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　こ
の
小
文
は
、
「
そ
の
場
限
り
の
も
の
」
と
い
う
、
風
流
の
作
り
物
本
来
の
姿
か
ら
逸
脱
し
た
作
　
　
　
絵
巻
に
そ
の
姿
を
羅
列
的
に
描
か
れ
て
い
る
虚
構
の
調
度
一
式
で
あ
る
。
そ
の
ア
ル
バ
ム
や
絵
巻
を

り
物
を
拾
い
上
げ
て
紹
介
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
有
す
る
こ
と
が
、
虚
構
の
源
氏
物
語
風
流
の
調
度
一
式
を
所
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
は
じ
め
に
挙
げ
た
の
は
、
反
復
使
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
、
屋
外
に
設
置
さ
れ
る
風
流
の
作
り
物
　
　
　
特
定
の
時
空
間
と
の
結
び
つ
き
を
絶
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
ア
ル
バ
ム
や
絵
巻
の
な
か
に
お
さ
ま
る
そ

であ
る
。
具
体
的
に
は
、
儀
式
終
了
後
に
解
体
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
山
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
　
　
　
　
れ
ら
は
、
風
流
の
作
り
物
の
化
石
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

作
り
物
の
優
れ
た
も
の
は
保
管
さ
れ
て
再
使
用
さ
れ
て
い
た
古
代
の
標
の
山
や
、
中
世
の
石
清
水
八

幡
社
に
お
い
て
、
唐
櫃
に
入
れ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
放
生
会
会
場
に
並
べ
る
人
形
や
馬
形
な
ど
で
あ

る
。
続
い
て
、
記
念
品
と
し
て
形
を
変
え
て
保
管
さ
れ
、
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
例
と
し
て
、
風
流
の
破

子を
貼
り
つ
け
る
た
め
の
衝
立
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
『
看
聞
日
記
』
に
確
認
し
た
。

　そ
う
し
て
最
後
に
、
幻
想
の
な
か
で
眺
え
ら
れ
た
、
源
氏
物
語
を
テ
ー
マ
と
し
た
風
流
の
調
度
の

セ

ッ
ト
が
近
世
後
期
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
れ
は
厳
密
に
は
風
流
の
作
り
物
で
は
な
い
。

ア
ル
バ
ム
（
画
帖
）
に
貼
り
こ
ま
れ
た
紙
や
板
、
錦
、
金
具
な
ど
で
作
ら
れ
た
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
や
、
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は
じ
め
に

行
事
や
祭
礼
に
際
し
て
、
そ
の
場
や
、
そ
こ
に
参
集
す
る
人
々
、
そ
こ
で
用
い
ら

れ
る
道
具
類
を
飾
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
り
物
が
作
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
場
に

ふ
さ
わ
し
い
趣
向
を
こ
ら
し
、
人
目
を
驚
か
せ
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
、
そ
の

よ
う
な
作
り
物
を
「
風
流
」
と
い
っ
た
り
、
「
風
流
の
作
り
物
」
と
い
っ
た
り
す
る
。

す
で
に
、
日
高
薫
氏
や
佐
野
み
ど
り
氏
、
そ
し
て
辻
惟
雄
氏
に
よ
っ
て
、
平
安
時

代
の
宮
中
や
貴
族
邸
で
行
わ
れ
た
歌
合
せ
の
場
に
並
べ
ら
れ
た
華
麗
で
費
沢
な
州
浜

の
作
り
物
か
ら
室
町
時
代
の
夏
の
も
て
な
し
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
、
風
日
の
周
囲
に

並
べ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
作
り
物
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
様
相
は
か
な
り
詳
し
く
紹

介
さ
れ
、
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、

風
流
作
り
物
は
そ
の
場
限
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
文

献
を
追
っ
て
い
く
と
、
風
流
の
作
り
物
す
べ
て
が
そ
の
場
限
り
の
、
短
命
な
も
の
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
く
る
。
大
切
に
保
存
さ
れ
、
時
を
超
え
て

繰
り
返
し
愛
で
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
、
座
右
に
長
く
留
め
置
か
れ
て
愛
玩
さ
れ
る
、

そ
の
よ
う
な
受
容
に
応
え
て
い
た
作
り
物
も
あ
っ
た
。
こ
の
小
文
で
は
、
そ
う
い
っ

た
、
長
い
時
を
超
え
て
愛
さ
れ
て
い
た
風
流
の
作
り
物
に
注
目
し
て
み
た
い
。

@
庭
風
流

保
存
さ
れ
る
作
り
物
の
代
表
例
は
、
古
代
の
大
嘗
会
の
儀
式
の
庭
に
立
て
ら
れ
た

標
の
山
で
あ
ろ
う
。
大
嘗
会
の
儀
式
終
了
後
に
、
山
は
、
後
宮
の
女
性
た
ち
と
く
つ

ろ
ぐ
天
皇
の
居
所
に
運
ば
れ
て
、
そ
こ
で
あ
れ
こ
れ
と
眺
め
楽
し
ま
れ
る
ひ
と
と
き

が
持
た
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
解
体
さ
れ
は
す
る
も
の

の
、
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
作
り
物
の
う
ち
優
れ
た
も
の
は
保
管
さ
れ
て
、
再
使
用

の
機
会
が
訪
れ
る
ま
で
長
く
眠
ら
さ
れ
て
い
た
。
平
安
時
代
後
期
に
は
、
そ
の
保
管

場
所
と
し
て
、
七
条
朱
雀
の
、
か
つ
て
外
交
使
節
の
宿
所
で
あ
っ
た
鴻
櫨
館
が
あ
て

ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。

中
世
で
は
、
石
清
水
八
幡
社
の
什
物
一
覧
の
な
か
に
、
放
生
会
に
使
わ
れ
た
と
み

ら
れ
る
風
流
の
作
り
物
セ
ッ
ト
一
式
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
バ
o

「庭

風
流
唐
植
一
合
臥
榔
一
耕
一
諸
問
酬
は

ι」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
馬
形
や
人

形
な
ど
が
唐
植
に
保
管
さ
れ
て
、
反
復
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
「
庭
風

流
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
放
生
会
の
場
に
並
べ
飾
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ

ょ
う
。
「
駒
競
行
幸
絵
巻
」
の
行
幸
の
庭
に
は
鶴
亀
の
作
り
物
が
五
、
六
基
置
か
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
同
じ
く
「
庭
風
流
」
の
た
ぐ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
と

わ
ず
が
た
り
』
や
『
増
鏡
』
(
第
一
一
老
の
な
み
)
に
、
相
手
方
の
「
槙
の
島
の
気
色
」

の
庭
に
据
え
付
け
ら
れ
て
い
た
「
宇
治
川
の
橋
」
を
、
夜
陰
に
乗
じ
て
盗
み
出
し
、

自
分
の
壷
庭
に
設
置
し
た
と
い
う
前
栽
合
わ
せ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
宇
治
川
の
橋
」
も
「
庭
風
流
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
戸
外
に
飾
る
「
庭
風
流
」
の
場
合
、
あ
る
程
度
の
強
度
が
あ
っ

た
と
推
察
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
反
復
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
祭
礼
の
た
び
ご
と
に
、
保
管
所
か
ら
と
り
だ
さ
れ
て
組
み
立
て
ら
れ
、
祭
礼

終
了
後
に
再
び
保
管
所
に
一
反
さ
れ
る
、
現
在
の
祇
園
祭
の
山
や
鉾
の
あ
り
方
と
よ
く

似
て
い
る
。

し
か
し
、
「
庭
風
流
」
よ
り
も
、
は
る
か
に
も
ろ
く
、
そ
れ
こ
そ
一
回
限
り
の
使

用
を
前
提
と
し
た
、
は
か
な
い
作
り
物
も
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
再
使
用
を
期

し
て
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
記
念
と
し
て
、
あ
る
い
は
捨
て
る
に
忍
び
な
く
、
座

右
の
愛
玩
物
と
し
た
い
と
い
う
欲
求
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

@
座
右
の
破
子
風
流

晴
の
行
事
の
た
め
に
特
別
に
用
意
さ
れ
る
破
子
が
、
素
晴
ら
し
い
出
来
映
え
で

あ
っ
た
場
合
に
、
「
『
破
子
の
扉
風
」
『
破
子
の
衝
立
」
と
い
っ
た
言
葉
が
見
ら
れ
る
よ
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う
に
、
扉
風
や
衝
立
に
貼
り
つ
け
、
保
存
、
鑑
賞
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
行
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
」
と
、
「
看
聞
日
記
」
を
引
い
て
明
快
に
指
摘
し
た
の
は
片
桐
弥

生
氏
で
あ
針
。
破
子
と
は
、
身
も
蓋
も
な
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、

Lr和
な
ど
で
作
ら

れ
た
、
弁
当
箱
の
よ
う
な
、
料
理
を
盛
り
合
わ
せ
る
た
め
の
器
な
の
だ
が
、
行
事
に

あ
わ
せ
て
趣
向
を
凝
ら
し
、
絵
が
描
か
れ
た
り
、
作
り
物
が
取
り
付
け
ら
れ
た
り
し

た
も
の
を
「
風
流
破
子
」
と
か
「
破
子
風
流
」
な
ど
と
称
す
る
。
残
念
な
が
ら
そ
れ

と
確
認
で
き
る
絵
画
史
料
を
管
見
の
範
囲
で
は
見
い
だ
せ
て
い
な
い
。

片
桐
氏
の
指
摘
に
沿
い
な
が
ら
「
看
聞
日
記
』
の
記
述
を
再
度
追
い
か
け
て
み
よ

う
。
ま
ず
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、
使
用
済
み
の
破
子
を
入
手
し
て
、
そ
れ
を
衝
立
に

打
ち
付
け
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
永
享
七
年
(
一
四
三
五
)
四
月
一
六
日
か
ら
一
八

日
に
か
け
て
記
録
さ
れ
て
い
る
、
宮
中
の
「
舞
御
覧
」
の
宴
に
は
、
た
い
へ
ん
見
事

な
風
流
の
破
子
が
用
意
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
宴
が
果
て
、
そ
の
余
韻
醒
め
や
ら
ぬ

四
月
一
一
一
日
に
、
そ
の
と
き
の
破
子
一
合
が
後
崇
光
院
の
も
と
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。

「
絵
舞
沈
箸
等
殊
勝
々
々
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
舞
の
絵
が
器
面
に
描
か
れ
、
香
木

製
の
箸
が
付
属
し
て
い
た
破
子
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
二
日
後
、
四
月
二
三
日
に
は
、
今
度
は
「
嶋
一
合
。
耕
一
略
。
破
子
一
合
又
被
下
」

と
あ
る
。
嶋
と
は
州
浜
形
の
、
足
つ
き
の
台
で
、
上
に
食
物
や
酒
を
満
た
し
た
器
や

盃
を
、
作
り
物
の
人
形
や
花
な
ど
と
と
も
に
飾
り
乗
せ
る
も
の
を
指
す
。
遊
楽
図
扉
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風
の
な
か
に
し
ば
し
ば
見
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
春
日
大
社
宝
物
館
に
は
、
新
し
い

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
物
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
嶋
と
破
子
は
本
来
別
々
の
物

の
名
称
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
看
間
日
記
」
で
(
ほ
、
し
ば
し
ば
「
嶋
破
子
」
と

か
、
「
破
子
嶋
」
と
表
記
さ
れ
る
ほ
か
、
「
破
子
一
。
嶋
。
」
な
ど
と
書
か
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
破
子
と
嶋
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
食
物
を
盛
る
、

凝
っ
た
造
作
の
器
物
を
「
嶋
破
子
」
「
破
子
嶋
」
と
総
称
し
て
い
た
の
か
と
も
思
わ
れ

る
の
だ
が
、
遺
憾
な
が
ら
、
そ
の
器
物
の
形
状
を
同
定
し
が
た
い
。
割
り
注
の
「
舞

絵
参
向
」
と
あ
る
こ
と
も
、
意
味
を
つ
か
み
か
ね
る
と
こ
ろ
だ
が
、
と
も
か
く
こ
う

し
て
、
四
月
の
舞
御
覧
の
宴
を
飾
っ
て
い
た
美
し
い
器
が
複
数
、
後
崇
光
院
の
手
元

に
集
め
ら
れ
た
。

そ
う
し
て
、
や
や
時
間
を
置
い
て
、
六
月
一
二
日
に
、
番
匠
を
呼
ん
で
「
突
立
障

子
骨
」
を
作
ら
せ
て
い
る
。
六
月
二

O
日
に
は
、
あ
ら
た
に
、
そ
の
衝
立
に
打
ち
付

け
る
た
め
に
、
と
言
っ
て
、
や
は
り
舞
御
覧
の
宴
に
使
わ
れ
た
「
破
子
嶋
之
蓋
一

語
明
示
」
を
ね
だ
っ
て
入
手
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
賀
茂
祭
は
、
四
月
の
行

事
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
記
述
か
ら
、
絵
は
蓋
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

先
に
下
さ
れ
た
破
子
も
、
蓋
に
舞
の
絵
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
二
日
に
は
ふ
た
た
び
番
匠
が
呼
ば
れ
、
衝
立
の
骨
作
り
が
続
け
ら
れ
、
二
六
、

二
七
日
に
は
唐
紙
師
、
塗
師
が
来
て
、
骨
の
塗
装
、
貼
り
付
け
る
紙
を
用
意
す
る
と

い
っ
た
作
業
が
進
む
。
そ
し
て
、
七
月
四
日
に
は
衝
立
の
紙
が
貼
り
立
て
ら
れ
、
六

日
に
、
番
匠
と
銅
細
工
師
が
や
っ
て
き
て
骨
に
は
め
る
金
具
を
仕
立
て
、
最
終
的
に

「
嶋
二
。
勝
む
貝
障
子
両
方
に
打
之
」
っ
て
仕
上
げ
て
い
る
。
両
方
と
い
う
記
載
か
ら
、

お
そ
ら
く
衝
立
二
枚
で
一
双
と
し
て
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

「
甚
だ
其
の
輿
あ
り
」
と
、
後
崇
光
院
は
出
来
映
え
に
満
足
気
で
あ
る
。
風
流
の
破

子
の
蓋
に
描
か
れ
て
い
た
「
舞
絵
」
と
「
賀
茂
祭
絵
」
を
保
存
し
、
鑑
賞
す
る
の
が
、

こ
の
衝
立
制
作
の
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
片
桐
氏
の
指
摘
す
る

「
破
子
の
衝
立
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
破
子
の
衝
立
」
と
い
う
言
い
方
は

「
看
聞
日

記
』
に
は
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
片
桐
氏
が
指
摘
す
る
「
破
子
の
扉
風
」
の
ほ
う
は
、
同
記
永
享
一

O

年
(
一
四
三
八
)
二
月
二
七
日
と
コ
一
月
四
日
条
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
片
隻
ず
つ
ば

ら
ば
ら
に
内
裏
か
ら
下
賜
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
作
物
破
子
之
扉
風
」
、
「
破
子
之

小
扉
風
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
一
五
歳
の
少
年
が
認
め
た
色
紙
が
扉
風
に
貼
つ

で
あ
る
こ
と
も
付
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
、
最
前
の
衝
立
同
様
に
、

器
を
打
ち
付
け
た
扉
風
で
あ
る
か
ど
う
か
は
い
さ
さ
か
疑
問
が
残
る
。
「
作
物
破
子
」

を
打
ち
付
け
た
扉
風
と
解
釈
で
き
る
い
っ
ぽ
う
で
、
風
流
の
破
子
に
飾
り
付
け
ら
れ

て
い
た
小
さ
な
作
り
物
の
扉
風
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
料
理
や
酒
を
盛
る
器

に
、
詩
歌
の
情
景
を
か
た
ど
っ
て
、
家
屋
や
調
度
の
、
小
さ
な
雛
道
具
め
い
た
作
り
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物
を
飾
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
種
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
扉
風
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
衝
立
に
破
子
の
蓋
を
貼
り
付
け
た
事
例
に
く

ら
べ
て
、
情
報
が
少
な
く
、
そ
の
実
体
を
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

@
幻
想
の
調
度
風
流

以
上
の
よ
う
に
、
保
存
さ
れ
反
復
使
用
さ
れ
て
い
た
「
庭
風
流
」
と
呼
ば
れ
る
作

り
物
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
破
子
な
ど
、
そ
の
ま
ま
で
は
保
存
に
耐
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
作
り
物
の
場
合
に
は
、
衝
立
に
仕
立
て
直
す
な
ど
の
工
夫
を
し
て
、
眺
め

ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
命
を
な
が
ら
え
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
看
聞
日
記
』

の
衝
立
は
、
「
四
月
に
行
わ
れ
た
舞
御
覧
の
華
麗
な
饗
宴
」
の
追
憶
の
よ
す
が
と
さ

れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
、
色
鮮
や
か
な
絵
つ
き
の
破
子
の
蓋
が
貼
り
付
け

ら
れ
た
衝
立
の
具
体
像
と
い
う
も
の
を
、
『
看
聞
日
記
」
の
文
面
よ
り
ほ
か
に
は
窺

う
す
べ
も
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
た
が
、
最
近
、
片
木
や
厚
紙
、
錦
、
小
さ

な
金
物
、
組
紐
な
ど
で
作
ら
れ
た
、
小
さ
な
作
り
物
八
点
を
セ
ッ
ト
に
し
て
貼
り
付

け
た
扉
風
や
画
帖
を
み
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
片
木
で
作
ら
れ
た

硯
箱
の
蓋
に
彩
り
豊
か
に
「
源
氏
物
語
図
」
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
な
ど
も
あ
り
、

『
看
聞
日
記
」

の
衝
立
や
、
そ
こ
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
破
子
の
蓋
を
復
元
的
に
想
像

す
る
手
が
か
り
に
も
な
ろ
う
か
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
、
最
後
に
そ
れ
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
。

そ
れ
は
、
「
源
氏
八
景
」
を
描
い
た
扉
風
や
硯
箱
な
ど
、
八
点
の
調
度
を
作
り
物

に
し
て
扉
風
や
画
帖
に
貼
り
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
o

た
だ
し
、
扉
風
(
個
人
艇
)
の

ほ
う
は
最
近
改
装
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
当
初
の
形
状
を
保
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
は
、
井
伊
家
伝
来
品
と
し
て
彦
根
城
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
画
帖
形
式
の
「
源

氏
八
景
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
り
物
自
体
は
、
ち
い
き
な
金
具
に
至
る
ま
で
、
両

者
ほ
ぼ
同
-
で
あ
り
、
同
工
房
か
、
同
人
の
作
と
み
な
せ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
八
景
見
立
て
で
源
氏
物
語
か
ら
入
場
面
を
抜
粋
す
る
趣
向
は
、

こ
の
作
り
物
制
作
者
の
創
案
で
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
「
源
氏
八
景
」
は
、

江
戸
時
代
初
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
宮
川
葉
子
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
帝

木
夜
雨
」
「
須
磨
秋
月
」
「
明
石
晩
鐘
」
「
松
風
帰
帆
」
「
朝
顔
暮
雪
」
「
乙
女
初
雁
」
「
玉
量
晴

嵐
」
「
タ
霧
タ
照
」
と
題
し
て
各
帖
か
ら
、
一
五

O
か
ら
三

O
O字
程
度
の
本
文
を
抜

き
書
き
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
代
表
的
な
和
歌
一
首
を
抜
き
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
。

前
者
の
形
式
の
「
源
氏
八
景
」
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
や
京
都
大
学
図
書
館
、
仙
台
市

博
物
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
る
一
二
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
仙
台
市

博
物
館
所
蔵
の
「
源
氏
八
景
御
子
か
か
み
」
は
絵
を
伴
っ
た
画
帖
に
な
っ
て
い
叫
。

絵
は
、
仙
台
藩
第
五
代
藩
主
の
伊
達
吉
村
(
一
六
八

0
1
一
七
五
二
に
よ
る
も

の
で
、
制
作
時
期
は
一
人
世
紀
前
半
と
な
る
が
、
い
か
に
も
江
戸
狩
野
風
の
漏
酒
で

淡
白
な
画
風
の
「
源
氏
八
景
図
」
で
あ
る
。
探
幽
以
降
の
狩
野
派
が
、
古
典
や
古
歌

に
取
材
し
た
復
古
的
な
主
題
を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
さ
か
ん
に
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
推
測
し
て
、
「
源
氏
八
景
」
も
テ
キ
ス
ト
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
江
戸
時
代
初

期
か
ら
ほ
と
ん
ど
時
を
措
か
ず
に
、
狩
野
派
に
よ
っ
て
絵
画
化
さ
れ
、
そ
の
図
様
が

粉
本
な
ど
を
通
し
て
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
源
氏
八
景
御
手
か
か
み
」
に
は
、

人
の
姿
を
描
か
ず
に
、
寺
の
鐘
楼
を
遠
景
に
、
手
前
に
燭
台
が
灯
さ
れ
た
座
敷
を
の

ぞ
か
せ
る
屋
台
と
秋
草
の
茂
る
庭
を
描
く
「
明
石
晩
鐘
」
図
【
図
1
】
な
ど
、
従
来

の
源
氏
絵
と
は
ひ
と
味
ち
が
う
、
留
守
模
様
風
の
図
様
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
吉
村
の

独
創
で
は
な
く
、
彼
が
学
ん
だ
狩
野
派
粉
本
に
お
い
て
す
で
に
完
成
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
、
っ
。

さ
て
、
作
り
物
の
「
源
氏
八
景
」
に
目
を
転
じ
よ
う
。
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
の
「
源

氏
八
景
」
画
帖
に
は
、
仙
台
市
博
物
館
所
蔵
の
画
帖
と
は
ち
が
い
、
詞
は
な
く
、
八

(
日
)

点
の
調
度
の
作
り
物
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
単
純

な
「
源
氏
八
景
図
」
で
は
な
く
、
八
点
の
調
度
を
形
作
り
、
「
源
氏
八
景
」
は
そ
の

調
度
の
意
匠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
、
凝
っ
た
表
現
を
と
る
。
調
度
と
二
百
で

呼
ん
だ
が
、
そ
の
内
容
は
、
杉
戸
に
濡
れ
縁
、
そ
し
て
竹
垣
や
御
簾
な
ど
も
備
え
た
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屋
台
か
ら
、
画
巻
、
掛
軸
、
画
帖
、
硯
箱
と
い
う
文
房
具
に
ま
で
及
ぶ
多
岐
に
わ
た

る
品
揃
え
で
あ
る
。

調
度
に
描
き
込
ま
れ
た
入
場
面
の
「
源
氏
絵
」
図
様
は
、
仙
台
市
博
物
館
所
蔵
本

の
図
様
と
は
違
い
、
狩
野
派
の
図
様
が
必
ず
し
も
支
配
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
画
帖
自
体
に
は
標
題
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
も
に
伝

来
し
て
い
る
縮
図
が
あ
り
、
そ
こ
に
標
題
が
記
さ
れ
て
い
る
。
何
の
目
的
で
作
ら
れ

た
の
か
わ
か
ら
な
い
縮
図
だ
が
、
画
帖
に
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
順
に
「
壱
番
帯
木

須
磨
の
秋
月
」
と
記
し
、
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
作
り
物
の
簡
略

の
夜
雨
」
、
「
二
番

な
形
や
図
様
を
墨
で
写
し
取
っ
た
ス
ケ
ッ
チ
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
{
図
2
】
縮

図
の
標
題
は
順
に
「
帯
木
の
夜
雨
」
「
須
磨
の
秋
月
」
「
明
石
の
晩
鐘
」
「
松
風
の
帰
帆
」

「
行
幸
暮
雪
」
「
が
の
初
属
」
「
玉
撃
の
晴
嵐
」
「
タ
霧
の
夕
照
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
行

幸
暮
雪
」
「
幼
の
初
属
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
朝
顔
暮
雪
」
と
「
乙
女
初
雁
」
に
当
た

る
も
の
で
あ
話
。
こ
の
縮
図
が
、
所
蔵
者
や
そ
の
周
囲
の
人
々
の
鑑
賞
の
手
引
き
と

し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
画
帖
に
詞
が
無
い
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、

本
画
帖
を
巡
る
人
々
の
間
に
「
源
氏
八
景
一
」
本
文
へ
の
理
解
は
希
薄
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
作
り
物
を
見
て
い
こ
う
。
「
帯
木
夜
雨
」
【
図
3
】
は
、
厚
紙
で
作
ら

[庭風流・破子風流・謂度風流1・・…泉万里

れ
た
御
簾
の
お
ろ
さ
れ
た
屋
台
で
あ
る
。
御
簾
ご
し
に
室
内
の
三
人
の
男
と
、
そ
の

背
後
に
立
て
ら
れ
た
扉
風
が
見
え
る
。
情
景
は
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
長
雨
続
く

静
か
な
夕
べ
に
、
源
氏
の
手
元
に
あ
っ
た
手
紙
を
眺
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
あ
と
「
雨
夜
の
し
な
さ
だ
め
」
が
始
ま
る
。
物
語
の
状
況
設
定
が
「
雨
夜
」
な
の

だ
が
、
こ
の
作
り
物
で
は
、
さ
ら
に
一
段
階
表
現
に
奥
行
き
を
設
け
て
お
り
、
男
た

ち
の
背
後
の
扉
風
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
漏
湘
夜
雨
図
」
扉
風
と
な
っ
て
い
る
。
御

簾
ご
し
に
み
え
る
ほ
の
暗
い
部
屋
の
、
さ
ら
に
奥
に
立
て
ら
れ
た
扉
風
絵
に
「
源
氏

八
景
」
の
本
歌
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
趣
向
は
、
鑑
賞
者
を
悦
ば
せ
た
で
あ
ろ
う
。

【図
4

】

「
須
磨
秋
月
」
は
、
定
型
的
な
源
氏
絵
の
「
須
磨
図
」
扉
風
の
作
り
物
で
あ
る
。
{
図

5
】
右
端
、
第
一
扇
が
折
り
返
さ
れ
、
扉
風
裏
の
千
鳥
襟
模
様
の
唐
紙
が
み
え
て
い

る
。
扉
風
の
縁
木
部
分
は
細
い
片
木
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
、
厚
さ
一
ミ
リ
あ
る

か
な
い
か
の
縁
木
に
、
金
具
が
小
さ
な
釘
で
き
ち
ん
と
打
ち
留
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
【
図
6
】

「
明
石
晩
鐘
」
は
、
腰
板
を
は
め
、
く
の
字
形
に
組
ま
れ
た
二
枚
の
明
障
子
で
あ

る
。
{
図
7
】
縁
と
腰
板
部
分
は
片
木
、
ほ
か
は
紙
で
あ
る
。
片
木
の
木
目
が
そ
の

ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
。
近
く
の
三
昧
堂
の
鐘
の
音
が
届
く
、
情
趣
深
く
整
え
ら
れ

た
明
石
の
君
の
住
ま
い
に
源
氏
が
訪
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
松
風
帰
帆
」
は
、
画
帖
で
あ
る
。
【
図
8
】
表
紙
に
桐
紋
の
織
物
を
貼
り
、
そ
の

四
隅
に
金
具
を
は
め
で
あ
る
。
画
帖
の
な
か
の
画
帖
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
聞
か
れ

た
右
の
頁
に
揮
毒
さ
れ
て
い
な
い
色
紙
を
、
左
に
別
れ
を
惜
し
む
明
石
の
入
道
一
家

を
描
く
。
隅
金
具
に
は
菊
の
透
か
し
彫
り
が
施
さ
れ
て
い
る
。
【
図
9
}

「
朝
顔
暮
雪
」
の
作
り
物
は
硯
箱
で
あ
る
。
{
岡
山
】
柾
目
の
通
っ
た
片
木
を
張
り

付
け
て
こ
し
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
蓋
が
ず
ら
さ
れ
て
、
中
に
納
め
ら
れ
た
筆
、
硯
、

墨
、
水
滴
が
見
え
る
。
こ
の
う
ち
、
水
滴
は
金
属
板
を
打
ち
出
し
て
作
ら
れ
た
作
り

物
だ
が
、
ほ
か
は
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
蓋
の
面
に
、
「
朝
顔
図
」
が
描

か
れ
て
い
る
。
作
り
物
と
し
て
の
見
所
は
、
柾
目
が
そ
の
素
材
感
を
強
調
し
て
い
る

こ
と
と
、
ふ
っ
く
ら
と
丸
み
を
お
び
た
金
属
製
の
水
滴
で
あ
ろ
う
。

「
乙
女
初
雁
」
は
、
杉
戸
二
枚
が
引
違
い
に
は
め
込
ま
れ
た
屋
台
の
一
部
で
あ
る
。

【
図
日
】
杉
戸
は
、
こ
れ
も
柾
目
の
あ
ざ
や
か
な
片
木
で
作
ら
れ
、
縦
が
わ
ず
か
五

ミ
リ
ほ
ど
の
、
小
さ
な
引
き
手
は
金
属
製
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
部
分
は
厚
紙
で
あ

る
。
杉
戸
絵
と
し
て
描
か
れ
る
図
様
は
、
寄
懸
り
に
身
体
を
あ
ず
け
た
男
と
後
ろ
姿

の
女
が
、
閉
ざ
さ
れ
た
蔀
越
し
に
、
空
を
行
く
雁
の
気
配
に
耳
を
澄
ま
せ
、
庭
に
は

秋
草
が
茂
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宮
川
氏
の
翻
刻
す
る
善
光
寺
所
蔵
の
「
源

氏
八
景
」
の
「
乙
女
初
雁
」
の
本
文
は
、
若
い
タ
霧
と
雲
居
雁
の
二
人
が
、
会
う
こ

と
が
叶
わ
ず
、
雁
の
声
に
雲
居
雁
が
物
寂
し
き
を
ひ
と
り
つ
の
ら
せ
る
と
い
う
く
だ

り
で
あ
刊
、
男
女
が
同
室
し
て
い
る
図
様
は
本
文
と
は
合
致
し
な
べ
o

【
図
ロ
】
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「
王
室
晴
嵐
」
は
、
ほ
ど
か
れ
よ
う
と
す
る
画
巻
で
あ
る
。
【
図
日
】
表
紙
は
錦
貼

り
で
、
組
紐
が
絵
巻
の
紐
と
し
て
八
双
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
画
巻
の
絵

と
し
て
描
き
込
ま
れ
て
い
る
図
様
は
、
玉
撃
の
長
谷
参
詣
の
く
だ
り
を
表
し
、
高
台

に
あ
る
堂
を
描
い
て
い
る
。

「
タ
霧
タ
照
」
は
掛
幅
で
あ
る
。
{
図
H
】
こ
れ
も
さ
き
ほ
ど
の
画
巻
同
様
、
表
具

部
分
は
織
物
が
貼
ら
れ
、
丁
寧
に
風
袋
の
露
も
紫
の
糸
で
作
ら
れ
て
い
る
。
図
様
は

落
葉
宮
を
訪
れ
る
タ
霧
を
描
く
定
型
的
な
源
氏
絵
で
あ
る
。

以
上
が
作
り
物
「
源
氏
八
景
」
の
概
要
で
あ
る
。
そ
の
制
作
時
期
は
、
宮
川
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
雲
上
で
も
武
家
で
も
「
源
氏
八
景
」
が
持
て
醜
さ
れ
て
い
た
」

ら
し
い
享
保
年
間
(
一
七
一
六

1
一
七
三
五
)
以
後
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。

さ
ら
に
、
金
属
や
組
紐
な
ど
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
手
法
は
、
笠
翁
細
工
や
芝
山
細
工

と
い
わ
れ
る
一
八
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
評
判
を
と
っ
た
工
芸
技
法
と
一
脈
を
通
じ

さ
せ
て
い
る
点
も
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
制
作
時
期
を
お
お
よ
そ
、

一
八
世
紀
末
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

江
戸
時
代
に
は
、
徳
川
家
伝
来
の
「
初
音
の
調
度
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
豪
華

拘
嫡
な
揃
い
の
調
度
が
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
「
初
音
」
に
ち
な
ん
だ
意
匠
と
、

漆
工
芸
の
技
術
の
粋
を
あ
つ
め
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
、
費
沢
な
調
度
一
式
で
あ
る
。

比
較
す
る
ま
で
も
な
く
、
お
な
じ
「
源
氏
物
一
立
巴
に
ち
な
む
揃
い
の
調
度
と
い
っ
て

も
、
こ
の
「
源
氏
八
景
」
作
り
物
調
度
一
式
は
、
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か
な
、
は
か
な

い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
り
物
「
源
氏
八
景
」
が
、
複
数
現
存
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
さ
さ
や
か
な
調
度
一
式
も
、
そ
れ
な
り
に
好
評
で
あ
っ
た
こ

と
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。

そ
し
て
、
興
味
深
い
の
は
、
お
な
じ
よ
う
に
、
源
氏
絵
で
揃
え
た
調
度
一
式
と
い

う
趣
向
を
、
江
戸
時
代
中
期
の
作
例
と
考
え
ら
れ
る
石
山
寺
所
蔵
の
「
光
源
氏

水
五
十
四
帖
」
と
呼
ば
れ
る
絵
巻
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
絵
巻
を i胡

巻
き
ほ
ど
く
に
つ
れ
、
湖
の
波
を
背
景
に
、
扉
風
、
衣
桁
、
琴
箱
、
掛
幅
、
扇
面
な

ど
が
次
か
ら
次
へ
と
描
か
れ
、
そ
の
扉
風
や
掛
幅
、
扇
、
衣
桁
の
腰
板
、
琴
箱
の
側

面
に
源
氏
絵
が
描
か
れ
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

【
図
日
】
作
り
物
「
源
氏
八
景
」
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
図
様
は
あ
く
ま
で
も
具
象
的
な
絵
で
あ
り
、
大
名
家
の

婚
礼
道
具
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
揃
い
の
調
度
の
源
氏
の
意
匠
が
抽
象
度
を
高
め
た

洗
練
さ
れ
た
工
芸
意
匠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
現
実
に
こ
の
よ

う
な
多
彩
な
色
彩
や
金
銀
砂
子
を
使
っ
て
源
氏
絵
を
描
い
た
調
度
一
式
と
い
う
も
の

が
あ
り
得
た
と
は
思
え
ず
、
あ
く
ま
で
も
幻
想
の
「
源
氏
の
調
度
」

一
式
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
幻
想
の
調
度
一
式
と
し
て
作
り
物
「
源
氏
八
景
」
を
捉
え
る
と
、
そ
こ

に
、
か
つ
て
の
風
流
作
り
物
に
き
わ
め
て
近
い
性
格
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
中
世
の
風
流
作
り
物
の
な
か
に
、
同
じ
よ
う
に
幻

想
の
調
度
一
式
が
揃
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
明
月
記
」

に
み
ら
れ
る
、
金
で
作
っ
た
硯
や
筆
な
ど
の
文
房
具
一
式
を
銀
の
台
に
据
え
た
風
流

ゃ
、
舶
来
の
錦
な
ど
で
作
っ
た
唐
机
や
棚
、
厨
子
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
行
幸

の
場
や
一
扇
合
せ
な
ど
の
場
を
華
や
が
せ
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
風
流
の
調
度
で
あ
り
、

現
実
に
は
あ
り
え
な
い
幻
想
の
調
度
で
あ
っ
た
。

中
世
の
人
々
の
夢
見
た
幻
想
の
調
度
は
、
金
銀
や
唐
物
を
素
材
と
す
る
豪
華
な
も

の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
夢
見
た
幻
想
の
調
度
は
、
厚
紙
や
片

木
で
作
ら
れ
、
わ
か
り
や
す
い
源
氏
絵
を
付
け
た
、
さ
さ
や
か
な
一
式
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
風
流
調
度
が
設
営
さ
れ
る
場
も
機
会

も
失
わ
れ
た
近
世
に
あ
っ
て
、
幻
想
の
調
度
は
サ
イ
ズ
を
縮
減
し
、
画
帖
の
な
か
に

よ
う
や
く
そ
の
落
ち
着
き
先
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
作
り
物
「
源
氏
八
景
」
を
、
風

流
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
最
後
の
調
度

風
流
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

註1 

日
高
薫
「
室
か
ぎ
り
の
諸
相
|
|
風
流
作
り
物
か
ら
座
敷
か
ざ
り
へ
」
「
美
術
史
論
叢
」
六

一
九
九

O
年
、
佐
野
み
ど
り
「
第
一
篇
風
流
と
造
形
」
『
風
流
造
形
物
語
|
l
日
本

美
術
の
構
造
と
様
態
」
ス
カ
イ
ド
ア
一
九
九
七
年
、
辻
惟
雄
「
か
ぎ
り
と
風
日
と
茶
|
|

林
聞
の
茶
の
湯
」
『
「
か
ざ
り
」
の
日
本
文
化
」
角
川
書
応
一
九
九
八
年
。
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一
九
九

O
年

図
版

9ラ

[庭風流 .ji子風流・調度風流]・…泉万里

(
2
)
「
竹
む
き
が
記
上
」
『
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
五
一

一
九
九
O
年
二
九
三
頁
。

(
3
)

『
菅
家
文
草
」
所
収
の
「
左
相
撲
司
標
所
記
」
に
は
、
大
嘗
会
で
は
な
く
相
撲
の
節
会
の
際

の
標
に
つ
い
て
、
優
れ
た
出
来
映
え
の
作
り
物
の
い
く
つ
か
は
再
利
用
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
o

川
口
久
雄
校
注
『
岩
波
古
典
文
学
大
系
七
三
菅
家
文
草
菅
家
後

集
』
岩
波
書
庖
一
九
六
六
年
五
三
六
j
五
コ
一
人
頁
。

(
4
)

角
田
文
衛
「
平
安
京
の
鴻
撞
館
」
『
古
代
文
化
」
四
二
編
入
号
一
九
九
O
年
三
四
頁
。

(
5
)

「
石
清
水
八
幡
宮
史
」
史
料
第
一
集
石
清
水
八
幡
社
社
務
所
刊
一
九
九
六
年
(
二
刷
)

二
四
九
頁
。

(
6
)

片
桐
弥
生
「
室
町
時
代
に
お
け
る
古
歌
の
造
形
」
「
日
本
文
化
研
究
」
五
号
一
九
九
一
二
年

四
コ
一
頁
。

(
7
)

春
日
大
社
で
は
「
お
ん
祭
威
儀
物
」
と
呼
ぶ
。
コ
一
本
の
足
つ
き
の
長
方
形
の
台
に
、
紅
白

梅
と
松
を
立
て
、
周
囲
に
人
形
な
ど
の
作
り
物
を
い
く
つ
か
飾
り
置
き
、
中
央
に
盃
を
据
え

た
も
の
で
あ
る
。
台
の
形
が
州
浜
形
で
は
な
い
か
ら
、
正
確
に
は
「
盃
台
」
と
い
う
べ
き
も

の
だ
が
、
作
り
物
と
し
て
の
性
格
は
同
じ
で
あ
る
。

(
8
)

『
看
聞
日
記
」
永
享
三
年
二
一
月
一
一
六
日
条
。

(
9
)

扉
風
装
「
源
氏
八
景
」
の
図
版
は
「
源
氏
物
語
図
細
工
貼
交
」
と
し
て
『
続
時
代
界
風

衆
花
』
(
し
こ
う
社
図
書
販
売
一
九
九
三
年
第
一
一
八
図
)
に
収
録
。
作
品
解
説
は
私
が

担
当
し
た
が
、
主
題
を
「
源
氏
八
景
」
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
執
筆
当
時
は
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
こ
こ
に
解
説
の
不
足
を
お
詫
び
し
、
訂
正
し
た
い
。

(
叩
)
宮
川
葉
子
「
第
五
節
『
源
氏
八
景
』
に
つ
い
て
i
|
|
長
野
善
光
寺
本
を
中
心
に
」
「
源
氏
物

語
の
文
化
史
的
研
究
」
風
間
書
房
一
九
九
七
年
。

(
日
)
画
帖
の
形
状
は
横
長
の
折
本
で
、
縦
三
九
、
八
セ
ン
チ
横
三
一
セ
ン
チ
。
表
紙
は
桜
紋
様

が
ち
ら
さ
れ
た
錦
が
貼
ら
れ
、
中
央
に
「
源
氏
八
景
」
と
記
さ
れ
た
題
集
を
貼
る
。
桐
箱
に

納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
箱
書
き
な
ど
は
な
い
。

(
ロ
)
宮
川
氏
前
掲
書
三
コ
一
四
1
三
四
五
頁
。

(
日
)
宮
川
氏
前
掲
書
三
一
四
一

1
コ
一
四
三
頁
。

(
U
)

そ
の
上
、
「
寄
懸
り
」
と
み
え
る
の
は
、
積
み
重
ね
た
冊
子
本
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
乙
女
初
雁
」
の
図
様
【
図
ロ
】
は
、
本
文
に
夕
霧
が
「
そ
う
し
」
に
寄
り
か
か
る
と
あ
る
の

を
、
閉
ざ
さ
れ
た
障
子
に
寄
り
か
か
る
の
で
は
な
く
、
積
み
重
ね
た
草
紙
に
寄
り
か
か
る
と

誤
解
し
て
い
る
。

(
日
)
宮
川
氏
前
掲
書
三
五
六
頁
。

(
日
)
「
石
山
寺
と
紫
式
部
|
|
源
氏
物
語
の
世
界
」
大
本
山
石
山
寺
刊

番
号
六
三
。
作
品
解
説
は
片
桐
弥
生
氏
に
よ
る
。

(
打
)
日
高
氏
前
掲
論
文
一
一
一
一
一

1
三
四
頁
。

中
世
日
記
紀
行
集
』
岩
波
書
宿



図 1 伊達吉村「源氏八景御手かかみJ (仙台市博物館蔵H明石晩鐘」

図2 作り物「源氏八景J (彦根城博物館蔵)付属縮図(官頭部分)
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[庭風流破子底流調度風流] 泉万里

図3 作り物 「源氏八景J(彦被城博物館蔵H帯木夜雨j部分

図 4 i帯木夜雨j 部分堺風
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図5 作り物 「源氏八景J (彦根城博物館蔵H須磨秋月」部分

図6 r須磨秋月J部 分 府A風の金具
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[庭風流破子風流調度風流] ー泉万里

図7 作り物 「源氏八景J(彦根城博物館蔵H明石晩鐘J

図8 作り物「源氏八景J (彦根城博物館蔵)i松風帰l帆」

図9 i松風帰帆」 部分画帖の|羽金具
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図10 作り物 「源氏八景J (彦根城博物館蔵)r朝顔暮雪」

図" 作り物 「源氏八景J(彦根城博物館蔵H乙女初雁」

図12 I乙女初雁」 部分杉戸引手
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[庭風流 ・破子風流 ・調度風流]・・ ・・泉 万里

図13 作り物「源氏八景J (彦根城博物館蔵H玉霊晴嵐」

図14 作り物「源氏八景J (彦根城博物館蔵)Iタ霧タ照」
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図15 i光源氏湖水五十四帖J(石山寺蔵)部分
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Furyu Garden， Furyu Warigo and Furyu Fumiture 

lZUMI Mari 

In this paper 1 introduce tsukuri-mono that deviate from the requirement of refined tsukuri-mono (furyu no 

tsukuri-mono)出atrequires them to be “tsukuri-mono used only on a particular occasion". 

τbe宣rstexample 1 present is that of refined tsukuri-mono erected outside that appear to have been used re-

peatedl手Andnext， as an example of objects that were admired and stored as souvenirs in a different form， 1 

have discovered from the Kanmon Nikki (Kanmon Diary) that partitions were made onto which refined warigo 

were pasted. 

Last1y， 1 tum to refined sets of fumiture seen during the latler part of Edo Period following a Tale of Genji 

theme that were custom made as part of a fantasy. Strict1y speaking， these are not refined tsukuri-mono.τbey 

are miniatures made from paper， wooden sheets， brocade， metal and the like that were pasted into albums. 

τbere were also fake sets of fumiture， which are depicted item by item in picture scrolls. Possessing one of 

these a1bums or picture scrolls was probably like possessing a set of refined fake Ta1e of Genji fumiture. Sev-

ered from a bond with a particular time and space， these items， whose original purpose w部 theirinsertion in 

these a1bums and their depiction in picture scrolls， should probably be regarded as somewhat akin to fossils of 

refined tsukuri-mono. 
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