
『
雅
言
集
覧
』
の
用
例
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
扱
い

平
井

吾
門

０

は
じ
め
に

『
倭
訓
栞
』『
俚
言
集
覧
』
と
と
も
に
近
世
の
三
大
国
語
辞
書
と
し
て
知
ら

れ
る
『
雅
言
集
覧
』
は
、
語
釈
を
最
低
限
に
す
る
一
方
で
多
量
の
用
例
を
掲
出

す
る
こ
と
か
ら
、「
辞
書
と
い
う
よ
り
は
古
語
用
例
集
に
近
」
い
（『
日
本
語
学

研
究
事
典
』（
明
治
書
院
、
２
０
０
７
））
な
ど
と
評
価
さ
れ
て
き
た
書
物
で
あ

る
。
し
か
し
、
用
例
第
一
主
義
と
言
え
る
『
雅
言
集
覧
』
に
つ
い
て
、
肝
心
の

用
例
選
定
基
準
に
関
し
て
従
来
の
研
究
で
詳
述
し
た
も
の
は
管
見
の
限
り
見
ら

れ
ず
、
他
の
研
究
も
緒
に
就
い
た
ば
か
り
の
段
階
に
あ
る
と
言
え
（
１
）

よ
う
。『
雅

言
集
覧
』
に
つ
い
て
は
、『
国
語
学
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
１
９
５
５
）
で
築

島
裕
氏
が
示
し
た
「
収
集
範
囲
が
広
く
、
古
代
国
語
の
ほ
と
ん
ど
全
語
彙
を
網

羅
し
て
」
い
る
と
い
う
見
解
が
、
現
行
の
概
説
書
等
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る

と
い
う
状
態
に
あ
る
。

『
雅
言
集
覧
』
の
編
者
で
あ
る
石
川
雅
望
（
１
７
５
４
〜
１
８
３
０
）
が
『
源

氏
物
語
』
を
中
心
に
国
学
を
も
の
し
て
い
た
こ
と
や
、『
雅
言
集
覧
』
が
『
源

氏
物
語
』
研
究
の
蓄
積
を
発
展
さ
せ
て
編
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
指

摘
さ
れ
て
い
（
２
）

る
が
、
数
あ
る
源
氏
語
彙
の
中
で
ど
の
よ
う
な
語
句
が
『
雅
言
集

覧
』
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
未
解
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、『
雅
言
集
覧
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
語
彙
お
よ
び
用

例
の
選
出
状
況
に
つ
い
て
、
調
査
報
告
を
行
う
。

石
川
雅
望
は
、
狂
歌
師
や
戯
作
者
と
し
て
活
動
す
る
傍
ら
、
前
述
の
如
く『
源

氏
物
語
』
を
中
心
と
し
た
古
典
研
究
に
勤
し
ん
だ
国
学
者
で
あ
り
、『
雅
言
集

覧
』
以
前
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
源
註
余
滴
』
を
著
し
て
い

る
。『
源
註
余
滴
』
は
、
契
沖
『
源
注
拾
遺
』
の
影
響
を
強
く
受
け
、『
湖
月
抄
』

に
対
し
て
全
巻
通
じ
て
さ
ら
な
る
注
釈
を
加
え
る
と
い
う
類
の
書
で
あ
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
雅
望
が
源
氏
研
究
で
培
っ
た
蓄
積
は
『
雅
言
集
覧
』
に
流
入
し

て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
の
傍
証
と
し
て『
雅
言
集
覧
』で『
源

氏
物
語
』
の
用
例
を
引
く
際
は
、『
源
註
余
滴
』
同
様
に
『
湖
月
抄
』
の
丁
数

が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
石
川
雅
望
が
『
源
氏
物
語
』
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
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と
か
ら
、『
雅
言
集
覧
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
の
詳
細
な
調
査
は
、

雅
望
の
用
例
観
や
辞
書
観
を
導
く
た
め
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。筆

者
は
こ
れ
ま
で
、『
雅
言
集
覧
』
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
、
先
行
辞
書
で

あ
る
『
倭
訓
栞
』
の
編
纂
方
針
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
蓋
然
性
の
高

さ
を
論
じ
、
両
書
を
含
め
た
近
世
国
語
辞
書
を
複
合
的
に
調
査
・
考
察
し
て
い

く
必
要
性
を
指
摘
し
て
（
３
）

き
た
。
そ
の
際
、
古
辞
書
及
び
古
典
籍
の
代
表
と
し
て

『
倭
名
類
聚
抄
』
及
び
『
小
倉
百
人
一
首
』
を
利
用
し
、『
雅
言
集
覧
』
で
は

重
要
典
拠
の
中
で
『
倭
訓
栞
』
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
積
極
的
に
採
録

し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
（
４
）

い
る
。
本
稿
で
は
、『
雅
言
集
覧
』
に

お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
扱
い
を
押
さ
え
つ
つ
、『
倭
訓
栞
』
と
の
対
照
か
ら

考
察
を
加
え
、『
雅
言
集
覧
』
の
用
例
選
定
基
準
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

１

『
源
氏
物
語
』
を
典
拠
と
す
る
用
例

本
稿
で
は
、
次
の
２
調
査
の
結
果
と
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
考
察
を
示
し
て

い
く
。①

日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
（
Ｃ
Ｈ
Ｊ
）
お
よ
び
『
日
本
古
典
対
照
分
類

語
彙
表
』
を
利
用
し
、『
雅
言
集
覧
』
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
語
彙

が
ど
の
程
度
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
（
５
）

す
る
。

②
『
雅
言
集
覧
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
に
つ
い
て
、
相
関

関
係
が
認
め
ら
れ
る
『
倭
訓
栞
』
に
お
い
て
掲
出
さ
れ
た
用
例
と
の
比

較
を
行
う
。

用
例
調
査
に
は
、
江
戸
版
本
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

収
録
、
請
求
記
号
８
３
７‐

７
９
）
を
用
い
、
異
同
の
目
立
つ
明
治
活
字
本
は

参
照
に
と
ど
（
６
）

め
る
。
ま
た
、
調
査
範
囲
と
し
て
は
、『
雅
言
集
覧
』冒
頭
の「
い
」

部
に
絞
っ
た
サ
ン
プ
ル
調
査
を
行
う
。
本
調
査
の
有
効
性
を
示
す
と
と
も
に
、

今
後
の
基
礎
調
査
の
拡
充
に
つ
な
げ
る
た
め
で
あ
る
。

ま
ず
、「
い
」
部
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
を
典
拠
と
す
る
用
例
（
以
下
、

源
氏
用
例
と
す
る
）
に
つ
い
て
、
す
べ
て
抜
き
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
当

該
範
囲
に
お
い
て
源
氏
用
例
を
含
む
見
出
し
項
目
は
７０６
あ
り
、
親
見
出
し
が
２７９

項
目
、
子
見
出
し
は
４２７
項
目
で
あ
る
。「
い
」
部
の
項
目
総
数
は
、
親
見
出
し

子
見
出
し
を
含
め
て
２
０
０
０
余
り
で
あ
る
た
め
、
２０
％
程
度
の
項
目
で
『
源

氏
物
語
』
の
用
例
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、『
雅
言
集
覧
』
の
親
見
出
し
と
子
見
出
し
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

調
査
で
親
見
出
し
に
は
数
多
く
の
典
拠
が
載
せ
ら
れ
る
一
方
で
、
子
見
出
し
に

は
用
例
が
少
な
い
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
源
氏
用
例
の
調

査
に
お
い
て
も
、
両
者
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
親
見
出
し
と
子
見
出
し
の

体
裁
の
差
異
を
示
す
た
め
、
各
々
の
項
目
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
含
む
用

例
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
を
確
認
し
て
お
く
と
、
親
見
出
し
で
は
平
均
２
・

９
７
個
の
用
例
、
子
見
出
し
で
は
１
・
６
１
個
の
用
例
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、

― 94 ―



規
模
の
差
は
明
確
で
あ
る
。
以
下
、
必
要
に
応
じ
て
見
出
し
の
種
別
を
明
記
す

る
。

項
目
数

平
均
用
例
数

親
見
出
し

２
７
９

２
・
９
７

子
見
出
し

４
２
７

１
・
６
１

次
に
、
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
（
Ｃ
Ｈ
Ｊ
）
を
用
い
て
、『
雅
言
集
覧
』
の

源
氏
用
例
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
ど
の
程
度
出
現
す
る
項
目
で
あ
る
の
か
を

確
か
め
て
い
く
。
当
該
範
囲
全
項
目
の
２０
％
で
源
氏
用
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
典
拠
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
が
意
図
的
に
取
捨
選
択
さ
れ
た
結
果

で
あ
り
、
源
氏
語
彙
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
用
例
が
取
り
込
ま
れ
た
の
か
を

探
る
こ
と
で
、
そ
の
意
図
に
迫
る
た
め
で
あ
る
。
基
本
的
な
検
索
方
法
は
、『
雅

言
集
覧
』
に
示
さ
れ
た
語
形
を
文
字
列
や
語
彙
素
の
掛
け
合
わ
せ
に
よ
っ
て
絞

り
込
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
石
川
雅
望
が
『
雅
言
集
覧
』
を
編
む
際

に
用
い
た
『
源
氏
物
語
』
は
『
湖
月
抄
』
で
あ
り
、「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
で
引
か
れ
る

小
学
館
新
日
本
古
典
文
学
全
集
本
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
適
宜
文

脈
か
ら
用
例
を
探
る
と
と
も
に
本
文
を
比
較
す
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
概
略

を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
全
７０６
項
目
の
内
、
２３
項
目
で
は
『
源
氏
物

語
』
本
文
の
異
同
が
見
受
け
ら
れ
（
７
）

た
が
、
概
ね
『
雅
言
集
覧
』
の
見
出
し
項
目

か
ら
検
索
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。

注
意
が
必
要
な
の
は
、『
雅
言
集
覧
』
見
出
し
項
目
が
必
ず
し
も
『
源
氏
物

語
』
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え

ば
、『
雅
言
集
覧
』「
い
ふ
か
ひ
あ
り
」（
宿
木
５６
、
浮
舟
１８
）
や
「
い
ふ
よ
し

な
く
」（
賢
木
２６
、
匂
宮
１０
）
の
項
（
８
）

目
は
、
実
際
に
は
「
い
ふ
か
ひ
あ
り
」（
宿

木
）「
い
ふ
か
ひ
も
あ
る
」（
浮
舟
）、「
い
ふ
よ
し
な
き
」（
賢
木
）「
い
ふ
よ
し

も
な
き
」（
匂
宮
）
と
い
う
形
で
そ
れ
ぞ
れ
現
れ
る
た
め
、
単
純
に
は
検
索
で

き
な
い
。
ま
た
、
数
は
少
な
い
が
『
雅
言
集
覧
』
に
お
い
て
「
蓬
生
」
と
「
末

摘
花
」
を
混
同
す
る
と
い
っ
た
典
拠
名
の
誤
謬
も
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
ま
ず
『
雅
言
集
覧
』
に
お
い
て
源
氏
用
例
が
一
つ
だ

け
掲
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
を
確
認
す
る
。
源
氏
用
例
が
一
つ
で
あ
る
項
目
は
、

「
い
ろ
に
て
（
子
見
出
し
）」（
竹
川
１５
）
や
「
い
ろ
く
さ
」（
野
分
１
）
な
ど
、

計
５２７
項
目
（
親
見
出
し
１７９
、
子
見
出
し
３４８
）
あ
る
。
そ
の
内
、「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
を

用
い
た
調
査
で
『
源
氏
物
語
』
に
一
例
し
か
用
例
が
見
ら
れ
な
い
も
の
は
、
２４４

項
目
（
親
見
出
し
８７
、
子
見
出
し
１５７
）
で
あ
り
、
残
り
の
項
目
は
他
に
用
例
が

あ
る
中
で
一
つ
を
選
り
抜
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
に
見
ら
れ
る
全
用
例
が
『
雅
言
集
覧
』
の
示
す
用
例
と

一
致
し
て
い
る
も
の
は
、
次
の
よ
う
に
（
９
）

な
る
。

「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
に
１
例
の
み
見
ら
れ
る
項
目

２５０

「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
に
２
例
見
ら
れ
る
項
目

２２

「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
に
３
例
見
ら
れ
る
項
目

８

こ
の
中
で
、「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
が
掲
げ
る
用
例
３
つ
と
全
て
一
致
す
る
用
例
を
載
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せ
て
い
る
８
項
目
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。（
な
お
、

『
源
氏
物
語
』
の
巻
名
は
『
雅
言
集
覧
』
に
取
り
上
げ
て
い
る
順
に
並
べ
て
あ

る
。）い

か
ゞ
は
せ
ん
に

空
蝉
８
、
蓬
生
２１
、
総
角
３８

い
た
や

夕
顔
１８
、
夕
顔
３８
、
賢
木
４

い
と
い
た
し
（
子
見
出
し
）
若
紫
２
、
野
分
１４
、
真
木
柱
１７

い
づ
ち
も
〳
〵

玉
鬘
１６
、
若
菜
下
６２
、
夕
霧
６５

い
つ
か
し
き

玉
鬘
２４
、
少
女
４６
、
御
法
１６

い
で
ば
え

帚
木
１１
、
若
菜
下
４５
、
葵
８

い
で
ぎ
え

若
菜
下
１９
、
行
幸
４
、
東
屋
５２

い
か
れ
る
（
子
見
出
し
）

紅
葉
賀
２７
、
帚
木
１６
、
常
夏
２５

こ
れ
を
見
れ
ば
、『
雅
言
集
覧
』
で
は
特
定
の
巻
の
調
査
に
留
ま
ら
ず
、『
源

氏
物
語
』
全
体
か
ら
広
く
語
句
を
採
集
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。『
雅

言
集
覧
』
と
「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
が
完
全
に
一
致
す
る
の
は
基
本
的
に
上
記
の
計
２７７
項

目
で
あ
る
が
、

い
ぶ
か
し
く
（
子
見
出
し
）
夕
顔
９
、
若
菜
上
２２
、
横
笛
１１
、
紅
葉
賀
２２

い
う
（
優
）

帚
木
５
、
手
習
６４
、
葵
２９
、
絵
合
１８
、
若
菜

下
３４

の
よ
う
に
、「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
に
見
え
る
６
例
中
の
５
例
を
『
雅
言
集
覧
』
が
示
す

例
、
あ
る
い
は
同
じ
く
５
例
中
の
４
例
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
手
作
業
で
『
源

氏
物
語
』
を
総
覧
し
て
い
る
こ
と
か
ら
当
然
見
落
と
し
も
存
す
る
で
あ
ろ
う
状

況
の
下
、『
雅
言
集
覧
』
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
出
現
例
の
少
な
い
語

句
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

２

『
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』
と
の
比
較
か
ら

『
雅
言
集
覧
』
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
用
例
数
の
少
な
い
項
目
を

取
り
上
げ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
さ
ら
に
、
他
の
古
代
古
典
作
品
に

は
見
ら
れ
な
い
『
源
氏
物
語
』
特
有
の
語
彙
で
あ
り
、
な
お
か
つ
『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
た
だ
一
例
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
語
句
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
そ

の
た
め
に
、
近
年
の
研
究
成
果
で
あ
る
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』
を
利

用
し
、
従
来
の
研
究
で
度
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
雅
言
集
覧
』
の
編
纂
態
度
を

補
綴
し
（
１０
）

た
い
。『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』
の
中
で
、『
源
氏
物
語
』
以
外

に
は
用
例
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
な
お
か
つ
『
源
氏
物
語
』
に
た
だ
一
例
の
み

用
例
を
載
せ
る
も
の
は
、「
い
」
か
ら
始
ま
る
も
の
に
限
定
す
れ
ば
１３９
項
目
あ

る
。
こ
の
中
で
、『
雅
言
集
覧
』
と
の
対
応
関
係
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
『
雅
言
集
覧
』
に
見
出
し
（
親
・
子
）
が
立
て
ら
れ
る
も
の

６１
項
目

②
見
出
し
に
は
な
ら
な
い
が
用
例
で
触
れ
る
も
の

３
項
目
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い
た
は
り
の
ぞ
む

『
雅
言
集
覧
』「
い
た
は
り
」

い
ひ
ち
ら
し
ゐ
る

『
雅
言
集
覧
』「
い
ひ
ち
ら
す
」

い
そ
が
し
い
づ
『
雅
言
集
覧
』「
た
だ
い
そ
が
し
に
も
い
そ
が
し
」

③
『
雅
言
集
覧
』
に
一
切
見
ら
れ
な
い
も
の

７５
項
目

③
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
語
句

に
つ
い
て
、
そ
の
半
数
以
上
が
『
雅
言
集
覧
』
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
内
実
を
見
る
と
「
い
ま
だ
し
（
未
）」
を
除
け
ば
残
り
の
全
て
は

「
合
成
語
」
で
あ
る
た
め
、『
雅
言
集
覧
』
に
立
項
し
て
い
な
い
事
実
は
見
出

し
語
句
認
定
の
問
題
と
し
て
処
理
で
き
る
。『
雅
言
集
覧
』
に
見
ら
れ
な
い
③

の
項
目
も
、
合
成
語
を
構
成
す
る
単
純
語
の
レ
ベ
ル
で
は
全
て
『
雅
言
集
覧
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
上
記
②
の
よ
う
に
、
見
出
し
項
目

と
し
て
は
認
定
せ
ず
と
も
、「
い
た
は
り
」
と
い
っ
た
よ
り
包
括
的
な
見
出
し

項
目
の
中
で
、
用
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
む
し

ろ
、『
源
氏
物
語
』
特
有
の
語
彙
で
『
源
氏
物
語
』
に
た
だ
一
例
の
み
用
例
を

載
せ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
半
数
近
く
が
『
雅
言
集
覧
』
の
見
出
し
項
目
と

し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
石
川
雅
望
が
、『
源

氏
物
語
』
に
登
場
す
る
全
て
の
語
句
を
分
析
し
、
古
典
研
究
の
中
で
源
氏
特
有

語
彙
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
源
氏
特
有
語
彙
の
中

で
も
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
出
現
回
数
の
少
な
い
語
句
に
つ
い
て
は
、
特

に
積
極
的
に
収
録
し
て
い
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。

３

『
源
氏
物
語
』
に
多
数
用
例
が
み
ら
れ
る
項
目
の
扱
い

で
は
逆
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
多
数
用
例
が
見
ら
れ
る
項
目
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
選
定
基
準
で
立
項
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た

い
。ま

ず
、『
雅
言
集
覧
』「
い
」
部
に
登
場
す
る
源
氏
用
例
に
つ
い
て
、『
源
氏

物
語
』
の
巻
ご
と
の
分
布
の
変
遷
を
見
て
み
る
【
表
１
】。
上
述
の
通
り
、「
い
」

部
に
は
７０６
項
目
が
存
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
用

例
を
巻
ご
と
に
分
類
す
る
と
、【
表
１
】「「
い
」
部
全
て
」
の
欄
の
ご
と
く
に

な
る
。
巻
ご
と
に
ム
ラ
は
あ
る
も
の
の
、「
篝
火
」
の
０
例
を
除
け
ば
全
巻
に

わ
た
っ
て
広
く
用
例
採
取
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
（
１１
）

か
る
。
ま
た
、
１
節
で

示
し
た
『
雅
言
集
覧
』
所
収
の
源
氏
用
例
が
「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
と
全
て
一
致
し
て
い

る
２８０
項
目
（
の
べ
３２１
巻
）
に
つ
い
て
、
同
様
に
『
源
氏
物
語
』
の
巻
ご
と
に
分

類
す
る
と
【
表
１
】「「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
一
致
項
目
」
の
欄
の
ご
と
く
と
な
る
。
そ
し

て
、「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」と
完
全
に
は
一
致
し
な
か
っ
た
も
の
が
、
右
端
の【
表
１
】「「
Ｃ

Ｈ
Ｊ
」
一
致
以
外
」
欄
に
掲
げ
て
あ
る
（
４２６
項
目
（
の
べ
６６１
巻
））。
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あ
る
語
句
に
対
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
た
全
用
例
を
示
す
「
一
致
項

目
」
で
は
、
当
然
そ
の
分
布
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
語
句
の
出
現
箇
所
に

依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
一
致
以
外
」
の
項
目
で
は
、
語

句
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
ど
の
巻
か
ら
で
も
柔
軟
に
選
択
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

実
際
に
、
最
初
の
方
の
巻
で
あ
る
「
桐
壺
〜
末
摘
花
」
辺
り
を
除
け
ば
、
用
例

の
採
取
さ
れ
る
巻
に
大
き
な
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
特
定
の
巻
に
拘

ら
ず
、
満
遍
な
く
用
例
を
採
取
す
る
様
子
が
見
え
て
く
る
。

そ
し
て
、「
桐
壺
〜
末
摘
花
」
に
用
例
が
偏
っ
て
い
る
の
は
、『
雅
言
集
覧
』

に
お
い
て
初
出
例
を
探
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
に
挙

げ
ら
れ
た
用
例
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
項
目
の
う
ち
、
１２１
項
目（
の
べ
２１１
巻
）

に
お
い
て
、
そ
の
項
目
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
た
例
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
全
編
を
通
じ
て
繰
り
返
し
出
現
す
る

よ
う
な
汎
用
性
の
高
い
語
句
に
つ
い
て
、
初
出
例
を
探
っ
た
場
合
に
最
初
の
方

の
巻
に
分
布
が
偏
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
雅
言
集
覧
』
に
お
い
て
、

必
ず
初
出
例
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
複
数
用
例
が
あ
る
場

合
に
初
出
例
を
選
択
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
初
出
主
義
を
補
う
か
の
よ
う
に
、
上
述
の
１２１
項
目
の
中

で
初
出
例
以
外
に
掲
げ
ら
れ
た
用
例
は
、「
行
幸
」
以
降
の
巻
に
広
く
浅
く
分

布
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。【
表
２
】
は
、『
雅
言
集
覧
』
が
『
源
氏
物

語
』
に
お
け
る
初
出
例
を
取
り
入
れ
た
項
目
に
つ
い
て
、
初
出
例
を
含
む
そ
れ

ぞ
れ
の
用
例
の
巻
ご
と
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、

初
出
例
を
示
し
た
項
目
で
他
に
も
用
例
を
挙
げ
る
場
合
に
は
、
後
半
の
巻
か
ら

適
宜
選
択
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
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以
上
の
考
察
か
ら
、『
雅
言
集
覧
』
で
は
、
全
体
と
し
て
５４
帖
の
中
で
バ
ラ

ン
ス
を
求
め
た
用
例
採
取
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

４

『
倭
訓
栞
』
と
の
関
係

最
後
に
、『
雅
言
集
覧
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
と
『
倭
訓
栞
』

に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
と
の
比
較
を
試
み
る
。

『
倭
訓
栞
』
は
、
先
行
書
物
か
ら
多
数
の
用
例
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
定

評
が
あ
る
も
の
の
、
典
拠
を
明
示
し
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
の
た
め
、「
実
証

的
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
そ
の
実
証
性
は
不
完
全
で
あ

る
と
も
言
え
る
。
一
方
の
石
川
雅
望
は
、『
雅
言
集
覧
』
以
前
に
著
し
た
随
筆

『
ね
ざ
め
の
す
さ
び
』
に
お
い
て
、
用
例
を
何
よ
り
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
て

い
る
。「
と
の
ゐ
も
の
ゝ
衣
」
の
項
目
で
は
、

河
海
抄
に
、
殿
上
宿
直
人
の
名
字
書
た
る
簡
、
号
日
給
簡
を
納
る
袋
歟

と
し
る
し
給
ひ
し
は
、
大
な
る
誤
な
る
よ
し
は
、
既
に
先
達
も
い
へ
り
。

さ
て
こ
の
袋
は
、
俗
に
い
ふ
番
袋
な
り
、
と
契
沖
の
い
へ
り
。
さ
れ
ど
た

し
か
な
る
証
文
を
ひ
か
ず
。

の
よ
う
に
述
べ
た
後
に
『
宇
津
保
物
語
』
を
長
文
引
用
し
、「
此
文
に
て
よ
く

し
ら
る
ゝ
こ
そ
」
と
締
め
て
い
る
。
内
容
如
何
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
用

例
が
無
け
れ
ば
主
張
を
認
め
な
い
と
い
う
実
証
主
義
の
極
致
を
示
し
て
い
（
１２
）

よ
う
。

こ
の
よ
う
な
方
針
を
と
る
雅
望
に
編
纂
さ
れ
た
『
雅
言
集
覧
』
は
、
典
拠
を
明

示
し
な
い
『
倭
訓
栞
』
と
は
大
き
く
様
相
を
異
に
す
る
書
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

前
掲
拙
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、『
雅
言
集
覧
』
の
立
項
態
度
に
は
『
倭
訓
栞
』

を
意
識
し
た
様
子
が
窺
え
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
先
行
す
る
『
倭
訓
栞
』

の
源
氏
用
例
が
『
雅
言
集
覧
』
の
用
例
選
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
見
通

し
の
下
、
両
者
を
比
較
す
る
。

石
川
雅
望
が
利
用
し
た
『
倭
訓
栞
』
は
、
時
代
的
な
制
約
か
ら
整
版
本
前
編

の
巻
２８
ま
で
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
写
本
の
類
や
中
編
・
後
編
と

い
っ
た
も
の
は
閲
覧
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
発
表
者
の
調
査
で
明
ら
か
と

な
っ
て
（
１３
）

い
る
。
こ
の
範
囲
に
お
い
て
、『
雅
言
集
覧
』
の
本
調
査
範
囲
と
重
な

る
整
版
本
前
編
巻
３
「
い
」
部
を
用
い
て
、
両
書
を
比
較
し
て
い
く
。

『
倭
訓
栞
』
前
編
「
い
」
部
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
名
を
挙
げ
て
言
及
す

る
項
目
は
次
の
１６
項
目
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
触
れ
た
箇
所
を
そ
れ
ぞ
れ

示
し
、
引
用
箇
所
に
は
傍
線
を
引
い
て
あ
る
。
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（
１
）
い
か
き

源
氏
に
い
か
き
さ
ま
又
た
け
く
い
か
き
な
と
ふ
は
猛
を

よ
め
り
い
か
し
に
同
し

（
２
）
い
か
け

源
氏
物
語
に
火
取
を
さ
と
い
か
け
…
…
と
み
え
た
り

（
３
）
い
が
た
う
め

源
氏
に
見
ゆ
伊
賀
専
の
義
抄
に
狐
を
い
ふ
と
い
へ

り

（
４
）
い
き
ざ
し

源
氏
に
い
き
ざ
し
け
は
ひ
な
と
見
え
た
り

（
５
）
い
き
ぶ
れ

源
氏
に
見
ゆ
觸
穢
を
い
へ
り
気
觸
の
義
成
へ
し

（
６
）
い
ち
は
や
し

源
氏
物
語
に
い
ち
は
や
き
世
又
后
の
御
心
い
ち
は

や
く
て
と
い
ひ

（
７
）
い
つ
き
む
す
め

源
氏
に
見
ゆ

（
８
）
い
ぬ

源
氏
に
い
ぬ
る
十
日
な
と
い
ふ
は
今
い
ふ
去
ン
ぬ
る
な
り

（
９
）
い
ぬ
き

源
氏
に
童
の
名
に
も
見
え
た
り

（
１０
）
い
び
き

源
氏
物
語
に
い
び
き
と
か
聞
し
ら
ぬ
音
と
見
え
た
り

（
１１
）
い
へ
と
じ

源
氏
物
語
に
も
見
え
た
り
家
刀
自
の
義
な
り
家
な
る

女
を
い
ふ

（
１２
）
い
ま
だ

源
氏
物
語
に
山
の
桜
は
ま
だ
さ
か
り
に
て
と
い
ふ
類

（
１３
）
い
ま
す
が
り

源
氏
に
い
ま
す
か
ら
ふ
や
と
も
見
ゆ
細
流
に
ま
し

ま
す
也
と
の
義
と
せ
り

（
１４
）
い
ま
ゝ
ゐ
り

源
氏
物
語
に
今
ま
ゐ
り
く
ち
を
し
か
ら
ぬ
な
め
り

と
見
え
た
り

（
１５
）
い
も
う
と

源
氏
に
見
え
し
は
同
腹
也
…
…
源
氏
に
あ
こ
か
ら
せ

に
し
い
も
う
と
ゝ
書
け
る
は
姊
を
さ
せ
る
詞
な
り
い
も
せ
の
義
よ

り
出
て
た
る
語
成
へ
し
猶
か
の
男
以
女
称
妹
と
い
へ
る
古
語
の
遺

れ
る
觀
つ
へ
し

（
１６
）
い
り
あ
や

源
氏
に
見
ゆ
舞
の
終
の
手
也
と
い
へ
り
細
流
に
舞
有

取
綾
手
故
云
入
綾
と
も
見
え
た
り
或
は
入
調
を
よ
め
り

こ
れ
ら
の
記
述
を
『
雅
言
集
覧
』
と
適
宜
比
較
し
て
い
く
。

（
１
）
の
「
い
か
き
」
に
つ
い
て
は
、『
雅
言
集
覧
』
で
も
親
見
出
し
「
い

か
き
」を
立
て
、「
ア
ラ
〳
〵
シ
ク

タ
ケ
〳
〵
シ
キ
也
」と
い
う
語
釈
と
、『
舒

明
紀
』『
万
葉
集
』
の
用
例
を
示
し
た
後
に
、「
い
か
き
も
の
」「
い
か
き
ひ
た

ふ
る
心
」「
い
か
き
さ
ま
」
の
３
子
見
出
し
を
立
て
て
い
る
。
子
見
出
し
「
い

か
き
も
の
」
で
は
『
宇
津
保
物
語
』
を
１
例
引
き
、「
い
か
き
ひ
た
ふ
る
心
」「
い

か
き
さ
ま
」
で
は
そ
れ
ぞ
れ
『
倭
訓
栞
』
に
引
か
れ
た
箇
所
と
同
じ
も
の
を
文

脈
と
と
も
に
引
用
す
る
。『
倭
訓
栞
』
と
対
応
す
る
箇
所
に
傍
線
を
付
し
て
示

せ
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

い
か
き
ひ
た
ふ
る
心

源
あ
ふ
ひ
十
八

か
の
姫
君
と
お
ほ
し
き
人
の
い

と
き
よ
ら
に
て
あ
る
所
に
い
き
て
と
か
く
引
ま
さ
ぐ
り
う
つ
ゝ
に

も
似
す
た
け
く
い
か
き
ひ
た
ふ
る
心
出
て
打
か
な
く
る
な
と
云
々

い
か
き
さ
ま

同
て
な
ら
ひ
六

め
鬼
に
や
あ
ら
ん
と
む
く
つ
け
き
を
た

の
も
し
う
い
か
き
さ
ま
を
人
に
見
せ
ん
と
思
ひ
て
云
々

（
２
）「
い
か
く
」
に
つ
い
て
、『
雅
言
集
覧
』
で
は
親
見
出
し
「
い
る
（
沃
）」

― 100 ―



の
中
に
子
見
出
し
「
い
か
く
」
と
し
て
立
項
す
る
。
同
子
見
出
し
で
は
『
枕
草

子
』
及
び
『
源
氏
物
語
』
が
１
例
ず
つ
引
用
さ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
用
例

を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

い
か
く

源
ま
き
は
し
ら
十
五

俄
に
お
き
あ
が
り
て
大
き
な
る
こ
の
し

た
な
り
つ
る
火
と
り
を
と
り
よ
せ
て
殿
の
う
し
ろ
に
よ
り
て
さ
と

い
か
け
給
ふ
ほ
ど
云
々

○
俗
に
い
ふ

ア
ブ
セ
ル
也

そ
の
他
、（
４
）「
い
き
ざ
し
」、（
６
）「
い
ち
は
や
し
」、（
８
）「
い
ぬ
」、（
１０
）

「
い
び
き
」、（
１３
）「
い
ま
す
が
り
」、（
１４
）「
い
ま
ゝ
ゐ
り
」
の
各
項
目
に
つ

い
て
も
、
同
様
に
『
雅
言
集
覧
』
で
は
『
倭
訓
栞
』
と
同
じ
個
所
を
文
脈
と
と

も
に
引
用
し
て
い
る
。

（
３
）「
い
が
た
う
め
」、（
５
）「
い
き
ぶ
れ
」、（
７
）「
い
つ
き
む
す
め
」、

（
１１
）「
い
へ
と
じ
」、（
１６
）「
い
り
あ
や
」
の
各
項
目
に
つ
い
て
は
、『
倭
訓

栞
』
に
お
い
て
文
脈
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
一
見
単
純
比
較
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、「
い
が
た
う
め
」「
い
き
ぶ
れ
」「
い
へ
と
じ
（『
雅
言
集
覧
』
で
は
「
い
へ

と
う
じ
」）」「
い
り
あ
や
」
の
各
語
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一

例
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、「
い
つ
き
む
す
め
」
も
『
源
氏
物
語
』
に

二
例
の
み
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
雅
言
集
覧
』で
は
、『
倭
訓
栞
』

が
言
及
し
た
『
源
氏
物
語
』
項
目
に
つ
い
て
同
様
に
触
れ
つ
つ
、
そ
こ
で
示
さ

れ
て
い
な
い
『
源
氏
物
語
』
の
文
脈
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
９
）「
い
ぬ
き
」
に
つ
い
て
は
、『
雅
言
集
覧
』
で
は
立
項
し
て
い
な
い
。

こ
れ
は
一
般
名
詞
と
は
認
め
が
た
い
も
の
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
立
項

態
度
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
詳
細
は
未
解
明
で
あ
る
。
ま
た
、（
１２
）「
い
ま
だ
」

に
つ
い
て
も
、『
雅
言
集
覧
』
で
立
項
は
す
る
も
の
の
『
源
氏
物
語
』
の
用
例

は
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
尤
も
、『
倭
訓
栞
』
で
は
「
略
し
て
ま
だ
と
も
い
へ

り
」
と
い
う
語
釈
を
示
し
て
お
り
、「
い
ま
だ
」
で
は
な
く
「
ま
だ
」
と
い
う

文
字
列
を
含
む
用
例
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
無
論
『
雅
言
集
覧
』「
い
ま
だ
」

の
用
例
に
は
な
り
得
な
い
た
め
両
者
が
重
な
る
こ
と
は
な
い
。ま
た
、（
１５
）「
い

も
う
と
」
に
つ
い
て
は
、『
雅
言
集
覧
』
で
は
全
く
異
な
る
文
脈
の
用
例
を
示

し
て
い
る
。『
雅
言
集
覧
』
に
お
い
て
は
、
妹
を
表
す
「
い
も
う
と
」
と
姉
を

表
す
「
い
も
う
と
」
を
別
の
親
見
出
し
と
し
て
次
の
よ
う
に
立
項
す
る
。

い
も
う
と

妹

常
い
ふ
イ
モ
ウ
ト
也

源
は
ゝ
き
ゝ
十
四

わ
が
い
も

う
と
の
姫
君
云
々

い
も
う
と

妹

是
は
姉
の
事
を
い
へ
り

仁
賢
紀（
略
）
は
ゝ
き
ゝ
三

十
八

寝
た
り
け
る
声
の
し
と
け
な
き
い
と
よ
く
似
か
よ
ひ
た
れ

ば
い
も
う
と
ゝ
聞
給
ひ
つ

同
四
十
五

い
も
う
と
の
君
の
事
も

く
は
し
く
と
ひ
聞
給
ひ
ぬ

○
小
君
か
姉
う
つ
せ
み
の
君
の
事
也

以
上
の
こ
と
を
纏
め
る
と
、
次
の
【
表
３
】
の
よ
う
に
な
る
。
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こ
の
【
表
３
】
に
お
い
て
、『
雅
言
集
覧
』
と
『
倭
訓
栞
』
で
同
一
の
用
例

を
挙
げ
て
い
る
箇
所
に
「
○
」、
異
な
る
用
例
を
挙
げ
て
い
る
場
合
に
は
「
×
」

を
示
す
。
ま
た
、『
倭
訓
栞
』
が
『
源
氏
物
語
』
で
見
ら
れ
る
全
用
例
に
（
見

出
し
だ
け
で
も
）
言
及
し
た
項
目
に
太
枠
を
付
し
て
あ
る
。

そ
も
そ
も
、『
倭
訓
栞
』
で
は
、
空
見
出
し
を
含
め
て
計
２９６
項
目
あ
る
「
い
」

部
の
見
出
し
項
目
の
う
ち
、『
源
氏
物
語
』
に
言
及
す
る
の
は
上
述
の
通
り
１６

項
目
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
１６
項
目
の
う
ち
９
項
目
が
、『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
１
な
い
し
２
例
見
ら
れ
る
全
て
の
用
例
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
ま
た
、

他
の
項
目
も
「
い
も
う
と
」
を
除
け
ば
『
源
氏
物
語
』
に
は
２
〜
６
例
し
か
見

ら
れ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
い
も
う
と
」
の
用
例
数
が
特

異
で
あ
る
こ
と
と
、『
雅
言
集
覧
』
が
「
い
も
う
と
」
だ
け
異
な
る
用
例
を
挙

げ
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
相
関
関
係
に
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
研
究
に
精
力
を
注
い
だ
石
川
雅
望
に
と
っ
て
、『
倭
訓
栞
』

の
示
し
た
こ
れ
ら
の
源
氏
項
目
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
極
め
て
登
場
回

数
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
把
握
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。『
倭
訓

栞
』
で
は
『
源
氏
物
語
』
を
典
拠
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
少
な
い
中
で
、

挙
げ
て
い
る
用
例
の
大
半
は
『
源
氏
物
語
』
の
全
用
例
を
含
む
も
の
で
あ
る
と

い
う
先
行
書
物
の
現
実
を
前
に
し
て
、『
雅
言
集
覧
』
の
編
者
石
川
雅
望
は
何

を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
真
意
は
分
か
ら
な
い
が
、『
雅
言
集
覧
』
で
は

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
用
例
数
が
少
な
い
語
句
を
重
点
的
に
取
り
込
ん
で
い

る
と
い
う
結
果
だ
け
が
厳
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
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５

ま
と
め

『
雅
言
集
覧
』
は
、
見
出
し
項
目
の
立
て
方
や
配
置
の
基
準
、
編
纂
方
針
が

見
え
難
い
書
物
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』に
着
目
し
す
る
こ
と
で
そ
の
一
端
に
迫
っ
た
。『
雅

言
集
覧
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
個
別
の
典
拠
に
関
す
る
細
か
い
調
査
の

積
み
重
ね
で
読
み
解
い
て
い
く
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が

現
在
の
直
観
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
雅
言
集
覧
』
の
内
部
徴
証
を
探
る
だ
け
で

は
、
結
局
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
編
纂
方
針
を
採
っ
た
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
に

次
々
と
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。
近
世
国
語
辞
書
を
個
々
に
観
察
し
た
時
に
は

見
え
難
い
事
象
が
、
先
行
辞
書
と
の
比
較
の
中
で
解
く
ほ
ぐ
す
糸
口
を
現
す
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
が
、
本
調
査
を
通
じ
て
も
そ
の
有
効
性
が
確
認
で
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
本
調
査
は
、
全
数
調
査
を
以
て
完
成
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
調
査
の
方
向
性
を
確
認
し
た
う
え
で
、
引
き
続
き

精
緻
な
用
例
採
集
を
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

注（
１
）
『
雅
言
集
覧
』
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
の
は
粕
谷
宏
紀
氏
と
荒
尾
禎

秀
氏
の
両
氏
で
あ
る
が
、
詳
細
な
デ
ー
タ
の
公
表
に
は
至
っ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。

（
２
）
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典

第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
１
９
８
３
）「
石

川
雅
望
」
の
項
目
に
は
、
粕
谷
宏
紀
氏
に
よ
る
解
説
で
「
国
学
の
研
究
は
、

と
く
に『
源
氏
物
語
』を
取
り
上
げ
、
講
筵
を
開
い
た
り
し
、
こ
れ
が『
源

註
余
滴
』『
雅
言
集
覧
』
と
い
っ
た
注
釈
書
や
雅
語
用
例
書
の
基
礎
と
な
っ

た
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
３
）
平
井
吾
門
（
２
０
１
８
）「『
雅
言
集
覧
』
に
見
ら
れ
る
『
倭
訓
栞
』

へ
の
意
識

―
百
人
一
首
歌
お
よ
び
『
倭
名
類
聚
抄
』
の
扱
い
を
通
し
て

―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
９５‐

２
）

（
４
）
平
井
吾
門
（
２
０
１
９
）「『
雅
言
集
覧
』
の
散
文
用
例
試
論
」（「
近

代
語
研
究
」
２１
）
で
は
、『
雅
言
集
覧
』
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
補

う
形
で
『
枕
草
子
』
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
も
述
べ
た
。

（
５
）
国
立
国
語
研
究
所（
２
０
１
７
）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』バ
ー
ジ
ョ

ン2017.9
https://chunagon.ninjal.ac.jp/

お
よ
び
宮
島
達
夫
・
石
井

久
雄
・
安
部
清
哉
・
鈴
木
泰
（
編
）『
古
典
対
象
分
類
語
彙
表
』（
笠
間
書

院
、
２
０
１
４
）
を
用
い
た
。

（
６
）
荒
尾
禎
秀
「『
雅
言
集
覧
』
と
俗
語
」（「
清
泉
女
子
大
学
紀
要
」
５８
、

２
０
１
０
）
で
は
、
明
治
期
刊
本
と
江
戸
刊
本
と
の
差
に
つ
い
て
「
文
字

レ
ベ
ル
で
の
違
い
が
い
さ
さ
か
あ
る
が
、
項
目
の
出
入
り
や
、
文
レ
ベ
ル

で
の
相
違
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
が
、
発
表
者
は
こ
の
点

に
つ
い
て
よ
り
慎
重
な
扱
い
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
つ
。
注
４
文

献
参
照
。

（
７
）
「
い
ろ
に
い
だ
す
、
朝
顔
の
花
に
、
い
と
な
ん
、
い
と
も
か
し
こ
き
、

い
ぬ
る
、
い
か
さ
ま
に
か
、
い
と
な
み
い
づ
、
い
づ
れ
と
な
く
、
い
づ
れ

の
時
、
い
づ
れ
も
〳
〵
、
い
づ
く
も
、
い
つ
ま
で
か
は
、
い
ら
れ
ず
、
い

か
ま
ほ
し
、
い
ま
は
の
か
ぎ
り
、
い
ま
や
う
の
事
、
い
ま
さ
ら
、
い
ま
せ

ば
、
い
ぶ
か
し
く
、
い
ふ
や
う
、
い
き
わ
か
る
、
い
ひ
あ
へ
ず
、
い
ひ
あ

か
す
」
の
各
項
目
。
そ
の
ほ
か
、「
い
で
ゐ
、
で
ゐ
、
庭
の
い
さ
ご
」
の
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３
項
目
で
は
「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
と
『
雅
言
集
覧
』
で
読
み
方
が
異
な
る
。

（
８
）
数
字
は
『
雅
言
集
覧
』
で
示
さ
れ
た
『
湖
月
抄
』
の
丁
数
で
あ
る
。

（
９
）
本
文
の
異
同
に
よ
り
、『
雅
言
集
覧
』
を
核
に
し
た
場
合
と
数
値
に
若

干
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。

（
１０
）
荒
尾
禎
秀
（
２
０
１
１
）「『
雅
言
集
覧
』
の
漢
語
」（
坂
詰
力
治
編
『
言

語
変
化
の
分
析
と
理
論
』、
お
う
ふ
う
）
で
は
、『
古
典
対
照
語
い
表
』（
宮

島
達
夫
、
笠
間
書
院
、
１
９
７
１
）
を
用
い
て
『
雅
言
集
覧
』
に
見
ら
れ

る
漢
語
を
調
査
し
て
い
る
。

（
１１
）
な
お
、「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
を
見
れ
ば
「
篝
火
」
巻
に
も
用
例
は
散
見
さ
れ
て

お
り
、「
い
」
部
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
採
取
し
て
い
な
い
積
極
的
な
理
由

は
、
現
時
点
で
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

（
１２
）
注
２
引
用
文
献
参
照
。

（
１３
）
注
２
引
用
文
献
参
照
。

そ
の
他
参
考
文
献

粕
谷
宏
紀
（
１
９
８
５
）『
石
川
雅
望
研
究
』（
角
川
書
店
）

付
記

本
稿
は
２
０
１
７
年
１０
月
２２（
日
）第
１１７
回
訓
点
語
学
会
研
究
発
表
会（
於
・

東
京
大
学
文
学
部
一
番
大
教
室
）
で
の
発
表
内
容
に
基
づ
き
ま
す
。
会
場
で
ご

意
見
を
賜
っ
た
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ

科
研
費
Ｊ
Ｐ
１
７
Ｋ
１
３
４
６
０
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

（
ひ
ら
い
あ
も
ん

本
学
准
教
授
）
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