
『
建
礼
門
院
右
京
・
大
夫
集
』
と
小
督
事
件

1
「
お
ま
し
の
き
り
ぎ
り
す
」
の
解
釈
試
尭
　
－

－
は
じ
め
に

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
上
巻
の
歌
番
号
6
2
の
和
歌
及
び
そ
の
詞
宙
に
つ

い
て
は
、
諸
注
釈
書
を
見
て
も
、
明
解
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
な
い
ヰ
っ
に
、

私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
非
力
を
顧
み
ず
、
こ
こ
に
一
試
案
を
提
出
し

て
み
た
い
」
大
方
の
御
批
判
を
い
た
だ
き
、
当
該
箇
所
の
よ
り
明
確
な
解
釈
へ

の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〓
　
6
2
番
歌
の
位
置

さ
て
、
問
題
の
箇
所
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

秋
の
く
れ
、
お
ま
し
の
あ
た
り
に
な
き
し
き
り
ぐ
、
す
の
、
声
な
く

な
り
て
、
ほ
か
に
は
き
こ
ゆ
る
に
、

6
2
と
こ
な
る
1
枕
の
し
た
を
ふ
り
す
て
て
　
秋
を
ば
し
た
ふ
き
り
′
ぐ
・
す
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
文
引
用
は
岩
波
文
鹿
本
に
よ
る
。
以
下
同
）

こ
の
6
2
番
歌
の
直
前
に
あ
る
6
1
番
歌
は
、
作
者
右
京
大
夫
と
平
賢
盛
と
の
恋

が
生
じ
た
、
「
契
り
と
か
や
は
の
が
れ
が
た
く
て
、
思
ひ
の
ほ
か
に
物
思
は
し

田
　
　
中
　
　
政
　
　
幸

き
こ
と
そ
ひ
て
、
さ
ま
ん
＼
思
ひ
み
だ
れ
し
こ
ろ
」
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

ま
た
、
続
く
朗
．
詣
望
首
も
資
盛
と
の
恋
か
ら
生
じ
た
物
思
い
を
詠
ん
だ

歌
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
次
の
6
5
番
歌
は
、
八
月
十
五
夜
・
九
月
十
三
夜
以
外

の
秋
の
月
に
も
美
し
さ
を
見
出
し
た
詠
歌
で
、
恋
の
抜
放
と
は
無
関
係
と
、
一

（2）

応
は
考
え
ら
れ
る
。
6
6
番
歌
は
、
人
か
ら
橘
を
糟
ら
れ
た
折
の
返
歌
で
あ
る

（3）

が
、
贈
り
主
を
資
盛
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
そ
し
て
、
6
7
・
6
8
番
歌
は
、
明
ら

か
に
資
盛
と
の
恋
に
関
わ
る
詠
歌
と
見
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
6
2
番
歌

は
、
は
っ
き
り
と
資
盛
関
係
の
歌
と
見
ら
れ
る
6
1
番
歌
と
6
7
・
6
8
番
歌
と
に
は

さ
ま
れ
た
位
置
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
前
後
と
の
つ
な

が
り
が
不
自
然
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
6
3
・
6
4
番
歌
・
6
5
番
歌
・
6
6
番

歌
と
と
も
に
、
そ
の
詠
歌
の
背
景
に
資
盛
と
の
恋
が
あ
る
と
み
る
か
否
か
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
6
1
番
か
ら
田
番
ま
で
を
一
連
の
も
の
と
み
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
を
問
う
前
に
、
上
巻
の
中
で

の
6
1
～
6
8
番
歌
の
位
置
を
見
て
み
よ
う
。

右
京
大
夫
は
、
序
文
の
次
の
上
巻
巻
頭
に
、
高
倉
天
皇
・
中
宮
桂
子
御
二
人

の
承
安
四
年
元
旦
の
礼
装
姿
を
「
月
日
」
の
光
に
た
と
え
て
詠
ん
だ
歌
、

2
雲
の
う
へ
に
か
ゝ
る
月
日
の
ひ
か
り
み
る
　
身
の
ち
ぎ
り
さ
へ
う
れ
し
と
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ぞ
思
ふ

こ
の
感
激
と
質
讃
と
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
歌
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
次
に
は
、
平

家
一
門
の
栄
華
を
象
徴
す
る
平
家
の
三
女
性
－
建
春
門
院
滋
子
・
八
条
の
二

位
照
時
子
・
亘
官
徳
子
　
－
　
が
参
集
し
た
「
こ
と
に
か
ゝ
や
く
ば
か
り
み
え
L

を
り
」
に
詠
ん
だ
歌
、

3
春
の
花
秋
の
月
夜
を
お
な
じ
を
り
　
み
る
こ
1
ち
す
る
雲
の
う
へ
か
な

こ
れ
を
置
い
て
い
る
。
以
下
、
1
4
番
か
ら
∬
番
ま
で
の
題
詠
歌
群
を
挟
ん
で
、

6
0
番
ま
で
の
歌
は
、
中
宮
徳
子
の
後
宮
に
出
入
り
す
る
天
皇
及
び
平
家
の
公
達

や
西
園
寺
実
宗
・
藤
原
隆
房
等
の
宮
廷
貴
族
達
と
の
明
る
い
華
や
か
な
社
交
の

折
に
詠
ん
だ
歌
を
並
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
物
思
い
の
陰
は
な
い
。
そ
の
陰
が
つ
き
ま
と
う
よ
う
に
な
る
の
は
、
資
盛

と
の
恋
が
始
ま
っ
た
6
1
番
歌
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
も
述
べ
る

が
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。

6
9
番
歌
は
亡
き
兄
の
た
め
の
阿
弥
陀
経
供
発
の
折
の
歌
で
あ
り
、
以
下
、
平

賀
盛
及
び
藤
原
隆
信
と
の
恋
か
ら
生
じ
た
物
思
い
を
詠
ん
だ
歌
を
中
心
と
し

て
、
ひ
き
続
き
後
宮
社
交
生
活
の
折
々
の
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。
途
中
、
叩
番

（4）

で
「
心
な
ら
ず
宮
に
ま
ゐ
ら
ず
な
り
に
し
こ
ろ
」
の
、
い
く
ら
見
て
も
見
飽
き

る
こ
と
の
な
か
っ
た
中
宮
の
面
影
を
偲
ぶ
詠
歌
を
置
き
、

Ⅲ
恋
ひ
わ
ぶ
る
心
を
や
み
に
く
ら
ま
せ
て
　
秋
の
み
や
ま
（
＝
中
宮
御
所
。

筆
者
注
）
に
月
は
す
む
ら
ん

霞
の
つ
も
っ
た
琴
を
見
て
、
か
つ
て
の
中
宮
御
所
で
の
音
楽
の
遊
び
を
「
い
み

じ
う
恋
し
」
く
思
っ
て
詠
ん
だ
歌
を
置
き
、

Ⅲ
を
り
！
1
の
そ
の
笛
竹
の
お
と
た
え
て
　
す
さ
び
し
こ
と
の
ゆ
く
へ
し
ら

れ
ず

さ
ら
に
、
中
宮
の
御
産
と
ひ
き
続
く
立
太
子
と
の
こ
と
を
自
宅
で
閃
い
て
、
や

は
り
、
中
宮
の
許
に
仕
え
て
い
た
か
っ
た
と
い
う
切
な
る
思
い
を
詠
ん
だ
歌
を

置
い
て
い
る
。

1
2
5
雲
の
よ
そ
に
き
く
ぞ
か
な
し
き
昔
な
ら
ば
　
た
ち
ま
じ
ら
ま
し
春
の
都
を

中
宮
・
天
皇
を
「
月
日
の
ひ
か
り
」
に
た
と
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
上
巻

は
、
高
倉
院
崩
御
の
折
の
歌
と
、

2
0
2
雲
の
う
へ
に
ゆ
く
す
ゑ
と
は
く
み
し
月
の
　
光
き
え
ぬ
と
き
く
ぞ
か
な
し

・
き

中
宮
の
悲
嘆
を
推
し
測
っ
て
詠
ん
だ
次
の
歌
に
よ
っ
て
締
め
括
ら
れ
る
。

2
0
3
か
げ
な
ら
べ
照
る
日
の
光
か
く
れ
つ
ゝ
　
ひ
と
り
や
月
の
か
き
く
も
る
ら

（5）

こ
の
よ
う
に
上
巻
に
収
め
ら
れ
た
歌
は
、
藤
平
春
男
氏
の
い
わ
れ
る
「
高
倉

院
的
世
界
の
情
趣
生
活
」
の
折
々
の
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
が
中
心
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
中
で
も
、
1
4
～
5
3
番
の
題
詠
歌
群
を
一
応
除
い
た
、
2
番
歌
か
ら
即
番

歌
ま
で
は
、
中
宮
付
き
女
房
と
し
て
後
宮
生
活
を
十
分
楽
し
ん
で
い
る
若
き
日

々
の
作
者
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
。
恋
を
知
る
ま
で
の
作
者
の
女
房
生

活
は
、
敬
愛
す
る
中
宮
の
許
で
、
明
る
く
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
そ
う
い
う
作
者
に
恋
か
ら
生
ず
る
物
思
い
を
も
た
ら
し
た
の
が
資
盛
で
あ

（6）

り
藤
原
隆
信
で
あ
る
。
6
2
番
歌
は
、
恋
の
物
思
い
を
知
り
初
め
た
頃
の
詠
歌
6
1

番
の
次
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
6
2
番
歌
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
そ
の

前
後
と
の
つ
な
が
り
は
あ
る
の
か
な
い
の
か
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て

お
ら
れ
る
諸
先
学
の
方
々
の
御
考
え
を
次
に
は
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

≡
　
従
来
の
解
釈
諸
説

管
見
に
入
っ
た
限
り
の
代
表
的
な
細
説
を
順
不
同
で
要
所
だ
け
紹
介
さ
せ
て
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い
た
だ
く
。

（
ヮ
）

久
保
田
淳
氏
の
説

（
前
略
）
秋
が
深
ま
る
と
、
琉
蹄
は
床
下
で
鳴
く
と
い
う
の
が
、
古
典
で

の
常
識
で
あ
る
。
（
中
略
）
　
「
秋
の
幕
」
に
「
枕
の
下
を
振
り
捨
て
」
る

琉
蹄
は
、
常
識
に
反
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
作
意
は
、
そ
の
よ
う
な
常

識
に
外
れ
た
琉
捗
を
、
ど
う
し
て
か
し
ら
と
疑
う
点
に
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
（
中
略
）
六
一
の
歌
と
こ
の
歌
と
の
問
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
る

の
か
、
そ
れ
と
も
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ

の
あ
と
、
六
三
・
六
四
の
歌
の
詞
宙
は
「
つ
ね
よ
り
も
お
も
ふ
事
あ
る

比
」
と
古
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
お
も
ふ
事
」
は
や
は
り
資
盛
と

の
恋
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
そ
の
間

に
挟
っ
た
こ
の
歌
も
、
「
物
思
は
し
き
事
」
の
中
で
詠
ま
れ
た
、
生
活
感

情
を
反
映
し
た
歌
で
あ
ろ
う
か
。
（
後
略
）

（8）

糸
賀
き
み
江
氏
の
説

六
一
・
六
三
は
詞
宙
に
「
さ
ま
ざ
ま
恩
ひ
み
だ
れ
し
頃
」
、
「
つ
ね
よ
り

も
思
ふ
こ
と
あ
る
頃
」
と
あ
り
、
六
一
の
「
や
が
て
」
と
い
う
表
現
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
叙
景
が
抒
情
に
連
続
し
て
い
る
。
六
二
も
、
同
じ
時
期
の

男
と
い
う
も
の
に
対
す
る
非
難

の
気
持
を
、
こ
お
ろ
ぎ
に
托
し
て
歌
っ
て

nlIrlllllllllllllllllllllllllllllllI．　　－　　1

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
右
京
大
夫
は
自
分
を
「
お
ま
し
の
あ
た

り
」
に
比
す
る
よ
う
な
お
お
け
な
い
気
持
を
持
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な

ハ
し
．
．
．

い
か
ら
、
こ
れ
は
彼
女
自
身
の
恋
愛
体
験
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、
彼

物
思
い
の
状
況
か
ら
の
詠
出
と
考
え
ら
れ
る
が
、
き
り
ぎ
り
す
に
託
し
た

寓
意
が
不
可
解
で
あ
る
。
奔
放
に
振
舞
う
資
盛
に
対
す
る
、
作
者
の
恋
心

の
動
揺
か
も
し
れ
な
い
。
（
傍
線
筆
者
。
以
下
同
）

（9）

本
位
田
重
美
氏
の
説

（
筆
者
注
。
久
保
田
説
ヲ
受
ケ
テ
）
こ
の
よ
う
な
解
釈
も
も
ち
ろ
ん
で
き

る
と
思
う
が
、
「
と
こ
な
る
る
」
「
枕
の
下
」
「
倦
き
を
ば
し
た
ふ
」
な
ど

A

　

－

の
こ
と
ば
か
ら
浮
か
ぶ
イ
メ
ー
ジ
は
、
む
し
ろ
人
事
的
な
も
の
で
、
す
ぐ

れ
た
女
性
か
ら
離
れ
て
え
た
い
の
知
れ
な
い
女
の
許
を
ほ
っ
つ
き
あ
る
く

女
の
身
辺
で
見
聞
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
恋
愛
事
件
か
ら
教
え
ら
れ
た
感
想
の

表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（10）

佐
藤
恒
雄
氏
の
説

（
筆
者
注
。
氏
ハ
6
1
番
歌
カ
ラ
郎
番
歌
マ
デ
ヲ
一
連
ノ
モ
ノ
ト
サ
レ
、
ソ

ノ
理
由
ヲ
）
恋
の
咲
き
の
始
ま
り
か
ら
、
か
れ
が
れ
に
な
る
ま
で
の
恋
の

経
過
が
た
ど
れ
る
よ
う
な
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
6
1
番
歌
で
は
じ
ま
っ
た
恋
は
、
6
2
番
歌
で
既
に
か
れ
が
ち

と
な
り
、
す
ぎ
さ
っ
た
秋
を
し
た
い
、
6
3
・
6
4
番
歌
で
は
、
露
の
お
く
尾

花
や
秋
の
夕
幕
の
空
を
眺
め
な
が
ら
悲
し
み
の
涙
を
流
す
。
6
5
・
6
6
番
歌

で
は
、
そ
の
よ
う
な
途
絶
え
が
ち
な
関
係
に
慣
れ
、
心
の
平
静
を
と
り
も
ど

し
て
月
を
な
が
め
、
応
答
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
6
7
・
6
8
番
歌

で
、
と
は
い
え
い
よ
い
よ
「
か
け
は
な
れ
ゆ
く
」
状
態
が
訪
れ
る
と
、
く

や
し
く
も
う
ら
め
し
く
も
思
わ
れ
て
心
を
砕
く
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
恋

の
進
行
、
起
伏
を
、
ま
る
で
勅
撰
集
の
配
列
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、
回
想
時
点
に
お
け
る
意
図
的
な
構
成
の
跡
を
ほ
の
見
せ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
ト
述
ベ
ラ
レ
、
6
2
番
歌
ノ
下
旬
二
注
意
サ
レ
テ
）

こ
の
歌
は
、
き
り
ぎ
り
す
が
一
般
的
な
習
性
に
反
し
て
、
晩
秋
、
床
下
を

離
れ
て
他
所
で
鳴
い
て
い
る
と
い
う
事
実
に
知
的
興
味
を
覚
え
た
、
そ
れ

だ
け
の
歌
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
「
き
り
ぎ
り
す
」
は
、
先
に
み
た
梅

や
桜
や
ひ
ぐ
ら
し
（
筆
者
注
。
2
1
0
・
2
3
0
・
2
2
5
・
2
2
6
番
歌
）
な
ど
と
同
じ
種

類
の
、
作
者
の
心
が
意
識
し
た
同
類
で
あ
り
、
分
身
に
他
な
ら
ず
、
（
誰
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も
そ
う
読
ん
で
は
い
な
い
け
れ
ど
）
そ
こ
に
作
者
の
内
面
を
読
み
と
ら
な

い
読
み
は
、
皮
相
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
m
番
歌
を
考
察
し
た
際
に
提
示

u
岬
邑

し
た
の
と
全
く
同
じ
理
由
で
、
私
は
こ
の
歌
も
ま
た
、
資
盛
と
の
関
係
が

始
ま
っ
た
当
初
に
お
け
る
詠
作
で
は
な
く
、
ず
っ
と
後
年
の
追
懐
歌
で
あ

る
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
こ
の
歌
も
ま
た
後
年
の
作
を
、
恋
物

語
め
い
た
一
場
面
を
賠
成
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
こ
こ
に
挿
入

（12）

さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
秋
」
へ
の
執
着
は
、
こ
の
場
合
も
尋
常

で
は
な
い
。

以
上
の
四
民
の
細
説
の
う
ち
、
6
1
～
6
8
番
歌
を
は
っ
き
り
と
一
連
の
も
の
と

見
な
さ
れ
て
い
る
の
は
佐
藤
氏
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
6
2
番
歌
の
背
景
に
資
盛

と
の
恋
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
が
、
久
保
田
氏
・
糸
賀
氏
（
両
氏
は
や
や
消
極
的
）

・
佐
藤
氏
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
否
定
的
な
の
が
本
位
田
氏
と
い
う
こ
と
に
な

（
は
）

ろ
う
。
私
は
、
四
氏
の
御
説
の
中
で
は
、
本
位
田
氏
の
御
説
に
強
く
引
か
れ
る
。

こ
れ
か
ら
述
べ
る
私
の
解
釈
の
試
案
も
、
氏
の
細
説
に
触
発
さ
れ
て
思
い
つ
い

た
も
の
で
あ
る
。
糸
賀
氏
の
い
わ
れ
る
「
き
り
ぎ
り
す
に
託
し
た
寓
意
」
を
、

本
位
田
氏
の
細
説
の
傍
線
を
付
し
た
箇
所
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
探

っ
て
み
た
い
。四

　
作
者
が
見
聞
し
た
恋
愛
事
件

先
に
掲
げ
た
本
文
に
立
ち
戻
っ
て
、
ま
ず
、
詞
書
の
「
お
ま
し
の
あ
た
り
」

か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
作
者
右
京
大
夫
が
「
お
ま
し
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
仕

え
る
主
人
の
中
宮
種
子
の
「
御
座
所
」
の
意
で
あ
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
は
あ
る

（14）

ま
い
（
本
位
田
氏
説
の
傍
線
部
B
参
照
）
。
佐
藤
氏
も
、
「
事
実
は
建
久
末
年

に
再
出
仕
し
た
後
鳥
羽
院
の
で
あ
っ
て
も
い
い
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
仕
え
た

ら
し
い
七
条
院
の
お
ま
L
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
U
と
別
の
可
能
性
を
提
示

さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
「
『
お
ま
し
』
は
建
礼
門
院
の
そ
れ
と
解
釈
さ
れ
る
の

が
普
通
で
あ
り
、
作
品
の
展
開
の
中
で
の
理
解
は
そ
れ
で
い
い
」
と
さ
れ
る
。

す
る
と
、
6
2
番
歌
の
初
句
「
と
こ
な
る
ゝ
」
の
「
と
こ
（
床
）
」
は
、
中
宮
の

「
と
こ
」
と
な
ろ
う
。
中
宮
徳
子
の
そ
れ
に
「
な
（
償
・
馴
・
押
）
る
ゝ
」
こ

と
の
で
き
る
男
性
は
、
高
倉
天
皇
を
お
い
て
他
に
は
存
在
し
な
い
。
と
な
る
と
、

「
と
こ
な
る
1
枕
の
し
た
」
は
中
宮
徳
子
を
暗
示
し
、
そ
れ
を
「
ふ
り
す
て
」

た
「
き
り
′
ぐ
す
」
は
、
当
然
、
高
倉
天
皇
を
暗
示
す
る
の
だ
と
い
う
読
み

方
が
で
き
る
。
天
皇
の
愛
惜
が
中
宮
を
離
れ
て
、
他
の
女
性
に
移
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
本
位
田
氏
説
の
傍
線
部
A
の
「
す
ぐ
れ
た
女
性
」
と
は
、
中
宮

徳
子
に
限
定
で
き
よ
う
し
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
女
の
許
を
ほ
っ
つ
き
あ
る

く
男
」
と
は
高
倉
天
皇
で
あ
る
と
限
定
で
き
よ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
2
番
歌
か
ら
約
番
歌
ま
で
は
、
物
思
い
の
陰
の
な
い

明
る
い
華
や
か
な
後
宮
社
交
の
折
々
の
歌
で
あ
っ
た
。
作
者
の
生
活
に
初
め
て

陰
が
差
し
込
ん
で
き
た
頃
の
詠
歌
が
6
1
番
で
あ
っ
た
。
資
盛
と
の
恋
が
始
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
資
盛
が
も
た
ら
し
た
の
は
、
恋
の
悩
み
だ
け
で
な
く
、

恋
の
亭
び
も
大
き
か
っ
た
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
が
、
同
時
に
隆
信
と
の
こ
と
も

あ
っ
た
り
、
糸
賀
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
奔
放
に
振
舞
う
資
盛
に
対
す

る
、
作
者
の
恋
心
の
動
揺
」
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
さ
ま
・
・
ぐ
、
恩
ひ
み

だ
れ
」
が
ち
の
日
々
を
仕
験
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
6
1
番
の
詞
書
の
中
に
あ
る
よ

う
に
、
作
者
は
「
な
べ
て
の
人
の
や
う
に
は
あ
ら
じ
と
忠
」
っ
て
い
た
の
で
あ

る
け
れ
ど
、
周
囲
の
後
宮
女
房
達
と
同
じ
よ
う
に
、
自
身
も
恋
の
悩
み
を
持
つ

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
恋
か
ら
生
ず
る
陰
は
、

作
者
が
「
月
日
の
ひ
か
り
」
と
仰
ぎ
見
た
中
宮
・
天
皇
御
二
人
の
問
に
も
差
し

込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
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で
は
、
一
体
、
中
宮
と
天
皇
と
の
間
に
差
し
込
ん
で
き
た
陰
と
は
、
具
仕
的

に
い
え
ば
、
何
な
の
か
。
本
位
田
氏
が
い
わ
れ
る
、
6
2
番
歌
は
作
者
巳
身
の
体

験
で
は
な
く
「
彼
女
の
身
辺
で
見
聞
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
恋
愛
事
件
か
ら
教
え
ら

れ
た
感
想
の
表
現
で
あ
っ
た
」
　
（
傍
線
部
C
）
と
い
う
お
考
え
を
さ
ら
に
押
し

進
み
て
み
よ
う
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
、
作
者
が
見
聞
し
て
記
し
と
ど
め
て
い

る
恋
愛
事
件
を
見
て
お
き
た
い
。

『
右
京
大
夫
集
』
に
は
、
6
2
番
歌
の
他
に
、
他
人
の
恋
愛
に
関
わ
っ
た
際
に

詠
ん
だ
歌
が
四
首
見
ら
れ
る
。
6
2
番
の
前
に
は
5
4
番
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
者

と
同
僚
の
中
宮
付
き
女
房
が
藤
原
公
街
に
言
い
寄
ら
れ
て
、
そ
の
悩
み
を
作
者

に
訴
え
て
き
た
の
に
対
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
7
4
番
は
、
大
炊
御
門
斎
院

（
式
子
内
親
王
）
女
房
で
中
将
の
君
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
平
清
経
と
恋
愛
関
係
に

あ
っ
た
の
だ
が
、
ま
も
な
く
清
経
が
同
じ
粛
院
に
仕
え
る
女
房
に
心
変
り
を
し

た
と
聞
い
て
、
中
将
の
君
を
見
舞
う
た
め
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
二
例
は
、

作
者
と
同
じ
女
房
階
級
の
女
性
と
貴
族
男
性
と
の
恋
愛
事
件
で
あ
る
。
も
う
一

つ
同
じ
類
の
恋
愛
事
件
の
折
の
歌
に
呵
番
が
あ
る
。
『
平
家
物
語
』
巻
九
で
著

名
な
上
西
門
院
の
女
房
小
宰
相
と
平
通
盛
と
の
恋
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
小

宰
相
へ
詠
み
か
け
た
歌
で
は
な
く
、
小
宰
相
を
適
盛
に
桟
取
り
さ
れ
た
男
へ
の

見
舞
い
の
歌
で
あ
る
。
四
首
目
の
1
～
5
番
は
、
結
婚
の
約
束
の
期
日
を
持
ち
切
れ

ず
に
、
結
婚
を
忌
む
五
月
に
こ
っ
そ
り
と
女
の
許
へ
通
い
始
め
た
せ
っ
か
ち
な

男
を
非
難
す
る
歌
で
あ
る
。
以
上
が
、
作
者
の
周
辺
で
起
き
た
恋
愛
事
件
の
う

ち
で
、
作
者
が
昏
き
と
ど
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
後
宮
女
房
で
あ

っ
た
作
者
の
周
辺
で
は
恋
愛
事
件
に
事
欠
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

恋
で
悩
み
、
－
瞑
す
る
の
は
女
の
側
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
女
の
様
を
直
接
間
接
に

数
多
く
見
聞
し
て
き
た
ゆ
え
に
、
作
者
は
「
な
べ
て
の
人
の
や
う
に
は
あ
ら
じ

と
息
」
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
話
を
中
宮
徳
子
と
高
倉
天
皇
と
に
戻
そ
う
。
恋
愛
事
件
は
他
人
事
で

は
な
く
作
者
自
身
の
身
に
も
起
こ
っ
た
け
れ
ど
、
彼
女
が
仕
え
る
、
敬
愛
し
て
や

ま
な
い
中
宮
徳
子
の
身
に
も
ふ
り
か
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
『
平
家
物
語
』

巻
六
「
小
督
」
で
、
こ
れ
ま
た
著
名
な
話
で
あ
る
。
6
2
番
歌
は
、
単
な
る
知
的

皿
ハ
味
か
ら
詠
じ
ら
れ
た
歌
で
も
な
く
、
資
盛
と
の
恋
か
ら
生
じ
た
物
思
い
を
詠

ん
だ
歌
で
も
な
く
、
こ
の
小
督
事
件
を
背
景
と
し
た
詠
歌
で
は
な
い
か
、
と
私

は
考
え
る
の
で
あ
る
。
6
2
番
歌
の
「
き
り
′
ぐ
、
す
」
、
つ
ま
り
高
倉
天
皇
が
「
し

た
ふ
」
　
「
秋
」
と
は
、
小
督
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
次

に
は
、
そ
の
考
え
に
至
っ
た
理
由
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

五
　
6
2
番
歌
の
背
景
は
小
督
事
件

高
倉
天
皇
の
皇
妃
は
、
中
宮
徳
子
の
他
に
何
人
確
認
さ
れ
て
い
る
の
か
。
角

（15）

田
文
街
氏
の
「
歴
代
皇
妃
表
」
に
よ
る
と
、
中
宮
以
外
に
、
藤
原
通
子
・
同
苑

子
（
後
高
倉
院
・
後
鳥
羽
天
亘
母
）
・
同
某
女
（
乳
人
。
功
子
内
親
王
母
）
・

同
某
女
（
楔
子
内
親
王
母
）
・
平
範
子
（
惟
明
親
王
母
）
・
藤
原
某
女
（
小
督

（16）

局
。
亀
子
内
親
王
母
）
の
六
人
が
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
角
田
氏
が
注
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
記
録
に
は
残
ら
な
か
っ
た
女
性
が
他
に
幾
人
か
い
た
で
あ
ろ

う
。

「
体
、
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
は
、
『
平
家
物
語
』
の
裏
面
撃
女
の

（17）

昏
い
た
『
平
家
物
語
』
な
ど
と
い
わ
れ
て
き
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
が
、
中

宮
付
き
の
女
房
で
あ
っ
た
右
京
大
夫
が
見
聞
し
た
恋
愛
事
件
の
中
で
は
、
こ
の

小
督
事
件
は
特
塁
に
価
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
人
々
の
注
目

を
特
に
集
め
た
事
件
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
物
語
化
さ
れ
て
『
平
家
物
語
』
に

も
収
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
右
京
大
夫
も
無
関
心
で
い
ら
れ
た
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は
ず
は
な
い
。
事
件
当
時
の
彼
女
は
ど
う
い
う
状
況
に
あ
っ
た
の
か
確
か
め
て

み
よ
う
。

ま
ず
、
小
督
事
件
は
史
実
と
さ
れ
て
い
る
が
、
い
つ
頃
起
き
た
事
件
で
あ
る

の
か
。
角
田
文
街
氏
は
次
の
よ
う
に
、
小
督
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

承
安
三
年
頃
、
内
奏
に
出
仕
し
、
藤
原
隆
房
と
恋
ひ
に
陥
る
。
『
宮
中
一

の
美
人
』
と
称
せ
ら
る
。
治
承
元
年
頃
能
事
さ
れ
、
同
年
十
l
月
、
皇
女

・
範
子
を
産
む
。
そ
の
後
、
出
仕
せ
ず
、
治
承
三
年
に
出
家
。
時
に
二
十

（15）

三
歳
。
建
久
年
間
に
は
、
鞋
峨
の
辺
に
閑
居
す
。

ま
た
、
官
倉
徳
次
郎
氏
も
、
藤
原
隆
房
の
『
艶
詞
』
・
『
山
根
記
』
治
承
四

年
（
二
八
〇
）
四
月
十
二
日
条
・
『
玉
葉
』
安
元
三
年
（
二
七
七
）
十
一

月
四
日
条
等
を
資
料
と
さ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

安
元
三
年
十
一
月
に
高
倉
天
皇
の
第
二
皇
女
範
子
を
産
ん
で
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
時
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
『
艶
詞
』
に

よ
っ
て
考
え
る
と
、
隆
房
と
の
交
渉
は
十
八
、
九
歳
か
ら
二
十
歳
の
時
の

こ
と
と
判
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
が
高
倉
天
皇
の
寵
愛
を
受

（18）

け
た
の
は
二
十
歳
の
夏
の
こ
と
で
、
天
皇
は
時
に
十
六
歳
で
あ
っ
た
。

高
倉
天
皇
十
六
歳
の
時
で
あ
れ
ば
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
右
京
大
夫
の
中
宮
へ
の
出
仕
期
間
は
承
安
三
年
（
二
七
三
）
か
ら

（19）

治
承
二
年
（
二
七
八
）
秋
頃
ま
で
と
い
う
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、

小
督
事
件
と
出
仕
期
間
と
は
重
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
天
皇
が
小
督
を
官

愛
し
た
時
期
の
治
承
元
年
（
二
七
七
）
も
し
く
は
安
元
二
年
（
二
七
六
）

と
い
わ
れ
る
推
定
年
時
の
幅
は
、
そ
の
ま
ま
作
者
と
資
盛
と
が
恋
愛
関
係
に
入

（20）

っ
た
推
定
年
時
の
幅
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
2
番
歌
か
ら
帥
番
歌
ま
で
の

詠
歌
は
、
先
に
触
れ
た
と
お
り
、
か
げ
り
の
な
い
明
る
い
社
交
生
活
の
折
々
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
6
1
番
歌
に
至
っ
て
初
め
て
自
分
の
身
に
も
生

じ
た
物
思
い
を
詠
ん
だ
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。
自
分
の
身
に
生
じ
た
恋
に
思
い

悩
む
日
々
、
そ
れ
は
中
宮
の
許
に
い
た
時
で
も
里
に
下
っ
て
い
た
時
で
も
よ
い

が
、
ふ
と
自
分
だ
け
の
思
い
に
籠
っ
て
い
た
心
が
覚
め
る
折
々
、
世
評
を
騒
が

し
て
い
る
小
督
事
件
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
。
自
分
が
故
愛
す
る
、
あ
ん
な
に

す
ぐ
れ
た
女
性
中
宮
徳
子
を
ふ
り
捨
て
て
、
あ
の
天
皇
が
、
別
の
女
に
熱
中
し

て
い
る
な
ん
て
、
と
い
う
思
い
が
6
2
番
の
詠
歌
を
生
ん
だ
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
お
お
け
な
い
こ
と
と
は
思
い
つ
つ
、
自
分
の
身
と
中
宮
の
身
と
を
つ
い
つ

い
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
心
情
が
、
当
時
の
作
者
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
天
皇
十
六
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
中
宮

は
推
定
年
壁
一
十
～
二
十
二
歳
、
作
者
は
通
説
で
は
二
十
－
三
十
一
歳
、
資
盛

（21）

は
天
皇
と
同
年
の
十
六
歳
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
年
下
の
夫
で
あ
り
恋

人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
作
者
が
自
分
の
身
と
中
宮
の
身
と
を
重
ね
て
見
て

し
ま
う
要
H
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

6
2
番
歌
が
小
督
事
件
の
折
の
詠
歌
と
す
る
と
、
次
に
は
、
な
ぜ
は
っ
き
り
と

し
た
書
き
方
を
し
な
か
っ
た
の
か
が
問
題
に
な
ろ
う
。
中
宮
の
こ
の
事
件
に
対

す
る
反
応
が
、
彼
女
に
制
約
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
『
平
家
物

語
』
の
「
小
菅
」
で
は
、
葵
の
前
を
失
っ
た
悲
し
み
に
沈
ん
だ
天
皇
を
慰
め
る

た
め
に
、
中
宮
が
小
督
を
差
し
出
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
平
家
物
語
』

の
虚
構
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
天
皇
が
小
督
を
租
愛
し
た
事
実
に
は

変
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
平
家
物
語
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
清
盛
の

小
督
事
件
に
対
す
る
反
応
と
そ
の
処
理
と
は
険
放
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
平

家
一
門
は
勿
論
他
の
宮
廷
貴
族
達
の
問
で
も
、
小
督
の
こ
と
を
公
然
と
話
題
に

す
る
こ
と
は
禁
忌
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
当
時
、
高
倉
天
皇
に

は
ま
だ
皇
子
誕
生
の
こ
と
が
な
か
っ
た
。
安
徳
天
皇
は
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）

十
一
月
の
誕
生
で
あ
る
。
清
盛
の
激
怒
の
根
本
原
因
も
そ
の
点
に
あ
っ
た
は
ず
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で
あ
る
。
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
に
、
作
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
中
宮
付
き
女

房
で
あ
る
か
ら
余
計
に
言
動
に
は
気
を
つ
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
二
年
程

前
の
出
仕
し
て
間
も
な
い
頃
、
「
月
日
の
ひ
か
り
」
と
中
宮
・
天
皇
を
仰
ぎ
見

た
作
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
う
え
中
宮
を
敬
愛
す
る
目
で
見
れ
ば
、
天
皇

の
行
動
が
不
可
解
な
こ
と
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
不
可
解
さ
を
、（22）

「
秋
が
深
ま
る
と
、
琉
蝉
は
床
下
で
鳴
く
と
い
う
の
が
、
古
典
の
常
識
で
あ
る
」

と
い
う
「
き
り
ー
ぐ
・
す
」
の
、
常
識
に
反
す
る
行
動
に
託
し
て
表
現
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
歌
の
裏
の
意
味
は
天
皇
の
行
動
に
対
す
る
非
難
と
な
る
。
作

者
の
一
後
宮
女
房
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
天
皇
へ
の
あ
ら
わ
な
非
難
の
表
現
は

差
し
控
え
る
べ
き
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

六
　
右
京
大
夫
と
小
督

さ
て
、
小
督
事
件
は
、
中
宮
付
き
女
房
で
あ
る
右
京
大
夫
に
と
っ
て
、
た
い

へ
ん
に
関
連
の
深
い
事
件
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
女
の
関
心
が
中
宮
及
び
天
皇
の

動
向
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
の

小
督
へ
の
関
心
も
十
分
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
天
皇
の
窟
変
を

一
身
に
集
め
て
い
る
女
性
と
い
う
も
の
に
対
す
る
関
心
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と

個
人
的
な
関
心
を
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で

（23）

あ
る
。
『
平
家
物
語
』
　
「
小
事
」
で
は
、
「
此
女
房
は
桜
町
中
納
言
成
萄
禍
の

御
む
す
め
、
宮
中
一
の
美
人
、
琴
の
上
手
に
て
を
は
し
け
る
U
と
小
督
は
紹
介

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
例
の
著
名
な
、
仲
国
が
天
皇
の
志
を
伍
し
て
小
督
を
嵯
峨

野
に
探
し
回
る
場
面
で
は
、
小
督
の
弾
く
琴
の
音
が
重
要
な
彼
割
を
演
じ
て
い

る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
右
京
大
夫

も
父
伊
行
・
母
夕
霧
の
血
を
承
け
て
、
音
楽
的
素
養
は
十
二
分
に
身
に
つ
け
て

（25）

諸
本
に
存
す
る
奥
特
の
一
節
「
此
本
日
箔
な
り
け
る

い
た
し
、
雷
倉
徳
次
郎
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
後
白
河
院
の
と
き
、
二
条

・
六
条
・
高
倉
三
帝
の
御
代
は
実
に
音
楽
の
時
代
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の

で
あ
り
、
こ
の
右
京
大
夫
の
音
楽
の
才
は
宮
中
女
房
と
し
て
な
か
な
か
重
要
な

（24）

才
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
］
と
い
う
こ
と
で
、
同
じ
宮
中
女
房
と
し
て
、
小
督

に
対
す
る
関
心
は
か
な
り
深
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
対
抗
意
識
と
い

っ
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
右
京
大
夫
集
』
の
中
で
は
、
彼
女
の
音
楽
的

素
養
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
琵
琶
の
名
手
実
宗
と
の
贈
答
歌
（
4
・

5
番
歌
）
や
高
倉
天
皇
の
笛
に
ま
つ
わ
る
話
（
1
2
・
1
3
番
歌
）
な
ど
が
よ
く
引

き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

高
倉
天
皇
の
笛
と
い
う
と
、
小
菅
と
関
連
の
あ
る
人
物
が
浮
か
び
あ
が
っ
て

く
る
。
1
3
番
歌
の
詞
輩
に
「
大
納
言
君
」
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
出
て
く
る
が
、

こ
の
女
房
は
、
本
位
田
氏
に
よ
る
と
、
中
納
言
実
経
の
女
で
祖
父
三
条
内
大
臣

公
教
の
養
女
と
な
り
、
初
め
高
倉
院
に
仕
え
、
後
に
七
粂
院
に
仕
え
て
「
七
条

院
大
納
言
」
は
呼
ば
れ
た
女
性
、
さ
ら
に
、
九
州
大
学
図
書
館
所
蔵
本
系
統
の

25

を
七
条
院
大
納
言
さ
り
が

た
き
ゆ
か
り
に
て
こ
の
さ
う
L
を
見
せ
ら
れ
た
り
け
る
を
」
の
中
の
「
七
条
院
大

（26）

納
言
」
と
同
一
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
本
位
田
氏
も
引
か
れ
て
い
る
『
懐
竹
抄
』

に
よ
れ
ば
、
高
倉
天
皇
の
笛
の
師
は
、
公
教
の
次
男
種
大
納
言
安
国
で
あ
る
。

こ
の
実
国
の
『
月
詣
和
歌
集
』
巻
十
哀
傷
部
所
収
歌
に
次
の
も
の
が
あ
る
こ
と

（27）

が
、
官
倉
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

高
倉
院
女
房
さ
ま
か
へ
て
の
ち
い
く
ほ
ど
も
な
く
て
院
も
か
く
れ
さ

せ
給
ひ
け
れ
ば
い
ひ
っ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
　
大
納
言
安
国

照
る
月
を
見
す
て
て
出
で
し
こ
と
わ
り
は
　
雲
か
く
れ
ぬ
る
今
こ
そ
は
知

れ

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
官
倉
氏
は
「
清
水
浜
臣
は
、
こ
の
女
房
に
小
額
を
当
て



て
、
実
国
が
高
倉
院
崩
御
の
時
小
啓
に
贈
っ
た
歌
と
の
推
定
説
（
『
月
詣
和
歌

集
』
文
化
五
年
刊
）
を
述
べ
て
い
る
が
、
当
た
っ
て
い
よ
う
U
と
い
わ
れ
て
い

る
。
高
倉
天
皇
の
許
で
、
小
留
の
琴
と
安
国
の
笛
と
が
合
わ
さ
れ
た
折
が
何
度

か
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
と
小
督
と
の
合
奏
を
拝
聴
す
る
折
も
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
折
々
の
こ
と
は
、
天
皇
付
き
女
房
で
あ
っ
た
「
七
条
院
大

納
言
」
を
通
じ
て
右
京
大
夫
の
耳
に
も
入
っ
て
き
た
と
思
う
。
公
教
の
一
族
は

音
楽
的
天
分
が
豊
か
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
七
粂
院
大
納
言
」
と
右
京
大
夫
と
の

問
の
話
題
の
中
心
は
音
楽
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
小

督
の
琴
の
音
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
見
識
を
持
っ
た
両
者
の
間
で
あ
げ
つ
ら
う
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

ま
た
、
本
位
田
氏
は
、
「
催
馬
楽
に
寄
す
る
恋
」
の
詞
事
を
持
つ
5
2
番
歌
に

つ
い
て
、
俊
戊
の
甥
に
あ
た
る
徳
大
寺
実
定
家
歌
合
の
出
詠
歌
で
あ
る
と
の
説

を
出
さ
れ
、
右
京
大
夫
と
「
歌
林
苑
」
と
の
関
係
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま

た
、
「
歌
林
苑
」
の
協
力
者
と
し
て
可
能
性
の
あ
る
名
の
中
に
、
実
国
・
俊
成

（28）

・
成
範
（
小
督
父
）
な
ど
の
名
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
小
督
に
つ
い
て
の
『
平
家
物
語
』
の
注
釈
容
等
を
概
観
し
て
み
る

と
、
先
に
触
れ
た
『
艶
詞
』
　
『
山
桃
記
』
　
『
玉
葉
』
の
他
で
は
、
『
建
寿
細
前

日
記
』
　
『
明
月
記
』
の
記
事
が
資
料
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、

「
小
督
の
承
安
四
年
の
十
八
歳
鴫
の
警
失
踪
出
家
後
二
十
余
年
後
に
ふ
た

た
び
そ
の
姿
を
見
た
由
を
伝
え
て
」
お
り
、
後
者
は
、
「
小
督
四
十
九
歳
の
こ

（29）

ろ
の
重
病
の
身
を
、
明
月
記
の
筆
者
定
家
が
訪
れ
た
記
録
で
あ
る
U
と
い
う
こ

と
で
、
建
寿
御
前
・
定
家
両
者
が
俊
成
の
子
女
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
右
京
大
夫
の
家
と
俊
成
一
家
と
の
問
に
は
密
接
な
つ
な
が
り
が

（30）

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
右
京
大
夫
に
と
っ
て
小
督
事
件
と
は
、
そ
れ
ま

で
周
関
で
見
聞
し
て
き
た
恋
愛
事
件
と
は
趣
を
異
に
す
る
、
特
別
に
関
心
を
持

た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
な
ぜ
暗
示
す

る
よ
う
な
形
で
し
か
表
現
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
上

巻
は
、
高
倉
天
皇
・
中
宮
徳
子
を
月
日
と
仰
ぐ
情
趣
生
活
を
記
し
止
め
る
意
図

の
下
に
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
小
菅
事
件
は
、
そ
の
高
倉
天

皇
・
中
宮
徳
子
を
中
心
と
し
た
世
界
を
乱
す
も
の
で
あ
る
。
右
京
大
夫
に
と
っ

て
は
、
そ
の
世
界
の
中
心
は
天
皇
で
は
な
く
、
や
は
り
中
宮
で
あ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
だ
か
ら
、
特
別
に
関
心
の
あ
る
事
件
で
は
あ
っ
た
し
、
自
身
の
恋
と

の
重
ね
合
い
も
あ
っ
て
、
暗
示
的
に
で
は
あ
る
が
記
し
止
め
た
け
れ
ど
、
そ
の

内
容
は
天
皇
の
行
動
を
非
難
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
右
京
大
夫
の
心

情
は
、
作
品
全
体
を
通
じ
て
、
平
家
方
に
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
点
が
『
平
家
物
語
』
の
姿
勢
と
こ
の
作
品
の
封
勢
と
の
差
を
示
す
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
督
事
件
の
扱
い
に
つ
い
て
も
、
そ
の
差
が
は
っ
き
り
と

出
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
小
督
事
件
の
扱
い
は
、

高
倉
天
皇
を
圧
迫
す
る
清
盛
の
専
桟
の
最
も
象
徴
的
な
事
件
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
い
い
方
も
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
天
皇
や
院
や
そ
の
美
し
き
女
房
た
ち
、
そ
の
伝
統
的
な
人
間
価

倍
の
象
徴
が
、
平
清
盛
の
新
興
の
威
力
と
ひ
た
寄
せ
る
時
代
の
新
し
い
波

に
よ
っ
て
、
木
の
葉
の
ご
と
く
弄
ば
れ
、
は
か
な
い
運
命
を
滅
び
て
い
っ

た
様
を
如
実
に
見
る
思
い
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。
や
は
り
平
家
物
語
の

「
小
督
」
は
単
な
る
王
朝
文
学
の
延
長
の
う
え
に
は
な
く
、
転
形
期
の
時

代
の
、
伝
統
的
人
間
価
値
の
崩
壊
を
象
徴
す
る
人
物
と
し
て
形
象
さ
れ
て

（31）

い
る
の
で
あ
る
。

心
情
的
に
中
宮
方
に
与
す
る
右
京
大
夫
に
は
、
こ
の
よ
う
な
小
督
事
件
の
と

ら
え
方
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
身
の
恋
愛
問
題
と
重
ね
合
わ
せ
た
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天
皇
の
行
動
へ
の
非
難
あ
る
い
は
不
可
解
な
思
い
が
重
き
を
お
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
そ
の
後
の
小
督
へ
の
同
情
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

七
　
付
言
及
び
む
す
び

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
私
は
6
2
番
歌
の
背
景
に
小
督
事
件
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
も
う
一
度
、
本
文
に
立
ち
戻
っ
て
い
え
ば
、
「
と
こ
な
る

ゝ
枕
の
下
」
が
中
宮
徳
子
で
、
そ
れ
を
「
ふ
り
す
て
1
」
　
「
秋
」
つ
ま
り
小
督

を
「
し
た
ふ
」
常
識
は
ず
れ
な
「
き
り
ん
＼
す
」
が
高
倉
天
皇
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
歌
の
表
の
意
味
と
表
の
意
味
と
は
そ
れ
で
う
ま
く
つ
な
が
る
と
思
う

が
、
「
秋
」
と
小
督
と
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
、
今
少
し
蛇
足
を
付
け
加
え
て

お
き
た
い
。

『
平
家
物
語
」
が
伝
え
る
よ
う
に
、
小
督
が
内
裏
を
抜
け
出
し
て
一
時
嵯
峨

野
に
身
を
隠
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
小
督
と
秋
、
そ
し
て
、
秋
と
「
き
り
′
ぐ
＼

す
」
と
の
結
び
付
き
が
一
層
強
く
な
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
仲
国
が
天
皇
の
命
を

受
け
て
小
督
を
嵯
峨
野
に
探
し
回
る
名
文
は
次
の
一
節
か
ら
始
ま
る
。

を
し
か
な
く
此
山
里
と
詠
じ
け
ん
、
嵯
峨
の
あ
た
り
の
秋
の
比
、
さ
こ
そ

は
あ
は
れ
に
も
お
ぼ
え
け
め
。

「
を
し
か
な
く
此
山
里
」
は
、
藤
原
基
俊
集
の
「
を
し
か
な
く
こ
の
山
里
の
さ

さ
が

か
（
筆
者
注
。
「
性
」
と
「
嵯
峨
」
と
を
掛
け
る
）
な
れ
は
　
か
な
し
か
り
け

る
秋
の
夕
く
れ
」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
6
2
番
歌
を
右
京
大
夫
が
詠
ん
だ

の
は
小
督
事
件
当
時
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
基
俊
（
康
治
元
年
1
1
埋
没
）
の
詠
歌

を
含
む
和
歌
の
常
識
と
し
て
、
嵯
峨
と
秋
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
彼
女
の
頭
の

中
に
入
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
「
秋
」
　
「
嵯
峨
」
　
「
き
り
⊥
「
1
す
」
の
組
み
合
わ
せ
の
参
考
歌
と
し

て
、
次
の
一
首
を
採
用
し
て
み
た
い
。

公
時
御
母
み
ま
か
り
て
な
げ
き
侍
り
け
る
こ
ろ
、
大
納
言
実
国
が
も

と
に
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
筏
大
寺
左
大
臣

か
な
し
さ
は
秋
の
さ
が
の
の
き
り
ぎ
り
す
　
猶
古
郷
に
ね
を
や
鳴
く
ら
ん

（
『
新
古
今
集
』
哀
傷
七
八
六
）

「
公
時
制
母
」
つ
ま
り
藤
原
実
国
室
（
中
納
言
藤
原
家
成
女
）
が
死
去
し
た
時

期
は
、
『
公
卿
補
任
』
文
治
五
年
の
公
時
の
官
歴
を
記
し
た
所
に
「
承
安
三
正

十
三
正
五
下
（
朝
勤
行
幸
裳
。
建
春
門
院
御
給
）
。
同
十
一
月
二
日
復
任
侍
従

（
股
解
。
母
）
U
と
あ
る
の
で
、
承
安
三
年
十
一
月
二
日
以
前
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
小
督
事
件
の
起
こ
る
二
三
年
前
で
あ
る
。
こ
の
後
徳
大
寺
左
大
臣
実
定

の
歌
が
、
小
督
事
件
の
前
に
、
右
京
大
夫
の
所
ま
で
伝
わ
っ
た
可
能
性
は
あ
る

（28）

と
思
う
。
前
段
で
触
れ
た
本
位
田
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
右
京
大
夫
と
実
国
及
び

実
定
と
の
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
先
学
の
諸
氏
の
御
研
究
の
成
果
に
よ
り
か
か
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、

拙
い
推
論
を
重
ね
て
み
た
だ
け
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
ず

か
で
も
こ
の
作
品
の
研
究
に
益
す
る
所
が
あ
れ
ば
、
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
大

方
の
御
叱
正
を
賜
わ
り
た
く
、
御
願
い
申
し
上
げ
る
。

－
鎗
峯
女
子
短
期
大
学
講
師
－

注
（
1
）
　
久
保
田
淳
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
評
釈
・
五
」
　
『
国
文
学
』
昭

和
四
三
年
三
月
学
燈
社
刊
。
他
に
、
村
井
順
氏
『
建
礼
門
院
右
京
大

夫
集
評
解
』
昭
和
四
六
年
有
精
堂
刊
。
糸
賀
き
み
江
氏
『
建
礼
門
院

右
京
大
夫
集
』
昭
和
五
四
年
新
潮
社
刊
、
等
。

（
2
）
　
注
（
1
）
久
保
田
氏
「
評
釈
」
。

（
3
）
　
佐
藤
恒
雄
氏
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
の
成
立
－
新
古
今
集
か
ら
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の
影
響
歌
を
起
点
と
し
て
－
」
　
『
言
語
と
文
芸
』
第
八
七
号
昭
和

五
四
年
三
月
桜
良
社
刊
。

（
4
）
　
久
種
苗
文
氏
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
昭
和
五
三
年
重
版
桜
租
社

刊
、
の
「
略
年
譜
」
で
は
治
承
二
年
（
二
七
八
）
　
「
こ
の
年
の

秋
、
中
宮
女
房
退
任
か
〕
と
あ
る
。
宮
仕
え
を
や
め
た
原
因
に
つ
い

て
は
、
注
（
1
）
糸
賀
氏
前
掲
書
に
は
「
資
盛
と
の
恋
愛
が
人
の
唱

に
な
っ
た
た
め
と
か
、
或
い
は
母
の
夕
霧
が
病
気
で
そ
の
看
病
の
た

め
と
か
の
説
も
あ
る
が
、
不
明
］
と
注
あ
り
。

（
5
）
　
藤
原
春
男
・
福
田
秀
一
氏
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
と
は
ず
が
た

り
』
鑑
質
日
本
の
古
典
1
2
昭
和
五
六
年
尚
学
図
琶
刊
、
一
〇
頁
。

（
6
）
　
本
位
囲
重
美
氏
『
許
諾
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
金
釈
』
昭
和
五
三
年

改
訂
三
版
武
蔵
野
宙
院
刊
、
六
四
貢
。
「
彼
女
と
藤
原
隆
信
と
の
交

渉
が
あ
る
程
度
進
行
中
で
あ
っ
た
さ
中
に
、
突
如
と
し
て
資
盛
と
の

緑
が
結
ば
れ
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
執
拗
な
隆
信

の
求
愛
が
続
く
の
で
、
彼
女
は
結
局
そ
れ
に
も
負
け
て
し
ま
う
」
と

い
っ
た
経
過
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

（　　（　　（

161514
）　　　　　）　　　　　）

（17）（18）（19）（20）（21）

（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（

121110　9　8　7
）　　　　）　　　　）　　　ヽ一′　　　）　　　　）

注
（
1
）
久
保
田
氏
『
評
釈
』
。

注
（
1
）
糸
賀
氏
前
掲
啓
。

注
（
6
）
前
掲
事
。

注
（
3
）
前
掲
論
文
七
四
～
七
五
貢
。

注
（
3
）
前
掲
論
文
六
七
～
七
四
貢
参
照
。

氏
は
下
巻
々
預
歌
2
0
4
番
の
詞
鶏
に
あ
る
、
寿
永
二
年
秋
の
平
家
西
走

に
よ
る
資
盛
と
の
別
離
を
終
生
忘
れ
得
ぬ
記
憶
と
さ
れ
、
以
後
、
作

者
に
と
っ
て
「
秋
」
と
は
「
秋
の
別
れ
」
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
る
。

（
1
3
）
　
尚
、
注
（
1
）
村
井
氏
前
掲
雷
に
は
、
「
ロ
訳
」
　
「
語
釈
」
だ
け

（　　（　　（　〈　　　（　　（　　（　　（

29　28　2726　　25　24　23　22
）　　　　）　　　　）　　　）　　　　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

で
、
「
評
」
は
付
け
て
お
ら
れ
な
い
。

注
（
3
）
前
掲
論
文
七
五
百
。
．

角
田
文
衛
氏
『
日
本
の
後
宮
』
昭
和
四
八
年
学
燈
社
刊
、
付
録
。

注
（
黛
の
欄
外
注
記
に
、
「
（
前
略
）
側
近
に
仕
う
る
好
ま
し
き

女
性
に
た
や
す
く
手
を
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
高
倉
天
皇
の
性
癖
で
あ

っ
た
か
ら
、
一
時
的
に
寓
愛
さ
れ
た
女
性
は
、
前
記
の
は
か
な
は
幾

人
か
存
せ
し
も
の
と
推
測
さ
れ
る
〕
と
あ
る
。

注
（
1
）
村
井
氏
前
掲
欝
。

官
倉
徳
次
郎
氏
『
平
家
物
語
全
注
釈
』
中
巻
昭
和
四
二
年
角
川
書
店

刊
、
一
八
二
買
。

注
（
4
）
久
紐
氏
「
略
年
譜
」
。
注
（
5
）
藤
平
氏
「
年
表
」
。

久
徳
氏
「
略
年
譜
」
で
は
安
元
二
年
、
藤
平
氏
「
年
表
」
で
は
治
承

元
年
と
す
る
。

官
倉
穂
次
郎
氏
『
王
朝
の
悲
歌
』
昭
和
四
五
年
弘
文
堂
事
房
刊
、
で

は
中
宮
と
右
京
大
夫
と
も
同
年
齢
と
す
る
。

注
（
1
）
久
保
田
氏
『
評
釈
』
。

日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
以
下
同
。

注
（
2
1
）
前
掲
睾
一
二
～
二
三
頁
。

井
狩
正
司
氏
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
校
本
及
び
総
索
引
』
昭
和
四

四
年
笠
間
宙
院
刊
、
に
よ
る
。

注
（
6
）
本
位
田
氏
前
掲
撃
二
〇
～
三
一
頁
。

注
（
1
8
）
前
掲
容
一
九
四
貢
。

注
（
6
）
前
掲
書
五
三
～
五
四
頁
。

市
古
貞
次
編
『
平
家
物
語
必
携
』
昭
和
四
二
年
学
燈
社
刊
、
二
三
二

頁
。
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（
3
0
）
　
注
（
6
）
前
掲
雷
七
六
・
一
〇
八
～
一
〇
九
貫
等
。

（
3
1
）
　
在
（
2
9
）
前
掲
宙
l
二
六
頁
。
矢
代
和
夫
氏
執
筆
。

＜
会
員
近
著
紹
介
∨

山
上
憶
良
長
歌
の
研
究

下
田
　
　
忠

「
I
、
標
良
長
歌
体
挽
歌
構
造
論
」
と
し
て
、
そ
の
基
本
型
式
・
源
流
・
継

承
に
か
か
わ
る
三
籍
。
「
I
、
倦
艮
長
歌
構
造
論
」
と
し
て
、
哀
世
間
難
住
歌

の
構
成
美
、
老
身
重
病
経
年
辛
苦
及
思
児
等
歌
の
展
開
の
方
法
、
令
反
惑
惜
歌

の
挫
折
の
リ
ズ
ム
の
三
窮
。
「
Ⅲ
、
惰
良
長
歌
表
現
論
」
で
は
、
貧
窮
問
答
歌

に
そ
の
表
現
と
距
離
を
、
帥
家
作
七
夕
歌
に
そ
の
表
現
の
独
自
性
を
、
好
去
好

来
歌
に
そ
の
呪
的
表
現
を
さ
ぐ
る
。
「
Ⅳ
、
憶
良
の
生
き
か
た
」
で
は
使
用
厩

度
の
高
い
、
「
世
の
中
」
の
語
を
手
が
か
り
と
し
て
分
析
を
進
め
る
。
著
者
が

昭
和
五
〇
年
か
ら
五
六
年
ま
で
に
発
表
し
た
論
文
に
手
を
加
え
、
体
系
化
し
て

一
書
に
ま
と
め
た
も
の
。
巻
頭
に
清
水
文
雄
氏
の
序
文
が
あ
る
。
著
者
は
福
山

市
立
女
子
短
期
大
学
助
教
授
。

（
A
瓦
版
、
二
一
八
ペ
ー
ジ
、
桜
斑
社
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
刊
、
六
八
〇

〇
円
）

源
氏
物
語
論
考

伊
井
　
春
樹

仝
四
茸
。
第
一
茸
は
「
源
氏
物
語
の
構
忍
と
人
物
」
と
し
て
、
「
光
源
氏
の

栄
花
と
運
命
」
　
「
古
郡
の
相
人
の
予
言
」
　
「
築
上
の
悲
劇
性
－
源
氏
物
語
享
受

の
変
遷
に
ふ
れ
て
」
　
「
五
節
と
花
散
里
の
登
場
の
意
義
－
「
お
も
ふ
さ
ま
に
か

し
つ
き
給
ふ
べ
き
人
」
　
（
浮
標
巻
）
の
構
想
と
二
条
院
か
ら
六
条
院
造
営
へ
の

展
開
に
つ
い
て
」
　
「
六
条
院
の
形
成
1
二
条
院
栄
花
の
物
語
と
六
条
院
の
桔
患

」
　
「
六
条
院
の
女
楽
－
玉
毀
十
帖
の
成
立
に
関
連
し
て
」
　
「
紅
梅
右
大
臣
考
－

紅
梅
巻
の
構
恕
論
的
位
置
づ
け
に
関
連
し
て
」
の
七
節
に
わ
た
っ
た
論
を
ま
と

め
る
。
第
二
章
「
源
氏
物
語
の
引
歌
表
現
」
で
は
、
「
源
氏
物
語
の
引
歌
表

現
」
　
「
源
氏
物
語
の
引
歌
－
兼
輔
詠
歌
の
投
影
」
　
「
源
氏
物
語
は
い
か
に
む
か

れ
流
布
し
た
か
」
　
「
成
立
や
構
怨
に
つ
い
て
未
解
決
の
課
題
は
何
か
」
　
「
『
く

だ
に
』
と
『
こ
だ
に
』
－
源
氏
物
語
に
お
け
る
語
義
変
遷
史
の
一
断
片
」
　
「
久

闊
守
貴
と
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
」
の
六
岩
を
収
め
る
。
第
三
章
「
平
安
末
期
物

語
論
」
で
は
、
浜
松
中
納
言
物
語
の
構
想
に
関
す
る
三
富
と
、
「
『
こ
の
つ
い

で
』
の
構
想
－
作
者
論
と
読
者
論
の
こ
こ
ろ
み
」
　
「
い
は
で
し
の
ぶ
物
語
構
想

論
－
伏
見
宮
の
姫
君
た
ち
の
運
命
を
め
ぐ
っ
て
」
を
収
め
る
。
最
後
の
第
四
章

「
王
朝
の
歌
人
た
ち
」
で
は
、
本
院
侍
従
、
公
任
と
為
甑
、
小
馬
命
婦
の
晩
年

な
ど
に
つ
い
て
の
論
を
収
め
、
更
に
「
貞
応
二
年
奥
書
後
撰
和
歌
集
の
一
伝
本

－
橋
本
公
夏
筆
本
の
伝
来
に
つ
い
て
」
や
、
付
録
と
し
て
「
楽
翁
と
『
平
家
物

語
下
絵
小
図
』
」
を
収
め
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
巻
末
に
資
料
写
真
を
も
収
め

て
い
る
。
ほ
ぼ
昭
和
四
一
年
以
来
、
最
近
ま
で
雑
誌
に
発
表
し
た
論
文
を
収
め

る
が
、
一
部
に
つ
い
て
は
削
除
、
加
筆
を
行
っ
て
い
る
。
『
細
流
抄
』
　
『
花
鳥

余
情
』
な
ど
の
注
釈
昏
翻
刻
、
源
氏
物
語
引
歌
索
引
、
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研

究
な
ど
、
精
力
的
に
源
氏
物
語
の
注
釈
疏
料
と
そ
の
研
究
の
成
果
を
刊
行
し
て

来
た
著
者
が
常
に
焦
点
に
準
え
た
＜
源
氏
物
語
を
読
む
∨
課
題
を
め
ぐ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
随
時
発
表
し
て
来
た
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
。
「
芸
術
生
活
」
な

ど
、
専
門
雑
誌
以
外
に
発
表
さ
れ
た
新
資
料
紹
介
な
ど
も
収
め
て
あ
る
。

（
A
五
版
四
一
五
ペ
ー
ジ
、
昭
和
五
六
年
六
月
、
風
間
宙
院
刊
。
　
九
五
〇

〇
円
）
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