
調
査
報
告

九
十
七

﹃
源
氏
物
語
聞
書
︿
覚
勝
院
抄
﹀﹄
に
お
け
る

︿
三
説
﹀
を
め
ぐ
る
考
察

上

野

英

子

元
亀
二
年
︵
一
五
七
一
︶
︑
物
語
本
文
と
聞
書
注
か
ら
な
る
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
に
新
た
に
﹁
三
亜
説
﹂
︵
三
条
西
実
澄
説
︶
と
い
う
追
加
注
が
加

わ
っ
た

(
注
�
)

︒
正
確
に
い
え
ば
︑
追
加
注
が
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る

(注
�
)

︒
本
稿
で
言
う
﹁
三
亜
説
﹂
と
は
︑﹁
三
亜
﹂﹁
三
亜
説
﹂
と
い
っ
た
肩
付

き
な
い
し
尻
付
き
等
を
有
し
た
注
の
こ
と
で
あ
る
︒
穂
久
邇
文
庫
所
蔵
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
︵
以
後
︑
穂
久
邇
本
と
略
︶
第
一
冊
目
に
よ
れ
ば
︑
物

語
本
文
と
聞
書
注
か
ら
な
る
所
謂
︿
本
行
部
分
﹀
に
対
し
て
︑
こ
の
﹁
三
亜
説
﹂
の
書
き
入
れ
は
別
筆
と
判
断
で
き
る
︒
そ
し
て
﹁
三

説
﹂
も
ま
た
こ
の
﹁
三
亜
説
﹂
と
同
筆
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
三
亜
説
﹂
と
﹁
三
説
﹂
と
は
︑
同
一
人
物
に
よ
っ
て
後
か
ら
︵
す
な
わ
ち
﹃
覚

勝
院
抄
﹄
の
基
幹
部
分
が
出
来
た
後
に
︶
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
よ
う
で
あ
る
︒

﹃
覚
勝
院
抄
﹄
に
は
様
々
な
肩
付
き
を
も
つ
書
き
入
れ
が
あ
り
︑
な
か
に
は
何
の
肩
付
も
持
た
ず
に
加
え
ら
れ
た
注
も
多
い
の
だ
が
︑

そ
の
な
か
に
あ
っ
て
今
回
特
に
﹁
三
説
﹂
を
採
り
上
げ
る
の
は
︑﹁
三
亜
説
﹂﹁
三
説
﹂
と
も
に
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
諸
本
に
共
通
し
て
み
ら
れ

る
こ
と
か
ら
︑﹃
覚
勝
院
抄
﹄
の
成
立
に
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
注
記
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
﹁
三
亜
説
﹂
が
三
条
西
実
澄
の
説
で
あ
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る
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
の
で

(
注
�
)

︑
本
稿
で
は
残
る
﹁
三
説
﹂
に
つ
い
て
書
写
の
様
態
を
分
析
し
︑
諸
注
と
の
比
較
の
な
か
か
ら
そ

の
位
相
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
︒

︵
一
︶

全
体
像

本
稿
で
い
う
﹁
三
説
﹂
と
は
︑﹁
三
説
﹂
と
い
う
出
典
名
を
肩
付
き
や
尻
付
き
︑
文
章
中
に
も
つ
注
の
こ
と
で
あ
る
︒
穂
久
邇
本
桐
壺

の
場
合
︑﹁
三
説
﹂
は
元
亀
二
年
に
追
加
さ
れ
た
三
条
西
実
澄
の
注
﹁
三
亜
説
﹂
と
同
筆
で
あ
る
︒
と
は
い
う
も
の
の
︑
﹁
三
説
﹂
も
実
澄

の
注
と
判
断
し
て
よ
い
の
か
︑
一
概
に
は
決
め
ら
れ
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
も
し
同
じ
実
澄
の
注
で
あ
る
な
ら
︑
な
ぜ
﹁
三
説
﹂
と
出
典
名
を

変
え
て
い
る
の
か
︑
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
と
も
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
別
人
の
説
で
︑
た
だ
そ
れ
ら
を
書
き
入
れ
た
人
物
の
み
共
通
し

て
い
る
だ
け
な
の
か
︒
は
た
ま
た
同
じ
実
澄
説
で
あ
っ
て
も
受
講
の
時
期
等
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
⁝
︑
本
稿
の
狙
い
は
こ
う
し
た
問
題

の
解
明
に
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
全
体
に
お
け
る
﹁
三
説
﹂
の
鳥
瞰
図
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

い
ま
穂
久
邇
本
を
も
と
に
︑
各
巻
に
記
さ
れ
た
﹁
三
亜
説
﹂
と
﹁
三
説
﹂
を
拾
っ
て
み
る
と
︑
そ
の
全
体
像
は
次
頁
に
示
す
︻
表

︼
1

の
よ
う
に
な
る
︒
総
計
を
み
る
に
︑﹁
三
説
﹂
が
四
六
例
︑﹁
三
亜
説
﹂
が
五
三
例
で
あ
る
︒
書
き
入
れ
回
数
は
﹁
三
亜
説
﹂
が
若
干
勝
っ

て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
︑
近
似
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
但
し
各
巻
ご
と
の
分
布
状
況
を
み
る
と
︑
両
説
と
も
に
五
四
帖
に
わ

た
っ
て
ま
ん
べ
ん
な
く
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
特
定
の
巻
に
集
中
し
︑
そ
の
総
量
も
意
外
に
少
な
い
︒
そ
し
て
こ
う
し

た
傾
向
は
﹁
三
亜
説
﹂
よ
り
も
﹁
三
説
﹂
の
方
が
よ
り
顕
著
で
︑
集
中
し
て
み
ら
れ
る
巻
は
僅
か
に
︵
桐
壺
・
箒
木
・
夕
顔
︶
で
あ
る
︒
と

い
う
こ
と
は
﹁
三
説
﹂
は
一
部
の
巻
々
に
つ
い
て
の
み
︑
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
﹁
三
亜
説
﹂
が
あ
っ
て
﹁
三
説
﹂
の
無

い
巻
︵
葵
・
賢
木
・
少
女
・
柏
木
・
紅
梅
︶
は
あ
っ
て
も
︑
そ
の
逆
は
無
い
︒
と
い
う
こ
と
は
﹁
三
説
﹂
は
﹁
三
亜
説
﹂
に
連
動
し
て
な
さ
れ
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た
注
か
と
い
う
憶
測
も
生
じ
て
く
る
︒

ま
た
﹁
三
説
﹂﹁
三
亜
説
﹂
が
各
巻
︑
ど
の
あ
た
り
の
丁
か
ら
出

現
す
る
の
か
を
調
べ
て
み
る
と
︵
詳
細
な
数
字
は
文
末
に
︻
参
考
資
料
︼

と
し
て
掲
げ
て
お
い
た
︶
︑
始
め
に
登
場
す
る
の
は
決
ま
っ
て
﹁
三
亜

説
﹂
で
︑﹁
三
説
﹂
は
途
中
か
ら
出
現
し
︑
以
後
﹁
三
亜
説
﹂
と
並

行
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
︒
例
え
ば
次
頁
の
︻
表

︼
は
︑
桐

2

壺
巻
に
お
け
る
﹁
三
説
﹂
と
﹁
三
亜
説
﹂
と
の
出
現
状
況
を
グ
ラ
フ

化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
横
軸
が
出
現
し
た
丁
付
で
︑
縦
軸
が
当
該
丁

に
出
現
し
た
回
数
︵
〇
～
二
回
︶
︑
手
前
の
線
が
﹁
三
亜
説
﹂︑
奥
が

﹁
三
説
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
二
丁
表
か
ら
一
八
丁
表
ま
で
は

﹁
三
亜
説
﹂
の
み
見
ら
れ
た
が
︑
一
九
丁
表
で
﹁
三
説
﹂
が
登
場
し

て
か
ら
は
﹁
三
亜
説
﹂﹁
三
説
﹂
と
も
に
並
行
し
て
見
ら
れ
る
︒
そ

し
て
か
か
る
傾
向
は
︑
桐
壺
の
み
な
ら
ず
﹁
三
亜
説
﹂﹁
三
説
﹂
が

登
場
す
る
他
の
諸
帖
に
も
共
通
す
る
よ
う
で
あ
る
︒

で
は
並
行
し
て
登
場
す
る
な
ら
ば
︑
例
え
ば
﹁
三
説
﹂
が
﹁
三
亜

説
﹂
を
否
定
し
た
例
︵
あ
る
い
は
そ
の
逆
で
も
よ
い
の
だ
が
︶
︑﹁
三
説
﹂

が
﹁
三
亜
説
﹂
を
補
足
し
た
例
な
ど
は
あ
る
か
と
い
え
ば
︑
こ
の
両

説
が
そ
う
し
た
形
で
交
わ
る
こ
と
も
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
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︼
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が
見
ら
れ
た
の
は
穂
久
邇
本
系
諸
本
に
の
み
加
え
ら
れ
た
青
墨
等
に
よ
る
︿
三
大

書
入
れ
﹀
で
あ
り
︑
こ
ち
ら
は
﹁
三
亜
説
﹂
や
﹁
三
説
﹂
の
注
に
抹
消
線
を
引
い

た
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
だ
が
こ
の
注
は
実
澄
の
こ
と
を
﹁
三
光
院
﹂
と
呼
ん
で
い
る

た
め
︑
実
澄
が
没
し
た
天
正
七
年
︵
一
五
七
九
︶
以
後
の
書
き
入
れ
で
あ
っ
て
︑

元
亀
二
年
︵
一
五
七
一
︶
当
初
の
も
の
で
は
な
い
︒﹁
三
亜
説
﹂
と
﹁
三
説
﹂
に
絞

っ
て
見
る
限
り
︑
こ
の
二
種
類
の
追
加
注
が
物
語
本
文
中
の
同
一
語
句
に
対
し
て

重
な
っ
て
加
え
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
︒
全
体
的
な
特
徴
を

以
上
の
よ
う
に
押
さ
え
た
上
で
︑
次
か
ら
は
個
々
の
注
の
内
容
を
分
析
し
て
み
よ

う
︒

︵
二
︶
﹁
三
説
﹂
分
析

次
頁
に
掲
げ
た
︻
表

︼
は
四
六
例
に
及
ぶ
﹁
三
説
﹂
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類

3

し
た
も
の
で
あ
る
︒
列
の
Ａ
は
実
澄
注
あ
る
い
は
三
条
西
家
の
注
と
同
趣
と
思
わ

れ
る
注
︑
列
の
Ｂ
は
他
に
例
を
み
な
い
独
自
の
注
と
稿
者
が
判
断
し
た
も
の
で
あ

る
︒
な
お
実
澄
注
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
に
は
︑
元
亀
元
年
に
実
澄
が
ま
と
め
た

﹃
山
下
水
﹄
︵
以
後
︿
山
﹀
と
略
︶
や
︑
慶
長
年
間
に
中
院
通
勝
が
ま
と
め
た
﹃
岷
江

入
楚
﹄
所
収
の
﹁
箋
﹂﹁
箋
聞
﹂
︵
以
後
︿
箋
﹀︿
箋
聞
﹀
と
略
︶
を
参
照
し
た
︒
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︼
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【表 3】覚勝院抄にみえる「三説」の分析



さ
て
前
頁
︻
表

︼
に
よ
れ
ば
︑﹁
三
説
﹂
の
半
分
以
上
は
Ａ
︑
す
な
わ
ち
実
澄
注
と
重
な
っ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
例
を
幾
つ
か
紹
介

3

し
て
み
よ
う
︒

①
三
説

常
ニ
千
秋
万
歳
ト
ハ
申
モ
ノ
ナ
レ
ド
モ

其
モ
ヨ
キ
程
ノ
長
生
ガ
ヨ
キ
者
也

上
東
門
院
ナ
ド
モ
一
段
長
生
ニ
テ
マ

シ
〳
〵
タ
ル
ニ
依
テ

御
孫
ナ
ド
マ
デ
多
失
ヒ
申
サ
レ
タ
ル
事
也

ウ
キ
目
ヲ
御
ら
ん
ジ
タ
ル
ト
也

︵
桐
壺
二
一
丁
オ
・
物
語
本
文
の
頭
注

(注
	
)

︶

桐
壺
更
衣
の
母
御
息
所
が
鞆
負
命
婦
に
語
っ
た
詞
﹁
い
の
ち
な
が
さ
の
︑
い
と
つ
ら
う
お
も
ふ
給
へ
し
ら
る
る
に
﹂
の
く
だ
り
で
あ

る
︒
従
来
の
古
注
釈
で
は
﹃
河
海
抄
﹄
が
﹁
荘
子
曰
寿
者
多
辱

(注


)

﹂
と
指
摘
し
た
の
ち
︑
﹃
弄
花
抄
﹄﹃
細
流
抄
﹄
﹃
明
星
抄
﹄
に
注
は
無
く
︑

﹃
孟
津
抄
﹄
に
至
っ
て
再
び
﹁
更
衣
の
母
の
詞
也

荘
子
曰
寿
者
多
辱

(注
�
)

﹂
と
採
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
こ
う
し
た
流
れ
を
う
け
て
︑
実
澄

は
︿
山
﹀
で
は
﹁
寿
者
多
辱
荘
子

上
東
門
院
御
事

(
注
�
)

﹂
︵
一
四
頁
︶
と
し
て
︑
荘
子
を
引
き
つ
つ
も
上
東
門
院
彰
子
の
例
を
持
ち
出
し
た
よ
う

で
あ
る
︒
そ
し
て
上
東
門
院
の
こ
と
は
︿
箋
﹀
も
同
様
で
︑﹁
上
東
門
院
御
事
を
ひ
か
れ
た
り

八
八
歳
ま
で
お
は
し
ま
せ
し
が

一
条

院
后
に
て
後
一
条
院
後
朱
雀
院
二
代
の
国
母
に
て
お
は
せ
し
か
共

い
づ
れ
を
も
さ
き
に
た
て
さ
せ
給
り
と
み
ゆ

(注

)

﹂
︵
四
八
頁
︶
と
あ
る
︒

上
東
門
院
が
長
寿
故
に
多
く
の
身
内
に
先
立
た
れ
た
こ
と
は
既
に
﹃
大
鏡
﹄
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
が
︑
そ
の
上
東
門
院
の
例
を

母
御
息
所
の
詞
に
引
き
当
て
た
の
は
実
澄
が
最
初
だ
ろ
う
︒
す
る
と
同
じ
く
上
東
門
院
を
採
り
上
げ
た
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
も
ま
た
実
澄
の
注

を
引
く
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

②
三
説
也

非
三
木
と
云

是
ニ

粉

(
マ
マ
﹁
紛
﹂
か
)

ア
ル
事
也

先
官
ヲ
非
三
木
と
云
也

大
中
納
ニ
テ
モ

当
官
過
テ
先
官
ヲ
云
也

又

散
位
ト
ハ
少
心
違
歟
云
々

三
位
ニ
テ
三
木
ニ
不
レ

成
ヲ

傍
三
位
︵
︒
傍
︶
二
位
と
云
也

傍
四
位
と
ハ
不
レ

謂
也

九十七 『源氏物語聞書〈覚勝院抄〉』における〈三説〉をめぐる考察

−265−



︵
箒
木
一
三
丁
オ
・
注
釈
部
分
の
頭
注
余
白
︶

箒
木
の
﹁
非
参
議
の
四
位
ど
も
﹂
と
い
う
く
だ
り
に
つ
い
た
注
で
あ
る
︒
か
つ
て
公
条
が
﹃
花
鳥
余
情
﹄
を
承
け
て
﹁
参
議
に
も
な
ら

で
三
位
四
位
た
る
人
か
﹂
︵﹃
明
星
抄

(
注
�
)

﹄
二
四
頁
︶
と
解
釈
し
て
い
た
注
が
︑
実
澄
の
︿
山
﹀
に
な
る
と
﹁
箋
曰

政
官
之
外
ヲ
云

或
亡
二

位
亡
三
位
之
類
﹂
︵
五
二
頁
︶
と
変
わ
り
︑
新
に
﹁
亡
二
位
﹂
と
い
っ
た
専
門
用
語
ま
で
登
場
し
た
︒
そ
れ
は
︿
箋
﹀
も
同
様
で
﹁
太
政
官

の
外
を
非
参
議
と
云

亡
二
位
亡
三
位
の
類
也
﹂
︵
一
〇
七
頁
︶
と
あ
る
︒
よ
っ
て
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
の
②
も
ま
た
︿
山
﹀︿
箋
﹀
同
様
︑
実

澄
注
を
引
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
も
っ
と
も
﹁
亡
三
位
﹂
を
﹁
傍
三
位
﹂
と
表
記
し
た
り
︑﹁
傍
四
位
と
ハ
不
レ

謂
也
﹂
と
断
る
な
ど
︑

︿
山
﹀︿
箋
﹀
に
は
な
い
記
述
も
混
じ
っ
て
は
い
る
︒

③
三
説

ア
ヒ
ダ
ノ
ミ

(
マ
マ
﹁
ア
ヒ
ナ
ダ
ノ
ミ
﹂
か
)

ハ
人
ノ
我
ヲ
思
ニ
コ
ソ
思
ハ
ウ
ズ
レ

人
の
お
も
は
ぬ
に
此
方
よ
り
ハ
何
と
し
て
思
ハ
ウ
ズ
ル
ゾ
ト
云
事
也

片
思
の
や
う
な
れ
共

弄
花
ニ
無
二

甲
斐
一

事
ト
ア
ル

不
審
云
々

︵
箒
木
三
四
丁
ウ
・
頭
注
︶

穂
久
邇
本
で
は
文
末
の
﹁
不
審
云
々
﹂
が
青
墨
に
よ
る
︿
三
大
書
き
入
れ
﹀
に
よ
っ
て
抹
消
さ
れ
た
︒
し
か
し
こ
れ
は
前
述
し
た
如

く
︑
実
澄
死
没
後
の
し
か
も
穂
久
邇
本
系
諸
本
に
の
み
見
え
る
書
き
入
れ
で
あ
る
た
め
︑
本
稿
で
は
無
視
す
る
︒

③
は
品
定
め
の
な
か
で
指
喰
い
の
女
が
語
っ
た
﹁
年
月
を
か
さ
ね
ん
あ
ひ
な
だ
の
み
は
い
と
く
る
し
く
な
む
﹂
の
く
だ
り
で
あ
る
︒
か

つ
て
実
隆
ら
が
手
が
け
た
﹃
弄
花
抄
﹄
で
は
﹁
か
ひ
な
き
た
の
み
と
云
心
也

あ
ち
き
な
き
心
也

又
無
愛
云
々

(注

)

﹂
︵
二
三
頁
︶
と
解
釈
し

10

て
い
た
注
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
﹃
明
星
抄
﹄
に
な
る
と
︑﹃
弄
花
抄
﹄
の
前
半
部
を
継
承
し
て
﹁
か
ひ
な
き
類
と
云
心
な
り

あ
ぢ
き
な

き
心
也
﹂
︵
三
二
頁
︶
と
変
わ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
実
澄
の
︿
山
﹀
に
な
る
と
︑
後
半
部
分
の
﹁
無
愛
﹂
を
継
承
し
て
﹁
人
ノ
無
愛
ヲ
憑
ム

ノ
義
也
﹂
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
︒
こ
れ
は
﹁
人
の
愛
せ
ざ
る
を
た
の
む
の
義
也
﹂
︵
一
四
〇
頁
︶
と
あ
る
︿
箋
﹀
も
同
様
で
あ
る
︒
す
る
と

﹃
覚
勝
院
抄
﹄
の
﹁
片
思
の
や
う
﹂
と
い
う
と
ら
え
方
は
︑︿
山
﹀︿
箋
﹀
の
把
え
方
と
同
趣
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
う
︒
但
し
﹃
覚
勝
院
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抄
﹄
は
︿
山
﹀
や
︿
箋
﹀
に
は
無
か
っ
た
﹃
弄
花
抄
﹄
批
判
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
︒
こ
の
相
違
は
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
に
お
け
る
﹁
三

説
﹂
が
書
承
で
は
な
く
講
釈
の
聞
書
だ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
︒
聞
手
に
む
か
っ
て
講
師
が
ど
ん
な
発
言
を
し
た
の
か
︑
ま
た
聞
手
が
講

師
の
ど
ん
な
発
言
を
書
き
と
ど
め
た
か
に
拠
る
も
の
だ
ろ
う
︒

以
上
︑︻
表

︼
の
Ａ
︑
す
な
わ
ち
実
澄
注
と
重
な
る
﹁
三
説
﹂
の
一
端
を
紹
介
し
た
︒
Ａ
の
二
四
例
は
﹁
三
説
﹂
が
実
澄
の
説
で
あ

3

る
可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
︒
今
度
は
Ｂ
︑
す
な
わ
ち
独
自
注
と
み
ら
れ
る
二
一
例
か
ら
幾
つ
か
採

り
上
げ
て
み
よ
う
︒

④
三
説

宮
城
野
の
御
歌

惣
別
ハ
名
所
ナ
レ
ド
モ

爰
ニ
テ
ハ
宮
中
ノ
事
ト
見
ル
ヨ
キ
也

宮
中
を
読
数
多
ア
リ

是
ハ
御
製
ナ

レ
ド
モ

ヨ
カ
ラ
ヌ
御
歌
ト
也

此
ヤ
ウ
ニ
宮
中
を
サ
シ
テ
宮
城
野
ト
ア
ル
ハ

主
上
ノ
我
御
事
也

先
是
ヨ
ク
モ
ナ
シ

小
萩

ト
若
宮

■
(
墨
滅
)

ノ
御
事
ヲ
ア
ソ
バ
シ
タ
ル

カ
ヤ
ウ
ニ
ツ
ヾ
キ
タ
ル
ヲ
バ

ホ
メ
ヌ
事
也

恋
路
愁
歎
ノ
上
ナ
ラ
デ
ハ

秀
逸
ハ
出

来
セ
ヌ
物
ナ
ル
ト
ハ
申
セ
ド
モ

其
モ
大
方
ノ
事
に
コ
ソ

帝
ノ
御
心
マ
ド
ヒ
ナ
ル
ニ
依
テ

サ
モ
ナ
キ
事
也

紫
式
部
ガ
読
ト

モ
五
十
四
帖
ヲ
書
上

秀
逸
ヲ
モ
ヨ
マ
ウ
ズ
レ
ド
モ
爰
ヲ
一
ノ
廉
ヲ
見
せ
タ
ル
所
に

カ
ヤ
ウ
ニ
ア
ル
事
也

前
ニ
ア
ル
更
衣
ノ

歌

限
ト
テ
ノ
歌
ニ
モ

帝
ノ
御

増

(
マ
マ
﹁
贈
﹂
か
)

答
ノ
ナ
キ
モ

御
心
ノ
乱
タ
ル
ニ
依
ノ
事
ト
見
也

︵
桐
壺
二
一
丁
オ
・
付
箋
︶

桐
壺
帝
が
亡
き
更
衣
の
里
に
送
っ
た
御
製
﹁
宮
城
野
の
露
ふ
き
結
ぶ
風
の
音
に
小
萩
が
本
を
思
こ
そ
や
れ
﹂
に
対
す
る
注
で
あ
る
︒
従

来
は
﹃
花
鳥
余
情
﹄
が
﹁
宮
城
の
は
宮
禁
に
た
と
ふ

露
ふ
き
む
す
ふ
は
涙
を
い
ふ

こ
は
き
か
も
と
は
若
宮
の
御
事
な
り

(注

)

﹂
︵
八
頁
︶
と

11

し
︑
﹃
明
星
抄
﹄﹃
孟
津
抄
﹄
な
ど
も
﹃
花
鳥
余
情
﹄
を
継
承
し
て
き
た
の
だ
が
︑﹃
覚
勝
院
抄
﹄
は
こ
の
御
製
を
﹁
ヨ
カ
ラ
ヌ
御
歌
﹂
と

評
し
た
︒
宮
中
を
宮
城
野
に
喩
え
た
り
︑
そ
こ
か
ら
の
繋
が
り
で
若
君
を
小
萩
に
喩
え
た
り
し
た
の
は
︑
い
く
ら
御
製
で
も
不
適
切
だ
と
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い
う
の
だ
ろ
う
︒
だ
が
か
か
る
指
摘
は
実
澄
の
注
釈
書
に
は
掲
載
さ
れ
な
い
︒︿
山
﹀︿
箋
﹀
共
に
︑
こ
の
御
製
に
対
す
る
注
記
自
体
が
無

い
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
﹃
岷
江
入
楚
﹄
所
収
﹁
或
説
﹂
︵
公
条
説
︶
に
よ
れ
ば
︑﹁
御
説
︵
公
条
︶
時
は

野
分
の
時
分

然
も
宮
に
て
お
は

し
ま
せ
は
宮
木
野
と
云
と
あ
そ
は
す
﹂
︵
四
七
頁
︶
と
あ
る
︒
公
条
あ
た
り
か
ら
︑
な
ぜ
宮
中
を
﹁
宮
城
野
﹂
な
ど
に
喩
え
た
の
か
と
い
う

疑
問
が
出
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

⑤
鴻
廬
館
ト
云
ハ

鴻
ハ
ノ
ン
ド
也

鴈
ノ
声
ニ
喩
テ
謂
ル
事
也

鴈
ノ
声
ホ
ド
遠
ク
聞
ユ
ル
物
ハ
ナ
シ

唐
書
ヲ
請
取
テ
傳
ユ
ル

事
也

通
事
也

此
所
ニ
被
レ

置
テ
都
内
ヘ
ハ
更
ニ

■
(墨
滅
)

ヨ
セ
ラ
レ
ヌ
事
也

昔
ハ
百
済
國
ヨ
リ
渡
リ
初
タ
ル
ト
也

大
略
出
家

也

僧
尼
渡
ル
也

寛
平
法
皇
ノ
御
遺
誡
に
テ

惣
而
近
ヅ
ケ
ラ
レ
ヌ
事
ナ
ル
ヲ

鹿
苑
院
殿
御
時

北
山
ノ
金
閣
ヘ
唐
人
ヲ
聊

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

モ
被
レ

召
タ
ル
ト
也

其
モ
路
ニ
悉
ク
随
兵
ヲ
ゝ
カ
レ
テ

朱
雀
ヨ
リ
北
山
マ
デ
続
タ
ル
ト
也

従
レ

是
都
ヘ
モ
入
也

然
ル
ニ
衰

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

微
ス
ル
歟
ト
也

�
�
�
�
�
�

玄
蕃

ケ

ハ

料
ト
テ
唐
人
ノ
マ
ナ
ヒ
ヲ
被
詠
付
タ
ル
事
也

玄
蕃
ト
書
テ
法
師
マ
ラ
ウ
ト
続
也

是
ヲ
皆

ゲ
ン
バ
ン

ト
続
云
悪
也

大
︵
︒
元
︶︵
︒
ノ
︶
鴻
廬
館
ハ
東
寺
コ
レ
東
ノ
口
館
也

西
寺
ト
云
在
也

西
ノ
口
館
也

然
ヲ
東
ヲ
バ
弘
法

ヘ
被
レ

下
タ
ル
也

其
上
後
朱
雀
ニ
被
レ

定
タ
ル
事
也

三
説
ナ
リ

︵
桐
壺
三
四
丁
ウ
・
付
箋
︶

桐
壺
巻
の
鴻
廬
館
の
説
明
は
﹃
河
海
抄
﹄﹃
花
鳥
余
情
﹄
で
詳
細
な
注
が
付
け
ら
れ
︑
実
澄
も
そ
れ
ら
を
書
承
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で

︿
山
﹀
で
は
更
に
﹁
玄
蕃
寮
也

七
条
朱
雀
也

四
ツ
塚
ト
云
所
ノ
辺
也
﹂
︵
一
八
頁
︶
と
加
え
た
り
︑︿
箋
﹀
で
は
﹁
鴻
廬
の
事

廬
は
声

也

伝
ル
心
也

又
鴻
廬
は
異
国
の
鳥
也

伋
異
国
の
声
を
伝
ル
ト
云
義
也

又
玄
蕃
寮
を
法
師
マ
ラ
ウ
ト
ノ
ツ
カ
サ
と
云
事
ハ
異
国
の

人
は
僧
尼
の
始
て
来
朝
ス
ル
故
に
云
也
﹂
︵
八
七
頁
︶
と
加
え
て
い
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
の
場
合
は
と
い
う
と
︑
か
か
る
先

行
注
を
継
承
し
な
が
ら
も
︑
私
に
施
し
た
傍
線
部
の
ご
と
き
全
く
独
自
の
説
明
も
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
寛
平
の
御
遺
戒
に
反
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し
て
唐
人
を
近
づ
け
た
足
利
義
満
の
例
︑
お
そ
ら
く
は
応
永
一
一
年
︵
一
四
〇
四
︶
に
始
め
た
明
国
と
の
勘
合
貿
易
の
話
を
引
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
︒

⑥
三
説

昔
百
済
國
ヨ
リ
漢
土
ヲ
可
レ

取
ト
ス
ル
時

日
本
ヨ
リ
天
智
天
皇
御
自
身
進
発
有
テ

海
上
ニ
舟
ヲ
被
レ

浮
テ

ハ
タ
ヲ
ヒ

ラ
レ
テ

漢
土
ヲ
ス
ク
ハ
レ
タ
ル
也
云
々

︵
桐
壺
三
四
丁
ウ
・
物
語
本
文
の
頭
注
︶

⑤
と
同
様
︑
鴻
廬
館
に
関
す
る
注
で
あ
る
︒
⑤
は
付
箋
だ
っ
た
が
︑
⑥
は
物
語
本
文
の
頭
部
余
白
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
先
行
注

で
天
智
天
皇
の
例
︵
白
村
江
の
戦
い
の
こ
と
か
︶
を
紹
介
し
た
も
の
は
無
い
の
で
独
自
注
と
処
理
し
た
︒
と
は
い
う
も
の
の
︑
注
の
内
容
は

聊
か
不
自
然
で
あ
る
︒
も
し
こ
れ
が
白
村
江
の
戦
い
を
さ
す
な
ら
︑
助
け
よ
う
と
し
た
の
は
百
済
で
︑
戦
っ
た
の
は
唐
・
新
羅
の
連
合
軍

だ
っ
た
は
ず
だ
が
︑
事
実
認
識
が
現
代
と
随
分
変
わ
っ
て
い
る
︒
あ
る
い
は
こ
れ
は
﹁
三
説
﹂
の
誤
解
か
︑
覚
勝
院
の
誤
聞
で
あ
ろ
う

か
︒
同
様
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
例
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
︒

⑦
三
説

従
三
位
正マ

サ

子
ヲ
︵
︒
薨
時
︶
如
此
シ
タ
ル

下
心
ニ
テ
書
ト
也

︵
夕
顔
五
六
丁
ウ
・
物
語
行
間
︶

急
逝
し
た
夕
顔
の
遺
体
を
蓆
に
く
る
む
と
い
う
﹁
う
は
む
し
ろ
に
を
し
く
ゝ
み
て
﹂
の
注
で
あ
る
︒
こ
こ
の
注
は
﹃
河
海
抄
﹄
以
来
橘

常
子
の
例
が
引
か
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
︿
山
﹀︿
箋
﹀
も
同
様
で
︑
例
え
ば
︿
山
﹀
で
は
﹁
類
従
国
史
云

弘
仁
八
年
八
月
従
三
位
橘
常

子
薨
︱
以
蓆
薨
葬
﹂
︵
九
九
頁
︶
と
あ
る
︒
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
正
解
は
橘
常
子
で
あ
っ
て
︑
⑦
に
い
う
﹁
正
子
﹂
は
﹁
三
説
﹂
の
誤
解

か
︑
覚
勝
院
の
誤
聞
か
と
疑
わ
れ
る
︒

︻
表

︼
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
誤
り
も
含
め
て
従
来
の
説
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
内
容
を
も
つ
﹁
三
説
﹂
も
二
一
例
ほ
ど
み
え
て

3
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い
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
れ
ら
は
﹁
三
説
﹂
が
実
澄
注
で
あ
る
こ
と
を
主
張
こ
そ
し
な
い
も
の
の
︑
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
︒
な
ん
と
な

れ
ば
︑
注
釈
と
い
う
も
の
は
常
に
成
長
し
︑
変
化
し
て
ゆ
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
そ
れ
が
講
釈
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
相

手
に
応
じ
て
例
え
話
を
加
え
た
り
︑
時
に
脱
線
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
反
応
を
み
て
説
明
を
省
い
た
り
︑
時
に
は
う
っ
か
り
踏
み

込
ん
だ
発
言
ま
で
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
︒

︵
三
︶

書
写
様
式
か
ら
み
た
﹁
三
説
﹂

次
に
︑
先
の
︻
表

︼
で
は
加
え
な
か
っ
た
も
の
も
含
め
て
︑
気
に
な
る
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

3

⑧

三

仁
王
経
ニ
時
節
に
反

逆
ギ
ヤ
ク

と
い
へ
り

長
閑
な
る
時
哀
ニ
寒
く

又
寒
時
分
に
暖
ク
な
る
ハ
わ
ろ
き
也

聖
徳
延
喜

の
代ヨ

な
れ

ハ
時
節
も
折
に
あ
ひ
て
年
た
ち
か
へ
る
よ
り
寒
気
も
名
残
な
く
お
ほ
ゆ
る
也

そ
の
心
を
仁
王
経
に
も
則
時
節
反
逆

ギ
ヤ
ク

と
云

︵
初
音
一
丁
オ
・
物
語
本
文
の
行
間
︶

⑧
は
初
音
巻
の
冒
頭
﹁
年
た
ち
か
へ
る
あ
し
た
の
空
の
け
し
き
⁝
⁝
﹂
の
行
間
に
﹁
三
﹂
と
い
う
肩
付
き
で
加
え
ら
れ
た
注
で
あ
る
︒

こ
の
肩
付
き
で
は
﹁
三
説
﹂
と
も
﹁
三
亜
説
﹂
と
も
︑
ま
た
そ
れ
以
外
の
説
と
も
解
釈
で
き
る
た
め
︑
統
計
に
は
加
え
な
か
っ
た
︒
尤
も

﹁
年
立
か
へ
る
﹂
の
項
の
古
注
釈
書
を
繙
く
に
︑
公
条
ま
で
は
﹁
正
月
一
日
に
成
た
れ
は
冬
の
空
に
引
替
た
る
な
り

元
旦
立
春
成
へ
し
﹂

︵﹃
明
星
抄
﹄
初
音
︶
と
簡
潔
だ
っ
た
の
が
︑
実
澄
に
な
る
と
﹁
⁝
凡
時
節
ノ
反
逆
ハ
七
難
ノ
一
也

然
ル
ヲ
当
時
仁
沢
世
蓋
黎
民
撫
育
聖
徳

あ
ま
ね
き
故
ニ
陰
陽
変
理
時
候
相
調

秋
ハ
秋
ノ
如
ク
冬
ハ
冬
ノ
如
ク
春
ハ
春
ノ
如
ク

時
節
ノ
ケ
チ
メ
モ
分
明
ニ
一
天
泰
平
春
也
⁝
﹂

︿
山
﹀
と
変
わ
っ
て
く
る
︒﹁
時
節
反
逆
﹂
を
指
摘
し
た
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
の
﹁
三
﹂
が
実
澄
説
を
ひ
く
こ
と
は
確
実
な
よ
う
で
あ
る
︒
だ
が
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そ
う
な
る
と
︑
今
度
は
こ
れ
を
な
ぜ
﹁
三
亜
説
﹂
と
記
さ
な
か
っ
た
か
が
問
題
に
な
ろ
う
︒
﹁
三
亜
説
﹂
を
略
し
て
﹁
三
﹂
と
し
た
と
い

う
こ
と
か
︒
そ
れ
な
ら
ば
﹁
三
亜
説
﹂
を
略
し
て
﹁
三
説
﹂
と
し
た
と
い
う
こ
と
も
想
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒

⑨
花
鳥
に
如
レ

此
尺
シ
給
ヲ

是
ハ
余
い
き
過
タ
ル
注
歟

只
な
ら
ぬ
瑞
相
ノ
御
座
あ
る
と
卜
た
る
奇
特
ト
可
レ

然
歟
ノ
由

三
大
実

�
�
�

澄
ノ
説
也
云
々

�
�
�
�
�
�

︵
桐
壺
三
五
ウ
・
聞
書
注
文
末
と
次
の
物
語
本
文
と
の
行
間
︶

少
年
源
氏
を
占
っ
た
高
麗
人
の
人
相
見
が
首
を
か
し
げ
た
く
だ
り
︑﹃
覚
勝
院
抄
﹄
で
は
﹃
花
鳥
余
情
﹄
の
説
を
引
用
し
て
い
る
が
︑

⑨
は
そ
の
後
ろ
に
加
え
ら
れ
た
注
で
あ
る
︒
私
に
引
い
た
波
線
部
に
﹁
三
大
実
澄
ノ
説
也
云
々
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
注
は
実
澄
の
説

だ
と
明
示
し
て
い
る
︒
す
る
と
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
の
な
か
で
実
澄
は
﹁
三
亜
実
澄
﹂
︵
賢
木
付
箋
︶
と
呼
ば
れ
た
り

(注

)

︑
⑨
の
よ
う
に
﹁
三
大
実

12

澄
﹂
︵
桐
壺
・
行
間
注
︶
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
賢
木
と
桐
壺
は
別
筆
な
の
で
︑
い
ま
ひ
と
つ
決
め
手
に
欠
け
る

が
︑
⑧
と
勘
案
す
る
に
︑
実
澄
が
さ
ま
ざ
ま
な
呼
ば
れ
方
を
し
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
が
つ
く
︒

そ
う
い
う
点
で
は
箒
木
の
﹁
三

大

説
﹂
も
興
味
深
い
︒
穂
久
邇
本
に
よ
れ
ば
︑
﹁
三
説
﹂
と
し
た
あ
と
で
︑
脇
に
﹁
大
﹂
と
記
す
︒﹃
覚

勝
院
抄
﹄
の
諸
本
の
な
か
に
は
こ
れ
を
﹁
三
大
説
﹂
と
す
る
本
も
あ
る
が
︑
穂
久
邇
本
の
場
合
は
補
入
記
号
が
無
い
の
で
︑
傍
書
で
あ
る

可
能
性
も
あ
る
︒
と
も
あ
れ
﹁
三
大
説
﹂
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
⑩
も
⑨
と
同
様
︑
実
澄
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

⑩
か
の
す
け
ハ
い
と
よ
し
あ
り
て
と
云
ヲ

器
用
の
事
を
源
氏
の
給

伊
与
介
ヨ
リ
ハ
紀
伊
守
ハ
若
フ
ヨ
ケ
レ
バ

う
つ
せ
ミ
の

思
は
れ
ん
と
の
事
と
云
々

三
大

説
也

如
何

ス
ケ
ト
ア
レ
バ
伊
与
介
サ
ウ
ナ
ル
ヤ
ウ
ニ
聞
え
た
る
也

︵
箒
木
七
一
オ
・
物
語
本
文
の
頭
注
余
白
︶

空
蝉
を
め
ぐ
る
伊
予
介
・
紀
伊
守
父
子
の
関
係
を
源
氏
が
推
測
す
る
﹁
か
の
す
け
は
い
と
よ
し
あ
り
て
け
し
き
ば
め
る
を
﹂
の
く
だ
り
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で
あ
る
︒﹁
三
説
﹂︵
な
い
し
﹁
三
大
説
﹂︶
に
よ
れ
ば
︑︿
年
寄
り
よ
り
は
若
い
方
が
い
い
よ
ね
﹀
と
い
う
解
釈
だ
っ
た
よ
う
だ
が
︑︿
山
﹀

︿
箋
﹀
と
も
に
こ
の
項
目
に
対
す
る
注
釈
が
無
い
こ
と
か
ら
︑
実
澄
説
の
実
際
は
不
明
で
あ
る
︒
だ
が
﹃
覚
勝
院
抄
﹄
で
は
︑
か
か
る

﹁
三
説
﹂
︵﹁
三
大
説
﹂︶
を
紹
介
し
な
が
ら
も
︑
同
時
に
﹁
如
何
﹂
と
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
︒
こ
の
こ
と
は
﹃
岷
江

入
楚
﹄
に
も
﹁
か
の
介
は
い
と
よ
し
あ
り
て

伊
予
介
を
ほ
め
て
源
の
ゝ
給
へ
る
詞
な
り
﹂
︵
箒
木
一
九
一
頁
︶
と
あ
る
の
で
︑
本
文
に

﹁
す
け
﹂
と
あ
る
以
上
︑
こ
こ
で
の
主
語
は
伊
予
介
以
外
に
は
あ
り
得
ず
︑
伊
予
介
を
ほ
め
た
く
だ
り
と
解
釈
し
た
方
が
よ
い
と
判
断
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
と
も
あ
れ
﹁
三
大

説
如
何
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
三
説
﹂
と
覚
勝
院
と
の
関
係
は
︑
師
か
ら
弟
子
へ
の
一
方
的
な

伝
授
と
い
う
面
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

ま
と
め
よ
う
︒﹃
覚
勝
院
抄
﹄
は
そ
の
基
底
が
完
成
し
た
後
︑
元
亀
二
年
か
ら
﹁
三
亜
説
﹂﹁
三
説
﹂
等
が
加
え
ら
れ
た
︒
う
ち
﹁
三
亜

説
﹂
と
い
う
の
は
三
条
西
実
澄
の
注
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
残
る
﹁
三
説
﹂
を
め
ぐ
っ
て
分
析
を
重
ね
て
き
た
わ
け
だ
が
︑
内
容
的
に
見
て

半
数
超
が
実
澄
説
と
重
な
る
こ
と
︑
独
自
な
注
で
も
そ
れ
が
実
澄
注
で
な
い
こ
と
の
証
し
と
は
な
ら
な
い
こ
と
︑
﹁
三
説
﹂
が
﹁
三
亜
説
﹂

を
否
定
し
た
り
補
足
し
た
り
す
る
こ
と
は
無
い
こ
と
︑
実
澄
説
は
﹁
三
亜
実
澄
﹂
﹁
三
大
実
澄
﹂﹁
三
﹂
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
︑
な
ど
か
ら
﹁
三
亜
説
﹂
同
様
︑
実
澄
の
説
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒
但
し
決
定
的
な
証
拠
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
︑
あ
く
ま
で
も
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
︒

と
は
い
え
︑
で
は
な
ぜ
﹁
三
亜
﹂
な
ら
ぬ
﹁
三
説
﹂
と
い
う
呼
び
方
に
な
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
講
釈
の
時
期
が
違
っ
て
い

た
た
め
と
思
わ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
実
澄
は
元
亀
三
年
︵
一
五
七
三
︶
閏
一
月
六
日
に
権
大
納
言
を
辞
し
︑
翌
年
一
月
一
二
日
に
本
座
を
許

さ
れ
て
い
る
︒
大
納
言
職
を
離
れ
て
い
た
こ
の
期
間
に
︑
再
度
聴
講
し
た
部
分
を
﹁
三
説
﹂
と
し
て
掲
示
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︑
仮

説
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
︒
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注
︵

︶

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁﹃
源
氏
物
語
聞
書
覚
勝
院
抄
﹄
雑
攷
︱
周
辺
人
物
・
書
本
・
成
立
経
緯
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵
平
成

1

二
四
年

豊
島
秀
範
編
﹃︿
文
科
省
科
学
研
究
費
一
般
研
究
︵
Ｃ
︶
成
果
報
告
書
﹀
源
氏
物
語
の
デ
ー
タ
化
と
新
提
言
Ⅱ
﹄
所
収
︶

に
て
詳
述
し
た
︒

︵

︶

伊
井
春
樹
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
当
時
の
注
釈
書
に
お
い
て
︑
料
簡
の
年
号
は
そ
の
作
業
に
着
手
し
た
年
月
を
表
す
場
合
が
多
﹂
い

2
︵
岩
波
書
店
﹃
日
本
古
典
文
学
大
事
典
﹄︿
覚
勝
院
抄
﹀
項
︶
と
あ
る
︒
元
亀
二
年
か
ら
本
書
の
執
筆
に
取
り
か
か
っ
た
と
す
る
伊

井
氏
の
説
は
︑
元
亀
二
年
に
追
加
注
が
な
さ
れ
た
と
す
る
拙
稿
と
は
立
場
を
異
に
す
る
が
︑
追
加
注
が
開
始
さ
れ
た
年
次
と
し
て

お
き
た
い
︒

︵

︶

拙
稿
﹁﹃
覚
勝
院
抄
﹄
に
み
る
三
条
西
実
澄
の
源
氏
学
︱
﹁
三
亜
説
﹂
の
分
析
を
中
心
に
︱
﹂
︵
日
向
一
雅
編
﹃
源
氏
物
語
注
釈

3

史
の
世
界
﹄
平
成
二
六
年

青
簡
舍
刊
︶

︵

︶

穂
久
邇
本
の
翻
刻
は
﹃
源
氏
物
語
聞
書

覚
勝
院
抄
﹄︵
平
成
元
年

汲
古
書
院
︶
の
影
印
に
よ
っ
た
︒
但
し
通
行
の
字
体
に

4

改
め
︑
私
に
空
字
を
加
え
︑
か
つ
改
行
も
直
し
て
あ
る
︒
以
下
同
様
︒

︵

︶

引
用
は
︑
玉
上
琢
弥
編
﹃
紫
明
抄

河
海
抄
﹄︵
昭
和
四
三
年

角
川
書
店
︶
に
よ
っ
た
︒
以
下
同
様
︒

5
︵

︶

引
用
は
︑
野
村
精
一
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成
四
～
六

孟
津
抄
﹄︵
昭
和
五
六
～
六
二
年

桜
楓
社
︶
に
よ
っ
た
︒
以
下
同

6

様
︒

︵

︶

引
用
は
︑
榎
本
正
純
編
﹃
源
氏
物
語
山
下
水
の
研
究
﹄︵
平
成
八
年

和
泉
書
院
︶
に
よ
っ
た
︒
以
下
同
様
︒

7
︵

︶

引
用
は
︑
中
田
武
司
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成
一
一
～
一
五

岷
江
入
楚
﹄︵
昭
和
六
〇
年
～
六
二
年

桜
楓
社
︶
に
よ
っ
た
︒

8

以
下
同
様
︒﹄

︵

︶

引
用
は
︑
中
野
幸
一
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
四

明
星
抄

雨
夜
談
抄

種
玉
編
次
抄
﹄︵
昭
和
五
五
年

武
蔵
野
書
院
︶

9

九十七 『源氏物語聞書〈覚勝院抄〉』における〈三説〉をめぐる考察

−273−



に
よ
っ
た
︒
以
下
同
様
︒

︵

︶

引
用
は
︑
伊
井
春
樹
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成
六

弄
花
抄
﹄︵
昭
和
六
〇
年

桜
楓
社
︶
に
よ
っ
た
︒
以
下
同
様
︒

10
︵

︶

引
用
は
︑
中
野
幸
一
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
二

花
鳥
余
情

源
氏
和
秘
抄

源
氏
物
語
之
内
不
審
条
々
源
語
秘
訣

口

11

伝
抄
﹄︵
昭
和
五
三
年

武
蔵
野
書
院
︶
に
よ
っ
た
︒
以
下
同
様
︒

︵

︶

穂
久
邇
本
賢
木
の
付
箋
に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

12

﹁
天
皇
大
后
宮
ハ
当
帝
ノ
祖
母
也

皇
太
后
宮
ハ
当
帝
ノ
母
儀
ヲ
云

当

帝

(｢后
宮
ハ
﹂
脱
落
か
)

ノ
后
ヲ
云
也

是
ヲ
三
宮
ト
云
也

中
宮
ハ

皇
后
宮
ヨ
リ
又
成
ア
カ
リ
テ
ノ
事
也

是
ヲ
加
ヘ
テ
四
宮
ト
云
也

サ
レ
ド
モ
同
シ
后
宮
ヲ
二
ツ
置
事
心
得
ヌ
事
ト
テ

職
原
抄

ニ
モ
本
朝
ニ
二
宮
ヲ
並
ベ
置
く
事

理
ニ
不
叶
由
ヲ
被
注
タ
ル
也

然
レ
ド
モ
后
宮
ヨ
リ
昇
進
シ
テ
中
宮
ニ
被
成
昇
ヤ
ウ
ニ
見
ヘ

タ
ル
也

是
ハ
中
古
后
宮
方
ニ
い
づ
れ
を
イ
ツ
レ
ト
モ
差
別
セ
ラ
レ
ニ
ク
キ
時

両
人
ノ
后
宮
ヲ
ナ
ダ
メ
ラ
レ
ベ
キ
タ
メ
ニ
中
宮

ヲ
被
置
タ
ル
歟
ト
云
也

紅
葉
賀
ニ
弘
徽
殿
大
后
ヲ
引
コ
シ
テ
藤
壺
ヲ
中
宮
ニ
被
置
タ
ル
ト
書
タ
レ
バ
是
ニ
テ
分
明
ニ
聞
ヘ
タ
ル

事
也

三
亜
実
澄
説
也
﹂
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