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一　

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
の
若
紫
巻
は
、
教
科
書
に
も
採
ら
れ
る
源
氏
と
紫

の
上
と
が
北
山
で
出
会
う
場
面
を
有
し
、
こ
れ
ま
で
に
も
様
々
な
角

度
か
ら
分
析
が
進
め
ら
れ
、
多
く
の
論
文
が
書
か
れ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、若
紫
巻
の
以
下
の
場
面
を
採
り
上
げ
論
じ
て
み
た
い
。

周
知
の
通
り
、
源
氏
は
北
山
で
紫
の
上
（
当
該
巻
で
は
、
若
紫
と
す

る
べ
き
だ
が
、
一
般
的
な
呼
称
の
紫
の
上
で
統
一
す
る
）
を
見
初
め

て
か
ら
と
い
う
も
の
、
下
山
後
も
、
歌
を
贈
り
続
け
て
い
る
。
尼
君

の
京
の
邸
に
お
い
て
、
紫
の
上
の
将
来
を
託
さ
れ
た
源
氏
で
あ
っ
た

が
、
既
に
就
寝
中
と
い
う
紫
の
上
に
逢
う
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
そ
こ

で
、
翌
日
、
改
め
て
歌
を
詠
み
贈
る
場
面
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る

が
、
論
述
の
都
合
上
、
前
の
晩
か
ら
の
描
写
か
ら
引
い
て
お
き
た
い
。

　

い
と
近
け
れ
ば
、心
ぼ
そ
げ
な
る
御
声
絶
え

ぐ
聞
こ
え
て
、

「
い
と
か
た
じ
け
な
き
わ
ざ
に
も
侍
る
か
な
。
こ
の
君
だ
に
か

し
こ
ま
り
も
聞
こ
え
た
ま
つ
べ
き
ほ
ど
な
ら
ま
し
か
ば
」
と
の

給
ふ
。
あ
は
れ
に
聞
き
給
ひ
て
、「
何
か
、
浅
う
思
ひ
給
へ
む

事
ゆ
ゑ
か
う
す
き

ぐ
し
き
さ
ま
を
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
。
い

か
な
る
契
り
に
か
、
見
た
て
ま
つ
り
そ
め
し
よ
り
あ
は
れ
に
思

ひ
き
こ
ゆ
る
も
、
あ
や
し
き
ま
で
こ
の
世
の
事
に
は
お
ぼ
え
侍

ら
ぬ
」
な
ど
の
給
ひ
て
、「
か
ひ
な
き
心
地
の
み
し
侍
る
を
、

か①

の
い
は
け
な
う
も
の
し
給
ふ
御
一
声
い
か
で
」と
の
給
へ
ば
、

「
い
で
や
、
よ
ろ
づ
お
ぼ
し
知
ら
ぬ
さ
ま
に
大
殿
籠
り
入
り
て
」

な
ど
聞
こ
ゆ
る
を
り
し
も
、
あ
な
た
よ
り
来
る
お
と
し
て
、「
上

こ
そ
。
こ
の
、
寺
に
あ
り
し
源
氏
の
君
こ
そ
お
は
し
た
な
れ
。

な
ど
見
た
ま
は
ぬ
」
と
の
給
ふ
を
、
人

く
い
と
か
た
は
ら
い

若
紫
巻
の
源
氏
歌
「
い
は
け
な
き
鶴
の
一
声
聞
き
し
よ
り
」
に
つ
い
て

德　

岡　
　

涼



― 151 ―

た
し
と
思
ひ
て
、「
あ
な
か
ま
」
と
聞
こ
ゆ
。「
い
さ
、
見
し
か

ば
心
地
の
あ
し
さ
慰
み
き
、
と
の
給
ひ
し
か
ば
ぞ
か
し
」
と
、

か
し
こ
き
こ
と
聞
こ
え
た
り
と
お
ぼ
し
て
の
給
ふ
。
い
と
を
か

し
と
聞
い
給
へ
ど
、
人

く
の
苦
し
と
思
ひ
た
れ
ば
聞
か
ぬ
や

う
に
て
、　

ま
め
や
か
な
る
御
と
ぶ
ら
ひ
を
聞
こ
え
お
き
給
ひ

て
帰
り
給
ひ
ぬ
。
げ
に
言
ふ
か
ひ
な
の
け
は
ひ
や
、
さ
り
と
も

い
と
よ
う
教
へ
て
む
と
お
ぼ
す
。

又
の
日
も
、
い
と
ま
め
や
か
に
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
給
ふ
。
例

の
小
さ
く
て
、

い
は
け
な
き
鶴
の
一
声
聞
き
し
よ
り
葦
間
に
な
づ
む
舟

ぞ
え
な
ら
ぬ

同
じ
人
に
や
。

と
こ
と
さ
ら
を
さ
な
く
書
き
な
し
給
へ
る
も
、
い
み
じ
う
を
か

し
げ
な
れ
ば
、
や
が
て
御
手
本
に
、
と
人

く
聞
こ
ゆ
。

（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
』

（
以
下
、『
新
大
系
』
と
略
。
一
八
〇
～
一
八
一
頁
・
傍
線
稿
者
）

源
氏
の
贈
歌
に
は
、『
古
今
集
』「
堀
江
こ
ぐ
棚
な
し
を
ぶ
ね
漕
ぎ

か
へ
り
同
じ
人
に
や
恋
ひ
わ
た
り
な
む
」（
七
三
二
・
恋
四
・
読
人

し
ら
ず
）、『
古
今
和
歌
六
帖
』「
入
り
江
こ
ぐ
…
思
ほ
ゆ
る
か
な
」
が
、

引
き
歌
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
『
源（

１
）氏
物
語
引
歌
索
引
』
か
ら
わ
か

る
。
同
書
に
拠
る
と
、『
源
氏
釈
』（
前
田
家
本
）「
み
な
と
い
り
の

…
お
な
じ
人
を
や
恋
し
と
思
ひ
し
」、『
源
氏
釈
』（
書
陵
部
本
）

「
みほ

り

え

こ

ぐ

な
と
い
り
の
…
を
な
じ
人
を
や
恋
わし

と

思

ひ

し

た
り
な
ん
」、『
紫
明
抄
』「
お

な
じ
人
を
や
こ
ひ
ん
と
思
ひ
し
」、『
異
本
紫
明
抄
』「
み
な
と
い
り

の
…
同
じ
人
を
や
恋
わ
た
る
べ
き
」、『
源
氏
物
語
古
註
』「
同
じ
人

を
や
」、『
河
海
抄
』、『
一
葉
抄
』・『
休
聞
抄
』「
恋
わ
た
る
ら
ん
」、『
紹

巴
抄
』・『
花
屋
抄
』「
恋
わ
た
る
べ
き
」、『
孟
津
抄
』「
入
江
こ
ぐ
」

等
異
同
は
あ
る
が
、
同
歌
の
指
摘
が
続
い
て
い
る
。
稿
者
も
、
こ
の

歌
が
引
き
歌
で
あ
る
こ
と
に
、異
論
は
な
い
。
だ
が
、研
究
史
を
辿
っ

て
み
る
と
、
源
氏
歌
の
理
解
が
一
様
で
な
い
の
だ
。

二　

源
氏
歌
の
引
き
歌
に
つ
い
て
の
研
究
史

藪（
２
）葉

子
氏
は
、「「
源
氏
物
語
」
に
、
二
度
以
上
引
用
さ
れ
て
い
る

歌
」
が
、「「
古
今
和
歌
六
帖
」
に
あ
る
場
合
、
そ
の
過
半
数
は
、
歌

題
の
第
一
首
目
か
ら
第
三
首
目
に
位
置
し
て
い
る
」
こ
と
を
説
か
れ

る
過
程
で
、「
堀
江
漕
ぐ
」
の
歌
は
、「
真
木
柱
」
巻
の
近
江
の
君
の

発
言
に
も
出
て
く
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　

近
江
君
は
、「
ほ
り
江
こ
ぐ
」
の
歌
の
引
用
に
よ
っ
て
、
夕

霧
が
雲
井
雁
だ
け
に
執
着
す
る
こ
と
を
か
ら
か
い
つ
つ
言
い
寄

る
の
だ
が
、
先
立
つ
常
夏
巻
の
弘
徽
殿
女
御
へ
の
消
息
で
の
、

彼
女
の
古
歌
の
稚
拙
な
引
用
の
仕
方
を
思
え
ば
、
こ
の
「
ほ
り

江
こ
ぐ
」
と
い
う
引
用
歌
も
ま
た
、
当
時
の
人
々
に
は
近
江
君
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程
度
の
レ
ベ
ル
に
合
う
歌
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
て
、
作
者
は

注
意
深
く
選
択
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
源
氏
が
、
故
意
に

子
ど
も
っ
ぽ
く
書
い
た
紫
上
へ
の
消
息
は
、
幼
い
紫
上
が
十
分

理
解
で
き
る
よ
う
古
歌
の
選
択
に
も
配
慮
し
、
字
体
・
内
容
と

も
に
気
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

幼
い
紫
の
上
に
対
す
る
配
慮
と
い
う
点
で
は
、久（

３
）冨
木
原
玲
氏
は
、

源
氏
歌
が
「「
鶴
・
葦
間
・
な
づ
む
舟
・
江
」
と
い
っ
た
縁
語
仕
立

て
の
歌
で
あ
る
」
と
い
う
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
脚
注
か
ら

の
指
摘
を
受
け
て
、「
舟
」
と
「
な
づ
む
」
の
結
び
つ
い
た
歌
と
し
て
、

『
土
佐
日
記
』
の
「
来
と
来
て
は
川
上
り
路
の
水
を
浅
み
船
も
わ
が

身
も
な
づ
む
今
日
か
な
」（
五
○
）
を
、「
舟
」
と
「
我
が
身
」
の
対

比
と
い
う
点
か
ら
、『
和
泉
式
部
集
』
の
「
な
に
は
が
た
み
ぎ
は
の

あ
し
に
た
づ
さ
は
る
ふ
ね
と
は
な
し
に
あ
る
我
が
身
か
な
」

（
二
八
四
）
を
掲
げ
た
上
で
、

　
「
な
づ
む
」
と
「
舟
」
と
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
い
え
ば
源
氏

の
歌
は
『
土
佐
日
記
』
だ
が
、
難
波
潟
の
葦
に
行
き
な
づ
む
舟

に
自
己
を
た
と
え
た
和
泉
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
源
氏
の
歌
に
は
難
波
潟
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
が
、
こ

の
歌
が
若
紫
も
読
め
る
よ
う
に
「
こ
と
さ
ら
幼
く
書
き
な
」
さ

れ
て
お
り
、
女
房
た
ち
が
こ
れ
を
「
御
手
本
に
」
と
言
っ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
れ
ば
、
こ
れ
以
前
に
源
氏
が
若
紫
を
所
望

し
た
と
き
に
、
尼
君
が
「
ま
だ
難
波
津
を
だ
に
は
か
ば
か
し
う

つ
づ
け
は
べ
ら
ざ
め
れ
ば
」
と
応
え
て
い
る
の
を
受
け
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
則
ち
、
手
習
い
の
始
め
に
お
手
本
に
す
る
「
難
波

津
」
の
歌
も
習
得
し
て
い
な
い
若
紫
の
た
め
に
詠
ま
れ
た
の
が

「
い
は
け
な
き
」
の
歌
だ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

久
冨
木
原
氏
の
論
で
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
源
氏
歌
の
二
番

目
の
引
き
歌
と
し
て
、『
拾
遺
集
』
の
人
麿
歌
「
み
な
と
入
り
の
葦

わ
け
小
舟
さ
は
り
お
ほ
み
わ
が
思
ふ
人
に
逢
は
ぬ
こ
ろ
か
も
」

（
八
五
三
）
を
、『
奥
入
』
以
来
の
注
釈
書
は
掲
げ
て
い
る
。「
な
づ
む
」

と
い
う
言
葉
は
な
い
も
の
の
、
葦
が
舟
の
往
来
を
妨
げ
る
恋
歌
の
一

表
現
で
あ
り
、
源
氏
歌
に
は
、
そ
の
よ
う
な
側
面
も
あ
る
こ
と
が
首

肯
さ
れ
る
。

幼
い
紫
の
上
へ
の
配
慮
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
歌
と
い
う
点
で
は
藪

氏
と
、
久
冨
木
原
氏
と
は
同
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た

い
の
は
、
甲（

４
）斐

睦
朗
氏
が
、
問
題
に
し
て
い
る
源
氏
の
消
息
に
つ
い

て
、

こ
の
消
息
は
、
書
式
や
そ
こ
に
記
し
た
文
字
は
受
け
手
で
あ
る

若
君
を
配
慮
し
て
い
る
が
、
歌
の
送
り
先
は
尼
君
で
あ
っ
て
、

若
君
は
歌
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
甲
斐
氏
の
よ
う
な
理
解

が
、
正
鵠
を
射
て
い
る
。

ま
た
、
声
を
慕
う
と
い
う
こ
と
に
着
目
さ
れ
た
鈴（

５
）木
宏
子
氏
の
論

も
あ
る
。
氏
は
、
源
氏
歌
に
は
、
次
の
『
古
今
集
』
か
ら
の
影
響
が
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あ
る
と
見
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

初
雁
の
は
つ
か
に
声
を
聞
き
し
よ
り
中
空
に
の
み
物
を
思

ふ
か
な 

（『
古
今
集
』
恋
一
・
四
八
一
）

こ
の『
古
今
集
』歌
と
光
源
氏
の
歌
は
、愛
す
る
人
の
声
を「
鳥
」

の
鳴
き
声
の
比
喩
で
捉
え
る
こ
と
、第
三
句
に
「
聞
き
し
よ
り
」

と
い
う
歌
句
を
据
え
る
こ
と
、
声
を
聞
い
て
以
来
募
る
一
方
で

あ
る
恋
心
を
鳥
の
縁
語
（『
古
今
集
』
歌
＝
初
雁
・
は
つ
か
・

中
空
／
光
源
氏
の
歌
＝
鶴
・
葦
間
・
舟
）
に
よ
っ
て
表
現
す
る

こ
と
、
と
い
う
三
点
で
共
通
し
て
い
る
。
一
般
に
恋
歌
に
お
い

て
「
一
目
見
る
恋
」
と
対
に
な
る
の
は
「
音
に
聞
く
恋
」、
つ

ま
り
噂
に
聞
い
て
恋
い
慕
う
こ
と
で
あ
り
、
恋
人
の
「
声
を
聞

く
」
こ
と
に
言
及
す
る
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
よ
う
だ
。（
略
）

光
源
氏
の
求
婚
歌
群
も
『
古
今
集
』
の
こ
う
し
た
あ
り
方
を
な

ぞ
る
か
の
よ
う
に
、「
声
を
聞
い
た
」
こ
と
を
関
係
再
開
の
端

緒
と
し
た
。

源
氏
歌
が
躬
恒
歌
と
相
似
形
で
あ
る
こ
と
は
、
明
快
で
あ
る
。
以
上

の
諸
賢
の
指
摘
か
ら
、
源
氏
歌
の
背
景
の
多
様
さ
が
理
解
出
来
る
。

一
方
、『
花
鳥
余
情
』
に
以
下
の
よ
う
な
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ひ
め
君
の
御
こ
ゑ
を
、
源
氏
の
君
、
一
ひ
は
、
き
か
ぬ
や
う
に

し
侍
り
し
か
と
も
、
な
に
か
き
か
ぬ
と
は
、
御
め
の
と
を
は
し

め
て
思
へ
き
な
ら
ね
は
、
た
つ
の
一
こ
ゑ
と
よ
み
て
や
り
給
へ

る
也
。
か
や
う
の
事
は
、
世
間
に
つ
ね
に
あ
る
事
な
り
。

（『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊　

第
二
巻
』）

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
現
代
注
釈
書
の
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎

知
識　

若
紫
』
に
お
い
て
も
、

前
夜
は
、
屋
敷
の
人
々
に
と
っ
て
は
な
は
だ
不
都
合
な
紫
の
君

の
言
葉
を
、聞
こ
え
ぬ
素
振
り
で
退
出
し
た
源
氏
で
あ
っ
た
が
、

翌
日
の
消
息
に
「
鶴
の
一
声
」
と
詠
み
込
ん
で
い
る
。
幾
つ
か

の
古
注
釈
で
は
こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、「
な
に
か

き
か
ぬ
と
御
め
の
と
を
は
じ
め
て
思
べ
き
な
ら
ね
ば
、
た
づ
の

一
こ
ゑ
と
よ
み
て
や
り
給
へ
る
な
り
」（『
花
鳥
余
情
』）
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
得
意
げ
に
話
す
幼
い
姫
の
言
葉
が
耳
に
届
い

て
い
た
こ
と
は
、
屋
敷
の
人
々
に
と
っ
て
も
自
明
の
こ
と
で

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
は
、
屋
敷

の
人
々
に
諧
謔
を
含
む
歌
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。

と
継
承
さ
れ
、
諧
謔
を
含
む
歌
と
い
う
位
置
づ
け
を
得
て
い
る
。
確

か
に
、
聞
か
れ
て
し
ま
っ
て
は
困
る
紫
の
上
の
声
を
「
鶴
の
一
声
」

に
喩
え
て
い
る
と
見
た
場
合
、
諧
謔
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
の
こ
と
と
、
い
と
し
い
人
の
声
を
聞
く
こ
と
を
こ
れ
ま
で
用

い
ら
れ
て
こ
な
い
歌
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
で
表
現
し
、
関
係
を
再

開
さ
せ
よ
う
と
し
た
真
剣
さ
と
は
、
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。「
い
は
け
な
き
鶴
の
一
声
」
の
本
質
の
理
解
が
曖
昧
な
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
歌
こ
と
ば
の
背
景
を
探
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
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三　

鶴
の
歌
と
漢
詩
と

和
漢
に
渡
る
文
学
に
お
け
る
鶴
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究

が
豊
富
に
あ
る
。『
万
葉
集
』
に
お
け
る
鶴
の
歌
に
つ
い
て
は
、
鈴（

６
）

木
久
美
氏
に
論
が
あ
る
。
氏
は
『
懐
風
草
』
に
見
ら
れ
る
鶴
は
、「「
仙

境
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
密
接
に
関
わ
る
か
、
ま
た
は
中
国
風
の
物
言

い
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、『
万

葉
集
』
で
は
「
仙
禽
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
き
て
」
お
ら
ず
、「
専
ら
そ

の
生
態
か
ら
受
け
る
印
象
に
よ
っ
て
、
主
に
「
望
郷
」
を
主
題
と
し

た
歌
に
、
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
」
と
説
か
れ
た
。

ま
た
、
片（

７
）桐
洋
一
氏
は
、「
松
鶴
図
」
に
着
目
さ
れ
、「
松
や
鶴
を

瑞
祥
と
し
て
扱
っ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
不
老
長
寿
を
願

う
神
僊
思
想
に
お
い
て
著
し
い
」
と
述
べ
ら
れ
、『
淮
南
子
』、『
文
選
』

等
を
そ
の
典
拠
に
上
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
勅
撰
漢
詩
集
、
あ
る

い
は
庭
園
、
屏
風
絵
な
ど
へ
の
影
響
が
あ
り
、
最
終
的
に
賀
歌
に
取

り
込
ま
れ
た
と
い
う
見
取
り
図
を
示
さ
れ
る
。

漢
籍
方
面
の
鶴
の
表
現
は
、
坂（

８
）井
多
穂
子
氏
、
柴（
９
）格
朗
氏
に
、
そ

れ
ぞ
れ
白
楽
天
、
劉
禹
錫
に
お
け
る
考
察
が
備
わ
る
。
坂
井
氏
は
、

白
居
易
の
詩
の
鶴
は
、
仙
人
、
長
寿
の
老
人
、
在
野
の
賢
人
等
の
喩

え
に
用
い
ら
れ
る
と
同
時
に
自
ら
を
も
喩
え
る
場
合
が
あ
る
と
い

う
。
柴
氏
は
、
白
楽
天
と
劉
禹
錫
の
交
流
か
ら
詠
ま
れ
た
「
鶴
歎
」

と
い
う
詩
語
に
着
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
更
に
、
山）

（1
（

田
尚
子
氏
が
、
日

本
漢
籍
で
、辞
表
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
時
に
用
い
ら
れ
る
「
鶴
歎
」

「
鶴
望
」、あ
る
い
は
、「
鶴
唳
」
な
ど
を
検
討
さ
れ
た
こ
と
に
繫
が
る
。

詠
み
手
の
地
位
や
身
分
の
進
退
に
関
わ
る
嘆
願
の
典
故
の
一
つ
に

は
、『
毛
詩
』
小
雅
「
鶴
鳴
」
篇
、「
鶴
鳴
于
九
皐
、
声
聞
于
野
。（
鶴

九
皐
に
鳴
く
、
声
野
に
聞
こ
ゆ
）（
中
略
）
鶴
鳴
于
九
皐　

声
聞
于

天
（
鶴
九
皐
に
鳴
く
、
声
天
に
聞
こ
ゆ
）」
が
あ
る
と
い
う
。

「
鶴
鳴
」
篇
の
述
懐
歌
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
本）

（（
（

間
洋
一
氏
、

田）
（1
（

中
智
子
氏
が
論
じ
て
お
り
、
例
歌
に
、
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
た
を
た
て
ま
つ
ら
す
る
に
、
お
ほ
せ
ご
と
の
た

ぶ
る
蔵
人
に
つ
か
は
す

天
つ
風
空
に
吹
き
あ
ぐ
る
ひ
ま
も
あ
ら
ば
沢
に
ぞ
た
づ
は
鳴
く

と
告
げ
な
ん 

（『
順
集
』・
二
九
八
）

申
ぶ
み
に
か
き
て
奉
る

沢
水
に
老
い
の
か
げ
み
ゆ
あ
し
た
づ
の
鳴
く
ね
雲
ゐ
に
き
こ
え

ざ
ら
め
や 

（『
兼
盛
集
』・
八
二
）

そ
れ
ら
と
は
別
に
、
定
子
母
の
『
詞
花
集
』
に
も
載
せ
ら
れ
る
歌

が
あ
る
。『
栄
花
物
語
』（
巻
第
五
・
浦
々
の
別
）
か
ら
引
用
す
る
。

…
…
こ
れ
を
聞
き
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
但
馬
に
も
播
磨
に
も
い
み

じ
う
思
し
お
こ
す
。
母
北
の
方
う
ち
泣
き
た
ま
ひ
て
、

夜
の
鶴
都
の
う
ち
に
籠
め
ら
れ
て
子
を
恋
ひ
つ
つ
も
鳴
き
明
か

す
か
な（『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
』
二
五
七
～
二
五
八
頁
）
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長
徳
の
変
の
後
、
尹
周
、
隆
家
が
配
流
さ
れ
、
我
が
子
と
の
再
会
を

哀
願
し
つ
つ
も
叶
わ
な
い
親
心
が
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
典
拠
と
は
、『
白
氏
文
集
』「
五
弾
弦
」
で
、『
和
漢
朗

詠
集
』に
も
載
せ
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
。
前
後
を
略
し
て
掲
げ
る
。

第
三
第
四
弦
冷
　々

第
三
第
四
の
弦
は
冷
々
た
り

夜
鶴
憶
子
籠
中
鳴　

夜
の
鶴
、
子
を
憶
う
て
籠
の
中
に
鳴
く

（『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・
管
弦
付
舞
妓
・
四
六
三
・

『
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
』）

右
に
説
か
れ
て
き
た
も
の
は
、
成
鳥
で
あ
る
鶴
の
鳴
き
声
に
関
す

る
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
歌
に
は
「
い
は
け
な
き
」
と
あ
る
か

ら
に
は
、
雛
鶴
が
鳴
く
と
い
う
場
合
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
雛
鶴
の
鳴
き
声
は
、
一
帯
の
空
気
を
振
動
さ
せ
る
よ
う
な
成

鳥
の
声
と
は
異
な
る
。
次
の
節
で
は
、
雛
鶴
・
子
鶴
の
和
歌
の
系
譜

を
辿
っ
て
み
た
い
。

四　

雛
鶴
が
鳴
く
こ
と

小）
（1
（

嶋
菜
温
子
氏
が
、
当
該
源
氏
歌
を
検
討
さ
れ
る
折
に
、
産
ぶ
屋

の
賀
歌
を
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
氏
が
、
八
代
集
か
ら
挙
げ
ら

れ
た
「
産
ぶ
屋
」
に
関
わ
る
賀
歌
に
、鶴
の
雛
や
子
の
歌
が
あ
っ
た
。

あ）
（1
（

る
人
の
産
し
て
侍
り
け
る
七
夜 

元
輔

松
が
枝
の
か
よ
へ
る
枝
を
と
ぐ
ら
に
て
巣
立
て
ら
る
べ
き
鶴
の

雛
か
な 

（『
拾
遺
集
』
雑
賀
・
一
一
六
六
）

正
月
一
日
子
生
み
た
る
人
に
、
む
つ
き
つ
か
は
す
と
て

よ
め
る 

 

伊
勢
大
輔

め
づ
ら
し
く
今
た
ち
そ
む
る
鶴
の
子
は
千
代
の
む
つ
き
を
重
ぬ

べ
き
か
な 

（『
詞
花
集
』
賀
・
一
六
二
）

確
か
に
、
産
ぶ
屋
の
歌
に
は
、
雛
鶴
や
鶴
の
子
が
詠
ま
れ
る
。
や
は

り
、『
元
輔
集
』
に
、

人
の
子
う
み
て
侍
る
七
日
の
夜

た
づ
の
子
の
雲
井
に
あ
そ
ぶ
よ
は
ひ
こ
そ
空
に
し
ら
る
る
物
に

は
あ
り
け
れ 

（『
元
輔
集
』・
五
四
・
五
五
）

と
あ
る
。
一
方
、
彰
子
入
内
の
折
の
屏
風
歌
に
も
、
雛
鶴
の
歌
が
あ

り
、
賀
の
歌
に
広
げ
る
と
多
く
の
用
例
が
見
い
だ
さ
れ
そ
う
だ
。

翁
の
鶴
か
ひ
た
る
所

ひ
な
づ
る
を
す
だ
て
し
程
に
老
に
け
り
雲
井
の
程
を
思
ひ
こ
そ

や
れ

花
山
院
の
御
、
い
れ
り

ひ
な
鶴
を
養
ひ
た
て
て
松
原
の
陰
に
す
ま
せ
ん
事
を
し
ぞ
思
ふ

 

（『
公
任
集
』・
三
〇
五
・
三
〇
六
）

し
か
し
、
右
の
歌
は
、
新
生
児
や
幼
児
を
鶴
の
雛
に
喩
え
て
い
る
だ

け
で
、「
声
」
が
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
改
め
て
、
雛
鶴
の
声
に
留
意

し
て
、
私
家
集
を
検
す
る
と
『
元
真
集
』
一
八
八
番
歌
が
見
い
だ
さ

れ
た
。 
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ひ
と
の
子
う
み
た
る
七
夜

雲
井
に
も
い
ま
は
ま
つ
ら
む
あ
し
へ
な
る
声
ふ
り
た
つ
る
つ
る

の
ひ
な
鳥 

（『
元
真
集
』・
一
八
八
）

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
と
の
前
後
関
係
は
不
分
明
な
が
ら
、
道
長
の

歌
が
あ
る
。

蔵
人
少
将
、
子
む
ま
せ
た
り
け
る
七
日
の
夜
、
と
の
よ

り
つ
か
は
す
、
す
は
ま
に

葦
田
鶴
を
撫
で
生
し
て
し
か
い
あ
れ
ば
た
ち
て
し
雛
の
千
代
ご

ゑ
ぞ
ま
つ 

（『
御
堂
関
白
集
』・
二
九
）

実
は
、
先
の
『
元
真
集
』
は
、
続
け
て
以
下
の
歌
を
載
せ
る
。

冬
の
夜
の
な
が
き
を
お
く
る
ほ
ど
に
し
も
暁
方
の
鶴
の
ひ
と
声

 

（
一
八
九
）

「
鶴
の
一
声
」
が
、
歌
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、『
源
氏

物
語
』
以
前
に
は
、『
元
真
集
』
以
外
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
無
論
、

元
真
歌
の
「
鶴
の
ひ
と
声
」
は
成
鳥
の
声
で
あ
り
、
源
氏
歌
に
い
う

雛
鶴
の
声
と
内
実
は
異
な
る
。
し
か
し
、
一
八
八
歌
に
詠
ま
れ
る
情

景
は
、「
あ
し
へ
（
葦
辺
）」
で
「
つ
る
の
ひ
な
鳥
」
が
鳴
く
も
の
で
、

源
氏
歌
と
近
し
く
、
隣
り
合
う
一
八
八
番
歌
と
、
一
八
九
番
歌
の
歌

こ
と
ば
と
が
、
源
氏
歌
に
直
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
金）

（1
（

田
圭
弘
氏
は
、
源
氏
歌
「
い
は
け
な
き
鶴
の
一
声
」

を
送
っ
た
後
日
、
尼
君
を
弔
問
し
た
折
に
詠
ま
れ
た
、

あ
し
わ
か
の
浦
に
み
る
め
は
か
た
く
と
も
こ
は
立
ち
な
が
ら
返

る
波
か
は 

（『
新
大
系
一
』
一
八
四
頁
）

を
採
り
あ
げ
、「
あ
し
わ
か
の
浦
」
に
紫
の
上
が
喩
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
赤
人
の
以
下
の
歌
を
引
き
歌
と
見
ら
れ
た
。

若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
な
み
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
渡

る 

（『
万
葉
集
』
巻
六
・
九
一
九
）

そ
し
て
、「
い
は
け
な
き
」
の
源
氏
歌
に
、「
赤
人
が
詠
ん
だ
「
若
の

浦
に
…
」
の
歌
に
見
え
る
「
鶴
」
に
紫
の
上
を
喩
え
、
ま
た
、
赤
人

歌
の
「
葦
辺
」
に
対
し
て
「
葦
間
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
」
と
説

く
。
そ
の
際
、「
あ
し
わ
か
の
」
を
有
す
る
希
少
な
例
歌
に
、

な
に
は
が
た
こ
げ
ど
を
船
は
あ
し
わ
か
の
え
ざ
る
ほ
ど
こ
そ
ひ

さ
し
か
り
け
れ 

（『
元
真
集
』・
六
〇
）

を
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
葦
に
妨
げ
ら
れ
、

あ
し
わ
か
（
葦
若
）
を
得
る
困
難
さ
を
詠
ん
だ
元
真
歌

0

0

0

は
、
問
題
に

し
て
い
る
源
氏
歌
と
も
通
う
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
論
を
元
に
戻
し
た
い
。
源
氏
歌
は
産
ぶ
屋
の
歌
で
は
な
い

こ
と
か
ら
、
小
嶋
氏
は
、
先
掲
の
論
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

　

若
紫
の
「
鶴
」
の
歌
と
、「
産
ぶ
屋
」
の
賀
歌
に
み
る
「
鶴
」

の
歌
と
の
階
梯
は
明
白
で
あ
ろ
う
。「
産
ぶ
屋
」の
賀
歌
な
ら
ば
、

生
ま
れ
た
子
の
〈
家
〉
と
〈
血
〉
の
繁
栄
が
願
わ
れ
る
と
こ
ろ

だ
。
と
こ
ろ
が
、
若
紫
巻
の
「
鶴
」
の
歌
は
、〈
家
な
き
子
〉

若
紫
の
「
い
は
け
な
さ
」
に
よ
る
「
ゆ
ゆ
し
さ
」
を
抱
え
こ
み
、
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源
氏
の
闇
雲
な
執
着
が
発
露
さ
れ
る
場
と
な
っ
て
い
た
。

と
し
、「
そ
の
（
稿
者
注
・
源
氏
が
「
い
は
け
な
き
」
の
歌
を
贈
っ
た
）

前
後
、
藤
壺
と
の
密
通
、
そ
し
て
懐
妊
と
い
う
「「
賀
＝
慶
祝
」
の

時
空
と
は
全
く
異
質
な
文
脈
に
挟
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
一
体
、

源
氏
の
歌
は
、
何
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

改
め
て
、
雛
鶴
の
鳴
く
賀
歌
を
読
み
解
く
と
、
雲
井
に
向
か
っ
て

鳴
く
鶴
と
い
う
点
か
ら
、『
毛
詩
』「
鶴
鳴
」
篇
が
下
地
に
あ
り
、
生

ま
れ
た
子
が
宮
中
で
時
を
得
る
こ
と
を
言
祝
い
で
い
る
。
し
か
し
、

源
氏
歌
は
、
賀
歌
で
は
な
い
の
で
、『
毛
詩
』
や
、
瑞
祥
の
象
徴
と

は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
定
子
母
が
、
長
徳
の
変
の
折
、
息
子
達
を

案
じ
て
詠
ん
だ
如
く
、
個
人
的
な
紫
の
上
へ
の
心
情
を
訴
え
た
も
の

で
あ
る
。
紫
の
上
の
現
状
と
、
源
氏
の
歌
に
つ
い
て
今
一
度
慎
重
に

辿
り
な
お
し
た
い
。

五　

紫
の
上
の
孤
独

か
つ
て
、
藤）

（1
（

原
克
己
氏
が
、
紫
の
上
を
「
み
な
し
児
同
然
の
よ
う

な
境
遇
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
尼
君
は
、
尼
君
自
身
の
死
を
悟
っ
た

折
り
、
紫
の
上
の
母
が
、
父
を
亡
く
し
た
時
の
こ
と
を
理
解
し
て
い

た
の
に
対
し
、
紫
の
上
は
、
頼
り
な
い
様
子
で
あ
る
こ
と
を
、
案
じ

て
い
た
。
こ
れ
は
、
紫
の
上
が
、
母
の
死
を
理
解
出
来
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

　

尼
君
、
髪
を
か
き
撫
で
つ
ゝ
、「
梳
る
事
を
う
る
さ
が
り
給

へ
ど
、
を
か
し
の
御
髪
や
。
い
と
は
か
な
う
も
の
し
給
ふ
こ
そ

あ
は
れ
に
う
し
ろ
め
た
け
れ
。か
ば
か
り
に
な
れ
ば
、い
と
か
ゝ

ら
ぬ
人
も
あ
る
も
の
を
。
故
姫
君
は
十
ば
か
り
に
て
殿
に
を
く

れ
給
ひ
し
ほ
ど
、
い
み
じ
う
も
の
は
思
ひ
知
り
給
へ
り
し
ぞ
か

し
。
た
ゞ
い
ま
お
の
れ
見
捨
て
た
て
ま
つ
ら
ば
、
い
か
で
世
に

お
は
せ
む
と
す
ら
む
」と
て
い
み
じ
く
泣
く
を
見
給
ふ
も
、す
ゞ

ろ
に
か
な
し
。 

（『
新
大
系
一
』・
一
五
八
～
一
五
九
頁
）

ま
し
て
、
実
父
の
兵
部
卿
宮
を
慕
っ
て
は
い
な
い
。
源
氏
が
、
二
条

院
に
紫
の
上
を
引
き
取
る
若
紫
巻
巻
末
部
分
に
、

…
君
は
、
を
と
こ
君
の
お
は
せ
ず
な
ど
し
て
さ
う

ぐ
し
き
夕

暮
れ
な
ど
ば
か
り
ぞ
尼
君
を
恋
ひ
き
こ
え
給
ひ
て
、
う
ち
泣
き

な
ど
し
給
へ
ど
、
宮
を
ば
こ
と
に
思
ひ
出
で
き
こ
え
給
は
ず
。

も
と
よ
り
見
な
ら
ひ
き
こ
え
給
は
で
な
ら
ひ
給
へ
れ
ば
、
い
ま

は
た
ゞ
こ
の
後②

の
親
を
い
み
じ
う
睦
び
ま
つ
は
し
き
こ
え
給

ふ
。 

（
同
・
一
九
七
～
一
九
八
頁
・
傍
線
稿
者
）

と
あ
り
、
親
と
し
て
の
範
疇
に
す
ら
な
か
っ
た
。
尼
君
が
亡
く
な
っ

た
あ
と
、「
君
は
上
を
恋
ひ
き
こ
え
給
ひ
て
泣
き
臥
し
た
ま
へ
る
に
」

（
同
・
一
八
四
頁
）
と
慕
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
尼
君
こ
そ
が
、
親

代
わ
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

尼
君
邸
を
訪
れ
た
前
の
晩
に
、
源
氏
は
、
紫
の
上
の
い
は
け
な
き

声
を
所
望
し
て
い
た
（
第
一
節
、
傍
線
部
①
）。
そ
の
箇
所
に
、『
新
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大
系
』
脚
注
は
、「
あ
の
幼
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
（
雛
鳥
の
よ
う
な
）

一
声
を
ぜ
ひ
（
聞
か
せ
て
欲
し
い
）。
す
ぐ
あ
と
の
歌
に
「
い
は
け

な
き
鶴
の
一
声
」
と
受
け
ら
れ
る
。
僧
都
の
言
葉
に
「
ま
だ
む
げ
に

い
は
け
な
き
ほ
ど
に
侍
め
れ
ば
」
と
あ
っ
た
」
と
い
う
。

こ
こ
で
、
紫
の
上
は
、「「
上
こ
そ
。
こ
の
、
寺
に
あ
り
し
源
氏
の

君
こ
そ
お
は
し
た
な
れ
。
な
ど
見
た
ま
は
ぬ
」」
と
、
源
氏
を
歓
迎

し
て
い
た
が
、こ
れ
は
、病
む
尼
君
の
所
望
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
声
を
、源
氏
は
耳
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、源
氏
歌
の
「
い

は
け
な
き
鶴
の
一
声
」
を
、
前
夜
の
紫
の
上
の
声
と
理
解
す
る
の
が

右
の
よ
う
に
一
般
的
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

源
氏
は
、
北
山
で
庇
護
者
で
あ
る
尼
君
に
、
歌
を
贈
り
続
け
て
い

る
。

初）
（1
（

草
の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
露
ぞ
か
わ
か

ぬ 

（『
新
大
系
』・
一
六
四
頁
）

夕
ま
ぐ
れ
ほ
の
か
に
花
の
色
を
見
て
け
さ
は
霞
の
立
ち
ぞ
わ
づ

ら
ふ 

 （
同
・
一
六
九
頁
）

面
影
は
身
を
も
離
れ
ず
山
桜
心
の
限
り
と
め
て
来
し
か
ど

 

（
同
・
一
七
四
頁
）

紫
の
上
へ
の
思
慕
が
、「
若
草
の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
」、「
夕

ま
ぐ
れ
ほ
の
か
に
花
の
色
を
見
て
」、「
面
影
は
身
を
も
離
れ
ず
」
と

繰
り
か
え
さ
れ
る
。
北
山
で
の
垣
間
見
以
来
、
源
氏
は
、
紫
の
上
の

姿
を
目
に
焼
き
付
け
、
片
時
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
た
。

問
題
の
源
氏
歌
に
は
、「
同
じ
人
に
や
（
恋
ひ
わ
た
る
ら
む
）」
が

添
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
春
か
ら
秋
の
末
ま
で
、
紫
の
上

に
、
変
わ
ら
ぬ
思
い
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
延
長
線
上
に
、「
い
は
け
な
き
鶴
の
一
声
聞
き
し
よ
り
」
を
置
い

て
み
る
。
す
る
と
、
源
氏
が
初
め
て
耳
に
し
た
紫
の
上
の
声
と
は
、

北
山
で
「「
雀
の
子
を
い
ぬ
き
が
逃
が
し
つ
る
。
伏
籠
の
う
ち
に
籠

め
た
り
つ
る
も
の
を
」」（
同
・
一
五
八
頁
）
と
あ
っ
た
こ
と
が
思
い

起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
直
前
の
紫
の
上
の
様
子
が
、

髪
は
扇
を
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら

く
と
し
て
、
顔
は
い
と

赤
く
す
り
な
し
て
立
て
り
。 

（
同
・
一
五
七
～
一
五
八
頁
）

と
あ
り
、
原）

（1
（

岡
文
子
氏
が
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
方
、
そ
の
走
る
姫
君
は
、「
顔
は
い
と
赤
く
す
り
な
し
」
た

様
で
あ
っ
た
。
こ
す
っ
て
ひ
ど
く
赤
く
な
っ
た
顔
は
、
そ
の
一

瞬
前
の
泣
き
じ
ゃ
く
っ
た
大
声
を
証
し
立
て
る
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

源
氏
歌
の
「
い
は
け
な
き
鶴
の
一
声
」
と
は
、
本
来
な
ら
親
を
慕
っ

て
泣
く
べ
き
紫
の
上
が
、探
し
求
め
て
い
た
の
は
雀
の
子
で
あ
っ
た
、

と
い
う
悲
劇
を
捉
え
た
初
句
で
あ
っ
た
。
北
山
の
場
面
で
、
こ
の
歌

が
詠
ま
れ
な
か
っ
た
の
は
、
源
氏
は
、
尼
君
を
親
だ
と
誤
解
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
、
あ
る
い
は
親
代
わ
り
と
い
う
視
点

を
持
た
な
い
と
、
こ
の
歌
を
詠
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
読
み
説
く
と
、
三）

（1
（

田
村
雅
子
氏
が
、
北
山
で
の
垣
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間
見
の
場
面
が
、
先
行
の
物
語
（
特
に
う
つ
ほ
物
語
の
仲
忠
か
ら
兼

雅
に
及
ぶ
垣
間
見
と
引
取
）の
話
型
や
表
現
・
素
材
と
比
較
さ
れ
、「
そ

れ
が
我
が
子
発
見
の
物
語
の
パ
タ
ー
ン
と
重
な
る
こ
と
の
多
い
こ
と

を
指
摘
」
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
、
あ
る
い
は
、
倉）

11
（

田
実
氏
が
、
先
掲

し
た
若
紫
巻
末
傍
線
②
の
「
後
の
親
」
か
ら
、
二
人
の
関
係
を
、
次

の
よ
う
に
説
か
れ
た
こ
と
に
も
相
通
じ
、
物
語
の
輪
郭
が
鮮
明
に

な
っ
て
く
る
。

　

光
源
氏
と
紫
の
君
と
の
関
係
は
、
世
間
に
公
表
さ
れ
な
い
秘

め
ら
れ
た
父
と
娘
で
あ
っ
た
。
養
親
と
養
子
女
は
、
擬
制
的
親

子
関
係
と
さ
れ
、
こ
の
二
人
も
規
定
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
関
係

と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
擬
制
的
と
規
定
し
て
も

何
の
意
味
も
な
い
ほ
ど
、
理
想
的
な
父
と
娘
で
あ
る
。

鶴
の
親
子
関
係
を
示
す
典
故
と
し
て
は
、『
易
経
』「
繫
辞
上
伝
」
が

考
え
ら
れ
る
。
実
は
、
こ
の
源
氏
歌
へ
の
「
繫
辞
上
伝
」
か
ら
の
指

摘
は
、
堀
淳
一
氏）

1（
（

が
、
明
石
巻
の
源
氏
の
心
中
描
写
の
中
に
で
て
く

る
「
退
き
て
咎
な
し
」
と
い
う
表
現
の
典
故
を
博
捜
さ
れ
る
過
程
で
、

問
題
の
明
石
巻
に
密
接
な
繫
が
り
の
あ
る
須
磨
巻
の
頭
中
将
と
の
邂

逅
の
場
面
に
、次
の
『
易
経
』「
繫
辞
上
伝
」
か
ら
の
影
響
を
示
さ
れ
、

当
該
源
氏
歌
も
引
か
れ
て
い
た
。

鳴
鶴
在
陰　

其
子
和
之　

鳴
鶴
陰
に
在
り
、其
の
子
之
に
和
す
。

我
有
好
爵　

吾
與
爾
靡
之　

吾
、
爾
と
之
を
靡
に
せ
ん
。

（『
易
経
下
』
繫
辞
上
伝
・
第
八
章
『
新
釈
漢
文
大
系
』）

『
新
釈
漢
文
大
系
』
の
語
釈
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

中
孚

の
爻
辞
で
あ
る
。
九
二
は
陰
位
に
陽
爻
が
位
し
て
お

り
、
不
正
で
は
あ
る
が
、
剛
中
で
あ
る
の
で
「
中
孚
の
実
」
を

得
た
も
の
と
さ
れ
る
。「
爵
」
は
も
と
さ
か
ず
き

0

0

0

0

の
意
。
転
じ

て
さ
か
ず
き
を
賜
る
爵
位
の
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
す
ぐ
れ
た
爵

位
に
は
実
が
と
も
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
か
ら
、
忠

実
の
徳
の
意
と
と
る
。「
靡
」
は
共
に
す
る
の
意
。
鶴
は
沢
中

の
鳥
で
あ
り
秋
に
感
じ
て
鳴
く
。
す
る
と
六
三
に
あ
た
る
子
鶴

も
陰
陽
相
対
応
じ
て
、和
し
て
鳴
く
。
九
二
に
中
実
の
徳
（
爵
）

が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
爾
と
共
に
分
か
ち
あ
お
う
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

堀
氏
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
節
の
日
本
に
お
け
る
享
受

と
し
て
、
早
く
道
真
の
七
言
「
仲）

11
（

秋
釈
奠
、
聞
講
周
易
、
賦
鳴
鶴
在

0

0

0

陰0

」（
傍
点
稿
者
）
が
あ
る
。

暗
知
鳴
鶴
驚
秋
気　

暗
に
知
る
、鳴
鶴
の
秋
気
に
驚
く
こ
と
を
。

一
叫
先
穿
數
片
雲　

一
た
び
叫
き
て
先
づ
穿
つ
、
数
片
の
雲
。

縦
使
清
聲
千
万
和　

縦
使
、
清
聲
に
千
万
和
す
る
と
も
、

不
用
十
翼
豈
高
聞　

十
翼
を
用
ず
ん
ば
、豈
に
高
く
聞
へ
ん
や
。

（『
菅
家
文
草
』
巻
第
一
・
五
五
）

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
頭
注
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、「
十
翼
」
と
は
、

孔
子
の
著
作
と
さ
れ
る
易
の
注
釈
書
だ
が
、
こ
の
「
十
翼
」
の
重
要

性
を
、
鳴
鶴
と
比
し
て
説
く
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
り
、
源
氏
歌
に
直
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接
的
な
影
響
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
既
に
、「
繫
辞
上
伝
」
か

ら
の
確
か
な
享
受
を
見
て
取
れ
る
。

三
史
五
経
の
経
の
筆
頭
で
あ
る
『
易
経
』
か
ら
、『
源
氏
物
語
』

へ
の
影
響
は
、
や
は
り
、
看
過
で
き
な
い
。
源
氏
歌
は
、「
鳴
鶴
在

陰　

其
子
和
之
」
を
、
ま
る
で
判
じ
物
の
如
く
用
い
て
、
親
の
な
い

紫
の
上
の
現
状
を
示
す
と
と
も
に
、
自
身
の
親
代
わ
り

0

0

0

0

の
立
場
を
表

明
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

も
う
一
度
、源
氏
歌
の
主
た
る
形
成
要
素
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

古
注
釈
や
先
学
に
よ
り
指
摘
の
あ
っ
た
『
古
今
集
』
四
八
一
番
歌
、

七
三
二
番
歌
や
『
拾
遺
集
』
八
五
三
番
歌
の
恋
歌
を
引
き
歌
と
し
な

が
ら
、
葦
辺
に
鳴
く
雛
鶴
の
情
景
を
詠
ん
だ
『
元
真
集
』
の
一
八
八

番
歌
、
及
び
一
八
九
番
歌
の
中
の
歌
こ
と
ば
「
鶴
の
一
声
」
を
巧
み

に
取
り
込
み
、
そ
の
実
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
親
鶴
に
和
し
て
、

鶴
の
子
が
鳴
く
」
と
い
う
『
易
経
』「
繫
辞
上
伝
」
を
背
景
に
し
た

密
度
の
濃
い
一
首
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

は
か
ら
ず
も
、
北
山
で
の
垣
間
見
に
ま
で
、
論
が
及
ん
で
し
ま
っ

た
が
、
紫
の
上
が
慕
っ
て
い
た
の
が
雀
で
あ
る
事
に
関
し
て
、
少
し

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、先
学）

11
（

が
説
く
よ
う
に
、『
枕
草
子
』

の「
心
と
き
め
き
す
る
物
、雀
の
子
が
ひ
」（
二
六
段
抜
粋『
新
大
系
』）

や
「
う
つ
く
し
き
物　

瓜
に
か
き
た
る
ち
ご
の
顔
。
雀
の
子
の
、
ね

ず
な
き
す
る
に
を
ど
り
く
る
」（
一
四
四
段
・
同
）
か
ら
の
影
響
が

あ
る
。
更
に
、
貴
子
歌
が
詠
ん
だ
「
子
を
憶
う
鶴
」
と
対
照
さ
せ
て

源
氏
歌
を
見
た
場
合
、
紫
の
上
登
場
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
雀
と
鶴
と

は
、
右
の
如
く
定
子
周
縁
の
文
学
に
も
見
い
だ
さ
れ
、
こ
れ
は
偶
然

と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

む
す
び
―
再
び
、
鶴
の
子
が
鳴
く
時
―

『
易
経
』「
繫
辞
上
伝
」
に
端
を
発
す
る
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』

澪
標
巻
の
明
石
君
の
歌
も
同
意
で
あ
る
こ
と
を
示
し
小
考
の
結
び
と

し
た
い
。

源
氏
は
、
明
石
君
が
明
石
姫
君
を
出
産
し
た
後
、
心
づ
く
し
の
贈

り
物
を
し
、
乳
母
を
明
石
に
向
か
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
五
十
日
の
祝

い
を
迎
え
る
の
だ
が
、
こ
の
折
に
源
氏
は
歌
も
送
っ
て
い
る
。

海
松
や
時
ぞ
と
も
な
き
陰
に
ゐ
て
な
に
の
あ
や
め
も
い
か
に
わ

く
ら
む 

（『
新
大
系
二
』
一
〇
七
頁
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
応
じ
た
洛
中
の
源
氏
に
向
け
て
の

明
石
君
の
書
簡
は
、
以
下
で
あ
る
。

御
返
に
は
、

数
な
ら
ぬ
み
島
が
く
れ
に
鳴
く
鶴
を
け
ふ
も
い
か
に
と

問
ふ
人
ぞ
な
き

よ
ろ
づ
に
思
う
給
へ
結
ぼ
ほ
る
ゝ
あ
り
さ
ま
を
、
か
く
た

ま
さ
か
の
御
慰
め
に
か
け
侍
る
命
の
ほ
ど
も
は
か
な
く
な

む
。
げ
に
う
し
ろ
や
す
く
思
う
給
へ
お
く
わ
ざ
も
が
な
。
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と
ま
め
や
か
に
聞
こ
え
た
り
。 

（『
新
大
系
二
』
一
〇
八
頁
）

『
新
大
系
』
脚
注
が
、「
人
数
に
入
ら
ぬ
私
ご
と
き
者
の
傍
に
い
る
姫

君
を
、
五
十
日
の
祝
い
の
今
日
も
、
ど
う
し
て
い
る
か
と
尋
ね
て
く

れ
る
人
は
い
な
い
、
の
意
。「
み
島
」
を
明
石
君
、「
鶴
」
を
姫
君
に

喩
え
、「
い
か
に
」
に
「
五
十
日
（
い
か
）」
を
重
ね
る
」
と
す
る
。「
鶴

の
子
」
と
は
詠
ま
れ
て
は
い
な
い
が
、「
み
島
が
く
れ
に
鳴
く
鶴
」

と
は
、
明
石
の
姫
君
の
泣
き
声
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
親
を
慕
っ
て
鳴

く
雛
鶴
を
詠
ん
で
お
り
、
五
十
日
の
祝
い
を
言
祝
ぎ
つ
つ
も
、
明
石

に
取
り
残
さ
れ
た
現
状
を
訴
え
て
も
居
る
。

の
ち
、
住
吉
詣
の
折
、
源
氏
の
威
勢
に
圧
倒
さ
れ
た
明
石
君
が
参

拝
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。
そ
の
折
の
明
石
君
と
源
氏
と
の

贈
答
歌
が
、
田
蓑
の
島
の
情
景
と
と
も
に
以
下
の
ご
と
く
叙
さ
れ
て

い
る
。

数
な
ら
で
な
に
は
の
こ
と
も
か
ひ
な
き
に
な
ど
み
を
つ
く

し
思
ひ
そ
め
け
む

田
蓑
の
島
に
御
禊
仕
う
ま
つ
る
御
祓
へ
の
も
の
に
つ
け
て
、
た

て
ま
つ
る
。
日
、
暮
れ
が
た
に
な
り
ゆ
く
。
夕
潮
満
ち
来
て
、

入
江
の
鶴
も
声
を
し
ま
ぬ
ほ
ど
の
あ
は
れ
な
る
を
り
か
ら
な
れ

ば
に
や
、人
目
も
つ
ゝ
ま
ず
あ
ひ
見
ま
ほ
し
く
さ
へ
お
ぼ
さ
る
。

露
け
さ
の
む
か
し
に
似
た
る
旅
ご
ろ
も
田
蓑
の
島
の
名
に

は
か
く
れ
ず 

（
同
・
一
一
六
頁
）

源
氏
歌
は
、「「
難
波
潟
潮
み
ち
く
ら
し
あ
ま
衣
た
み
の
の
島
に
鶴
鳴

き
わ
た
る
」（『
古
今
集
』
雑
上
・
読
人
し
ら
ず
、
古
今
六
帖
三
）
に

よ
る
」
と
い
う
『
新
大
系
』
脚
注
の
指
摘
通
り
だ
が
、
こ
こ
に
先
の

『
易
経
』「
繫
辞
上
伝
」
を
重
ね
る
と
、右
の
場
面
の
鶴
の
鳴
き
声
は
、

単
な
る
情
景
描
写
と
い
う
よ
り
は
、
明
石
姫
君
が
恋
う
て
泣
く
の
に

応
じ
る
親
と
し
て
の
源
氏
の
声
を
、
代
弁
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
繫
辞
上
伝
」
と
は
逆
に
、
子
鶴
が
鳴
く
の
に
応
じ
る
親
鶴
と
い
う

物
語
の
展
開
に
沿
っ
た
順
序
で
描
き
、
親
子
の
絆
を
示
し
て
い
る
。

注（
１
） 『
源
氏
物
語
引
歌
索
引
』
伊
井
春
樹
編　

笠
間
索
引
叢
書
56　

笠

間
書
院　

一
九
九
四
年

（
２
） 

藪
葉
子
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
古
歌
の
利
用
の
様
相
―
人
物

と
出
典
の
関
係
か
ら
―
」『
武
庫
川
国
文　

源
氏
物
語
特
集
』
第

七
十
一
号　

二
〇
〇
八
年
三
月

（
３
） 

久
冨
木
原
玲
「
歌
人
と
し
て
の
紫
式
部
―
逸
脱
す
る
源
氏
物
語
作

中
歌
―
」『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
十
五
巻　

二
〇
〇
一
年　

風
間
書
房

（
４
） 甲
斐
睦
朗
「
連
載
・
若
紫
巻
を
読
む
23　

鶴
の
一
声
」『
日
本
語
学
』

第
６
巻
10
号　

一
九
八
七
年
十
月

（
５
） 
鈴
木
宏
子
「
若
紫
巻
と
古
今
集
」
小
島
菜
温
子
・
渡
部
泰
明
編
『
源

氏
物
語
と
和
歌
』
青
簡
社
（
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）。
の
ち
、『
王

朝
和
歌
の
想
像
力
―
古
今
集
と
源
氏
物
語
―
』
笠
間
書
院　
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二
〇
一
四
年

（
６
） 
鈴
木
久
美「
万
葉
集
に
詠
ま
れ
る
鶴
の
歌
に
つ
い
て
」『
白
門
国
文
』

第
18
号　

二
〇
〇
一
年
三
月

（
７
） 

片
桐
洋
一
「
松
鶴
図
淵
源
考
」『
國
語
國
文
』（
二
九
巻
六
号　

一
九
六
〇
年
六
月
）。
の
ち
、『
古
今
和
歌
集
の
研
究
』
明
治
書
院

　

一
九
九
一
年
三
月

（
８
） 坂
井
多
穂
子
「
白
居
易
と
鶴
」『
人
間
文
化
研
究
所
年
報
』
第

一
三
号　

一
九
九
八
年
三
月

（
９
） 柴
格
朗
「
劉
禹
錫
と
白
居
易
の
鶴
を
題
材
と
し
た
詩
『
大
阪
学
院

大
学
人
文
自
然
論
叢
』
三
八　

一
九
九
九
年
三
月

（
10
） 山
田
尚
子
『
重
層
と
連
関　

続
中
国
故
事
受
容
論
考
』
笠
間
書
院

　

二
〇
一
六
年
三
月

（
11
） 本
間
洋
一
「
王
朝
和
歌
の
表
現
と
漢
詩
文
に
つ
い
て
―
中
古
中
世

私
家
集
の
世
界
と
「
朗
詠
集
」
の
こ
と
な
ど
―
」『
和
漢
比
較
文
学
』

第
６
号　

一
九
九
〇
年
十
月

（
12
） 田
中
智
子
「
述
懐
歌
の
機
能
と
類
型
表
現
―
「
毛
詩
」「
鶴
鳴
」

篇
を
踏
ま
え
た
和
歌
を
中
心
に
―
」『
む
ら
さ
き
』
第
五
一
輯　

二
〇
一
四
年
十
二
月

（
13
） 小
嶋
菜
温
子
「
八
代
集
・「
産
ぶ
屋
」
の
賀
歌
と
『
源
氏
物
語
』

―
若
紫
巻
の
「
鶴
」
の
歌
か
ら
」『
國
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』

第
49
巻
12
号　

二
〇
〇
四
年
十
一
月

（
14
） 『
元
輔
集
』
に
は
、「
中
清
が
生
ま
れ
て
侍
る
七
日
の
夜
」
と
載
せ
、

中
清
の
七
日
目
の
産
養
に
際
し
て
の
詠
歌
で
あ
る
。

（
15
） 金
田
圭
弘
「『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
「
あ
し
わ
か
の
浦
」
に
つ
い

て
―
紫
の
上
登
場
と
そ
の
背
景
―
」『
百
舌
鳥
国
文
』
第
19
号　

二
〇
〇
八
年
三
月

（
16
） 藤
原
克
己
「『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
を
読
む
」『
日
本
文
学
』
第
35

巻
６
号　

一
九
八
六
年
六
月

（
17
） 吉
海
直
人
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
「
垣
間
見
」
再
検
討
『
國

學
院
雑
誌
』
第
100
巻
７
号
（
一
九
九
九
年
七
月
）
は
、
こ
の
歌
を

受
け
て
尼
君
が
、
心
乱
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
垣
間
聞
き
（
垣
間

見
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
）
を
「
失
策
だ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

（
18
） 原
岡
文
子
『『
源
氏
物
語
』
に
仕
掛
け
ら
れ
た
謎
―
「
若
紫
」
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
角
川
叢
書
41　

角
川
学
芸
出
版　

二
〇
〇
八

年
九
月

（
19
） 三
田
村
雅
子
「
若
紫
垣
間
見
再
読
―
だ
れ
か
に
似
た
人
―
」『
源

氏
研
究
』
８　

二
〇
〇
三
年
四
月

（
20
） 倉
田
実
「
若
紫
巻
「
養
女
養
育
婚
姻
譚
」
の
生
成
―
父
と
娘
の
「
甘

い
蜜
の
部
屋
」
―
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
⑤
若
紫
』　

一
九
九
九
年
四
月

（
21
） 堀
淳
一
「
須
磨
流
謫
の
光
源
氏
と
『
毛
詩
』『
周
易
』
―
「
た
づ

が
な
き
」
か
ら
「
退
き
て
咎
な
し
」
へ
―
」『
文
藝
研
究
』
一
三
四

号
（
日
本
文
藝
研
究
会
編　

一
九
九
三
年
九
月
）。
な
お
、『
易
経
』

か
ら
『
源
氏
物
語
』
へ
の
影
響
を
説
く
も
の
と
し
て
、池
浩
三
「
光
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源
氏
の
六
条
院
―
そ
の
か
く
さ
れ
た
構
想
―
」『
中
古
文
学
』
第

48
（
一
九
九
一
年
十
一
月
）、
及
び
、
同
氏
「
源
氏
物
語
の
源
泉
―

『
易
経
』
の
卦
爻
辞
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
岩
波
講
座　

日
本
文
学
史

月
報
』
第
３
巻
（
一
九
九
六
年
九
月
）
が
あ
る
。

（
22
）『
菅
家
文
草
』
本
文
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
か
ら
引

用
し
、
元
禄
十
五
年
刊
本
を
参
照
し
つ
つ
、
私
に
書
き
下
し

を
し
た
。

（
23
）
今
井
上
「『
源
氏
物
語
』「
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
」
鈴
木

健
一
編
『
鳥
獣
虫
魚
の
文
学
史
―
日
本
古
典
の
自
然
観
―
』
２　

鳥
の
巻
（
三
弥
井
書
店　

二
〇
一
一
年
八
月
）。『
芸
文
類
聚
』
雀

部
所
引
「
続
齊
諧
記
」
に
、
後
漢
の
揚
宝
が
、
螻
蟻
に
襲
わ
れ
て

い
た
雀
の
子
を
巾
箱
で
飼
育
し
、
恩
返
し
さ
れ
る
小
話
が
あ
り
、

こ
れ
が
元
々
の
出
典
か
も
し
れ
な
い
。

＊
勅
撰
集
・
私
家
集
・
私
撰
集
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
か
ら
引
用

し
た
が
、
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
と
く
お
か　

り
ょ
う
・ 

熊
本
大
学
非
常
勤
講
師
・ 

熊
本
県
立
大
学
非
常
勤
講
師 

実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程 

平
成
十
年
度
単
位
取
得
退
学
）


