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（
一
）
は
じ
め
に
近
現
代
作
家
と
『
源
氏
物
語
』

『
源
氏
物
語
』
は
世
界
中
で
翻
訳
さ
れ
て
読
み
継
が
れ
、
何
度
も
映
画
化
さ

れ
、
舞
台
化
さ
れ
、
漫
画
化
さ
れ
続
け
て
い
る
希
有
な
古
典
作
品
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
が
千
年
以
上
の
時
空
を
超
え
て
長
い
生
命
を
保
ち

続
け
て
い
る
の
は
、
原
作
の
魅
力
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、
各
時
代
に
お
い
て
様
々

な
作
家
た
ち
が
翻
訳
・
翻
案
す
る
こ
と
で
原
作
に
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
ん
で

い
る
こ
と
に
も
よ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
日
本
古
典
文
学
の
中
で
、
『
源
氏

物
語
』
ほ
ど
、
作
家
に
よ
る
様
々
な
翻
訳
・
翻
案
が
行
わ
れ
て
い
る
作
品
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
大
胆
な
原
作
離
れ
の
作
品
、
二
次
創
作
も
盛
ん
に

生
ま
れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
最
初
の
全
巻
口
語
訳
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
与
謝
野
晶
子

の
『
新
訳
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。
そ
の
後
、
谷
崎
潤
一
郎
、
円
地
文
子
、
田
辺

聖
子
、
瀬
戸
内
寂
聴
、
尾
崎
左
永
子
、
大
塚
ひ
か
り
、
林
望
、
荻
原
規
子
、
千

草
子
、
近
年
の
角
田
光
代
に
い
た
る
ま
で
陸
続
と
出
版
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
物

語
』
全
巻
の
翻
訳
や
翻
案
は
、
作
家
名
を
冠
し
て
「
～
訳
」
と
称
さ
れ
、
「
現

代
語
訳
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

作
家
に
よ
る
多
様
な
翻
訳
・
翻
案
作
品
を
「
現
代
語
訳
」
と
括
る
傾
向
に
つ

い
て
、
立
石
和
弘
氏
は
、「『
～
訳
』
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
す
る
あ
り
方
」

（
１
）

を
読
者
の

側
か
ら
分
析
す
る
。
「
原
文
を
読
み
通
す
に
は
負
担
が
大
き
い
。
か
と
い
っ
て

梗
概
書
で
内
容
を

�知
る

�だ
け
で
は
飽
き
た
ら
な
い
。
そ
う
し
た
読
者
が

『
源
氏
物
語
』
を

�読
む

�実
感
を
求
め
て
手
に
取
る
」
の
が
、
い
わ
ゆ
る

「
現
代
語
訳
」
だ
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
読
者
に
と
っ
て
は
、
個
別
の
作
家
の

作
品
で
あ
る
と
い
う
事
実
よ
り
も
、
「
現
代
語
で
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
だ
と

い
う
了
解
」
が
重
要
な
の
だ
と
分
析
す
る
。

作
家
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
例
え
ば
、
与
謝
野
晶
子
は
『
新
訳
源
氏
物
語
』
を

「
自
由
訳
」

（
２
）

と
説
明
し
て
い
る
。
原
文
を
省
略
し
た
り
、
原
文
に
な
い
説
明
を

加
え
た
り
、
原
典
の
和
歌
を
異
な
る
歌
に
改
作
し
た
り
し
て
い
る
。
現
代
語
訳

の
嚆
矢
と
い
う
評
価
が
定
着
し
て
い
る
が
、
巻
に
よ
っ
て
は
、
翻
案
と
呼
ぶ
べ
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き
巻
も
あ
る
。
ま
た
、
谷
崎
潤
一
郎
は
最
初
の
訳
業
に
お
い
て
、
光
源
氏
と
藤

壺
の
恋
愛
に
関
す
る
記
述
等
を
天
皇
へ
の
不
敬
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
憚
っ
て

「
全
體
の
物
語
の
發
展
に
は
殆
ど
影
響
が
な
い
」

（
３
）

と
し
て
削
除
し
た
り
書
き
換

え
た
り
し
て
い
る
。

田
辺
聖
子
は
『
新
源
氏
物
語
』
の
執
筆
を
「
逐
語
訳
的
な
現
代
語
化
で
も
な

く
、
原
典
の
雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま
伝
え
つ
つ
、
現
代
小
説
と
し
て
よ
み
が
え
ら

せ
る
と
い
う
作
業
」

（
４
）

だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「『
源
氏
物
語
』
を
私
が
口
語

訳
す
る
と
き
の
最
大
の
た
の
し
み
は
、
二
つ
あ
っ
た
」、「
不
壊
の
白
珠
と
も
い

う
べ
き
原
典
を
う
ん
と

�み
く
だ
き
、
そ
の
美
し
き
細
片
を
、
ひ
ろ
く
敷
き
つ

め
、
ち
り
ば
め
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
『
私
訳
』
も
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
」

（
５
）

な
ど
「
口
語
訳
」
や
「
私
訳
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

詳
細
に
読
め
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
ご
と
に
異
な
る
作
品
世
界
を
創
造
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
田
辺
聖
子
の
『
新
源
氏
物
語
』
の
ユ
ニ
ー

ク
さ
は
画
期
的
で
あ
る
。
そ
の
独
創
性
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
和
歌
の
翻
訳
を

巡
っ
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が （
６
）、
本
稿
で
は
、
新
た
に
見
出
さ
れ
た
資
料
の

分
析
に
よ
っ
て
『
新
源
氏
物
語
』
の
成
立
過
程
と
創
作
方
法
を
考
察
し
た
い
。

（
二
）『
新
源
氏
物
語
』
の
冒
頭

周
知
の
ご
と
く
『
源
氏
物
語
』
の
首
巻
・
桐
壺
は
次
の
一
文
で
始
ま
る （
７
）。

い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
、
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
な

か
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
た
ま

ふ
あ
り
け
り
。

多
く
の
妃
た
ち
が
侍
る
宮
中
で
、
高
い
身
分
で
は
な
い
が
帝
の
寵
愛
を
得
て
時

め
い
て
い
た
桐
壺
更
衣
、
光
源
氏
の
母
の
紹
介
で
物
語
は
始
ま
る
。
そ
し
て
、

作
家
た
ち
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
翻
訳
は
こ
の
一
文
で
始
め
る
こ
と
が
常
套
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
田
辺
聖
子
は
『
新
源
氏
物
語
』
（
以
下
、
「
新
源
氏
」

と
略
称
す
る
）
を
、
次
の
よ
う
に
書
き
始
め
て
い
る （
８
）。

光
源
氏
、
光
源
氏
と
、
世
上
の
人
々
は
こ
と
ご
と
し
い
あ
だ
名
を
つ
け
、

浮
わ
つ
い
た
色
ご
の
み
の
公
達
、
と
も
て
は
や
す
の
を
、
当
の
源
氏
自
身

は
あ
じ
け
な
い
こ
と
に
思
っ
て
い
る
。

「
新
源
氏
」
の
初
出
は
『
週
刊
朝
日
』（
一
九
七
四
年
一
一
月
八
日
号
～
一
九

七
八
年
一
月
二
七
日
号
に
連
載
）
で
あ
る
。
す
で
に
、
与
謝
野
晶
子
、
谷
崎
潤

一
郎
、
円
地
文
子
の
名
だ
た
る
翻
訳
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
連
載
開
始
当
初
、

こ
の
冒
頭
が
驚
き
を
も
っ
て
読
ま
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
後
に
、
田

辺
聖
子
の
「
新
源
氏
」
は
『
源
氏
物
語
』
翻
訳
史
上
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
と
評
価
さ

れ （
９
）、

爾
後
、
原
典
離
れ
の
著
し
い
翻
案
が
続
出
し
た
。

例
え
ば
、

橋
本

治
『

窯
変
源
氏
物
語
』
（
一
九
九

三
年

完
結
、
中

央
公

論
社

刊
）
は
、
光
源
氏
の
視
点
で
語
ら
れ
る
独
創
的
な
翻
案
で
あ
り
、
も
は
や
現
代

語
訳
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
さ
え
次
の
よ
う

に
、
桐
壺
の
冒
頭
の
一
文
を
強
く
意
識
し
て
始
め
て
い
る
。
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い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
か
、
も
う
忘
れ
て
し
ま
っ
た

。

帝
の
後
宮
に
女
御
更
衣
数
多
犇
め
く
そ
の
中
に
、
そ
う
上
等
と
い
う
身

分
で
は
な
い
が
、
抜
き
ん
出
た
寵
を
得
て
輝
く
女
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
瀬
戸
内
寂
聴
の
『
女
人
源
氏
物
語
』
（
一
九
八
八
年
一
一
月
、
小
学

館
刊
）
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
の
語
り
に
よ
っ
て
光
源
氏

の
恋
物
語
を
描
い
た
完
全
な
創
作
と
い
え
る
が
、
「
桐
壺
更
衣
の
か
た
る
・
桐

壺
」
で
始
め
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
桐
壺
巻
で
始
ま
る
と
い
う
事
実
が
、

『
源
氏
物
語
』
を
題
材
と
す
る
創
作
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

と
こ
ろ
が
、
「
新
源
氏
」
は
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
～
」
と
い
う
原
典
の
冒

頭
で
始
め
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
首
巻
に
「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の
夜
の
空

�の
巻
」

を
置
い
て
い
る
。
桐
壺
と
帚
木
の
巻
を
と
ば
し
空

�の
巻
か
ら
始
め
て
い
る
の

で
あ
る
。「
新
源
氏
」
の
独
創
性
が
再
確
認
さ
れ
よ
う
。

「
新
源
氏
」
の
画
期
的
な
冒
頭
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
資
料
が
存
在
す
る
。

本
学
の
田
辺
聖
子
文
学
館
に
田
辺
家
よ
り
寄
託
さ
れ
た
資
料
「
新
源
氏
」
自
筆

原
稿
と
共
に
保
管
さ
れ
て
い
た
、
自
筆
原
稿
で
あ
る
。
一
枚
目
に
は
「
序
章
・

桐
壺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
田
辺
」
と
印
刷
さ
れ
た
専
用
の
原
稿
用
紙
十
一

枚
に
鉛
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
原
稿
用
紙
（
以
下
「
田
辺
用
箋
」
と
呼
ぶ
）

は
、
「
新
源
氏
」
の
執
筆
に
も
用
い
て
い
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
「
眠
ら
れ
ぬ

夏
の
夜
の
空

�の
巻
」
は
「
田
辺
用
箋
」
が
用
い
ら
れ
、
「
藤
の
う
ら
葉
は
色

も
褪
せ
じ
の
恋
の
巻
」
で
は
「
田
辺
用
箋
」
と
「
田
辺
聖
子
用
箋
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
「
桐
壺
・
序
章
」
は
「
新
源
氏
」
前
半
に
先
立
つ
執
筆
で
あ
っ
た

と
考
え
て
矛
盾
は
な
い
。
書
入
れ
や
訂
正
箇
所
も
少
な
く
、
ル
ビ
も
付
さ
れ
て

い
る
。
編
集
者
に
読
ま
せ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
書
か
れ
た
原
稿
で
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「
新
源
氏
」
の
各
巻
名
が
短
文
や
語
句
に
よ
り
内
容
を
示
す
題
目

で
あ
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の

夜
の
空

�の
巻
」
に
は
桐
壺
巻
の
内
容
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、「
序
章
・
桐
壺
」
は
、「
新
源
氏
」
の
構
成
が
決
ま
り
、
本
格
的
に
執

筆
を
開
始
す
る
前
の
段
階
で
書
か
れ
た
原
稿
で
、
結
果
的
に
使
わ
れ
な
か
っ
た

原
稿
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、「
新
源
氏
」
を
構
想
す
る
過
程
に
お
い
て
、

原
典
通
り
「
桐
壺
」
の
巻
か
ら
始
め
よ
う
か
と
試
行
錯
誤
し
た
こ
と
を
示
唆
す

る
資
料
で
あ
り
、
「
新
源
氏
」
の
成
立
と
創
作
過
程
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
資

料
で
あ
る
。

（
三
）
田
辺
家
寄
託
資
料
「
序
章
・
桐
壺
」

「
序
章
・
桐
壺
」（
約
四
四
〇
〇
字
）
は
原
典
の
桐
壺
を
三
割
程
度
の
分
量
に

縮
約
し
て
い
る
。
何
を
、
ど
う
省
略
し
た
の
か
。
ま
ず
、
原
文
と
「
序
章
・
桐

壺
」
の
内
容
を
一
覧
表
に
し
て
比
較
し
て
お
き
た
い
。
比
較
表
の
原
文
「
桐
壺
」

の
内
容
は
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
源
氏
物
語
』（
新
潮
社
）
の
頭
注
に
記
す

叙
述
内
容
を
要
約
し
た
小
見
出
し
を
用
い
た
。
小
見
出
し
に
は
数
字
を
付
け
、

必
要
と
思
わ
れ
る
小
見
出
し
以
外
の
内
容
の
要
点
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付

け
た
。
「
序
章
・
桐
壺
」
の
内
容

項
目
に
は
、
原
文
の
数
字
と

ア
ル

フ
ァ

ベ
ッ

ト
を
付
し
、（

）
内
に
相
違
点
を
記
し
た
。
な
お
、「
序
章
・
桐
壺
」
の
全
文

は
翻
字
し
て
後
掲
し
た
。
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全
体
の
内
容
を
項
目
に
し
て
原
文
と
比
較
す
る
と
、
原
文
に
記
さ
れ
た
出
来

事
、
登
場
す
る
人
物
と
心
情
は
、
ほ
ぼ
網
羅
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
も
ち
ろ
ん
、
簡
略
化
の
程
度
に
差
が
あ
り
、
記
述
が
前
後
す
る
こ
と
も
あ

る
が
、
記
さ
れ
た
出
来
事
の
有
無
と
い
う
点
の
み
を
比
較
す
れ
ば
、
「
序
章
・

桐
壺
」
に
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
６
で
亡
き
桐
壺
更
衣
に
「
三
位
追
贈
」

が
行
わ
れ
た
件
と
、

19で
左
大
臣
の
子
息
が
右
大
臣
家
の
婿
と
な
っ
た
件
、

19ｃ
高
麗
人
が
光
君
と
呼
ん
だ
件
く
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
、
原
文
に
記
述
が
な

く
、
原
文
と
は
全
く
関
わ
り
な
い
事
柄
に
つ
い
て
創
作
さ
れ
た
箇
所
は
極
め
て

少
な
く
、
簡
略
な
記
述
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
物
語
展
開
上
に
重
要

な
箇
所
で
あ
る
。

例
え
ば
、
原
文
で
は
、
桐
壺
更
衣
の
言
葉
は
、
死
の
直
前
に
宮
中
を
退
出
す

る
場
面
で
詠
じ
た
一
首
の
和
歌
と
「
い
と
か
く
思
う
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
の
た
っ

た
一
言
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
序
章
・
桐
壺
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
原
文
に

は
書
か
れ
な
い
更
衣
の
台
詞
を
加
筆
し
て
い
る
。

【
原
文
・
桐
壺
】

朝
夕
の
宮
仕
へ
に
つ
け
て
も
、
人
の
心
を
の
み
動
か
し
、
恨
み
を
負
ふ

積
り
に
や
あ
り
け
む
、
い
と
あ
つ
し
く
な
り
ゆ
き
、
も
の
心
細
げ
に
里

が
ち
な
る
を
、
い
よ
い
よ
あ
か
ず
あ
は
れ
な
る
も
の
に
思
ほ
し
て
、
人

の
そ
し
り
を
も
え
憚
ら
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
た
め
し
に
も
な
り
ぬ
べ
き

御
も
て
な
し
な
り
。

【
序
章
・
桐
壺
】

お
と
な
し
い
人
柄
の
方
な
の
で
、
女
人
た
ち
の
暗
黙
の
憎
悪
や
嫉
妬
の
ほ

む
ら
に
焼
き
た
て
ら
れ
、
反
駁
も
お
で
き
に
な
れ
ず
、
や
つ
れ
て
い
か
れ

た
。
病
が
ち
に

「
里
へ
お
帰
し
下
さ
い
ま
し
…
…
」

と
涙
ぐ
み
な
が
ら
訴
え
ら
れ
る
の
が
、
か
え
っ
て
帝
は
ふ
び
ん
で
、
い
と

お
し
く
、
物
狂
お
し
い
ま
で
に
恋
心
を
募
ら
せ
ら
る
の
で
あ
っ
た
。

桐
壺
更
衣
は
、
帝
か
ら
分
不
相
応
な
寵
愛
を
受
け
た
た
め
に
、
嫉
妬
さ
れ
無

常
な
仕
打
ち
に
苦
し
む
。
原
文
の
「
も
の
心
細
げ
に
里
が
ち
な
る
を
」
と
い
う

一
節
を
、
「
里
へ
お
帰
し
く
だ
さ
い
ま
し
…
…
」
と
い
う
更
衣
の
台
詞
と
す
る

こ
と
で
、
更
衣
の
苦
し
い
心
情
を
表
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
原
文
で
は
、
危
篤

状
態
と
な
り
宮
中
を
退
出
す
る
場
面
で
、
更
衣
は
次
の
歌
を
詠
む
。

【
原
文
・
桐
壺
】

「
限
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

い
と
か
く
思
う
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
、
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞
こ
え
ま
ほ

し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
…
。

こ
の
更
衣
の
和
歌
が
会
話
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
序
章
・
桐
壺
】

「
限
り
あ
る
人
の
い
の
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
…
…
で
も
、
あ
た
く
し
は
、
生

き
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
息
も
た
え
だ
え
に
、
ま
だ
言
い
た
そ
う
に
し
て
い
ら
れ
る
が
、
も
は
や
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つ
づ
か
な
い
。

比
較
表
に
示
し
て
お
い
た
が
、
原
典
の
桐
壺
巻
の
和
歌
九
首
は
、
「
序
章
・

桐
壺
」
で
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
更
衣
の
一
首
の
み
が
会
話

に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
は
、
翻
訳
や
翻
案
に
お
い

て
も
原
文
通
り
に
引
用
す
る
の
が
主
流
で
あ
る
が
、「
新
源
氏
」
に
お
い
て
は
、

原
典
の
和
歌
の
約
八
割
を
省
略
し
約
二
割
を
会
話
や
手
紙
文
に
置
き
換
え
て
い

る （

�）。
「
序
章
・
桐
壺
」
に
お
い
て
も
こ
の
「
新
源
氏
」
と
同
じ
方
法
が
す
で
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
詳
細
に
比
較
す
る
と
、
わ
ず
か
な
が
ら
原
文
に
な
い
加
筆
が
見
出

せ
る
。
藤
壺
の
若
宮
へ
の
思
い
の
描
写
と
、
言
葉
で
あ
る
。

原
文
で
は
、
入
内
当
初
の
藤
壺
が
「
切
に
隠
れ
た
ま
へ
ど
」
と
あ
り
、
帝
が

「
な
疎
み
た
ま
ひ
そ
」「
な
め
し
と
お
ぼ
さ
で
、
ら
う
た
く
し
た
ま
へ
」
と
光
源

氏
を
可
愛
が
る
こ
と
を
頼
む
。
光
源
氏
も
藤
壺
に
「
心
ざ
し
を
見
え
た
て
ま
つ

る
」
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
藤
壺
の
気
持
ち
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
桐
壺
帝

の
寵
愛
を
受
け
る
二
人
を
世
人
は
、
「
光
君
」
と
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
と
呼

ぶ
。「
序
章
・
桐
壺
」
で
は
、「
藤
壺
も
、
若
宮
を
可
愛
い
く
思
し
召
す
よ
う
で

あ
っ
た
」
と
藤
壺
の
思
い
を
加
筆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
帝
の
言
葉
を
受
け
て
、

藤
壺
は
光
源
氏
に
「
わ
た
く
し
と
、
あ
な
た
は
母
子
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。

仲
よ
く
い
た
し
ま
し
ょ
う
ね
」
と
話
し
か
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
藤
壺
の
言
葉
は
、「
新
源
氏
」
の
「
生
き
す
だ
ま
飛
ぶ
闇
の
夕
顔
の
巻
」

に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。
光
源
氏
が
藤
壺
と
の
出
会
い
を
回
想
す
る
場
面

で
、
幼
い
頃
に
は
じ
め
て
耳
に
し
た
藤
壺
の
や
さ
し
く
甘
い
声
、
「
こ
れ
か
ら

は
仲
よ
く
い
た
し
ま
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
起
こ
す
の
で
あ
る
。

「
新
源
氏
」
で
は
、
藤
壺
へ
の
一
途
な
恋
心
が
募
っ
て
ゆ
く
光
源
氏
の
心
模

様
が
原
典
以
上
に
詳
細
に
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
原
典
に
は
描
か
れ
な
い
二
人

の
最
初
の
逢
瀬
の
場
面
が
、
筆
を
尽
く
し
て
描
か
れ
て
い
る （

�）。
い
わ
ば
「
新
源

氏
」
の
独
壇
場
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
場
面
の
伏
線
と
も
い
え
る
心
情
描
写
や
、

二
人
の
関
係
の
発
端
に
な
る
重
要
な
台
詞
が
、
「
序
章
・
桐
壺
」
に
お
い
て
、

す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
比
較
表
中
で
、
最
も
原
文
と
相
違
が
あ
る
の
は
、「
序
章
・
桐
壺
」

の
冒
頭
で
あ
る
。
項
目
だ
け
を
見
て
も
、
原
典
の
記
述
を
再
構
成
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
比
較
し
て
お
き
た
い
。
「
序
章
・
桐
壺
」

の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
か
た
を
、
桐
壺
の
更
衣

こ
う
い

と
申
上
げ
た
。

父
の
大
納
言
は
亡
く
な
っ
て
い
ら
れ
た
が
、
母
君
は
由
緒
あ
る
家
柄
の

出
の
方
で
あ
っ
た
。
娘
の
宮
仕
え
に
は
い
ろ
い
ろ
心
を
配
っ
て
世
話
さ
れ

て
い
た
が
、
何
と
い
っ
て
も
、
し
っ
か
り
し
た
後
見
人
も
い
な
い
こ
と
と

て
、
何
か
に
つ
け
て
お
心
細
げ
で
た
よ
り
な
い
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

あ
ま
た
の
女
御

に
ょ
う
ご、
更
衣
が
帝 み
か
どの
周
囲
に
花
の
よ
う
に
咲
き
み
ち
、
わ
れ

お
と
ら
じ
と
き
そ
っ
て
い
ら
れ
る
後
宮
の
、
女
の
園
の
中
で
生
き
て
ゆ
く

の
は
、
心
弱
く
て
は
か
な
わ
ぬ
こ
と
だ
っ
た
。
宮
仕
え
は
、
更
衣
に
と
っ

て
憂 う

く
、
辛
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。

更
衣
は
な
よ
や
か
な
、
け
だ
か
い
美
女
だ
っ
た
。

お
気
立
て
も
お
だ
や
か
に
や
さ
し
く
、
こ
ま
や
か
な
お
心
が
ら
の
か
た

で
い
ら
し
た
。

帝
は
、
ひ
と
め
更
衣
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
以
来
、
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烈
し
い
恋
に
落
ち
ら
れ
た
。

帝
は
も
う
、
更
衣
を
日
も
夜
も
離
す
こ
と
は
お
で
き
に
な
れ
な
か
っ
た
。

後
宮
の
他
の
女
人
た
ち
を
か
え
り
み
も
さ
れ
ぬ
ば
か
り
か
、
大
切
な
ま
つ

り
ご
と
さ
え
、
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
宮
中
の
人
々
の
非

難
と
そ
し
り
を
招
か
ず
に
は
い
な
い
。

桐
壺
の
巻
で
あ
り
な
が
ら
、
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
侍

ひ
給
ひ
け
る
中
に
～
」
と
い
う
原
文
・
桐
壺
冒
頭
の
一
文
は
用
い
て
い
な
い
こ

と
に
気
づ
く
。

原
文
で
、
桐
壺
に
住
む
更
衣
だ
と
明
か
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
と
後
（
表
の
４
）

で
あ
る
。
更
衣
の
呼
び
名
で
は
な
く
、
更
衣
が
頻
繁
に
帝
に
召
さ
れ
る
こ
と
を

妬
む
妃
た
ち
が
共
謀
し
て
、
通
い
の
道
を
妨
害
す
る
事
件
に
関
し
て
、
更
衣
の

局
が
「
桐
壺
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
、
局
の
名
称
と
し
て
明
か
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
原
文
で
は
、
「
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時

め
き
た
ま
ふ
」
と
紹
介
さ
れ
る
が
、
更
衣
の
美
貌
や
性
格
お
よ
び
心
中
は
描
か

れ
な
い
。
周
囲
の
女
人
の
嫉
妬
と
宮
人
た
ち
の
非
難
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
帝
の

寵
愛
の
深
さ
に
よ
っ
て
、
更
衣
の
魅
力
を
想
像
す
る
し
か
な
い
。
更
衣
の
美
貌

は
重
病
と
な
り
宮
中
を
退
出
す
る
際
の
様
変
わ
り
し
た
姿
の
描
写
に
重
ね
て
言

及
さ
れ
る
。
ま
た
、
更
衣
の
死
後
に
人
々
が
更
衣
の
美
貌
と
人
柄
を
懐
か
し
む

件
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

「
序
章
・
桐
壺
」
は
、
最
初
に
「
そ
の
か
た
を
、
桐
壺
の
更
衣
と
申
し
上
げ

た
」
と
、
光
源
氏
の
母
の
呼
び
名
を
示
し
、
更
衣
の
両
親
、
家
柄
と
置
か
れ
て

い
る
状
況
を
描
き
、
宮
中
で
の
心
労
に
触
れ
、
桐
壺
更
衣
の
美
貌
と
性
格
を

「
な
よ
や
か
な
、
け
だ
か
い
美
女
」「
お
気
立
て
も
お
だ
や
か
に
や
さ
し
く
、
こ

ま
や
か
な
お
心
が
ら
の
か
た
」
と
描
く
。
そ
の
よ
う
な
女
君
で
あ
っ
た
か
ら
、

「
帝
は
、
ひ
と
め
更
衣
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
以
来
、
烈
し
い
恋
に
落
ち
ら
れ
た
」

の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
部
分
に
は
、
原
文
中
の
処
々
に
書
か
れ
た
更
衣
に
関
す

る
記
述
―
両
親
の
こ
と
や
、
死
後
に
人
々
が
回
想
す
る
桐
壺
更
衣
の
面
影
―
が

ま
と
め
て
書
か
れ
て
い
る
。
読
者
の
脳
裏
に
鮮
や
か
に
桐
壺
更
衣
の
イ
メ
ー
ジ

が
浮
か
ぶ
た
め
に
、
で
あ
る
。「
序
章
・
桐
壺
」
は
、「
新
源
氏
」
が
光
源
氏
の

イ
メ
ー
ジ
を
鮮
明
に
提
示
し
て
始
め
る
の
と
同
様
の
方
法
で
書
き
起
こ
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
「
序
章
・
桐
壺
」
に
は
、
「
新
源
氏
」
に
発
展
す

る
手
法
や
文
言
の
一
致
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
こ
で
、
「
序
章
・
桐
壺
」
は
、
い

か
に
吸
収
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
方
法
は
い
か
に
発
展
す
る
の
か
、

「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の
夜
の
空

�の
巻
」
の
結
構
の
分
析
を
通
し
て
、「
新
源
氏
」
に

お
け
る
原
典
を
再
構
成
す
る
具
体
的
な
方
法
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

（
四
）「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の
夜
の
空

�の
巻
」
の
結
構

「
新
源
氏
」
の
各
巻
名
は
原
典
の
巻
名
と
巻
の
内
容
を
説
明
す
る
語
句
と
か

ら
な
っ
て
い
る
。
「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の
夜
の
空

�の
巻
」
が
空

�と
の
恋
が
中
心

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
・
構
成
を
、

対
応
す
る
原
文
に
よ
っ
て
見
る
と
、
次
の
五
つ
に
区
分
で
き
、
桐
壺
、
帚
木
、

空

�の
三
巻
の
記
述
を
解
体
し
巧
み
に
再
構
成
し
て
創
り
上
げ
ら
れ
た
巻
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
１
）
帚
木
巻
の
冒
頭
部
分
の
源
氏
の
本
性
を
語
る
古
女
房
の
言
に
よ
り
、
光

源
氏
像
を
提
示
す
る
。

（
２
）
桐
壺
巻
の
前
半
部
分
に
よ
り
、
帝
と
更
衣
の
熱
愛
か
ら
源
氏
の
臣
籍
降

下
と
元
服
ま
で
を
描
く
。

（
３
）
帚
木
巻
の
後
半
部
分
に
よ
り
、
方
違
え
先
の
邸
で
人
妻
空

�と
の
無
理

強
い
の
逢
瀬
を
描
く
。

（
４
）
空

�巻
の
全
体
に
よ
り
、
空

�に
拒
ま
れ
て
悩
み
嘆
く
源
氏
を
描
く
。

（
５
）
帚
木
巻
の
前
半
い
わ
ゆ
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
か
ら
頭
中
将
と
の
親
交

と
女
性
論
の
一
部
の
み
用
い
て
、
宮
中
の
宿
直
所
で
の
光
源
氏
と
頭
中

将
と
が
会
話
す
る
場
面
で
終
わ
る
。

ま
ず
、
巻
名
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
空

�」
の
巻
名
に
、
次
の
原
文
・
空

�巻
頭
の
語
句
「
寝
ら
れ
た
ま
は
ぬ
」
と
、
光
源
氏
が
空

�と
契
っ
た
時
節

「
夏
の
夜
」
に
よ
る
説
明
を
付
し
て
い
る
。

【
原
文
・
空

�冒
頭
】

寝
ら
れ
た
ま
は
ぬ
ま
ま
に
は
、
「
わ
れ
は
、
か
く
人
に
憎
ま
れ
て
も
な

ら
は
ぬ
を
、
今
宵
な
む
、
は
じ
め
て
憂
し
と
世
を
思
ひ
知
り
ぬ
れ
ば
、
は

づ
か
し
く
て
、
な
が
ら
ふ
ま
じ
く
こ
そ
、
思
ひ
な
り
ぬ
れ
」
な
ど
の
た
ま

へ
ば
、
涙
を
さ
へ
こ
ぼ
し
て
臥
し
た
り
。

巻
名
か
ら
も
空

�と
の
恋
を
描
く
巻
で
あ
り
、
空

�の
巻
の
翻
案
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の
夜
の
空

�の
巻
」
の
冒

頭
「
光
源
氏
、
光
源
氏
と
世
上
の
人
々
は
云
々
」
は
、
明
ら
か
に
上
記
の
空

�

巻
の
冒
頭
と
は
異
な
っ
て
い
る
。（
１
）
に
記
し
た
よ
う
に
、「
光
源
氏
」
で
始

ま
る
帚
木
巻
冒
頭
で
あ
る
。

【
原
文
・
帚
木
冒
頭
】

光
源
氏
、
名
の
み
こ
と
こ
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
咎
多
か
な
る

に
、
い
と
ど
、
か
か
る
す
き
ご
と
ど
も
を
、
末
の
世
に
も
聞
き
伝
へ
て
、

軽
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
た
ま
ひ
け
る
か
く
ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
、

語
り
伝
へ
け
む
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
。
さ
る
は
、
い
と
い
た
く
世

を
憚
り
、
ま
め
だ
ち
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き
こ
と
は

な
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
笑
は
れ
た
ま
ひ
け
む
か
し
。

世
間
で
は
好
色
者
と
の
噂
が
語
り
継
が
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
光
源
氏
は

世
間
の
非
難
を
受
け
な
い
よ
う
に
用
心
し
て
ま
じ
め
な
風
で
い
ら
れ
た
か
ら
、

多
情
で
有
名
な
「
交
野
の
少
将
」
に
は
笑
止
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
奔
放
な
色
恋

沙
汰
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
帚
木
冒
頭
に
描
く
光
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ

て
、「
新
源
氏
」
の
青
年
光
源
氏
像
は
形
象
さ
れ
て
い
る
。「
新
源
氏
」
の
冒
頭

を
再
掲
し
て
お
こ
う
。

【
眠
ら
れ
ぬ
夏
の
夜
の
空

�の
巻
】

光
源
氏
、
光
源
氏
と
、
世
上
の
人
々
は
こ
と
ご
と
し
い
あ
だ
名
を
つ
け
、

浮
わ
つ
い
た
色
ご
の
み
の
公
達
、
と
も
て
は
や
す
の
を
、
当
の
源
氏
自
身

は
あ
じ
け
な
い
こ
と
に
思
っ
て
い
る
。
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彼
は
真
実
の
と
こ
ろ
、
ま
め
や
か
で
ま
じ
め
な
心
持
の
青
年
で
あ
る
。

世
間
ふ
つ
う
の
好
色
者
の
よ
う
に
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
あ
り
ふ
れ
た
色

恋
沙
汰
に
日
を
つ
ぶ
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。

帝
の
御
子
と
い
う
身
分
が
ら
や
、
中
将
と
い
う
官
位
、
そ
れ
に
、
左
大

臣
家
の
思
惑
も
あ
る
し
、
軽
率
な
浮
か
れ
ご
と
は
つ
つ
し
ん
で
も
い
た
。

左
大
臣
は
、
源
氏
の
北
の
方
、
葵
の
上
の
父
で
あ
る
。
源
氏
は
人
の
口
の

端
に
あ
か
ら
さ
ま
に
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
を
用
心
し
て
い
た
。
こ
の
青

年
は
怜
悧
で
、
心
ざ
ま
が
深
か
っ
た
。

「
新
源
氏
」
は
、
主
人
公
・
光
源
氏
の
登
場
に
よ
っ
て
物
語
が
始
ま
る
。「
こ

と
ご
と
し
い
あ
だ
名
」
は
「
名
の
み
こ
と
こ
と
し
う
」
に
対
応
す
る
。
「
光
源

氏
」
と
い
う
呼
び
名
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
方
々
で
光
源
氏
の
噂
さ
れ
て
い
る

状
況
を
暗
示
し
、
光
源
氏
の
当
惑
を
記
し
て
い
る
。
「
色
好
み
」
と
い
う
噂
に

反
し
て
、
実
は
…
と
、
光
源
氏
の
実
像
を
語
り
だ
す
。
と
く
に
、
「
軽
率
な
浮

か
れ
ご
と
は
つ
つ
し
ん
で
も
い
た
」、「
彼
は
真
実
の
と
こ
ろ
、
ま
め
や
か
で
ま

じ
め
な
心
持
の
青
年
で
あ
る
」
と
、
世
上
の
噂
と
は
異
な
る
光
源
氏
像
を
提
示

し
て
い
る
。
こ
の
部
分
も
帚
木
巻
の
「
さ
る
は
、
い
と
い
た
く
世
を
憚
り
、
ま

め
だ
ち
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き
こ
と
は
な
く
て
」
に
対
応

す
る
。
さ
ら
に
、
「
世
を
憚
る
理
由
」
を
加
筆
し
て
、
世
間
の
噂
に
反
し
て
、

人
目
を
憚
る
気
質
の
誠
実
で
心
優
し
い
青
年
光
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
を
帚
木
巻
に
よ
っ
て
始
め
て
い
る
と
い
う
一
事
か
ら
し

て
も
、「
新
源
氏
」
が
桐
壺
と
帚
木
の
巻
を
省
略
し
て
空

�の
巻
か
ら
始
め
た
、

と
い
う
簡
単
な
構
成
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

田
辺
聖
子
が
、
桐
壺
と
帚
木
の
巻
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
知
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
田
辺
聖
子
は
『
源
氏
物
語
』
を
め
ぐ
る
数
多
の
エ
ッ
セ
イ
を
書

い
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
新
源
氏
」
の
執
筆
体
験
を
交
え
て
『
源
氏
物
語
』

の
魅
力
を
語
っ
た
『
源
氏
紙
風
船
』
が
あ
る
。
初
出
は
、
雑
誌
『
新
潮
』
昭
和

五
四
年
八
月
号
か
ら
五
六
年
五
月
号
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
、
「
新
源
氏
」
の

連
載
が
終
了
し
た
（
昭
和
五
三
年
一
月
）
、
翌
年
に
書
き
始
め
ら
れ
た
エ
ッ
セ

イ
で
あ
る
。
「
新
源
氏
」
の
冒
頭
に
つ
い
て
は
「
ま
こ
と
に
横
着
な
私
は
『
新

源
氏
物
語
』
を
書
く
と
き
に
『
桐
壺
』
の
巻
は
省
略
し
て
し
ま
っ
た
」

（

�）

と
記
し

て
い
る
。
桐
壺
の
巻
は
「
老
い
馴
れ
た
平
板
な
叙
述
が
つ
づ
い
て
、
退
屈
な
巻
」

と
い
い
、
「
冒
頭
は
や
く
も
颯
爽
た
る
恋
の
狩
人
と
し
て
、
源
氏
を
登
場
さ
せ

た
か
っ
た
」
と
も
い
う
。

桐
壺
巻
で
は
、
母
と
祖
母
に
死
別
し
た
幼
児
期
か
ら
十
二
歳
で
元
服
し
て
妻

を
迎
え
藤
壺
へ
の
淡
い
恋
心
に
悩
む
少
年
期
の
源
氏
の
成
長
が
描
か
れ
る
。
帚

木
巻
で
は
、
突
如
「
驕
慢
で
放
縦
で
、
女
を
扱
い
馴
れ
た
」、「
十
七
歳
の
恋
多

き
青
年
貴
公
子
」
光
源
氏
が
、
方
違
え
先
で
人
妻
の
空

�に
迫
る
恋
愛
事
件
が

描
か
れ
る
。
主
人
公
光
源
氏
が
「
な
ま
身
の
体

�」
を
も
っ
て
動
き
出
す
の
が

帚
木
巻
だ
と
い
う
。

と
は
い
え
、
桐
壺
の
巻
に
つ
い
て
「
一
大
長
編
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
な
く

て
は
か
な
わ
ぬ
巻
」
で
あ
る
と
も
書
い
て
い
る
。
光
源
氏
の
幼
年
期
、
こ
と
に

母
と
の
死
別
や
藤
壺
と
の
出
会
い
は
、
物
語
の
展
開
上
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な

エ
ピ

ソ
ー

ド
で
あ
る
。
そ
の
理

解
が
、
「

序
章
・
桐
壺
」
を
書
か
し
め
た
の
で

あ
ろ
う
。「
新
源
氏
」
を
構
想
す
る
に
あ
た
り
、
桐
壺
巻
で
始
め
る
試
案
も
あ
っ
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た
こ
と
が
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
「
序
章
・
桐
壺
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
述
の
ご
と
く
「
序
章
・
桐
壺
」
に
お
い
て
も
「
い
づ
れ
の
御
時

に
か
…
…
」
と
い
う
原
文
の
冒
頭
で
は
始
め
ず
、
桐
壺
更
衣
の
人
物
像
を
提
示

し
て
い
た
。
そ
の
方
法
を
、
「
新
源
氏
」
全
体
の
構
想
の
中
で
徹
底
す
る
た
め

に
、
す
な
わ
ち
、
物
語
の
主
人
公
光
源
氏
を
冒
頭
か
ら
登
場
さ
せ
る
た
め
に

「
序
章
・
桐
壺
」
は
削
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
（
２
）
に
ま
と
め

た
よ
う
に
、
桐
壺
の
巻
に
描
か
れ
た
両
親
の
悲
恋
と
光
源
氏
の
生
い
立
ち
は

「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の
夜
の
空

�の
巻
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

（
２
）
で
は
、
光
源
氏
の
「
そ
の
詩
的
な
生
い
た
ち
―
帝
と
亡
き
桐
壺
の
更

衣
と
の
悲
恋
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
物
心
も
つ
か
ぬ
ま
に
、
母
に
死
に
別
れ
た
と

い
う
薄
幸
な
運
命
」
と
し
て
、
桐
壺
巻
の
内
容
が
簡
潔
に
圧
縮
さ
れ
て
記
さ
れ

て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
藤
壺
と
の
出
会
い
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
藤
壺
へ
の
思
慕
は
、
相
手
を
明
か
さ
ず
に
「
心
の
底
に
苦
し
い
恋
を
秘
め

て
い
る
」
と
、
暗
示
的
に
書
か
れ
る
の
み
で
あ
る
。

原
文
・
桐
壺
巻
の
内
容
を
、
「
新
源
氏
」
で
は
光
源
氏
の
人
物
像
を
形
象
す

る
背
景
、
比
類
な
い
才
能
と
美
貌
の
持
ち
主
光
源
氏
の
過
去
と
し
て
描
い
て
い

る
。
す
な
わ
ち
帚
木
冒
頭
に
お
い
て
語
ら
れ
る
「
す
き
ご
と
ど
も
」
や
「
か
く

ろ
へ
ご
と
」
が
語
り
継
が
れ
噂
に
な
る
背
景
と
し
て
、
光
源
氏
の
両
親
の
悲
恋

と
生
い
立
ち
を
組
み
入
れ
る
の
で
あ
る
。
桐
壺
巻
の
内
容
を
略
叙
し
た
後
に
続

く
の
は
次
の
一
節
で
あ
る
。

源
氏
に
は
、
ほ
か
の
人
間
に
な
い
陰
影
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
過

去
の
せ
い
で
あ
る
。

生
い
立
ち
に
あ
る
、
父
と
母
の
情
熱
の
火
照
り
が
い
ま
も
彼
の
身
の
ま

わ
り
に
ゆ
ら
め
い
て
い
る
。
彼
が
身
じ
ろ
ぎ
す
る
た
び
に
、
妖
し
い
ゆ
ら

め
き
が
放
た
れ
る
。
人
は
そ
れ
に
酔
わ
さ
れ
、
魅
惑
さ
れ
る
。

こ
と
に
彼
の
匂
う
よ
う
な
美
青
年
ぶ
り
は
、
ほ
ん
の
一
挙
手
一
投
足
で

も
、
ら
ち
も
な
い
噂
を
さ
ざ
波
の
よ
う
に
走
ら
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

原
文
・
桐
壺
巻
を
省
略
し
た
の
で
は
な
く
、
光
源
氏
と
い
う
人
物
像
に
「
陰

影
」
を
付
与
す
る
た
め
に
、
大
幅
に
簡
略
に
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
新
源
氏
」
が
巧
妙
に
原
文
を
再
構
築
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
３
）
と
（
４
）
は
帚
木
と
空

�の
巻
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
る
人
妻
空

�と

の
恋
の
顛
末
を
一
巻
に
ま
と
め
て
い
る
。
一
七
歳
の
青
年
源
氏
の
大
胆
で
衝
撃

的
な
人
妻
空

�と
の
恋
愛
事
件
、
傲
慢
で
あ
り
つ
つ
も
苦
悩
す
る
光
源
氏
を
描

き
出
す
の
で
あ
る
。

（
３
）
で
は
、
帚
木
巻
の
冒
頭
部
分
に
い
う
、
屈
折
し
た
恋
に
心
を
そ
そ
ら

れ
る
光
源
氏
の
「
さ
る
ま
じ
き
御
ふ
る
ま
ひ
」
を
前
置
き
と
し
て
、
帚
木
後
半

に
描
か
れ
る
紀
伊
守
邸
へ
の
方
違
え
に
端
を
発
す
る
人
妻
空

�と
の
恋
を
描
く
。

大
筋
で
は
、
原
文
・
帚
木
の
後
半
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
。
相
違
す
る
の
は
、

原
文
で
は
源
氏
は
紀
伊
守
邸
に
は
三
度
訪
れ
て
い
て
、
一
、
二
度
は
方
違
え
、

三
度
目
は
紀
伊
守
の
留
守
を
狙
っ
て
小
君
の
手
引
き
に
よ
り
空

�に
逢
い
に
行

く
の
で
あ
る
が
、「
新
源
氏
」
で
は
二
度
に
ま
と
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、

光
源
氏
と
空

�の
恋
の
顛
末
を
描
く
帚
木
後
半
に
お
い
て
は
五
首
の
和
歌
が
詠

じ
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
が
無
理
強
い
に
空

�と
契
っ
た
翌
朝
に
二
人
が
贈
答
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し
た
歌
二
首
。
そ
の
後
、
空

�に
贈
っ
た
光
源
氏
の
歌
一
首
。
二
度
目
の
来
訪

時
に
は
空

�と
の
逢
瀬
が
叶
わ
ず
に
帰
宅
し
た
源
氏
と
空

�が
贈
答
し
た
歌
二

首
の
合
計
五
首
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
人
の
贈
答
歌
（
四
首
）
は
、
和
歌
も

和
歌
が
贈
答
さ
れ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
光
源
氏
が
小
君
に
託

し
て
空

�に
届
け
た
三
首
目
の
和
歌
も
、
「
源
氏
の
手
紙
を
こ
と
づ
か
っ
て
、

姉
の
所
へ
い
っ
た
」
と
、
「
手
紙
」
と
の
み
記
さ
れ
る
。
和
歌
の
贈
答
が
行
わ

れ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
。

（
４
）
は
、
ほ
ぼ
原
文
・
空

�の
巻
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
。
二
度
目
の
方

違
え
の
折
に
、
空

�は
寝
所
に
忍
ん
で
来
た
光
源
氏
に
気
づ
き
、
小
袿
を
の
こ

し
て
逃
れ
る
出
来
事
が
描
か
れ
る
。
逢
え
な
い
ま
ま
自
邸
に
戻
っ
た
光
源
氏
は

小
君
を
相
手
に
恨
み
言
を
言
い
、
空

�へ
の
和
歌
一
首
を
託
す
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
原
文
の
和
歌
は
省
略
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
会
話
に
書

き
換
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
首
「
空

�の
身
を
か
へ
て
け
る

木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
」
だ
け
は
原
文
通
り
に
引
用
さ

れ
て
い
る
。
「
空

�」
の
歌
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
り
、
巻
名
由
来
の
和
歌

で
も
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
原
文
・
空

�巻
に
は
、
も
う
一
首
、
空

�が
手
習
い
に
書
き
つ
け
た
古
歌
も
あ
る
が
、
こ
の
一
首
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
で
は
、
帚
木
巻
の
前
半
部
分
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
前
後
の
箇
所
、

す
な
わ
ち
、
宮
中
の
宿
直
所
で
、
光
源
氏
の
恋
文
を
見
た
頭
の
中
将
の
女
性
論

と
様
々
な
女
性
談
義
の
最
後
に
中
流
の
女
性
の
魅
力
を
語
る
中
将
の
話
を
聞
き

つ
つ
源
氏
は
空

�と
の
恋
を
思
い
返
す
、
と
い
う
場
面
で
「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の
夜

の
空

�の
巻
」
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。

原
文
・
帚
木
巻
前
半
に
描
か
れ
る
五
月
雨
の
夜
に
源
氏
と
親
友
た
ち
が
興
じ

る
女
性
談
義
、
い
わ
ゆ
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
は
、
「
新
源
氏
」
の
第
二
巻

「
生
き
す
だ
ま
飛
ぶ
闇
の
夕
顔
の
巻
」
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、「
新
源
氏
」
の
首
巻
「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の
夜
の
空

�の
巻
」
の
内
容
を
原
文

と
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
原
典
『
源
氏
物
語
』
を
再
構
築
す
る
方
法
を
探
っ
た
。

（
五
）
お
わ
り
に

「
新
源
氏
」
を
構
想
す
る
過
程
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料

「
序
章
・
桐
壺
」
に
つ
い
て
原
文
・
桐
壺
の
巻
と
比
較
・
考
察
し
た
結
果
、「
序

章
・
桐
壺
」
が
原
典
を
巧
妙
に
再
構
築
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
と
に
「
桐
壺
」
の
巻
で
あ
り
な
が
ら
、
原
文
・
桐
壺
巻
の
冒
頭
一
文
を
用
い

て
い
な
い
点
は
、
「
新
源
氏
」
の
冒
頭
と
同
様
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
冒

頭
で
「
桐
壺
の
更
衣
」
と
呼
び
、
そ
の
容
姿
と
性
格
を
描
く
こ
と
で
、
明
確
な

女
君
を
形
象
し
登
場
さ
せ
て
い
る
点
も
、
「
新
源
氏
」
の
冒
頭
を
、
主
人
公
の

「
光
源
氏
」
の
呼
び
名
で
始
め
る
の
と
同
様
の
手
法
で
あ
る
。
原
文
で
は
登
場

人
物
に
関
す
る
描
写
を
、
会
話
に
書
き
換
え
る
と
い
う
方
法
や
和
歌
の
扱
い
に

も
「
新
源
氏
」
に
見
ら
れ
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
新
源
氏
」
の
首
巻
「
眠
ら
れ
ぬ
夜
の
空

�の
巻
」
と
原
文
・
空

�

巻
と
を
比
較
す
る
と
、
原
典
の
桐
壺
、
帚
木
の
二
巻
を
解
体
し
組
み
入
れ
て
再

構
築
す
る
方
法
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
新
源
氏
」
の
首
巻
「
眠
ら
れ
ぬ
夏
の

夜
の
空

�の
巻
」
に
お
け
る
原
典
再
構
築
の
具
体
相
を
見
る
と
、
そ
の
方
法
に

は
「
序
章
・
桐
壺
」
と
共
通
す
る
点
を
見
出
せ
た
。

「
新
源
氏
」
は
、「
序
章
・
桐
壺
」
に
お
け
る
原
文
・
桐
壺
の
巻
の
再
構
築
の
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方
法
を
発
展
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
如
く
、
田
辺
聖
子
は
「
新
源
氏
」

の
創
作
方
法
に
つ
い
て
、
原
典
を
「
う
ん
と
噛
み
く
だ
き
、
そ
の
美
し
き
細
片

を
ひ
ろ
く
敷
き
つ
め
ち
り
ば
め
て
し
ま
う
」
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
は

「
序
章
・
桐
壺
」
に
お
い
て
も
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
「
序
章
・
桐
壺
」
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
で
、
作
品
と
し
て
の

「
新
源
氏
」
の
画
期
性
は
よ
り
鮮
明
と
な
っ
た
。「
新
源
氏
」
に
お
け
る
独
創
的

な
原
典
再
構
築
の
方
法
を
端
的
に
示
す
「
序
章
・
桐
壺
」
は
、
「
新
源
氏
」
の

成
立
過
程
に
関
わ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

注（
１
）
立
石
和
弘
「
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
」
（
『
源
氏
文
化
の
時
空
』
森

話
社
）
に
よ
る
。
以
下
の
立
石
氏
の
説
の
引
用
も
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。

（
２
）『
鉄
幹
晶
子
全
集
８
』（
勉
誠
出
版
）
所
収
の
『
新
訳
源
氏
物
語
』
下
巻

二
の
あ
と
が
き
「
新
訳
源
氏
物
語
の
後
に
」
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
一
九
三
八
年
一
一
月
に
記
さ
れ
た
「
序
」
、
『
潤
一
郎
譯
源
氏
物
語
』

（
中
央
公
論
社
）
所
収
に
よ
る
。

（
４
）
田
辺
聖
子
「
恋
の
曼
陀
羅
―
恋
す
る
人
は
黙
り
が
ち
罪
あ
る
人
は
よ

く
笑
う
…
…
」『
田
辺
聖
子
全
集
８
』（
集
英
社
）
所
収
の
『
新
源
氏
物

語
』
解
説
に
よ
る
。

（
５
）『
源
氏
紙
風
船
』、『
田
辺
聖
子
全
集

15』（
集
英
社
）
所
収
に
よ
る
。

（
６
）
拙
稿
「
『
新
源
氏
物
語
』
の
挑
戦
―
和
歌
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
樟
蔭
国
文
学
』
第

46号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
で
論
じ
た
。
論
旨
の

都
合
上
、
本
稿
と
一
部
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
７
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
本
文
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

源
氏
物
語
』

（
新
潮
社
）
に
よ
る
。
以
下
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

（
８
）『
新
源
氏
物
語
』
の
引
用
本
文
は
『
田
辺
聖
子
全
集
７
』（
集
英
社
）
に

よ
る
。
以
下
の
『
新
源
氏
物
語
』
の
引
用
も
全
て
同
書
に
よ
る
。

（
９
）
北
村
結
花
「
夢
見
る
頃
を
過
ぎ
て
も
―
田
辺
聖
子
『
新
源
氏
物
語
』
論
―
」

（
『
国
際
文
化
学
研
究
』

14、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
）
に
田
辺
聖
子
の

『
新
源
氏
物
語
』
を
「
翻
訳
史
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。

（

10）
拙
稿
「
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
に
お
け
る
和
歌
の
翻
訳
―
与
謝
野

晶
子
か
ら
田
辺
聖
子
へ
―
」
（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
『
文
学
・
語

学
』
第

202号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
で
も
言
及
し
た
。

（

11）
因
み
に
、
光
源
氏
の
継
母
藤
壺
へ
の
幼
い
憧
れ
が
次
第
に
暗
い
恋
情
に

変
わ
る
心
情
の
変
化
、
原
典
に
な
い
最
初
の
密
会
の
場
面
は
、
「
生
き

す
だ
ま
飛
ぶ
闇
の
夕
顔
の
巻
」
に
大
胆
な
想
像
を
交
え
て
創
作
加
筆
さ

れ
て
い
る
。

（

12）
注
５
と
同
書
に
よ
る
。
以
下
の
桐
壺
と
帚
木
の
巻
に
関
す
る
言
及
も
す

べ
て
同
書
に
よ
る
。

本
論
中
に

取
り
上

げ
た
田
辺

家
よ
り

寄
託
さ
れ
た
資
料
「
序
章
・
桐
壺
」

（
田
辺
聖
子
自
筆
原
稿
）
を
翻
字
し
て
掲
載
す
る
。

貴
重
な
資
料
「
序
章
・
桐
壺
」
の
公
開
を
ご
許
可
く
だ
さ
っ
た
田
辺
聖
子
氏

の
ご
遺
族
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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「
序
章
・
桐
壺
」（

翻
字
）

【
凡
例
】

①
本
文
中
の
旧
字
体
の
漢
字
や
略
字
は
、
新
字
体
や
現
行
の
字
体
に
直
し
た
。

（
例
）「
數
」
→
「
数
」

②
挿
入
記
号
等
を
用
い
て
補
入
、
修
正
さ
れ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
訂
正
後
の

文
章
を
翻
字
し
た
。

③
原
稿
用
紙
の
改
頁
は
、
頁
の
最
終
行
末
に
「
／
」
を
付
し
て
示
し
た
。

序
章
・
桐
壺

田
辺
聖
子

そ
の
か
た
を
、
桐
壺
の
更
衣

こ
う
い

と
申
上
げ
た
。

父
の
大
納
言
は
亡
く
な
っ
て
い
ら
れ
た
が
、
母
君
は
由
緒
あ
る
家
柄
の
出
の

方
で
あ
っ
た
。
娘
の
宮
仕
え
に
は
い
ろ
い
ろ
心
を
配
っ
て
世
話
さ
れ
て
い
た
が
、

何
と
い
っ
て
も
、
し
っ
か
り
し
た
後
見
人
も
い
な
い
こ
と
と
て
、
何
か
に
つ
け

て
お
心
細
げ
で
、
た
よ
り
な
い
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

あ
ま
た
の
女
御

に
ょ
う
ご

、
更
衣
が
帝 み
か
どの
周
囲
に
花
の
よ
う
に
咲
き
み
ち
、
わ
れ
お
と

ら
じ
と
き
そ
っ
て
い
ら
れ
る
後
宮
の
、
女
の
園
の
中
で
生
き
て
ゆ
く
の
は
、
心

弱
く
て
は
か
な
わ
ぬ
こ
と
だ
っ
た
。
宮
仕
え
は
、
更
衣
に
と
っ
て
憂 う

く
、
辛
い

こ
と
が
多
か
っ
た
。

更
衣
は
な
よ
や
か
な
、
け
だ
か
い
美
女
だ
っ
た
。

お
気
立
て
も
お
だ
や
か
に
や
さ
し
く
、
こ
ま
や
か
な
お
心
が
ら
の
か
た
で
い

ら
し
た
。

帝
は
、
ひ
と
め
更
衣
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
以
来
、
烈
し
い
恋

に
落
ち
ら
れ
た
。
／

帝
は
も
う
、
更
衣
を
日
も
夜
も
離
す
こ
と
は
お
で
き
に
な
れ
な
か
っ
た
。
後

宮
の
他
の
女
人
た
ち
を
か
え
り
み
も
さ
れ
ぬ
ば
か
り
か
、
大
切
な
ま
つ
り
ご
と

さ
え
、
お
ろ
さ
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
宮
中
の
人
々
の
非
難
と
そ
し
り

を
招
か
ず
は
い
な
い
。

か
の
唐
土

も
ろ
こ
しの
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
故
事
な
ど
も
ち
出
し
、
更
衣
は
、
国
を

傾
む
け
る
元
兇
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
ま
が
ま
が
し
い
噂
が
ま
き
ち
ら
さ
れ
て

い
っ
た
。

帝
に
か
え
り
み
ら
れ
ぬ
女
御
た
ち
の
そ
ね
み
と
恨
み
は
深
か
っ
た
。
殊
に
、

す
で
に
一
の
宮
を
儲
け
て
お
ら
れ
、
帝
と
も
っ
と
も
早
く
結
婚
さ
れ
た
弘
徽
殿

こ
き
で
ん

の
女
御
の
お
憎
し
み
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

更
衣
が
お
召
し
に
よ
っ
て
、
帝
の
お
住
ま
い
に
な
る
清
涼
殿
に
上
ら
れ
る
と

き
は
、
打
橋

う
ち
は
し・
渡
殿

わ
た
ど
のの
通
り
道
に
、
何
も
の
の
仕
業
か
、
不
浄
な
も
の
を
ま
き

ち
ら
し
て
、
お
供
を
す
る
女
房
た
ち
の
着
物
の
裾
が
汚
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、

意
地
わ
る
い
仕
打
ち
を
し
た
。

ま
た
、
馬
道

め
ど
う

の
戸
の
錠
を
し
て
こ
ち
ら
と
あ
ち
ら
／
で
心
を
合
せ
て
、
更
衣

た
ち
を
と
じ
こ
め
、
辱
か
し
め
た
り
困
ら
せ
た
り
し
て
、
い
じ
め
る
の
だ
っ
た
。

更
衣
は
数
え
き
れ
ぬ
、
辛
い
仕
打
ち
に
思
い
な
や
み
、
い
つ
も
沈
み
が
ち
だ
っ

た
。
お
と
な
し
い
人
柄
の
方
な
の
で
、
女
人
た
ち
の
暗
黙
の
憎
悪
や
嫉
妬
の
ほ

む
ら
に
焼
き
た
て
ら
れ
、
反
駁
も
お
で
き
に
な
れ
ず
、
や
つ
れ
て
い
か
れ
た
。
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病
い
が
ち
に
、

「
里
へ
お
帰
し
下
さ
い
ま
し
…
…
」

と
涙
ぐ
み
な
が
ら
訴
え
ら
れ
る
の
が
、
か
え
っ
て
帝
は
ふ
び
ん
で
、
い
と
お

し
く
、
物
狂
お
し
い
ま
で
恋
心
を
募
ら
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

前
世
の
ち
ぎ
り
が
深
か
っ
た
の
か
、
玉
の
よ
う
に
清
ら
か
に
美
し
い
男
皇
子

が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。

帝
の
お
喜
び
と
愛
着
は
ひ
と
通
り
で
な
い
。
三
歳
の
袴
着
の
儀
式
も
、
一
の

御
子
の
と
き
に
劣
ら
ず
、
結
構
に
お
あ
げ
に
な
っ
た
。
こ
の
み
こ
は
、
見
て
も

飽
か
ぬ
美
し
く
、
か
わ
い
い
方
だ
っ
た
。
帝
は
、
御
子
を
儲
け
ら
れ
て
か
ら
、

更
衣
を
御
息
所

み
や
す
ん
と
こ
ろと
し
て
重
く
待
遇
さ
れ
た
の
で
、
女
人
た
ち
の
迫
害
は
ま
す

ま
す
陰
に
こ
も
っ
て
烈
し
く
な
り
、
御
息
所
を
悩
ま
せ
た
。
／

そ
の
年
の
夏
、
御
息
所
は
ふ
と
し
た
病
い
が
、
そ
の
ま
ま
重
く
な
っ
て
い
か

れ
た
。
実 さ

家 と

へ
帰
っ
て
養
生
し
た
い
と
願
わ
れ
た
が
、
帝
は
、
い
つ
も
の
軽
い

疲
れ
と
、
お
聞
き
入
れ
に
な
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
、
ほ
ん
の
五
六
日
の
あ
い
だ

に
、
ま
す
ま
す
衰
弱
し
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
、
母
君
が
泣
く
泣
く
お
願
い
し
て

や
っ
と
連
れ
帰
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

帝
は
心
も
と
な
く
思
し
召
さ
れ
て
、
お
手
も
と
か
ら
放
ち
が
た
か
っ
た
。
匂

う
よ
う
に
美
し
い
ひ
と
が
、
急
速
に
や
つ
れ
面
痩
せ
、
言
葉
も
な
く
消
え
入
る

様
子
で
い
ら
れ
る
の
を
帝
は
ご
ら
ん
に
な
っ
て
、
不
吉
な
胸
さ
わ
ぎ
を
感
じ
ら

れ
た
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
、
な
ぜ
こ
う
弱
っ
た
か
と
、
過
去

こ
し
か
たも
未
来

ゆ
く
す
えも
一

瞬
か
き
く
れ
る
よ
う
に
、
お
心
は
暗
く
な
っ
た
。

「
ど
う
さ
れ
た
の
だ
、
あ
な
た
は
ま
た
…
…
。
い
い
か
、
お
ぼ
え
て
い
る
ね
、

天
に
在
っ
て
は
比
翼
の
鳥
、
地
に
在
っ
て
は
連
理
の
枝
、
と
互
い
に
契
っ
た
仲

で
は
な
い
か
。
よ
み
路
へ
の
旅
も
も
ろ
と
も
に
、
と
誓
い
合
っ
た
の
を
忘
れ
は

す
ま
い
…
…
。
私
を
捨
て
て
ひ
と
り
で
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
」
／

御
息
所
は
か
き
く
ど
か
れ
る
帝
の
お
言
葉
に
、
返
事
も
で
き
ず
、
ま
ぶ
た
も

重
げ
に
、
な
よ
な
よ
と
弱
っ
て
い
ら
し
た
。
純
粋
に
ひ
た
む
き
な
、
お
若
い
帝

の
恋
慕
に
、
御
息
所
は
身
も
心
も
、
色
濃
く
染
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
お
心
の

う
ち
で
は
、
こ
れ
が
今
生
の
別
れ
で
は
な
い
か
と
悲
し
い
予
感
が
あ
っ
た
。

「
限
り
あ
る
人
の
い
の
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
…
…
で
も
、
あ
た
く
し
は
、
生
き

と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
息
も
た
え
だ
え
に
、
ま
だ
言
い
た
そ
う
に
し
て
い
ら
れ
る
が
、
も
は
や
つ

づ
か
な
い
。
帝
は
、
お
ん
腕
に
抱
き
し
め
て
、
同
じ
こ
と
な
ら
、
こ
の
ま
ま
手

も
と
に
置
い
て
み
と
り
た
い
と
思
わ
れ
た
が
、
祈
祷
を
す
る
僧
が
集
ま
っ
て
お

り
ま
す
と
い
う
こ
と
で
、
や
む
な
く
、
退
出
を
許
さ
れ
た
。

帝
は
、
不
安
と
悲
し
み
で
眠
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
れ
な
い
。
実
家
へ
出
さ

れ
た
お
使
い
は
、
御
息
所
の
死
を
も
た
ら
し
て
立
ち
か
え
っ
て
き
た
。
帝
は
お

胸
も
ふ
た
ぎ
、
心
も
く
れ
ま
ど
う
て
、
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。

里
の
母
君
は
、
娘
を
焼
く
煙
と
共
に
消
え
て
し
ま
／
い
た
い
と
伏
し
ま
ろ
ん

で
泣
か
れ
た
。

御
息
所
の
美
し
い
亡
骸

な
き
が
らは
、
愛
宕

お
た
ぎ

で
、
灰
に
な
っ
た
。

は
か
な
く
、
月
日
は
過
ぎ
て
ゆ
く
。
帝
の
お
悲
し
み
は
、
深
ま
さ
る
ば
か
り

で
あ
る
。

亡
く
な
ら
れ
て
み
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
、
か
の
御
息
所
の
、
や
さ
し
か
っ
た

お
心
や
り
、
愛
ら
し
い
し
ぐ
さ
、
美
し
い
お
も
ざ
し
が
、
ま
な
か
い
か
ら
離
れ

ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
忘
れ
が
た
み
の
御
子
は
、
祖
母
君
の
も
と
で
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ど
う
し
て
過
し
て
い
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
年
よ
っ
た
か
の
母
君
も
、
い
か
ば

か
り
心
細
か
ろ
う
と
、
帝
は
、
野
分

の
わ
き

の
夜
、
靱
負

ゆ
げ
い

の
命
婦

み
ょ
う
ぶと
い
う
女
房
を
お
や

り
に
な
っ
た
。

母
君
は
、
帝
の
お
心
づ
か
い
の
あ
た
た
か
さ
を
思
う
に
つ
け
、
薄
命
だ
っ
た

娘
を
泣
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
親
の
愚
痴
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
あ

ま
で
帝
が
ご
寵
愛
に
な
ら
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
な
運
命
に
も
め
ぐ
り
あ
わ
ず
、

命
を
ち
ぢ
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
、
か
え
っ
て
う
ら
め

し
く
思
っ
た
り
す
る
の
で
あ
っ
た
。
／

わ
ず
か
の
間
に
む
ぐ
ら
の
宿
に
な
っ
て
荒
れ
は
て
て
い
た
御
息
所
の
里
の
あ

り
さ
ま
な
ど
、
命
婦
は
帝
に
奏
上
す
る
。
涙
ぐ
ま
れ
て
い
る
帝
の
耳
に
、
弘
徽

殿
の
女
御
の
方
で
、
管
絃
の
あ
そ
び
を
し
て
い
ら
れ
る
の
が
き
こ
え
た
。
弘
徽

殿
の
女
御
は
お
心
持
ち
の
剛 こ
わい
方
で
、
帝
の
ご
傷
心
を
思
い
や
る
と
い
う
よ
う

な
優
し
み
は
な
い
の
で
あ
る
。

若
宮
が
六
つ
の
年
、
祖
母
君
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
そ
の
の
ち
は
も
う
ず
っ
と
、

内
裏
に
お
住
ま
い
に
な
る
。

耀
や
く
よ
う
に
お
美
し
く
、
才
能
も
お
あ
り
に
な
り
、
学
問
を
学
び
は
じ
め

ら
れ
る
と
、
た
ぐ
い
も
な
く
俊
敏
で
あ
る
。
琴
も
笛
も
、
た
い
へ
ん
筋
が
よ
い
。

高
麗
人

こ
ま
び
と

の
人
相
見
が
来
朝
し
て
い
た
の
で
、
帝
は
身
分
を
か
く
し
て
お
や
り

に
な
っ
た
。

相
人
は
、
お
ど
ろ
い
て
、
「
こ
の
若
君
は
天
子
の
位
に
の
ぼ
る
相
が
お
あ
り

だ
が
、
そ
れ
で
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
国
家
の
柱
石
と
い
う
と
こ
ろ
か
と
い
え

ば
、
ま
た
ち
が
う
よ
う
で
す
」
と
首
を
傾
む
け
た
。
帝
は
そ
れ
を
聞
か
れ
て
、

心
中
ふ
か
く
考
え
ら
れ
る
と
こ
／
ろ
が
あ
っ
た
。
ほ
ん
と
う
は
若
宮
を
こ
そ
皇

太
子
に
と
思
召
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
不
幸
を
招
く
で
あ
ろ
う
、

臣
籍
に
降
下
さ
せ
、
源
氏
を
名
乗
ら
せ
て
帝
の
輔
佐
者
と
し
よ
う
と
決
心
さ
れ

た
の
だ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
、
先
帝
の
女
四
の
宮
が
、
亡
き
桐
壺
の
御
息
所
に
よ
く
似
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
い
う
噂
を
す
る
人
が
あ
っ
た
。

帝
は
そ
の
姫
宮
の
入
内
を
熱
望
さ
れ
た
。
母
宮
は
、

「
弘
徽
殿
の
女
御
が
意
地
わ
る
な
た
め
に
、
更
衣
が
い
じ
め
ぬ
か
れ
て
亡
く

な
ら
れ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
反
対
さ
れ
た
が
、
そ
の
あ
と
、
病
い
で
み
ま
か
ら
れ
た
。

姫
宮
は
ひ
と
り
の
こ
さ
れ
、
人
々
の
す
す
め
に
よ
っ
て
入
内
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

藤
壺
と
申
上
げ
た
。
ふ
し
ぎ
な
ほ
ど
、
亡
く
な
ら
れ
た
御
息
所
に
似
て
い
ら

し
て
、
帝
の
お
心
を
動
か
し
た
。
若
々
し
く
、
お
美
し
く
、
し
か
も
、
こ
の
た

び
の
女
御
は
、
ご
身
分
が
髙
い
の
で
、
ど
な
た
も
粗
略
に
扱
う
こ
と
は
お
で
き

に
な
れ
な
い
。
帝
の
ご
寵
／
愛
も
ひ
と
か
た
で
な
く
、
た
ち
ま
ち
、
時
め
き
た

ま
う
方
に
な
っ
た
。

桐
壺
の
御
息
所
を
お
忘
れ
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
人
の
心
は
時

が
た
て
ば
、
い
つ
か
う
つ
ろ
い
、
か
わ
っ
て
ゆ
く
。
お
の
ず
か
ら
な
る
う
ご
き

で
あ
っ
て
、
責
め
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
人
の
世
の
あ
わ
れ
、
と
い
う

も
の
で
あ
ろ
う
。

若
宮
は
、
父
帝
が
お
そ
ば
去
ら
ず
に
愛
し
て
い
ら
れ
る
。
藤
壺
へ
お
渡
り
に

な
る
と
き
も
、
む
ろ
ん
、
伴
な
わ
れ
る
の
だ
っ
た
。

「
こ
の
子
の
母
は
ふ
し
ぎ
に
、
あ
な
た
に
よ
く
似
通
っ
て
い
ま
し
た
。
目
も
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と
、
頬
な
ど
、
こ
の
子
は
母
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
あ
な
た
と
は
実
の
母
子

の
よ
う
に
み
え
ま
す
よ
。
可
愛
が
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
」

と
帝
は
微
笑
し
て
い
わ
れ
る
の
だ
っ
た
。

若
君
は
、
愛
ら
し
い
美
少

年
で
、
鬼
の
よ
う
な
人
間
で
さ
え
、
こ
の
君
を
み
た
ら
笑
み
を
泛
べ
ず
に
は
い

ら
れ
ぬ
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
位
だ
っ
た
か
ら
、
御
所
中
の
人
気
も
の
で
あ
っ

た
。
／

藤
壺
も
、
若
宮
を
可
愛
い
く
思
し
召
す
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
わ
た
く
し
と
、
あ
な
た
は
母
子
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
仲
よ
く
い
た

し
ま
し
ょ
う
ね
」

と
、
御 み

簾 す

の
う
ち
に
も
お
入
れ
に
な
っ
て
、
や
さ
し
く
話
し
か
け
ら
れ
た
。

藤
壺
は
あ
で
や
か
に
教
養
ふ
か
い
か
た
で
い
ら
し
て
、
そ
の
お
美
し
さ
は
並
ぶ

も
の
な
く
、「
耀
く
日
の
宮
」
と
世
人
は
お
呼
び
し
た
。

若
宮
の
源
氏
の
君
は
、
こ
れ
ま
た
、
玉
の
よ
う
に
美
し
い
と
い
う
の
で
「
光

る
君
」
と
よ
ば
れ
た
。

源
氏
は
亡
き
母
君
の
お
も
か
げ
を
、
お
ぼ
え
て
い
な
い
。

三
つ
の
と
し
に
別
れ
た
母
君
は
美
し
い
な
よ
ら
か
な
人
だ
っ
た
と
聞
い
て
い

る
。
そ
の
母
に
生
き
写
し
だ
と
い
う
藤
壺
に
、
あ
こ
が
れ
と
あ
わ
い
恋
心
を
抱

か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
藤
壺
の
お
そ
ば
に
寄
り
、
か
ぐ
わ
し
い
薫 く
ゆり
を
身
に

う
け
て
、
や
さ
し
い
言
葉
が
佳 よ

き
人
の
唇
か
ら
洩
れ
る
の
を
聞
く
と
き
、
源
氏

は
天
上
に
遊
ぶ
よ
う
な
、
た
の
し
い
思
い
に
身
を
任
せ
る
。
帝
も
、
世
に
二
人

と
な
い
美
少
年
と
、
美
女
／
の
む
つ
ま
じ
い
仲
ら
い
を
喜
ん
で
い
ら
し
た
。

し
か
し
、
源
氏
が
十
二
で
元
服
し
、
一
個
の
男
と
し
て
独
立
す
る
晴
れ
の
よ

ろ
こ
び
の
日
は
、
ま
た
、
あ
こ
が
れ
の
女
人
・
藤
壺
の
宮
へ
の
袂
別
の
日
で
も

あ
っ
た
。
元
服
す
れ
ば
、
も
う
成
人
男
子
と
し
て
、
後
宮
の
奥
ふ
か
い
御
簾
の

中
へ
は
、
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う
し
て
、
別
の
人
生
が
、
彼
に
は
用
意
さ
れ
て
い
た
。

元
服
の
儀
式
は
盛
大
で
、
善
美
を
極
め
た
。
加
冠
の
役
は
左
大
臣
で
、
左
大

臣
の
ひ
と
り
娘
の
姫
君
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
姫
君
は
源
氏
の
君
よ
り

お
年
上
で
あ
っ
た
。
母
君
は
、
帝
の
ご
き
ょ
う
だ
い
で
、
身
分
か
ら
い
っ
て
も

重
々
し
い
り
っ
ぱ
な
お
家
柄
で
あ
る
。
美
し
く
て
端
正
な
方
だ
が
、
源
氏
は
う

ち
と
け
ら
れ
な
い
。
彼
の
見
た
い
人
は
こ
の
姫
君
で
は
な
い
。

人
に
い
え
ぬ
思
慕
は
、
源
氏
の
心
の
中
に
し
た
た
り
お
ち
、
重
く
、
暗
く
、

た
ま
っ
て
深
淵
と
な
っ
て
ゆ
く
。
か
の
佳
き
人
へ
の
想
い
は
歳
月
と
と
も
に
深

く
な
っ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
／
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