
『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

　
　
　
　
　
　
「
六
条
院
」
歌
壇
を
め
ぐ
っ
て

廣
　
　
川

勝
　
　
美

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
詠
出
の
事
情
に
お
け
る
和
歌
が
み
え
る
。

そ
の
数
は
七
九
五
首
に
お
よ
ぶ
。
そ
の
う
ち
、
光
源
氏
在
世
中
の
「
幻
」
巻
に

至
る
ま
で
に
五
八
九
首
の
和
歌
が
み
え
る
が
、
そ
の
う
ち
二
二
一
首
が
光
源
氏

の
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
夕
霧
三
九
首
、
紫
上
二
一
二
首
、
明
石
上
二
二
首
、

玉
養
二
〇
首
、
頭
中
将
一
六
首
、
落
葉
宮
一
〇
首
、
螢
兵
部
卿
、
腱
月
夜
九
首
、

冷
泉
帝
、
朱
雀
帝
八
首
、
女
三
宮
、
空
蝉
、
明
石
尼
君
、
雲
居
雁
、
七
首
、
夕

顔
、
末
摘
花
、
花
散
里
六
首
な
ど
に
比
し
て
圧
倒
的
な
多
さ
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
こ
れ
だ
け
の
数
の
和
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
に
詠
ん
だ
わ
け
で
は

な
い
。
数
代
に
わ
た
る
御
世
に
、
光
源
氏
を
中
心
と
す
る
関
係
に
お
い
て
詠
出

さ
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
す
で
に
一
っ
の
視
線
か
ら
す
る
撰
歌
が
な

さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

　
こ
れ
ら
の
和
歌
の
大
半
は
贈
答
歌
で
あ
り
、
独
詠
歌
も
特
定
の
個
人
へ
の
心

－
青
を
吐
露
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
、
折
に
ふ
れ
て
詠
ま
れ
た
幾
っ
か

の
歌
群
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
群
の
詠
作
者
の
中
心
は
光
源
氏
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
和
歌
の
位
置
と
役
割
を
示
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

　
次
は
「
梅
枝
」
巻
に
み
え
る
歌
群
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
り
異

同
と
と
も
に
あ
げ
る
。

　
　
う
く
ひ
す
の
こ
ゑ
に
や
い
と
・
あ
く
か
れ
ん
こ
・
ろ
し
め
つ
る
花
の
あ
た

　
　
り
に

　
　
　
〔
青
表
紙
本
〕
　
　
し
め
つ
る
ー
し
つ
め
る
横
池

　
　
　
〔
河
内
本
〕
　
　
し
め
つ
る
１
し
つ
め
る
大

　
　
　
〔
別
　
　
本
〕
　
　
あ
た
り
に
－
あ
た
り
を
保

　
　
色
も
香
も
う
つ
る
は
か
り
に
こ
の
春
は
花
さ
く
や
と
を
か
れ
す
も
あ
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

ん
　
〔
異
同
ナ
シ
〕

鶯
の
ね
く
ら
の
え
た
も
な
ひ
く
ま
て
な
を
ふ
き
と
を
せ
よ
は
の
笛
竹

　
〔
青
表
紙
本
〕
　
　
鶯
の
…
宰
相
中
将
－
補
入
御

　
〔
別
　
　
本
〕
　
　
ふ
き
と
を
せ
１
ふ
き
と
を
す
蓼

心
あ
り
て
風
の
よ
く
め
る
は
な
の
木
に
と
り
あ
へ
ぬ
ま
て
ふ
き
や
よ
る
へ

き
　
〔
青
表
紙
本
〕
　
　
心
あ
り
て
１
心
あ
り
て
（
り
て
）
御

　
〔
別
　
　
本
〕
　
木
－
又
保

か
す
み
た
に
月
と
花
と
を
へ
た
て
す
は
ね
く
ら
の
鳥
も
ほ
こ
ろ
ひ
な
ま
し

　
〔
異
同
ナ
シ
〕

花
の
香
を
え
な
ら
ぬ
袖
に
う
つ
し
も
て
こ
と
あ
や
ま
り
と
い
も
や
と
か
め

む
　
〔
青
表
紙
本
〕
　
　
花
の
香
　
花
の
え
（
か
）
御

　
　
　
　
　
　
　
え
な
ら
ぬ
－
え
な
ら
ぬ
池

　
〔
河
内
本
〕
　
　
こ
と
あ
や
ま
り
と
－
こ
と
あ
や
ま
り
に
七

　
〔
別
　
　
本
〕
　
　
え
な
ら
ぬ
ー
な
ら
は
ぬ
陽

　
　
　
　
　
　
　
う
つ
し
も
て
－
う
つ
し
て
も
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
あ
や
ま
り
と
ー
こ
と
あ
や
ま
り
に
陽
保
蓼
阿

め
つ
ら
し
と
ふ
る
里
人
も
ま
ち
そ
み
む
花
の
に
し
き
を
き
て
か
へ
る
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

　
　
　
　
　
　
¢

　
　
　
〔
異
同
ナ
シ
〕

　
　
　
　
二
　
「
饗
宴
」
と
「
御
遊
び
」

　
明
石
姫
君
御
裳
着
儀
の
前
夜
、
六
条
院
、
蔵
人
所
で
「
御
遊
び
の
う
ち
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

し
」
（
梅
枝
、
四
巻
二
九
五
頁
）
が
行
わ
れ
る
折
の
も
の
で
あ
る
。
明
石
姫
君

は
一
世
源
氏
を
出
自
と
す
る
。
六
条
院
の
西
の
御
町
、
中
宮
の
御
殿
の
寝
殿
西

放
出
を
し
つ
ら
え
て
裳
着
の
儀
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
前
夜
の
試
楽
で
あ
る
。
き

さ
ら
ぎ
の
十
日
、
前
斎
院
よ
り
薫
物
が
寄
せ
ら
れ
る
。
御
使
い
の
兵
部
卿
宮
と

薫
物
合
わ
せ
を
す
る
。
月
さ
し
出
で
ぬ
れ
ば
、
大
御
酒
な
ど
参
る
。
見
参
し
た

頭
の
中
将
と
弁
の
少
将
を
と
ど
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
御
遊
び
が
行
わ
れ
る
。
兵
部

卿
宮
に
琵
琶
、
大
臣
に
箏
の
琴
、
頭
の
中
将
に
和
琴
、
宰
相
中
将
に
横
笛
、
弁

の
少
将
が
拍
子
を
取
る
。

　
　
宮
も
大
臣
も
さ
し
い
ら
へ
し
た
ま
ひ
て
、
こ
と
こ
と
し
か
ら
ぬ
も
の
か
ら
、

　
　
を
か
し
き
夜
の
御
遊
び
な
り
。
御
土
器
参
る
に
、
宮
、

　
兵
部
卿
宮

　
　
鶯
の
声
に
や
い
と
ど
あ
く
が
れ
む
心
し
め
つ
る
花
の
あ
た
り
に

　
　
千
代
も
経
ぬ
べ
し
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

　
光
源
氏

　
　
色
も
香
も
う
っ
る
ば
か
り
に
こ
の
春
は
花
咲
く
宿
を
か
れ
ず
も
あ
ら
な
む

　
　
頭
の
中
将
に
賜
へ
ば
、
取
り
て
、
宰
相
の
中
将
に
さ
す
。



　
頭
中
将

　
　
鶯
の
ね
ぐ
ら
の
枝
も
な
び
く
ま
で
な
ほ
吹
き
と
ほ
せ
夜
半
の
笛
竹

　
　
宰
相
の
中
将
、

　
宰
相
中
将

　
　
心
あ
り
て
風
の
避
く
め
る
花
の
木
に
と
り
あ
へ
ぬ
ま
で
吹
き
や
寄
る
べ
き

　
　
情
な
く
と
、
皆
う
ち
笑
ひ
た
ま
ふ
。
弁
の
少
将
、

　
弁
少
将

　
　
霞
だ
に
月
と
花
と
を
へ
だ
て
ず
は
ね
ぐ
ら
の
鳥
も
ほ
こ
ろ
び
な
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
枝
、
四
巻
二
六
〇
－
一
頁
）

と
あ
る
。
寝
殿
に
お
い
て
御
遊
び
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
折
の
主
客
の
贈
答
で
あ

る
。
そ
し
て
、
御
遊
の
後
、
夜
明
け
、
宮
が
帰
還
す
る
時
の
、
御
贈
物
の
御
直

衣
と
薫
物
に
よ
せ
て
の
歌
の
贈
答
が
あ
る
。

　
兵
部
卿
宮

　
　
花
の
香
を
え
な
ら
ぬ
袖
に
う
つ
し
て
も
こ
と
あ
や
ま
り
と
妹
や
と
が
め
む

　
光
源
氏

　
　
め
づ
ら
し
と
故
里
人
も
待
ち
ぞ
見
む
花
の
錦
を
着
て
か
へ
る
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
枝
、
四
巻
二
六
一
－
二
頁
）

　
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
は
、
兵
部
卿
宮
の
「
鶯
の
声
に
」
の
歌
、
「
心
し
め

っ
る
」
と
本
文
を
立
て
、
「
心
ひ
か
れ
る
花
の
御
殿
で
は
。
」
と
注
し
、
「
薫
物

　
　

の
縁
」
と
す
る
。
「
千
代
も
経
ぬ
べ
し
」
は
「
い
つ
ま
で
か
野
辺
に
心
の
あ
く

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

が
れ
む
花
し
散
ら
ず
は
千
代
も
経
ぬ
べ
し
」
と
い
う
素
性
の
歌
に
よ
る
と
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
ヒ

　
古
注
を
引
く
に
、
『
花
鳥
余
情
』
は
「
鶯
の
声
は
郭
曲
の
事
也
心
し
つ
め
る

　
　
　
　
　
６
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
は
薫
物
な
り
」
と
注
し
、
『
孟
津
抄
』
も
同
じ
。
『
一
葉
抄
』
は
、
「
さ
ら
て

も
心
し
め
た
る
花
の
あ
た
り
に
い
と
・
此
詠
曲
に
や
あ
く
か
れ
ん
と
也
」
と
解

　
¢

す
る
。
『
細
流
抄
』
は
「
催
馬
楽
の
梅
か
え
を
う
た
ひ
し
に
感
し
た
る
也
こ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ろ
し
め
つ
る
と
は
た
き
物
に
心
を
し
め
つ
る
に
と
也
」
と
注
す
る
。
歌
意
は
、

催
馬
楽
の
梅
枝
と
薫
香
と
、
そ
し
て
、
「
花
の
香
な
つ
か
し
き
に
、
御
殿
の
あ

た
り
い
ひ
知
ら
ず
匂
ひ
満
ち
て
」
（
梅
枝
、
四
巻
二
五
九
頁
）
と
あ
る
六
条
院

第
の
梅
花
を
讃
め
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
花
の
香
し
さ
は
明
石
姫
君
の

も
の
で
も
あ
る
。
「
鶯
の
士
仁
は
、
御
裳
着
儀
の
試
楽
の
前
夜
の
宴
遊
の
楽
を

讃
め
て
い
う
。
総
じ
て
、
こ
の
宴
遊
の
座
を
寿
ぐ
主
客
の
意
が
託
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
こ
の
歌
の
目
的
が
あ
る
。

　
主
の
光
源
氏
の
歌
「
色
も
香
も
」
に
つ
い
て
、
『
細
流
抄
』
は
「
こ
の
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
を
た
え
す
と
ひ
給
へ
と
也
」
と
い
い
、
『
孟
津
抄
』
は
「
源
可
可
か
れ
す
も
あ

ら
な
ん
と
は
た
え
す
も
御
音
信
あ
ら
は
満
足
せ
ん
と
也
頭
中
将
へ
此
可
可
を
さ
し

　
　
＠

給
ふ
也
」
と
い
う
。
『
眠
江
入
楚
』
は
「
〔
秘
〕
源
の
歌
も
、
此
あ
た
り
を
、
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

え
ず
と
ひ
給
へ
と
な
り
。
〔
聞
〕
心
あ
ら
は
な
り
。
」
と
注
す
る
。
歌
は
、
御

裳
着
儀
に
招
か
れ
た
御
礼
に
見
参
し
た
の
を
ひ
き
と
ど
め
て
、
い
ま
、
御
遊
び

の
座
に
居
る
柏
木
の
頭
中
将
に
、
「
花
咲
く
宿
」
た
る
六
条
院
に
し
ば
し
ば
訪

れ
の
あ
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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『
源
氏
物
語
」
饗
宴
歌
考

　
頭
中
将
の
「
鶯
の
ね
ぐ
ら
の
」
の
歌
、
『
河
海
抄
』
「
花
の
色
は
あ
か
す
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
も
鴬
の
ね
く
ら
の
竹
に
て
な
・
ふ
れ
そ
も
拾
這
」
を
引
く
。
『
孟
津
抄
』
「
頭

中
将
の
寄
也
夕
霧
の
笛
を
ほ
め
て
の
心
也
」
と
し
、
同
じ
く
、
拾
遺
集
歌
を
引

＠
く
。
御
土
器
を
ま
わ
し
て
、
光
源
氏
の
息
、
夕
霧
の
宰
相
中
将
の
横
笛
を
賞
め

る
。　

宰
相
中
将
の
「
心
あ
り
て
」
の
歌
、
『
花
鳥
余
情
』
は
「
風
た
に
も
心
し
て

ち
ら
さ
ぬ
花
を
ふ
き
や
よ
る
へ
き
と
よ
め
り
宰
相
中
将
横
笛
ふ
く
事
を
よ
め
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

さ
て
下
の
詞
に
な
さ
け
な
く
と
は
か
け
り
」
と
い
う
。
『
孟
津
抄
』
は
「
夕
霧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

寄
笛
な
れ
は
落
梅
曲
を
思
て
読
る
歎
吹
と
い
ふ
詞
に
て
よ
め
り
」
と
す
る
。

＝
葉
抄
』
は
「
笛
な
れ
ハ
吹
と
よ
め
り
と
り
あ
へ
ぬ
ま
て
ハ
あ
は
た
・
し
き

よ
し
也
吹
や
よ
る
へ
き
と
ハ
吹
よ
ら
し
と
也
落
梅
曲
の
心
を
お
も
ひ
て
よ
め
る

　
　
　
　
＠

歎
」
と
い
う
。

　
弁
少
将
の
「
霞
だ
に
」
の
歌
、
『
河
海
抄
』
は
「
或
説
鳥
の
こ
ゑ
ほ
こ
ろ
ふ

る
と
は
お
と
ろ
く
義
歎
花
の
ほ
こ
ろ
ふ
る
は
ひ
ら
く
る
な
れ
は
鳥
も
声
を
発
す

　
　
ゆ

る
心
歎
」
と
し
、
『
花
鳥
余
情
』
「
鳥
の
ほ
こ
ろ
ふ
る
は
あ
し
た
と
く
鳴
心
な
り

弁
少
将
梅
か
え
を
う
た
ふ
に
つ
き
て
ね
く
ら
の
鳥
も
ほ
こ
ろ
ひ
な
ま
し
と
は
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

め
り
い
ま
た
夜
ふ
か
き
に
よ
り
て
初
と
り
は
な
か
ぬ
よ
し
也
」
と
す
る
。
ま
た
、

『
孟
津
抄
』
は
「
弁
少
将
寄
也
こ
よ
ひ
の
御
遊
は
久
し
く
覚
た
る
は
霞
の
ふ
か

き
に
よ
り
て
夜
を
残
し
た
る
と
也
」
と
み
て
、
『
河
海
抄
』
を
引
い
て
「
鳥
の

ほ
こ
ろ
ふ
る
と
は
あ
し
た
と
く
は
し
め
て
な
く
心
也
弁
少
将
梅
か
枝
を
う
た
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

に
つ
き
て
ね
く
ら
の
鳥
も
ほ
こ
ろ
ひ
な
ま
し
と
は
よ
め
り
い
ま
た
夜
ふ
か
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

よ
り
て
初
よ
り
は
な
か
ぬ
よ
し
也
」
と
い
う
。
座
の
笑
い
を
誘
っ
た
夕
霧
の
歌

を
と
り
な
し
な
が
ら
鶯
の
声
を
賞
め
る
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
玉
上
琢
彌
氏
は
「
機
知
と
世
辞
と
の
挨
拶
で
あ
る
。
」
と
評
す
る
。
「
を
か
し

き
夜
の
御
遊
び
」
に
お
け
る
歌
で
あ
る
。
一
世
源
氏
の
明
石
姫
君
と
し
て
の
御

裳
着
も
儀
式
に
則
し
て
執
り
行
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
っ
い
て
、
「
か
か
る
所

の
儀
式
は
、
よ
ろ
し
き
を
だ
に
、
い
と
こ
と
多
く
う
る
さ
き
を
、
片
端
ば
か
り
、

例
の
し
ど
け
な
く
ま
ね
ば
む
も
な
か
な
か
に
や
と
て
、
こ
ま
か
に
書
か
ず
。
」

（
梅
枝
、
四
巻
二
六
三
頁
）
と
い
う
草
子
地
が
記
さ
れ
て
い
る
。
光
源
氏
の
力

を
尽
く
す
儀
式
だ
か
ら
書
か
ぬ
と
い
う
。
こ
こ
に
『
源
氏
物
語
』
の
基
本
的
な

姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
。
儀
式
に
則
っ
た
饗
宴
に
お
い
て
、
楽
が
奏
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
詩
が
賦
さ
れ
、
そ
れ
に
準
じ
て
和
歌
が
作
ら
れ
る
。
明
石
姫
君
の
御
裳

着
儀
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
一
切
を
語

ら
な
い
。
試
楽
の
後
の
、
御
遊
び
の
折
に
唱
和
さ
れ
た
歌
が
み
え
る
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
ら
の
歌
を
通
し
て
、
御
裳
着
儀
の
詩
宴
、
あ
る
い
は
歌
宴
が
う
か
が

わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
群
の
な
か
に
み
え
る
、
「
梅
花

の
香
」
と
「
鶯
の
士
ご
、
「
霞
」
と
「
月
」
と
は
、
明
ら
か
に
賀
宴
を
飾
る
景
物

で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
か
か
る
御
裳
着
儀
な
ど
に
調
さ
れ
る
四
季
の
屏
風

の
景
物
で
あ
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
詠
じ
ら
れ
る
和
歌
の
景
物
で
あ
る
。
そ
れ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

が
倭
絵
の
四
季
絵
の
屏
風
に
か
か
わ
る
こ
と
は
別
に
論
じ
た
。
『
貫
之
集
』
に
、

　
　
　
　
二
月
梅
の
花
見
る
と
こ
ろ

　
　
山
里
に
住
む
か
ひ
あ
る
は
梅
の
花
見
っ
っ
鶯
聞
く
に
ぞ
あ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
一
）

　
　
　
　
梅
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
梅
の
花
お
ほ
か
る
里
に
鶯
の
冬
ご
も
り
し
て
春
を
待
つ
ら
ん
（
一
七
二

な
ど
の
屏
風
歌
が
あ
る
。
延
長
二
年
五
月
、
醍
醐
天
皇
の
中
宮
穏
子
の
御
屏
風

の
和
歌
二
十
六
首
の
中
の
歌
と
、
延
長
二
年
宇
多
天
皇
皇
女
源
順
子
の
御
屏
風

の
和
歌
十
二
首
の
中
の
歌
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
春
季
の
四
季
絵
の
も
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
表
現
に
、
一
」
う
し
た
倭
絵
の
四
季
絵
屏
風
が
う
か
が
え
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
饗
宴
に
付
随
す
る
遊
宴
の
和
歌
に
お
い
て
顕
著
に

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
『
源
氏
物
語
』
は
饗
宴
の
座
で
詠

作
さ
れ
る
歌
を
あ
げ
な
い
。
饗
宴
の
前
後
、
そ
の
周
辺
に
お
い
て
の
和
歌
を
語

る
と
こ
ろ
に
こ
の
物
語
の
姿
勢
が
あ
る
。

　
御
裳
着
の
儀
式
の
歌
群
は
も
う
一
つ
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
朱
雀
院
に
て
、

女
三
宮
御
裳
着
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
折
で
あ
る
。

　
「
御
し
つ
ら
ひ
は
、
柏
殿
の
西
面
に
、
御
帳
、
御
几
帳
よ
り
は
じ
め
て
、
こ

こ
の
綾
錦
は
ま
ぜ
さ
せ
た
ま
は
ず
」
一
若
菜
上
、
五
巻
三
四
頁
）
と
あ
る
。
『
新

儀
式
』
「
内
親
王
初
井
事
」
に
「
撤
二
書
御
座
↓
鋪
二
二
色
綾
毯
代
↓
立
二
大
床

ゆ
子
↓
」
と
記
す
。
女
三
宮
は
父
院
の
後
院
に
お
い
て
御
裳
着
儀
が
執
り
行
わ
れ

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

る
。
「
腰
結
に
は
、
太
政
大
臣
を
」
と
い
い
、
「
今
二
所
の
大
臣
た
ち
、
そ
の
残

り
の
上
達
部
な
ど
は
、
わ
り
な
き
障
り
あ
る
も
、
あ
な
が
ち
に
た
め
ら
ひ
助
け

つ
つ
参
り
た
ま
ふ
。
親
王
た
ち
八
人
、
殿
上
人
は
た
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
内
裏
、

春
宮
の
残
ら
ず
参
り
っ
ど
ひ
て
、
い
か
め
し
き
御
い
そ
ぎ
の
響
き
な
り
。
」
（
若

菜
上
、
五
巻
三
五
頁
）
と
あ
る
。
朱
雀
院
主
催
の
盛
儀
で
あ
る
。

　
『
新
儀
式
』
「
内
親
王
初
井
事
」
に
「
一
或
西
席
北
第
三
四
問
。
撤
二
御
座
↓

鋪
二
御
座
一
儲
二
其
饗
ご
次
垂
二
東
廟
御
簾
↓
事
畢
上
二
御
簾
↓
撤
二
装
束
↓
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

座
不
レ
撤
。
王
卿
依
レ
召
参
上
献
レ
物
。
酒
僕
歌
遊
給
レ
禄
。
」
と
あ
り
、
『
西
宮

記
』
「
内
親
王
着
裳
」
勘
物
に
よ
れ
ば
「
承
平
三
八
二
十
日
、
康
子
内
親
王
着

裳
」
に
「
侍
従
楽
人
給
禄
」
、
「
康
保
三
年
八
月
廿
七
日
、
於
承
香
殿
親
王
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ス
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

袴
」
に
「
公
卿
参
侯
親
王
家
、
給
酒
肴
、
有
御
遊
、
息
所
賜
禄
猷
和
歌
」
と

あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
御
裳
着
儀
の
饗
宴
の
大
略
は
理
解
で
き
る
。
こ
と
に

「
御
遊
」
と
も
に
「
献
和
歌
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
女
三
宮
御
裳
着
儀
に
つ
い

て
、
そ
の
折
の
秋
好
中
宮
の
調
じ
た
櫛
の
筥
に
添
え
ら
れ
た
歌
と
朱
雀
院
の
返

歌
が
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
秋
好
中
宮

　
　
さ
し
な
が
ら
昔
を
今
に
伝
ふ
れ
ば
玉
の
小
櫛
ぞ
神
さ
び
に
け
る

　
朱
雀
院

　
　
さ
し
っ
ぎ
に
見
る
も
の
に
も
が
万
世
を
黄
楊
の
小
櫛
の
神
さ
ぶ
る
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
莱
上
、
五
巻
三
六
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

と
、
夕
つ
か
た
に
、
昔
の
御
髪
上
の
具
に
よ
せ
て
、
と
詞
書
に
い
う
べ
き
贈
答

歌
で
あ
る
。
明
石
姫
君
御
裳
着
儀
に
は
、
試
楽
の
夜
の
御
遊
び
の
折
の
歌
は
み

え
た
が
、
こ
れ
も
語
ら
れ
な
い
の
は
、
明
石
姫
君
は
六
条
院
主
催
、
女
三
宮
は

朱
雀
院
主
催
と
い
う
違
い
に
よ
る
。
同
じ
御
裳
着
儀
で
あ
り
、
そ
の
饗
宴
に
は

大
差
な
く
、
試
楽
と
御
遊
び
は
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
朱
雀
院
主
催
の
歌

宴
は
物
語
は
ふ
れ
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
御
裳
着
儀
の
饗
宴
の
参
列
者

は
明
ら
か
に
す
る
が
、
前
夜
の
御
遊
び
の
参
加
者
を
い
わ
な
い
の
と
理
由
に
は

変
わ
り
は
な
い
。
も
っ
と
い
え
ば
物
語
の
関
心
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
対
処
の
仕
方
は
他
に
も
み
え
る
。
光
源
氏
十
二

歳
の
年
、
元
服
の
儀
の
折
の
歌
で
あ
る
。
「
お
は
し
ま
す
殿
の
東
の
席
、
東
向

き
に
侍
子
立
て
て
、
冠
者
の
御
座
、
引
き
入
れ
の
大
臣
の
御
座
御
前
に
あ
り
。
」

（
桐
壷
、
一
巻
三
六
頁
）
と
、
清
涼
殿
に
お
け
る
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
。

　
『
新
儀
式
』
「
源
氏
皇
子
加
二
元
服
一
事
」
に
、
「
源
氏
皇
子
可
レ
加
二
元
服
↓
先

撤
二
書
御
座
↓
立
二
符
子
一
為
二
御
座
一
実
。
孫
席
南
第
二
間
敷
二
畳
井
菌
一
為
二
加

　
　
　
　
イ
元

冠
座
↓
其
西
南
敷
二
菅
圓
座
↓
為
二
冠
者
座
ご
と
あ
り
、
「
内
蔵
寮
辮
二
備
饗

誰
↓
給
二
殿
上
侍
臣
↓
或
出
二
御
侍
方
一
有
二
歌
遊
事
↓
王
卿
已
下
至
二
干
六
位
↓

　
　
　
　
ゆ

給
レ
禄
有
レ
差
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
西
宮
記
』
二
世
源
氏
元
服
」
に
「
王
卿

已
下
侯
、
有
御
遊
盃
酒
、
源
氏
侯
四
位
上
、
王
卿
給
禄
、
本
家
分
屯
食
、
廿
具

　
ゆ

諸
陣
、
」
と
あ
る
。
「
響
僕
」
と
「
歌
遊
事
」
が
み
え
る
。

　
「
か
う
ぶ
り
し
た
ま
ひ
て
、
御
休
み
所
に
ま
か
で
た
ま
ひ
て
、
御
衣
た
て
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

つ
り
か
へ
て
、
お
り
て
拝
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
さ
ま
に
」
（
桐
壷
、
一
巻
三

七
頁
）
と
、
加
冠
の
後
、
殿
上
の
間
で
縫
腋
抱
に
着
替
え
て
東
庭
で
拝
舞
す
る
。

そ
の
後
、
「
大
御
酒
な
ど
参
る
ほ
ど
、
親
王
た
ち
の
御
座
の
末
に
、
源
氏
着
き

た
ま
へ
り
。
」
（
桐
壷
、
一
巻
三
七
頁
）
と
あ
る
。
内
侍
が
宣
旨
を
受
け
て
大
臣

を
召
す
。
「
御
禄
の
も
の
」
を
例
の
ご
と
く
賜
る
。
次
い
で
、

　
　
御
さ
か
づ
き
の
つ
い
で
に
、

　
帝

　
　
い
と
き
な
き
は
っ
も
と
ゆ
ひ
に
長
き
世
を
契
る
心
は
結
び
こ
め
っ
や

　
　
御
心
ば
へ
あ
り
て
お
ど
ろ
か
さ
せ
た
ま
ふ
。

　
左
大
臣

　
　
結
び
っ
る
心
も
深
き
も
と
ゆ
ひ
に
濃
き
む
ら
さ
き
の
色
し
あ
せ
ず
は

　
　
と
奏
し
て
、
長
橋
よ
り
お
り
て
舞
踏
し
た
ま
ふ
。
（
桐
壼
、
一
巻
三
八
頁
）

と
あ
る
。
左
大
臣
の
御
女
を
光
源
氏
に
と
い
う
御
製
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
奏
上

し
た
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
大
御
酒
な
ど
参
る
」
饗
宴
の
座
に
お
い
て
賦
さ

れ
た
詩
、
あ
る
い
は
作
ら
れ
た
和
歌
は
、
参
列
者
が
朝
廷
を
あ
げ
る
盛
儀
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
多
数
に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
が
、
直
接
、
光
源
氏
の
身
に
か

か
わ
る
も
の
だ
け
を
と
り
あ
げ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
光
源
氏
の
四
十
賀
の
折
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

　
玉
竃

　
　
若
葉
さ
す
野
辺
の
小
松
を
ひ
き
っ
れ
て
も
と
の
岩
根
を
祈
る
今
日
か
な



　
光
源
氏

　
　
小
松
原
末
の
よ
は
ひ
に
ひ
か
れ
て
や
野
辺
の
若
菜
も
年
を
っ
む
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
上
、
五
巻
四
九
頁
）

詞
書
に
、
正
月
二
十
三
日
、
子
の
日
な
る
に
、
左
大
将
の
北
の
方
、
六
条
院

に
若
菜
参
り
た
ま
ふ
に
、
と
も
い
う
ほ
ど
の
、
子
の
日
に
事
寄
せ
た
歌
と
返
し

で
あ
る
。

光
源
氏
そ
の
人
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
儀
は
算
賀
で
あ
る
。
四
十
賀
に
際
し

て
賀
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
賀
歌
」
の
う
ち

の
主
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
仁
和
御
時
、
僧

正
遍
照
に
、
七
十
賀
賜
ひ
け
る
時
の
御
歌
」
、
「
仁
和
帝
の
、
親
王
に
お
は
し
ま

し
け
る
時
に
、
御
を
ば
の
八
十
賀
」
、
「
堀
川
大
臣
の
四
十
賀
」
、
「
貞
辰
親
王
の
、

を
ば
の
四
十
賀
」
、
「
貞
保
親
王
の
、
后
宮
の
五
十
賀
」
、
「
本
康
親
王
の
七
十

賀
」
、
「
藤
原
三
善
が
六
十
賀
」
、
「
良
琴
経
也
が
四
十
の
賀
」
、
「
右
大
将
藤
原
朝

　
　
　
　
ゆ

臣
の
四
十
賀
」
に
お
い
て
の
和
歌
一
七
首
が
、
「
賀
歌
」
二
十
二
首
の
大
半
を

占
め
る
。
一
」
う
し
た
算
賀
の
和
歌
が
光
源
氏
四
十
賀
に
お
い
て
詠
進
さ
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
多
数
に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。
物
語
は
、
そ
れ

ら
の
な
か
か
ら
撰
し
て
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
賀
歌
の
こ
と
を
記
す
の
は
他
に

あ
る
。
い
ま
、
語
ろ
う
と
す
る
の
は
盛
儀
の
様
で
あ
る
。

　
二
条
院
に
お
け
る
紫
上
主
催
の
賀
宴
に
は
、
「
殿
上
人
、
諸
大
夫
、
院
司
、
下

人
ま
で
の
ま
う
け
、
い
か
め
し
く
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
」
（
若
菜
上
、
五
巻
八
三

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

頁
）
と
あ
る
。
そ
し
て
、
「
南
の
席
に
、
上
達
部
。
左
右
の
大
臣
、
式
部
卿
の
宮

を
は
じ
め
た
て
ま
っ
り
て
、
次
々
は
ま
し
て
参
り
た
ま
は
ぬ
人
な
し
。
」
（
若
菜

上
、
五
巻
八
四
頁
一
と
あ
る
。
ま
た
、
中
宮
主
催
の
賀
宴
に
は
、
「
上
達
部
」

「
親
王
」
「
非
参
議
の
四
位
、
ま
う
ち
君
達
」
「
殿
上
人
」
な
ど
の
参
列
が
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
最
も
盛
大
な
の
は
、
帝
の
仰
せ
に
よ
る
夕
霧
の
催
す
賀
宴
で
あ

る
。
「
屯
食
な
ど
、
公
ざ
ま
に
て
、
頭
の
中
将
宣
旨
う
け
た
ま
は
り
て
、
親
王

た
ち
五
人
、
左
右
の
大
臣
、
大
納
言
二
人
、
中
納
言
三
人
、
宰
相
五
人
、
例
の
、

内
裏
、
春
宮
、
院
、
残
る
少
な
し
。
御
座
、
御
調
度
ど
も
な
ど
は
、
太
政
大
臣

く
は
し
く
う
け
た
ま
は
り
て
、
つ
か
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
」
（
若
菜
上
、
五

巻
八
八
－
九
頁
）
と
い
う
。
朝
廷
に
仕
え
る
律
令
官
人
の
全
て
が
、
光
源
氏
の

算
賀
に
参
列
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
天
皇
の
算
賀
に
準
ず
る
ほ
ど
の
儀

式
で
あ
る
。
饗
宴
の
盛
儀
の
様
は
、
詩
宴
と
歌
宴
の
盛
大
さ
を
思
わ
せ
る
の
で

あ
る
。
物
語
に
み
え
る
歌
の
向
こ
う
に
、
儀
式
に
応
じ
て
詠
進
さ
れ
た
多
数
の

歌
、
ま
さ
に
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
賀
歌
」
が
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
歌
群
の
な
か
で
、
元
服
、
裳
着
、
算
賀
の
折
の
饗
宴
の
折

に
詠
ま
れ
た
和
歌
に
は
、
祝
賀
の
意
と
と
も
に
、
明
ら
か
に
主
催
者
と
し
て
の

光
源
氏
へ
の
讃
類
の
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
行
幸
の
折
、
遊
覧
の

折
の
歌
群
に
も
み
え
る
。

　
「
き
さ
ら
ぎ
の
二
十
日
あ
ま
り
、
朱
雀
院
に
行
幸
あ
り
。
」
（
少
女
、
三
巻
二

六
六
頁
）
と
い
う
。
「
今
日
は
、
わ
ざ
と
の
文
人
も
召
さ
ず
、
た
だ
そ
の
才
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

し
こ
し
と
聞
こ
え
た
る
学
生
十
人
を
召
す
。
式
部
の
司
の
試
み
の
題
を
な
ず
ら

へ
て
、
御
題
賜
ふ
。
大
殿
の
太
郎
君
の
試
み
賜
は
り
た
ま
ふ
べ
き
ゆ
ゑ
な
め

り
。
」
（
少
女
、
三
巻
二
六
七
頁
）
と
あ
る
。
源
氏
の
長
男
、
夕
霧
の
試
験
で
あ

る
。
そ
の
折
、
楽
の
船
ど
も
の
山
風
の
響
き
に
吹
き
あ
わ
せ
て
、
春
鶯
噂
を
舞

う
ほ
ど
に
、
昔
の
花
の
宴
を
思
い
出
す
。

　
　
大
臣
、
院
に
御
土
器
参
り
た
ま
ふ
。

　
光
源
氏

　
　
鶯
の
さ
へ
づ
る
声
は
昔
に
て
む
つ
れ
し
花
の
蔭
ぞ
か
は
れ
る

　
　
院
の
上
、

　
朱
雀
院

　
　
九
重
を
霞
隔
っ
る
す
み
か
に
も
春
と
告
げ
く
る
鶯
の
声

と
あ
り
、
さ
ら
に
、

　
兵
部
卿
宮

　
　
い
に
し
へ
を
吹
き
伝
へ
た
る
笛
竹
に
さ
へ
づ
る
鳥
の
音
さ
へ
か
は
ら
ぬ

　
帝

　
　
鶯
の
昔
を
恋
ひ
て
さ
へ
づ
る
は
木
伝
ふ
花
の
色
や
あ
せ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
、
三
巻
二
六
八
－
九
頁
）

の
二
首
が
和
せ
ら
れ
る
。
春
鶯
嘩
の
楽
に
よ
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
「
神
無
月

の
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
、
六
条
の
院
に
行
幸
あ
り
。
」
（
藤
裏
葉
、
四
巻
三

〇
四
頁
）
と
い
う
。
そ
の
折
の
唱
和
の
歌
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

　
光
源
氏

　
　
色
ま
さ
る
擁
の
菊
も
を
り
を
り
に
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
恋
ふ
ら
し

　
太
政
大
臣

　
　
紫
の
雲
に
ま
が
へ
る
菊
の
花
濁
り
な
き
世
の
星
か
と
ぞ
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
裏
葉
、
四
巻
三
〇
六
頁
）

と
あ
り
、
さ
ら
に
殿
上
の
御
遊
に
、

　
朱
雀
院

　
　
秋
を
へ
て
時
雨
ふ
り
ぬ
る
里
人
も
か
か
る
紅
葉
の
を
り
を
こ
そ
見
ね

　
帝

　
　
世
の
常
の
紅
葉
と
や
見
る
い
に
し
へ
の
た
め
し
に
ひ
け
る
庭
の
錦
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
裏
葉
、
四
巻
三
〇
七
頁
）

と
唱
和
す
る
。
こ
の
よ
う
な
後
院
、
あ
る
い
は
邸
第
へ
の
行
幸
の
他
に
、
郊
野

へ
の
遊
覧
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
桂
殿
に
お
い
て
、
秋
、
御
饗
し
騒
ぎ
て
、

「
大
御
酒
」
が
順
に
流
れ
、
大
御
遊
び
が
は
じ
ま
る
。
「
川
風
吹
き
合
は
せ
て
お

も
し
ろ
き
に
、
月
高
く
さ
し
あ
が
り
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
澄
め
る
夜
」
で
あ
る
。

帝
の
御
消
息
が
あ
る
。
そ
れ
に
い
う
。

　
帝

　
　
月
の
す
む
川
の
を
ち
な
る
里
な
れ
ば
桂
の
影
は
の
ど
け
か
る
ら
む

以
下
、
応
製
歌
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
光
源
氏



　
　
久
か
た
の
光
に
近
き
名
の
み
し
て
朝
夕
霧
も
晴
れ
ぬ
山
里

　
光
源
氏

　
　
め
ぐ
り
来
て
手
に
取
る
ば
か
り
さ
や
け
き
や
淡
路
の
島
の
あ
は
と
見
し
月

　
頭
中
将

　
　
浮
雲
に
し
ば
し
ま
が
ひ
し
月
影
の
す
み
は
っ
る
よ
ぞ
の
ど
け
か
る
べ
き

　
左
大
弁

　
　
雲
の
上
の
す
み
か
を
捨
て
て
夜
半
の
月
い
づ
れ
の
谷
に
か
げ
隠
し
け
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
風
、
三
巻
一
四
〇
－
一
頁
一

　
こ
れ
ら
の
歌
群
に
み
え
る
、
「
月
の
桂
」
は
詩
に
も
賦
さ
れ
る
べ
き
景
物
で

あ
る
。
「
離
の
菊
」
、
「
庭
前
の
紅
葉
」
な
ど
の
景
物
も
同
趣
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
梅
花
と
鶯
」
に
も
い
え
る
。
嵯
峨
朝
が
詩
壇
を
も
っ
の
に
対
し
て
、
こ
の
御

世
は
歌
壇
を
も
つ
。
そ
の
主
宰
者
は
、
他
な
ら
ぬ
光
源
氏
そ
の
人
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
こ
の
物
語
が
背
後
に
有
し
て
い
る
宮
廷
を
中
心
と
す
る
律
令
官
人
の
世

界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詠
作
主
が
、
兵
部
卿
宮
、
大
臣
、
頭
の
中
将
、

宰
相
中
将
、
弁
の
少
将
な
ど
の
官
職
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
歌

群
が
歌
宴
と
い
う
べ
き
座
に
お
い
て
詠
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
三
　
歌
人
集
団
と
六
条
院
歌
壇

　
平
安
時
代
の
和
歌
と
、
そ
れ
が
引
き
継
ぐ
前
代
の
和
歌
の
成
立
に
っ
い
て
、

杉
山
康
彦
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

　
　
平
安
朝
に
お
い
て
は
歌
会
や
歌
合
が
頻
繁
に
開
か
れ
、
こ
れ
が
和
歌
を
作

　
り
出
す
主
要
な
基
盤
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
和
歌
は
書

　
簡
に
よ
っ
て
贈
答
さ
れ
た
り
、
屏
風
歌
と
し
て
作
ら
れ
た
り
、
五
十
首
歌
、

　
百
首
歌
と
し
て
手
記
的
に
書
き
連
ら
ね
ら
れ
た
り
も
し
た
。
或
い
は
又
ゆ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
ず
り
に
即
興
的
に
応
酬
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

と
み
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
万
葉
の
時
代
の
歌
は
ど
の
よ
う
な
基
盤

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
作
り
出
さ
れ
歌
い
あ
げ
ら
れ
た
の
か
」
に
っ
い
て
は
資

料
的
に
は
明
確
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
人
々
が
多
数
参
集
し

た
酒
宴
の
席
で
の
歌
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
饗
宴
が
当
時
の
歌
を
作
り
出
す
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

本
的
な
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
」
と
い
う
。
こ
こ
に
説
く
「
饗
宴

に
お
け
る
歌
の
座
」
は
、
「
万
葉
歌
の
作
歌
基
盤
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
の
平

安
時
代
の
和
歌
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
饗
宴
そ
の
も
の
に

は
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詠
出
さ
れ
る
和
歌
に
も
変
化
が
あ
っ

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
か
か
る
饗
宴
よ
り
も
、
平
安
時
代

に
は
じ
ま
る
歌
会
や
歌
合
な
ど
に
お
け
る
詠
出
歌
の
比
重
が
大
き
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
和
歌
は
多
種
多
様
な
要
求
に
応
じ
て
作
ら
れ
る
。
そ
れ
は
無
数
で
あ
る
と
も

い
え
る
。
そ
の
う
ち
の
極
く
わ
ず
か
が
残
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
極
め
て
限
ら

れ
た
歌
が
記
録
さ
れ
保
存
さ
れ
る
。
さ
ら
に
選
り
す
ぐ
っ
た
歌
が
編
集
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
『
古
今
和
歌
集
』
は
和
歌
の
規
範
た
り
う
る
。
こ
の
最
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

の
勅
撰
集
で
、
歌
会
や
歌
合
な
ど
の
詠
歌
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

時
代
の
和
歌
の
基
盤
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
の
一
方
で
は
、
饗
宴
の
歌
も
重
ん

じ
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
が
理
想
と
す
る
、

和
歌
に
つ
い
て
の
主
張
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
は
「
賀
歌
」
と
し
て
二
十
二
首
を
採
る
。
『
新
日
本
古
典
文

学
大
系
』
は
「
君
が
世
を
祝
う
四
首
」
、
「
賀
算
十
七
首
」
「
誕
生
の
賀
一
首
」

　
　
　
ゆ

に
分
け
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
仮
名
序
」
に
「
鶴
、
亀
に
付
け
て
、
君
を

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

思
ひ
人
を
も
祝
ひ
、
」
と
い
う
。
新
井
栄
蔵
氏
に
よ
れ
ば
、
和
歌
に
つ
い
て
の

部
類
分
け
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
「
賀
歌
」
に
っ
い
て
で
あ
る
。
「
仮
名
序
の

言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
賀
部
の
言
祝
の
対
象
は
、
主
と
し
て
天
皇
で
あ
り
、

そ
し
て
附
加
的
に
は
臣
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
帝
な
ら
ぬ
人
た
る
個
の
賀
算
（
賀
誕
生
）
の
歌
ど
も
を
類
聚
し
て
部
類
．
勒

為
し
た
と
見
え
る
歌
群
の
現
象
的
構
成
を
考
察
・
分
析
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て

か
く
は
桓
武
王
朝
十
二
代
の
帝
系
を
、
言
わ
ば
探
り
得
た
」
と
し
て
「
特
定
歌

群
の
構
造
は
、
そ
の
現
象
的
個
別
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
孝
新
王
朝
四
代
ひ

い
て
は
桓
武
王
朝
十
二
代
の
帝
系
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た

　
　
　
ゆ

の
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
「
賀
歌
」
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
王
朝
律
令
社
会
の
官
人
」
た
る
撰
者
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

こ
に
古
代
和
歌
の
根
幹
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
定
の
帝
系

へ
の
志
向
は
「
賀
歌
」
の
み
な
ら
ず
、
勅
撰
集
た
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
全
体

五
〇

に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
饗
宴
そ
の
も
の
が
、
そ
の
主
催
者
へ
の
讃
類
を
旨
と
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
座
に
お
い
て
賦
せ
ら
れ
る
詩
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
準
じ

て
作
ら
れ
る
和
歌
の
目
的
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
直
接
的
に
表
現
し

た
の
が
賀
歌
で
あ
る
。
多
数
の
賀
歌
の
な
か
か
ら
特
定
の
対
象
を
讃
美
す
る
も

の
を
撰
し
た
と
き
に
、
そ
の
方
向
性
は
決
定
さ
れ
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
の
賀

歌
が
、
桓
武
王
朝
十
二
代
の
帝
系
を
基
礎
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た

帝
系
に
連
な
る
個
の
賀
算
の
歌
を
特
に
撰
ん
で
類
聚
す
る
と
い
う
こ
と
に
す
で

に
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歌
会
や
歌
合
に
お
け
る
和
歌
よ
り
も
、
よ

り
鮮
明
に
示
す
賀
歌
の
意
味
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
賀
歌
の
位
置
と
役
割
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
光
源
氏

の
主
催
す
る
饗
宴
の
歌
宴
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
語
ら
れ
ざ

る
「
賀
歌
」
を
認
め
つ
つ
、
わ
ず
か
に
み
え
る
、
饗
宴
の
折
の
歌
群
に
、
光
源

氏
と
、
そ
の
存
在
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
帝
系
へ
の
志
向
を
う
か
が
い
う
る
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
そ
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
和
歌
の
大
半
は
光

源
氏
に
か
か
わ
る
。
饗
宴
の
歌
の
座
は
光
源
氏
を
主
催
者
と
す
る
こ
と
が
み
て

と
れ
る
。
さ
ら
に
、
贈
答
歌
も
、
そ
の
多
く
は
光
源
氏
と
交
わ
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　
贈
答
の
相
手
と
な
っ
た
官
人
は
、
左
大
臣
家
の
「
頭
中
将
」
が
ま
ず
あ
げ
ら
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『
源
氏
物
語
－
饗
宴
歌
考

れ
る
。
「
中
将
の
君
」
、
「
三
位
中
将
」
、
「
宰
相
」
、
「
内
の
大
臣
」
、
「
太
政
大
臣
」
、

「
致
仕
大
臣
」
と
官
職
が
上
が
る
に
っ
れ
て
呼
称
も
変
わ
る
が
、
光
源
氏
と
の

贈
答
は
最
も
多
い
。
「
夕
霧
」
も
「
宰
相
の
中
将
」
、
「
大
将
の
君
」
な
ど
と
昇

進
す
る
。
「
柏
木
」
も
「
頭
の
中
将
」
、
「
宰
相
の
君
」
と
な
る
。
そ
の
他
、
「
太

政
大
臣
」
、
「
兵
部
卿
の
宮
」
、
「
螢
兵
部
卿
の
宮
」
、
「
大
将
」
（
髭
黒
右
大
将
）
、

「
良
清
」
、
「
民
部
の
大
輔
」
、
「
惟
光
」
、
「
前
の
右
近
の
尉
」
、
「
頭
の
中
将
」
（
別

人
）
、
「
左
大
弁
」
、
「
弁
の
少
将
」
（
紅
梅
大
麹
言
）
、
「
弁
の
君
」
（
致
仕
大
臣

男
）
な
ど
。
さ
ら
に
、
「
上
」
（
朱
雀
帝
）
、
「
院
」
（
朱
雀
院
）
、
「
上
」
「
帝
」

（
冷
泉
帝
）
と
の
贈
答
歌
も
み
え
る
。
そ
し
て
、
「
右
の
大
殿
」
な
ど
で
あ
る
。

　
主
要
な
官
人
は
光
源
氏
と
贈
答
歌
を
交
わ
し
て
い
る
。
各
人
は
光
源
氏
と
と

も
に
天
皇
の
御
世
に
仕
え
た
。
そ
の
問
、
光
源
氏
を
中
心
と
す
る
一
種
の
集
団

を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
政
治
の

世
界
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
と
不
可
分
に
、
和
歌
の
世
界
に
お
い

て
集
団
を
確
立
す
る
と
こ
ろ
に
認
め
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
六
条

院
」
歌
壇
と
呼
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
を
図
示
す
れ
ば
、
右
の
ご
と
く

で
あ
る
。

　
小
島
憲
之
氏
は
、
桓
武
朝
以
前
の
も
の
と
し
て
、
「
長
屋
王
佐
保
楼
の
詩
会
」

「
藤
原
武
智
麻
呂
の
習
宜
邸
の
詩
会
」
、
ま
た
、
「
天
平
初
期
の
筑
紫
の
文
学
集

団
」
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
れ
ら
の
文
学
集
団
の
分
類
を
通
じ
て
流
れ
る

大
き
な
水
脈
は
、
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
で
あ
る
。
特
に
公
的
な
文
学
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

　
　
朝
廷
を
め
ぐ
る
詩
歌
文
学
の
集
会
　
　
、
文
献
と
し
て
残
る
関
係
も
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
、
私
的
な
も
の
に
比
し
て
著
し
く
め
だ
つ
。
」
と
み
る
。
さ
ら
に
、

　
　
平
安
初
期
に
於
け
る
文
学
の
命
脈
は
、
日
本
後
紀
・
類
聚
国
史
・
日
本
紀

　
略
の
如
き
史
書
類
の
中
に
ま
れ
に
み
ら
れ
る
。
当
時
平
安
朝
廷
に
於
て
は
、

　
奈
良
朝
以
来
続
い
た
年
中
行
事
的
な
会
が
そ
の
ま
ま
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
伴

　
う
公
宴
・
曲
宴
（
内
宴
）
に
は
詩
歌
の
座
が
設
け
ら
れ
た
。
三
月
三
日
曲
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
の
会
・
七
月
七
日
夕
の
会
、
九
月
九
日
の
重
陽
の
会
な
ど
は
そ
の
一
例
。

と
い
う
。
公
謙
、
曲
宴
を
問
わ
ず
、
詩
を
賦
し
、
和
歌
を
作
る
こ
と
は
官
人
の

役
目
で
あ
る
。
後
藤
昭
雄
氏
は
「
文
章
経
国
理
念
の
も
と
で
は
、
文
遊
に
列
っ

て
の
賦
詩
詠
作
も
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
く
経
国
Ｖ
の
行
為
た
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、

宮
廷
詩
人
と
し
て
の
詩
作
も
、
そ
れ
が
も
つ
政
治
的
効
用
性
の
ゆ
え
に
、
律
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

官
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
す
る
行
為
と
同
質
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
と

い
う
。
こ
れ
は
「
嵯
峨
朝
文
壇
の
基
盤
」
に
つ
い
て
の
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
物
語
の
背
後
に
あ

る
と
し
て
よ
い
。
「
さ
る
べ
き
節
会
な
ど
、
五
月
の
節
に
急
ぎ
参
る
朝
、
何
の

あ
や
め
も
思
し
づ
め
ら
れ
ぬ
に
、
」
「
九
日
の
宴
に
、
ま
づ
難
き
詩
の
心
を
思
ひ

め
ぐ
ら
し
て
」
（
帝
木
、
一
巻
七
九
頁
）
な
ど
と
あ
る
。
詩
宴
、
そ
れ
に
準
ず

る
歌
宴
が
催
さ
れ
、
そ
の
座
に
官
人
と
し
て
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
公
譲
、
曲
宴
に
際
し
て
詩
宴
、
歌
宴
が
催
さ
れ
る
こ
と
は
史
書
の

記
す
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
源
氏
物
語
』
は
直
接
に
は



ふ
れ
な
い
。
た
だ
、
物
語
は
、
そ
の
前
後
の
こ
と
に
限
っ
て
語
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
物
語
の
自
ら
に
厳
し
く
課
し
た
姿
勢
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
う
ち
に
み
え
る
和
歌
、
と
り
わ
け
、
裳
着
の
儀
、
算
賀
の

儀
の
饗
宴
に
と
も
な
う
歌
群
、
朱
雀
院
、
六
条
院
の
行
幸
の
歌
宴
に
か
か
わ
る

歌
群
は
、
こ
の
物
語
の
方
法
そ
の
も
の
に
ふ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ

の
物
語
が
宮
廷
と
、
天
皇
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

『
源
氏
物
語
』
の
う
ち
に
わ
ず
か
に
う
か
が
え
る
歌
宴
の
主
催
者
が
光
源
氏
で

あ
る
こ
と
は
、
そ
の
詩
才
、
歌
才
の
優
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
と
も
に
、

こ
の
世
界
の
真
の
指
導
者
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
よ
う
。
そ
の
意
味
で
光

源
氏
は
天
皇
に
準
じ
、
そ
れ
を
超
え
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』

の
め
ざ
す
理
想
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
「
桂
殿
遊

宴
」
歌
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
歌
群
の
な
か
で
、
光
源
氏
を
中
心
と
す
る
歌
宴

の
あ
り
か
た
を
し
め
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
時
代
の
和
歌
に
つ
い
て
、
増
田
繁
夫
氏
は
、

　
　
平
安
朝
の
和
歌
の
性
格
を
方
向
づ
け
た
要
素
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
の
も
の

　
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
和
歌
を
生
み
出
す
場
と
し
て
の
歌
合
、
屏
風

　
と
い
ふ
外
的
条
件
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
な

　
い
か
と
思
ふ
。
こ
の
二
つ
が
平
安
朝
和
歌
の
基
本
的
な
性
格
を
形
成
す
る
題

　
詠
と
い
ふ
方
法
を
確
立
し
、
洗
練
し
て
い
つ
た
、
と
い
ふ
よ
り
も
こ
れ
ら
の

　
場
の
影
響
で
、
平
安
朝
和
歌
は
題
詠
と
い
ふ
方
法
を
基
本
と
す
る
に
至
つ
た

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
と
い
ふ
べ
き
面
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
歌
合
と
屏
風
と
を
外
的
条
件
と
し
て
題
詠
を
基

本
に
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
歌
合
と
屏
風
は
平
安
時
代

の
和
歌
の
成
立
基
盤
で
あ
っ
た
。
歌
合
と
屏
風
の
た
め
に
和
歌
が
作
ら
れ
た
。

そ
の
と
き
に
「
題
詠
」
は
用
い
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
歌
合
に
と
っ
て
は
公
平

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
屏
風
に
と
っ
て
は
調
和
と
秩
序
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
お
い
て
、
歌
合
と
屏
風
と
は
外
的
条
件
と
い
え
る
。
し

か
し
、
題
詠
は
ま
た
、
公
謙
、
曲
宴
に
お
け
る
、
詩
宴
、
歌
宴
の
基
本
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
は
外
的
条
件
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
公
謙
、
曲
宴
の
本
質
に

か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
片
桐
洋
一
氏
の
説
く
「
題
詠
」
の
精
神
で
あ

る
。
氏
は
「
ま
さ
に
題
詠
は
、
¢
帝
王
・
皇
后
な
ど
高
貴
の
人
の
主
催
す
る
場

に
お
い
て
披
講
さ
れ
る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
　
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
和
歌
の
披
講
の
場
は
本
来
漢
詩
の
そ
れ
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
＠

と
」
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
題
詠
は
「
帝
が
判
定
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

文
治
政
治
的
な
君
臣
和
楽
の
理
想
を
求
め
る
中
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
」
と

説
い
て
い
る
。
六
条
院
の
主
は
、
ま
さ
に
、
天
皇
位
を
超
え
る
と
も
い
う
べ
き

地
位
を
主
張
し
う
る
准
太
上
天
皇
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
歌
群
は
、
年
月
を
追
っ
て
、
光
源
氏
と
、
そ
の
存
在
を
保

証
す
る
御
代
の
移
り
ゆ
き
と
と
も
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
一
個
の

歴
史
的
産
物
で
す
ら
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
を
め
ぐ
る
詠
作
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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『
源
氏
物
語
－
饗
宴
歌
考

の
官
人
が
時
の
経
過
と
と
も
に
増
え
、
さ
ら
に
官
職
も
次
第
に
高
く
な
っ
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
問
に
光
源
氏
を
主
宰
者
と
す
る

「
詩
歌
文
学
の
集
会
」
が
催
さ
れ
て
、
「
六
条
院
歌
壇
」
と
も
い
う
べ
き
官
人
集

団
が
形
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
光
源
氏
の
文
才
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
卓
越
し
た
政
治
的
能
力
で
も
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
は
、
そ
の
世
界
の
運
行
を
儀
式
の
運
営
に
よ
っ
て
形
づ
く
っ

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
年
中
行
事
と
い
う
に
は
重
す
ぎ

る
。
史
書
に
記
す
べ
き
範
晴
と
し
て
物
語
が
あ
え
て
語
ら
ぬ
こ
と
に
そ
れ
は
う

か
が
え
る
。
四
季
を
超
え
た
暦
日
の
運
用
は
、
典
拠
に
基
づ
く
礼
典
が
天
皇
の

名
に
お
い
て
執
行
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
宮
廷
の
奥
深
い
神
事
で

あ
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
祭
祀
が
よ
り
儀
式
化
さ
れ
る
と

こ
ろ
に
宮
廷
の
節
会
が
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
周
囲
に
曲
宴
が
あ
る

と
い
え
る
。
そ
の
一
切
を
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
天
地
四
方
の
順
当
な
運

行
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
の
は
ま
さ
に
天
皇
の
聖
業
で
あ
る
。

そ
こ
に
君
臣
和
合
の
顕
楽
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
注

　
¢
　
池
田
亀
鑑
編
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
三
冊
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
、
九
八

　
　
○
－
一
頁
。

　
　
　
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
源
氏
物
語
－
四
巻
、
新
潮

　
　
社
、
一
九
七
六
年
、
二
五
九
頁
。
（
　
）
内
は
、
巻
名
と
頁
数
を
示
す
。
以
下
、
『
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
氏
物
語
』
の
本
文
は
こ
れ
に
よ
る
。

　
　
同
書
、
四
巻
二
六
〇
頁
頭
注
。

＠
　
同
書
、
四
巻
二
六
〇
頁
頭
注
。

　
　
伊
井
春
樹
編
重
’
川
本
　
花
鳥
余
情
』
妾
楓
土
、
一
九
七
八
年
、
二
一
七
頁
。

＠
野
村
精
一
編
『
孟
津
抄
　
中
』
妾
楓
土
、
一
九
八
○
年
、
二
五
二
頁
。

¢
伊
井
春
樹
編
＝
葉
抄
』
妾
楓
土
、
一
九
八
四
隼
、
二
七
ニ
エ
ニ
頁
。

ゆ
伊
井
春
樹
編
『
内
閣
文
庫
本
　
細
流
抄
』
妾
楓
土
、
一
九
八
○
年
、
二
五
二
頁
。

＠
　
同
書
、
二
五
二
頁
。

＠
　
前
掲
書
＠
、
二
五
二
頁
。

◎
　
『
国
文
註
釈
全
書
　
眠
江
入
楚
』
第
九
巻
、
一
九
三
〇
年
、
二
一
七
頁
。

＠
　
玉
上
琢
彌
編
『
河
海
抄
』
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
、
四
四
五
頁
。

＠
　
前
掲
書
＠
、
二
五
三
頁
。

＠
　
前
掲
書
　
、
二
一
七
頁
。

＠
　
前
掲
書
＠
、
二
五
三
頁
。

＠
　
前
掲
書
¢
、
二
七
三
頁
。

＠
　
前
掲
書
＠
、
四
四
五
頁
。

＠
　
前
掲
書
　
、
二
一
七
頁
。

＠
　
前
掲
書
＠
、
二
五
三
頁
。

ゆ
　
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
、
三
三
六
頁
。

＠
　
『
古
代
都
市
文
学
論
』
「
源
氏
物
語
の
郊
野
と
苑
池
　
　
平
安
京
の
山
川
鰻
勢

　
１
」
、
翰
林
書
房
、
一
九
九
四
年
。
「
源
氏
物
語
せ
ん
す
い
考
」
『
歴
史
文
化
研
究
』
、

　
お
う
ふ
う
　
一
九
九
四
年
。

ゆ
木
村
正
中
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
貫
之
集
』
、
新
潮
杜
、
一
九
八
八
年
、

　
九
三
－
四
頁
。
（
　
）
内
の
数
字
は
、
歌
番
号
を
示
す
。

ゆ
　
同
書
、
一
〇
二
頁
。

ゆ
　
『
群
書
類
従
　
新
儀
式
』
第
六
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
三
二
年
、
二
四



　
七
頁
。

＠
同
書
、
二
四
七
頁
。

ゆ
　
『
増
訂
故
實
叢
書
　
西
宮
記
　
二
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
〇
年
、
三
一
二
四
頁
。

ゆ
　
前
掲
書
ゆ
、
二
四
七
頁
。

＠
　
前
掲
書
ゆ
、
三
…
二
頁
。

ゆ
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
古
今
和
歌
集
」
岩
波
書

　
店
、
一
九
八
九
年
、
一
一
四
；
七
頁
。

ゆ
杉
山
康
彦
「
饗
宴
に
お
け
る
歌
の
座
－
万
葉
歌
の
作
歌
基
盤
１
」
『
國
語
と
國
文

　
学
』
　
一
九
五
八
年
一
月
。

＠
同
ゆ
。

ゆ
　
前
掲
書
ゆ
、
一
二
二
－
九
頁
。

＠
　
同
書
、
一
六
頁
。

ゆ
新
井
栄
蔵
「
古
今
和
歌
集
部
立
孜
」
、
『
文
学
』
一
九
七
五
年
八
月
。

ゆ
小
島
憲
之
「
桓
武
朝
の
文
学
」
『
文
学
』
一
九
六
七
年
七
月
。

＠
同
ゆ
。

ゆ
後
藤
昭
雄
「
宮
廷
詩
人
と
律
令
官
人
と
」
『
國
語
と
國
文
学
』
一
九
七
九
年
六
月
。

＠
増
田
繁
夫
「
屏
風
と
扉
風
歌
」
『
文
学
史
研
究
』
一
九
八
○
年
八
月
。

ゆ
片
桐
洋
一
「
歌
題
、
そ
の
形
成
と
場
」
和
歌
文
学
会
編
『
論
集
　
く
題
Ｖ
の
和
歌

　
空
間
』
笠
問
書
院
、
一
九
九
二
年
、
五
〇
頁
。

＠
　
同
書
、
五
六
頁
。

『
源
氏
物
語
』
饗
宴
歌
考

五
五
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