。「
夏
の
夜
」
の
用

例
は
他
に
も
、

　
　

秋
の
夜
を
題
に
て

　

・ 

い
つ
の
ま
に
ほ
ど
な
く
明
け
し
夏
の
夜
の
ね
ざ
め
せ
ら
る
る
秋
に
な

る
ら
ん 

（
為
仲
集
二
〇
番
）

　
　

 

は
じ
め
て
女
に
ま
か
り
あ
ひ
て
、
夏
の
夜
ほ
ど
な
く
明
け
て
か

ら
す
の
な
き
侍
り
し
か
ば

　

・ 

君
が
あ
る
よ
あ
け
も
は
て
ぬ
に
あ
く
べ
し
や
い
で
さ
が
に
く
き
こ
も

り
烏
よ 

（
基
俊
集
一
三
八
番
）

　
　

か
へ
し

　

・ 

人
を
い
た
ふ
け
し
き
の
空
に
し
る
け
れ
ど
ま
だ
き
明
け
ぬ
と
鳴
く
か

ら
す
を
や 

（
同
一
三
九
番
）

　

・ 

夏
の
夜
は
し
の
の
こ
た
け
の
ふ
し
ち
か
み
そ
よ
や
ほ
ど
な
く
明
く
る

な
り
け
り 

（
山
家
集
二
四
〇
番
）

な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、

　
　

 

夏
の
夜
は
や
が
て
か
た
ぶ
く
三
日
月
の
見
る
ほ
ど
も
な
く
明
く
る
山

の
端 

（
式
子
内
親
王
集
三
〇
番
）

も
あ
げ
て
お
き
た
い
。「
夏
の
夜
」
と
あ
る
こ
と
で
、
従
来
は
こ
れ
を
安

易
に
夜
が
明
け
て
明
る
く
な
る
と
解
釈
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
こ
れ
を
日
付
変
更
の
「
明
く
」
と
と
れ
ば
、
定
時
法
の
午
前
三
時

は
夏
で
も
真
っ
暗
で
あ
る
。
再
度
「
明
く
」
に
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と

を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
こ
の
歌
は
、「
ほ
ど
も
な
く
明
く
」
と
「
見
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る
ほ
ど
も
な
く
」
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
中
で
『
基
俊
集
』
は
詞
書
で
あ
る
が
、「
は
じ
め
て
女
に
ま
か
り

あ
ひ
て
」と
あ
る
の
だ
か
ら
、「
後
朝
の
別
れ
」の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
「
か
ら
す
」
の
鳴
き
声
は
鶏
と
同
じ
く
「
後
朝
の
別
れ
」
を

促
す
（
別
れ
の
時
を
告
げ
る
）
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
時
間
が
早

く
経
過
し
た
の
は
小
林
説
の
よ
う
に「
好
ま
し
い
出
会
い
や
よ
い
出
来
事
」

だ
か
ら
と
も
い
え
る
が
、「
ほ
ど
な
く
明
け
」
に
は
心
情
的
に
は
ま
だ
明

け
て
ほ
し
く
な
い
・
帰
り
た
く
な
い
・
飽
き
足
ら
な
い
気
持
ち
が
込
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
だ
。
む
し
ろ
表
裏
の
二
重
構
造
と
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
「
夏
の
夜
」
で
は
な
い
が
「
夏
の
空
」
と
詠
じ
た
、

夢
に
だ
に
恋
し
き
人
を
見
る
べ
き
に
ほ
ど
な
く
明
く
る
夏
の
空
か
な

 

（
右
兵
衛
督
家
歌
合
十
一
番
右
）

も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
恋
歌
（
夏
恋
）
だ
が
、「
夢
に
だ
に
恋
し
き

人
を
見
る
」
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
逢
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
は
当
然
「
好
ま
し
い
出
会
い
や
よ
い
出
来
事
」
と
は
無
縁
の
例

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逢
わ
ざ
る
恋
の
例
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留

意
し
て
お
き
た
い
。

　
『
後
撰
集
』
に
は
も
う
一
例
、
九
九
六
番
「
う
き
世
と
は
」
歌
の
詞
書

に「
よ
も
す
が
ら
」（
一
晩
中
）に
続
い
て「
ほ
ど
な
く
明
け
」た
の
で
帰
っ

た
と
あ
る
の
で
、
日
付
変
更
時
点
を
越
え
て
午
前
三
時
に
な
っ
た
と
解
釈

し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
ま
だ
明
る
く
な
っ
て
は
い
な
い
）。

こ
れ
は
恋
の
歌
で
あ
る
か
ら
、「
後
朝
の
別
れ
」
で
あ
ろ
う
。
歌
に
「
憂
き
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
二
重
構
造
と
見
て
お
き
た
い
。
な
お
「
う
き

世
と
は
」
歌
の
「
天
の
戸
あ
く
る
」
を
踏
ま
え
て
い
る
歌
が
、

　

・ 

夏
の
夜
は
ほ
ど
な
く
明
く
る
あ
ま
の
戸
を
な
に
と
て
た
た
く
く
ひ
な

な
る
ら
ん 

（
俊
忠
歌
合
八
番
左
尾
張
君
）

　

・ 

夏
の
夜
は
た
た
く
く
ひ
な
の
ひ
ま
な
さ
に
ほ
ど
な
く
明
く
る
あ
ま
の

と
な
れ
や 

（
六
百
番
歌
合
二
六
番
右
経
家
）

に
認
め
ら
れ
る
。
二
首
目
の
「
水
鶏
」
も
鶏
と
同
様
に
暁
（
後
朝
の
別
れ
）

の
到
来
を
告
げ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
和
歌
の
例
の
大
半
は
、
夏
の
短
夜
の
時
間
経
過
の
速
さ

を
詠
じ
て
お
り
、
そ
の
た
め
「
後
朝
の
別
れ
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

四
、
物
語
・
日
記
の
用
例
検
討

　

次
に
物
語
・
日
記
の
用
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。
も
っ
と
も
古
い
『
う

つ
ほ
物
語
』
を
見
る
と
、

　
　

短
き
夜
の
ほ
ど
な
く
明
く
る
暁
に
、
時
鳥
の
ほ
の
か
に
声
う
ち
し
、

 

（
内
侍
の
か
み
巻
１
６
７
頁
）
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と
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
暁
」
が
明
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
に

「
短
き
夜
」
と
あ
る
の
で
、
夏
の
短
か
夜
が
明
け
た
結
果
、「
暁
」
に
な
っ

た
の
だ
か
ら
、
日
付
が
変
わ
っ
た
と
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
続

い
て
「
時
鳥
」
の
声
が
聞
こ
え
て
い
る
の
も
、
暁
（
午
前
三
時
）
を
告
げ

る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
（
鶏
の
代
用
）。
た
だ
し
こ
れ
は
男
女
の
逢
瀬
で
は

な
く
、
左
大
将
正
頼
が
節
会
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

な
お
「
ほ
ど
な
く
明
く
」
と
「
時
鳥
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、『
う
つ
ほ

物
語
』
の
他
に
『
和
泉
式
部
集
続
集
』
に
も
、

　
　

 

い
か
で
あ
は
ん
と
思
ひ
つ
つ
、
と
し
ご
ろ
か
ら
う
じ
て
四
月
よ

ひ
の
ほ
ど
に
き
て
、
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
れ
ば

　
　

と
し
月
も
あ
り
つ
る
も
の
を
時
鳥
か
た
ら
ひ
あ
へ
ぬ
夏
の
夜
に
し
も

 
（
一
八
二
番
）

と
出
て
い
る
。
こ
れ
も
「
後
朝
の
別
れ
」
の
例
で
あ
る
。「
よ
ひ
の
ほ
ど

に
き
て
」い
る
の
で
あ
れ
ば
暁
ま
で
に
時
間
は
た
っ
ぷ
り
あ
る
は
ず
だ
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
歌
に
「
語
ら
ひ
あ
へ
ぬ
」
物
足
ら
な
さ
（
不
満
）

が
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
二
重
構
造
と
見
て
お
き
た
い
。

　

続
く
『
落
窪
物
語
』
の
例
は
、

　
　

 

御
と
の
ご
も
り
ぬ
。
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
れ
ば
、
出
で
た
ま
ふ
に
、
明

け
過
ぎ
て
人
々
騒
が
し
け
れ
ば
、
え
出
で
た
ま
は
で
帰
り
入
り
た
ま

ひ
て
、
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
落
窪
物
語
80
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
道
頼
が
落
窪
姫
君
の
と
こ
ろ
か
ら
帰
ろ
う
と
し
て
い
る

場
面
で
あ
る
。「
御
と
の
ご
も
り
ぬ
」
と
あ
っ
て
も
眠
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
二
人
で
共
寝
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
ほ
ど
な
く
明

け
ぬ
れ
ば
」
に
直
結
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
満
足
云
々
よ
り
も
「
省
筆

の
手
法
」
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
逢
瀬
」
が
省
略
さ
れ

て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
明
け
過
ぎ
」
た
（
明
る
く
な
っ
た
）
の

で
帰
る
に
帰
れ
ず
、
ま
た
姫
君
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と

『
落
窪
物
語
』
の
例
こ
そ
は
、
物
語
に
お
け
る
「
後
朝
の
別
れ
」
の
嚆
矢

と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
た
だ
し
こ
こ
に
男
君
の
心
情
は
描
か
れ
て

お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
明
け
過
ぎ
」
て
帰
れ
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
が
ポ
イ
ン

ト
に
な
っ
て
い
る
。

　

 

こ
れ
に
類
す
る
例
が
、
小
林
氏
も
引
用
さ
れ
て
い
る
『
と
り
か
へ
ば
や

物
語
』
の
、

　

 　

更
け
に
け
る
夜
の
名
残
、
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
れ
ば
、
出
で

た
ま
は
ず
な
り
ぬ
。 

（
４
９
４
頁
）

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
権
中
納
言
と
女
大
将
の
「
後
朝
の
別
れ
」
で
あ
る
が
、

夜
が
更
け
て
か
ら
の
逢
瀬
だ
っ
た
の
で
、
権
中
納
言
は
午
前
三
時
が
過
ぎ

て
も
帰
ら
ず
、
や
は
り
そ
の
ま
ま
居
座
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
日
高
く
御

殿
籠
り
起
き
て
、女
君
の
御
さ
ま
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
」（
４
９
４
頁
）

と
、
明
る
い
日
の
光
で
女
君
の
姿
を
見
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
省
筆
に
も



國學院雑誌　第 124 巻第５号（2023年） ─ 36 ─

な
っ
て
い
な
い
。

　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
と
対
照
的
な
の
が
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
例

で
あ
る
。

「
三
条
京
極
、富
小
路
の
ほ
ど
に
、火
出
で
来
た
り
」と
言
ふ
ほ
ど
に
、

か
く
て
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
で
、
急
ぎ
参
り
ぬ
。
さ
る
ほ
ど
に
、
短

夜
は
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
け
ば
、
立
ち
帰
る
に
も
及
ば
ず
。
明
け
放
る

る
ほ
ど
に
、 

（
３
６
２
頁
）

　

こ
れ
は
二
条
の
と
こ
ろ
に
雪
の
曙
が
訪
れ
た
際
、
院
の
御
所
近
く
が
火

事
に
な
っ
た
と
告
げ
ら
れ
た
の
で
、雪
の
曙
は
急
い
で
院
に
参
っ
て
い
る
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
春
の
短
夜
は
明
け
て
い
っ
た
の
で
、
雪
の
曙

は
今
更
二
条
の
と
こ
ろ
へ
は
戻
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
明
け
放
る
る
ほ

ど
」
に
歌
が
送
ら
れ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
明
け
放
る
る
ほ
ど
」

は
明
る
く
な
る
意
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
前
の
「
ほ
ど
な
く
明
け
」
は
明

る
く
な
る
の
で
は
な
く
、
日
付
変
更
時
点
の
午
前
三
時
に
な
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
も
小
林
論
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
例
で
あ
る
。

　

次
に
『
源
氏
物
語
』
正
編
の
二
例
を
見
て
お
き
た
い
。

ら
う
た
し
と
見
た
ま
ふ
に
、
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
け
ば
、
心
あ
わ
た
た

し
。 

（
花
宴
巻
３
５
７
頁
）

ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
に
や
と
お
ぼ
ゆ
る
に
、
た
だ
こ
こ
に
し
も
、

「
宿と
の
ゐ
ま
う
し

直
奏
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
声こ
わ

づ
く
る
な
り
。
ま
た
こ
の
わ
た
り
に
隠

ろ
へ
た
る
近こ
の
ゑ
づ
か
さ

衛
官
ぞ
あ
る
べ
き
、
腹
ぎ
た
な
き
か
た
へ
の
教
へ
お
こ

す
る
ぞ
か
し
、
と
大
将
は
聞
き
た
ま
ふ
。
を
か
し
き
も
の
か
ら
わ
づ

ら
は
し
。
こ
こ
か
し
こ
尋
ね
歩
き
て
、「
寅
一
つ
」
と
申
す
な
り
。

女
君
、

　
　

心
か
ら
か
た
が
た
袖
を
ぬ
ら
す
か
な
あ
く
と
を
し
ふ
る
声
に
つ

け
て
も

と
の
た
ま
ふ
さ
ま
、
は
か
な
だ
ち
て
い
と
を
か
し
。

　
　

 

嘆
き
つ
つ
わ
が
よ
は
か
く
て
過
ぐ
せ
と
や
胸
の
あ
く
べ
き
時
ぞ

と
も
な
く

　

静
心
な
く
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。
夜
深
き
暁
月
夜
の
え
も
い
は
ず
霧

り
わ
た
れ
る
に
、
い
と
い
た
う
や
つ
れ
て
ふ
る
ま
ひ
な
し
た
ま
へ
る

し
も
、
似
る
も
の
な
き
御
あ
り
さ
ま
に
て
、
承
香
殿
の
御
兄
弟
の
藤

少
将
、
藤
壺
よ
り
出
で
て
月
の
す
こ
し
隈
あ
る
立
蔀
の
下
に
立
て
り

け
る
を
知
ら
で
、
過
ぎ
た
ま
ひ
け
ん
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
、
も
ど
き

き
こ
ゆ
る
や
う
も
あ
り
な
ん
か
し
。 

（
賢
木
巻
１
０
５
頁
）

　

こ
の
二
例
は
、
共
に
源
氏
と
朧
月
夜
の
密
会
後
の
「
後
朝
の
別
れ
」
が

描
か
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る（
４
）。『
源
氏
物
語
』
は
恋
物
語
な
の
で
、
本
来

な
ら
逢
瀬
の
場
面
を
深
く
味
わ
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
肩
透
か
し
と
い
う

か
、
二
人
の
密
会
シ
ー
ン
は
一
切
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
「
ほ
ど
な
く

明
け
ゆ
く
」と
い
う
表
現
だ
け
で
あ
っ
さ
り
片
付
け
ら
れ
て
い
る（
省
筆
）。
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ど
う
や
ら
物
語
は
、
逢
瀬
の
シ
ー
ン
を
詳
し
く
描
く
意
図
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
と
い
う
よ
り
朧
月
夜
は
朱
雀
帝
後
宮
の
女
性
な
の
で
、
普
通
の
逢

瀬
の
よ
う
に
は
書
け
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
賢
木
巻
に
は
「
寅
一

つ
」（
午
前
三
時
）
と
い
う
時
奏
が
出
て
お
り
、
日
付
変
更
時
点
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

花
宴
巻
に
「
ら
う
た
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、

『
夜
の
寝
覚
』
に
も
、

ら
う
た
く
お
ぼ
す
に
、
程
な
く
明
け
ぬ
べ
き
夜
も
口
惜
し
く
、
お
ぼ

し
乱
る
る
に
、
鶏
も
し
ば
し
ば
音
な
ふ
に
、
寝
も
寝
ず
焦
ら
れ
居
た

る
人
の
、
誰
と
だ
に
知
ら
ぬ
嘆
か
し
さ
を
い
み
じ
く
言
ひ
思
ひ
た
る

に
、 

（
32
頁
）

と
い
う
例
が
見
つ
か
っ
た
。こ
こ
は
中
納
言
と
寝
覚
の
上
の
逢
瀬
で
あ
る
。

鶏
が
暁
の
到
来
を
告
げ
て
鳴
い
て
い
る
。
こ
れ
は
な
る
ほ
ど
小
林
氏
が
説

か
れ
る
よ
う
に
、
二
人
の
逢
瀬
が
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
と
読
め
る
。
そ
の
こ
と
は
花
宴
巻
の
頭
注
二
八
に
、「
官
能

の
時
間
が
一
瞬
の
う
ち
に
過
ぎ
去
る
」
物
語
の
省
筆
の
手
法
と
説
明
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
納
得
さ
れ
る（
５
）。
こ
の
場
合
、「
省
筆
の
手
法
」
で
あ
る

こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
ら
う
た
く
」
と
あ
る
の
は
一
般
的

な
美
的
形
容
と
は
違
っ
て
、男
女
が
契
り
を
結
ん
だ
際
に
、男
の
満
足
感
・

征
服
感
と
し
て
表
出
す
る
こ
と
が
あ
る（
６
）。

　

次
に
小
林
氏
が
引
用
さ
れ
て
い
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
は
、

ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
、「
こ
こ
は
い
と
つ
つ
ま
し
き
か

た
が
た
あ
る
を
、
早
う
」
と
す
す
む
る
も
こ
と
わ
り
と
思
ひ
つ
つ
、

わ
り
な
き
に
、
立
ち
出
づ
べ
き
心
も
せ
ず
。

　
　

わ
が
世
に
も
ま
だ
知
ら
ざ
り
し
あ
か
つ
き
の
か
か
る
別
れ
に
ま

ど
ひ
ぬ
る
か
な 

（
70
頁
）

と
あ
っ
て
、
和
歌
に
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
は

中
納
言
と
唐
后
の
逢
瀬
場
面
な
の
で
、
源
氏
と
同
じ
よ
う
に
中
納
言
も
人

目
に
つ
か
な
い
よ
う
に
早
々
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
立
ち

出
づ
べ
き
心
も
せ
ず
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
も
満
足
感
よ
り
も
満
ち

足
り
な
い
思
い
の
方
が
強
い
は
ず
で
あ
る
。

五
、『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
用
例

　
『
源
氏
物
語
』
の
正
編
に
は
こ
の
二
例
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、

続
編
に
な
る
と
四
例
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
「
ほ
ど
な
く
明
く
」

は
続
編
の
特
殊
用
法
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
早
速
続
編
の
例
を
見
て
み
よ

う
。
ま
ず
総
角
巻
に
二
例
認
め
ら
れ
る
。
最
初
の
例
に
は
、

逢
ふ
人
か
ら
に
も
あ
ら
ぬ
秋
の
夜
な
れ
ど
、
ほ
ど
も
な
く
明
け
ぬ
る

心
地
し
て
、 

（
２
５
４
頁
）
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と
あ
っ
て
、
秋
の
夜
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
薫
は
夜
が
「
ほ
ど
も
な
く
明
け
」

る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
大
君
の
部
屋
に
入
り
込
ん
だ
薫
だ
っ
た
が
、
大

君
に
は
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
中
の
君
と
無
為
に
夜
を
過
ご
し
て
い
る
の

で
、
こ
こ
に
満
足
感
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
後
朝
の
別
れ
」

の
例
で
も
な
か
っ
た
。
同
様
の
例
は
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
、

宮
も
中
納
言
も
ひ
と
つ
涙
を
流
し
て
、
ま
も
り
あ
つ
か
は
せ
給
ふ
。

ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
。 

（
４
２
３
頁
）

も
姫
君
を
看
病
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
、「
後
朝
の
別
れ
」
と
は
無
縁

の
例
と
い
え
る
。

　

も
う
一
つ
の
例
は
、

　
　

 

ま
ど
ろ
む
ほ
ど
な
く
明
か
し
た
ま
ふ
に
、
ま
だ
夜
深
き
ほ
ど
の
雪
の

け
は
ひ
、 
（
総
角
巻
３
３
５
頁
）

云
々
と
あ
る
。
こ
こ
は
大
君
の
死
を
悼
む
薫
が
、
眠
る
暇
も
な
く
午
前
三

時
を
迎
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
下
に
「
夜
深
き
」
と
あ
る
の
で
、「
明
く
」

は
夜
明
け
で
は
な
く
真
っ
暗
な
暁
で
間
違
い
あ
る
ま
い（
７
）。

い
ず
れ
に
し
て

も
総
角
巻
の
薫
の
二
例
は
、
共
に
「
後
朝
の
別
れ
」
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
り
、
当
然
満
足
感
な
ど
得
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

　

な
お
「
ま
ど
ろ
む
ほ
ど
な
く
」
と
い
う
表
現
は
『
夜
の
寝
覚
』
に
も
、

秋
の
夜
だ
に
人
が
ら
な
る
も
の
な
れ
ば
、
ま
い
て
、
春
の
夜
の
短
さ

は
、
ま
ど
ろ
む
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
な
め
り
。 

（
３
１
７
頁
）

と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
内
大
臣
と
寝
覚
の
上
の
十
年
ぶ
り
の
逢
瀬

で
あ
る
。「
秋
の
夜
だ
に
人
が
ら
な
る
も
の
な
れ
ば
」
と
は
、
前
の
総
角

巻
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、『
古
今
集
』
の
、

長
し
と
も
思
ひ
ぞ
果
て
ぬ
昔
よ
り
逢
ふ
人
が
ら
の
秋
の
夜
な
れ
ば

 

（
六
三
六
番
凡
河
内
躬
恒
）

を
踏
ま
え
て
お
り
（
引
歌
）、
秋
の
夜
長
で
さ
え
逢
う
人
次
第
で
長
く
感

じ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
に
、
ま
し
て
春
の
短
夜
な
の
で
、
あ
っ
と
い
う
間

に
時
間
が
過
ぎ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る（
８
）。

し
か
も
こ
こ
は
巻
三
の

巻
末
な
の
で
、
省
筆
の
手
法
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
と
見
た
い
。

　

春
の
夜
の
短
さ
に
つ
い
て
は
『
松
浦
宮
物
語
』
に
も
、

春
の
夜
は
い
と
ど
ほ
ど
な
き
鳥
の
音
を
、
な
ほ
夢
幻
と
も
思
ひ
分
か

ぬ
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
だ
に
、
い
か
で
は
べ
る
べ
き
ぞ
。（
１
０
４
頁
）

と
あ
る
。「
ほ
ど
な
く
明
く
」
で
は
な
い
も
の
の
、
暁
を
告
げ
る
「
ほ
ど

な
き
鳥
の
音
」
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
ま
た

短
夜
に
つ
い
て
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
、

寝
ぬ
に
明
け
ゆ
く
短
夜
は
、
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
空
に
な
れ
ば
、

 

（
４
６
０
頁
）

と
「
寝
ぬ
に
明
け
ゆ
く
短
夜
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
千
載
集
』
の
、

ほ
と
と
ぎ
す
待
つ
は
久
し
き
夏
の
夜
を
寝
ぬ
に
明
け
ぬ
と
誰
か
言
ひ

け
む 

（
一
四
八
番
）
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を
引
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
ほ
ど
な
く
明
く
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
、

結
ぶ
ほ
ど
な
き
短
夜
は
明
け
ゆ
く
鐘
の
音
す
れ
ば
、「
さ
の
み
明
け

過
ぎ
て
、
も
て
悩
ま
る
る
も
所
せ
し
」
と
て
起
き
出
で
た
ま
ふ
が
、

 

（
と
は
ず
が
た
り
２
０
５
頁
）

も
あ
げ
て
お
き
た
い
。「
明
け
ゆ
く
鐘
」
は
暁
の
到
来
を
告
げ
る
後
夜
の

鐘
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
明
け
過
ぎ
」
る
こ
と
を
心
配
し
て
さ
っ
さ
と
「
起

き
出
で
」
て
い
る
。

　

三
つ
目
は
匂
宮
が
夕
霧
六
の
君
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。

秋
の
夜
な
れ
ど
、
更
け
に
し
か
ば
に
や
、
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
。

 

（
宿
木
巻
４
０
６
頁
）

　

こ
れ
は
小
林
氏
が
引
用
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
総
角
巻
と
同
様
に

「
秋
の
夜
な
れ
ど
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
更
け
に
し
か
ば
」
と
あ
っ

て
、匂
宮
は
夕
霧
六
の
君
の
と
こ
ろ
へ
か
な
り
遅
く
な
っ
て
か
ら（「
更
け
」

は
子
～
丑
の
刻
）
訪
れ
て
い
る
の
で
、
午
前
三
時
ま
で
あ
ま
り
時
間
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
（
長
居
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）。
こ
の
例
は

満
足
し
て
い
る
か
ど
う
か
判
断
が
難
し
い
。
む
し
ろ
省
筆
と
み
た
い
。
同

様
に
『
小
夜
衣
』
で
も
、

夏
の
夜
な
れ
ば
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
れ
ば
、
い
そ
ぎ
出
で
た
ま
ふ
を
、

 

（
40
頁
）

と
あ
っ
て
、
兵
部
卿
宮
は
心
な
ら
ず
も
大
殿
の
姫
君
と
結
婚
す
る
が
、
午

前
三
時
に
な
っ
た
途
端
、
急
い
で
退
出
し
て
い
る
。「
い
そ
ぎ
」
と
あ
る

の
で
、
男
の
愛
情
の
薄
さ
が
表
出
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

　

最
後
は
東
屋
巻
の
、

ほ
ど
も
な
う
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
、
鶏
な
ど
は
鳴
か
で
、
大
路
近

き
所
に
お
ぼ
と
れ
た
る
声
し
て
、
い
か
に
と
か
聞
き
も
知
ら
ぬ
名
の

り
を
し
て
、
う
ち
群
れ
て
行
く
な
ど
ぞ
聞
こ
ゆ
る
。
か
や
う
の
朝
ぼ

ら
け
に
見
れ
ば
、
物
戴
き
た
る
者
の
鬼
の
や
う
な
る
ぞ
か
し
と
聞
き

た
ま
ふ
も
、 

（
93
頁
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
薫
と
浮
舟
の
逢
瀬
の
後
の
「
後
朝
の
別
れ
」
を
描
い
た

場
面
で
あ
り
、
逢
瀬
は
省
筆
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
鶏
な
ど
は
鳴
か
で
」

以
下
、余
計
な
こ
と
が
く
だ
く
だ
と
書
き
足
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

薫
は
周
り
に
気
が
そ
れ
て
い
る
点
、
必
ず
し
も
浮
舟
に
満
足
し
て
い
な
い

と
も
読
め
そ
う
だ
。

　

な
お
鶏
鳴
に
関
し
て
は
、
前
述
の
『
夜
の
寝
覚
』
で
も
「
鶏
も
し
ば
し

ば
音
な
ふ
に
」（
33
頁
）
と
あ
っ
た
し
、「
明
く
」
は
な
い
も
の
の
、

ほ
ど
な
く
、
鶏
の
音
も
も
よ
ほ
し
顔
に
音
な
ふ
に
、

 

（
夜
の
寝
覚
１
３
５
頁
）

で
も
、
鶏
の
声
が
暁
の
到
来
を
聴
覚
的
に
告
げ
て
い
る
と
読
め
る
（「
も

よ
ほ
し
顔
」
は
比
喩
）。
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ま
と
め

　

以
上
、
小
林
氏
の
御
論
を
踏
ま
え
て
、「
ほ
ど
な
く
明
く
」
と
い
う
表

現
に
注
目
し
、
そ
の
用
例
を
あ
ら
た
め
て
調
査
・
分
析
し
て
き
た
。「
ほ

ど
な
く
明
く
」
は
間
も
な
く
明
け
る
、
明
け
る
ま
で
に
時
間
が
な
い
意
味

で
い
い
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も
男
女
の
逢
瀬
や
「
後
朝
の
別
れ
」
に
用
い

ら
れ
て
い
る
例
を
対
象
に
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
辞
書
の
説
明
と

は
異
な
り
、

　

１ 

、
男
女
の
逢
瀬
（
共
寝
）
と
「
後
朝
の
別
れ
」
に
か
か
わ
る
、
あ
る

意
味
で
は
共
寝
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
え
る
例
が
多
い
。

　

２
、
男
性
側
か
ら
の
逢
瀬
に
つ
い
て
の
満
足
感
の
表
出
が
あ
る
。

と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
が
基
本
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
心
的

時
間
と
し
て
、た
と
え
短
い
時
間
で
な
く
て
も
短
く
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
小
林
氏
の
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
っ
た
。つ
い
で
な
が
ら
、

用
例
の
多
く
は
「
夏
の
夜
」「
春
の
短
か
夜
」
だ
が
、
あ
え
て
「
秋
の
夜
」

に
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
逢
瀬
の
満
足
は
即
ち
別
れ
の
辛
さ
に
も
つ
な
が
る
の
で
、
表

裏
の
二
重
構
造
と
し
て
と
ら
え
て
み
た
い
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十

帖
で
は
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
む
し
ろ
後
朝
で
な
い
ケ
ー
ス
や
満
足
感

を
味
わ
っ
て
い
な
い
例
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
、

　

３
、
疑
似
逢
瀬
な
ど
満
足
感
の
な
い
例
も
あ
る
。

を
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
「
ほ
ど
な
く
明
く
」
の
例
を
網
羅
す
る
こ

と
で
見
え
て
き
た
新
し
い
用
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
う
一
つ
、

　

４
、
逢
瀬
の
描
写
を
省
筆
す
る
技
法
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
時
間
表
現
か
ら
は
離
れ
る
も
の
の
、
物
語

に
お
い
て
は
か
な
り
重
要
な
手
法
で
あ
る
。

　

そ
の
前
提
と
し
て
再
度
繰
り
返
す
が
、「
明
く
」
の
解
釈
が
大
き
な
問

題
で
あ
っ
た
。
従
来
は
夜
明
け
・
明
る
く
な
る
時
間
と
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
で
は
「
後
朝
の
別
れ
」
の
時
間
と
し
て
は
遅
す
ぎ
る
の
で
、
小
林
氏

の
説
か
れ
て
い
る
午
前
三
時
（「
後
朝
の
別
れ
」
の
時
刻
）
を
基
本
と
し

て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
『
源
氏
物
語
』
は
、「
ほ
ど
な
く
明
く
」

の
用
法
を
さ
ら
に
進
化
さ
せ
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
い
。

〔
注
〕

（
１
） 

小
林
賢
章
氏
『「
暁
」
の
謎
を
解
く
─
平
安
人
の
時
間
表
現
』（
角
川
選
書
）
平
成

25
年
３
月
。
小
林
氏
の
研
究
の
核
は
、「
午
前
三
時
」
が
日
付
変
更
時
点
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
午
前
三
時
の
研
究
」
と
も
い
え
る
。

（
２
） 

小
林
賢
章
氏
「『
浜
松
中
納
言
』
の
時
間
表
現
」
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年

報
65
・
平
成
26
年
12
月
。小
林
氏
も
賢
木
巻
の
例
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
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何
故
か
こ
の
論
文
で
は
そ
の
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
３
） 

小
林
氏
は
「
時
間
表
現
」
と
い
う
論
文
の
タ
イ
ト
ル
で
わ
か
る
よ
う
に
、「
ほ
ど

な
く
明
く
」
だ
け
で
な
く
「
明
く
る
も
知
ら
で
」・「
後
夜
」・「
明
方
」・「
入
相
の

鐘
」
な
ど
も
一
緒
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
ほ
ど
な
く
明
く
」
へ
の
言
及
は

そ
の
分
だ
け
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
４
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
吉
海
「『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
に
お
け
る
朧
月
夜
と
の
「
暁
の

別
れ
」」『『
源
氏
物
語
』
の
時
間
表
現
』（
新
典
社
選
書
）
令
和
４
年
７
月
で
詳
し

く
論
じ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
５
） 「
省
筆
」
に
関
し
て
は
、
田
村
隆
氏
『
省
筆
論
―
「
書
か
ず
」
と
書
く
こ
と
』（
東

京
大
学
出
版
会
）
平
成
29
年
７
月
参
照
。「
書
か
ず
」
と
は
な
い
が
「
ほ
ど
な
く

明
く
」
も
省
筆
の
手
法
の
一
つ
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
６
）
吉
海
「「
ら
う
た
げ
」
は
男
の
目
線
」『『
源
氏
物
語
』
の
特
殊
表
現
』（
新
典
社
） 

平
成
29
年
２
月

（
７
） 

吉
海
「
後
朝
の
時
間
帯
「
夜
深
し
」」『『
源
氏
物
語
』「
後
朝
の
別
れ
」
を
読
む
』（
笠

間
書
院
）
平
成
28
年
12
月

（
８
） 

時
代
は
下
る
が
、
御
伽
草
子
『
文
正
草
子
』
に
も
、

 

名
に
し
ほ
ふ
秋
の
夜
な
れ
ど
も
、
程
な
く
明
け
ぬ
れ
ば
、
た
が
ひ
に
悲
し
く
お
ぼ

し
め
し
て
、
中
将
殿
、
か
く
な
ん
、

 

　
　

恋
ひ
恋
ひ
て
あ
ひ
見
し
夜
半
の
短
き
は
ま
た
来
ん
こ
と
の
尽
き
も
果
て
ず
や

姫
君
、
う
ち
恥
か
し
げ
に
て
、

 

　
　

数
な
ら
ぬ
憂
き
身
は
夜
半
の
短
き
も
思
ひ
も
あ
へ
ず
し
の
の
め
の
空

 

（
新
編
全
集
室
町
物
語
草
子
72
頁
）

 

と
逢
瀬
の
描
写
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。「
名
に
し
ほ
ふ
秋
の
夜
」
が
「
ほ
ど
な
く

明
け
」
た
こ
と
を
、
歌
で
「
夜
半
の
短
き
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
小
林
氏
の
結

論
通
り
で
あ
る
。
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
逢
瀬
の
満
足
が
反
転
し
て
「
後
朝
の
別

れ
」
の
悲
し
み
を
増
す
と
い
う
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る

ま
い
。

〔
付
記
〕

 

「
ほ
ど
な
く
明
く
」
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
、『
紫
式
部
日
記
』
の
土
御
門
邸
行
幸

（
皇
子
誕
生
）
の
中
に
、

 

　
　

 

宮
の
御
か
た
に
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
ほ
ど
も
な
き
に
、「
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
。

御
輿
寄
す
」
と
の
の
し
れ
ば
、
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
ま
た
の
あ
し
た
に
、

内
裏
の
御
使
、
朝
霧
も
は
れ
ぬ
に
ま
ゐ
れ
り
。 

（
１
５
９
頁
）

 

と
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
皇
子
を
出
産
し
た
彰
子
の
と
こ
ろ

に
一
条
天
皇
が
行
幸
さ
れ
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
明
く
」
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
も
の
の
、「
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
」
は
暁
に
な
る
直
前
で
あ
る
。
そ
れ
に

続
い
て
「
ま
た
の
あ
し
た
」
に
勅
使
が
文
を
届
け
て
い
る
と
あ
る
の
は
省
筆
で
も

あ
ろ
う
し
、
い
か
に
も
「
後
朝
」
を
髣
髴
さ
せ
る
描
き
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

れ
も
満
ち
足
り
て
い
る
逢
瀬
の
例
と
は
い
え
そ
う
も
な
い
。


