
一

近
世
後
期
山
陰
地
方
の
源
氏
物
語
享
受

183

目
次

　

一　

は
じ
め
に

　

二　

宣
長
と
源
氏
物
語

　

三　

八
幡
神
社
蔵
『
源
氏
物
語
』
概
略

　

四　

衣
川
長
秋
に
よ
る
源
氏
物
語
講
釈
と
そ
の
理
解

　

五　

綱
長
書
写
源
氏
物
語
の
特
徴　

1　

桐
壺
巻
十
一
行
本

　

六　

綱
長
書
写
源
氏
物
語
の
特
徴　

2　

帚
木
巻
六
行
本

　

七　

綱
長
書
写
源
氏
物
語
の
特
徴　

3　

桐
壺
巻
八
行
本

　

八　

ま
と
め
に
か
え
て

一　

は
じ
め
に

源
氏
物
語
は
、
は
た
し
て
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
。
こ
う
し
た
問
い
を

発
し
た
と
き
、
と
う
ぜ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
答
が
想
起
さ
れ
る
。
た
だ
一
心
不
乱
に

読
ま
れ
た
り
、
人
々
の
相
互
の
や
り
と
り
の
中
で
ふ
と
話
題
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
り

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
よ
う
に
、絵
と
と
も
に
鑑
賞
さ
れ

る
こ
と
や
、『
河
海
抄
』
や
『
花
鳥
余
情
』
と
い
っ
た
注
釈
書
を
伴
っ
て
理
解
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
源
氏
物
語
は
、
不
断
の
読
者
を
獲
得

し
つ
づ
け
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
も
っ
て
読
み
継
が
れ
て
き
た
諸
相
や
、
あ
る
い
は
、
そ
の

理
由
を
解
き
明
か
す
た
め
、
い
く
つ
か
の
考
察
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
源
氏
物
語
の
享

受
を
め
ぐ
る
大
き
な
歴
史
の
流
れ
は
導
き
だ
さ
れ
て
き
た①
。
享
受
史
に
か
か
わ
る
研

究
は
、
源
氏
物
語
な
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
は
て
に
あ
る
人
々
の
心
底
や
文

化
を
あ
ば
き
た
て
て
も
く
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
従
来
の
享
受
史

に
は
、
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
死
角
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
が
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
近
世
後
期
、
一
地
方
に
お
け
る
源
氏
物
語

享
受
の
実
相
で
あ
る
。
長
く
つ
づ
く
享
受
の
歴
史
の
中
で
、
地
方
の
そ
れ
が
顧
み
ら

れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
地
方
に
お
い
て
は
、
源
氏
物

語
へ
の
関
心
が
ど
の
程
度
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
理
解
の
水
準
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
り
、
ま

た
、
い
か
な
る
講
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
か
。
源
氏
物
語
が
読
み
継
が
れ
て
き
た
歴
史

を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
中
心
と
な
っ
た
中
央②
で
の
営
み
だ
け
で
な
く
、
そ
の
傍
流

に
位
置
す
る
地
方
の
あ
り
よ
う
に
目
を
向
け
る
こ
と
も
肝
要
で
あ
ろ
う
。
中
央
と
地

方
の
差
異
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
面
的
で
は
な
い
、
立
体
的
な
享
受

の
す
が
た
が
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
京
や
江
戸
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
方
、
よ
り
具
体

的
に
は
、
山
陰
地
方
に
お
け
る
あ
り
か
た
を
考
え
な
が
ら
、
そ
の
糸
口
を
さ
ぐ
っ
て

み
た
い
。

近
世
後
期
山
陰
地
方
の
源
氏
物
語
享
受

―
鳥
取
県
米
子
市
八
幡
神
社
蔵
『
源
氏
物
語
』（
桐
壺
巻
二
冊
・
帚
木
巻
一
冊
）
解
題
と
紹
介

―
須　

藤　
　
　

圭
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二　

宣
長
と
源
氏
物
語

近
世
後
期
に
至
っ
て
も
な
お
、
源
氏
物
語
は
い
っ
そ
う
広
く
読
ま
れ
つ
づ
け
て
い

た
。
殊
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
近
世
前
期
に
試
み
ら
れ
て
い
た
仏
教
的
、
な
い

し
は
、
教
戒
的
な
源
氏
観
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
本
居
宣
長
（
享
保
十
五
年

（
一
七
三
〇
）
生
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
没
）
の
業
績
で
あ
る
。
狂
言
綺
語
観
を
遠
く

見
据
え
な
が
ら
、
朱
子
学
の
強
い
影
響
下
に
生
ま
れ
た
勧
善
懲
悪
的
源
氏
観
を
、
宣

長
は
『
紫
文
要
領
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
切
り
捨
て
て
み
せ
る
。

此
物
語
を
こ
と
〳
〵
く
勧
善
懲
悪
の
心
と
見
て
、
こ
と
に
好
色
の
い
ま
し
め
と

す
る
は
、
大
な
る
ひ
か
事
也
、
作
者
の
本
意
、
い
ま
し
め
の
心
に
あ
ら
す
、

（
四
四
九
頁
）

宣
長
は
、『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
た
本
意
を
「
物
の
あ
は
れ
」
を
知
る
こ
と
と
解

し
て
い
た
。
蛍
巻
の
物
語
論
を
論
じ
る
に
お
よ
ん
で
、「
よ
き
も
あ
し
き
も
世
に
ふ
る

人
の
有
様
の
、
み
る
に
も
あ
か
す
聞
に
も
あ
ま
ル
こ
と
を
、
後
の
世
に
も
い
ひ
つ
た
へ

さ
せ
ま
ほ
し
き
ふ
し
〳
〵
を
、
心
に
こ
め
か
た
く
て
、
い
ひ
を
き
は
し
め
た
る
也
、」

（
四
〇
一
頁
）
に
解
釈
を
加
え
、
作
者
の
う
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
揺
れ
う
ご
く
人
々
の

心
の
あ
り
よ
う
を
語
り
た
い
、
書
き
た
い
と
い
う
欲
求
が
強
く
生
じ
て
い
る
こ
と
を

見
抜
き
、「
さ
て
其
見
る
物
聞
物
に
つ
き
て
、
哀
也
共
か
な
し
共
思
ふ
か
、
心
の
う
こ

く
な
り
、
そ
の
心
の
う
こ
く
か
、
す
な
は
ち
物
の
哀
を
し
る
と
い
ふ
物
な
り
、
さ
れ

は
此
物
語
物
の
哀
を
し
る
よ
り
外
な
し
、
作
者
の
本
意
か
、
物
の
哀
よ
り
書
出
た
る

物
な
れ
は
、
そ
の
見
る
に
も
あ
か
す
、
聞
に
も
あ
ま
る
事
共
を
か
き
て
、
そ
れ
を
よ

ま
ん
人
に
も
、物
の
哀
を
し
ら
さ
む
た
め
と
い
ふ
事
、此
所
の
文
に
て
さ
と
る
へ
し
、」

（
四
〇
三
頁
）
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
杉
田
昌
彦
氏
『
宣
長
の
源
氏
学③
』
は
、
右
に
見

た
『
紫
文
要
領
』
に
代
表
さ
れ
る
評
論
的
研
究
と
と
も
に
、
本
文
の
精
密
な
読
解
に

も
と
づ
く
基
礎
的
作
業
が
あ
っ
た
こ
と
を
総
合
的
に
解
明
し
た
好
著
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
、
宣
長
の
達
し
た
境
地
を
「
作
り
物
語
は
、
読
者
の
日
常
現
実
か
ら
の
単
な

る
避
難
場
所
な
ど
で
は
な
く
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
い
う
精
神
の
作
用
に
よ
っ

て
、
作
者
と
読
者
（
語
り
手
と
聞
き
手
）
の
感
情
の
交
流
の
媒
と
な
り
、
双
方
の
精
神

的
浄
化
（
カ
タ
ル
シ
ス
）
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る④
。」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
説
を
か
な
め
と
す
る
宣
長
の
学
説
は
、
多
く
の
門

人
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体
も
徐
々
に
詳
ら
か

に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
居
宣
長
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
る
宣
長
の
手
沢
本

『
湖
月
抄
』
に
は
宣
長
の
書
き
入
れ
が
多
く
見
ら
れ
、『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
の
基

礎
資
料
と
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
門
人
に
も
貸
し
出
さ
れ
、
書

写
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い⑤
。
大
阪
天
満
宮
御
文
庫
蔵
本
、
相
愛
大
学
春
曙
文

庫
蔵
本
、
立
命
館
大
学
図
書
館
人
文
系
文
献
資
料
室
蔵
本
な
ど
は
、
そ
う
し
た
う
ち

の
一
本
と
判
断
で
き
る
。
左
の
図
版
に
、
立
命
館
大
学
図
書
館
人
文
系
文
献
資
料
室

蔵
本⑥
の
桐
壺
巻
一
丁
裏
―
二
丁
表

を
掲
げ
た
が
、
該
本
は
、
夢
浮
橋

巻
の
巻
末
に
「
弘
化
二
乙

巳
年
四
月

十
八
日
以
鈴
屋
大
人
校
合
本
書
入

畢　

七
里
蕃
門
」
と
あ
り
、
享
和

元
年
（
一
八
〇
一
）
に
宣
長
の
門
人

と
な
っ
た
七
里
蕃
民⑦
の
、
そ
の
後

裔
と
思
わ
れ
る
蕃
門
な
る
人
物
に

よ
っ
て
写
さ
れ
た
も
の
と
判
明
す

る
。
ま
た
、こ
れ
ら
と
は
別
に
、国

立
国
会
図
書
館
の
所
蔵
に
か
か
る

清
水
宣
昭
の
『
品
定
参
註
』
に
は
、

立命館大学図書館人文系文献資料室蔵
『湖月抄』一丁裏―二丁表
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「
雨
夜
物
語
文
段
要
訣
」と
い
う
書
か
ら
の
抜
き
書
き
が
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い

い
、そ
の
「
雨
夜
物
語
文
段
要
訣
」
は
、鈴
屋
門
の
藤
井
高
尚
（
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）

生
。
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
没
）
の
門
人
と
さ
れ
る
讃
岐
国
白
鳥
社
神
官
の
猪
熊
方

主
の
著
に
な
る
と
い
う⑧
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
宣
長
説
は
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
広
く
流
布
し
、
次
の
世
代
へ

と
継
承
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
た
だ
中
に
、
山
陰
地
方
で
成
立
し
た
源

氏
物
語
の
享
受
資
料
が
、鳥
取
県
米
子
市
八
幡
神
社
蔵
『
源
氏
物
語
』（
桐
壺
巻
二
冊
・

帚
木
巻
一
冊
）
で
あ
る
。

三　

八
幡
神
社
蔵
『
源
氏
物
語
』
概
略

八
幡
神
社
に
蒐
蔵
さ
れ
る
源
氏
物
語
三
冊
は
、
桐
壺
巻
二
冊
、
帚
木
巻
一
冊
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
便
宜
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
裁
か
ら
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
、
桐
壺
巻

八
行
本
、
帚
木
巻
六
行
本
と
称
す
る
。
ま
ず
は
、
各
々
の
書
誌
と
一
丁
表
の
図
版
を

掲
げ
る
。

１　

桐
壺
巻
十
一
行
本

写
本
一
冊
。
仮
袋
綴
じ
。
竪
二
七
・
〇
×
横
一
九
・
〇
糎
。
本
文
料
紙
楮
紙
、
表
紙

本
文
共
紙
。
外
題
「
桐
つ
ぼ
」（
表
紙
中
央
に
書
き
外
題
）。
半
葉
十
一
行
書
。
墨
付

二
十
七
丁
半
（
裏
表
紙
見
返
し
も
墨
付
で
、
ま
た
、
途
中
に
半
丁
ず
つ
計
五
箇
所
の
白
紙
を

有
す
る
が
、
こ
れ
ら
も
含
め
た
）、
遊
紙
な
し
。
表
表
紙
の
右
下
に
「
目
連
尊
者
」
と
あ

る
。
桐
壺
巻
を
末
尾
ま
で
書
写
す
る
。

２　

帚
木
巻
六
行
本

写
本
一
冊
。
仮
袋
綴
じ
。
竪
二
七
・
〇
×
横
一
九
・
一
糎
。
本
文
料
紙
楮
紙
、
表
紙

本
文
共
紙
。
外
題「
は
ゝ
き
き
」（
表
紙
中
央
に
書
き
外
題
）。
半
葉
六
行
書
。
墨
付
二
十

丁
、遊
紙
な
し
。
表
表
紙
の
左
下
に
「
ぬ
し
／
綱
長
」
と
あ
る
。
帚
木
巻
の
途
中
「
…

心
ざ
し
ふ
か
ゝ
ら
ん
．
お
と
こ
」
ま
で
を
書
写
す
る
。

八幡神社蔵『源氏物語』
（桐壺巻十一行本）一丁表

八幡神社蔵『源氏物語』
（帚木巻八行本）一丁表
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３　

桐
壺
巻
八
行
本

写
本
一
冊
。
仮
袋
綴
じ
。
竪
二
八
・
五
×
横
二
〇
・
五
糎
。
本
文
料
紙
楮
紙
、
表
紙

本
文
共
紙
。
外
題
「
桐
つ
ほ
」（
表
紙
中
央
に
書
き
外
題
）。
半
葉
八
行
書
。
墨
付
十
八

丁
半
（
裏
表
紙
見
返
し
も
墨
付
で
、
こ
れ
も
含
め
た
）、
遊
紙
な
し
。
表
表
紙
の
左
下
に

「
ぬ
し
／
つ
な
な
が
（
花
押
）」
と
あ
る
。
桐
壺
巻
の
途
中
「
…
右
近
の
つ
か
さ
の
と
の

ゐ
申
の
こ
へ
き
こ
ゆ
る
は
」
ま
で
を
書
写
す
る
。

帚
木
巻
六
行
本
と
桐
壺
巻
八
行
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
表
紙
に
「
ぬ
し
／
綱
長
」

「
ぬ
し
／
つ
な
な
が
（
花
押
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、八
幡
神
社
第
十
二
代
宮
司
、佐
渡

守
で
あ
っ
た
内
藤
綱
長⑨
の
蔵
書
と
推
測
で
き
、
ま
た
、
筆
跡
や
花
押
に
よ
る
か
ぎ
り
、

綱
長
自
筆
の
写
本
と
考
え
て
よ
い
。
桐
壺
巻
十
一
行
本
の
本
行
本
文
の
筆
致
は
、
他

と
比
べ
て
や
や
異
な
る
が
（
理
由
は
後
述
す
る
）、
装
訂
、
傍
記
本
文
は
他
の
二
本
と

同
様
で
あ
り
、
や
は
り
、
綱
長
の
書
写
に
よ
る
も
の
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

な
お
、
帚
木
巻
六
行
本
と
桐
壺
巻
八
行
本
は
巻
の
途
中
で
中
断
し
て
い
る
が
、
裏

表
紙
も
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
末
尾
が
散
逸
し
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
未
完

で
あ
る
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
綱
長
の
生
き
た
時
代
、
梗
概
書
な
ど
を
用
い
る
ば
あ
い
を
除
き
、
源

氏
物
語
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
山
崎
芙
紗
子
氏
「
聞
書
と
注

釈
書
の
間
―
本
居
宣
長
の
源
氏
物
語
講
釈
―⑩
」に
お
け
る
次
の
言
及
が
参
考
に
な
る
。

江
戸
時
代
に
一
定
の
期
間
を
決
め
て
源
氏
物
語
の
講
釈
が
行
わ
れ
る
場
合
、
最

初
の
桐
壺
巻
と
次
の
帚
木
巻
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
特
に
帚
木
の
前
半

の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
部
分
が
人
気
が
あ
っ
た
。

同
じ
く
、
山
崎
芙
紗
子
氏
「
近
世
後
期
の
源
氏
注
釈
―
雨
夜
物
語
と
教
戒
説
―⑪
」

に
よ
れ
ば
、
藤
井
高
尚
は
京
や
大
坂
で
「
雨
夜
の
品
定
め
」
を
講
釈
し
、
鈴
屋
門
の

村
田
春
門
も
大
坂
で
「
雨
夜
の
品
定
め
」
を
講
釈
し
た
と
い
い
、
本
居
大
平
も
京
都

に
あ
る
屋
敷
に
招
か
れ
、
や
は
り
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
を
講
じ
て
い
た
ら
し
い
。
綱

長
書
写
の
源
氏
物
語
三
冊
が
、
全
巻
揃
い
で
な
く
、
桐
壺
巻
二
冊
、
帚
木
巻
一
冊
で

あ
る
こ
と
も
、
当
時
の
享
受
の
あ
り
か
た
を
鑑
み
れ
ば
、
疑
問
視
す
る
も
の
で
は
な

い
。

四　

衣
川
長
秋
に
よ
る
源
氏
物
語
講
釈
と
そ
の
理
解

八
幡
神
社
蔵
『
源
氏
物
語
』
三
冊
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
最
大
の
特
色
は
、
行
間

に
施
さ
れ
た
お
び
た
だ
し
い
注
記
の
存
在
に
あ
る
。
こ
の
膨
大
な
行
間
注
記
が
綱
長

じ
し
ん
の
解
釈
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
何
某
か
の
国
学
者
の
教
え
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
は
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、

こ
の
注
記
か
ら
、
綱
長
が
、
源
氏
物
語
を
熱
心
に
読
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は

た
し
か
と
い
え
る
。
綱
長
は
、
は
た
し
て
、
ど
の
よ
う
な
文
化
圏
の
中
で
、
源
氏
物

語
に
対
す
る
知
識
を
は
ぐ
く
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
幡
神
社
蔵
『
源
氏
物
語
』
三

八幡神社蔵『源氏物語』
（桐壺巻八行本）一丁表
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冊
を
除
い
て
、
綱
長
の
源
氏
物
語
享
受
を
直
接
的
に
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
見
い
だ

せ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
わ
ず
か
に
そ
の
一
端
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
が
、
ど

う
や
ら
、
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

鳥
取
藩
を
中
心
に
活
動
し
た
文
人
た
ち
の
和
歌
を
類
聚
し
た
、
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）
刊
の
『
類
題
稲
葉
集
』
の
序
に
「
長
秋
の
翁
京
よ
り
下
り
て
（
中
略
）
歌

の
道
も
い
よ
〳
〵
盛
に
来
も
て
行
て⑫
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
地
方
の
歌
道
は
、
衣

川
長
秋
（
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
生
。
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
没⑬
）
に
よ
っ
て
大
い
に

広
ま
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
如
上
の
序
は
、
長
秋
に
学
ん
だ
中
島
宜
門
の
こ
と

ば
で
あ
る
か
ら
、
多
少
の
過
大
評
価
も
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
あ
ら

わ
れ
た
長
秋
の
存
在
は
、
同
時
期
の
綱
長
の
文
化
圏
を
考
え
る
う
え
で
、
決
し
て
、

見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

宣
長
縁
故
で
あ
っ
た
長
秋
は
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）、
宣
長
の
門
人
と
な
っ
た⑭
。

こ
の
の
ち
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
、
鳥
取
藩
の
神
官
で
あ
っ
た
国
本
道
男
の

勧
誘
に
よ
っ
て
そ
の
地
へ
下
向
し
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
な
る
と
、
塾
を
開
い

て
教
示
も
行
っ
て
い
る
。門
下
も
す
こ
ぶ
る
多
く
、三
〇
〇
名
を
数
え
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
宣
長
没
後
は
本
居
春
庭
に
師
事
し
た
と
い
い
、
鳥
取
藩
の
国
学
振
興
に

大
き
な
貢
献
を
は
た
し
た
人
物
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
長
秋
は
、
鳥
取
か
ら
、
八
幡
神
社
の
あ
る
米
子
へ
も
度
々
訪
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
秋
の
出
雲
大
社
へ
の
旅
の
見
聞
を
書
き
つ
づ
っ
た

『
田
蓑
の
日
記
』八
月
一
日
条
を
見
た
い
。
米
子
の
日
吉
津
村
に
住
む
田
口
老
翁
の
も

と
へ
赴
い
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

八
月
朔
日　

休
明
が
を
し
へ
子
に
て
、
田
口
老
翁
が
学
び
の
は
ら
か
ら
な
る
、

尾
高
村
の
流
水
と
い
ふ
人
、
内
藤
何
が
し
を
い
ざ
な
ひ
て
、
お
の
れ
が
来
た
り

け
る
を
、
聞
つ
け
て
と
ふ
ら
ひ
来
け
り
。
何
く
れ
と
物
か
た
ら
ふ
つ
い
で
に
、

出
雲
の
大
神
を
が
み
に
、
物
せ
ん
こ
と
を
そ
ゝ
の
か
し
け
れ
バ
、
さ
ら
バ
今
夜

ハ
内
藤
何
が
し
が
、
馬
場
村
に
と
て
、
四
人
打
つ
れ
行
て
、
内
藤
何
が
し
が
家

に
や
ど
る
。
日
吉
津
村
よ
り
馬
場
村
ま
で
一
里
ば
か
り
な
り
。（
三
九
八
頁
）

長
秋
の
来
て
い
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
「
尾
高
村
の
流
水
と
い
ふ
人
」
が
「
内
藤

何
が
し
」
と
と
も
に
来
訪
し
、
あ
れ
こ
れ
と
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
出
雲
大
社
を

拝
み
に
行
く
こ
と
と
な
り
、
四
人
は
連
れ
だ
っ
て
馬
場
村
に
あ
る
「
内
藤
何
が
し
が

家
」
に
宿
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
馬
場
村
と
は
、
ま
さ
し
く
、
八

幡
神
社
の
鎮
座
す
る
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
「
内
藤
何
が
し
」
は
、
八
幡
神
社
の

宮
司
職
を
務
め
た
内
藤
家
の
ひ
と
り
を
指
す
と
見
て
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の

人
物
こ
そ
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）、
壮
年
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
綱
長
と
見

な
す
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。『
田
蓑
の
日
記
』
か
ら
は
、長
秋

が
内
藤
家
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
少
な
く
と
も
こ
の
こ
ろ
に
は
、
綱
長
と

の
交
流
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。

ま
た
、
こ
の
地
方
で
、
長
秋
が
源
氏
物
語
の
講
釈
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で

き
る
。
前
掲
の
八
月
一
日
条
の
あ
と
、
長
秋
ら
は
、
二
日
に
馬
場
村
を
出
立
し
、
航

路
で
松
江
に
わ
た
っ
て
出
雲
大
社
へ
の
参
詣
を
す
ま
せ
、
九
日
に
は
米
子
、
日
吉
津

村
に
戻
っ
て
き
て
い
る
。
続
く
同
十
日
条
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

十
日　

空
の
け
し
き
も
な
ほ
れ
り
。
け
ふ
よ
り
源
氏
物
語
と
き
て
よ
と
こ
ひ
け

れ
バ
、
掃
木
巻
よ
り
と
き
は
じ
む
。（
三
九
九
頁
）

十
一
日
条
「
例
の
物
語
と
く
。」、
十
二
日
条
「
例
の
物
語
も
と
く
。」、
十
三
日
条

「
例
の
物
語
と
く
。」（
以
上
、
三
九
九
頁
）
と
あ
っ
て
、
連
日
、
源
氏
物
語
帚
木
巻
の

講
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

翌
年
の
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）、
再
び
、
米
子
に
出
発
し
た
長
秋
の
書
き
残
し
た

記
録
が
『
や
つ
れ
み
の
の
日
記
』
で
あ
る
。
四
月
二
十
五
日
条
を
挙
げ
よ
う
。
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廿
五
日
（
中
略
）
夜
に
な
り
て
、
米
子
に
き
て
、
す
な
は
ち
、
例
の
人
々
の
や
ど

り
を
と
ふ
ら
ひ
け
る
に
、
け
ふ
は
、
山
辺
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
物
し
て
、
ま
だ
か

へ
ら
ず
と
い
ふ
、
田
代
恒
親
が
も
と
に
き
て
、
去
年
よ
り
の
物
語
、
何
く
れ
と

し
つ
つ
を
る
に
、
横
田
朗
、
こ
ゝ
に
お
の
れ
が
き
た
り
け
る
よ
し
、
聞
つ
け
て
、

と
ふ
ら
ひ
き
け
れ
ば
、
お
も
ほ
え
ず
、
夜
ふ
け
て
ふ
し
ぬ
、（
三
七
九
頁
）

田
代
恒
親
（
元
春
）
の
も
と
で
「
去
年
よ
り
の
物
語
、何
く
れ
と
し
」
て
い
た
と
あ

る
の
は
、『
田
蓑
の
日
記
』
に
見
え
た
源
氏
物
語
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
同

三
十
日
条
に
も
「
物
が
た
り
す
、」
と
あ
り
、翌
月
、閏
四
月
一
日
条
に
な
る
と
、「
源

氏
物
語
き
り
つ
ぼ
の
巻
口
説
す
、」（
以
上
、
三
八
〇
頁
）
と
見
え
て
い
る
。『
神
代
正

語
』
の
講
釈
も
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
、
す
べ
て
が
か
か
わ
る
か

ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
四
日
「
例
の
口
説
す
、」、
五
日
「
例
の
口
説
す
、」、

六
日
「
例
の
口
説
す
、」、
七
日
「
例
の
口
説
す
、」、
八
日
「
例
の
口
説
し
て
、」、
九

日
「
例
の
口
ぜ
ち
す
、」（
以
上
、
三
八
二
頁
）
と
あ
る
の
に
も
、
源
氏
物
語
が
含
ま
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
田
蓑
の
日
記
』
や
『
や
つ
れ
み
の
の
日
記
』
に
は
、長
秋
の
も
と
に
こ
ぞ
っ
て
集

う
知
識
人
た
ち
の
す
が
た
が
描
か
れ
て
お
り
、
綱
長
ら
に
と
っ
て
、
羨
望
の
ま
な
ざ

し
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
と
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
長
秋
は
、
米
子
近
辺
に

お
い
て
、
源
氏
物
語
の
講
釈
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
に
綱
長
が
参
加
し
た
と
い
う
明
確
な
記
録
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
周
辺
の
知

識
人
た
ち
が
列
席
し
、
宣
長
の
学
問
を
受
け
継
ぐ
長
秋
の
言
説
を
熱
心
に
聞
い
て
き

た
こ
と
は
す
ぐ
に
知
れ
わ
た
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
ま
た
た
く
間
に
流
布

し
、
綱
長
の
耳
に
も
入
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
畢
竟
、
長
秋
の
源
氏
物
語
講
釈
に
あ

わ
せ
て
、
綱
長
の
源
氏
物
語
享
受
の
一
端
が
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
長
秋
の
講
釈
は
、
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
長
秋

が
宣
長
の
門
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
宣
長
説
と
の
照
応
が
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
長
秋
の
宣
長
に
対
す
る
態
度
を
う
か
が
う
さ
い
、
山
本
嘉
将

氏
『
近
世
和
歌
史
論⑮
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
上
京
し
た
先
か
ら
鳥
取
に
向
け
た
長

秋
の
書
簡
が
参
考
に
な
る
。

一
、  

其
の
独
学
云
々
の
事
に
つ
き
甚
浅
念
な
る
事
に
は
御
座
候
、
播
州
三
日
月

家
老
深
沢
何
某
と
申
人
有
之
萬
葉
摘
芳
と
申
も
の
を
あ
ら
は
し
居
候
。
殊

に
萬
葉
に
は
心
魂
を
く
だ
き
候
人
と
相
見
へ
甚
志
厚
く
相
見
申
候
。
残
念

成
か
な
独
学
に
て
契
沖
・
真
淵
翁
は
知
り
居
候
様
子
に
て
説
は
上
げ
有
之

候
へ
共
、
故
翁
其
外
説
は
一
向
し
ら
ぬ
人
に
て
候
。
此
人
に
諸
々
を
し
ら

せ
て
、
あ
は
れ
能
い
た
く
可
申
と
被
存
候
。
歌
も
し
ら
ぬ
人
な
が
ら
、
よ

み
出
た
る
事
、
自
分
よ
ろ
し
く
、
中
々
今
時
の
山
師
の
歌
人
よ
り
は
よ
ろ

し
く
候
。
神
の
さ
ち
は
ひ
無
之
人
残
念
に
被
存
候
。

書
簡
の
内
容
は
、
山
本
氏
の
解
説
が
要
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
に
掲
げ
て
お

く
。　

故
翁
宣
長
の
説
も
歌
も
尊
い
の
で
あ
り
、
目
標
は
故
翁
の
み
で
あ
っ
て
、
家

統
を
つ
い
だ
大
平
を
軽
視
し
た
傾
向
は
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
が
、
す
く
な
く
と

も
門
下
は
神
の
さ
ち
は
ひ
に
よ
っ
て
故
翁
の
真
面
目
に
ふ
れ
る
た
め
に
直
門
の

長
秋
の
説
に
傾
聴
す
べ
き
を
心
に
構
へ
て
ゐ
る
。

こ
の
叙
述
か
ら
は
、
宣
長
の
教
え
を
極
め
て
重
視
し
た
長
秋
の
姿
勢
が
浮
か
び
あ

が
っ
て
く
る
。
事
実
、『
百
人
一
首
』
に
口
語
訳
を
付
し
た
『
百
人
一
首
峯
梯
』
を
と

り
あ
げ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
が
宣
長
に
よ
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
口
語
訳
で
あ
る
『
古

今
集
遠
鏡
』
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、『
百
人
一
首
』
と
『
古
今
和

歌
集
』
が
共
通
す
る
和
歌
に
対
し
て
、「
百
首
の
中
に
古
今
集
の
哥
ど
も
は
師
の
遠

ト
ホ
カ
ヾ
ミ鏡
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を
も
て
心
得
べ
し
今
さ
ら
に
は
い
は
す⑯
」
と
述
べ
、
宣
長
説
を
訂
正
し
よ
う
と
す
る

様
子
は
、
い
っ
さ
い
見
ら
れ
な
い⑰
。
さ
ら
に
、
長
秋
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
か
ら
す

ぐ
れ
た
も
の
を
抄
出
し
て
口
語
訳
を
施
し
た
『
新
古
今
集
渚
の
玉
』
に
お
い
て
も
、

「
従
っ
て
該
本
は
師
宣
長
の
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
体
裁
を
な
ぞ
っ
た
『
新
古
今
集
』
の

『
遠
鏡
』
版
と
も
称
し
う
る
も
の
で
、
宣
長
の
選
釈
書
『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ
と
』

の
説
に
追
従
し
て
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
抄
出
歌
を
み
て
も
、『
新
古
今
集
美

濃
の
家
づ
と
』
の
中
で
一
首
全
体
が
「
い
と
め
で
た
し
」
と
称
揚
さ
れ
た
秀
歌
ば
か

り
で
、『
美
濃
の
家
づ
と
』
の
趣
意
を
踏
襲
し
て
著
わ
さ
れ
た
秀
歌
の
注
釈
で
あ
る⑱
。」

と
評
さ
れ
て
い
る
。
晩
年
、
宣
長
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
大
平
に
宣
長
の
伝
記
を
著

す
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
と
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
長
秋
は
、
宣
長
の
説
を
よ
く
伝
え
た

高
弟
で
あ
っ
た
。

源
氏
物
語
に
か
ぎ
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
長
秋
が
宣
長
か
ら
直
接
に
そ

の
講
義
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る⑲
。
し
か
し
、
源
氏
物

語
に
対
す
る
宣
長
の
考
え
を
耳
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
ろ
う
し
、
宣
長
に
対
す
る
長

秋
の
姿
勢
や
、
何
よ
り
も
、
米
子
に
訪
れ
る
以
前
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に

『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、そ
の
注
説
を
熟

知
し
て
い
た
と
考
え
て
誤
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
綱
長
の
手
に
か
か
る
源
氏
物
語
三
冊
の
素
性

を
解
明
す
る
に
あ
た
り
、
長
秋
の
講
釈
に
さ
い
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
、
ま
た
、
そ
の
注
説
が
宣
長
説
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
し
て

浮
上
す
る
。
は
た
し
て
、
こ
の
源
氏
物
語
三
冊
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
長

秋
が
継
承
し
た
で
あ
ろ
う
宣
長
説
と
も
対
照
さ
せ
つ
つ
、
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

五　

綱
長
書
写
源
氏
物
語
の
特
徴　

１　

桐
壺
巻
十
一
行
本

桐
壺
巻
十
一
行
本
の
特
徴
か
ら
考
察
し
て
い
く
と
、
次
の
点
が
指
摘
で
き
る
。

1　

慶
安
本
『
絵
入
源
氏
』
を
も
と
に
し
、
挿
絵
を
除
き
、
字
形
や
改
行
に
至
る
ま

で
、
ほ
ぼ
正
確
に
書
写
し
て
い
る
。

2　

た
だ
し
、
以
下
の
点
で
『
絵
入
源
氏
』
に
変
更
を
加
え
て
い
る
。

ⅰ　

振
り
仮
名
を
省
略
す
る
傾
向
に
あ
る
。

ⅱ　

濁
点
を
省
略
す
る
こ
と
や
、
逆
に
追
加
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ⅲ　

句
読
点
を
省
略
す
る
こ
と
や
、
逆
に
追
加
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ⅳ　

合
点
を
省
略
す
る
傾
向
に
あ
る
。

ⅴ　

仮
名
遣
い
を
訂
正
す
る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
訂
正
に
は
「
ま
ひ
り
」（『
絵

入
源
氏
』「
ま
い
り
」）
や
「
こ
へ
」（『
絵
入
源
氏
』「
こ
ゑ
」）
な
ど
、
一
定
の
傾
向

が
見
て
と
れ
る
。

桐
壺
巻
十
一
行
本
は
、
慶
安
本
『
絵
入
源
氏
』
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
写
し
た
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
近
似
す
る
。
上
図
に
桐
壺
巻
十
一
行
本
、下
図
に
『
絵
入
源
氏
』

の
、
三
丁
裏
か
ら
四
丁
表
を
掲
げ
て
み
る
。

慶安本『絵入源氏』三丁裏―四丁表

八幡神社蔵『源氏物語』
（桐壺巻十一行本）三丁裏―四丁表
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一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
は
『
絵
入
源
氏
』
の
転
写
本
と
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
桐
壺
巻
十
一
行
本
が
、
帚
木
巻
六
行
本
や
桐
壺
巻
八
行
本
と

異
な
る
筆
致
で
あ
る
こ
と
も
、
字
形
ま
で
似
せ
て
『
絵
入
源
氏
』
を
忠
実
に
書
写
し

て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
右
に
挙
げ
た
変
更
と
は
別
に
、
一
部
の
本
文
は
相
違

す
る
も
の
の
、
そ
の
す
べ
て
が
誤
写
や
誤
脱
と
判
断
さ
れ
る
。
な
お
、
四
丁
表
と
同

じ
く
、
挿
絵
は
い
っ
さ
い
描
か
れ
ず
、
白
紙
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

3　

行
間
注
記
に
は
、『
絵
入
源
氏
』
の
傍
注
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
る
。

4　

行
間
注
記
に
は
、『
絵
入
源
氏
』
の
傍
注
に
加
え
て
、
独
自
に
追
加
さ
れ
る
場
合

も
多
い
。

ⅰ　
『
絵
入
源
氏
』
の
傍
注
を
利
用
し
、
こ
れ
に
書
き
足
す
こ
と
が
あ
る
。

桐
壺
巻
十
一
行
本
の
本
文
は
『
絵
入
源
氏
』
を
概
ね
そ
の
ま
ま
に
転
写
し
て
お
り
、

行
間
に
記
さ
れ
た
傍
注
も
ほ
と
ん
ど
書
き
漏
ら
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
範

疇
に
と
ど
ま
ら
な
い
ば
あ
い
も
そ
う
と
う
に
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
を
分
類
し
て

み
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
次
に
挙
げ
る
Ａ
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
絵
入
源
氏
』
の
傍

注
を
主
語
に
し
、そ
の
つ
づ
き
を
書
き
足
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。『
絵
入

源
氏
』
を
ａ
と
し
て
掲
げ
る
。

　

Ａ  

女
御
も
御
こ
ゝ
ろ
お
ち
ゐ
給
ぬ
．（
一
七
ウ
・
一
九
6
）　

弘
徽
殿
に
も
、
御

こ
ゝ
ろ
お
ち
つ
き
給
ふ
也
。

　
ａ
女
御
も
御ミ

こ
ゝ
ろ
お
ち
ゐ
給
ぬ
．（
一
七
ウ
）　

弘
徽
殿
。

ⅱ　
『
湖
月
抄
』
の
利
用
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、『
絵
入
源
氏
』
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
Ｂ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
桐
壺

巻
十
一
行
本
が
『
湖
月
抄
』
を
利
用
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
判
明
す
る
。『
湖
月

抄
』
の
本
文
を
ｂ
と
し
て
引
用
す
る
。

　

Ｂ  

い
と
か
く
思
ふ
給
へ
ま
し
か
ば
（
六
オ
・
九
3
）　

か
や
う
に
あ
る
へ
し
、
と

兼
て
思
ひ
侍
ら
ハ
、
申
た
き
事
も
あ
り
し
、
と
の
心
也
。
き
の
ふ
け
ふ
と
は

思
は
さ
り
し
を
、
の
心
か
。

　

ｂ  

い
と
か
く
思
ふ
給
へ
ま
し
か
ば（
七
ウ
―
八
オ
）　
哢
此
詞
尤
感
あ
り
。
兼
て
万

頼
し
事
の
心
の
外
に
成
ぬ
る
事
を
思
ふ
詞
也
。　
師
か
や
う
に
あ
る
へ
し
、と

兼
て
思
ひ
侍
ら
ハ
、
申
た
き
事
も
あ
り
し
、
と
の
心
也
。　
細
き
の
ふ
け
ふ
と

ハ
お
も
は
さ
り
し
を
、
と
云
か
こ
と
し
。

『
湖
月
抄
』
は
、こ
の
部
分
の
注
記
を
『
弄
花
抄
』「
師
説
」『
細
流
抄
』
の
三
つ
の

注
釈
で
構
成
し
て
い
る
が
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
は
、
こ
の
う
ち
の
「
師
説
」『
細
流

抄
』
の
叙
述
を
そ
の
ま
ま
に
転
用
す
る
。『
湖
月
抄
』
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、書
く
こ
と

の
で
き
な
い
注
記
で
あ
る
。

桐
壺
巻
十
一
行
本
と
『
湖
月
抄
』
の
一
致
は
、
他
に
も
散
見
す
る
。
い
く
つ
か
を

例
示
し
て
お
く
。
な
お
、
以
下
に
掲
げ
る
Ｃ
か
ら
Ｅ
に
か
け
て
も
、
Ｂ
と
同
様
、『
絵

入
源
氏
』
に
行
間
注
記
は
見
え
な
い
。

　

Ｃ  

楊
貴
妃
の
た
め
し
（
一
ウ
・
五
10
）　

漢
土
玄
世
妲

愛
ゆ
へ
に
、
安
禄
山
の

乱
出
来
し
た
め
し
な
る
べ
し
。

　
ｃ  

楊
貴
妃
の
た
め
し
（
三
オ
）　
細
此
巻
ハ
長
恨
歌
に
て
書
故
也
。　
師
玄
宗
の
寵

愛
ゆ
へ
に
、
安
禄
山
が
乱
出
来
た
る
た
め
し
な
る
へ
し
。

　

Ｄ
こ
と
あ
る
時
は
（
二
オ
・
六
1
）　

何
に
て
も
晴
わ
ざ
あ
る
時
は
。

　

ｄ
こ
と
と
あ
る
時
は
（
三
ウ
）　

何
に
て
も
晴
わ
ざ
な
と
あ
る
時
な
る
へ
し
。
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Ｅ  

は
ゝ
み
や
内
の
ひ
と
つ
き
さ
ひ
ば
ら
に
な
ん
お
は
し
け
れ
ば
（
二
六
ウ
・

二
六
12
）　

葵
母
ハ
桐
壺
帝
の
妹
也
。
一
ツ
后
腹
三
宮
也
。

　
ｅ  
は
は
み
や
う
ち
の
ひ
と
つ
（
三
〇
ウ
）　

葵
上
の
母
ハ
桐
壺
巻
の
妹
也
。
一
ツ

后
腹
の
三
宮
也
。

ⅲ　
『
絵
入
源
氏
』
や
『
湖
月
抄
』
の
注
記
に
と
ど
ま
ら
ず
、文
意
を
い
っ
そ
う
理

解
し
や
す
く
す
る
た
め
の
説
明
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。

『
絵
入
源
氏
』
に
見
ら
れ
な
い
注
記
の
す
べ
て
が
『
湖
月
抄
』
に
由
来
す
る
も
の
と

は
い
え
な
い
。
桐
壺
巻
十
一
行
本
に
特
有
の
注
記
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
次
の

Ｆ
や
Ｇ
の
記
述
は
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
の
態
度
を
見
定
め
る
う
え
で
、
ひ
と
つ
の
指

標
に
な
る
。

　

Ｆ  

か
ゝ
る
と
こ
ろ
に
お
も
ふ
や
う
な
ら
ん
人
を
す
へ
て
す
ま
ば
や
（
二
八
オ
・

二
八
4
）　

源
氏
心
。
少
し
た
ら
ぬ
事
は
、
藤
壺
の
よ
ふ
な
る
美
し
き
が
た
ら

ぬ
と
也
。

　

ｆ  

か
か
る
所
に
お
も
ふ
や
う
な
ら
ん
（
三
二
オ
）　
細
大
か
た
お
も
ふ
や
う
な
る

人
を
と
な
り
。
ま
た
、
藤
壺
の
心
あ
り
。　
哢
同
。　
花
つ
ゐ
に
ハ
、
ね
が
ひ

の
こ
と
く
、
紫
ノ
上
を
、
後
に
ハ
、
二
条
院
に
住
給
へ
る
也
。

桐
壺
巻
の
巻
末
、
桐
壺
の
更
衣
の
邸
を
手
に
入
れ
た
源
氏
が
、
た
ぐ
い
な
い
ほ
ど

に
整
え
ら
れ
た
そ
こ
を
見
る
に
つ
け
て
、
あ
と
は
理
想
に
思
う
よ
う
な
人
を
迎
え
て

住
み
た
い
、
と
嘆
く
一
節
が
あ
る
。
諸
注
釈
書
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
参
考
と
し

て
挙
げ
た
ｆ
の
『
湖
月
抄
』
は
『
細
流
抄
』
を
引
用
し
て
「
大
か
た
お
も
ふ
や
う
な

る
人
を
と
な
り
。
ま
た
、
藤
壺
の
心
あ
り
。」
と
、
理
想
の
人
、
す
な
わ
ち
、
藤
壺
を

迎
え
た
い
と
言
及
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｆ
の
桐
壺
巻
十
一
行
本
は
「
少
し
た
ら

ぬ
事
は
」
と
あ
り
、
邸
は
立
派
で
あ
る
が
少
し
足
り
な
い
の
は
、
と
前
後
の
文
脈
を

ふ
ま
え
た
内
容
を
書
き
加
え
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

　

Ｇ  

年
比
な
れ
む
つ
び
き
こ
え
給
へ
る
（
一
七
ウ
・
一
九
9
）　

母
北
の
か
た
、
源

氏
ひ
ざ
に
お
き
。

　
ｇ
年
比
な
れ
む
つ
び
き
こ
え
給
へ
る
（
二
〇
ウ
）　

祖
母
の
こ
ゝ
ろ
也
。

桐
壺
の
更
衣
が
亡
く
な
り
、
そ
の
母
君
も
去
っ
て
し
ま
う
。
六
歳
に
な
っ
て
、
も

の
の
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
源
氏
が
、
慣
れ
親
し
ん
だ
祖
母
を
思
い
出
し
て
悲
し
む

場
面
で
あ
る
。
物
語
に
は
、
た
ん
に
「
な
れ
む
つ
び
き
こ
え
給
へ
る
」
と
書
か
れ
、

ｇ
の
『
湖
月
抄
』
が
「
祖
母
の
こ
ゝ
ろ
也
。」
と
の
み
注
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
Ｇ
の
桐
壺
巻
十
一
行
本
は
、
い
っ
そ
う
具
体
的
に
「
源
氏
ひ
ざ
に
お
き
。」
と
い

う
注
記
を
加
え
て
い
る
。
見
過
ご
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
、
物
語
本
文
か

ら
、
Ｇ
の
内
実
が
導
き
だ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
馴
れ
親
し
ん
で
い
た
と
い

う
こ
と
は
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
膝
の
う
え
に
置

い
て
世
話
を
し
て
い
た
の
だ
、
と
類
推
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
桐
壺
の
更
衣
の
母
君
が

源
氏
を
膝
の
う
え
に
置
い
て
い
た
、
と
す
る
事
実
は
、
物
語
本
文
に
描
か
れ
た
こ
と

で
は
な
く
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
が
想
像
し
て
書
き
加
え
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
は
、『
絵
入
源
氏
』
や
『
湖
月
抄
』
に
依
拠
し
た

注
記
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
き
に
物
語
本
文
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
前
後

の
文
脈
を
か
ら
め
と
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
具
体
的
な
内
容
を
記
述
し
た
り
し
な
が

ら
、
文
意
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
つ
づ
い
て
、
先
に
問
題
と
し
た
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
と
長
秋
の
講
釈
の
遠

近
を
考
え
て
み
た
い
。長
秋
に
よ
る
源
氏
物
語
講
釈
の
実
態
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
、
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お
お
よ
そ
、
宣
長
の
そ
れ
に
似
る
も
の
か
と
類
推
し
た
。
す
な
わ
ち
、
桐
壺
巻
十
一

行
本
が
長
秋
の
講
釈
を
経
て
結
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
宣
長
の
理
解
と

大
き
な
径
庭
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
の
注
記
は
、
宣
長
の
源
氏
物
語
注
釈
と
は
一
致
し

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

Ｈ
か
ゝ
る
こ
と
の
を
ご
り
（
一
ウ
・
五
8
）
色
愛
す
る
事
也
。
起
か
驕
。

　

Ｉ  

（
本
文
冒
頭
頭
注
）（
一
オ
・
五
1
）　

源
氏
物
語
人
皇
六
十
六
代
一
条
院
御
時
上

東
門
院
え
仕
奉
し
紫
式
部
の
筆
作
に
し
て
、
作
り
物
語
な
り
。
な
れ
と
も
、

善
は
善
悪
は
悪
と
書
し
な
れ
ば
、
人
も
身
に
つ
ま
さ
れ
て
、
自
然
身
を
つ
ゝ

し
む
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
な
れ
。
勧
善
て
う
あ
く
の
設
け
な
り
。

Ｈ
は
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
に
「
お
こ
り
は
起
リ
に
て
、は
じ
ま
り
と
い
は
ん
が

ご
と
し
、
驕オ

ゴ
リと

す
る
は
ひ
が
こ
と
也
、」（
三
一
八
頁
）
と
あ
る
し
、
Ｉ
の
勧
善
懲
悪
説

は
、
宣
長
が
真
っ
向
か
ら
否
定
し
た
読
み
方
で
あ
る
。

　

Ｊ
こ
よ
な
く
（
二
二
オ
・
二
三
4
）　

越
る
事
也
。

ま
た
、
こ
の
「
こ
よ
な
く
」
と
い
う
語
は
、
宣
長
が
、
殊
更
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ

た
も
の
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
よ
い
。『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
五
の
巻
を
見
て
お
こ

う
。

こ
よ
な
く
同
（
稿
者
注
―
廿
五
の
ひ
ら
）　

巻
々
に
お
ほ
く
見
え
た
る
詞
に
て
、
い
づ
れ
も

〳
〵
、
殊
の
外
と
注
せ
ら
れ
て
、
た
れ
も
其
意
と
心
得
て
、
み
づ
か
ら
の
文
な

ど
に
も
、
其
意
に
つ
か
ふ
め
れ
ど
、
た
ゞ
殊
の
外
と
い
ふ
意
の
み
に
は
あ
ら
ず
、

此
言
は
、
必
ズ
他
に
対
へ
て
く
ら
ぶ
る
事
の
あ
る
時
に
つ
か
ふ
言
に
て
、
た
と
へ

ば
か
れ
よ
り
は
こ
れ
は
、
こ
よ
な
く
ま
さ
れ
り
な
ど
や
う
に
い
ひ
て
、
く
ら
べ

て
い
た
く
か
は
れ
る
意
也
、（
中
略
）
す
べ
て
む
か
し
よ
り
、
此
詞
の
つ
か
ひ
た

る
意
を
見
つ
け
た
る
人
な
し
、（
三
二
九
頁
）

宣
長
は
、「
こ
よ
な
く
」
を
、
殊
の
外
に
、
と
す
る
の
で
な
く
、
他
と
比
べ
て
格
別

で
あ
る
意
と
説
明
す
る
。
こ
の
こ
と
ば
の
い
ま
ま
で
の
解
釈
に
は
誤
り
が
あ
り
、
自

ら
の
理
解
こ
そ
正
し
く
、
ま
た
、
自
分
じ
し
ん
が
そ
れ
を
は
じ
め
て
指
摘
し
た
と
も

述
べ
て
い
る
。
田
中
大
秀
が
宣
長
の
源
氏
物
語
講
釈
を
聞
き
と
っ
た
『
源
氏
物
語
聞

書
』
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
り
、
い
か
に
自
信
を
も
っ
て
語
っ
て
い
た
か
を
想
起
さ

せ
る⑳
。
し
か
し
、
わ
ず
か
に
簡
素
な
注
記
を
付
す
桐
壺
巻
十
一
行
本
の
Ｊ
は
、
や
は

り
、宣
長
説
と
異
な
る
位
相
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
越
る
事
」
と

す
る
こ
と
か
ら
、
対
象
と
な
る
何
か
を
超
え
る
意
も
含
有
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る

が
、
そ
も
そ
も
、
宣
長
説
が
「
越
」
を
あ
て
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
こ
へ
の
近
似

を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

六　

綱
長
書
写
源
氏
物
語
の
特
徴　

２　

帚
木
巻
六
行
本

次
に
、
帚
木
巻
六
行
本
の
特
徴
を
挙
げ
る
。

1　

本
文
は
、『
絵
入
源
氏
』
に
近
似
す
る
。

本
文
は
、
字
形
や
改
行
ま
で
一
致
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、『
絵
入
源
氏
』
に
極
め

て
近
く
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
書
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

試
み
に
、
近
世
に
流
布
し
、
地
方
で
入
手
す
る
こ
と
も
で
き
た
と
思
わ
れ
る
版
本

の
う
ち
、
無
刊
記
整
版
本
『
源
氏
物
語
』、
版
本
『
万
水
一
露
』、『
首
書
源
氏
物
語
』、
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『
湖
月
抄
』
と
比
較
し
て
お
こ
う
。
な
お
、『
絵
入
源
氏
』
諸
本
の
う
ち
、
大
本
の
慶

安
本
、
横
本
の
万
治
本
、
小
本
の
無
刊
記
本
の
い
ず
れ
に
依
拠
し
た
か
は
判
然
と
し

な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
、
慶
安
本
を
用
い
て
お
く
。
漢
字
及
び
仮
名
の
別
、
仮
名
遣
い

の
異
な
り
を
除
い
て
、
そ
の
異
同
の
数
を
掲
げ
る
と
、
次
の
表
の
と
お
り
に
な
る
。

帚
木
巻
六
行
本
と
慶
安
本
『
絵
入
源
氏
』
の
異
同
数

二
十
五

帚
木
巻
六
行
本
と
無
刊
記
整
版
本
『
源
氏
物
語
』
の
異
同
数

四
十
五

帚
木
巻
六
行
本
と
版
本
『
万
水
一
露
』
の
異
同
数

四
十
六

帚
木
巻
六
行
本
と
『
首
書
源
氏
物
語
』
の
異
同
数

三
十
五

帚
木
巻
六
行
本
と
『
湖
月
抄
』
の
異
同
数

三
十
一

『
絵
入
源
氏
』
と
の
近
似
は
明
ら
か
で
あ
り
、
加
え
て
、
仮
名
遣
い
の
異
な
り
も
調

査
し
て
み
る
な
ら
ば
、
計
四
十
四
箇
所
と
な
る
が
、
漢
字
及
び
仮
名
の
別
は
、
帚
木

巻
六
行
本
「
二
の
町
」（
五
オ
・
三
六
14
）
に
対
し
て
『
絵
入
源
氏
』「
二
の
ま
ち
」（
三

オ
）、「
の
給
へ
ば
」（
五
ウ
・
三
七
5
）「
の
た
ま
へ
ば
」（
三
オ
）、「
見
え
た
る
に
」（
一
七

オ
・
四
二
13
）「
み
え
た
る
に
」（
九
ウ
）
の
わ
ず
か
三
箇
所
に
し
か
違
い
が
見
い
だ
せ

な
い
。

2　

た
だ
し
、
以
下
の
点
で
『
絵
入
源
氏
』
本
文
と
異
な
っ
て
い
る
。

ⅰ　

振
り
仮
名
、
濁
点
、
句
読
点
、
合
点
、
仮
名
遣
い
の
省
略
が
散
見
す
る
。

ⅱ　

文
意
に
か
か
わ
る
相
違
が
わ
ず
か
に
あ
り
、一
致
す
る
諸
本
も
確
認
で
き
な
い
。

ⅱ
は
、
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
絵
入
源
氏
』
の
範
疇
に
収
ま
ら
な
い
本
文
で

あ
る
。
前
掲
し
た
近
世
刊
本
や
他
の
諸
本㉑
を
参
照
し
て
も
、
特
定
の
一
本
に
接
近
し

て
い
る
と
は
い
え
そ
う
に
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
も
、
長
秋
の
講
釈
の
影
響
を
考

え
、
そ
の
理
解
と
の
間
隔
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。

長
秋
が
踏
襲
し
た
で
あ
ろ
う
宣
長
の
か
く
あ
る
べ
き
本
文
と
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四
の
巻
と
五
の
巻
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

た
と
え
ば
、
四
の
巻
は
、『
湖
月
抄
』
本
文
を
「
古
」
と
示
し
つ
つ
、
こ
れ
に
対
す

る
校
訂
本
文
を
示
し
て
い
る
。
参
考
と
し
て
、
帚
木
巻
か
ら
一
例
を
挙
げ
る
。

非
参
議
の
三○

古
ナ
シ

四
位
ど
も
の
七
オ
（
二
八
二
頁
）

「
非
参
議
の
三
四
位
ど
も
の
」
と
あ
る
べ
き
こ
と
を
提
起
し
、『
湖
月
抄
』
は
「
三
」

が
な
く
「
非
参
議
の
四
位
ど
も
の
」
と
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
七
オ
」
は
『
湖

月
抄
』
の
丁
数
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
五
の
巻
は
、
桐
壺
巻
か
ら
帚
木
巻
の
途
中
（
帚
木
巻
六
行
本
に
あ
る
と

こ
ろ
は
、
す
べ
て
こ
の
巻
に
見
え
る
）
ま
で
の
注
釈
を
収
め
て
い
る
が
、
そ
の
注
釈
部
分

に
か
か
わ
っ
て
掲
出
さ
れ
る
本
文
が
校
訂
本
文
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

非
参
議
の
三
四
位
ど
も
の
同
（
稿
者
注
―
七
の
ひ
ら
）　

い
ま
だ
参
議
に
任
ぜ
ず
し
て
、
公

卿
に
あ
ら
ざ
る
、
三
位
四
位
の
人
共
を
い
へ
り
、
つ
ね
に
は
位
を
以
て
、
三
位

以
上
を
ば
、
公
卿
と
す
る
こ
と
も
あ
れ
ど
、
こ
ゝ
は
官
に
就
て
、
参
議
以
上
を

公
卿
と
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
い
へ
る
也
、
な
ま
な
ま
の
か
ん
だ
ち
め
よ
り
も
、

非
参
議
の
と
い
へ
る
、語
の
勢
ひ
を
も
て
知
ル
べ
し
、　

青
表
紙
ノ
本
に
は
、三
の

字
な
し
と
て
、
そ
れ
に
よ
れ
る
本
は
、
ひ
が
こ
と
也
、
か
な
ら
ず
ひ
ろ
く
ゆ
る

や
か
に
、
三
四
位
と
あ
る
べ
き
語
也
、
四
位
と
か
ぎ
り
て
い
ふ
べ
き
と
こ
ろ
に

は
あ
ら
ず
、（
三
三
八
頁
―
三
三
九
頁
）

右
の
本
文
は
先
に
引
用
し
た
四
の
巻
と
同
じ
箇
所
に
あ
た
る
が
、
ま
ず
は
「
非
参

議
の
三
四
位
ど
も
の
」
と
対
象
と
な
る
本
文
を
掲
げ
て
い
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、

『
湖
月
抄
』
は
「
非
参
議
の
四
位
ど
も
の
」
と
あ
る
か
ら
、そ
れ
に
対
す
る
校
訂
本
文
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を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
同
（
稿
者
注
―
七
の
ひ
ら
）」
は
『
湖
月
抄
』
の
丁
数

に
あ
た
る
。
続
く
注
釈
部
分
で
は
文
意
を
説
明
し
、
そ
の
中
で
、「
三
四
位
ど
も
」
と

す
べ
き
理
由
も
解
説
し
て
い
る
。『
湖
月
抄
』の
本
文
が
校
訂
す
べ
き
本
文
で
あ
る
と

き
、
こ
の
よ
う
に
、
訂
正
さ
れ
た
本
文
を
先
に
示
し
て
そ
の
理
由
を
解
説
す
る
ば
あ

い
も
あ
れ
ば
、『
湖
月
抄
』
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
校
訂
の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
す

ば
あ
い
、
あ
る
い
は
、
説
明
も
な
く
校
訂
本
文
だ
け
を
示
す
ば
あ
い
も
見
受
け
ら
れ

る
。な

お
、
宣
長
は
、
四
の
巻
で
「
音
便
に
く
づ
れ
た
る
言
」（
三
一
五
頁
）「
文
字
の
書

キ
ざ
ま
わ
ろ
き
こ
と
こ
れ
か
れ
有
リ
」「
清ス

ミ

濁ニ
ゴ
リ

を
誤
れ
る
多
く
、濁
る
ま
じ
き
も
じ
を
、

に
ご
れ
る
殊
に
お
ほ
し
、
云
々
」（
以
上
、
三
一
六
頁
）
な
ど
と
述
べ
る
よ
う
に
、
音

便
、
漢
字
の
当
て
間
違
い
、
清
濁
な
ど
に
つ
い
て
も
敏
感
に
反
応
し
て
い
る
が
、
具

体
的
な
校
訂
本
文
を
掲
げ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
こ
と

と
す
る
。

さ
て
、
帚
木
巻
六
行
本
が
長
秋
の
講
釈
と
か
か
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
玉

の
小
櫛
』
か
ら
判
明
す
る
宣
長
の
本
文
が
、
帚
木
巻
六
行
本
に
反
映
さ
れ
て
い
て
よ

い
は
ず
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四
の
巻
に
示
さ
れ
た
校
訂
本
文
の
う
ち
、

途
中
ま
で
の
本
文
し
か
収
め
な
い
帚
木
巻
六
行
本
に
も
存
す
る
も
の
は
七
箇
所
と
な

る
。
ま
た
、
五
の
巻
の
注
釈
項
目
の
う
ち
、
帚
木
巻
六
行
本
に
見
ら
れ
る
本
文
は

一
二
二
箇
所
で
あ
る
。

四
の
巻
と
五
の
巻
の
計
一
二
九
箇
所
（
こ
の
う
ち
、三
組
の
重
複
箇
所
が
あ
る
）
を
検

討
し
て
み
る
と
、
結
果
と
し
て
、
帚
木
巻
六
行
本
に
宣
長
の
提
起
す
る
本
文
が
反
映

さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
帚
木
巻
六
行
本「
つ
と
め
給
ひ
」

（
二
ウ
・
三
五
13
）、『
絵
入
源
氏
』「
つ
と
め
給
ふ
．」（
一
ウ
）
と
あ
っ
て
異
な
る
箇
所

で
は
、
五
の
巻
が
「
つ
と
め
給
ふ
同
（
稿
者
注
―
三
の
ひ
ら
）」（
三
三
四
頁
）
と
し
て
い
て
、
帚

木
巻
六
行
本
に
一
致
し
な
い
。
な
お
、五
の
巻
の
理
解
は
、『
湖
月
抄
』（
三
オ
）
と
同

じ
で
あ
る
。
こ
の
本
文
は
、無
刊
記
整
版
本
が
「
つ
と
め
給
」（
二
オ
）
と
し
て
い
て
、

あ
い
ま
い
で
は
あ
る
も
の
の
、『
源
氏
物
語
大
成
』
な
ど
に
よ
る
か
ぎ
り
、
帚
木
巻
六

行
本
の
よ
う
に
、
あ
と
に
つ
づ
く
か
た
ち
を
と
る
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。

ま
た
、
帚
木
巻
六
行
本
「
ま
ね
び
出
る
に
」（
七
オ
・
三
八
1
）
も
、『
絵
入
源
氏
』

の
「
ま
ね
び
出い

だ

す
に
」（
四
ウ
）
と
異
な
る
が
、
五
の
巻
に
も
「
ま
ね
び
い
だ
す
に
同

（
稿
者
注
―
五
の
ひ
ら
）」（
三
三
七
頁
）
と
あ
っ
て
一
致
せ
ず
、『
湖
月
抄
』（
五
ウ
）
も
五
の
巻

と
一
致
す
る
。
他
の
諸
本
と
見
比
べ
て
み
て
も
、
や
は
り
、
符
合
す
る
も
の
は
認
め

ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
帚
木
巻
六
行
本
の
本
文
は
、『
絵
入
源
氏
』
に
近
い
も
の
の
、
必
ず

し
も
す
べ
て
が
同
じ
よ
う
に
書
き
写
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
わ
ず
か
に
異
な
る
箇
所

も
見
い
だ
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
異
な
り
は
、
近
世
期
に
流
布
し
た
版
本
や
宣
長
説

と
の
類
同
も
確
認
さ
れ
ず
、
帚
木
巻
六
行
本
に
特
有
の
本
文
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

3　

行
間
注
記
に
は
、『
絵
入
源
氏
』
の
傍
注
の
一
部
が
そ
の
ま
ま
に
用
い
ら
れ
る

が
、
多
く
は
省
略
さ
れ
る
。

4　

行
間
注
記
に
は
、『
絵
入
源
氏
』
と
異
な
る
傍
注
も
わ
ず
か
に
追
加
さ
れ
る
。

ⅰ　

部
分
的
に
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
口
語
訳
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
半
葉
を
六
行
で
書
く
帚
木
巻
六
行
本
は
、
紙
面
の
う
え
で
は
そ
う
と

う
に
ゆ
っ
た
り
と
書
か
れ
て
い
る
印
象
を
う
け
る
。
お
そ
ら
く
は
、
行
間
に
注
記
を

書
く
た
め
の
措
置
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
た
し
か
に
、
行
間
に
は
長
文
の
傍
注

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
注
記
の
多
く
は
二
丁
表
ま
で
に
か
ぎ
ら
れ
、
二
丁

裏
以
降
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
、
途
中
で

中
断
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
わ
ず
か
な
行
間
注
記
の
う
ち
、4
に
該
当
す
る
も
の
を
と
り
あ
げ
て
み
れ
ば
、
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忍
ひ
給
け
る
．
か
く
ろ
へ
こ
と
を
さ
へ
か
た
り
つ
た
へ
け
ん
（
一
オ
・
三
五
2
）　

源
氏
君
の
御
身
の
う
へ
を
、
あ
る
事
な
き
こ
と
、
紫
式
部
が
聞
つ
た
へ
て
此
物

語
ヲ
書
キ
し
、
と
い
へ
る
下
心
な
る
か
。

と
あ
っ
て
、「
下
心
な
る
か
。」
と
し
て
物
語
の
真
意
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
に
は
注

意
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
姿
勢
は
わ
ず
か
一
例
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
口
語
訳
と
断
じ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
帚
木
巻
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
注
を
施

し
て
い
る
。

　

Ａ  

ひ
か
る
源
氏
な
の
み
こ
と
〳
〵
し
う
．
い
ひ
け
た
れ
給
ふ
．
と
が
お
ほ
か
な

る
に
．（
一
オ
・
三
五
1
）　

ひ
か
る
源
氏
と
い
へ
る
御
名
は
、
お
も
〳
〵
し
け

れ
と
、
ま
れ
に
は
、
か
る
〳
〵
し
き
御
ふ
る
ま
ひ
も
う
ち
ま
せ
り
け
り
、
と

世
の
人
に
い
ふ
け
さ
れ
給
ふ
と
が
お
ふ
き
と
な
り
。

　

Ｂ  

い
と
ゝ
か
ゝ
る
す
き
こ
と
ゞ
も
を
．
す
へ
の
世
に
も
き
ゝ
つ
た
へ
て
．
か
ろ

び
た
る
名
を
や
な
か
さ
ん
と
（
一
オ
・
三
五
1
）　

上
の
意
を
う
け
て
、
世
の

人
に
い
ひ
け
た
れ
給
ふ
上
に
、
ま
た
あ
た
め
き
た
る
こ
と
の
侍
れ
ば
、
い
よ

〳
〵
か
ろ
び
た
る
名
を
、
後
の
世
に
な
か
さ
ん
と
な
り
。

Ａ
と
Ｂ
は
ひ
と
つ
づ
き
の
注
釈
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
注
記
は
、
物
語
本

文
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
口
語
訳
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
Ｂ
「
上

の
意
を
う
け
て
、
世
の
人
に
い
ひ
け
た
れ
給
ふ
上
に
、」
は
、
Ａ
「
世
の
人
に
い
ふ
け

さ
れ
給
ふ
」
の
反
復
に
他
な
ら
な
い
。
近
接
す
る
行
間
注
記
で
あ
っ
て
も
、
前
後
の

文
脈
を
か
ら
め
と
り
な
が
ら
、
分
か
り
や
す
く
解
説
し
よ
う
と
す
る
注
釈
の
あ
り
か

た
が
看
取
さ
れ
る
。

　

Ｃ  

あ
な
か
ち
に
ひ
き
た
か
へ
．
心
つ
く
し
な
る
こ
と
を
御
心
に
お
ぼ
し
と
ゞ
む

る
く
せ
な
ん
あ
や
に
く
に
て
．（
二
オ
・
三
五
8
）　

ひ
き
た
か
へ
。
な
び
き
や

す
き
女
を
は
さ
し
お
き
、
し
の
び
が
た
き
方
に
ひ
き
た
が
へ
て
、
心
く
る
し

き
ま
で
深
く
御
心
に
お
ほ
し
と
ゞ
む
る
く
せ
あ
る
と
也
。

　

Ｄ  

さ
る
ま
し
き
御
ふ
る
ま
ひ（

マ
マ
）

し
う
ち
ま
し
り
け
る
（
二
オ
・
三
五
9
）　

と
ふ
で

も
我
が
も
の
に
せ
ん
、
と
な
さ
る
ゝ
事
な
れ
ば
、
さ
ま
あ
し
き
ふ
る
ま
ひ
う

ち
ま
せ
て
と
な
り
。

Ｃ
と
Ｄ
も
、
や
は
り
、
ひ
と
つ
づ
き
の
行
間
注
記
で
あ
る
。
Ｄ
「
と
ふ
で
も
我
が

も
の
に
せ
ん
、
と
な
さ
る
ゝ
事
な
れ
ば
、」
は
、
具
体
性
を
ま
し
て
、
Ｃ
の
注
記
を
再

述
し
て
い
る
部
分
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
前
後
の
文
脈
に
配
慮
し
な
が
ら
口
語

訳
を
付
し
て
い
く
こ
と
が
、
帚
木
巻
六
行
本
の
基
本
的
な
姿
勢
な
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
行
間
注
記
が
き
わ
め
て
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宣
長
説
と

の
か
か
わ
り
は
検
討
で
き
な
い
。

七　

綱
長
書
写
源
氏
物
語
の
特
徴　

３　

桐
壺
巻
八
行
本

さ
い
ご
に
、
桐
壺
巻
八
行
本
を
と
り
あ
げ
る
。
綱
長
の
書
写
に
か
か
る
源
氏
物
語

三
冊
の
う
ち
、
桐
壺
巻
八
行
本
は
も
っ
と
も
多
く
の
問
題
を
は
ら
む
写
本
で
あ
る
。

先
ん
じ
て
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
桐
壺
巻
八
行
本
が
、
同
じ
く
綱

長
の
書
写
と
思
わ
れ
る
桐
壺
巻
十
一
行
本
と
、
物
語
本
文
も
行
間
注
記
も
、
決
し
て
、

重
な
り
を
見
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

1　

物
語
本
文
は
、
青
表
紙
本
系
統
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
も
の
の
、
先
の

二
本
と
異
な
り
、『
絵
入
源
氏
』
に
一
致
し
な
い
。

桐
壺
巻
八
行
本
は
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
と
帚
木
巻
六
行
本
に
影
響
を
与
え
た
『
絵
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入
源
氏
』
と
の
差
異
に
注
目
す
れ
ば
、
漢
字
及
び
仮
名
の
別
や
仮
名
遣
い
の
異
な
り

を
除
い
て
も
、
六
十
四
箇
所
も
の
違
い
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
桐
壺
巻
十
一
行
本
や
帚

木
巻
六
行
本
と
異
な
っ
て
、『
絵
入
源
氏
』
に
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
本
文
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
、宣
長
説
と
の
類
同
を
疑
っ
て
み
た
い
。
桐
壺
巻
八
行
本
に
も
存
す
る『
源

氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
四
の
巻
の
校
訂
本
文
は
、
十
四
例
が
確
認
で
き
る
。
五
の
巻
は

七
十
五
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
桐
壺
巻
八
行
本
と
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
に
見
え

る
計
八
十
九
例
（
こ
の
う
ち
に
重
複
箇
所
は
な
い
）
の
本
文
を
比
較
し
て
み
る
と
、両
者

が
一
致
し
な
い
も
の
と
し
て
、
五
例
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
う
ち
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
誤
写
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

Ａ  

桐
壺
巻
八
行
本
「
虫
の
ね
に
つ
け
て
も（

マ
マ
）

の
み
」（
一
八
オ
・
一
七
13
）
―
四
の

巻
「
む
し
の
ね
に
つ
け
て
も○

古
ナ
シ

物
の
み
十
八
オ
」（
二
八
一
頁
）

　

Ｂ  

桐
壺
巻
八
行
本
「
う
へ
つ
ぼ（

マ
マ
）に」（

四
ウ
・
七
11
）
―
五
の
巻
「
う
へ
つ
ぼ
ね

同
（
稿
者
注
―
五
の
ひ
ら
）」（
三
二
〇
頁
）

す
な
わ
ち
、
桐
壺
巻
八
行
本
と
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
の
あ
い
だ
で
明
確
に
相

違
す
る
本
文
は
、
わ
ず
か
三
例
し
か
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
に
な
り
、
か
な
り
少
な
い

よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

し
か
し
、
宣
長
が
『
湖
月
抄
』
に
も
と
づ
き
、
そ
の
校
訂
本
文
を
示
し
つ
つ
、
注

釈
を
施
し
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
に
言
及
さ
れ
な

い
本
文
は
『
湖
月
抄
』
の
ま
ま
で
よ
い
と
判
断
さ
れ
て
い
た
、
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
桐
壺
巻
八
行
本
と
『
湖
月
抄
』
の
あ
い
だ
に
は
、
桐
壺
巻
八
行
本

と
『
絵
入
源
氏
』
が
相
違
す
る
六
十
四
例
だ
け
を
検
討
し
て
み
て
も
、
そ
の
う
ち
、

六
十
例
も
の
本
文
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
六
十
例
の
な
か
に
は
、
宣
長
に
よ
っ
て
『
湖
月
抄
』
の
本
文
が

校
訂
さ
れ
、
桐
壺
巻
八
行
本
に
一
致
し
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
。

　

Ｃ  

「
さ
ら
に
え
ゆ
る
さ
せ
た
ま
は
ず
」（
六
ウ
・
八
14
）
―
四
の
巻
「
さ
ら
に

え○
古
ナ
シ

ゆ
る
さ
せ
給
は
ず
七
オ
」（
二
八
一
頁
）

　

Ｄ  

「
思
ふ
給
へ
侍
る
」（
一
四
オ
・
一
四
10
）
―
四
の
巻
「
思
ひ
給
へ
◦ら

れ
古
ニ

侍
る

十
四
オ
」（
二
八
一
頁
）

さ
ら
に
、
Ｅ
「
は
ゝ
君
は
じ
め
よ
り
．
を
し
な
べ
て
の
」（
三
オ
・
六
7
）、
Ｆ
「
い

だ
し
た
て
さ
せ
給
ひ
て
」（
一
〇
オ
・
一
一
9
）
は
、
五
の
巻
に
お
い
て
、

　
ｅ  

は
じ
め
よ
り
お
し
な
べ
て
の
同
（
稿
者
注
―
四
の
ひ
ら
）　

此
上
に
一
本
に
、
母
君
と
有

よ
し
、
さ
も
あ
る
べ
し
、
さ
ら
で
は
言
た
ら
ず
聞
ゆ
、（
三
一
九
頁
）

　

ｆ  

い
だ
し
た
て
さ
せ
給
ふ
て
同
（
稿
者
注
―
十
の
ひ
ら
）　

給
ふ
て
の
ふ
も
じ
、
一
本
に
な

き
を
用
ふ
べ
し
、
す
べ
て
給
ひ
て
と
い
ふ
べ
き
を
、
給
ふ
て
と
い
ふ
類
は
、

音
便
の
中
に
も
、
殊
に
正
し
か
ら
ざ
る
、
後
ノ
世
の
い
ひ
ざ
ま
な
る
を
、
そ
れ

に
耳
な
れ
た
る
人
の
、
写
す
時
に
、
ふ
も
じ
は
添
た
る
物
と
見
え
た
り
、
皆

給
ひ
て
と
書
べ
く
よ
む
べ
き
こ
と
也
、（
三
二
二
頁
）

と
あ
り
、
物
語
本
文
は
『
湖
月
抄
』
の
ま
ま
に
掲
げ
て
い
る
も
の
の
、
注
釈
で
示
さ

れ
た
校
訂
本
文
と
桐
壺
巻
八
行
本
の
本
文
が
同
一
で
あ
る
と
分
か
る
。
し
か
し
、
全

六
十
例
の
う
ち
、
こ
う
し
た
例
は
如
上
の
四
例
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ

て
、
桐
壺
巻
八
行
本
と
『
絵
入
源
氏
』
が
異
な
る
六
十
四
例
の
う
ち
、
桐
壺
巻
八
行

本
と
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』（
こ
れ
に
示
さ
れ
な
い
本
文
を
『
湖
月
抄
』
で
補
う
）
が
相

違
す
る
の
は
、
五
十
六
例
に
も
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
単
純
に
計
算
し
た

の
み
で
あ
る
が
、
桐
壺
巻
八
行
本
も
、
や
は
り
、
宣
長
の
求
め
た
本
文
と
は
距
離
が

あ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
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そ
こ
で
、
次
に
、
桐
壺
巻
八
行
本
と
『
絵
入
源
氏
』
が
相
違
す
る
六
十
四
例
を
対

象
に
、『
源
氏
物
語
大
成
』（
以
下
『
大
成㉒
』）、
お
よ
び
、
近
世
期
の
刊
本
も
含
め
た
諸

本
を
対
校
す
る
清
水
婦
久
子
氏
編
『
絵
入
源
氏　

桐
壺
巻
』（
以
下
『
清
水㉓
』）
を
参
照

し
て
検
討
す
る
と
、
次
の
四
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
具
体
例
と
し
て
、
桐
壺
巻
八
行

本
の
本
文
に
次
い
で
『
大
成
』『
清
水
』
の
本
文
を
示
す
。

ⅰ　

誤
写
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
散
見
す
る
（
六
十
四
例
中
十
九
例
）。

　

イ  

「
う
へ
〳（

マ
マ
）〵

な
と
も
」（
一
ウ
・
五
7
）
―
『
大
成
』「
う
へ
人
な
と
も
」『
清

水
』「
う
へ
人
な
ど
も
」（
一
頁
）

　

ロ  

「
と
く
ま
い
り
給（

マ
マ
）給

は
ん
」（
一
五
ウ
―
一
六
オ
・
一
五
14
）
―
『
大
成
』「
と

く
ま
い
り
た
ま
は
む
」『
清
水
』「
と
く
ま
い
り
給
は
ん
」（
二
十
六
頁
）

　

ハ  

「
虫
の
ね
に
つ
け
て
も（

マ
マ
）

の
み
」（
一
八
オ
・
一
七
13
）
―
『
大
成
』「
む
し
の
ね

に
つ
け
て
も
の
ゝ
み
」『
清
水
』「
虫
の
ね
に
つ
け
て
も
の
ゝ
み
―
虫
の
ね
に

つ
け
て
も
も
の
ゝ
み
万
無
」（
三
十
一
頁
）

ⅱ　

三
条
西
家
本
系
統
の
諸
本
（
六
十
四
例
中
肖
柏
本
十
例
、
六
十
四
例
中
三
条
西
家

本
九
例
）
に
一
致
す
る
例
が
あ
る
。

　

ニ  

「
ま
か
で
さ
せ
給
ふ
つ
」（
七
オ
・
九
7
）
―
『
大
成
』「
ま
か
て
さ
せ
給
―
ま

か
て
さ
せ
給
ふ
つ
【
青
表
紙
】
肖
三
大
【
河
内
本
】
河
【
別
本
】
別
」『
清

水
』「
ま
か
で
さ
せ
給
ひ
つ
―
ま
か
で
さ
せ
給
つ
元
―
ま
か
で
さ
せ
給
ふ
つ

無
」（
十
三
頁
）

　

ホ  

「
ひ
か
り
に
」（
一
二
オ
・
一
二
14
）
―
『
大
成
』「
ひ
か
り
に
て
―
ひ
か
り
に

【
青
表
紙
】
肖
」『
清
水
』「
ひ
か
り
に
て
」（
二
十
二
頁
）

　

ヘ  

「
ま
じ
ら
ひ
給
ふ
めメ

る
を
」（
一
四
オ
・
一
四
8
）
―
『
大
成
』「
ま
し
ら
ひ
給

ふ
め
り
つ
る
を
―
ま
し
ら
ひ
給
め
る
を
【
青
表
紙
】
肖
三
―
ま
し
ら
ひ
た
ま

ふ
め
り
し
を
【
河
内
本
】
河
【
別
本
】
御
国
麦
―
ま
し
ら
ひ
【
別
本
】
陽
」

『
清
水
』「
ま
じ
ら
ひ
給
ふ
め
り
つ
る
を
―
ま
じ
ら
ひ
給
め
る
を
角
元
万
無
」

（
二
十
四
頁
）

ⅲ　

比
較
の
対
象
を
近
世
期
の
刊
本
に
か
ぎ
れ
ば
、
そ
の
中
で
も
、
元
和
九
年
古

活
字
本
（
六
十
四
例
中
八
例
）、
無
刊
記
整
版
本
（
六
十
四
例
中
九
例
）、
版
本
『
万

水
一
露
』（
六
十
四
例
中
七
例
）
に
一
致
す
る
例
が
あ
る㉔
。

　

ト  

「
え
ゆ
る
さ
せ
た
ま
は
ず
」（
六
ウ
・
八
14
）
―
『
大
成
』「
え
ゆ
る
さ
せ
給
は

す
―
ゆ
る
さ
せ
給
は
す
【
河
内
本
】
河
【
別
本
】
御
国
麦
―
え
ゆ
る
し
や
ら

せ
給
は
す
【
別
本
】
陽
」『
清
水
』「
ゆ
る
さ
せ
給
は
ず
―
え
ゆ
る
さ
せ
給
は

ず
元
万
無
首
」（
十
二
頁
）

　

チ  

「
い
と
は
つ
か
し
ふ
」（
一
一
オ
・
一
二
4
）
―
『
大
成
』「
い
と
は
つ
か
し
う

―
い
と
は
つ
か
し
く
【
青
表
紙
本
】
横
―
い
と
ゝ
は
つ
か
し
う
【
別
本
】
陽

―
は
つ
か
し
う
【
別
本
】
麦
―
い
と
か
な
し
く
【
別
本
】
国
」『
清
水
』「
は

づ
か
し
う
―
い
と
は
づ
か
し
う
元
万
無
」（
十
七
頁
）

　

リ  

「
に
ほ
ひ
す
く
な
し
」（
一
八
オ
・
一
七
8
）
―
『
大
成
』「
に
ほ
ひ
す
く
な
し

―
に
ほ
ひ
な
し
肖
三
」『
清
水
』「
に
ほ
ひ
な
し
―
に
ほ
ひ
す
く
な
し
元
万
無
」

（
三
十
一
頁
）

ⅳ　

い
ず
れ
と
も
一
致
し
な
い
例
が
も
っ
と
も
多
い
（
六
十
四
例
中
二
十
一
例
）。

　

ヌ  

「
物
思
ひ
し
ら
ぬ
心
地
」（
一
一
オ
・
一
二
6
）
―
『
大
成
』「
物
お
も
ふ
た
ま

へ
し
ら
ぬ
心
地
―
物
思
給
ひ
し
ら
ぬ
心
地
【
青
表
紙
本
】
肖
―
物
思
ひ
給
へ

し
ら
ぬ
心
地
【
青
表
紙
本
】
三
―
ま
こ
と
に
も
の
お
も
ふ
た
ま
へ
し
ら
ぬ
心

地
【
別
本
】
陽
―
物
お
も
ふ
給
し
ら
ぬ
身
【
別
本
】
御
―
物
お
も
ふ
し
ら
ぬ

心
地
【
別
本
】
麦
―
物
お
も
ふ
た
ま
へ
し
ら
ぬ
心
【
別
本
】
国
」『
清
水
』「
も

の
思
ひ
給
へ
し
ら
ぬ
こ
ゝ
ち
」（
二
十
一
頁
）

　

ル  

「
お
ぼ
つ
か
な
き
」（
一
二
オ
・
一
三
2
）
―
『
大
成
』「
お
ほ
つ
か
な
さ
」『
清
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水
』「
お
ぼ
つ
か
な
さ
」（
二
十
二
頁
）

　

ヲ  
「
お
ほ
く
成
そ
ひ
侍
る
．」（
一
四
オ
・
一
四
9
）
―
『
大
成
』「
お
ほ
く
な
り

そ
ひ
侍
つ
る
に
―
お
ほ
く
な
り
そ
ひ
侍
る
に
【
青
表
紙
本
】
肖
三
―
お
ほ
く

な
り
そ
ひ
て
【
河
内
本
】
河
―
お
ほ
く
な
り
そ
ひ
て
【
別
本
】
麦
―
お
ほ
く

な
り
そ
ひ
【
別
本
】
御
」『
清
水
』「
お
ほ
く
な
り
そ
ひ
侍
に
」（
二
十
四
頁
）

ⅳ
に
は
何
ら
か
の
解
釈
を
背
後
に
含
み
こ
ん
で
も
よ
い
も
の
を
掲
げ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
、
助
詞
や
助
動
詞
の
相
違
が
多
く
、
大
き
な
異
な
り
は
見
あ
た
ら
な

い
。
桐
壺
巻
八
行
本
の
本
文
は
未
詳
と
い
う
他
な
い
が
、
俯
瞰
し
て
見
れ
ば
、
河
内

本
系
統
や
別
本
の
性
格
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
多
少
の
違
い
は
あ
り
な
が
ら

も
、
三
条
西
家
本
系
統
の
諸
本
や
近
世
期
の
刊
本
に
近
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
近

世
期
に
普
及
し
た
こ
れ
ら
の
本
文
に
つ
ら
な
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
そ
の
範
疇

に
あ
る
本
文
と
い
え
る
こ
と
に
は
な
ろ
う
。

ま
た
、
桐
壺
巻
八
行
本
の
物
語
本
文
に
関
す
る
情
報
と
し
て
、
和
歌
表
記
の
統
一

が
は
か
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
図
版
、
翻
刻

と
と
も
に
、
桐
壺
巻
八
行
本
に
見
ら
れ
る
す
べ
て
の
和
歌
、
計
七
首
を
掲
げ
て
み
る
。

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
散
文
か
ら
二
字
ほ
ど
下
げ
、
二
行
に
分
け
て
書
写
さ
れ
て

い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
が
、
行
の
か
わ
り
め
や
末
尾
に
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。Ａ

か
き
り
と
て
わ
か
る
ゝ
み
ち
の
か
な
し
き
に

　

い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
（
六
ウ
・
九
3
）

一
行
目
に
初
句
か
ら
第
三
句
、二
行
目
に
第
四
句
か
ら
第
五
句
を
書
写
し
て
い
る
。

Ｂ
み
や
き
野
の
露
ふ
き
む
す
ふ
か
せ
の
音
に

　

こ
は
き
か
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
と
（
一
二
ウ
・
一
三
5
）

第
三
句
と
第
四
句
で
行
を
分
け
る
が
、
第
五
句
に
つ
づ
く
散
文
の
助
詞
「
と
」
だ

け
を
二
行
目
に
書
き
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

Ｃ
す
ゝ
虫
の
こ
へ
の
か
き
り
を
つ
く
し
て
も
な
か
き
夜
あ
か
す
ふ
る

　

涙
か
な
え
も
の
り
や
ら
す
（
一
五
オ
・
一
五
7
）

第
五
句
の
途
中
で
次
の
行
に
移
っ
て
お
り
、
ま
た
、
散
文
の
「
え
も
の
り
や
ら
す
」

が
和
歌
に
後
続
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
は
、
丁
が
改
め
ら
れ
、
和

歌
に
つ
づ
い
て
い
る
。

Ｄ
い
と
ゝ
し
く
む
し
の
ね
し
け
き
あ
さ
ち
ふ
に
露
を
き

　

そ
ふ
る
雲
の
う
へ
人
．
か
ご
と
き
こ
へ
つ
べ
く
。
な
ん
と
。
い
は（
一
五
ウ・一
五
9
）

前
掲
箇
所
に
後
接
す
る
場
面
で
あ
る
。
第
四
句
の
途
中
で
改
行
さ
れ
、
末
尾
に
そ

の
ま
ま
散
文
を
つ
づ
け
て
い
る
。
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Ｅ
あ
ら
き
か
せ
ふ
せ
き
し
か
げ
の
か
れ
し
よ
り

　
  

小
萩
か
う
へ
そ
し
つ
心
な
き
な
ど
．か
や
ふ
に
み
だ
り（
一
六
ウ
―
一
七
オ・一
六
11
）

一
行
目
と
二
行
目
を
第
三
句
と
第
四
句
の
あ
い
だ
で
分
け
て
お
り
、
末
尾
は
改
行

せ
ず
に
散
文
が
つ
づ
く
。

Ｆ
た
つ
ね
行
ま
ほ
ろ
し
も
か
な
つ
て
に
て
も
玉
の

　

あ
り
か
を
そ
こ
と
し
る
へ
く
ゑ
に
か
け
る
楊
貴
妃
（
一
七
ウ
・
一
七
7
）

こ
こ
は
、
Ｄ
と
同
様
の
表
記
を
と
っ
て
い
る
。

Ｇ
雲
の
う
へ
も
涙
に
く
る
ゝ
秋
の
月
い
か
て
す
む
ら
ん
あ
さ
ち
ふ

　

の
や
と
（
一
八
ウ
・
一
八
4
）

第
五
句
の
途
中
ま
で
を
一
行
目
に
書
き
、
残
り
の
「
の
や
と
」
だ
け
を
二
行
目
に

書
い
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
一
本
の
写
本
の
中
で
、
和
歌
表
記
に
揺
れ
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
じ

た
い
は
珍
し
く
な
い
。
し
か
し
、
Ｂ
や
Ｇ
の
例
か
ら
は
、
こ
の
写
本
が
、
物
語
や
和

歌
に
親
し
み
、
ま
た
、
盛
ん
に
書
写
を
経
験
し
た
人
物
の
手
に
か
か
る
も
の
と
は
見

な
し
に
く
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
お
、
桐
壺
巻
十
一
行
本
は
『
絵
入
源

氏
』
と
同
じ
表
記
で
あ
り
、
帚
木
巻
六
行
本
は
和
歌
の
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
書
写
が
な

さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
未
詳
で
あ
る
。

続
い
て
、
行
間
注
記
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
行
間
注
記
に
は
、
一
見
し
て
、
次
の

よ
う
な
特
徴
が
見
て
と
れ
る
。

2　

行
間
注
記
の
多
く
に
は
、
詞
章
の
近
似
す
る
注
釈
書
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

な
い
。

桐
壺
巻
八
行
本
の
行
間
注
記
は
、
諸
注
釈
書
に
比
べ
る
と
、
そ
れ
ら
に
見
い
だ
さ

れ
な
い
、
特
異
な
も
の
が
非
常
に
多
い
と
い
っ
て
よ
い
。
た
ん
に
手
近
に
あ
っ
た
注

釈
書
を
書
き
写
し
た
り
、
こ
れ
ら
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
た
講
釈
を
聞
き
書
き
し
た
り

す
る
も
の
と
は
、明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、注
釈
の
性
質
に
よ
っ

て
、
こ
れ
を
イ
か
ら
ホ
の
五
つ
に
分
け
、
い
く
つ
か
の
書
き
入
れ
を
と
り
あ
げ
な
が

ら
、
そ
の
様
相
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

イ　

文
章
の
読
解
を
助
け
る
た
め
の
注
記

心
は
せ
の
な
た
ら
か
に
め
や
す
く
に
く
み
か
た
か
り
し
事
な
と
．
今
そ
お
ぼ
し

い
つ
る
（
九
オ
・
一
〇
12
）　

な
く
な
ら
せ
給
ふ
て
、
今
そ
、
心
は
せ
の
よ
き
事
。

桐
壺
の
更
衣
に
嫉
妬
し
て
い
た
人
々
が
、
そ
の
思
慮
深
さ
を
思
い
だ
す
と
こ
ろ
で

あ
る
。
物
語
本
文
の
ま
ま
で
も
十
分
に
文
意
が
通
じ
る
も
の
の
、桐
壺
巻
八
行
本
は
、

桐
壺
の
更
衣
が
亡
く
な
っ
た
い
ま
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
と
書
き
入
れ
て
強
調
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
例
は
、
物
語
本
文
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
口
語
訳
し
た
だ
け
で
は

あ
る
も
の
の
、こ
の
所
作
に
よ
っ
て
、文
章
の
流
れ
が
い
っ
そ
う
分
か
り
や
す
く
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
。

ロ　

文
章
を
解
説
す
る
注
記

こ
れ
も
わ
り
な
き
心
の
や
み
に
（
一
四
オ
・
一
四
10
）　

母
。
御
門
ノ
御
て
う
あ

ひ
か
つ
ら
き
と
思
ふ
も
、
心
の
や
ミ
と
也
。

桐
壺
の
更
衣
の
死
に
対
し
て
、
桐
壺
帝
の
使
い
と
し
て
訪
れ
た
命
婦
に
、
母
君
は

あ
れ
こ
れ
と
話
を
始
め
、
桐
壺
帝
の
寵
愛
に
よ
る
嫉
妬
が
、
更
衣
の
死
を
ま
ね
い
た
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の
で
は
な
い
か
と
嘆
く
。「
心
の
や
み
」
は
『
後
撰
和
歌
集
』
の
「
人
の
お
や
の
心
は

や
み
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」（
巻
第
十
五
・
雑
一
、

一
一
〇
二
）
を
ふ
ま
え
、
子
を
思
う
親
の
「
心
の
や
み
」
で
あ
る
か
ら
、
畏
れ
多
く
も

桐
壺
帝
の
行
動
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
桐

壺
巻
八
行
本
は
、「
こ
れ
」
の
指
示
す
る
内
実
を
明
確
に
し
、
桐
壺
帝
へ
の
恨
み
言
も

子
を
思
う
「
心
の
や
み
」
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
母
君
の
発
言
を
説
明
し
て

い
る
。

物
語
本
文
が
あ
い
ま
い
な
ば
あ
い
、
こ
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
内
容
を
明
示
し
た

り
し
な
が
ら
、
解
説
を
書
き
入
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
主
語
な
ど
の
補
足
を
見
る
こ
と

も
で
き
る
。

ハ　

語
句
の
解
釈
を
示
す
注
記

大
液
（
一
八
オ
・
一
七
9
）　

い
け
の
名
也
。
池
の
名
也
。

芙
蓉
（
一
八
オ
・
一
七
9
）　

は
す
の
コ
ト
。
は
す
。

未
央
柳
（
一
八
オ
・
一
七
9
）　

御
殿
也
。
御
殿
に
う
へ
た
る
柳
也
。
御
眉
。

似
た
注
記
が
並
ぶ
の
は
、
桐
壺
巻
八
行
本
が
、
左
右
に
分
け
て
注
記
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
左
右
の
別
の
意
図
は
詳
ら
か
で
な
い
。

諸
注
釈
で
は
、
た
と
え
ば
、『
首
書
源
氏
物
語
』
が
「
大
ゑ
き
の　

河　

長
恨
歌
、

大
液
芙
蓉
未
央
柳
、
芙
蓉
ハ
如
面
柳
ハ
如
眉
対
レ
此
如
何
不
ン

二
涙
垂
レ

一
、
此
已
下
、
諸
本

不
同
に
て
異
本
多
し
、
河
海
花
鳥
、
委
、」（
一
七
オ
）
と
し
て
、
源
氏
物
語
の
写
本
に

お
け
る「
未
央
柳
」の
異
同
に
注
視
す
る
。
桐
壺
巻
八
行
本
は
こ
う
し
た
こ
と
に
ま
っ

た
く
ふ
れ
ず
、
た
ん
に
語
釈
だ
け
を
書
き
入
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
、
諸
本
の
異
同
に
言
及
し
な
い
『
湖
月
抄
』
が
、
次
の
よ
う

に
注
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

太
液
の
芙
蓉
未
央
の
柳
（
一
七
ウ
）　
奥
入
長
恨
哥
云
、
太
液
ノ
芙
蓉
未
央
ノ
柳
、
芙

蓉
ハ
如
レ
而
ノ
柳
ハ
如
シ

レ
眉
ノ
。
こ
れ
貴
妃
の
か
ほ
を
蓮
に
た
と
へ
、
ま
ゆ
を
柳
に

た
と
へ
た
る
也
。
太
液
ハ
池
の
名
、芙
蓉
ハ
は
ち
す
也
。
未
央
ハ
宮
殿
の
名
也
。

す
な
わ
ち
、『
湖
月
抄
』
と
比
較
す
れ
ば
、
大
幅
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
桐

壺
巻
八
行
本
の
注
記
は
、
こ
れ
を
利
用
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う

な
の
で
あ
る
。
な
お
、
版
本
『
万
水
一
露
』
は
『
源
氏
和
秘
抄
』
を
引
用
し
て
「
長

恨
哥
の
こ
と
は
を
と
り
て
書
り
、
た
と
へ
は
、
太
液
と
は
池
の
名
也
、
芙
蓉
と
は
は

ち
す
の
花
を
い
ふ
、
未
央
と
は
宮
の
名
也
、
芙
蓉
の
花
、
柳
の
糸
の
や
う
に
、
楊
貴

妃
の
か
た
ち
は
あ
り
し
と
也
、」（
三
十
一
頁
）
と
注
す
る
が
、大
幅
に
筆
を
さ
い
て
本

文
異
同
に
も
言
及
し
て
い
る
。

雲
の
う
へ
人
（
一
五
ウ
・
一
五
9
）　

上
殿
ゆ
る
さ
れ
し
人
を
、男
女
に
か
き
ら
す
。

版
本
『
万
水
一
露
』（
二
十
六
頁
）
や
『
首
書
源
氏
物
語
』（
一
四
ウ
）
も
同
様
の
記

述
を
有
す
る
が
、『
湖
月
抄
』
に
注
目
し
て
み
る
と
、
こ
こ
も
ま
た
、『
湖
月
抄
』
が

引
く
『
花
鳥
余
情
』
の
「
昇
殿
の
人
を
男
女
に
か
ぎ
ら
ず
雲
の
上
人
と
云
也
。」（
一
五

オ
）
に
近
い
。
他
に
も
、
ご
く
少
数
で
は
あ
る
も
の
の
、『
湖
月
抄
』
に
一
致
す
る
書

き
入
れ
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
参
照
さ
れ
た
と
考
え
る

こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

い
っ
そ
う
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
書
き
入
れ
が
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
の
解

釈
と
相
違
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

歌
い
と
ゞ
し
く
云
々
雲
の
う
へ
人
十
五
の
ひ
ら　

花
鳥
に
、
昇
殿
の
人
を
、
男
女
と
も

に
、
雲
の
上
人
と
い
ふ
べ
し
、
と
あ
れ
ど
も
、
こ
ゝ
は
た
ゞ
禁
中
の
人
な
る
ゆ

ゑ
に
い
ふ
也
、
昇
殿
の
事
に
は
か
ゝ
は
ら
じ
、（
三
二
四
頁
）
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昇
殿
の
可
否
を
問
題
に
す
る
『
花
鳥
余
情
』
や
そ
れ
を
引
用
す
る
『
湖
月
抄
』、そ

し
て
、
桐
壺
巻
八
行
本
と
は
異
な
り
、『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
は
、
昇
殿
の
こ
と
に

は
関
与
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

桐
壺
巻
八
行
本
と
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
の
解
釈
と
の
対
立
は
、
さ
ら
に
い
く

ら
か
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
み
や
き
野
の
露
ふ
き
む
す
ふ
か
せ

の
音
に
こ
は
き
か
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
と
」（
一
二
ウ
・
一
三
5
）
に
対
し
て
、
桐

壺
巻
八
行
本
は
複
数
の
注
記
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
露
は
涙
也
。」
と
あ

る
。
い
っ
ぽ
う
の
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
は
「
花
鳥
に
、
露
吹
む
す
ぶ
を
、
涙
と

あ
る
は
、
わ
ろ
し
、」（
三
二
三
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
相
違
は
明
ら
か

と
い
え
る
。

ニ　

人
物
考
証
や
引
き
歌
な
ど
、
解
釈
の
参
考
と
な
る
資
料
の
提
示

こ
と
に
い
で
ゝ
も
き
こ
へ
や
ら
す
（
六
オ
・
八
10
）　

引
哥
に
、
こ
と
に
出
て
い
は

ぬ
ば
か
り
ぞ
み
な
せ
川
し
た
に
か
よ
ひ
て
恋
し
き
物
を
。
口
よ
り
申
上
ら
れ
ぬ
。

衰
弱
が
ひ
ど
く
、
遂
に
宮
中
を
退
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
桐
壺
の
更
衣
が
、
そ
の

悲
し
さ
を
、
決
し
て
、
口
に
は
し
な
い
様
子
を
語
る
一
節
で
あ
る
。
桐
壺
巻
八
行
本

は
、『
古
今
和
歌
集
』（
巻
第
十
二
・
恋
歌
二
、六
〇
七
）
を
引
き
歌
と
見
な
し
て
い
る
。

　
　
　
（
題
し
ら
ず
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
も
の
り

事
に
い
で
て
い
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
み
な
せ
河
し
た
に
か
よ
ひ
て
こ
ひ
し
き
も
の
を

こ
の
注
記
は
、『
絵
入
源
氏
』
の
本
文
に
合
点
が
付
さ
れ
、
そ
の
別
巻
で
あ
る
『
源

氏
引
哥
』
に
「
古
今
恋
二　

友
則　

こ
と
に
出
て
い
は
ぬ
は
か
り
そ
み
な
せ
河
下
に

か
よ
ひ
て
こ
ひ
し
き
も
の
を
」（
一
オ
）
と
見
え
、『
湖
月
抄
』
に
も
「
孟
此
詞
誠
に
哀

也
云
々
。
余
情
を
お
も
ふ
へ
し
。
＼
こ
と
に
出
て
い
は
ゝ
ゆ
ゝ
し
き
山
川
の
瀧
津
心

を
せ
き
そ
か
ね
つ
る
万
。
猶
あ
ま
た
あ
り
。」（
七
オ
）
と
あ
る
の
に
合
致
す
る
わ
け
で

あ
る
が
、『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
を
見
て
み
る
と
、「
＼
點
ひ
が
こ
と
也
、」（
三
二
〇

頁
）
と
述
べ
、
や
は
り
、
両
者
の
差
異
が
確
認
で
き
る
。『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
は

「
湖
月
抄
の
事
」
と
し
て
、「
さ
て
い
は
ゆ
る
引
歌
の
例
に
、
＼
の
點
を
か
け
た
る
に
、

引
歌
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
お
ほ
し
、」（
一
八
二
頁
）
と
批
判
し
て
も
い
た
。

か
き
り
と
て
わ
か
る
ゝ
み
ち
の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

（
六
ウ
・
九
3
）　

更
衣
。
私
死
る
か
な
し
さ
よ
り
も
御
門
の
御
な
さ
け
き
の
て
ひ

か
な
し
き
也
。
引
、
こ
ゑ
を
た
に
き
か
て
わ
か
る
ゝ
玉
よ
り
も
な
き
と
こ
に
ね

む
君
そ
か
な
し
き
。

次
の
一
首
は
、病
気
の
た
め
に
宮
中
か
ら
退
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
桐
壺
の
更
衣
を

見
舞
う
桐
壺
帝
に
、
衰
弱
し
き
っ
た
桐
壺
の
更
衣
が
、
息
も
絶
え
絶
え
に
詠
ん
だ
和
歌

で
あ
る
。こ
れ
を
か
ぎ
り
と
し
て
別
れ
る
こ
と
の
悲
し
さ
に
な
お
生
き
た
い
と
思
う
わ

た
し
の
命
で
あ
る
、
と
詠
ま
れ
た
こ
の
一
首
は
、
い
っ
ぱ
ん
に
、
引
き
歌
が
指
摘
さ
れ

る
こ
と
は
な
い㉕
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
桐
壺
巻
八
行
本
は
、『
古
今
和
歌
集
』（
巻

第
十
六
・
哀
傷
歌
、
八
五
八
）
の
和
歌
を
「
引
」
と
し
て
引
き
歌
と
指
摘
す
る
。

　
　

  

を
と
こ
の
人
の
く
に
に
ま
か
れ
り
け
る
ま
に
、
女
に
は
か
に
や
ま
ひ
を
し

て
い
と
よ
わ
く
な
り
に
け
る
時
よ
み
お
き
て
身
ま
か
り
に
け
る

　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
す　

こ
ゑ
を
だ
に
き
か
で
わ
か
る
る
た
ま
よ
り
も
な
き
と
こ
に
ね
む
君
ぞ
か
な
し
き

桐
壺
の
更
衣
の
和
歌
に
対
し
て
「
わ
か
る
る
」
あ
た
り
を
重
ね
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
を
掲
げ
る
こ
と
じ
た
い
、古
今
歌
が
女
の
辞
世
の
一
首
で
も
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あ
っ
て
、
関
連
性
が
見
い
だ
せ
な
く
も
な
い
。
古
今
歌
を
引
き
歌
と
見
な
す
桐
壺
巻

八
行
本
は
、
桐
壺
の
更
衣
が
、
自
分
じ
し
ん
の
死
よ
り
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
桐
壺
帝

が
嘆
い
て
し
ま
う
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
、
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の

生
死
よ
り
も
、
あ
な
た
の
感
慨
に
関
心
を
向
け
る
桐
壺
の
更
衣
の
姿
勢
は
、
ま
さ
し

く
、
古
今
歌
が
、
あ
な
た
の
声
を
聞
か
な
い
で
こ
の
世
を
去
る
わ
た
し
の
魂
よ
り
も
、

そ
の
わ
た
し
の
い
な
い
寝
床
で
独
り
寝
に
な
る
あ
な
た
を
思
う
と
切
な
い
の
だ
、
と

詠
ん
で
い
る
こ
と
に
符
号
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
諸
注
釈
書
を
一
覧
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、『
湖
月
抄
』
が
『
孟
津

抄
』
を
引
用
し
て
、「
孟
か
き
り
あ
ら
ん
道
に
も
、
を
く
れ
さ
き
た
ゝ
し
、
と
契
ら
せ

給
け
る
を
、
さ
り
と
も
打
捨
て
は
行
や
ら
し
、
と
の
た
ま
は
す
る
を
、
更
衣
の
い
み

し
く
見
奉
り
て
、
是
ほ
と
ま
て
お
ほ
し
め
し
て
歎
か
せ
給
ふ
程
に
、
君
の
た
め
に
い

か
ま
ほ
し
き
と
也
。
只
哥
の
お
も
て
は
か
り
見
て
は
、感
情
あ
さ
く
侍
也
。
花
鳥
に
、

帝
の
御
返
哥
な
き
に
て
、
御
心
も
心
な
ら
す
思
し
迷
へ
る
程
を
し
る
へ
き
也
云
々
。」

（
七
オ
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
桐
壺
巻
八
行
本
と
大
枠
で
の
解
釈
は
異
な
ら
な
い

も
の
の
、
そ
れ
で
も
、
古
今
歌
の
引
き
歌
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
引
き
歌

の
注
記
は
、
桐
壺
巻
八
行
本
に
特
異
な
例
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
こ
と
に
い
で
ゝ
も
き
こ
へ
や
ら
す
」
も
「
か
き
り
と
て
」
も
、ど
ち
ら
に
も
引
き

歌
を
指
摘
す
る
桐
壺
巻
八
行
本
は
、
厳
密
な
考
証
の
う
え
で
成
り
た
っ
た
も
の
と
は

考
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
な
い
あ
り
か
た
に
こ
そ
、
桐

壺
巻
八
行
本
の
特
徴
が
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
と
は
い
え
な
い
か
。次
に
挙
げ
る
例
は
、

ま
さ
し
く
、
そ
う
い
っ
た
様
子
の
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ホ　

余
説
的
考
証
の
提
示

長
恨
哥
の
御
ゑ
亭
子
院
の
か
ゝ
せ
給
て
伊
勢
つ
ら
ゆ
き
に
よ
ま
せ
給
へ
る

（
一
六
ウ
・
一
六
6
）　

亭
子
院
。
紅
葉
は
の
色
に
わ
か
れ
す
ふ
る
物
は
も
の
思
ふ

あ
き
の
涙
な
り
け
り
。
秋
の
類
也
。
紅
葉
に
深
ふ
て
處
も
故
也
。
余
り
か
な
し

け
れ
ハ
、
後
に
は
、
血
の
涙
也
。
い
勢
。
玉
簾
明
る
も
し
ら
て
ね
し
も
の
を
夢

め
に
も
み
し
と
思
ひ
か
け
き
や
。
此
哥
に
お
ほ
と
の
こ
も
り
と
い
ふ
を
□
□（
二

字
分
虫
損
）
て
。
い
勢
集
に
有
也
。
亦
長
恨
哥
の
ゑ
の
事
は
、平
治
の
乱
を
兼
て

思
ひ
て
、
少
納
言
信
西
か
書
せ
て
、
後
白
川
院
へ
奉
る
と
な
り
。
安
禄
山
か
乱

の
事
共
也
。
亭
子
院
よ
り
は
る
か
に
後
の
事
也
。

桐
壺
の
更
衣
を
失
っ
た
桐
壺
帝
は
、
同
じ
く
寵
愛
す
る
楊
貴
妃
を
失
っ
た
玄
宗
の

話
を
題
材
と
す
る
長
恨
歌
絵
を
そ
ば
に
置
い
て
見
な
が
ら
、
女
房
た
ち
と
悲
嘆
に
暮

れ
る
。
そ
の
長
恨
歌
絵
は『
伊
勢
集
』に「
長
恨
歌
の
屏
風
を
亭
子
院
の
み
か
と
か
ゝ

せ
た
ま
ひ
て
、
そ
の
所
〳
〵
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
、
み
か
と
の
御
に
な
し
て
」（
伊
勢

Ⅰ
・
五
二
、
詞
書
）
と
あ
る
よ
う
に
、
史
実
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
桐
壺
巻

八
行
本
の
注
記
前
半
部
は
、
こ
の
『
伊
勢
集
』
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

後
半
部
「
亦
長
恨
歌
の
ゑ
の
事
は
、」
以
下
は
、物
語
本
文
と
ほ
と
ん
ど
か
か
わ
る
こ

と
の
な
い
記
述
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
長
恨
歌
絵
の
こ
と
と

い
え
ば
、
信
西
が
平
治
の
乱
の
勃
発
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
後
白
河
院
に
奉
っ
て
も

い
る
。
安
禄
山
の
乱
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
思
っ
て
の
行
動
で
あ
り
、
ま
た
、
亭
子
院

の
長
恨
歌
絵
よ
り
は
は
る
か
に
後
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
桐
壺
巻
八
行
本
は
、
こ

う
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
と
の
接
点
は
希
薄
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
雑
多

な
興
味
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。

諸
注
釈
書
に
お
い
て
は
、
版
本
『
万
水
一
露
』
が
、
や
は
り
、『
伊
勢
集
』
に
言
及

し
た
う
え
で
、
信
西
が
描
か
せ
た
長
恨
歌
絵
に
ふ
れ
て
い
る
。

長
恨
哥
の
絵
は
亭
子
院
の
御
時
か
ゝ
せ
給
へ
る
よ
し
見
え
侍
れ
と
、
そ
の
絵
と

て
、
末
の
世
に
つ
た
は
り
た
る
事
も
侍
ら
す
、
し
か
る
を
、
通
憲
法
師
法
名
信
西

、
唐

書
唐
歴
楊
妃
外
伝
な
と
い
ふ
書
を
か
む
か
へ
て
、
あ
た
ら
し
く
絵
に
か
き
し
を
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そ
、
今
の
世
に
は
、
長
恨
哥
の
絵
と
は
申
侍
る
、
是
は
、
平
治
の
乱
の
あ
る
へ

き
事
を
か
ゝ
み
て
、
後
白
河
院
に
御
心
を
つ
け
申
さ
ん
た
め
に
、
思
く
は
た
て

侍
る
と
そ
、
あ
の
こ
と
く
、
安
禄
山
か
や
う
な
る
信
頼
か
ふ
る
ま
ひ
、
た
め
し

す
く
な
か
り
け
る
事
也
、
其
絵
は
、
平
治
元
年
十
一
月
十
五
日
に
、
宝
蓮
花
院

に
施
入
し
侍
る
と
て
、
信
西
一
紙
を
書
そ
へ
て
置
た
る
よ
し
、
旧
記
に
の
せ
侍

る
也
、（
二
十
八
頁
）

桐
壺
巻
八
行
本
が
、
信
西
の
長
恨
歌
絵
に
つ
い
て
、「
亭
子
院
よ
り
は
る
か
に
後
の

事
也
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
版
本
『
万
水
一
露
』
も
、
信
西
の
長
恨
歌
絵
が
源

氏
物
語
と
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
。
源
氏
物
語
に
か
か
わ
る
亭
子
院

の
長
恨
歌
絵
に
つ
い
て
「
末
の
世
に
つ
た
は
り
た
る
事
も
侍
ら
す
、」
と
い
い
、信
西

の
長
恨
歌
絵
を
「
今
の
世
に
は
、
長
恨
哥
の
絵
と
は
申
侍
る
」
も
の
で
あ
る
と
言
及

す
る
。
そ
う
し
た
理
解
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、『
絵
入
源
氏
』（
一
四
オ
）
や
『
首
書
源

氏
』（
一
五
ウ
）『
湖
月
抄
』（
一
六
ウ
）『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』（
三
二
五
頁
）
は
、
後

者
に
ま
で
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

桐
壺
巻
八
行
本
は
、
お
そ
ら
く
、
版
本
『
万
水
一
露
』
な
ど
に
記
載
さ
れ
た
説
に

よ
っ
て
、
信
西
の
長
恨
歌
絵
の
知
識
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
、
桐

壺
巻
八
行
本
の
た
ん
な
る
雑
知
識
の
要
請
に
よ
る
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
積
極

的
な
姿
勢
と
し
て
捉
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
長
恨
歌
絵
と
い
う
つ
な

が
り
の
み
を
も
っ
て
、
亭
子
院
の
長
恨
歌
絵
と
信
西
の
長
恨
歌
絵
を
結
び
つ
け
た
よ

う
に
、
余
説
的
に
も
見
え
る
考
証
を
加
え
る
こ
と
こ
そ
、
桐
壺
巻
八
行
本
に
求
め
ら

れ
た
読
解
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
。

桐
壺
巻
八
行
本
に
見
え
る
余
説
的
考
証
を
、
さ
ら
に
掲
げ
て
い
こ
う
。

や
ま
と
こ
と
の
は
を
も
も
ろ
こ
し
の
う
た
を
も
．
た
ゞ
そ
の
す
ぢ
を
ぞ
ま
く
ら

こ
と
に
せ
さ
せ
給
ふ
（
一
六
ウ
・
一
六
7
）　

中
宮
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
秋
、
御

前
の
露
を
御
ら
ん
し
て
。
御
製
。
秋
風
に
な
び
く
草
葉
の
露
よ
り
も
き
へ
に
し

人
を
何
に
た
と
へ
む
。

既
述
の
長
恨
歌
絵
の
場
面
に
つ
づ
く
一
節
に
対
す
る
注
記
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ

れ
た
和
歌
は
、
私
見
の
か
ぎ
り
、
諸
注
釈
書
に
指
摘
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か

り
か
、
引
き
歌
の
た
ぐ
い
と
も
思
わ
れ
な
い
。
桐
壺
の
更
衣
を
亡
く
し
、
長
恨
歌
絵

や
そ
れ
を
も
と
に
し
た
歌
、
漢
詩
を
話
題
に
し
て
悲
し
み
に
暮
れ
る
桐
壺
帝
の
心
情

を
類
推
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
一
首
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
用
さ
れ

た
和
歌
は
、『
拾
遺
和
歌
集
』（
巻
第
二
十
・
哀
傷
、
一
二
八
六
）
に
見
え
る
。

　
　

  

中
宮
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
年
の
秋
、
御
前
の
前
栽
に
つ
ゆ
の
お
き
た
る
を

風
の
ふ
き
な
び
か
し
け
る
を
御
覧
じ
て　
　
　
　
　

天
曆
御
製

秋
風
に
な
び
く
草
葉
の
つ
ゆ
よ
り
も
き
え
に
し
人
を
な
に
に
た
と
へ
ん

中
宮
安
子
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
村
上
帝
の
哀
悼
の
和
歌
で
あ
る
。
亡
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
中
宮
安
子
の
こ
と
を
い
っ
た
い
何
に
た
と
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
と

詠
む
村
上
帝
の
す
が
た
は
、桐
壺
の
更
衣
を
失
っ
た
桐
壺
帝
と
十
分
に
重
な
り
あ
う
。

た
だ
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
源
氏
物
語
の
注
釈
史
に
お

い
て
、
桐
壺
帝
の
御
代
を
醍
醐
、
朱
雀
帝
を
朱
雀
、
冷
泉
帝
を
村
上
に
な
ぞ
ら
え
る

の
が
『
河
海
抄
』
以
来
の
通
例
で
あ
り
、桐
壺
巻
八
行
本
の
本
文
冒
頭
頭
注
に
も
「
醍

醐　

朱
雀　

村
上
」（
一
オ
）
と
見
え
る
よ
う
に
、
桐
壺
帝
と
村
上
、
あ
る
い
は
、
桐

壺
の
更
衣
と
中
宮
安
子
を
重
ね
る
事
例
が
ほ
と
ん
ど
存
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。『
河
海

抄
』
や
版
本
『
万
水
一
露
』（
十
五
頁
）『
湖
月
抄
』（
五
ウ
）
な
ど
に
お
い
て
、
桐
壺

の
更
衣
へ
の
嫌
が
ら
せ
の
場
面
に
、
村
上
朝
に
お
い
て
中
宮
安
子
が
宣
耀
殿
女
御
芳

子
を
妬
ん
だ
こ
と
に
比
し
て
い
る
例
は
挙
げ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
嫉
妬
を
受
け
る
の

は
宣
耀
殿
女
御
芳
子
で
あ
り
、
中
宮
安
子
と
桐
壺
の
更
衣
を
結
ぶ
こ
と
は
難
し
い㉖
。
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け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
差
異
は
、
桐
壺
巻
八
行
本
に
と
っ
て
些
細
な
も
の
で
し
か

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
桐
壺
の
更
衣
を
失
っ
た
桐
壺
帝
の
嘆
き
は
、
中
宮
安
子
を

失
っ
た
村
上
帝
の
嘆
き
と
同
断
で
あ
る
。
そ
う
述
べ
る
桐
壺
巻
八
行
本
は
、
注
釈
史

が
築
き
あ
げ
て
き
た
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず
、
源
氏
物
語
を
読
む
こ
と
を
と
お
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

右
に
図
版
を
掲
げ
た
こ
の
箇
所
は
、
夕
方
の
月
が
美
し
い
こ
ろ
、
桐
壺
帝
が
命
婦

を
桐
壺
の
更
衣
の
里
に
遣
わ
し
た
あ
と
、
桐
壺
の
更
衣
の
こ
と
を
回
想
し
な
が
ら
物

思
い
に
ふ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
桐
壺
巻
八
行
本
の
行
間
注
記
の
文
意
に
不
審
が
な

い
わ
け
で
も
な
い
が
、
右
傍
に
「
桐
、
中
女
遣
し
跡
に
て
こ
と
を
詠
。
其
の
あ
と
ま

て
み
か
と
の
て
い
也
。」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
桐
壺
帝
が
命
婦
を
遣
わ
し
て
、
詩
歌
を

詠
じ
、
そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
物
語
本
文
の
記
述
も
桐
壺
帝
の
居
所
で
の
出
来
事
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、「
桐
」
と
あ
る
の
は
、
桐
壺
帝
と
解
し
た
が
、
他

の
注
記
も
参
照
す
る
と
、
桐
壺
の
更
衣
を
指
す
こ
と
に
な
る
た
め
、「
桐
へ
」
と
す
べ

き
と
こ
ろ
を
誤
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、左
傍
の
半
ば
か
ら
「
西
行
法
師
哥
。
月
や
ら
て
と
。」
と
書
か
れ
て
い
る

の
は
、
そ
う
し
た
桐
壺
帝
の
状
況
に
、
西
行
の
「
月
や
ら
て
」
歌
を
重
ね
て
い
く
も

の
と
読
み
解
け
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、『
山
家
集
』
や

『
西
行
物
語
』『
撰
集
抄
』
な
ど
に
「
月
や
ら
て
」
と
す
る
和
歌
は
見
あ
た
ら
な
い㉗
。

そ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
一
首
で
あ
っ
た
か
は
未
詳
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
注
記

は
、
愁
思
の
桐
壺
帝
に
西
行
を
重
ね
、
西
行
が
「
月
や
ら
て
」
と
詠
じ
た
の
と
同
じ

く
、
月
を
見
て
嘆
く
桐
壺
帝
の
心
情
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
も
の
と
見
て
お
け
る

よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

桐
壺
巻
の
桐
壺
帝
に
西
行
を
思
い
起
こ
さ
せ
よ
う
と
す
る
桐
壺
巻
八
行
本
の
注
記

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
注
釈
史
の
中
に
お
い
て
、
特
異
な
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
注
釈
は
、
物
語
の
解
釈
そ
れ
じ
た
い
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
桐
壺
帝
の
哀
傷
に
西
行
を
寄
り
添
わ
せ
な

が
ら
物
語
を
味
読
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
、
桐
壺
巻
八
行
本
の
ひ
と
つ
の
方
法
が
見

い
だ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
づ
か
い
が
わ
ず
か
に
散
見
し
て
い
る
こ
と
も
、
注
意

し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ａ  

我
な
く
成
ぬ
と
て
く
ち
お
し
う
思
ひ
く
つ
を
る
な
と
（
一
三
ウ
・
一
四
4
）　

大

納
言
よ
り
嫁
へ
、
お
れ
が
な
く
な
り
て
も
、
つ
ひ
く
つ
を
れ
る
な
と
。

Ｂ  

う
へ
も
し
か
な
ん
（
一
四
ウ
・
一
四
11
）　

命
（
稿
者
注
―
命
婦
）
詞
。
み
か
と
、母

の
心
中
の
こ
と
く
思
召
と
也
。
内
ノ
心
、
う
へ
さ
ま
も
母
の
哀
の
心
と
ひ
と
つ

事
じ
や
、
と
の
へ
る
也
。

Ａ
「
お
れ
が
な
く
な
り
て
も
」
や
Ｂ
「
ひ
と
つ
事
じ
や
」
と
い
っ
た
桐
壺
巻
八
行

本
の
行
間
注
記
は
、
講
釈
の
聞
き
書
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
で
は

あ
る
も
の
の
、
す
べ
て
の
注
記
に
共
通
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
判
然
と
し
な
い
と

こ
ろ
も
多
い
。

八　

ま
と
め
に
か
え
て

八
幡
神
社
に
所
蔵
さ
れ
る
源
氏
物
語
三
冊
は
、
山
陰
地
方
で
の
源
氏
物
語
享
受
の

歴
史
を
か
た
る
貴
重
な
一
書
で
あ
る
。長
秋
が
講
釈
を
行
っ
た
文
政
元
年（
一
八
一
八
）
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か
ら
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
前
後
に
生
き
た
八
幡
神
社
宮
司
の
内
藤
綱
長
の
書
写

で
あ
る
こ
と
が
た
し
か
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
お
さ
ら
に
、
そ
の
価
値
は
甚

大
と
い
え
る
。

こ
の
時
期
の
源
氏
物
語
享
受
の
状
況
は
、藤
井
高
尚
の
『
三
の
し
る
べ
』（
文
政
十
二

年
（
一
八
二
九
）
刊
）
に
、

げ
ん
じ
の
物
語
は
、
湖
月
抄
の
本
に
、
師
の
か
ゝ
れ
た
る
玉
の
小
櫛
を
く
は
へ

て
見
る
べ
し
。
お
の
れ
も
考
お
け
る
事
ど
も
あ
ま
た
あ
れ
ば
、
い
か
で
小
櫛
の

ほ
と
り
ば
か
り
の
も
の
は
、
か
き
て
又
そ
へ
ん
と
ぞ
思
ふ㉘
。

と
あ
る
よ
う
に
、『
湖
月
抄
』
と
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
が
中
心
と
な
り
、
そ
れ
ら

に
書
き
加
え
ら
れ
な
が
ら
読
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
い
っ
ぽ
う
で
、
山
陰

地
方
で
営
ま
れ
た
源
氏
物
語
三
冊
か
ら
は
、
ま
ず
は
『
絵
入
源
氏
』
が
中
心
と
な
っ

て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。お
そ
ら
く
は
絵
入
り
で
あ
る
こ
と
が
、

地
方
に
広
く
流
布
し
た
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
湖
月
抄
』
の
注
説
が
流

入
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
も
の
の
、『
湖
月
抄
』
じ
た
い
が
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
た
と
は
判
断
し
が
た
い
。『
湖
月
抄
』
と
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
を
用
い
、

こ
れ
を
も
と
に
し
て
学
ぶ
こ
と
の
で
き
た
中
央
の
文
化
圏
と
、
地
方
と
の
あ
い
だ
に

は
、
や
は
り
、
そ
う
と
う
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
と
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
源
氏
物
語
三
冊
に
は
、
多
く
の
行
間
注
記
を
見
る
こ
と
も
で

き
る
が
、
そ
こ
で
は
、
語
釈
や
文
章
の
口
語
訳
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
お
り
、
地
方
で

の
源
氏
物
語
の
鑑
賞
の
あ
り
か
た
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。

口
語
訳
が
多
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
け
ば
、
江
戸
中
後
期
に
刊
行
さ

れ
た
源
氏
物
語
の
口
語
訳
は
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る㉙
。
こ
れ
ら
に
お
け
る
、
帚
木

巻
の
冒
頭
の
一
場
面
に
対
す
る
口
語
訳
を
引
用
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
に
な
る
。

『
風
流
源
氏
物
語
』（
都
の
錦
著
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
刊㉚
）

さ
れ
ば
源
氏
の
生
れ
つ
き
好
色
の
片
に
お
い
て
、
う
ち
つ
け
に
べ
つ
た
り
と
向

方
か
ら
仕
懸
の
恋
風
に
、糸
よ
り
か
ゝ
る
青
柳
の
、な
び
き
や
す
き
は
き
ら
ひ
に

て
、
た
ゞ
な
り
そ
ふ
で
な
ら
ざ
か
や
、
此
手
を
く
だ
き
気
を
つ
く
し
、
日
を
へ
て

物
に
す
る
事
を
、よ
ろ
こ
び
給
ふ
御
く
せ
な
り
、げ
に
や
色
事
お
も
ひ
や
る
常
盤

の
山
の
ほ
と
と
ぎ
す
、
か
ら
紅
の
ふ
り
い
で
ゝ
、
は
れ
間
も
み
へ
ぬ
五
月
雨
に
、

け
ふ
も
く
れ
ぬ
と
入
相
の
、
か
ね
つ
く
〴
〵
と
も
の
お
も
ふ
を
り
か
ら
、

『
俗
解
源
氏
物
語
』（
梅
翁
著
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
序㉛
）

ひ
か
る
君
ハ
も
と
よ
り
か
る
〳
〵
し
き
よ
ね
に
心
を
う
つ
し
給
は
ず
。
う
ち
つ

け
に
。
な
ひ
き
や
す
き
は
こ
の
見
給
ハ
ぬ
御
気
し
き
に
て
。
た
ま
〳
〵
こ
と
に

は
。
人
も
お
も
ひ
よ
ら
ぬ
。
心
づ
く
し
な
る
こ
ひ
に
。
御
こ
ゝ
ろ
を
な
や
ま
し

給
ふ
。
御
く
せ
あ
り
て
性
悪
の
名
の
た
ち
し
こ
と
も
あ
り
け
り
。（
巻
四
・
二
オ
―

三
ウ
）

『
紫
文
蜑
の
囀
』（
多
賀
半
七
著
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
刊32
）

ま
れ
に
は
右
の
趣
と
は
相
違
し
て
、
な
び
き
が
た
き
を
無
理
や
り
に
心
を
つ
く

し
、
小
む
つ
か
し
げ
な
る
恋
の
か
た
を
、
お
心
に
と
ゞ
め
さ
せ
給
ふ
が
、
御
く

せ
な
れ
ば
、
お
下
心
は
わ
う
ち
や
く
な
る
か
た
な
れ
ど
も
、
お
も
て
む
き
一
と

を
り
は
実
体
に
見
え
さ
せ
給
ふ
て
、
外
よ
り
の
さ
げ
す
み
と
は
く
ひ
ち
が
ひ
た

る
に
、
さ
う
か
と
お
も
へ
ば
又
、
さ
は
あ
る
ま
じ
き
な
さ
れ
か
た
も
、
あ
ひ
だ

〳
〵
に
う
ち
ま
じ
り
け
る

江
戸
中
後
期
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
口
語
訳
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
滑
稽
や
猥

褻
を
含
み
こ
む
。『
風
流
源
氏
物
語
』は
そ
の
性
質
の
強
い
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ

う
が
、
八
幡
神
社
の
源
氏
物
語
三
冊
に
、
こ
う
し
た
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
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い
。
文
脈
に
そ
く
し
て
、
丁
寧
に
語
釈
を
加
え
、
と
き
に
足
を
ふ
み
だ
す
こ
と
も
あ

る
け
れ
ど
も
、
し
っ
か
り
と
本
文
を
解
釈
し
、
鑑
賞
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
の
あ
ら
わ

れ
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
中
に
あ
り
つ
つ
、
諸
注
釈
書
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
注
記

を
も
つ
こ
と
に
も
、
や
は
り
、
意
識
を
向
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
桐
壺
の

更
衣
の
詠
歌
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
こ
ゑ
を
た
に
」
歌
を
引
き
歌
と
認
定
し
、
桐

壺
帝
の
悲
嘆
に
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
「
秋
風
に
」
歌
を
類
推
さ
せ
る
な
ど
、
そ
れ
ら

は
、
真
っ
当
な
注
釈
と
し
て
は
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、

新
し
く
、
自
由
な
注
釈
を
試
み
よ
う
と
し
た
人
々
の
源
氏
物
語
の
読
み
方
を
照
ら
し

だ
す
。

判
然
と
し
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
注
説
が
、
長
秋
の
講
釈
と
い
か
に
か
か
わ
る

か
、
あ
る
い
は
、
か
か
わ
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
頻
り
に
と

り
あ
げ
て
き
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
、
宣
長
説
と
の
近
似
を
確
認
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
は
、
長
秋
の
講
釈
と
か
か
わ
ら
な
い
、
と
判
断
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
は
単
純
で
な
く
、
綱
長
書
写
の
源

氏
物
語
三
冊
の
成
立
時
期
と
綱
長
近
辺
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
長
秋
の
源
氏
物
語
講

釈
の
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
れ
ら
が
地
方
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
も

見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
源
氏
物
語
を
よ
く
学
ん
で
い
た
人
々
と
、
そ
う
で
は
な

い
人
々
に
対
す
る
講
釈
に
差
異
が
あ
り
え
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
か
ろ
う
。
仮
に

長
秋
の
講
釈
の
折
の
記
録
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
に
記
述
さ
れ
た
注
記
の
す
べ

て
が
、長
秋
の
言
説
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
も
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
他
に
も
、
三
冊
の
相
互
の
か
か
わ
り
な
ど
、
本
稿
で
十
分
に
ふ
れ
る
こ
と
の

で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
多
い
。山
陰
地
方
に
お
け
る
他
の
源
氏
物
語
享
受
の
諸
相
や
、

そ
の
文
化
的
水
準
と
も
密
接
に
関
与
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
し33
、
山
陰
地
方
に
と

ど
ま
ら
ず
、
他
地
方
の
あ
り
か
た
と
の
比
較
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
埋
も
れ

て
し
ま
っ
た
ま
ま
の
資
料
を
発
掘
し
て
い
く
こ
と
も
、
と
う
ぜ
ん
、
求
め
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
考
察
は
、
課
題
に
し
て
お
か
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
何
よ
り
も
、
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
長
秋

の
訪
れ
に
前
後
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
従
来
の
注

釈
の
範
疇
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
な
い
、
地
方
の
飽
く
な
き
知
的
関
心
の
高
さ
が
あ
っ

た
事
実
で
あ
る
。『
田
蓑
の
日
記
』
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
八
月
十
日
条
に
は
、「
け

ふ
よ
り
源
氏
物
語
と
き
て
よ
と
こ
ひ
け
れ
バ
、」と
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
を
よ
り
深
く

読
み
解
き
た
い
と
思
う
地
方
の
意
欲
こ
そ
が
、
国
学
者
に
源
氏
物
語
講
釈
を
請
う
こ

と
へ
と
進
み
、
ま
た
、
八
幡
神
社
蔵
『
源
氏
物
語
』
三
冊
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

八
幡
神
社
に
収
め
ら
れ
る
綱
長
書
写
の
源
氏
物
語
三
冊
は
、『
湖
月
抄
』
に
集
積
さ

れ
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
な
立
場
か
ら
生
じ
た
新
注
へ
と
通
じ
る
享
受
の
大
き
な

流
れ
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
ほ
ん
の
些
細
な
支
流
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
近
世
後

期
、
地
方
に
お
け
る
営
み
の
一
端
を
か
た
る
資
料
と
し
て
、
源
氏
物
語
享
受
史
の
中

に
、
た
し
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

付
記
一

　

末
筆
な
が
ら
、
貴
重
な
典
籍
の
閲
覧
、
紹
介
を
ご
許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
八
幡
神
社
宮

司
内
藤
和
比
古
氏
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
当
該
写
本
の
調
査
は
、
原
豊

二
氏
（
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
）
と
の
共
同
研
究
で
あ
り
、
先
行
し
て
、
同
氏
「
伯
耆

地
方
の
古
典
文
学　

八
幡
神
社
の
源
氏
物
語
」（
伊
藤
鉄
也
氏
編
『
も
っ
と
知
り
た
い
池

田
亀
鑑
と
「
源
氏
物
語
」
第
二
集
』
新
典
社
、二
〇
一
三
年
）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
論

述
の
都
合
上
、
重
複
を
い
と
わ
ず
に
言
及
し
た
が
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　

付
記
二

　

八
幡
神
社
蔵
『
源
氏
物
語
』
三
冊
の
引
用
は
、
物
語
本
文
、
丁
数
、『
源
氏
物
語
大
成
』

の
頁
数
・
行
数
、
行
間
注
記
の
順
に
挙
げ
た
が
、
私
に
句
読
点
を
補
い
、
ま
た
、
煩
雑
に

な
る
こ
と
を
避
け
、
行
間
注
記
に
お
け
る
左
右
の
別
や
文
字
の
大
小
な
ど
は
反
映
さ
せ

ず
、
論
述
に
必
要
な
部
分
の
み
を
示
す
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
そ
の
他
に
使
用
し
た
本
文

は
、
特
に
言
及
し
な
い
か
ぎ
り
、
次
の
と
お
り
と
し
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
私
に
句
読
点
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を
補
っ
た
ば
あ
い
が
あ
る
。
末
尾
に
頁
数
、
な
い
し
、
丁
数
を
明
記
し
た
。『
紫
文
要
領
』

＝
『
本
居
宣
長
全
集　

別
巻
一
』（
筑
摩
書
房
、一
九
七
六
年
）、『
田
蓑
の
日
記
』
＝
『
新

修
米
子
市
史
9　

資
料
編　

近
世
二
』（
二
〇
〇
二
年
）、『
や
つ
れ
み
の
の
日
記
』
＝
津

本
信
博
氏
『
江
戸
後
期
紀
行
文
学
全
集
1
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
慶
安
本
『
絵
入

源
氏
』『
源
氏
引
哥
』
＝
国
文
学
研
究
資
料
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
古
典
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
源

氏
物
語
（
絵
入
）
承
応
版
本C

D
-R

O
M

』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）、『
湖
月
抄
』
＝

北
村
季
吟
古
注
釈
集
成
8
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
二
』（
新
典
社
、
一
九
七
七
年
）、『
源
氏

物
語
玉
の
小
櫛
』
＝
『
本
居
宣
長
全
集　

第
四
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
無
刊

記
整
版
本
『
源
氏
物
語
』
＝
九
州
大
学
附
属
図
書
館
日
本
古
典
籍
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、

版
本
『
万
水
一
露
』
＝
源
氏
物
語
古
注
集
成
24
『
萬
水
一
露　

第
一
巻
』（
桜
楓
社
、

一
九
八
八
年
）、『
首
書
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
＝
片
桐
洋
一
氏
編
『
首
書
源
氏
物
語　

総
論

桐
壺
』（
和
泉
書
院
、一
九
八
〇
年
）、『
首
書
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
＝
藤
岡
忠
美
氏
編
『
首

書
源
氏
物
語　

帚
木
空
蝉
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
一
年
）、
勅
撰
集
＝
『
新
編
国
歌
大

観
』、
私
家
集
＝
『
新
編
私
家
集
大
成
』。

注①　
寺
本
直
彦
氏
『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、『
同　

続

編
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
一
年
）、
伊
井
春
樹
氏
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究　

室
町

前
期
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
）
ほ
か
参
照
。

②　

こ
の
「
中
央
」
は
、
必
ず
し
も
、
地
域
と
し
て
の
中
央
、
す
な
わ
ち
、
京
や
江
戸
で

の
営
み
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
源
氏
物
語
の
解
釈
を
牽
引
し
、こ
の
物
語
の
需
要
を
生

み
だ
し
て
い
く
、周
囲
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
中
軸
と
な
っ
た
「
中
央
」
の
謂
い
で

あ
る
。

③　

新
典
社
、
二
〇
一
一
年

④　

杉
田
昌
彦
氏
『
宣
長
の
源
氏
学
』
終
章
「
宣
長
に
と
っ
て
の
『
源
氏
物
語
』」（
注
③

三
六
〇
頁　

初
出
・
長
島
弘
明
氏
編
『
本
居
宣
長
の
世
界
―
和
歌
・
注
釈
・
思
想
―
』

森
話
社
、
二
〇
〇
五
年
）

⑤　

杉
田
昌
彦
氏
『
宣
長
の
源
氏
学
』
第
二
部
第
二
章
「
手
沢
本
『
湖
月
抄
』
書
入
と
源

氏
物
語
著
書
」（
注
③　

初
出
・「
宣
長
源
氏
学
の
形
成
―
手
沢
本
『
湖
月
抄
』
書
入
を

中
心
に
―
」（「
鈴
屋
学
会
報
」
十
、一
九
九
三
年
十
一
月
））

⑥　

原
本
（
請
求
記
号　

九
一
三
・
三
六
四
―
Ｋ
Ｉ
六
八
）
に
依
る
。

⑦　
『
授
業
門
人
姓
名
録
』
享
和
元
年
条
に
「
京
新
町
錦
小
路
上　

七
里
次
郎
吉　

蕃
民
」
と
見

え
る
（
岡
中
正
行
氏
・
鈴
木
淳
氏
・
中
村
一
基
氏
『
本
居
宣
長
と
鈴
屋
社
中
―
『
授
業

門
人
姓
名
録
』
の
総
合
的
研
究
―
』
錦
正
社
、
一
九
八
四
年
、
一
二
〇
頁
）。

⑧　

山
崎
芙
紗
子
氏
「
近
世
後
期
の
源
氏
注
釈
―
雨
夜
物
語
と
教
戒
説
―
」（「
国
語
国

文
」
五
十
―
六
、一
九
八
一
年
六
月
）

⑨　

八
幡
神
社
に
伝
わ
る
文
書
類
に
よ
れ
ば
、一
七
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
〇
〇
年
代

中
頃
を
生
き
た
よ
う
で
あ
る
。『
新
修
米
子
市
史
9　

資
料
編　

近
世
二
』（
二
〇
〇
二

年
、五
八
五
頁
）
所
収
『
八
幡
宮
社
領
并
旧
記
録
写
差
出
控
』
の
表
紙
に
「
文
政
十
一

年
子
八
月
廿
日
／
八
幡
宮
社
領
并
旧
記
録
写
差
出
控　

内
藤
佐
渡
守
」
と
も
見
え
る
。

⑩　
「
京
都
学
園
大
学
人
間
文
化
学
会
紀
要　

人
間
文
化
研
究
」
十
八
（
二
〇
〇
六
年
十

月
）

⑪　

注
⑧
と
同
じ
。

⑫　

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
請
求
記
号　

五
四
・
四
八
）
に
依
る
。

⑬　

衣
川
長
秋
に
つ
い
て
は
、山
本
嘉
将
氏
『
近
世
和
歌
史
論
』
第
三
部
第
四
章
「
景
樹

と
鳥
取
藩
歌
壇
」（
修
正
復
刻
版
・
パ
ル
ト
ス
社
、
一
九
九
二
年　

初
版
・
文
教
図
書

出
版
、
一
九
五
八
年
）
に
多
く
を
よ
っ
た
。

⑭　
『
授
業
門
人
姓
名
録
』
寛
政
三
年
条
に
「
須
川
村　

池
田
辰
三
郎　

周
令
」
と
見
え
、

こ
れ
が
長
秋
に
該
当
す
る
（
注
⑦
六
十
六
頁
）。

⑮　

第
三
部
第
四
章
「
景
樹
と
鳥
取
藩
歌
壇
」（
注
⑬
五
一
一
頁
―
五
一
二
頁
）

⑯　

高
橋
伸
幸
氏
編
『
百
人
一
首
峯
梯
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
一
年
、
十
三
頁
）

⑰　

田
中
宗
作
氏
「
百
人
一
首
古
注
ノ
ー
ト
―
『
古
今
集
遠
鏡
』
と
宣
長
門
流
の
百
人
一

首
注
と
の
関
係
―
」（「
語
文
」
三
十
四
、一
九
七
一
年
三
月
）、高
瀬
正
一
氏
「
宣
長
門

流
に
お
け
る
時
の
助
動
詞
の
継
承
に
つ
い
て
―
衣
川
長
秋
『
百
人
一
首
峯
梯
』
の
場
合

―
」（「
国
語
国
文
学
報
」
四
十
二
、一
九
八
五
年
三
月
）、同
氏
「
宣
長
門
流
に
お
け
る

俗
語
訳
の
継
承
に
つ
い
て
―
『
百
人
一
首
』
俗
語
解
の
場
合
―
」（「
国
語
国
文
学
報
」

四
十
三
、一
九
八
六
年
三
月
）、永
田
信
也
氏
『
近
世
百
人
一
首
俗
言
解
の
研
究
』
第
一

章
「『
百
人
一
首
峯
梯
』
と
『
百
人
一
首
梓
弓
』
附
箋
本
と
の
関
係
」（
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
一
年
）
も
同
様
の
見
解
を
示
す
。
永
田
氏
論
考
で
は
、『
百
人
一
首
峯
梯
』
の

中
に
、
宣
長
が
百
人
一
首
の
講
釈
の
さ
い
に
発
し
た
こ
と
ば
を
、
そ
の
ま
ま
に
反
映
し

て
い
る
ら
し
い
例
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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⑱　

荒
木
尚
氏
「
宣
長
門
流
添
景
」（「
汲
古
」
五
十
四
、二
〇
〇
八
年
十
二
月
）

⑲　

明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
生
ま
れ
た
長
秋
は
、宣
長
の
日
記
な
ど
か
ら
判
明
す
る

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
か
ら
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
ま
で
の
都
合
四
回
の
源
氏
物

語
講
義
に
は
参
加
で
き
ず
、ま
た
、寛
政
八
年（
一
七
九
六
）や
同
十
一
年（
一
七
九
九
）

付
の
源
氏
物
語
講
釈
の
開
講
を
知
ら
せ
る
廻
状
に
も
、そ
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
（
杉
田
昌
彦
氏
『
宣
長
の
源
氏
学
』
序
章
「
源
氏
研
究
及
び
講
義
の
概
略
」（
注

③
）
参
照
）。

⑳　
『
源
氏
物
語
聞
書
』
お
よ
び
「
こ
よ
な
く
」
に
対
す
る
宣
長
周
辺
の
理
解
に
つ
い
て

は
、
山
崎
芙
紗
子
氏
「
聞
書
と
注
釈
書
の
間
―
本
居
宣
長
の
源
氏
物
語
講
釈
―
」（
注

⑩
）
を
参
照
し
た
。

㉑　

池
田
亀
鑑
氏
編
『
源
氏
物
語
大
成
1
』（
普
及
版
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
）、

加
藤
洋
介
氏
編
『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）、
源
氏

物
語
別
本
集
成
刊
行
会
編
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
1
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
九
年
）、
同

編
『
同　

続
1
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

㉒　

注
㉑
と
同
じ
。

㉓　

桜
楓
社
、
一
九
九
三
年
。
同
書
は
、『
絵
入
源
氏
』
を
底
本
に
し
て
、
伝
嵯
峨
本
、

元
和
九
年
古
活
字
本
、
無
刊
記
整
版
本
、
版
本
『
万
水
一
露
』、『
首
書
源
氏
物
語
』、

『
湖
月
抄
』
の
校
異
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、『
源
氏
物
語
大
成
』『
日
本
古
典

文
学
大
系
』
に
所
収
さ
れ
た
諸
本
と
の
校
異
も
示
す
が
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

㉔　

清
水
婦
久
子
氏
『
源
氏
物
語
版
本
の
研
究
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
れ

ば
、
近
世
期
の
刊
本
の
本
文
は
、
大
き
く
二
種
類
の
流
れ
に
分
類
で
き
る
と
い
う
。
そ

の
う
ち
、
元
和
九
年
古
活
字
本
や
無
刊
記
整
版
本
、
版
本
『
万
水
一
露
』
は
、『
絵
入

源
氏
』
と
は
別
の
流
れ
に
あ
た
る
と
い
う
か
ら
、『
絵
入
源
氏
』
と
一
致
し
な
い
箇
所

を
比
較
の
対
象
と
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、比
較
的
穏
当
な
結
論
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
。

㉕　

伊
井
春
樹
氏
編
『C

D
-R

O
M

角
川
古
典
大
観
源
氏
物
語
』（
角
川
書
店
、一
九
九
九

年
）
の
「
引
歌
検
索
」
を
参
照
し
た
。

㉖　

た
と
え
ば
、『
湖
月
抄
』
は
『
花
鳥
余
情
』
を
引
い
て
「
村
上
天
皇
の
御
時
、
宣
耀

殿
の
女
御　

芳
子
小
一
条
ノ
左
大
臣
師
尹
女　

藤
壺
に
さ
ふ
ら
は
せ
給
ひ
て
、中
宮　

安
子
九
条
右
大
臣
師
輔
女　

弘
徽
殿
の
上
の
御
局
に
お
は
し
ま
し
け
る
が
、つ
ね
に
不

快
の
事
と
も
あ
り
け
る
よ
し
、
世
継
に
あ
り
。
彼
例
を
い
ふ
歟
。」（
五
ウ
）
と
す
る
。

「
世
継
」
と
は
『
大
鏡
』
の
こ
と
で
あ
り
、
右
大
臣
師
輔
伝
に
、
中
宮
安
子
が
宣
耀
殿

女
御
芳
子
に
嫉
妬
し
て
土
器
の
か
け
ら
を
投
げ
る
描
写
が
あ
る
。

㉗　

久
保
田
淳
氏
編
『
西
行
全
集
』（
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
）、
お
よ
び
、
青
木

伶
子
氏
・
半
藤
英
明
氏
・
堀
内
裕
明
氏
編
『
西
行
物
語　

本
文
と
総
索
引
』（
笠
間
書

院
、
一
九
九
六
年
）、
安
田
孝
子
氏
・
梅
野
き
み
子
氏
・
野
崎
典
子
氏
・
森
瀬
代
士
枝

氏
編
『
撰
集
抄
自
立
語
索
引
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
し
た
。

㉘　
『
日
本
随
筆
大
成　

第
一
期
22
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
四
十
頁
）

㉙　

江
戸
中
後
期
に
お
け
る
源
氏
物
語
口
語
訳
書
の
研
究
は
少
な
い
が
、近
年
の
研
究
と

し
て
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ク
レ
メ
ン
ツ
氏
「
も
う
一
つ
の
「
注
釈
書
」
―
江
戸
時
代
に
お
け

る
『
源
氏
物
語
』
の
初
期
俗
語
訳
の
意
義
―
」（
陣
野
英
則
氏
・
緑
川
真
知
子
氏
編
『
平

安
文
学
の
古
注
釈
と
受
容
3
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。

㉚　
『
近
世
文
芸
叢
書
5　

小
説
3
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
一
年
、
五
一
四
頁
）

㉛　

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（
請
求
記
号　

文
庫
三
〇
・ａ
〇
二
二
三
）

に
依
る
。

32　

珍
書
刊
行
会
叢
書
5
『
紫
文
蜑
の
囀
』（
珍
書
刊
行
会
、
一
九
一
五
年
、
八
十
四
頁
）

33　

ア
ジ
ア
遊
学
135
『
出
雲
文
化
圏
と
東
ア
ジ
ア
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
原
豊

二
氏「
池
田
亀
鑑
前
史
―
鳥
取
藩
の
国
学
と
詠
歌
の
動
向
―
」（
伊
藤
鉄
也
氏
編『
も
っ

と
知
り
た
い
池
田
亀
鑑
と
「
源
氏
物
語
」
第
一
集
』
新
典
社
、二
〇
一
一
年
）
ほ
か
参

照
。

（
本
学
文
学
部
助
教
）


