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古
典
文
学
は
、
過
去
へ
の
繋
が
り
を
保
ち
な
が
ら
新
た
な
創
作
を
促
が
す

豊
か
な
資
料
と
し
て
、
各
時
代
の
筆
者
や
芸
術
家
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
見
直

さ
れ
て
き
た
。
享
保
の
改
革
（
一
七
一
六
―
一
七
三
六
）
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
、

日
本
の
古
典
文
学
は
創
造
力
に
富
ん
だ
発
展
を
遂
げ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、

政
治
的
な
核
心
か
ら
安
全
な
距
離
を
置
い
て
い
た
た
め
、
全
て
の
町
人
に
宮

廷
貴
族
に
関
わ
る
高
尚
な
文
化
活
動
へ
の
参
加
を
認
め
さ
せ
、
そ
し
て
江
戸

社
会
に
お
け
る
全
て
の
階
級
の
人
々
に
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
支
援
し
た

1
。

吉
宗
の
改
革
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
は
、

西
川
祐
信
（
一
六
七
一
―
一
七
五
〇
）
が
古
典
文
化
に
基
づ
く
創
作
に
関
心

を
移
し
た
こ
と
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
祐
信
晩
年
に
み
ら
れ
る
古

典
へ
の
適
応
の
仕
方
は
、
吉
田
兼
好
の
『
徒
然
草
』
に
基
づ
く
『
絵
本
徒
然

草
』（
元
文
五
年
〈
一
七
四
〇
〉）
や
、
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
に
基
づ
く

『
画
本
朝
日
山
』（
寛
保
元
年
〈
一
七
四
一
〉）、藤
原
公
任
の
『
和
漢
朗
詠
集
』

に
基
づ
く
『
絵
本
寝
覚
種
』（
延
享
元
年
〈
一
七
四
四
〉）、『
平
家
物
語
』
に

基
づ
く
『
絵
本
亀
尾
山
』（
延
享
四
年
〈
一
七
四
七
〉）、『
百
人
一
首
』
に
基

づ
く
『
絵
本
小
倉
山
』（
寛
延
二
年
〈
一
七
四
九
〉）
と
い
っ
た
祐
信
作
品
に

表
れ
て
い
る
。

で
は
、
古
典
文
学
は
ど
の
よ
う
に
し
て
近
世
の
読
者
た
ち
の
た
め
に
構
築

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
古
典
文
学
の
特
定
の
要
素
が
強
調
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
文
章
の
み
の
本
か
ら
絵
入
り
本
へ
の
関
心
の
移
り
変
わ
り

は
、
作
者
や
想
定
さ
れ
た
読
者
に
つ
い
て
何
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
が
本
論
文
で
検
討
す
る
問
題
の
幾
つ
か
で
あ
る
。
文
学
の
歴
史

上
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
『
画
本
朝
日
山
』
に
焦
点
を
当
て
、
考
察
し
て
い
き
た
い

2
。
本
作

品
の
重
要
性
は
、
こ
れ
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
初
め
て
出
版
さ
れ
た
『
枕
草

子
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
。
十
七
世
紀

に
刊
行
さ
れ
た
三
冊
の
『
枕
草
子
』
完
全
注
釈
に
続
い
て
、
祐
信
の
作
品
は

女
性
や
子
供
も
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
作
品

の
読
者
層
を
拡
張
さ
せ
た
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
『
画
本
朝
日
山
』

は
、
十
八
世
紀
中
期
か
ら
十
九
世
紀
の
女
性
読
者
た
ち
の
間
に
清
少
納
言
の

作
品
を
流
行
さ
せ
、
後
の
古
典
応
用
作
品
の
基
礎
を
築
く
と
い
う
重
要
な
役

割
も
果
た
し
た
。

『
画
本
朝
日
山
』
の
先
駆
者

現
在
、
挿
絵
の
つ
い
た
『
枕
草
子
』
の
全
段
が
全
て
揃
っ
た
原
本
は
残
っ

て
い
な
い
。
絵
が
付
随
す
る
『
枕
草
子
』
の
現
存
す
る
最
古
の
例
は
、
十
四

世
紀
初
頭
、
鎌
倉
時
代
に
制
作
さ
れ
た
『
枕
草
子
絵
巻
』
で
あ
る
。
そ
れ
は

白
描
絵
巻
で
、
詞
書
は
伏
見
院
（
一
二
六
五
―
一
三
一
七
、
在
位
一
二
八
七

―
一
二
九
八
）
か
、
も
し
く
は
息
女
の
進
子
内
親
王
（
生
没
不
明
）
の
筆
に

よ
る
と
さ
れ
て
い
る

3
。
し
か
し
、遺
さ
れ
て
い
る
の
は
『
枕
草
子
』
の
う
ち
、

七
段
の
日
記
的
章
段
が
含
ま
れ
る
一
巻
の
巻
物
の
み
で
あ
る

4
。
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三
田
村
雅
子
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
う
ち
五
段
は
、
中
宮
定
子
の
サ
ロ
ン
が

落
ち
ぶ
れ
て
い
っ
た
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
か
ら
長
徳
五
年
（
九
九
九
）
に

わ
た
る
時
期
の
一
条
天
皇
と
中
宮
定
子
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
三

田
村
氏
は
ま
た
、
十
世
紀
後
半
に
中
宮
定
子
と
藤
原
道
長
の
間
に
起
こ
っ

た
勢
力
争
い
が
、
そ
の
三
世
紀
後
に
政
権
を
争
う
事
に
な
る
大
覚
寺
統

の
新
勢
力
で
あ
る
亀
山
天
皇
（
一
二
四
九
―
一
三
〇
五
、
在
位
一
二
六
〇

―
一
二
七
四
）
と
、
持
明
院
統
を
代
表
す
る
後
深
草
天
皇
（
一
二
四
三
―

一
三
〇
四
、
在
位
一
二
四
六
―
一
二
六
〇
）

5

の
対
決
と
重
な
る
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。『
枕
草
子
』
原
本
か
ら
、
史
的
な
故
事
や
人
物
に
つ
い
て
の

場
面
の
選
出
は
、
白
描
絵
巻
制
作
当
時
の
天
皇
家
の
二
政
権
の
間
に
起
こ
っ

た
政
治
の
緊
迫
状
態
と
い
う
史
実
を
仄
め
か
し
て
い
る
。
さ
ら
に
三
田
村
氏

は
、
中
宮
定
子
の
サ
ロ
ン
の
豪
華
さ
や
調
和
性
に
焦
点
を
当
て
た
絵
巻
の
内

容
が
、
そ
の
後
の
中
宮
定
子
と
取
り
巻
き
の
悲
劇
的
な
運
命
を
知
り
な
が
ら

も
、
持
明
院
統
の
政
権
を
復
活
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
の
現
れ
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る

6
。

挿
絵
つ
き
の
『
枕
草
子
』
は
、そ
の
後
四
世
紀
に
渡
っ
て
制
作
さ
れ
な
か
っ

た
。
長
年
『
枕
草
子
』
に
挿
絵
が
付
け
ら
れ
な
い
と
認
識
さ
れ
た
の
は
、
文

中
に
含
ま
れ
る
和
歌
の
数
が
少
な
い
こ
と
と
、
多
様
な
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
が

混
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
十
六
世
紀
後
半
に『
枕
草
子
』の
パ
ロ
デ
ィ
ー

が
登
場
し
始
め
る
と
い
っ
て
も
、『
清
少
納
言
犬
枕
』
が
刊
行
さ
れ
た
元
禄

十
五
年（
一
七
〇
二
）ま
で
に
、『
枕
草
子
』の
絵
入
本
が
制
作
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
れ
ら
の
絵
は
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
刊
行

の
絵
本
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
転
写
で
あ
る

7
。
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ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
モ
ス
ト
ウ
氏
の
指
摘
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。『
伊
勢
物
語
』
の
挿
し
図
は
、
山
本
登
朗
他
編
『
伊
勢
物
語
版
本
集
成
』（
二
〇
一
一
年
、
竹
林
社
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。



 

『
画
本
朝
日
山
』

寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
の
京
都
で
出
版
さ
れ
た
『
画
本
朝
日
山
』
は
、

古
典
に
挿
絵
を
加
え
る
事
に
よ
り
、『
枕
草
子
』
を
多
数
の
読
者
に
普
及
さ

せ
た
。
日
記
的
章
段
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
鎌
倉
時
代
の
絵
巻
と
違
い
、『
画

本
朝
日
山
』
は
三
冊
に
分
か
れ
て
お
り
、『
枕
草
子
』
の
八
十
類
聚
章
段
の

う
ち
四
十
段
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
章
段
は
、「
う
れ
し
き
も
の
」

や
「
山
は
」
と
い
っ
た
段
の
よ
う
に
、『
枕
草
子
』
の
三
分
の
一
を
占
め
る

「
も
の
づ
く
し
」
も
し
く
は
、「
物
は
付
」
と
い
う
類
聚
章
段
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。
間
違
い
な
く
こ
の
類
聚
章
段
の
ブ
ー
ム
は
、
知
識
を
カ
タ
ロ
グ
化

さ
せ
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
名
簿
、
旅
行
記
と
い
っ
た
情
報
誌
の
出
版
の
興
隆

を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
文
学
界
で
は
、
俳
諧
の
一
種
で
あ
る
雑
俳
が
こ
の

「
物
は
付
」
の
流
行
に
貢
献
し
た
。「
物
は
付
」
は
、
平
安
時
代
か
ら
す
で
に

存
在
し
て
い
た
と
は
い
え
、
ち
ょ
う
ど
『
画
本
朝
日
山
』
が
出
版
さ
れ
た
寛

保
時
代
（
一
七
四
一
―
一
七
四
四
）
に
雑
俳
の
一
種
と
し
て
、
人
気
の
ピ
ー

ク
を
迎
え
た
。「
物
は
付
」
と
は
、
作
品
の
優
劣
を
つ
け
る
点
者
と
呼
ば
れ

る
判
者
が
出
す
「
・
・
・
物
は
、」「
・
・
・
す
る
物
は
、」
と
い
っ
た
題
に

対
し
て
、
機
知
に
富
ん
だ
答
え
を
付
け
る
短
い
句
で
あ
る

8
。
こ
の
よ
う
な

文
学
サ
ー
ク
ル
は
、『
画
本
朝
日
山
』
の
構
造
に
近
似
し
て
い
る
「
物
は
付
」

の
句
集
を
著
録
し
、
編
纂
し
た
。

「
物
は
付
」
の
よ
う
な
句
は
、
ま
た
道
徳
教
育
に
お
け
る
便
利
な
道
具
と
し

て
も
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
様
々
な
行
儀
の
例
が
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
中
に
収
録
さ
れ
、制
作
者
の
提
示
す
る
教
訓
が
読
者
に
伝
わ
る
仕
組
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
画
本
朝
日
山
』
の
中
で
「
人
の
子
の
孝
な

る
」
は
、「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
の
段
中
に
、
そ
し
て
「
あ
は
あ
は
し
き
女
」

は
「
他
に
あ
な
づ
る
る
も
の
」
の
段
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
画
本
朝
日

山
』
の
書
体
は
他
に
例
が
み
ら
れ
な
い
が
、
当
時
影
響
力
の
あ
っ
た
北
村
季

吟
の
『
枕
草
子
春
曙
抄
』（
延
宝
二
年
〈
一
六
七
四
〉）
に
最
も
近
い
と
い
え
る
。

四
十
段
の
う
ち
、
六
段
は
『
枕
草
子
』
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
残
り

の
三
十
六
段
は
短
縮
さ
れ
て
お
り
、
多
数
あ
る
例
の
う
ち
、『
枕
草
子
』
に
含
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ま
れ
て
い
る
段
が
そ
の
ま
ま
写
さ
れ
た
も
の
は
、
五
事
項
以
下
で
あ
る

9
。

田
中
重
太
郎
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
た
だ
一
箇
所
の
み
「
見
て
心
知
よ
き
も

の
」
と
題
す
る
段
は
、『
画
本
朝
日
山
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、『
枕
草
子
』

に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
段
は
、次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
図
１
）。

知
り
た
る
人
の
業
の
能
出
来
た
る
と 

祭
の
は
や
し
物 

又
は
庭
に
植
た
る
菓
な
ど
の
生
た
る
い
と
う
れ
し

こ
れ
は
、
最
古
の
清
少
納
言
の
作
品
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
『
犬
枕
并
狂

哥
』（
慶
長
五
年
〈
一
六
〇
〇
〉）
に
典
拠
を
得
て
い
る
。
問
題
の
段
は
「
見

た
き
も
の
」
と
題
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

月
、
花
、
思
ふ
人
の
顔 

上
手
の
能 

数
寄
に
入
れ
た
る
道
具 

惚
れ
た
る
人
の
心
中
、
同
文
も 

名
所
〳

1〵0

人
が
見
た
い
も
の
の
例
の
中
で
、「
上
手
の
能
」
―
要
す
る
に
優
れ
た
能

舞
台
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
が
―
、
そ
れ
は
『
画
本
朝
日
山
』
に
あ

る
「
知
り
た
る
人
の
業
の
能
出
来
た
る
」
の
く
だ
り
と
類
似
し
て
い
る
。
挿

絵
は
、
こ
の
「
能
出
来
た
る
」
と
同
じ
典
拠
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら

『
画
本
朝
日
山
』
の
制
作
者
た
ち
が
、『
枕
草
子
』
の
注
釈
書
の
み
な
ら
ず
、

大
衆
文
学
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
を
も
参
照
し
て
い
る
事
が
理
解
さ
れ
る
。

日
記
的
章
段
や
随
想
的
章
段
を
全
て
除
外
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
制
作
者

た
ち
は
豊
富
な
類
聚
を
編
集
し
、
平
安
文
化
と
祭
礼
、
儀
礼
や
衣
装
の
記
述
と

い
っ
た
よ
う
な
日
常
生
活
や
、
歴
史
的
人
物
と
い
っ
た
類
聚
章
段
の
項
目
を
数

多
く
削
除
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
枕
草
子
』
の
「
一
時
性
の
抑
圧
」

11

は
、
後
世
の
読
者
た
ち
が
本
作
品
を
よ
り
簡
単
に
解
釈
で
き
る
よ
う
に
、
ま

た
、
思
想
的
な
操
作
を
加
え
や
す
い
よ
う
に
作
り
変
え
て
い
る
。
挿
絵
に
描

か
れ
て
い
る
情
報
に
よ
っ
て
、
当
時
の
社
会
の
生
活
へ
と
関
心
の
焦
点
の
変

換
が
伺
え
る
。
こ
こ
で
は
、
三
十
五
点
の
挿
絵
が
江
戸
時
代
の
男
女
を
描
い

て
お
り
、
そ
し
て
四
点
の
み
が
平
安
宮
中
の
人
物
を
描
い
て
い
る
。
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『
画
本
朝
日
山
』
の
序
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

前
聞
少
納
言
は
清
原
元
輔
の
女
に
て
上
東
門
院
に
め
し
ま
つ
わ
さ
れ
才

賢
世
に
絶
倫
女
房
に
ぞ
あ
り
け
る
そ
れ
が
後
々
讃
岐
に
す
ま
ゐ
け
る
頃

む
か
し
し
た
は
し
く
都
の
ゆ
か
し
き
あ
ま
り
自
か
き
つ
ら
ね
を
き
た
る

草
子
の
中
よ
り
情
に
切
な
る
詞
ど
も
を
撰
み
絵
に
な
ん
う
つ
し
て
朝
日

山
と
題
し
鄙
の
つ
れ
〳
〵
を
消
遺
け
る
と
ぞ
予
此
言
の
見
ま
く
ほ
し
く

年
月
お
も
ひ
居
け
る
に
此
ほ
ど
他
の
も
と
に
て
古
物
語
集
な
ど
見
侍
る

中
不
図
此
三
巻
を
見
あ
ら
は
し
け
れ
ば
い
み
じ
う
う
れ
し
く
思
ひ
て
独

見
ん
も
そ
う
〴
〵
し
か
ら
ん
こ
と
人
に
も
見
せ
て
し
が
な
と
更
に
其
絵

を
今
様
の
筆
に
あ
や
な
し
侍
り
ぬ
猶
ゝ
や
け
に
伝
て
蘭
閨
の
弄
も
の
と

も
な
が
ら
ば
ふ
み
の
は
や
し
の
さ
い
は
ゐ
お
ほ
き
の
み
。

こ
の
序
に
は
『
画
本
朝
日
山
』
の
編
集
者
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
源

折
江
の
署
名
が
あ
る

12
。
彼
は
、
清
少
納
言
が
宮
中
で
仕
え
た
後
、
四
国
の

讃
岐
で
暮
ら
し
た
と
言
及
し
て
い
る
が
、
誤
っ
て
彼
女
が
上
東
門
院
（
藤
原

彰
子
〈
九
八
八
―
一
〇
七
四
〉）
の
女
房
で
あ
っ
た
と
紹
介
し
て
い
る
。
清

少
納
言
が
讃
岐
を
訪
れ
た
と
い
う
歴
史
的
な
記
録
や
、
彼
女
が
藤
原
彰
子
に

仕
え
た
と
い
う
記
録
は
遺
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
伝
説

は
中
宮
定
子
が
亡
く
な
っ
た
後
、
彼
女
が
四
国
を
放
浪
し
、
特
に
讃
岐
や
阿

波
を
彷
徨
い
歩
い
た
と
い
う
様
に
彼
女
の
人
生
を
作
り
直
し
た
。
国
学
者
で

あ
っ
た
安
藤
為
章
（
一
六
五
九
―
一
七
一
六
）
は
、
著
書
『
年
山
記
聞
』
の

中
で
、
別
の
国
学
者
、
契
沖
（
一
六
四
〇
―
一
七
〇
一
）
を
引
用
し
、
清
少

納
言
は
晩
年
を
四
国
で
過
ご
し
た
と
記
述
し
て
い
る

13
。
さ
ら
に
、
清
少
納

言
が
彰
子
の
女
房
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
所
以
は
、彼
女
が
十
三
世
紀
の
『
十

訓
抄
』
や
『
悦
目
抄
』
か
ら
、
近
世
の
女
性
向
け
教
訓
書
に
い
た
る
ま
で
の

多
数
の
教
訓
的
な
作
品
中
で
、
そ
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
平
行

し
て
い
る

14
。
江
戸
時
代
の
教
訓
的
な
テ
ク
ス
ト
の
例
は
、『
女
郎
花
物
語
』（
寛

文
元
年
〈
一
六
六
一
〉）、『
本
朝
女
鑑
』（
寛
文
元
年
〈
一
六
六
一
〉）、『
女
用

文
章
往
か
ひ
振
』（
文
化
八
年
〈
一
八
一
一
〉
初
版
、
天
保
四
年
〈
一
八
三
三
〉

二
版
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
十
七
世
紀
に
『
枕
草
子
』
の
注
釈
書
を
制
作
し
た
北

村
季
吟
、
加
藤
磐
斎
、
岡
西
惟
中
三
人
の
和
学
者
た
ち
は
、
こ
の
誤
り
を
正
そ

う
と
試
み
た
。
し
か
し
折
江
は
、
そ
の
よ
う
な
試
み
を
無
視
し
て
清
少
納
言
の

イ
メ
ー
ジ
を
以
前
の
教
訓
的
な
作
品
に
合
わ
せ
て
再
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、『
朝
日
山
』
と
い
う
題
は
、
宇
治
川
の
東
岸
に
位
置
す
る
山

城
地
方
の
地
名
の
歌
枕
を
示
す
。
そ
れ
は
、
朝
の
光
や
、
儀
式
の
お
祝
い
事

と
関
連
す
る

15
。
そ
の
題
は『
枕
草
子
』の
文
中
に
は
一
度
も
現
れ
て
い
な
い
。

題
名
は
直
接
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
が
、
序
で
は
こ
れ
が
清

少
納
言
の
作
品
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
り
、
挿
絵
が
彼
女
自
身
に
よ
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
序
は
さ
ら
に
、
制
作
者
た
ち
が
挿
絵
を
描
き
直
し
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
が
、
テ
ク
ス
ト
が
編
者
に
よ
っ
て
書
き
か
え
ら
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
序
は
『
画
本
朝
日

山
』が『
枕
草
子
』を
補
遺
す
る
作
品
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、

祐
信
の
署
名
で
書
か
れ
た
「
凡
例
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
書
全
清
女
の
か
き
あ
つ
め
お
け
る
本
に
し
て
画
図
も
ふ
る
び
お
も
し

ろ
く
最
殊
勝
な
れ
ば
そ
の
儘
ゝ
に
て
木
に
ち
り
ば
め
お
こ
な
は
ん
こ
そ
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本
意
な
が
ら
虫
ば
み
或
は
き
え
う
せ
し
所
も
数
〳
〵
な
れ
ば
其
世
の
模

様
を
今
に
う
つ
し
て
詞
の
み
と
り
来
つ
ゝ
画
図
を
い
ま
や
う
に
あ
ら
た

む
の
み
絵
を
今
や
う
に
せ
し
か
ば
時
代
の
た
が
ひ
お
ほ
く
て
道
風
の
筆

と
い
ふ
朗
詠
集
の
嘲
り
の
が
れ
が
た
け
れ
ど
も
天
王
寺
の
鳥
居
を
朱
に

い
ろ
ど
る
も
見
も
の
に
か
ふ
る
の
は
た
ら
き
あ
れ
ば
と
が
め
も
あ
ら
じ

と
唯
絵
そ
ら
ご
と
の
諺
に
の
が
れ
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
見
ん
人
よ
く
〳
〵

用
捨
あ
り
て
虚
実
を
わ
き
ま
へ
た
ま
へ
か
し

序
と
同
様
に
「
凡
例
」
で
も
、
祐
信
は
『
画
本
朝
日
山
』
が
、
元
来
挿
絵

が
つ
い
た
最
殊
勝
の
清
少
納
言
に
よ
る
文
章
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い

う
説
を
保
持
し
て
い
る
。
祐
信
は
さ
ら
に
、
彼
が
絵
に
装
飾
を
加
え
当
時
の

画
風
を
取
り
込
ん
で
描
き
直
し
た
こ
と
を
供
述
し
、
ま
た
原
本
の
テ
ク
ス
ト

が
時
間
の
経
過
と
虫
食
い
で
被
害
を
受
け
た
た
め
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
手
を

加
え
た
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
る
。
祐
信
が
、
過
去
の
作
品
が
当
時
の
方
法

に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
心
配
し
て
い
る
の
が
明
ら
か

で
あ
る
。
す
で
に
自
身
で
改
作
し
た
『
徒
然
草
』
の
八
十
八
段
を
引
用
し
て
、

祐
信
は
そ
の
逸
話
と
彼
に
よ
る
『
画
本
朝
日
山
』
の
段
の
挿
絵
と
の
間
に
平

行
線
を
見
出
し
て
い
る
。

そ
の
逸
話
に
よ
る
と
、
有
名
な
三
筆
の
一
人
で
あ
る
小
野
道
風
（
八
九
四

―
九
六
六
）
に
よ
っ
て
写
本
さ
れ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
一
冊
持
っ
て
い
る

こ
と
を
自
慢
し
て
鼻
に
か
け
て
い
る
男
性
が
い
た
。
し
か
し
、
彼
の
自
慢
は

馬
鹿
げ
て
お
り
、
彼
を
み
ん
な
の
笑
い
も
の
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、『
和

漢
朗
詠
集
』
は
道
風
の
死
亡
と
同
じ
年
に
生
ま
れ
た
藤
原
公
任
（
九
六
六
―

一
〇
四
一
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
著
作
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
祐
信
は
、
著

作
物
の
編
纂
年
が
書
家
の
活
動
期
と
異
な
る
事
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
こ
の

逸
話
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、彼
自
身
が
挿
絵
を
描
い
た
『
画

本
朝
日
山
』
が
七
世
紀
前
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
重
ね
て
い
る
。
ま
た
、
祐

信
は
天
王
寺
の
鳥
居
を
引
用
し
て
、
目
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
そ
の
鳥
居
が

赤
く
塗
っ
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
引
用
の
仕
方
は
、
祐
信
が
自
身
の
作
品
に
対

す
る
鑑
賞
者
の
反
応
を
気
に
か
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
彼
は
作

品
の
真
正
性
を
大
変
気
に
し
て
い
る
が
、
同
時
に
市
場
性
に
も
深
い
関
心
が

あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

*12　

 

山
本
ゆ
か
り
『
上
方
風
俗
画
の
研
究
：
西
川
祐
信
・
月
岡
雪
鼎
を
中
心
に
』（
二
〇
一
〇
年
、
藝
華
書
院
）

*13　

 

塩
田
良
平
『
諸
説
一
覧
枕
草
子
』（
一
九
七
〇
年
、
明
治
書
院
、
四
二
―
四
四
頁
）

*14　

 

註
13
、
四
二
―
四
四
頁
。
清
少
納
言
が
藤
原
彰
子
に
仕
え
た
記
述
は
、
鎌
倉
中
期
に
成
立
し
た
『
十
訓
抄
』
や
『
悦
目
抄
』
に
登
場
し
、
江
戸
時
代
に
か
け
て
続
い

た
。
近
世
に
出
版
さ
れ
た
女
訓
書
に
圧
倒
的
で
あ
る
。

*15　

 

片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
』（
一
九
六
六
年
、
笠
間
書
院
、
一
二
―
一
三
頁
）
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「
あ
と
が
き
」
に
も
祐
信
の
落
款
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

此
三
巻
は
清
女
手
沢
の
存
す
る
処
の
古
ざ
う
し
な
り
け
る
を
折
江
君
な

る
人
も
ち
出
て
い
か
に
や
今
や
う
の
絵
に
う
つ
し
て
世
の
児
童
に
も
見

せ
て
し
が
な
と
頻
の
求
め
い
な
み
が
た
く
時
と
事
と
の
た
が
ひ
お
ほ
き

は
か
へ
り
見
も
せ
ず
詞
に
よ
せ
の
せ
ち
な
る
さ
ま
の
み
筆
に
ま
か
せ
て

少
納
言
の
昔
を
今
に
つ
ぎ
ぬ
見
ん
人
〳
〵
此
こ
ゝ
ろ
だ
に
を
し
り
給

は
ゞ
さ
の
み
と
が
め
も
と
あ
ら
じ
と
筆
を
か
い
や
り
ぬ
る
の
み

こ
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
祐
信
は
読
者
た
ち
に
折
江
が
取
り
上
げ
た
後
の

清
少
納
言
が
称
え
ら
れ
て
い
る
草
子
を
見
つ
け
る
よ
う
に
語
り
か
け
る
。
祐

信
は
ま
た
、
作
品
の
文
脈
と
作
品
の
享
受
者
の
文
脈
の
違
い
を
無
視
し
、
彼

の
筆
が
テ
ク
ス
ト
の
最
も
興
味
深
い
側
面
の
み
を
描
い
た
こ
と
を
説
明
し
て

い
る
。
祐
信
は
、
新
し
い
絵
を
描
い
た
こ
と
で
、
読
者
に
対
し
て
謝
罪
の
態

度
を
表
し
て
い
る
。
祐
信
が
想
定
さ
れ
た
読
者
の
中
に
子
供
を
加
え
た
こ
と

に
対
し
て
、
折
江
は
『
画
本
朝
日
山
』
を
女
性
向
け
に
す
る
と
、
そ
の
序
の

中
で
宣
言
し
て
い
る
。

『
日
本
古
典
書
総
合
目
録
』
に
よ
る
と
、『
画
本
朝
日
山
』
は
折
江
と
祐
信

が
初
め
て
共
同
制
作
し
た
作
品
で
あ
る
。
二
作
目
の
共
同
作
品
は
、『
絵
本

武
者
備
考
』
と
題
し
て
武
者
の
逸
話
の
絵
本
と
し
て
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）

に
出
版
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、『
画
本
朝
日
山
』
は
祐
信
と
内
藤
道
有
が
共
同

で
制
作
し
た
作
品
で
も
あ
る
。
山
本
ゆ
か
り
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
道
有

は
植
村
玉
枝
子
、
晩
香
散
人
玉
枝
、
晩
香
散
人
内
藤
玉
枝
、
内
藤
玉
枝
、
植

村
と
い
っ
た
様
々
な
名
前
で
署
名
し
た
。
読
み
書
き
の
練
習
と
し
て
数
多
く

京
都
で
作
成
さ
れ
た
往
来
物
は
、
道
有
と
同
一
人
物
と
推
測
さ
れ
る
京
都
を

本
拠
地
に
し
た
書
肆
植
村
藤
右
衛
門
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た

16
。
山
本
氏
は

さ
ら
に
、
道
有
が
「
往
来
物
」
の
制
作
に
筆
者
と
し
て
、
ま
た
編
者
と
し
て

関
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
彼
の
幾
つ
か
の
出
版
物
は
、
小
倉
百
人
一
首
鳳
凰

台
、
女
朗
詠
教
訓
歌
、
女
消
息
栄
文
庫
を
含
ん
で
い
る

17
。
道
有
の
刊
行
間

近
な
本
の
カ
タ
ロ
グ
は
、『
画
本
朝
日
山
』
初
版
の
最
後
の
頁
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
版
物
は
、『
女
筆
春
日
野
』、『
女
筆
し
の
す
ゝ
き
』、『
婦

人
養
草
』、『
女
中
庸
教
訓
鑑
』
と
い
っ
た
題
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
女
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性
読
者
を
対
象
に
し
て
い
る
（
図
２
）。
そ
の
た
め
、『
画
本
朝
日
山
』
の
巻

末
に
載
っ
て
い
る
こ
の
カ
タ
ロ
グ
は
主
に
、
若
い
女
性
向
け
の
読
み
物
と
し

て
宣
伝
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る

18
。

日
本
古
典
文
学
と
女
性
の
教
育

多
様
な
ト
ピ
ッ
ク
の
中
で
、『
画
本
朝
日
山
』の
制
作
者
た
ち
が
、『
枕
草
子
』

か
ら
選
ん
だ
の
は
、
女
性
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
他
に
あ

な
づ
ら
る
る
物
」
の
段
か
ら
浮
つ
い
た
女
性
は
軽
蔑
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
、「
見
て
心
地
よ
き
も
の
」
の
段
か
ら
魅
力
の
無
い
女
性
が
昼
寝
を
す
る

の
は
見
苦
し
い
こ
と
、「
た
の
も
し
げ
な
き
も
の
」
の
段
か
ら
妻
を
な
い
が

し
ろ
に
す
る
婿
は
将
来
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
、「
み
じ
か
く
て
あ
り
ぬ
べ

き
物
」
の
段
か
ら
は
少
女
の
声
は
柔
ら
か
く
、
下
級
社
会
に
暮
ら
す
女
性
の

髪
は
短
い
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
が
、
選
出
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
む
る
物
」
と
題
す
る
段
は
、
宮
中
の
恋
愛

物
語
や
、
囲
碁
に
双
六
、
幼
い
子
供
た
ち
が
可
愛
ら
し
く
喋
っ
て
い
る
と
こ

ろ
や
、
若
い
女
性
と
一
緒
に
双
六
を
遊
ん
で
い
る
場
面
の
挿
絵
と
共
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。『
枕
草
子
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
禁
欲
期
間
に
や
っ
て
き
た

訪
問
者
に
つ
い
て
の
例
は
、『
画
本
朝
日
山
』
に
載
っ
て
い
る
同
じ
段
か
ら

削
除
さ
れ
て
い
る
。
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

男
の
う
ち
さ
る
が
ひ
、
物
よ
く
言
ふ
が
来
た
る
に
、
物
忌
な
れ
ど
、
入

れ
つ
か
し
。

こ
の
よ
う
な
原
本
テ
ク
ス
ト
の
操
作
は
、
少
女
た
ち
に
と
っ
て
道
徳
的
に

不
適
切
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
た
め
、
無
害
な
娯
楽
や
、
母
性
に
関
す
る
事

項
と
す
り
か
え
る
こ
と
を
試
み
た
と
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
画
本
朝
日
山
』
に
お
け
る
女
性
読
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
示
す
別
の

例
と
し
て
、
第
一
冊
に
は
二
つ
の
段
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
大
に

て
よ
き
物
」
と
「
み
じ
か
く
て
あ
り
ぬ
べ
き
も
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ト

ピ
ッ
ク
が
対
照
的
で
あ
る
た
め
、
こ
の
二
段
は
一
対
と
し
て
扱
わ
れ
る
。「
大

に
て
よ
き
物
」
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
図
３
）。

家
居　

菓
物　

餌
袋　

火
桶　

鬼
灯　

法
師　

松
の
木　

硯
の
墨　

山

吹
の
英　

馬
も
牛
も
よ
き
は
大
に
こ
そ
あ
ん
め
れ

*16　

 

註
12
、
三
二
―
三
三
頁
。
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註
12
、
三
三
頁
。
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カ
タ
ロ
グ
の
題
名
は
、「
皇
京
書
房
植
村
玉
枝
軒
蔵
板
并
嗣
出
新
刊
目
次
」
で
あ
る
。
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『
枕
草
子
』
の
同
じ
段
に
は
、「
を
の
こ
の
め
。
あ
ま

り
ほ
そ
き
は
、
女
め
き
た
り
。
ま
た
、
鋺
の
や
う
な
ら

む
は
、
お
そ
ろ
し
。」
と
い
っ
た
文
章
が
ふ
く
ま
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
挿
絵
が
三
人
の
大
人
と
若
衆
の
髪
型

を
し
て
い
る
二
人
の
若
い
男
性
と
い
っ
た
男
だ
け
を
描

い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
男

性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
。

こ
の
段
の
後
に
は「
み
じ
か
く
て
あ
り
ぬ
べ
き
も
の
」

と
題
さ
れ
た
段
が
続
く
（
図
４
）。
そ
こ
に
は
、

頓
の
も
の
ぬ
ふ
糸 

灯
台 

げ
す
女
の
髪
う
る
は
し
く
み
じ
か
く
て
あ
り
ぬ
べ
し 

人
の
む
す
め
の
声

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
は
『
枕
草
子
』
の
段
と

対
応
し
、
再
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
三
点
の
事
項

が
含
ま
れ
て
い
る
が
、い
ず
れ
も
女
性
に
関
す
る
事
柄
、

す
な
わ
ち
裁
縫
、
女
性
の
髪
、
そ
し
て
若
い
女
性
の
声

で
あ
る
。
挿
絵
も
や
は
り
、
お
茶
の
準
備
や
裁
縫
、
髪

を
梳
い
て
い
る
女
性
だ
け
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
二

段
の
挿
絵
は
そ
れ
ぞ
れ
男
性
の
場
面
と
女
性
の
場
面
を

描
い
て
い
る
が
、
詞
書
は
わ
ざ
と
男
性
の
ト
ピ
ッ
ク
を

避
け
て
、女
性
に
関
す
る
ト
ピ
ッ
ク
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
介
入
は
、『
画
本
朝
日
山
』
が
女

性
の
問
題
に
強
く
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

『
画
本
朝
日
山
』
は
「
つ
ね
よ
り
も
こ
と
に
き
こ
ゆ
る
物
」

と
題
さ
れ
た
段
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
の
段
は
新
年
と
関
連
し

て
い
る
。
こ
の
段
に
添
え
ら
れ
た
挿
絵
に
は
、
牛
車
を
引
く

公
家
が
門
松
の
飾
っ
て
あ
る
門
を
通
っ
て
い
く
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
（
図
５
）。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
新
年
の
た
め
に
出

版
さ
れ
た
作
品
で
、
お
祝
い
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

次
の
段
は
「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
と
い
う
題
で
あ
る
。

人
の
子
の
孝
な
る 

鹿
の
ね 

秋
の
野 

山
里
の
雪 

川
竹
の
風
に
ふ
か
れ
た
る
夕
ぐ
れ 

あ
れ
た
る
家
に
む
ぐ
ら
は
ひ
か
か
り
よ
も
ぎ
な
ど
お
ひ

た
る
庭
に
月
の
く
ま
な
く
あ
か
き 

い
と
あ
ら
ふ
は
あ
ら
ぬ
風
の
吹
た
る

筍
を
掘
っ
て
い
る
男
、
鹿
、
荒
廃
し
た
家
と
庭
、
月
、
雪

に
包
ま
れ
た
山
を
含
む
挿
絵
は
、
テ
ク
ス
ト
の
各
部
分
を
描

い
て
い
る
（
図
６
）。
こ
の
男
は
「
二
十
四
孝
」
の
内
、
孝

行
息
子
孟
宗
が
年
老
い
て
病
気
の
母
に
筍
を
所
望
さ
れ
、
真

冬
の
季
節
は
ず
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
雪
山
に
入
り
、
彼
の
涙
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が
雪
を
溶
か
し
て
多
く
の
筍
を
見
つ
け
、
母
に
筍
の
汁

物
を
作
っ
て
食
べ
さ
せ
、
天
寿
を
全
う
さ
せ
た
と
い
う

物
語
に
典
拠
を
得
て
い
る

19
。

こ
の
場
面
は
頁
の
右
側
全
て
を
使
っ
て
描
か
れ
、
最

初
の
絵
が
読
者
の
凝
視
を
捕
ら
え
る
よ
う
に
配
置
さ
れ

て
い
る
。
絵
自
体
の
重
要
性
に
加
え
て
、
こ
の
孝
行
と

い
う
事
柄
が
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
教
訓
的
な

段
の
位
置
づ
け
は
、
教
育
が
本
作
品
の
目
的
で
あ
る
こ

と
を
明
確
に
し
、
ま
た
孝
行
は
、
儒
教
に
お
い
て
の
美

徳
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。『
画
本

朝
日
山
』
に
含
ま
れ
る
ほ
ぼ
半
数
の
挿
絵
は
、（
一
人

の
男
性
の
例
を
除
い
て
）
女
性
グ
ル
ー
プ
を
描
い
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
彼
女
た
ち
の
髪
、

裁
縫
、
茶
道
、
読
書
、
香
道
と
結
び
付
け
て
い
る
。
挿

絵
は
、
鏡
台
、
文
匣
、
茶
道
具
、
琴
、
双
六
盤
、
衣
桁
、

貝
桶
、
櫛
笥
等
と
い
っ
た
女
性
の
道
具
や
調
度
品
を
描

い
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
四
点
の
挿
絵
の
み
が
貴
婦
人
の
様
子
を

描
い
て
い
る
。
例
と
し
て
、
第
一
冊
の
十
三
段
「
過
に

し
か
た
こ
ひ
し
き
物
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
図
７
）。
画
中
に

記
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

枯
た
る
葵 

去
年
の
扇 

ひ
い
な
あ
そ
び
の
調
度 

月
の
あ
か
き
夜 

又
折
か
ら
あ
は
れ
な
り
し
人
の
文 

雨
な
ど
の
降
て
つ
れ
づ
れ
な
る
日
さ
が
し
い
だ
し
た
る

挿
絵
は
二
人
の
女
性
が
、
手
紙
と
思
わ
れ
る
も
の
を
読
ん

で
お
り
、
も
う
一
人
の
女
性
が
束
に
な
っ
た
何
か
を
盆
に
載

せ
て
運
ん
で
い
る
場
面
を
描
い
て
い
る
。
挿
絵
は
、「
枯
れ

た
る
葵
」
や
「
雨
」
な
ど
の
題
名
も
挙
げ
て
い
る
。
部
屋
の

奥
に
は
大
き
な
御
厨
子
の
棚
が
あ
り
、
本
、
巻
物
そ
し
て
木

箱
が
置
か
れ
て
い
る
。
絵
は
「
ひ
い
な
あ
そ
び
の
調
度
」
と

題
さ
れ
て
い
る
が
、
祐
信
は
女
性
の
調
度
品
の
重
要
な
部
分

で
あ
る
棚
を
画
中
に
取
り
入
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
詳
細
な
部

分
を
描
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
教
育
は
彼
女
た
ち

の
結
婚
の
可
能
性
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
事
を
強
調
し
て

い
る
。

*19　

 

藤
井
乙
男『
御
伽
草
子
』（
一
九
三
二
年
、岩
波
書
店
）

19　　近世の女性読者と古典の大衆化　―西川祐信の『画本朝日山』を題材に―

●右／図５・左／図６：西川祐信画『画本朝日山』（相愛大学図書館春曙文庫蔵）



も
う
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
貴
婦
人
を
描
い
た
第
二
冊
の
十
二
段
で

あ
る
。「
う
れ
し
き
も
の
」の
段
の
テ
ク
ス
ト
は
、次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

は
づ
か
し
き
人
の
歌
の
も
と
す
ゑ
た
づ
ね
た
る
に
ふ
と
お
ぼ
へ
居
た
る

我
な
が
ら
う
れ
し 

さ
し
ぐ
し
為
作
て
お
か
し
げ
な
る
も
う
れ
し
。

挿
絵
は
、
お
互
い
に
向
き
合
っ
て
い
る
一
人
の
女
性
と
一
人
の
男
性
を
描

い
て
い
る
が
、
隣
の
部
屋
に
三
人
の
女
性
が
身
だ
し
な
み
を
整
え
て
い
る
場

面
も
描
い
て
い
る
（
図
８
）。
画
面
左
の
場
面

は
、
男
性
の
挑
戦
を
受
け
て
、
女
性
が
和
歌
を

競
っ
て
出
す
場
面
を
思
い
出
さ
せ
る
。『
枕
草

子
』
の
中
に
こ
れ
ら
の
場
面
は
記
さ
れ
て
い
る

が
、
全
て
の
場
面
に
お
い
て
、
男
性
が
女
性
の

和
歌
を
詠
む
能
力
を
称
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

場
面
の
最
も
有
名
な
例
は
、
村
上
天
皇
が
宣
耀

殿
の
女
御
に
『
古
今
和
歌
集
』
二
十
巻
す
べ
て

暗
記
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
試
験
し
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
引
用
は
、

『
画
本
朝
日
山
』
が
女
性
の
教
育
を
促
し
て
い

る
事
を
示
す
。
隣
の
部
屋
に
は
、
身
支
度
を
し

て
い
る
女
性
の
姿
が
、
特
定
の
女
性
ら
し
い
調

度
品
に
囲
ま
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

調
度
品
の
う
ち
、
貝
合
わ
せ
の
遊
び
に
使
う
貝

を
し
ま
っ
て
お
く
貝
桶
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
桶
は
、
夫
婦
間
の
貞
操

を
象
徴
す
る
た
め
、
女
性
の
調
度
品
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
の
絵
に
は
女
性
の
教
育
と
結
婚
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
混
在
し
て

い
る
と
い
え
る
。

女
性
の
教
育
を
描
い
て
い
る
こ
れ
ら
の
場
面
の
他
に
、「
な
ま
め
か
し
き

も
の
」
の
段
の
挿
絵
が
あ
る
（
図
９
）。『
枕
草
子
』
は
五
月
に
行
わ
れ
る
祭

礼
儀
式
で
着
用
さ
れ
る
人
々
の
服
飾
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、

『
画
本
朝
日
山
』
は
、
男
性
と
女
性
を
一
人
づ
つ
選
ん
で

い
る
。
テ
ク
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

ほ
そ
や
か
に
き
よ
げ
な
る
公
達
の
直
衣
す
が
た 

わ
か
き
女
房
の
お
か
し
げ
な
る
夏
の
几
帳
の
し
た

う
ち
か
け
て
白
き
あ
や
ふ
た
あ
ひ
引
か
さ
ね
て
手

習
し
た
る 

薄
様
の
草
子
む
ら
ご
の
い
と
し
て
お
か
し
く
と
ぢ

た
る 

あ
た
ら
し
く
も
な
く
て
い
た
く
ふ
り
て
も
な
き
檜

皮
屋
に
菖
浦
う
る
は
し
く
ふ
き
わ
た
し
た
る

こ
の
場
面
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
二
十
三
段
「
河
内
越
え
」

に
典
拠
を
得
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
一
人
の

男
性
が
垣
根
越
し
に
、
化
粧
を
し
な
が
ら
夫
へ
の
愛
情
を

表
す
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
彼
の
妻
を
覗
き
見
て
い
る
。
女

性
の
貞
操
と
無
嫉
妬
心
が
、
一
度
冷
め
か
け
た
夫
の
愛
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情
を
煽
り
立
て
、
彼
女
に

も
う
一
度
振
り
向
か
せ
る

場
面
で
あ
る
。
こ
の
段
で

は
、
テ
ク
ス
ト
が
執
筆
中

の
女
性
を
記
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、
挿
絵
は
読
書

中
の
女
性
を
描
い
て
い
る
。

し
か
し
、
男
性
は
直
衣
姿
、

女
性
は
ひ
さ
し
に
杜
若
の

意
匠
と
い
う
風
に
、
そ
れ

以
外
の
場
面
で
は
絵
は
忠

実
に
物
語
を
描
い
て
い
る
。

挿
絵
は
『
伊
勢
物
語
』
を

引
用
し
、
教
養
の
高
い
女

性
が
男
性
に
と
っ
て
魅
力

的
で
あ
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」

の
段
は
、
読
み
書
き
と
い
っ
た
女
性
の
た
し
な
み
に
加
え
て
、
貞
節
や
無
嫉

妬
心
と
い
っ
た
、
既
婚
女
性
に
求
め
ら
れ
た
重
要
な
性
質
も
奨
励
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
挿
絵
で
は
、
貴
婦
人
が
女
性
の
手
本
と
な
り
、
真
似
す
る
に

値
す
る
性
質
を
構
築
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
表
現
し
た
。
残
り
の
挿
絵
は
、
裁

縫
、
料
理
、
掃
除
、
育
児
と
い
っ
た
上
流
階
級
の
女
性
文
化
を
描
い
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
能
力
は
、
武

家
や
裕
福
な
商
家
へ
嫁
ぐ
娘

に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
と
理

解
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
に
、『
画
本
朝
日
山
』
は
、

単
な
る
絵
本
と
し
て
分
類
さ

れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
ト
ピ
ッ
ク
の
大
半
は
女

性
の
日
常
生
活
に
関
す
る
事

柄
と
関
連
す
る
。
多
数
の
挿

絵
は
、
主
に
上
流
社
会
の
女

性
に
関
連
す
る
多
種
の
芸
術

や
行
事
に
携
わ
っ
て
い
る
場

面
が
際
立
っ
て
い
る
。
刊
行

予
定
の
出
版
物
カ
タ
ロ
グ
は
、
女
性
の
読
書
者
層
を
狙
っ
て
宣
伝
し
、『
画
本

朝
日
山
』
が
徳
川
社
会
の
若
い
女
性
の
生
活
向
上
を
目
指
す
教
育
を
目
的
と

し
て
い
た
事
を
示
す
。
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祐
信
以
後
の
『
画
本
朝
日
山
』

『
画
本
朝
日
山
』
は
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
と
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）

に
再
版
さ
れ
た
。
二
版
目
に
続
い
て
、
こ
の
作
品
は
、
江
戸
に
お
い
て
『
笑

本
春
の
曙
』
と
題
す
る
春
本
の
刊
行
を
促
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。『
画
本
朝

日
山
』
の
よ
う
に
、
こ
の
改
作
は
三
冊
か
ら
成
り
、
選
出
さ
れ
た
段
は
『
画

本
朝
日
山
』
と
同
様
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
官
能
的

な
文
章
に
変
容
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
も
男
女
の
性
的
な
関
係
に
擦
り
替
え
ら

れ
て
い
る
。
大
半
の
場
面
は
、
結
婚
式
、
初
夜
、
結
婚
生
活
、
と
い
っ
た
結

婚
に
ま
つ
わ
る
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
り
、
男
女
の
親
密
な
交
わ
り
で
あ
る
。
本
の

巻
末
に
、
結
婚
と
女
性
の
性
に
つ
い
て
二
つ
の
話
題
を
結
び
付
け
て
い
る
。

『
枕
草
子
』
を
、
幸
せ
な
結
婚
に
繋
が
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
変
化
さ
せ
、
幸

せ
な
結
婚
の
中
核
が
夫
婦
間
の
調
和
の
と
れ
た
性
生
活
で
あ
る
と
い
う
結
論

を
導
い
て
い
る
。
官
能
的
な
内
容
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
本
は
女
性
が
夫
に

追
従
し
、
夫
婦
関
係
の
向
上
に
役
立
つ
よ
う
助
言
す
る
た
め
の
、
女
性
の
教

科
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

20
。

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）、『
画
本
朝
日
山
』
は
、『
枕
草
子
』
の
別
の
改

作
で
あ
る
「
清
少
納
言
の
奇
才
・
同
枕
草
子
の
奇
語
」
と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン

を
含
む
、『
女
用
文
章
往
か
ひ
振
』
の
成
立
の
基
本
文
献
と
な
っ
た
。
こ
れ

ら
の
改
作
本
は
、
過
去
に
生
き
た
類
ま
れ
な
才
女
と
し
て
の
清
少
納
言
の
イ

メ
ー
ジ
を
投
影
し
て
い
る
。
こ
の
段
は
、
十
四
段
と
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）

年
刊
行
の
『
画
本
朝
日
山
』
に
表
れ
る
段
を
踏
ま
え
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ

の
序
は
、『
画
本
朝
日
山
』
を
基
本
文
献
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

序
は
『
画
本
朝
日
山
』
と
近
似
し
て
い
る
。
清
少
納
言
を
清
原
元
輔
の
娘
で
、

上
東
門
院
の
女
房
で
あ
る
と
紹
介
し
、
ま
た
『
画
本
朝
日
山
』
を
、
清
少
納

言
が
讃
岐
滞
在
中
に
執
筆
し
た
『
枕
草
子
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
と

言
及
し
て
い
る
。
序
は
、『
枕
草
子
』
全
篇
を
理
解
し
、
女
性
読
者
を
指
導

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
常
の
態
度
は
冷
静
に
、

他
人
と
交
わ
る
と
き
に
は
理
解
力
を
持
っ
て
心
に
自
然
の
優
美
さ
を
纏
い
、

和
歌
を
詠
む
と
き
は
月
や
花
を
思
い
、
感
情
を
豊
か
に
持
ち
、
と
い
っ
た
風

に
で
あ
る
。

こ
ゝ
ろ
あ
る
の
女
子
、
此
意
言
に
め
で
給
は
ゞ
、
全
き
か
の
さ
う
し
を
取

て
見
給
へ
。
是
に
お
も
ひ
を
こ
め
な
ば
、
日
頃
の
ふ
る
ま
ひ
、
の
ど
や
か

に
な
り
て
、
能
く
友
に
ま
じ
は
る
に
情
に
通
じ
、
お
の
づ
か
ら
心
み
や
び

に
な
り
て
、
月
・
花
を
詠
む
る
に
も
其
な
さ
け
ふ
か
る
べ
し
。
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挿
絵
は
『
画
本
朝
日
山
』
の
も
の
と
類
以
し
て
い
る
が
、
拡
大
し
た
り
、

切
り
落
と
し
た
り
、
変
化
を
加
え
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
絵
師
に
つ
い
て
の

言
及
は
な
い
。
例
え
ば
、「
う
れ
し
き
も
の
」
の
段
の
挿
絵
は
男
女
の
語
ら

い
の
場
面
を
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
し
て
、『
画
本
朝
日
山
』
の
他
の
登
場
人

物
を
削
除
し
て
い
る
。
別
の
例
と
し
て
、「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」
と
題
す

る
段
の
挿
絵
が
あ
る
。『
画
本
朝
日
山
』
で
は
読
書
中
の
女
性
が
登
場
す
る

の
だ
が
（
図
９
）、「
清
少
納
言
の
奇
才
」
に
は
執
筆
中
の
女
性
が
描
か
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
後
の
版
で
は
、
男
性
は
垣
根
の
後
ろ
で
は
な
く
女
性
の
前
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に
配
置
さ
れ
、
女
性
は
彼
の
存
在
に
気
づ
い
て
い
る
が
、
執
筆
を
続
け
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
絵
の
変
容
は
、
女
性
の
教
育
の
重
要
性
を
強
調
し
、
そ
れ

が
男
性
と
有
効
な
関
係
を
持
つ
こ
と
に
繋
が
る
と
指
導
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

平
安
時
代
の
古
典
文
学
を
応
用
し
た
祐
信
の
『
画
本
朝
日
山
』
は
、『
枕

草
子
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
女
性
の

地
位
向
上
の
た
め
の
結
婚
に
必
要
な
教
育
手
段
と
し
て
も
使
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
手
紙
の
執
筆
、
読
書
、
楽
器
の
演
奏
や
茶
道
と
い
っ
た
作
業
に

従
事
し
て
い
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
、
女
性
の
日
常
生
活
に
関
す
る
ト

ピ
ッ
ク
を
選
出
し
て
、
そ
れ
ら
が
花
嫁
修
業
と
し
て
学
ば
れ
た
こ
と
を
示
唆

し
た
。
刊
行
間
近
な
女
性
向
け
の
本
の
カ
タ
ロ
グ
を
巻
末
に
載
せ
た
こ
と
に

よ
り
、『
画
本
朝
日
山
』
を
女
性
の
教
訓
書
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
位
置
づ
け

る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
『
画
本
朝
日
山
』
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
平

安
古
典
文
学
の
最
初
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
清

少
納
言
の
作
品
を
女
性
読
者
た
ち
の
間
に
流
行
さ
せ
て
、
徳
川
社
会
の
女
性

た
ち
を
教
育
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

［
付
記
］

資
料
掲
載
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
相
愛
大
学
図
書
館
春
曙
文
庫
に
、
末
筆

な
が
ら
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
本
語
訳
に
際
し
ま
し
て
、
亀
田
和

子
氏
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

*20　

 

中
野
節
子
『
考
え
る
女
た
ち
仮
名
草
子
か
ら
〈
女
大
学
〉』（
一
九
九
七
年
、
大
空
社
、
一
二
四
―
一
二
七
頁
）

*21　

 「
清
少
納
言
の
奇
才
・
同
枕
草
子
の
奇
語
」『
女
用
文
章
往
か
い
振
』、
一
八
一
八
年
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