
源
氏
物
語
の
短
篇
手
法
に
つ
い
て

i
第
一
部
に
お
け
る
三
つ
の
予
言
を
申
言
に
一

武

原

弘

 
源
氏
物
語
の
成
立
に
関
す
る
研
究
史
は
既
に
古
い
。
多
大
の
研
究
が
、
今

日
、
貴
重
な
成
果
を
あ
げ
な
が
ら
、
い
つ
も
新
た
な
問
題
を
提
起
し
て
き
て
い

る
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
源
氏
物
語
の
研
究
史
に
関
す
る
研
究
も
、
先
学
の
諸
先
生
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
き
て
い
る
が
、
特
に
成
立
論
に
関
す
る
も
の
で
は
、
稲
賀
敬
二
先
生
の
「
源

氏
物
語
成
立
論
の
輪
廓
」
 
（
創
元
社
「
源
氏
物
語
講
座
」
3
昭
・
2
8
）
が
詳
し

い
。
私
は
、
詳
細
に
つ
い
て
成
立
論
史
を
跡
づ
け
る
余
裕
を
も
た
な
い
の
で
、

今
は
右
書
に
頼
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
私
な
り
に
一
通
り
成
立
論
を
調
査
し
て

み
て
、
こ
の
貴
重
な
研
究
課
題
は
、
源
氏
物
語
研
究
に
お
い
て
は
避
く
べ
か
ら

ぎ
る
課
題
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。
同
時
に
、
こ
の
課
題
も
、
作
品
外
の
資
料
が

ほ
ぼ
出
尽
し
た
現
今
、
も
う
一
度
、
作
品
そ
の
も
の
に
還
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
も
痛
感
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
問
題
の
発
端
は
あ
く
ま
で
作
品
の

内
部
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
何
と
い
っ
て
も
、
源
氏
物
語
の
構
成
そ
れ
自
体
に

問
題
が
あ
る
。

 
源
氏
物
語
の
構
成
（
構
造
）
上
の
最
も
著
し
い
問
題
性
は
、
稲
賀
先
生
の
言

わ
れ
る
通
り
「
長
篇
源
氏
物
語
の
中
に
混
在
す
る
短
篇
性
と
い
う
、
構
造
力
の

弱
さ
」
〈
注
①
V
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
は
、
長
篇
と
し
て
書
か
れ
た
も
の

か
。
短
篇
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
か
。
池
田
亀
鑑
氏
に
よ
る
と
、
 
「
源
氏
物
語

は
長
篇
小
説
で
あ
る
」
そ
う
し
て
「
は
じ
め
て
正
し
い
理
解
」
は
な
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
だ
が
く
注
②
V
、
一
方
で
は
、
玉
上
琢
弥
氏
の
よ
う
に
「
『
源
氏
物

語
』
は
元
来
短
篇
を
積
み
重
ね
た
も
の
で
あ
る
」
〈
注
③
V
と
説
く
方
も
あ

り
、
両
説
と
も
に
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
。
事
実
、
源
氏
物
語
か
ら
短
篇
的

な
要
素
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
先
の
池
田
氏
の
説
に
お
い
て
、
「

小
説
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
も
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

物
語
と
小
説
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
根
本
が
ち
が
っ
て
い
る
。
 
「
物
語
を
物

語
と
し
て
見
る
」
こ
と
の
重
要
さ
は
、
秋
山
慶
氏
も
力
説
し
て
お
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
く
注
④
V
。

 
物
語
を
物
語
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
源
氏
物
語
を
正
し
く
見
る
と
い

う
点
か
ら
確
か
に
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
小
説
研
究
に
お

け
る
合
理
性
と
は
別
種
の
、
対
象
を
正
確
に
把
え
る
新
し
い
合
理
性
を
要
請
し

て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は
、
こ
こ
で
、
玉
上
琢
弥
氏
が
力
説
さ
れ
る
「
物
語
の

手
法
」
の
研
究
を
、
大
い
に
推
進
す
べ
き
か
と
考
え
る
。
私
が
、
こ
の
小
論
で
試

み
る
の
も
、
そ
う
し
た
物
語
独
特
の
手
法
の
探
究
で
あ
り
、
手
法
の
問
題
が
源
氏

物
語
成
立
の
問
題
と
密
接
し
て
く
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
へ

 
元
来
、
構
成
論
と
構
想
論
は
、
同
じ
帰
結
点
に
到
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
源
氏
物
語
に
お
び
て
、
構
想
を
論
ず
る
こ
と
は
、
容
易
な
事
で
は
な

（21）

源
氏
物
語
の
短
篇
手
法
に
つ
い
て



い
。
勢
い
、
構
成
論
で
律
し
て
し
ま
う
。
こ
の
誤
認
を
さ
け
な
が
ら
、
源
氏
物

語
が
執
筆
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
状
況
を
、
あ
く
ま
で
科
学
的
に
探
究
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
源
氏
物
語
の
手
法
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
構
想
論
の
中
で
、
確
か

に
貴
重
な
研
究
領
域
で
あ
る
。
源
氏
物
語
成
立
過
程
の
研
究
の
予
備
的
考
察
と

し
て
、
私
は
、
源
氏
物
語
の
手
法
の
研
究
を
試
み
た
い
。
特
に
、
第
一
部
に
お

け
る
短
篇
手
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
一
部
に
お
け
る
長
篇
的
な
要
素
と
見

ら
れ
て
い
る
予
言
や
予
告
の
描
写
に
つ
い
て
、
そ
の
手
法
が
短
篇
物
語
手
法
で

あ
る
と
は
、
い
さ
さ
か
見
当
は
ず
れ
の
よ
う
に
も
受
け
と
ら
れ
よ
う
が
、
私
の

試
み
の
ね
ら
い
は
こ
れ
で
あ
る
。

口

 
ま
ず
は
じ
め
に
、
源
氏
物
語
第
一
部
の
構
造
に
つ
い
て
概
略
ふ
れ
て
お
き
た

い
。
所
謂
第
一
部
三
十
三
巻
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
は
な
は
だ
特
異
な

構
造
を
有
し
て
い
る
。
桐
馬
射
を
は
じ
め
と
す
る
十
七
巻
（
所
謂
面
上
言
論
巻
）

は
、
こ
の
物
語
の
本
筋
を
な
す
も
の
と
し
て
相
互
に
関
連
し
、
長
篇
化
の
構
想

を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
一
方
、
帯
木
犀
を
は
じ
め
と
す
る
十
六
巻
（
所
謂
玉

難
系
諸
巻
）
は
、
前
記
の
長
篇
と
は
や
や
離
れ
、
殆
ど
独
立
し
て
各
々
短
篇
を

な
し
、
前
記
十
七
巻
と
は
無
関
係
に
そ
の
間
四
個
所
に
挿
入
さ
れ
た
形
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
二
系
列
の
巻
樽
を
、
前
者
長
篇
系
と
し
、
後
者
短
篇
系
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
一
般
的
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
勿
論
、
こ
れ

に
対
し
て
は
批
判
的
な
学
説
も
多
い
く
注
⑤
V
。
が
、
物
語
の
梗
概
の
上
か
ら

は
勿
論
の
こ
と
、
登
場
人
物
の
出
入
状
況
や
、
筆
致
、
さ
ら
に
は
思
想
や
人
間

像
に
つ
い
て
、
第
一
部
の
構
造
を
右
の
二
系
列
に
戴
然
と
分
け
得
る
こ
と
は
、

今
日
で
は
も
は
や
否
定
さ
る
べ
く
も
な
い
。

 
そ
こ
で
、
何
故
に
か
か
る
奇
異
な
構
造
を
有
す
る
の
か
と
い
う
原
因
に
つ
い

て
の
究
明
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
ほ
ぼ
二
様
の
方
法
が
試
み
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
源
氏
物
語
は
ど
の
巻
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
か
と

い
う
研
究
、
他
の
一
は
、
尊
上
系
成
立
後
玉
護
系
諸
巻
が
加
筆
挿
入
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
研
究
な
ど
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
に
は

さ
ら
に
三
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ω
須
磨
起
筆
説
（
河
海
抄
に
よ
る
）
、
ω
帯

木
巻
起
筆
説
、
㈲
若
紫
起
筆
・
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
ω
に
つ
い
て
は
今
日
あ
ま
り

問
題
に
さ
れ
な
い
が
、
②
は
玉
上
琢
弥
氏
三
谷
栄
一
氏
山
草
聖
平
氏
ら
に
よ
っ

て
'
㈲
は
池
田
亀
鑑
氏
阿
部
秋
生
氏
ら
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
主
張
さ
れ
で
い

る
。
こ
れ
ら
の
諸
説
を
今
詳
し
く
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
桐
壼
巻
起
筆
説

を
批
判
す
る
こ
れ
ら
の
学
説
で
は
、
源
氏
物
語
は
そ
の
執
筆
当
初
に
お
い
て
は

長
篇
構
想
の
物
語
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
源
氏
物
語
の
本
筋

の
三
塁
た
る
桐
耳
鼻
に
、
光
源
氏
の
出
生
の
こ
と
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
、
源
氏

が
今
後
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
未
来
の
運
命
が
予
言
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

阿
部
秋
生
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
桐
壼
十
七
帖
は
、
桐
壼
に
語
ら
れ
て
い
る

高
麗
の
相
入
の
予
言
を
主
と
し
、
若
紫
・
難
平
の
夢
占
い
や
陰
陽
師
の
予
言
を

そ
の
補
助
的
要
素
と
し
て
、
光
源
氏
の
運
命
の
展
開
を
語
る
物
語
」
〈
注
⑥
V

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
桐
壼
巻
が
起
筆
の
巻
で
な
い
と
い
う
考
え
は
一
つ
の
矛
盾

に
到
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
桐
壼
巻
後
記
説
は
、
源
氏
物
語
第
一
部
に
お
け
る
長

篇
構
想
と
短
篇
手
法
の
問
題
究
明
に
お
い
て
、
重
大
な
支
障
と
な
ろ
う
。

 
一
方
、
玉
糞
系
後
記
墨
入
説
は
武
田
宗
俊
氏
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

武
田
氏
は
こ
の
説
に
よ
っ
て
、
第
一
部
の
特
異
な
構
造
の
理
由
は
明
快
に
説
明

さ
れ
、
何
ら
矛
盾
を
残
す
所
は
な
い
と
言
わ
れ
る
が
く
注
⑦
V
、
た
と
え
後
記

補
入
が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
現
存
の
形
の
巻
序
の
よ
う
な
構
成
に
補

（22）



入
さ
れ
た
か
の
理
由
に
つ
い
て
、
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
武
田
氏
は
そ
の
理
由

を
一
応
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
く
注
⑧
〉
、
未
だ
推
測
の
域
を
脱
し
得
て
お
ら

ず
、
説
得
力
に
欠
け
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
の
点
は
、
源
氏
物
語
成
立
論
の
中
心
論
点
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
ら

の
論
点
を
た
え
ず
心
に
置
き
留
め
つ
つ
、
私
の
問
題
に
入
っ
て
ゆ
き
た
い
。
私

の
問
題
は
、
物
語
の
手
法
と
い
う
点
か
ら
、
源
氏
物
語
の
構
想
を
明
ら
か
に
し

て
ゆ
き
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

日

 
既
述
の
通
り
、
源
氏
物
語
第
一
部
は
、
構
造
上
、
ま
こ
と
に
奇
異
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
相
異
な
る
二
系
統
の
物
語
群
が
、
一
つ
の
作
品
の

中
に
混
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
池
田
亀
鑑
氏
も
こ
の
こ
と
は
認
め
ら
れ
、

「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
三
十
三
帖
の
物
語
の
展
開
に
は
、
構
想
上
、
単
純
な

長
篇
小
説
の
発
展
と
は
思
は
れ
な
い
も
の
、
す
く
な
く
と
も
二
つ
の
大
き
な
系

列
の
も
と
に
混
算
し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
を
み
と
め
う
る
と
思
ふ
。
す
な
は

ち
、
そ
れ
は
長
篇
小
説
的
系
列
と
短
篇
小
説
的
系
列
と
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の

も
の
の
対
立
と
調
和
と
の
、
矛
盾
し
た
二
要
求
の
た
た
か
ひ
で
あ
る
。
」
〈
注

⑨
V
と
述
べ
ら
れ
る
。
右
に
い
う
長
篇
小
説
的
系
列
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

所
謂
年
上
系
諸
巻
の
こ
と
で
あ
り
、
短
篇
小
説
的
系
列
と
は
所
謂
玉
鍵
互
有
巻

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
そ
し
て
、
前
掲
の
阿
部
秋
生
氏
の
説
の
よ
う
に
、
第
一
部
の
構
想
の
特
質

が
、
桐
壼
巻
の
相
入
の
予
言
や
若
紫
・
濡
標
両
巻
の
夢
占
い
や
予
言
を
中
軸
と

す
る
古
代
伝
承
物
語
構
想
〈
注
⑩
〉
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
三
つ

の
予
言
や
夢
占
い
は
、
第
一
部
の
構
想
の
上
か
ら
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の

源
氏
物
語
の
短
篇
手
法
に
つ
い
て

と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 
阿
部
秋
生
氏
に
よ
る
と
、
さ
ら
に
、
古
代
伝
承
の
場
合
、
物
語
の
中
に
予
言

と
そ
の
実
現
と
い
う
発
想
形
式
は
一
般
的
で
あ
り
、
竹
取
物
語
や
宇
．
津
保
物
語

に
も
そ
の
例
は
み
ら
れ
る
。
予
言
は
、
必
ず
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
運
命
的
な
威
力
を
発
揮
す
る
。
 
「
物
語
の
話
の
筋
の
大
綱
は
、
殆
ど
そ
の

冒
頭
の
部
分
を
書
い
て
い
る
時
、
既
に
作
者
の
頭
の
中
に
あ
り
、
そ
の
定
め
ら

れ
た
線
に
そ
っ
て
語
ら
れ
て
ゆ
く
物
語
で
あ
る
こ
と
、
又
そ
こ
に
登
場
す
る
人

物
は
、
こ
の
大
綱
に
沿
っ
て
動
い
て
ゆ
く
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
登
場
入
物
の
意
志
や
感
情
や
才
能
の
動
き
が
物
語
を
展
開
し
、
話
の

大
綱
を
決
定
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
 
〈
注
⑪
V
こ
と
な

ど
、
源
氏
物
語
の
第
一
部
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
古
代
伝
承

物
語
の
型
式
だ
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
他
の
点
で
も
、
こ
の
第
一
部
の
物
語
に

古
代
伝
承
物
語
の
型
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
く
注
⑫
V
。

 
か
く
て
、
源
氏
物
語
第
一
部
の
主
題
と
構
想
の
中
心
は
、
量
器
巻
の
予
言
に

支
配
さ
れ
る
源
氏
の
運
命
と
い
う
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
今
井
源
衛
氏
も
「
第
一

部
内
部
に
お
け
る
宿
世
の
思
想
は
、
主
と
し
て
、
予
言
と
そ
の
適
中
と
い
う
形

で
あ
ら
わ
れ
る
。
」
 
〈
注
⑱
V
と
述
べ
ら
れ
、
秋
山
幽
暗
も
「
第
一
部
は
、

こ
の
世
で
考
え
う
る
も
っ
と
も
博
大
な
愛
情
と
、
最
高
の
富
と
名
誉
を
体
現
す

る
も
の
と
し
て
光
源
氏
の
人
生
の
完
結
を
語
っ
て
い
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
そ

の
よ
う
な
人
生
は
、
ま
ず
「
桐
壼
」
に
お
け
る
高
麗
の
相
人
の
口
を
籍
り
た
予

言
に
は
や
く
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
L
〈
注
⑭
V
と
、
こ
の
予
言
の
威
力
の
強

さ
を
説
か
れ
る
。

 
第
一
部
を
、
こ
の
よ
う
な
古
代
伝
承
物
語
の
型
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
そ
の

予
言
を
中
軸
と
す
る
構
想
を
型
ど
お
り
守
っ
て
い
る
も
の
だ
と
す
る
見
方
は
、
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ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
で
あ
ろ
う
。
手
塚
昇
氏
も
「
予
言
の
通
り
に
事
が
運
ん
で

い
く
こ
と
は
、
 
一
種
の
文
学
上
の
約
束
」
 
〈
注
⑮
V
だ
と
言
わ
れ
る
。
．

 
第
一
部
に
お
け
る
予
言
や
夢
占
い
が
占
め
る
比
重
は
、
そ
れ
が
長
篇
源
氏
物

語
の
構
想
の
骨
子
を
成
す
が
故
に
、
ま
た
い
っ
そ
う
大
き
い
と
い
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
阿
部
秋
生
氏
は
、
第
一
部
の
梗
概
を
短
か
い
要
約
で
述
べ
よ
う
と

す
れ
ば
、
結
局
に
し
て
三
つ
の
予
言
（
夢
占
い
）
を
中
心
に
ま
と
め
る
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
〈
注
⑯
〉
。

 
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
通
り
、
桐
壼
後
記
説
が
あ
り
、
今
日
こ
の
研
究
は
高
く

評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
加
え
て
玉
上
琢
弥
黒
氏
の
音
読
論
が
提
唱
さ
れ
、
源
氏

物
語
に
短
篇
的
な
要
素
を
認
め
る
こ
と
も
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
。
源
氏
物
語

は
「
短
篇
か
ら
出
発
し
、
長
篇
と
し
て
統
一
さ
れ
た
」
 
（
仲
田
庸
幸
氏
）
物
語

で
あ
る
と
い
う
点
は
、
多
く
の
学
者
が
共
通
に
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
短
篇
か
ら
出
発
し
、
長
篇
と
し
て
統
一
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
予
言
を
中

軸
と
し
て
桐
壼
巻
か
ら
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
を
残

し
て
い
る
。
現
今
、
源
氏
物
語
構
想
論
の
中
で
、
こ
の
点
は
存
外
あ
い
ま
い
に

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
代
伝
承
物
語
型
式
に
準
じ
て
、
第
一
部

の
予
言
の
重
み
を
理
解
す
る
こ
と
が
不
当
だ
と
は
思
わ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

こ
と
は
、
源
氏
物
語
の
作
者
が
執
筆
当
初
の
構
想
に
お
い
て
、
桐
壼
巻
か
ら
藤

裏
葉
ま
で
も
予
想
し
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
は
、
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
源
氏

物
語
に
お
け
る
予
言
の
描
写
は
、
単
純
に
長
篇
化
の
た
め
の
伏
線
だ
と
断
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
予
言
や
夢
占
い
の
描
写
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
場
面
に
お
け
る
具
体
的
な
諸
条
件
に
ひ
か
れ
て
、
著
し
く
場
面
的
で
あ
っ
た

り
、
あ
る
い
は
逆
に
説
明
的
で
あ
る
。
私
は
、
問
題
に
な
る
三
つ
の
予
言
（
予

告
）
を
、
こ
こ
で
再
吟
味
し
て
み
た
い
。
部
分
に
ひ
か
れ
す
ぎ
た
解
釈
法
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
構
想
論
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
細
い
手
法
の
論
を
見
お

と
し
が
ち
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
う
の
で
…
…
。

㈲

 
胎
動
巻
に
お
い
て
、
高
麗
の
相
人
が
光
源
氏
の
相
を
次
の
よ
う
に
占
っ
て
い

る
。 

 
国
の
親
と
な
り
て
、
帝
王
の
、
上
な
き
位
に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し
ま
す

 
 
人
の
、
そ
な
た
に
て
見
れ
ば
、
乱
れ
憂
ふ
る
こ
と
や
あ
ら
ん
、
朝
廷
の
か

 
 
た
め
と
な
り
て
、
天
の
下
助
く
る
方
に
て
見
れ
ば
、
又
、
そ
の
相
た
が
ふ

 
 
べ
し
。
L
 
（
桐
壼
巻
、
山
岸
徳
平
校
註
『
源
氏
物
語
』
岩
波
交
庫
に
よ
る
。

 
 
以
下
同
じ
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘

 
こ
れ
は
、
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
光
源
氏
の
未
来
の
運
命
を
予
威
し
た
も
の

で
、
物
語
に
お
い
て
、
こ
の
予
言
は
後
々
の
巻
ま
で
響
い
て
い
る
。
や
が
て
源

氏
が
摂
政
の
位
を
す
す
め
ら
れ
な
が
ら
も
そ
れ
を
辞
退
し
（
濡
標
巻
）
、
太
上

天
皇
の
位
に
準
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
て
（
藤
裏
葉
巻
）
、
一
族
栄
華
の
大
団
円
と

な
る
が
、
右
は
、
そ
の
こ
と
を
い
ち
早
く
暗
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 
「
乱

れ
憂
ふ
る
こ
と
」
と
は
、
通
説
（
「
花
鳥
余
情
」
以
下
の
注
釈
書
）
で
は
、
源

氏
の
須
磨
流
調
事
件
を
さ
し
、
 
「
朝
廷
の
か
た
め
」
と
は
、
摂
政
関
白
を
さ
し

て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 
「
乱
れ
憂
ふ
る
こ
と
」
は
、
源
氏
一
身
上

の
乱
れ
で
は
な
く
天
下
国
家
の
動
乱
だ
と
い
う
説
も
あ
る
し
、
「
朝
廷
の
か
た

め
」
に
つ
い
て
も
、
源
氏
が
後
の
巻
で
摂
政
に
な
っ
た
と
み
る
説
や
そ
の
否
定

説
も
あ
り
、
最
近
で
は
、
阿
部
秋
生
氏
や
手
塚
昇
氏
に
よ
っ
て
、
精
密
な
考
証

が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
物
語
に
お
け
る
予
言
は
、
必
ず
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
拘
東
力
を
も
っ
て
い

（24）



た
と
か
。
光
源
氏
の
そ
れ
以
後
の
生
涯
に
、
こ
の
予
言
が
陰
然
と
し
て
影
を
お

と
し
て
い
る
こ
と
は
、
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
、
こ
の
予
言

が
実
現
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
前
後
照
合
に
よ
っ
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
源
氏
物
語
の
構
想
論
に
ど
れ
だ
け
の
発
言
を
な
し

得
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
予
言
は
、
長
篇
物
語
の
構
想
の
大
綱
と
し

て
そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
場
面
に
お
い
て
果
す
機
能
を
も

認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
単
に
未
来
を
先
ぶ
れ
す
る
も
の

と
し
て
以
上
に
、
こ
の
予
言
は
、
こ
の
場
面
で
飽
せ
ら
れ
て
少
し
も
不
自
然
で

な
い
、
よ
り
必
然
的
な
具
体
性
を
も
っ
て
、
読
者
に
は
読
み
と
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
極
言
す
れ
ば
、
こ
の
予
言
は
、
一
面
で
予
冨
と
し
て
の
暗
示
的
な
描
写

で
あ
り
な
が
ら
、
他
の
一
面
で
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
叙
述
な
い
し
は
そ
の
直
後

の
描
写
に
渾
然
と
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
 
「
国
の
親
と
な
り
て
、

帝
王
の
上
な
き
位
に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し
ま
す
人
」
と
い
う
表
現
は
、
わ
れ

わ
れ
読
者
に
と
っ
て
格
別
予
言
的
な
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
読
者
は
源

氏
が
皇
子
で
あ
り
帝
王
の
御
寵
愛
を
一
身
に
受
け
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
が
、
相
人
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
。
「
御
後
見
だ
ち
て
仕
う

ま
つ
る
右
大
弁
の
子
」
と
見
せ
か
け
て
あ
り
、
相
人
に
と
っ
て
は
、
か
か
る
相

が
占
え
た
こ
と
が
自
分
に
も
不
思
議
な
ほ
ど
で
あ
る
。
 
「
相
人
、
お
ど
ろ
き

て
、
あ
ま
た
た
び
傾
き
あ
や
し
ぶ
」
と
は
こ
の
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。
さ
す

が
に
「
賢
き
相
人
」
ら
し
く
、
見
事
そ
の
若
子
の
素
姓
を
見
破
っ
た
。
か
く
ば

か
り
す
ぐ
れ
た
高
麗
人
の
相
人
の
言
な
れ
ば
こ
そ
、
帝
は
安
心
し
て
そ
れ
に
従

う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
…

 
か
く
し
て
、
こ
の
予
言
の
叙
述
は
、
予
言
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
に

は
違
い
な
い
が
、
こ
の
場
面
で
の
相
人
の
偉
力
を
効
果
的
に
表
現
し
よ
う
と
し

た
叙
述
と
も
受
け
と
れ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
前
後
の
描
写
の
中
で
読
め
ば
、

源
氏
物
語
の
短
篇
手
法
に
つ
い
て

結
局
そ
れ
は
、
桐
壷
帝
の
動
揺
す
る
心
理
、
そ
の
心
理
描
写
を
背
景
と
し
て
浮

き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
光
源
氏
の
比
類
無
き
卓
越
性
を
強
調
す
る
た
め
の
文

学
的
趣
向
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
相
人
の
言
葉
の
前
半
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る

帝
の
不
安
定
な
心
理
状
態
一
源
氏
を
、
第
一
皇
子
を
さ
し
お
い
て
立
坊
さ
せ

た
い
が
、
弘
徽
殿
を
は
じ
め
と
し
て
世
間
の
非
難
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
ジ
レ

ン
マ
ー
に
決
断
を
下
せ
し
め
、
そ
の
言
葉
の
後
半
は
、
臣
下
と
し
て
の
源
氏
の

相
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
相
の
確
か
さ
が
示
さ
れ
る
。

 
結
局
、
こ
こ
で
は
、
光
源
氏
は
皇
子
で
あ
り
な
が
ら
も
第
一
皇
子
の
勢
力
圏

よ
り
受
け
る
圧
迫
の
た
め
、
そ
の
ま
ま
で
安
泰
で
は
な
く
（
無
糖
殿
女
御
一
派

と
桐
壼
更
衣
と
の
対
立
反
目
と
い
う
構
想
は
、
桐
壷
巻
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で

あ
る
。
）
さ
り
と
て
類
稀
な
秀
逸
せ
る
人
物
と
し
て
臣
下
に
甘
ん
じ
る
人
物
で

も
な
く
、
い
っ
た
い
こ
れ
は
如
何
な
る
運
命
を
辿
る
人
物
な
り
や
と
い
う
ふ
う

に
、
主
人
公
の
前
途
を
大
き
な
謎
と
魅
力
で
飾
っ
た
不
定
疑
問
の
描
写
な
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
昧
で
、
こ
の
相
人
の
予
言
は
、
未
来
へ
物
語
を
動
か
そ

う
と
す
る
要
因
と
、
主
人
公
の
過
去
か
ら
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
要
因
と
、
両

面
を
も
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
物
語
の
手
法
と
し
て
は
、
後
者
に
よ
り
深
い
関

連
を
有
し
て
く
る
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 
読
者
に
は
了
解
ず
み
の
事
柄
で
も
登
場
入
物
に
は
不
明
の
事
と
し
て
描
か
れ

る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
遡
の
描
か
れ
方
も
あ
る
。
作
者
の
こ
の
間
の
表
現

技
術
を
私
は
「
手
法
」
と
考
え
て
い
る
。

 
第
二
の
夢
占
い
の
描
写
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
若
紫
巻
に
、
次
の
表

現
が
み
ら
れ
る
。

 
 
女
将
の
君
も
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し
う
、
さ
ま
異
な
る
夢
を
見
定
ひ
て
、
合

 
 
は
す
る
も
の
召
し
て
、
と
は
せ
給
へ
ば
、
お
よ
び
な
う
、
思
し
も
か
け
ぬ

 
 
す
ち
の
事
を
、
合
は
せ
け
り
。
 
『
そ
の
中
に
、
違
ひ
目
あ
り
て
、
っ
っ
し
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ま
せ
給
ふ
べ
き
こ
と
な
む
侍
る
』
と
い
ふ
に
、
わ
づ
ら
は
し
く
思
え
て
、

 
 
『
穿
つ
か
ら
の
夢
に
は
あ
ら
ず
、
人
の
御
こ
と
を
語
る
な
り
。
こ
の
夢
合

 
 
ふ
ま
で
、
又
、
人
に
ま
ね
ぶ
な
』
と
、
の
た
ま
ひ
て
、
心
の
中
に
は
、
『
い

 
 
か
な
る
事
な
ら
む
」
と
、
お
ぼ
し
渡
る
に
、
こ
の
女
宮
の
御
事
聞
き
給
ひ

 
 
て
、
 
『
も
し
、
き
る
や
う
も
や
」
と
、
お
ぼ
し
合
は
せ
給
ふ
に
、
…
…
…

 
 
（
以
下
略
）
…
」

 
右
の
う
ち
、
予
言
と
し
て
の
夢
告
げ
は
、
 
「
お
よ
び
な
う
、
思
し
も
か
け
ぬ

す
ち
の
事
」
と
「
そ
の
申
に
、
違
ひ
目
あ
り
て
、
つ
つ
し
ま
せ
給
ふ
べ
き
こ
と

」
の
二
つ
で
あ
る
。
前
者
が
い
っ
た
い
如
何
な
る
内
容
を
言
っ
た
も
の
か
、
推

測
す
れ
ば
、
源
氏
が
帝
王
の
父
と
な
る
べ
し
と
い
う
事
（
山
岸
徳
平
氏
）
で
あ

ろ
う
。
後
者
の
部
分
に
つ
い
て
、
 
「
そ
の
中
」
の
「
そ
」
が
、
い
ろ
い
ろ
解
釈

さ
れ
う
る
が
、
や
は
り
、
夢
解
き
で
解
き
合
わ
せ
た
通
り
の
幸
運
を
指
し
て
い

る
（
松
尾
聡
氏
）
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
 
「
違
ひ
目
」
は

「
行
き
ち
が
い
」
の
意
で
、
交
墨
黒
「
つ
つ
し
ま
せ
給
ふ
べ
き
こ
と
」
と
、
内

容
上
同
一
事
件
を
さ
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

 
こ
の
部
分
は
、
 
「
源
氏
物
語
評
釈
」
で
萩
原
広
道
が
述
べ
た
如
く
、
 
（
「
此

の
夢
の
占
に
、
源
氏
生
涯
の
禍
福
の
伏
案
を
立
て
ら
れ
た
る
こ
と
、
か
の
桐
壼

の
相
入
の
詞
と
同
じ
き
中
に
、
こ
こ
は
や
や
委
し
く
な
り
た
り
。
末
の
巻
に
照

し
て
よ
く
味
は
ふ
べ
し
。
」
）
確
か
1
7
唐
注
意
さ
れ
る
べ
き
個
所
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
が
、
光
源
氏
の
須
磨
流
摘
事
件
を
予
言
し
て
い
る
と
見
る
の
も
通
説

で
あ
る
。

 
夢
が
未
来
を
暗
示
す
る
力
を
も
つ
神
秘
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
、
当
時
一
般

的
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
文
学
に
お
い
て
も
、
夢

告
げ
や
夢
合
わ
せ
を
扱
う
こ
と
も
多
く
、
例
え
ば
、
 
「
宇
．
津
保
物
語
」
の
俊
蔭

巻
に
、
仲
忠
の
生
誕
の
際
は
し
鷹
の
夢
を
見
た
姫
が
孝
行
の
子
の
生
ま
れ
る
前

兆
だ
と
言
っ
て
い
る
。
他
に
「
伊
勢
物
語
」
を
は
じ
め
「
蜻
蛉
日
記
」
や
「
更

級
日
記
」
に
、
夢
の
告
げ
を
描
い
た
条
は
多
く
み
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
の
中

で
も
、
夢
の
描
写
は
多
い
。
い
ま
、
試
み
に
「
夢
」
と
い
う
語
の
用
例
数
を
み

る
と
、
源
氏
物
語
に
一
三
三
例
を
数
え
る
く
注
⑰
V
。
そ
の
う
ち
、
夢
告
げ

な
い
し
は
夢
合
わ
せ
を
描
く
場
面
は
十
、
一
例
あ
る
（
但
し
、
明
石
巻
で
明
石
入

道
が
源
氏
を
迎
え
に
来
る
場
面
の
よ
う
な
、
夢
に
あ
る
暗
示
や
予
告
を
み
た
と

い
う
よ
う
な
場
合
を
す
べ
て
数
え
た
）
。
源
氏
物
語
の
作
者
も
夢
告
げ
の
信
仰

を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
夢
告
げ
の
場
面
に
つ
い
て
、
私
は
つ
ぎ
の
四
つ
の
点
を
考

察
し
た
上
で
、
従
来
の
解
釈
に
多
少
の
補
正
を
加
え
た
い
と
思
う
。

 
ま
ず
第
一
に
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
夢
告
げ
の
場
面
で
は
、
殆
ん
ど
の
場

合
、
そ
の
夢
は
そ
れ
ほ
ど
遠
い
未
来
に
つ
い
て
予
告
す
る
も
の
と
し
て
は
描
か

れ
て
お
ら
ず
、
近
い
将
来
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
現
後
に
お

い
て
夢
告
げ
の
こ
と
が
叙
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
明
石

巻
に
お
い
て
居
眠
り
を
し
て
い
る
源
氏
は
夢
を
見
る
。
そ
の
夢
に
故
院
が
現
わ

れ
、
 
「
な
ど
、
か
く
あ
や
し
き
所
に
は
も
の
す
る
ぞ
」
と
語
り
か
け
、
 
「
住
吉

の
神
の
導
き
給
ふ
ま
ま
に
、
は
や
舟
出
し
て
、
こ
の
浦
を
去
り
ね
」
と
告
げ

る
。
手
法
と
し
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
予
告
で
あ
る
。
が
、
こ
の
予
告
が
実

現
す
る
の
は
、
そ
の
夢
告
の
叙
述
を
置
い
て
そ
う
離
れ
て
は
い
な
い
。
数
行
を

隔
て
て
後
、
明
石
入
道
が
、
や
は
り
夢
告
げ
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
、
源
氏
を
迎
え

に
や
っ
て
く
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
他
の
例
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

若
紫
巻
の
こ
の
夢
告
げ
が
、
遠
く
須
磨
巻
で
の
事
件
を
予
言
し
て
い
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
こ
れ
は
例
外
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
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、

 
第
二
の
点
は
、
夢
告
げ
の
描
写
は
、
す
で
に
事
実
と
な
っ
て
生
じ
て
い
る
事

柄
に
つ
い
て
、
後
か
ら
、
実
は
夢
告
げ
が
あ
っ
て
そ
の
事
は
予
知
し
て
い
た
の

だ
、
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
若

菜
上
巻
に
、
明
石
入
道
よ
り
明
石
上
へ
送
ら
れ
た
消
息
文
の
中
に
、
次
の
叙
述

が
あ
る
。

 
 
わ
が
お
も
と
、
生
ま
れ
給
は
ん
と
せ
し
、
そ
の
年
の
二
月
の
、
そ
の
夜
の

 
 
夢
・
に
領
し
や
う
『
身
つ
か
ら
、
須
弥
の
山
を
、
右
の
手
に
捧
げ
た
り
。
山

 
 
の
左
右
よ
り
、
月
日
の
光
さ
や
か
に
さ
し
出
で
て
、
世
を
照
ら
す
。
二
つ

 
 
か
ら
は
山
の
下
の
か
げ
に
隠
れ
て
、
そ
の
光
に
あ
た
ら
ず
、
山
を
ば
、
広

 
 
き
海
に
浮
べ
お
き
て
、
小
さ
き
舟
に
乗
り
て
、
西
の
方
を
さ
し
て
漕
ぎ
ゆ

 
 
く
』
と
な
ん
、
見
侍
り
し
」

知
ら
れ
る
通
り
、
こ
れ
は
明
石
中
宮
と
春
宮
の
誕
生
の
予
告
で
あ
る
が
、
こ
の

叙
述
は
、
事
実
が
起
っ
た
（
明
石
巻
）
後
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
逆
に
、
明

石
巻
が
書
か
れ
る
時
は
、
若
菜
上
巻
の
内
容
も
ほ
ぼ
構
想
さ
れ
て
い
た
の
だ
ど

す
る
見
解
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
夢
告
げ
の
描
竃
、
を
中
心
に
考
察
す
る
場
合
、
こ

の
よ
う
な
書
き
方
は
、
も
は
や
予
言
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
若
紫
巻
の

こ
の
夢
合
せ
の
条
が
、
こ
の
よ
う
な
例
に
入
ら
な
い
と
は
限
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
源
氏
物
語
の
作
者
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
筆
法
を
用
い
て
い
る
。
前

に
書
い
た
こ
と
を
、
後
の
巻
に
お
い
て
発
展
的
に
描
く
場
合
、
あ
と
か
ら
諸
人

物
や
諸
事
件
の
関
連
づ
け
を
施
こ
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ

る
。
従
っ
て
、
自
然
に
関
連
づ
け
が
果
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
時
に
は
、
運
命
の

微
妙
さ
に
き
せ
し
め
、
因
果
の
理
の
不
可
思
議
さ
を
思
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
が

そ
の
よ
う
な
時
、
夢
は
重
宝
な
媒
材
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
夢
は
、
当
時
の

人
々
の
人
生
観
そ
の
も
の
の
根
本
に
深
く
入
り
こ
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

源
氏
物
語
の
短
篇
手
法
に
つ
い
て

し
、
入
物
や
事
件
の
相
互
に
お
い
て
、
前
巻
と
後
巻
と
の
間
に
関
連
や
結
合
が

み
ら
れ
る
か
ら
と
て
、
単
純
に
、
前
期
に
お
い
て
後
巻
ま
で
構
想
さ
れ
て
書
か

れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
関
連
づ
け
と
い
う
分
析
作

業
と
構
想
研
究
と
は
、
必
ず
し
も
同
質
の
研
究
作
業
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

 
第
三
の
点
は
、
夢
告
げ
が
事
実
と
し
て
実
現
し
て
く
る
場
合
、
源
氏
物
語
で

は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
夢
の
告
げ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
後
の
叙
述

の
ど
こ
か
に
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
源
氏
が
須
磨
へ
引
退
す
る
条
の
後
に
お
い

て
、
そ
の
こ
と
が
か
っ
て
誰
か
の
「
夢
に
告
げ
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
叙
述
は

ど
こ
に
も
な
い
。
．

 
第
四
の
点
は
、
こ
の
夢
告
げ
の
叙
述
交
の
解
釈
に
関
わ
る
こ
と
で
、
再
検
討

し
た
い
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
ω
は
、
源
氏
が
「
わ
づ
ら
は
し
く
思
え

て
」
 
「
い
か
な
る
事
な
ら
む
」
と
考
え
続
け
た
と
い
う
の
は
、
何
に
つ
い
て
な

の
か
と
い
う
点
で
、
通
説
で
は
そ
の
点
が
明
瞭
で
な
い
が
、
文
脈
か
ら
考
え

て
、
 
「
そ
の
中
に
、
違
ひ
目
あ
り
て
、
つ
つ
し
ま
せ
給
ふ
べ
き
こ
と
」
が
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
い
う
相
入
の
詞
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
 
「
お
ぼ
し
渡
る
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
の
女
宮
の
御
事
聞
き
給
ひ
て
、
 
『
も
し
、
さ
る
や
う
も
や
』
と
お
ぼ
し
合
は

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ

せ
給
ふ
に
」
 
（
傍
点
稿
者
）
と
い
う
呼
応
の
叙
述
は
、
前
の
「
い
か
な
る
事
な

ら
む
」
と
い
う
疑
問
が
氷
解
し
て
き
た
心
理
状
態
の
描
写
で
あ
る
か
ら
、
 
「
違

ひ
目
」
を
須
磨
巻
に
お
け
る
源
氏
流
請
事
件
と
解
す
る
こ
と
が
不
合
理
と
な
っ

て
く
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
 
「
違
ひ
目
」
で
あ
り
「
つ
つ
し
ま
せ
給
ふ
べ
き
こ

と
」
、
源
氏
に
と
っ
て
「
い
か
な
る
急
な
ら
む
」
と
気
が
か
り
な
事
と
は
、
藤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

壼
懐
妊
の
こ
と
で
あ
る
。
故
に
こ
そ
、
 
「
こ
の
女
宮
の
御
事
聞
き
給
ひ
て
」

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

「
お
ぼ
し
合
は
せ
給
」
う
た
の
で
あ
る
。

 
そ
の
ω
に
、
こ
の
条
の
は
じ
め
「
中
将
の
君
も
」
と
あ
る
「
も
」
を
ど
う
解
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釈
す
る
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
も
」
は
並
列
を
示
す
係
助
詞
で
あ
る
。
先
行

の
叙
述
に
お
い
て
、
妊
娠
し
た
こ
と
を
知
っ
た
藤
壷
自
身
の
懊
悩
が
描
か
れ

る
。
 
「
『
い
か
な
る
に
か
』
と
、
人
知
れ
ず
お
ぼ
す
事
も
あ
り
け
れ
ば
、
心
憂

く
『
い
か
な
ら
ん
』
と
の
み
、
お
ぼ
し
乱
る
」
と
あ
る
。
「
空
お
そ
ろ
し
う
、

物
を
思
す
事
ひ
ま
な
し
」
と
あ
る
。
こ
う
い
う
藤
壼
の
姿
を
描
い
て
、
た
だ
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

入
の
残
る
相
手
を
描
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
源
氏
の
方
で
も
…
…
と
い

う
書
き
ぶ
り
は
、
ご
く
自
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
条
は
、
藤
壼
の
内
心

の
不
安
と
煩
潤
を
前
者
と
し
、
源
氏
の
不
吉
な
夢
占
い
に
よ
る
不
安
と
煩
潤
を

後
者
と
し
、
両
者
あ
い
応
じ
て
一
段
を
完
結
し
て
い
る
。
 
「
中
将
の
君
も
」
の

「
も
」
は
、
従
っ
て
、
単
に
「
さ
ま
異
な
る
夢
を
見
給
ひ
て
」
に
係
る
の
み
で

は
な
く
、
「
わ
づ
ら
は
し
く
思
え
て
」
に
も
「
い
か
な
る
事
な
ら
む
と
お
ぼ
し

渡
る
に
」
に
も
、
と
り
わ
け
「
も
し
、
さ
る
や
う
も
や
と
、
お
ぼ
し
合
わ
せ
給

ふ
に
」
に
も
、
係
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
四
点
か
ら
、
私
は
、
こ
の
夢
占
い
に
お
け
る
「
違
ひ
目
あ
り
て
、
つ

つ
し
ま
ぜ
給
ふ
べ
き
こ
と
な
む
侍
る
」
と
い
う
詞
を
、
単
純
に
、
須
磨
・
明
石

両
軍
の
伏
線
だ
と
は
解
さ
な
い
。
少
く
と
も
、
こ
こ
で
す
で
に
須
磨
・
明
石
巻

の
構
想
が
成
っ
て
い
た
と
は
解
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
の
描
写
の
中
・
5
9
点
は
、

藤
壼
懐
妊
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
夢
解
き
を
す
る
人
も
、
具
体
的
に
こ
の

事
実
を
知
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
藤
壼
と
源
氏
と
の
、
二
人
だ
け
の
秘
密
で

あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
源
氏
自
身
に
も
こ
の
懐
妊
が
わ
か
り
き
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
、
夢
解
き
も
源
氏
も
最
初
は
「
謎
」
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
藤
壼
懐
妊
の
事
を
知
ら
さ
れ
、
源
氏
に
は
、
思
い
当
る
節
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
心
理
上
の
起
伏
を
、
こ
の
夢
圧
鳳
げ
は
い
つ
そ
う
効
果
的

に
表
現
す
る
た
め
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
無
論
、
こ
の
藤
壼
事
件
が
因
と
な
っ
て
源
氏
の
須
磨
引
退
事
件
が
起
っ
て
来

る
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
源
氏
の
須
磨
引
退
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
諸
説

が
た
た
か
わ
さ
れ
て
い
る
が
く
注
⑱
〉
、
こ
の
藤
壼
事
件
と
密
接
な
関
連
が

あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
作
者

が
後
か
ら
関
連
づ
け
た
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
巻
に
お
い
て
、

須
磨
巻
ま
で
を
構
想
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
気
が
す
る
。

 
要
す
る
に
、
こ
の
夢
占
い
の
叙
述
さ
え
も
、
こ
の
場
面
の
形
象
（
文
芸
的
効

果
）
と
い
う
点
に
力
点
を
お
い
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
、
短
篇
物
語
の
手
法
の
中

で
読
み
と
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

 
次
に
、
第
三
番
目
の
予
言
と
は
、
濡
標
巻
の
、
つ
ぎ
の
叙
述
で
あ
る
。

 
 
撃
退
に
、
『
御
子
三
人
。
帝
・
后
、
か
な
ら
ず
、
並
び
て
生
れ
給
ふ
べ

 
 
し
。
中
の
劣
り
は
、
太
政
大
臣
に
て
、
位
を
き
は
む
べ
し
』
と
考
え
申
し

 
 
た
り
し
、
 
「
中
の
劣
り
腹
に
、
女
は
（
出
で
来
給
ふ
べ
し
』
と
あ
り
し
こ

 
 
と
、
さ
し
て
、
か
な
ふ
な
め
り
。
」

 
右
の
う
ち
「
帝
」
と
は
、
冷
泉
帝
の
こ
と
で
あ
り
、
 
「
后
」
と
は
明
石
中
暑

の
こ
と
で
あ
り
、
 
「
中
の
劣
り
」
と
は
夕
霧
の
こ
と
で
あ
る
。

 
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
宿
曜
占
い
に
よ
っ
て
、
過
去
に
お
い
て
相
人
が
占
っ

て
い
た
（
過
去
を
示
す
助
道
詞
「
し
」
に
よ
っ
て
わ
か
る
）
と
い
う
事
実
を
述

べ
て
は
い
る
が
、
源
氏
物
語
に
、
こ
れ
に
当
る
叙
述
は
ど
こ
に
も
な
い
。
さ
ら

に
、
冷
泉
帝
の
御
即
位
の
事
は
既
に
同
書
の
初
め
に
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
夕
霧

に
つ
い
て
は
、
後
の
巻
に
お
い
て
も
左
大
臣
以
上
に
は
叙
位
さ
れ
て
お
ら
ず
（

宿
未
巻
）
、
予
言
と
い
う
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
実
質
上
、
内

容
が
予
言
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
物
語
の
展
開
の
し
方
・
手
法
の
上
か
ら
み
る

（28）



と
、
予
言
の
機
能
は
果
し
得
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
わ
ず
か
に
、
誕
生
し
た

ば
か
り
の
明
石
姫
君
の
未
来
を
「
后
」
と
予
言
し
た
点
が
残
る
ば
か
り
で
あ

る
。
事
実
、
こ
の
条
は
、
明
石
姫
君
の
誕
生
を
主
た
る
物
語
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
こ
の
姫
沼
一
入
の
予
言
で
あ
っ
て
十
分
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ

と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
予
言
と
は
い
え
、
そ
の
描
写
手
法
は
、
き
わ
め
て
場
面

性
に
制
約
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
直
後
に
「
相
人

の
こ
と
、
空
し
か
ら
ず
」
と
、
源
氏
が
感
歎
し
て
い
る
が
、
読
者
に
と
っ
て
、

明
白
と
な
っ
て
い
る
過
去
を
、
思
わ
せ
ぶ
り
な
相
人
の
予
言
と
し
て
描
き
あ
ら

わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
予
告
の
機
能
を
失
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

 
作
者
と
読
者
の
関
係
を
意
識
し
た
上
で
の
作
者
の
描
き
方
（
手
法
と
は
そ
う

い
う
意
味
だ
が
）
を
考
察
す
る
限
り
、
右
の
予
言
や
夢
告
げ
の
描
写
は
、
さ
ほ

ど
予
言
的
で
は
な
い
。

 
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
と
、
私
は
、
源
氏
物
語
第
一
部
に
お
け
る

予
言
や
予
告
（
そ
し
て
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
遺
言
も
こ
れ
に
含
め
て
考

え
ら
れ
る
）
を
、
少
し
く
過
少
に
評
価
し
た
き
ら
い
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
、
私
は
、
源
氏
物
語
の
中
の
予
言
や
予
告
が
、
第
一
部
の
長
篇
物
語
の
構

想
上
の
骨
子
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

予
言
は
確
か
に
適
中
し
て
い
る
。
そ
の
味
で
、
前
述
の
阿
部
秋
生
氏
や
手
塚
昇

氏
の
お
説
も
肯
け
る
。
が
、
予
言
が
適
中
し
た
、
と
い
う
描
き
方
は
、
構
想
上

の
伏
線
の
形
象
化
と
い
う
こ
と
と
、
同
じ
こ
と
で
は
な
い
。
源
氏
物
語
に
お
け
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る
数
々
の
夢
告
げ
や
予
言
は
、
あ
く
ま
で
伏
線
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
も
の
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に
支
配
ざ
れ
て
い
る
人
間
の
生
き
方
の
問
題
、
い
い
か
え
れ
ば
、
源
氏
物
語
の

人
物
像
、
思
想
の
問
題
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
予
言
の
描
写

を
、
源
氏
物
語
の
長
篇
の
構
想
と
直
結
す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
は
な
い
。
構
想

源
氏
物
語
の
短
篇
手
法
に
つ
い
て

の
問
題
を
探
究
す
る
と
い
う
観
点
に
立
で
ば
、
予
言
の
描
写
も
、
手
法
上
の
問

題
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
す
る
時
は
、
や
は
り
長
篇
化
の
骨
子
と
い
う
よ
り

は
、
短
篇
手
法
と
し
て
の
場
面
性
に
、
そ
れ
は
よ
り
強
い
連
関
を
有
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
少
く
も
、
予
言
が
描
か
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
そ
こ
で

描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
、
そ
の
場
面
の
申
に
あ
る
。
物
語
と
い

う
も
の
は
、
そ
う
い
う
書
き
方
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈲

 
源
氏
物
語
が
、
そ
の
基
調
に
、
短
篇
物
語
の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る
こ
と

は
、
い
ろ
い
ろ
な
点
か
ら
立
証
さ
れ
る
と
思
う
。
例
え
ば
、
物
語
中
に
和
歌
が

多
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
事
実
も
そ
う
だ
し
（
歌
物
語
の
性
格
も
多
分
に
影
響
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
、
登
場
人
物
、
こ
と
は
主
人
公
光
源
氏
が
統
一
性
の
あ

る
人
格
と
し
て
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
巻
々
に
よ
っ
て
様
々
に
分
裂
し
た
人
格
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
く
注
⑲
〉
。
何
よ
り
も
各
巻
々

が
相
互
に
有
機
的
の
関
連
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
そ
の
端
的
な
徴
し
で
あ

る
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
長
篇
性
と
矩
篇
性
と
の
い
ず
れ
に
力
点
を
読
む
か
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
物
語
の
テ
ー
マ
、
執
筆
の
動
機
な
ど
に
も
か
ら
む
重
要
な
問

題
だ
と
思
う
。
故
に
、
時
代
と
作
品
と
作
家
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
、
あ
り
の

ま
ま
を
究
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
は
紙
数
も
つ
き
て
し
ま
っ
た
。
次
の

機
会
に
試
み
て
み
た
い
。

 
注
①
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
（
昭
、
四
〇
、
七
）
 
（
源
氏
成
立
墨
黒
に
お
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
役
割
）

 
 
②
新
講
源
氏
物
語
 
 
 
（
昭
、
三
三
、
九
、
 
一
〇
）
 
（
解
説
）

 
 
③
源
氏
物
語
研
究
 
 
 
（
昭
、
四
一
、
三
、
三
〇
）
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④
「
源
氏
物
語
の
世
界
」
 
（
昭
、
三
九
、
十
二
）
（
物
語
交
学
研
究
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題
）

⑤
岡
一
男
氏
「
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
（
昭
、
二
九
、
一
）

 
森
岡
常
夫
氏
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
 
（
昭
、
≡
二
、
十
一
）
な
ど
が
代

 
 
 
 
 
 
 
 
 
表
的
。

⑥
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
（
昭
、
三
八
、
八
）
 
（
源
氏
物
語
の
構
造
と
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
聞
像
）

⑦
⑥
に
同
じ
（
源
氏
物
語
の
執
筆
順
序
と
巻
々
に
登
場
す
る
人
間
像
に
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
て
）

⑧
文
学
（
昭
二
五
、
七
）
 
（
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
（
下
）
）

⑨
②
に
同
じ

⑩
「
源
氏
物
語
研
究
序
説
」
（
昭
、
三
四
、
一
）
、

⑪
⑥
に
同
じ

⑫
登
場
人
物
が
美
丈
夫
、
勇
士
、
美
女
、
節
婦
で
あ
る
こ
と
、
巻
々
の
冒

 
頭
文
、
主
人
公
の
流
離
（
貴
種
流
離
潭
）
な
ど
、
古
代
伝
承
物
語
の
型

⑱
日
本
文
学
史
（
岩
波
講
座
）
源
氏
物
語
（
昭
、
三
三
、
八
）

⑭
国
文
学
（
昭
、
四
一
、
六
）
 
（
源
氏
物
語
の
構
想
第
一
部
）

⑮
「
源
氏
物
語
の
再
検
討
」
（
昭
、
四
一
、
一
）

⑯
⑩
に
同
じ

⑰
吉
沢
義
則
著
「
対
校
源
氏
物
語
新
釈
」
索
引
に
よ
る

⑱
多
屋
頼
俊
著
「
源
氏
物
語
の
思
想
」
 
（
昭
、
二
七
、
四
）
や
仲
田
庸
幸

 
著
「
源
氏
物
語
の
交
芸
的
研
究
」
 
（
昭
、
三
七
、
九
）
な
ど
参
照

㈲
和
辻
哲
朗
氏
「
源
氏
物
語
に
つ
い
て
」
 
（
日
本
精
神
史
研
究
）
 
（
大
、

 
一
五
）
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