
紫
式
部

の
初
宮
仕
年
時
を
め
ぐ

っ
て

増

淵

勝

一

序

昭
和
十
五
年

(
一
九
四
〇
)
二
月
に
岡

一
男
先
生
が
、
紫
式
部
の
中
宮
彰
子

へ
の
初
宮
仕
年
時
を
、
寛
弘
二
年

(
一
〇
〇
五
)
十
二
月
二
十
九
日
の
こ
と
と

論
証
さ
れ
て
以
来
臨
獺
獄
鄰
酷
微
醇
献
舖
講
茫
無
咳
、
す
で
に
三
十
年
以
上
の
星
霜
を

経
て
お
る
。
こ
の
間
、
寛
弘
元
年
説
・同
三
年
説
・同
四
年
説
な
ど
の
提
唱
も
少

な
く
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
不
備
や
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
て
、岡
先
生
の
寛

弘
二
年
説
は
、
今
井
源
衛
氏
陥
螺
弍
塑
焦
嬲
痢
・
角
田
文
衛
博
士
飴
瞭
試
聴
秕
殴
仞
畤

砕
竃
月
・
中
野
幸

一
氏
隔
翻
昧
鯨
聾

ハ蠻

飜

ら
以
下
の
賛
同
も
あ

っ
て
、
い

よ
い
よ
確
固

た
る
定
説
と

な

っ
て
い
る
。

岡
先
生

の
寛

弘
二
年
説

は
、

『
紫
式
部

日
記
』

『
紫
式
部
集
』

『
伊
勢
大
輔

集

』
そ
の
他

の
諸
資
料

を
、
有
機
的

に
分
析

・
再
構
成
さ
れ
た
結
果

に
よ
る
も

の
で
あ

る
が

指
嬾
紙
吻
朧
砌
湛
礎
納
禰
壇

広

覿
錬
牝
、
そ
れ
だ
け

に
そ

の
論
証
過

程
は

複

雑

で
、

こ
れ
が
た
め
、
本
説

の
趣
意
が
十
分

に
は
理
会

さ
れ
得

な
い
場
合
も

あ
る
ら
し
く
、
依
然
と
し
て
異
を
唱
え
る
向
き
が

な
く
は
な
い
。

し
か
し
、

そ

う

い
う
と
き

に
は
、
新
説

の
提
出
も
結
構
だ
が
、

い
ま

一
度
、

自
己

の
論
証
が

寛

弘

二
年
説

に
齟
齬

し
な

い
ば

か
り
か
、
か
え

っ
て
そ
れ
を
傍
証
す

る
も

の
が

多

い
か
も
知
れ

ぬ
と

い
う

こ
と
を
確
認
し
て
、
自
説
を
再
吟
味
す

る
と
よ

い
だ

ろ
う
。

最
近
、
加
納
重
文
氏
は
「紫
式
部
の
初
宮
仕
年
時
」
畑
骼
籬

盤

篇
鯉
藤

と
題
す

る
ご
論
稿

で
、
き
わ

め
て
斬
新
な
観
点

か
ら
、
紫
式
部

の
寛
弘
三
年
初

出
仕
説

を
提
案
さ
れ

た
が
、

こ
の
加
納
氏
説
な
ど
も
、
叙
上

の
再
吟
味
を
ぜ

ひ

と
も

し
て
い
た
だ
き

た
か

っ
た
例

の

一
つ
で
あ

る
。
そ

の
わ
け

は
、
加
納
氏

の

御
説

も
、

必
ず

し
も
寛

弘
二
年
出
仕
説

に
対
立
す

る
も

の
で
は
な
く

て
、

か
え

っ
て
有
ガ

な
援
証

に
な
る
も

の
だ

か
ら

で
あ

っ
て
、
以
下
、
ど
う

し
て
そ
う

い

う
結

論
に
な
る
の
か
、
加
納
氏
説

を
検
討
し

つ
つ
、
私

の
考
え

を
明
ら

か
に
し

て

い

っ
て
み
よ
う
。

1

寛

弘
三
年
説

の
新

し

い
提

唱

の
直
接
的

ベ
ー

ス
に
な

っ
た
の
は
、

『
紫
式
部

集
』

綻
紜

収
載

の
次

の
四
首

の
歌

で
あ

る
。

う

ち

は
じ
め
て
内

裏
わ
た
り
を
見

る
に
も
、
物

の
あ

は
れ

な
れ
ぽ

、

㈲
身

の
憂

さ
は
心
の
う
ち
に
慕

ひ
来

て
今
九
重
ぞ
思

ひ
み
だ
る
る

又
、

い
と
う
ゐ
う
ゐ
し
き

ま
に
て
、

ふ
る
さ
と

に
帰

り
て
の
ち
、

ほ

の
か
に
語
ら
ひ
け
る
人

に
、
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68
閉
ぢ
た
り
し
岩
間

の
氷
う
ち
解

け
ば
を
絶
え

の
水
も
影
見
え
じ
や

は

返
し

㈲
み
山
べ

の
花
吹
き
ま
が
ふ
谷
風

に
結

び
し
水
も
と
け
ざ

ら
め
や
は

正
月
十
日

の
程
に
、

「
春

の
歌
奉

れ
」
と
あ
り
け
れ
ぽ
、

ま
だ
い
で

た
ち
も
せ
ぬ
隠

れ
家

に
て

㈹
み
吉

野
は
春

の
け
し
き

に
霞

め
ど
も
結
ぼ

ほ
れ
た
る
雪

の
下
草

加
納
氏

は
、
最
初

に
こ
の
㈱
～
60

の
四
首
が
十

二
月

二
十
九
日
か
ら
正
月
十

目
前
後

ま
で

の
、
時
期
的
に
近
接
す

る
詠
で
あ
る
こ
と
を
認

め
ら
れ
た
上
で
、

60

の
歌
が
寛

弘
四
年

正
月
十
日
立
春

の
作
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
㈱

の
歌
は

同
三
年

十

二
月

二
十
九
日

の
詠
と
な

っ
て
、

こ
れ
に
よ

っ
て
紫

式
部
が
中
宮
彰

子
に
初

出
仕

し
た

の
も
、

こ

の
寛
弘

三
年

(
一
〇

〇
六
)

十
二
月

二
十
九

日
で

あ
る
と
説
か
れ
た

の
で
あ
る

繃
嫻
。
加

納
氏
が
⑯O

の
歌

を
寛

弘
四
年

正
月

十
日

立
春

の
作
と
さ
れ
た

の
は
、

①

本
歌

に
用

い
ら
れ
て
い
る
、
和
歌
用
語
と

し
て
の

「
霞

」
や

「
雪

」

の

用
法

は
、
新
春

・
早
春

と

い
う
よ
り
、

む
し
ろ
立
春

の
叙
景

を
背
景

に
し

た
歌
詠
と
考
え
ら
れ
る
。

②

そ

こ
で
、

「
正
月
十
日

の
程
に
、

『
春

の
歌
奉

れ
』
」
と

い

う

詞

書

は
、

「
正
月
十
日

の
程

の
立
春

の
日

に
、
春

に
な

っ
た
心

の
歌
を
た
て
ま

つ
れ
」
と

い
う
意
味

で
あ

っ
て
、
寛
弘
元
年
か
ら
同
五
年
ま

で
の
立
春

の

月
日
を
調

べ
て
み

る
と
、
同
四
年
正
月
十
日
が

こ
れ

に
あ
た

っ
て

い
る
。

⑧

な

お
、
本
歌
㈹

に
先
行
す
る
鱠

の
歌

は
、

「春

が
来

て
氷
が

解
け
た
な

ら
ば
」
と

い
う
歌
意

に
よ

っ
て
、
す

で
に
春

に
な
り
き

っ
て
か
ら
詠
ま
れ

る
よ
う
な
も

の
で
は
な

い
。

と

い
う
三
条

の
根
拠

に
も
と
つ

い
て
い
る
。

こ
の
新
論
拠
か
ら

の
明
快
な
推
察

は
、

い
か

に
も
説
得
力

に
富
み
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
定

説
と

な

っ
て
い
る
紫
式

部

の
寛

弘
二
年
十

二
月

二
十
九

日
立
春
出
仕
説

は
、
劒
～
㈹

の
四
首
が
立
春
以

前

の
作
と

い
う

こ
と

で
、
到
底
成
り
立
た
な
く
な

る
。

し
か
し
な
が
ら
、

は
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

て
本
説

に
、
加
納
氏
自
身
が
危
惧
さ
れ
る
よ
う
な
、

「
推
理

の
過
程

に
誤
り

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

が
な

か

っ
た
」
だ

ろ
う

か
。

ま
ず
疑
問

に
な

る
の
は
、
①

の
㈹

の
歌

に
用

い
ら
れ

て
い
る

「
霞
」
や
「
雪
」

の
用
法
が
、
立
春

の
叙

景
を
背
景

に
し
た
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
る

前

提

で

あ

る
。

『
古
今
和
歌
六
帖
』
第

一
帖

「歳

時
部

」
〈
春

〉
に
よ
れ
ば
、
そ

の
冒
頭

の

「
春
立

つ
日
」
五
首

の
中

に
は
、
た
し
か
に
加
納
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
壬
生
忠

岑

の
、春

立

つ
と

い
ふ
ぼ
か
り

に
や
み
吉

野

の
山
も
霞
み

て
今
朝

は
見
ゆ
ら
む

の
詠
な
ど
も
見
え
、
立
春

の
叙
景
に
も
と
つ

く

「
霞
」

の
用
法
も
少
な
か
ら
ず

存
在
す

る
。
し
か
し
、

「
み
吉
野

の
山
も
霞

み
て
」
が
、

い
つ
も
立
春

の
叙

景

を
背
景

に
し
た
歌
詠
か
と

い
え
ば
、
同
じ
く

『
六
帖

』
〈
春

〉
の
「
朔
日

の
ひ
し

五
首

の
中

に
、

き

の
ふ

こ
そ
年

は
暮

れ
し
か
春
霞

春
日
の
山
に
は
や
立
ち
に
け
り

(
山
辺

赤
人
)

と
か
、吉

野
山
峯

の
白
雪

い
つ
消
え
て
今
朝

は
霞

の
立
ち
変
る
ら
む

(
源
重
之
)

と

い
う
詠
も
あ

っ
て
、
暦

の
上
で
の
立
春

日
の
ほ
か
に
、

元
旦
を
迎
え
て
春

の

訪
れ
を
実
感

す
る
と
い
う
風

習

の
あ

っ
た

こ
と
も
理
会

さ
れ
る
。

さ
ら

に
、

こ
の

「
朔

日

の
ひ
」

の
歌

に

つ
づ

く

「
残

り
の
雪

」
十

八
首

の
中

に
も
、霞

立
ち
木

の
芽
も
春

の
雪
降

れ
ば
花

な
き

里
も
花

ぞ
散

り
け
る

(
貫
之

)

と
か
、春

霞

立
ち
寄

ら
ね
ば

や
み
吉
野

の
山

に
今
さ

へ
雪

の
降

る
ら
む

(
貫
之
)
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な
ど
の
歌
が
あ
げ

ら
れ

て
い
て
、
㈹

の
歌

に
見
ら
れ

る

「
霞
」
や

「
雪
」

の
用

法

を
、
決

し
て
立
春

の
叙
景

に
も
と
つ
く
も

の
と
ぽ

か
り
限
定
す

る
こ
と

は
で

き

な
い

の
で
あ
る
。
特

に
、
最
後

に
あ
げ

た

「
春
霞
」

の
歌

は
、

ち

ょ
う
ど
㈹

の
歌

の
み
吉

野
と
式
部

の
隠

れ
家
と

の
景
観

の
対
比

を
逆

に
し
た

趣

が

あ

っ

て
、
式
部

の
詠
が

新
春

・
早
春

の
作

で
あ

る
こ
と

を
確
信

さ
せ
る

も

の

で

あ

る
。ち

な
み
に
、

『
六
帖

』
に
い
う

「
残

り
の
雪
」
と

は
、
新
春

を
迎

え
て
も

な

お
降
り

つ
も
る

(
冬

の
名
残

り

の
)

雪
と
い
う
意
味

の
も

の
で
あ

る
。
㈹

の
歌

に
詠
み
込
ま
れ
た
よ
う
な

「
霞
」
や

「
雪
」

の
用
法

は
、

『
六
帖

』
で
も

「
仲

の
春
」
や

「
春

の
は
て
」
な
ど

の
歌

に
は
見
ら
れ
な
い
。

勅
撰
集

の

「
春
部
」
巻
頭
歌

は
立
春
な

い
し
元
旦

の
詠
で
あ
り
、

こ
れ

に
つ

づ
く
数
首
も

こ
の
類
が
多

い
か
ら
、
そ

こ
だ
け

に
注
目
し
て

い
る
と
、
立
春

を

背
景

に
し
た

「
霞
」
や

「
雪
」

の
歌
詠
ば

か
り
が
目
立

つ
の
で
あ
る
。

こ
の
式

部

の
詠
㈹

は
、

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
第

一

「
春
上
」

の
十
首
目

に
、

「
一
条
院

の
御
時
、
殿
上
人

『
春

の
歌
』
と

て
乞

ひ
侍

り
け
れ
ば
、
詠

め
る
」
と

い
う
詞

書

で
入
集

し
て
い
る
が
、

こ
の

『
後
拾
遺
集
』

の
配
列
を
検
討
し

て
み
る
と
、

1

睦
月

一
日
、
詠

み
侍

り
け

る
。

2

陸
奥

国
に
侍

り
け

る
時
、
春
立

つ
日
、
詠

み
侍

り
け

る
。

3

「
春

は
東

よ
り
来

る
」

と
い
ふ
心
を
詠

み
侍

り
け
る
。

4

春

立

つ
目
、
詠
み
侍
り
け
る
。

5

寛
和

二
年

、
花

山
院

の
歌
合

に
、
詠

み
侍

り
け
る
。

6

年
籠

り

に
山
寺

に
侍
り
け

る
に
、

「
今
日

は
い
か
が

」
と
人

の
問

ひ
て

侍
り
け
れ
ば
、
詠

め
る
。

7

山
寺

に
て
、
睦
月

に
雪

の
降
れ

る
を
詠

め
る
。

8

題
知
ら
ず
。

9

天
暦

三
年
、
太
政
大
臣

の
七
十
賀
し
侍
り
け

る
屏
風

に
詠

め
る
。

10

(省
略
)

11

花
山
院

の
歌
合

に
、

「
霞
」

を
詠

み
侍

り
け

る
。

12

題
知

ら
ず
。

…
…

と
な

っ
て

い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

『
後
拾
遺
集
』

の
撰
者

は
、

元
旦

(
1
)

・
立
春

(
2
～
6
)

・
新
春

(
7
以
下
)

の
順

に
配
歌

し
て

い
る
こ
と

は
明
ら

か
で
あ

っ
て
、
式

部

の
詠
㈹
が

新
春

の
作

と
理
会

さ
れ
て

い
た

こ
と
も
ま
た
判

明
す
る

の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
60

の
歌

に
見
ら
れ
る

「
霞
」

や

「
雪
」

の
用
法

は
、
立
春
日

・

元
旦

・
早
春

の
歌

に
か

か
わ
り
な
く
存
在

す
る
も

の
で
あ

っ
て
、

し

た

が

っ

て
、
本
歌
を
立
春

の
叙
景
を
背
景

に
し
た
作
と
限
定
す
る

こ
と

は
で
き
な

い
。

む

し
ろ
、
立
春

日
の
詠
が
、

「
春
霞
立
て
る
」

「
春
立

つ
」

「
霞

の
立

ち
か

は

ヘ

ヘ

へ

る
」
「
春
も
越
え

つ
ら
む
」
等

の
、
春
立

つ
こ
と
を
明
示
す

る
表
現
を
持

つ
こ
と

が
多

い
の
に
対

し
て
、

「
春

の
け

し
き

に
霞

め
ど
も
」
と
な
だ
ら

か
に
春

の
情

景

を
表
出

し
た
式
部

の
詠

は
、

『
六
帖
』

の
貫
之

の

「
春
霞
」

の
歌

の
趣
と
通

い
合

う
こ
と
と
も
相
俟

っ
て
、
早
春

の
作
と
考
え

た
方
が

よ
い
だ

ろ
う
。

『
後

拾
遺
集

』
撰
者

は
、

詞
書

に
不
審

を
残

し

つ
つ
も
、

そ
の
意
味

で
正
鵠

を
射

た

配
列
を
、
式
部

の
詠

㈲
に
施

し
た
の
で
あ

る
。

(
つ
い
で
に
言

え
ば
、
本
歌
が

た
と
え
立
春

の
叙
景

を
背
景

に
し
た
詠

で
あ

っ
て
も
、
実
は
立
春

日
に
詠

ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

と

い
う
必
然

性
は
な

い
の
で
あ

る
。

「
み
吉
野

の
」

の
発
句
が
実

景
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
屏
風
歌
あ

る
い
は
小
さ
な
歌
会
な
ど

の
出
詠
歌

で
あ
る
場
合
も
当
然
考
え

ら
れ

る
。
そ

の
よ
う
な
、
す

で
に
立
春
日
を
あ
と

に
し

て
い
て
も

く
あ

る
い
は

立
春

日
の
直
前

で
あ

っ
た
と
し

て
も

V
、
、
与
え
ら
れ
た
歌
題

に
よ

っ
て
、

こ

れ

に
ふ
さ
わ

し
い
景
情
を
詠
み
出
す
列
は
、
公
私

の
歌
集

に
し
ば

し
ば

見
受

け
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ら
れ

る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
)

2

㈹

の
歌
が
立
春
日

の
詠
歌
で

は
な
く
て
、
早

春

の
叙

景
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
加
納
氏
が
あ
げ

ら
れ
た
②

の
、

「
正
月

十

日

の

程
」
を

「
正
月
十
日

の
程

の
立
春

の
日

に
」
と
す
る
解

釈
も
、
も

ち
ろ
ん
成

り
立

た
な

へ

く
な

る
。
も
と
も
と
、

「
正
月
十
日

の
程
」
を
、
イ

コ
ー

ル

「
正
月
十
日
」
と

短
絡
す
る
こ
と
さ
え
危

ぶ
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
自
体

で
は
、
寛

弘

三
年

お
よ
び
同
五
年

の
立
春

は
旧
年

中
に
あ
る
か
ら

驪
雕
牝
樽
叶
肛
胡
咐
帥
紳
お
巧
都

甑瀚
鞠

読
黠

羲

誰

黶

讎

譲

物
、
「
+
日
の
ほ
ど
」
の
立
春
日
、
即
寛
弘
四

年
正
月
十
日
だ
と
主
張

す
る
か
も
知

れ
な
い
。

し
か
し
、

『
紫
式
部
集
』

の
時

日
記
載

の
例
を
見
る
と
、

ω
七
月

十
日

の
程
膕
躰
」

働
霜
月
ば

か
り

㈱
睦
月

十
日
ぽ

か
り

㈱
花

の
散

る
頃

㈹
去
年

の
夏

よ
り

、

等
と
漠
然
と
記
す
も

の
が
あ

る

一
方
、

図
秋

の
果

つ
る
日

㈹

五
月

五
日

に
あ
た
れ
り
し

㈲
宮

の
御
産
養
、

五
日
の
夜

㈲
御

五
十
日

の
夜

痂
睦
月

の
三
日

等
と
、
明
確

に
日
時

を
記
す
も

の
も
あ

っ
て
、
式
部

の
記
憶

に
焼
き
付
け
ら
れ

た
印
象

の
強
弱

を
お
の
ず
と
実
感
す

る
こ
と
が

で
き

る
。
彼

女

は
、
自

分

の

『
日
記
』

に
初
出
仕

の
日
を

、「
師
走

の
二
十
九
日
」
と
書
き
残
し
て

い
る
く
ら

い
で
あ

る
。
初
宮
仕
退
出
後

の
最
初

の
御
召
し
歌
が
、

立
春

日

の
詠

と

い
う
晴

れ
や

か
な
も

の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、

は

っ
き
り
と

「
正
月
十
日
に
」
と
か
、

「
春
立

ち
け

る
日
に
」
と

か
記
し
た
だ

ろ
う
。
そ
れ
を

「
正
月
十
日

の
程

に
」

と
漠
然
と
記
し

て
い
る

の
は
、

こ
の
㈹

の
歌
が
、
そ
う

い
う
晴
れ
や
か
な
背

景

の
も

の
で
は
な
く
て
、
中
宮
彰
子

の
式
部

へ
の
、
私
的
な
思
し
召
し

に
対
す
る

返
答

で
あ

っ
た

か
ら

で
あ

ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
㈹

の
詞
書
か
ら
は
、

「
正
月
十
日

の
程

の
立
春

の
日
に
」
と

い

う
よ
う
な
意
味
合

い
は
と
て
も
引
き

出
せ
ぬ
。
早
春

の
正
月

十
日
頃
に
、

中
宮

様
か
ら

「
春

の
歌
を
奉
る
よ
う

に
」
と
仰

せ
言
が

あ

っ
た

の
で
、

と

い
う
至

っ

て
平
凡
な
解
釈

に
落
ち
着
か
ざ
る
を
得

な
い

の
で
あ
る
。

3

も

っ
と
も
、
岡

一
男
先
生

の
こ
示
教
に
よ
る
と
、

こ
う
し
た
煩
瑣

な
説
明
を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

施
さ
な
く
と
も
、
実

は
、
㈹

の
歌

の

「
み
山
べ

の
花
吹
き
ま
が

ふ
谷

風
に
」

の

句

こ
そ
が
、
早
春

の
叙
景
を
背
景

に
し
た
詠
作

で
あ

る
こ
と
は
、

「
花
吹
き
ま

が

ふ
」

の

一
句
よ
り
推
し
て
、
あ
ま
り

に
も
明
自
で
あ

っ
て
、
そ

う

と

す

れ

ぽ
、

つ
づ
く
㈹

の
歌
が
早
春

の
詠

で
あ

る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
ゐ
と

の
こ
と

で
あ

る
。

「
花
吹
き
ま
が
ふ
」

の

「
吹
き

ま
が
ふ
」
と
は
、

『
源
氏
物
語
』
「
初

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

音
」
巻

に
、

「
梅

の
香
も
御
簾

の
内

の
匂

ひ
に
吹
き

ま
が

ひ
て
」

と
あ
り
、
ま

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た

「
夕
霧
」
巻

に
、

「
時
雨

い
と
心
あ
わ
た
だ
し
う
吹
き
ま
が

ひ
云

々
」
と
見

え

る
よ
う

に
、
区
別

の
つ
か

ぬ
よ
う
に
吹
き
ま
ぎ
れ
る
、
風
に
吹

か
れ
て
乱
れ

る
、
と

い
う
意
味
で
あ

る
。
し
か
も
谷

風
に
吹
き

乱
れ
る

の
は
里
の
花

で
は
な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
。
深
山
辺

の
花
で
あ
る
。

い
か
に
も
早
春

の
山
峡

の
風
情
が
感

じ
ら
れ

る
で

は
な

い
か
。

本
歌

と
同
じ
く

「
谷
風
」

お
よ
び

「
花
」

「
結
び

し
水

」
等

の
用
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語
を
使

っ
た
春

の
歌
と
し
て

は
、

谷
風

に
解
く
る
氷

の
ひ
ま
こ
と

に
う
ち
出
つ

る
波

や
春

の
は

つ
花

(
『
古

今

集
』

「
春

」

・
源

当
純
)

春

風

の
吹
き
そ
め
し
よ
り
滝

つ
瀬

の
氷
も
解

け
て
花
ぞ
散

り
け

る

(
『
古

今

六
帖

』

「
天
」
〈
春

の
風
〉
)

氷
解
く
風

に
つ
け

つ
つ
梅

の
花
行

く
水

に
さ

へ
匂

ふ
な
り
け

り

(
『
源
順

集

』
)

等

が
あ
り
、

ま
た

「
尋
残
花
」
と

い
う
題

の
、

ご

一

谷
風

に
み
山

の
花
や
残
り
あ
り
と
打
ち
ぞ
渡

れ
る
水
も

騒
ぐ
に

(
『
藤
原

長
能
集

』
)

の

一
首

も
、
㈲

の
歌
を
早
春

の
歌
と

勘
案
す
る

の
に
参

考
と
な
ろ
う
。

す
な
わ

ち
、

こ
こ
で
は
す

で
に
、

「
花
吹
き
ま
が
ふ
谷
風
」

の
吹

い
て

い
る
こ
と
が
叙

せ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
、

こ
れ

に
よ

っ
て
、

(
春

の
訪
れ
を
も
知
ら

ぬ
げ

の
)

結
ん
だ
水
も
、
解
け
る

で
あ
ろ
う
と
、
返
し
て

い
る

の
で
あ
る
。

4

そ
れ
な
ら
、
③

に
い
う
㈲

の
答
歌

に
対
す

る
㈹

の
贈
歌
が

「
す

で
に
春

に
な

り
き

っ
て
か
ら
詠
ま
れ

る
よ
う

な
も

の
で
な
い
」
事
実
を
、
ど
う

解

釈

す

る

か
。
そ
れ

は
、
加
納
茂
が
竹
内
美
千
代
氏

の

『
紫
式
部
集
評
釈
』

の

「
春
が
来

て
解
け

た
な
ら
ば
」
と

い
う
訳
文

に
引

か
れ

て
設
定
し
た

こ
の
前
提
を
、
取
り

消

せ
ば
よ

い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
う

ち
解
け
ば
」
と

い
う

仮

定

条

件

は
、
春

の
訪
れ

に
関

し
て
の
も

の
で
は
な
く

て
、
あ
く
ま

で
も
岩
間

の
氷

の
解

離

に

つ
い
て
の
も

の
だ

か
ら

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

こ
こ
か
ら
春
を
期
待
す
る
よ

う

な
意
味
合

い
は
直
接
的

に
は
出

て
こ
な

い
の
で
あ

る
。
そ

こ
で
、
早
春

の
叙

景

を
背
景

に
し
た
69
の
歌
と

の
関
連

で
考
え

る
と
、

こ
の
う

ち
「
解
け
ば
」
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
春

が
来

て
解

け
た
な
ら
ぽ

」
で
は
な
く
て
、

「
春
が
来

た

の
で
あ

る
か
ら
解

け
た
な
ら
ぽ

」
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と

に
気
づ
く

で

あ

ろ

う
。
鯛

の

「
岩

間

の
氷
」
は
㈲

の

「
結

び
し
水
」

に
同

℃
で
あ

る
が
、

そ
う
す

る
と
、
鰌

の
上
三
句
は

「
ほ

の
か

に
語
ら
ひ
け
る
人
」
の
状
態

を
言

っ
て
い
る
こ
と
に
な

り
、
ま
た
下

二
句
は
紫
式
部
自
身

の
心
情

を
述

べ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

そ
の

意
味
で
、
竹
内

氏
が

本
歌

の
真
意

を
、

「
あ

な
た
が
打
解
け

て
下
さ

る
な
ら
、

私
も
姿
を
見
せ
ま
し

ょ
う
」
と
訳
さ
れ
た

の
は
正
し
い
が
、
表

の
意
味

と
し
て

は
、

(
す
で

に
春

に
な

っ
た

の
で
あ
る
か
ら
)
岩

間
を
閉

じ
て
い
た
氷
も
解

け

る
な
ら
ば
、
と
だ
え
て

い
た
水

の
姿
が

見
え
な

い
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
、
と

な

る

の
で
あ
る
。

69
詞
書

の

「
ま

た
、

い
と
う
ゐ
う
ゐ
し
き
さ
ま

に
て
」

は
、
も
ち
ろ
ん
㈲

の

歌
を
承
け

て
、
式
部

の
初
宮
仕
え
直
後

の
う

い
う

い
し

い
有
様
を
叙

し
て

い
る

が
、
そ

の
発
想

は
、
初
春
を
迎
え

て
の
な

に
か
心
う
き
う
き
す
る
趣

に
ピ

ッ
タ

リ
だ
。
そ

の
ポ

ヅ
と
し

た
勢

い
で
、
以
前
、

「
ほ
の
語
ら

ひ
け
る
人
」

の
う
ち

と
け

ぬ
語

り
か
け

に
拒
絶
反
応
を
起

し
て
い
た

の
に
、
「
閉
ぢ
た
り
し
」
の
歌
を

贈

っ
て
、
復
交
を
誘

い
か
け

た
の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対
す

る

「
ほ
の
語
ら

ひ
け

ヘ

へ

る
人
」

の
返

し
は
、
あ
な

た
が
折
れ

て
く
だ
さ

る
な
ら
、
私
も
う

ち
と
け
ま
し

ょ
う
と

い
う
大
意
だ
が
、
岡

一
男
先
生
が
、

「
『
み
山
べ

の
花
吹
き
ま
が

ふ
』

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
、

こ
の
贈
答

の
季
節
が
春
立

つ
て
岩
間

の
氷
が
溶
け

は
じ

め
た
ば
か
り

の
時

で
あ

る
こ
と
を
思

ふ
と
、
彼
女

の
宮
仕

へ
に
対
す
る

一
種

の
皮
肉
と
し

か
取
れ

な
い
」
と
言
わ
れ

た
の
は
、
ま
さ

に
至
言

で
あ

る
臨
瞞
紙
吻
孺
Oの
魄
醜
。

5

こ
こ
に
お
い
て
、
㈱
働
㈹

の
三
首

は
、

い
ず
れ
も
早
春

の
叙
景

を
背
景

に
し

た
歌
詠

で
あ

る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ

る
と
と
も

に
、
加
納
氏
が
㈹

の
歌

を
寛
弘
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四
年
正
月
十

日
立
春

の
作
と
さ
れ
た
論
拠
①
～
③

に
も
、
到
底
従

い
難

い
こ
と

に
な

る
。
し

た
が

っ
て
、
本
歌
を
も
と

に
、
㈲

の
歌
を
寛
弘
三
年
十

二
月

二
十

九

日
の
作
と
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
し
、
ま
た

こ
れ

に
よ
る
紫
式
部

の
寛

弘
三

年
初
宮
仕
説
が
成
り
立

つ
は
ず
も
な

い
の
で
あ
る
。

し

か
し
、

こ
う
し

て
論
述
し

て
来
て
も
、
そ
れ

は
感
性
批
評

に
す
ぎ
な

い
か

ら
、
60

の
歌

は
や

は
り
正
月
十
日
立
春

の
詠
作

で
あ
る
と
主
張
す
る
か
も
知
れ

な

い
。
そ
し

て
こ
の
解
釈
が
万
が

一
成
り
立

つ
と
す
れ
ぽ

、
pそ

の
場
合
は
、
㈹

の
歌
だ
け
が
寛
弘
四
年
正
月
十
日

の
作

か
、
あ
る

い
は
㈲

の
歌

の
み
が
寛

弘

二

年
十

二
月

二
十
九
日

の
詠
と
す

る
し
か
な

い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
紫
式
部

の
寛
弘

二
年
初
出
仕

は
、
岡
先
生
が

つ
と

に

「
紫
式
部
宮
仕
年
代

私
考

」
黼

に

お

い
て
、

『
紫
式
部
日
記
』
寛

弘
五
年

十

一
月
二
十
八
日
条

に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

兼
時
が
去
年

ま
で
は

い
と

つ
き
づ
き

し
げ

な
り
し
を
、

こ
よ
な
く
衰

へ
た

る
振

舞
ぞ
、
見
知
る
ま
じ
き

人
の
上

な
れ
ど
、
あ

は
れ
に
思

ひ
よ
そ

へ
ら

る
る
こ
と
多
く
侍
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

り

　

と
あ
る
に
よ

っ
て
、
紫
式
部
が
去
年

の
十

一
月

二
十

二
日
の
賀
茂
臨
時
祭
以
前

　

　

　

ヘ

へ

り

　

　

の
そ
れ
を
目
撃

し
て
い
た
は
ず

で
あ

り
、

「
式
部

は
、
自
分
も
去
年

ま
で
は
ま

だ
若

々
し
く
、
女
官

ら
し
く
も
あ

つ
た
が
、
も
う
駄

目
だ
と
、
兼
時

に
比

べ
て

悲
観

し
て
ゐ
る
の
を
見

る
と
、
少

な
く
も
す

で
に
去
年

(寛
弘

四
年
)
・
一
昨
年

(寛

弘
三
年
)

の
二
年
位

は
宮
仕

へ
し
て
ゐ
た
と
思

は
れ

る
か
ら
、
多
分
寛
弘

ご
年

の
暮

に
出
仕

し
た
の
で
は
な

い
か
と
」
考
証
さ
れ

て
お
り
、
動

か
し
難

い

事
実

に
な

っ
て
い
る
か
ら

で
あ

る
。
加
納
氏

は
、

こ
れ

に
つ
き
、

「
紫
式
部
が

寛
弘

四
年
十

一
月

二
十

二
日

の
賀
茂
臨
時
祭
を
体
験
し

て
い
る
こ
と
を
証
さ
れ

た
云

々
」
と
、
岡
先
生

の
御
説
を
簡
約
化

し
て
し
ま
わ
れ

た
が
、
先
生

は

「
去

へ

ら

へ

年
ま

で
は
」

の
句
を
吟
味
さ
れ

て
、
少
な
く
と
も
寛
弘
四
年

お
よ
び

三
年

の
臨

時
祭

に
お
け

る
式
部

の
実
体
験
を
説
か
れ
て

い
る

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
詳
細

に

つ
い
て
は
前
稿

「紫
式
部
初
宮
仕
の
年
時
に
つ
い
て
」
蘚簸

鬮
秡
騨
慨
雜
齷

肛鱗
脚

で
論

述
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

な
お
、
岡
先
生
が

『源
氏
物
語
蓋

ハ』

(春
秋
社
版
)

鰓
望

默

第

;
早

「
作

者
と
成
立
」

に
、
新
た

に
、

『
紫
式
部

目
記
』
寛
弘

五
年

十

一
月

二
十

一
日
の
条

に
、

「
寅

の

日

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

朝
、

殿
上
人
ま
ゐ
る
。
常

の
こ
と
な
れ

ど
、
若

人

(紫
式
部

の
侍

女
)

た

.

ち

の
め
づ

ら
し
と
思

へ
る
け
し
き

な
り
」
と
あ
る

の
は
、
少

な
く
と
も
寛

弘
三
、

四
年

の
五
節
を
見
て

い
な
け
れ
ぽ

言
え
な

い
言
葉

で
、

こ
れ
だ
け

で
も
寛
弘

二
年
十

二
月

二
十
九

日
宮
仕
説

は
成
立
す

る
と
思
う
。

と
説

か
れ
て

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
、
紫
式
部

の
寛
弘

二
年
初
出
仕
説
が
さ
ら

に
確

固
と

な

っ
て
い
る
事
実

を
付
け
加
わ
え

て
お
こ
う
。
し

た
が

っ
て
、
㈹

の

歌
が

た
と
え
寛
弘

四
年
正
月
十

日
立
春

の
詠

で
あ

っ
て
も
、
式
部

の
寛
弘

二
年

初
宮
仕
説

に
支
障
が
な

い
こ
と

は
前
述
し
た
と

お
り
だ
が
、

こ
れ
ま

で
検
討
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
き

た
よ
う

に
、
鰌
～
㈲

の
三
首

は
、

い
ず
れ
も
寛
弘

三
年
春

に
な

っ
て
か
ら

ヘ

へ

の
歌
な

の
で
あ

る
。

6

一
体

、

「
み
吉
野
は
」

の
歌
㈹

は
、

「
ま
だ
出
で
立
ち
も
せ
ぬ
隠
れ
家

」
か

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら

の
返
信

で
あ
る
か
ら
、
春
が
す

で
に
出
来

し
て

い
る

の
に
、

な
か
な
か
出
仕

し
な

い
式
部
を
、
中
宮
が

「
春

の
歌
」
を
召
す
と
い
う

口
実

で
、
参
内

さ
せ
よ

う
と
誘

い
を
か
け
た

の
で
あ
る
。
本
歌
に

つ
づ

い
て
は
、

弥
生
ば

か
り

に
、
宮

の
弁

の
お
も
と
、

「
い
つ
か
参

り
給

ふ
」
な
ど

書
き

て
、

69
憂
き

こ
と
を
思
ひ
み
だ
れ
て
青

柳

の
い
と
久
し
く
も
な
り
に
け
る
か
な

か

へ
し
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㈹

つ
れ
づ
れ
と
長
雨
降

る
日

は
青
柳

の
い
と
ど
憂
き
世

に
み
だ
れ
て
ぞ
ふ
る

と

い
う
贈
答
歌
が
見
え

る
。
宮

の
弁

の
お
も
と

の

「
い
つ
か
参
り
給

ふ
」

の
書

信

お
よ
び
69

の
歌

に
詠

み
込
ま
れ

た

「
い
と
久

し
く
も
な
り

に
け

る
か
な
」

の

句

に
ょ

っ
て
、
式
部
が

三
月

に
な

っ
て
も
依
然
と

し
て
参
内

し
て
い
な

い
こ
と

が
判
明
す

る
。
㈱

の

「
い
と
ど
憂
き
世

に
み
だ
れ

て
ぞ

ふ
る
」

は
、
㈲

の

「
い

ま
九
重
ぞ
思

ひ
み
だ

る
る
」

に
通

じ
合

う
心
情

で
あ

ろ
う
。
そ

ん
な
彼
女

は
、

「
か
ば

か
り
思

ひ
屈

し
ぬ
べ
き
身

を
、

い
と

い
た
う
も
上
衆

め
く

か
な
」
と
批

難

さ
れ
た
り
も
す
る

(紛6
)
。

と

こ
ろ
で
、
寛

弘
四
年

に
入
る
と
、
同

じ
里
邸

に
い
る
に
し
て
も
、

紅
梅

を
折

り
て
、

里
よ
り
参

ら
す

と
て
、

螂
埋
れ
木

の
下

に
や

つ
る
る
梅

の
花
香
を
だ
に
散

ら
せ
る
雲

の
上

ま
で

と

い
う
献
歌

に
は
、
㈱
㈹
㈱
等

の
極
度
に
鬱

屈
し
た
内

面
よ
り
由
来

す
る
逃
避

的
態
度
が
見
ら
れ
な

い
。
岡
先
生

は
、

「
こ
の
歌

は
中
宮

の
御
心
を
動
か
し
、

弟

の
惟
規
は
少
内
記
か
ら
兵
部

丞

に
陞

り
、
蔵
人

に
補
せ
ら
れ
た
」
と
説
か
れ

た
が
臨
礪
叛
吻
」叩○の
謹
醍
、
や
や
前
途

に
明
る

い
見
通
し

の
で
て
き
た
情
況
が

、

こ

の
寛
弘
四
年
春

の
式
部

の
身
辺
な

の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
四
月

に
は
伊
勢

大
輔

に
譲
り

は
し
た
も

の
の
、
興
福
寺

の
桜
取
り
入
れ

の
役

に
任
ぜ
ら
れ
る
く
ら

い

に
な

っ
て
お
り
、

ま
た
、

「
い
と
う
ち
解
け

て
は
見
え
じ
と
な
む
思
」
わ
れ
て

い
た
、
中
宮
彰
子

の
歌

の
代
作
ま

で
し
奉

る
に
至

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し

て
見

て
く

る
と
、
㈱
～
63

の
歌
群

に
詠
み
込
ま
れ
た
心
情

は
、

と
て

も
寛
弘

四
年
春

の
そ
れ
と

は
考
え
ら
れ
ま

い
。
そ

の
不
調
和
性

は
、
式
部

の
初

、
宮
仕

え
を
寛
弘

二
年
暮
と

し
て
こ
そ
、
明
く

る
初
春

の
心
境

に
㈲
～
63

の
歌
境

が

一
致
す

る
こ
と

で
、
解
消
す

る
の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
加
納
氏

の
論
拠

も
紫
式
部

の
寛
弘

二
年
出
仕
説
を
否
定
す

る
も

の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
こ
れ
を

積
極
的

に
傍
証
す

る
も

の
と
考
え

て
い
た
だ
け

る
と
思
う
。

(72

・
11

・
29
)

研
究
余
滴

1
〈

『今
物
語
』
人
物
小
考
〉

◇
説
話
文
学

に
は
、

三
人
称

や
官
名
な
ど

で
記

さ
れ

た
人
物
が

た
び
た
び

登
場
す

る
。
鎌
倉
期

に
成

っ
た

『
今
物
語

』

の
十
九
段

の
主
人
公

「
左
馬

権
頭
」
も

そ
の

一
人

で
あ

る
。
御
白
河
院
御
幸

の
御
供

で
日
吉
神
社

に
参

っ
た
時
、
上
達
部
が
詠

ん
だ
上

の
句

に
見
事

な
下

の
句

を
付

け
た
と

い
う

こ

の
左

馬
権
頭

は
、
加
茂
臨
時
祭

の
舞

人

の
経
験
も
あ

っ
た
ら
し

い
。

こ
゜

の
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
本
話

の
主
人
公
と
し
て
興
味
深

い
人
物
が

あ
が

っ
て
く
る
。

即
ち
、
後

白
河
院

の
日
吉

御
幸

(
仁
安

二
年

・
十
月

二

十
五
日
)
が
あ

っ
た
同
じ
仁
安

二
年

(
=

六
七
)

の
十

一
月

二
十

一
目

に
賀
茂
臨
時
祭

の
舞
人
と
な

っ
た
藤
原
隆
信

(
=

四

二
ー

一
二
〇
五
)

で
あ

る

(
『
百
錬
抄
』

『
玉
葉
』

『
兵
範
記
』
)。

も

っ
と
も
隆
信
が
左
馬

権
頭
と
し

て
そ

の
名
が
見
え

る
の
は
、
承
安

三
年

(
=

七

二
)
十
月
十

七

日
の

「
広
田
社
歌
合
」

に
出
詠

し
て
い
る
際
が
最
初
で
、
舞
人
を

つ
と

め
た
仁
安

二
年

は
右
馬
権
頭

に
位

し
て
い
た

(
永
万

二
年
〈

=

六
六
〉

八
月

二
十

六
日
開
催

の

「
中
宮
亮
重
家
朝
臣
家
歌
合
」

の
作

者

の

中

に

「
右
馬
権
頭
隆
信
」
と
あ

る
)

の
だ
が
、
他

に
左
馬
権
頭

の
名

は
所
見
が

　

つ

つ

　

の

　

な

い
。
ま

た
、
家
集

『
隆
信
朝
臣
集
』
下
く
恋

六
V
に

「
後
白
河
院

の
御

り

　

　

コ

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

と
も

に
日
吉

に
ま

い
り

こ
も
り

て
み
や

こ
な

る
女

の
も
と

へ
い
ひ
を
く

り

し
」
と
詞
書

し
た
歌
が
見
え

る
の
で
、

「
左
馬
権
頭
」
と

「
右
馬
権
頭
」

の
差
異

は
あ

る
が
、
指
名
を
受
け

る
ほ
ど
歌
人
と

し
て
も
認

め
ら
れ

て
い

た
本
話

の
主
人
公

「
左
馬
権
頭
」

に
該
当
す

る
人
物
と

し
て
、
藤
原
隆
信

を
掲
げ

て
も

よ
い
と
思
う
。
作
者
信
実
も
父

の
こ
と
な

の
で
自
明

の
こ
と

と

し
て
官
名
だ
け
を
あ
げ

た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

(角
津
典
子
)
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