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原

弘

一

 
末
摘
花
巻
か
ら
蓬
生
巻
へ
の
、
末
摘
花
豫
の
き
わ
だ
っ
た
変
貌
に
つ
い
て
、

今
井
源
衛
氏
「
末
摘
花
の
問
題
」
（
『
日
本
文
学
」
昭
3
0
・
9
）
ほ
か
、
す
で
に

 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

多
数
の
指
摘
が
あ
あ
。
ま
た
、
そ
の
変
貌
の
理
由
に
つ
い
て
訴
2
）
「
源
氏
物
・

・
語
に
お
い
て
は
主
題
の
設
定
に
随
伴
し
て
人
物
造
型
が
な
さ
れ
る
」
と
の
基
本

認
識
に
依
っ
て
解
説
し
た
森
一
華
氏
の
末
摘
花
論
が
示
唆
に
富
み
、
卓
見
と
さ

れ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
末
摘
花
、
蓬
生
両
掛
に
「
持
続
す
る
も
の
」
、
「
物
語
の
不
変
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

分
」
を
読
み
と
る
藤
井
貞
和
氏
説
、
末
摘
花
の
変
貌
を
「
単
に
局
面
の
相
違
に

よ
っ
て
造
型
の
し
か
た
が
異
る
」
と
い
う
「
単
純
」
な
こ
と
が
ら
と
み
ず
、
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

つ
と
人
間
的
、
内
的
な
変
化
と
し
て
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
野
村
精
一
氏
説
も

な
さ
れ
て
お
り
、
注
意
さ
れ
る
。

 
物
語
の
本
文
叙
述
に
た
ち
も
ど
っ
て
、
末
摘
花
の
人
間
像
を
再
吟
味
し
、
そ
こ

か
ら
こ
の
物
語
に
固
有
で
し
か
も
必
然
の
思
想
と
方
法
を
追
求
し
て
み
た
い
。

 
ま
ず
、
末
摘
花
の
変
貌
と
い
う
と
き
、
彼
女
の
人
間
像
の
ど
こ
が
、
ど
の
よ

う
に
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
確
認
の
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

 
彼
女
は
、
末
摘
花
巻
で
、
「
か
い
ひ
そ
め
、
人
う
と
う
も
て
な
し
「
（
ω
i

謝
）
、
さ
ら
に
「
ひ
と
へ
に
物
つ
つ
み
し
、
ひ
き
入
り
た
る
方
は
し
も
、
あ
り

が
た
う
も
の
し
た
ま
ふ
人
」
（
）
0
1
一
『
0
（
∩
《
U
）
と
し
て
登
場
す
る
。
立
ち
聞
き
に
よ

っ
て
、
源
氏
は
よ
う
や
く
女
に
近
づ
く
が
、
・
源
氏
の
歌
に
も
会
話
に
も
、
女
は

 
 
 
 
 
 
 
 
し
じ
ま

・
答
え
を
返
さ
な
い
「
沈
黙
の
女
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
異
常
な
寡
黙
が
、
源
氏

の
女
に
対
す
る
好
奇
心
を
い
っ
そ
う
募
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
こ
の
巻
に

お
け
る
末
摘
花
の
人
間
像
を
型
ど
る
重
要
な
表
象
な
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
蓬
生
巻
に
お
け
る
末
摘
花
は
、
俄
然
、
多
弁
な

女
と
な
り
、
侍
女
や
叔
母
た
ち
の
俗
悪
に
対
抗
し
、
自
己
を
主
張
し
て
い
る
。

 
こ
れ
は
一
見
、
人
物
像
の
重
大
な
変
化
、
矛
盾
と
も
受
け
と
め
ら
れ
よ
う
。

が
、
前
者
に
お
け
る
物
語
の
焦
点
は
、
立
ち
聞
き
に
よ
っ
て
増
進
す
る
源
氏
の

女
に
対
す
る
好
奇
心
の
行
く
方
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
女
の
正
体
を
故
意
に
曖
昧

と
す
る
一
面
が
あ
り
、
末
摘
花
の
寡
黙
は
そ
の
た
め
の
必
須
条
件
と
も
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
男
性
と
は
文
通
さ
え
経
験
の
な
い
末
摘
花
が
は
じ
め
て
源
氏
を

相
手
恕
す
る
対
面
の
場
に
身
を
置
く
状
況
は
、
後
者
に
お
い
て
馴
れ
親
し
い
侍

女
や
無
教
養
で
俗
悪
な
叔
母
を
相
手
に
会
話
す
る
場
面
と
は
同
次
元
に
読
ま
れ

る
べ
き
で
な
い
。
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場
面
や
状
況
の
変
化
に
即
応
す
る
人
物
像
の
若
干
の
変
容
は
、
他
の
作
品
で

も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
、
末
摘
花
に
固
有
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
。

 
両
三
に
お
け
る
末
摘
花
像
の
も
っ
と
も
大
き
な
相
異
は
、
彼
女
の
詠
歌
態
度

に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
末
摘
花
巻
に
お
い
て
、
源
氏
と
頭
中
将
は
競
う
よ
う
に

し
て
女
に
歌
を
贈
る
が
、
二
人
と
も
返
歌
を
得
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
対
面
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
詠
み
か
け
る
源
氏
の
歌
に
対
し
て
も
、
彼
女
自
身
の
返
歌

は
な
さ
れ
ず
、
侍
女
た
ち
の
代
作
に
よ
っ
て
い
る
。
二
人
だ
け
の
夜
を
過
ご
し

た
後
朝
で
も
、
末
摘
花
は

 
 
た
だ
「
む
む
」
と
う
ち
笑
ひ
て
、
い
と
口
重
げ
な
る
 
 
（
）
8
1
一
ρ
h
U
（
3
）

有
様
で
、
源
氏
の
贈
歌
に
答
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
め
ず
ら
し
く
自
発
的

に
贈
歌
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
古
風
な
歌

 
 
か
ら
こ
ろ
も
君
が
心
の
つ
ら
け
れ
ば
た
も
と
は
か
く
そ
そ
ぼ
ち
つ
つ
の
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
）
0
！
U
l
l
-
7
（
Q
J
）

は
、
源
氏
を
し
て
「
あ
さ
ま
し
の
口
つ
き
や
」
 
（
）
3
1
-
7
（
り
■
り
）
と
、
あ
き
れ
さ
せ

て
い
る
。
後
の
玉
受
動
で
も
、
彼
女
は
同
趣
向
の
歌
を
源
氏
に
贈
り
、
源
氏
は

 
 
古
代
の
歌
詠
み
は
、
唐
衣
、
襖
叢
る
る
か
ご
と
こ
そ
離
れ
ね
な
。
 
（
中

 
 
略
）
さ
ら
に
一
筋
に
ま
っ
は
れ
て
、
重
め
き
た
る
言
の
葉
に
ゆ
る
ぎ
た
ま

 
 
は
ぬ
こ
そ
、
妬
き
こ
と
は
は
た
あ
れ
。
 
 
（
）
 
 
1
 
 

P
2
U
～
3
）

と
、
．
皮
肉
ま
じ
り
の
批
評
を
施
し
て
い
る
。
．

 
一
方
、
蓬
生
巻
で
は
、
離
別
す
る
侍
従
に
自
ら
す
す
ん
で
贈
遺
し
、
貧
窮
の

極
み
に
在
っ
て
故
旧
宮
を
慕
い
独
詠
歌
を
な
す
末
摘
花
で
あ
る
。

 
 
亡
き
人
を
恋
ふ
る
挟
の
ひ
ま
な
き
に
荒
れ
た
る
軒
の
し
づ
×
さ
へ
添
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
）
［
」
0
4
-
3
（
3
）

独
詠
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
源
氏
を
喚
び
出
し
、
引
き
寄
せ
、
彼
の
独
詠
歌
を
導

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

く
機
能
を
有
す
る
、
貴
重
な
詠
出
で
あ
る
。
 
『
細
流
抄
」
の
評
注
に
、
「
ひ
た

ち
の
宮
の
歌
は
、
平
生
聞
こ
え
ざ
る
様
な
る
を
、
此
歌
は
き
は
め
て
お
も
し
ろ

く
あ
は
れ
な
る
は
（
時
の
憾
よ
り
出
で
き
ぬ
る
故
と
見
え
た
り
」
と
あ
る
よ
う

に
、
末
摘
花
に
は
め
ず
ら
し
い
、
真
情
あ
ふ
れ
る
秀
歌
と
な
っ
て
い
る
。
源
氏

に
再
会
し
、
数
年
来
の
思
い
を
歌
に
託
し
て
、

 
 
年
を
へ
て
ま
っ
し
る
し
な
き
わ
が
宿
を
花
の
た
よ
り
に
す
ぎ
ぬ
ば
か
り
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
-
4
（
り
■
U
）

と
詠
む
の
は
、
源
氏
の
三
三

 
 
藤
波
の
う
ち
過
ぎ
が
た
く
見
え
つ
る
は
ま
つ
こ
そ
宿
の
し
る
し
な
り
け
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
）

を
受
け
て
、
男
の
冷
淡
を
軽
く
恨
む
、
み
ご
と
な
切
り
返
し
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
 
歌
を
不
得
手
と
す
る
彼
女
の
詠
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
 
源
氏

も
、
そ
の
よ
う
な
末
摘
花
の
詠
歌
態
度
に
接
し
て

 
 
袖
の
香
も
、
昔
よ
り
は
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
る
に
や
 
（
同
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
6
）

と
感
心
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
彼
女
の
成
長
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
。

 
た
だ
し
、
末
摘
花
巻
に
お
け
る
彼
女
が
歌
に
関
し
て
無
知
無
能
で
あ
っ
た
と

見
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
 
男
と
の
艶
な
る
歌
の
贈
答
経
験
は
な
か
っ
た
の

で
、
源
氏
に
相
対
し
て
当
意
即
妙
な
返
歌
は
無
理
と
し
て
、
源
氏
が
通
ひ
は
じ

め
て
か
ら
、
「
け
は
ひ
う
ち
そ
よ
め
き
世
づ
い
た
り
。
君
も
す
こ
し
た
を
や
ぎ

た
ま
へ
る
気
も
て
つ
け
」
 
（
）
6
1
1
-
7
（
3
）
、
年
頭
の
源
氏
の
来
訪
の
折
に
は
、
源

氏
ρ

 
 
今
年
だ
に
声
す
こ
し
聞
か
せ
た
ま
へ
か
し
、
待
た
る
る
も
の
は
さ
し
お
か

 
 
れ
て
、
御
気
色
の
あ
ら
ま
ら
む
な
む
ゆ
か
し
き
 
 
（
）
8
1
ー
ワ
ー
（
3
）

ど
の
語
り
か
け
に

（50）



 
 
さ
へ
っ
る
春
は
 
（
同
）

と
の
古
歌
の
一
節
（
古
今
集
、
船
上
、
読
人
し
ら
ず
、
「
百
千
鳥
さ
へ
っ
る
春

は
物
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
我
ぞ
ふ
り
ゆ
く
」
）
で
答
え
て
い
る
。
源
氏
の

会
話
が
古
歌
（
拾
遺
集
、
春
、
素
性
法
師
「
あ
ら
た
ま
の
年
た
ち
か
へ
る
朝
よ

り
待
た
る
る
も
の
は
鶯
の
声
」
）
を
踏
ま
え
た
の
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
源

氏
の
後
姿
を
見
送
る
女
が
醜
婦
で
は
「
見
苦
し
の
わ
ざ
や
」
 
（
同
）
と
嘆
く
ほ

か
な
い
が
、
古
歌
の
贈
答
に
支
え
ら
れ
る
後
朝
の
別
れ
は
、
こ
の
物
語
に
登
場

す
る
人
物
の
資
格
を
保
証
す
る
。
少
く
も
、
読
者
の
側
で
は
そ
の
よ
う
に
受
け

と
る
用
意
は
で
き
た
、
と
見
て
よ
い
。

 
補
足
的
に
述
べ
る
が
、
前
掲
の
末
摘
花
歌
「
か
ら
こ
ろ
も
…
…
」
に
つ
い

て
、
源
氏
の
批
評
は
前
述
の
ご
と
く
冷
厳
な
も
の
で
あ
る
が
、
物
語
と
い
う
虚

構
世
界
の
枠
を
外
し
て
み
て
、
こ
の
歌
が
当
時
の
和
歌
史
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど

の
駄
作
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
源
氏
の
批
評
が
そ
の
ま
ま
物
語
作
者
紫
式
部
の

そ
れ
に
合
致
す
る
の
か
ど
う
か
、
疑
え
な
く
も
あ
る
ま
い
。
ち
な
み
に
、
こ
れ

・
に
対
す
る
源
氏
の
返
歌
と
並
べ
て
、
末
摘
花
側
の
女
房
た
ち
の
評
と
し
て
、

 
 
御
歌
も
、
こ
れ
よ
り
の
は
、
こ
と
わ
り
聞
こ
え
て
し
た
た
か
に
こ
そ
あ

 
 
れ
、
御
返
り
は
、
た
だ
を
か
し
き
方
に
こ
そ
。
 
（
）
ハ
h
U
ー
ユ
ー
7
（
3
）

と
の
叙
述
を
み
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ま
た
虚
構
世
界
内
人
物
の
詞
で
あ
る
た

め
、
こ
れ
も
た
だ
ち
に
作
者
の
評
言
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
作
者
の

本
音
が
い
ず
れ
に
あ
る
か
は
必
ず
し
も
自
明
的
な
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
つ
ま

り
、
源
氏
の
眼
に
映
る
末
摘
花
像
は
、
会
話
に
も
和
歌
に
も
お
く
れ
た
朴
念
仁

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
作
者
の
創
造
し
て
ゆ
く
彼
女
の
実
像
な
の
か
ど

う
か
は
留
保
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
か
。

 
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
察
す
る
際
に
、
い
ま
ひ
と
つ
再
吟
味
し
て
お
き
た
い

 
末
摘
花
三
一
変
貌
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一

こ
と
が
あ
る
。
末
摘
花
巻
に
お
い
て
、
あ
れ
ほ
ど
露
骨
に
、
む
し
ろ
残
酷
な

ま
で
に
女
の
醜
い
容
姿
を
こ
ま
ご
ま
と
描
き
写
し
た
作
者
が
、
逢
生
巻
に
お
い

て
は
に
わ
か
に
同
情
的
に
な
り
、
そ
の
醜
貌
に
つ
い
て
の
描
写
を
つ
と
め
て
省

筆
す
る
傾
向
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
完
全
省
筆
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
、 

 
た
だ
山
人
の
赤
き
木
の
実
ひ
と
つ
を
顔
に
放
た
ぬ
と
見
え
た
ま
ふ
、
御
側

 
 
目
な
ど
は
、
お
ぼ
ろ
け
の
人
の
見
た
て
ま
つ
り
ゆ
る
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず

 
 
か
し
。
 
（
）
ρ
h
U
2
1
0
乙
（
り
㌔
U
）

と
叙
し
て
は
い
る
が
、
続
く
本
文
に

 
 
く
は
し
く
は
聞
こ
え
じ
。
 
い
と
ほ
し
う
、
 
も
の
い
ひ
さ
が
な
き
や
う
な

 
 
り
。
〈
同
）

と
の
草
子
地
を
付
し
、
女
の
醜
貌
に
つ
い
て
の
語
り
を
や
め
る
。
両
巻
に
お
い

て
、
末
摘
花
に
対
す
る
作
者
の
態
度
そ
れ
自
体
が
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
の
人
物
像
の
変
化
も
、
作
者
の
創
作
態
度
、
方
法

そ
の
も
の
の
変
化
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二

 
末
摘
花
巻
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
好
奇
心
旺
盛
な
源
氏
の
色
好
み
が
思
い
が
け

な
い
醜
女
に
到
り
着
く
、
・
そ
の
 
「
を
こ
の
物
語
」
 
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
読
者
の
笑
い
は
末
摘
花
の
醜
貌
に
向
け
ら
れ
て
い
よ
う
。
が
、

か
つ
て
野
村
精
一
氏
の
卓
説
に
も
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、
「
こ
こ
で
笑
わ
れ
て

い
る
の
は
末
摘
花
だ
け
な
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
女
と
交
渉
し
た
「
名
の
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
了
）

こ
と
ご
と
し
」
い
男
1
1
光
源
氏
も
ま
た
そ
う
な
の
で
あ
る
」
こ
と
も
読
み
す
ご

せ
な
い
。

（ 51' ）

／



＼

 
私
は
、
こ
う
し
た
物
語
の
主
題
を
表
現
し
え
た
作
者
の
物
語
方
法
に
注
目
し

た
い
。

 
こ
の
巻
で
、
源
氏
の
立
ち
聞
き
か
ら
垣
間
見
へ
と
た
か
ま
る
接
近
の
方
法
の

中
で
型
ど
ら
れ
る
末
摘
花
像
が
印
象
深
い
。
こ
こ
で
、
源
氏
の
耳
目
は
た
だ
ち

に
読
者
自
身
の
そ
れ
で
も
あ
る
。
源
氏
の
視
線
で
と
ら
え
ら
れ
る
末
摘
花
像
だ

け
が
、
読
者
に
と
っ
て
末
摘
花
と
い
う
女
性
人
物
の
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。
こ

の
巻
に
お
い
て
、
末
摘
花
を
「
正
身
」
と
い
う
叙
述
で
描
写
す
る
例
が
多
い
の

も
そ
の
た
め
で
あ
る
（
通
し
て
4
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
）
。
ま
た
、
地
の

文
に
お
い
て
、

 
 
か
し
こ
に
は
、
文
を
だ
に
と
い
と
ほ
し
く
思
し
出
で
て
、
夕
つ
方
ぞ
あ
り

 
 
け
る
。
 
（
）
．
O
J
l
l
「
0
（
3
）

か
し
こ
に
は
、
待
つ
ほ
ど
過
ぎ
て
、
命
婦
も
、

か
な
と
、
心
う
く
思
ひ
け
り
。
 
（
同
）

い
と
い
と
ほ
し
き
御
さ
ま

 
 
我
は
さ
り
と
も
心
長
く
見
は
て
て
む
と
、
思
し
な
す
御
心
を
知
ら
ね
ば
、

 
 
か
し
こ
に
は
い
み
じ
う
そ
嘆
い
た
ま
ひ
け
る
。
 
（
）
1
1
-
n
h
U
（
3
）

な
ど
の
叙
述
を
見
る
が
、
「
か
し
こ
」
は
、
す
べ
て
末
摘
花
方
を
指
す
語
で
あ

る
こ
ど
を
見
て
も
、
作
者
が
ど
れ
ほ
ど
源
氏
中
心
の
視
点
法
に
よ
り
か
か
っ
て

物
語
を
進
め
て
い
る
か
が
明
瞭
で
あ
る
。

 
作
中
人
物
と
の
間
に
距
離
を
も
ち
、
作
者
が
作
中
世
界
を
対
象
化
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
そ
れ
が
虚
構
化
の
度
を
増
し
加
え
る
の
に
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
笑
い
の
対
象
と
し
て
の
末
摘
花
造
型
の
方
法

と
し
て
、
作
者
に
と
っ
て
必
要
か
つ
十
分
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
ど
も
確
実
で
あ

る
。

 
じ
か
し
、
こ
の
物
語
の
作
者
は
、
'
源
氏
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
て
笑
い
者
と
さ

れ
た
末
摘
花
嫁
の
造
型
で
の
み
虚
構
の
世
界
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
は
考
え
て
は

い
な
か
っ
た
。
末
摘
花
巻
巻
末
の
草
子
地
「
か
か
る
人
々
の
末
々
い
か
な
り
け

・
む
」
 
（
）
0
1
■
1
8
（
3
）
が
、
そ
の
こ
と
を
証
す
る
。

 
末
摘
花
巻
に
お
け
る
源
氏
と
末
摘
花
と
の
交
渉
の
後
日
潭
を
語
る
蓬
生
巻
の

方
法
は
、
ま
さ
に
半
回
転
の
対
照
を
示
す
。
こ
こ
で
の
主
人
公
は
、
も
は
や
源

氏
で
は
な
く
末
摘
花
自
身
で
あ
る
。
こ
の
巻
で
用
い
ら
れ
る
「
こ
の
」
「
こ
こ
」

な
ど
の
近
称
指
示
語
は
、
 
一
貫
し
て
末
摘
花
に
当
て
ら
れ
、
逆
に
、
た
と
え

ば
、

 
 
，
か
の
殿
に
は
、
め
づ
ら
し
人
に
、
い
と
ど
も
の
騒
が
し
き
御
あ
り
さ
ま
に

 
 
て
、
（
）
Q
U
9
自
1
3
（
3
）

の
よ
う
に
、
源
氏
を
「
か
の
」
と
遠
称
で
指
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

 
 
d
d
に
は
、
い
と
ど
な
が
め
ま
さ
る
こ
ろ
に
て
、
つ
く
づ
く
と
お
は
し
け

 
 
る
に
（
）
「
0
0
自
1
3
（
3
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
こ
こ
」
 
（
末
摘
花
）
の
内
面
世
界
に
入
っ
て
、
作
．
者
は
彼

女
の
心
情
を
精
細
に
描
写
し
は
じ
め
る
。
前
掲
の
独
詠
．
歌
も
、
末
摘
花
に
密
着

し
た
作
者
の
肉
声
と
い
う
感
が
あ
り
、
そ
の
歌
に
続
く
地
の
文
は

 
 
も
心
苦
し
き
ほ
ど
に
な
む
あ
り
け
る
。
 
（
）
「
0
0
自
1
3
（
0
覧
」
）

と
あ
っ
て
、
歌
に
直
接
す
る
草
子
地
文
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
物
語
に

お
い
で
、
歌
が
作
中
人
物
の
肉
声
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
魂
の
表
白
の
具
」
と
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
8
）

て
、
「
散
文
的
な
語
り
の
断
念
と
呼
応
し
な
が
ら
せ
り
出
し
て
く
る
」
と
す
る

鈴
木
日
出
男
氏
の
指
摘
が
正
し
い
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
歌
に
直
接
す
る

草
子
地
は
人
物
と
作
者
の
一
体
化
を
示
す
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
な
叙
述
形
態
は
、
限
定
視
点
の
方
法
に
よ
っ
て
末
摘
花
を
外
側
か
ら

描
写
す
る
末
摘
花
巻
で
は
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
今
井
源
衛
氏
が
「
蓬
生

巻
で
は
、
全
体
が
宋
摘
花
巻
の
描
心
的
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
説
明
的
な
傾

 
 
 
 
（
注
9
）

向
が
強
い
」
と
説
く
の
も
、
こ
う
し
た
文
体
の
変
化
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ

，
つ
。

三

，
末
摘
花
を
主
人
公
の
位
置
に
す
え
な
お
し
、
源
氏
の
視
線
の
と
ど
か
な
い
彼

女
の
内
面
世
界
に
深
く
入
り
込
ん
で
、
そ
の
心
情
を
内
側
か
ら
精
細
に
表
現
し

よ
う
と
す
る
蓬
生
巻
の
方
法
は
、
さ
き
の
末
摘
花
巻
に
お
け
る
笑
い
の
世
界
を

逆
順
照
す
る
。
こ
こ
で
の
末
摘
花
は
、
た
し
か
に
笑
い
の
対
象
と
し
て
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
、
あ
た
か
も
別
人
に
変
貌

し
た
か
に
見
え
る
。
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
巻
で
は
物
語
の
主
題

が
異
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
源
氏
を
は
じ
め
、
諸
人
物
に
お
け
る
情
況
の
変

化
も
作
用
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

 
た
だ
、
そ
れ
は
単
純
に
末
摘
花
像
の
変
貌
の
問
題
に
収
束
せ
ら
れ
る
べ
き
こ

と
が
ら
で
は
な
い
よ
う
に
、
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
物
語
の
表
層
に
お
い
て
ハ

末
摘
花
の
変
貌
は
否
み
よ
う
の
な
い
事
実
と
し
て
、
そ
れ
を
虚
構
化
す
る
作
者

の
方
法
は
、
蓬
生
巻
の
主
題
や
構
造
の
基
底
部
に
深
く
か
か
わ
っ
て
、
複
雑
微

妙
で
あ
る
。

 
蓬
生
巻
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
離
別
し
て
十
年
余
を

経
過
し
た
源
氏
と
末
摘
花
と
の
再
会
場
面
で
あ
る
。
独
詠
歌
、
唱
和
歌
四
首
を

配
し
て
の
場
面
構
成
は
、
作
者
に
と
っ
て
も
最
重
要
の
描
写
事
象
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
こ
に
至
る
前
半
部
の
物
語
に
こ
そ
末
摘
花
造
型
の
主
が
が

末
摘
花
論
」
「
1
変
貌
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一

注
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

 
作
者
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
源
氏
の
須
磨
起
居
以
後
の
末
摘
花
邸
の
極
度
の

荒
廃
ぶ
り
を
精
叙
す
る
。
貧
窮
の
極
み
に
あ
っ
て
、
泣
き
な
が
ら
も
な
お
故
父

親
王
の
遺
言
を
墨
守
し
、
志
操
を
高
く
堅
持
し
て
堪
え
る
末
摘
花
の
生
き
ざ
ま

は
、
確
か
で
全
き
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
。
生
活
の
た
め
に
家
具
調
度
を
売
れ
と

の
侍
女
た
ち
の
提
言
に
対
し
、

 
 
見
よ
と
思
ひ
た
ま
ひ
て
こ
そ
、
し
お
か
せ
た
ま
ひ
け
め
。
 
（
中
略
）
亡
き

 
」
人
の
御
本
意
違
は
む
が
あ
は
れ
な
る
こ
と
。
 
（
）
∩
閣
」
9
白
i
-
（
堕
」
）

 
 
 
 
 
 
ノ

と
断
固
拒
絶
し
、
「
親
の
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ひ
し
御
心
お
き
て
の
ま
ま
に
」
・
'

（
）
1
9
自
一
0
6
（
Q
J
）
、
古
風
な
跨
ぎ
方
を
変
え
な
い
。
そ
れ
は
、
高
貴
の
出
自
を
誇
る
強

が
り
と
も
見
え
る
が
、
広
川
勝
美
氏
が
説
く
よ
う
に
、
「
末
摘
花
の
存
在
の
根
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
0
）

源
た
る
古
代
」
へ
の
「
回
帰
」
を
語
ろ
う
と
す
る
作
者
の
用
意
で
も
あ
ろ
う
。

 
さ
ら
に
、
こ
れ
に
続
く
場
面
で
は
、
「
こ
の
姫
君
の
下
北
の
方
の
は
ら
か
ら
」

な
る
人
物
が
新
た
に
登
場
す
る
。
こ
の
叔
母
は
、
格
式
高
い
家
に
生
ま
れ
な
が

ら
、
落
ち
ぶ
れ
て
一
受
領
の
妻
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
時
勢

の
浪
に
乗
っ
て
成
り
上
が
り
、
窮
迫
し
た
末
摘
花
を
侮
蔑
の
目
で
見
下
し
て
い

る
。
・
年
来
受
け
た
屈
辱
の
恨
み
を
晴
ら
す
べ
く
、
こ
の
叔
母
は
悪
意
に
満
ち
た

挑
戦
に
よ
っ
て
末
摘
花
へ
の
復
讐
を
し
か
け
て
く
る
。
姫
宮
を
自
分
の
娘
た
ち

の
侍
女
に
し
ょ
う
と
も
ち
か
け
、
太
宰
の
大
弐
に
任
ぜ
ら
れ
た
夫
に
従
っ
「
て
下

向
す
る
に
つ
け
て
は
、
姫
宮
に
筑
紫
へ
の
同
行
を
追
る
。

 
打
算
的
で
俗
悪
な
叔
母
の
人
柄
は
、
対
す
る
末
摘
花
の
操
守
古
風
な
人
格
と

対
照
せ
ら
れ
て
い
て
、
生
ぎ
生
き
と
し
た
人
物
形
象
た
り
え
て
い
る
の
が
注
目

さ
れ
る
。
こ
の
人
物
が
馬
功
利
と
無
節
操
に
毒
さ
れ
て
浮
薄
に
つ
き
や
す
か
っ

た
当
時
の
貴
族
社
会
の
、
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
を
投
射
す
る
た
め
の
媒
体
で
あ
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〆

る
こ
と
は
確
実
と
し
て
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
彼
女
の
果
す
役
割
に
は
い
っ
そ

う
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、
こ
の
期
に
及
ん
で
も
な
お
皇

統
の
品
位
を
守
ろ
う
と
す
る
末
摘
花
の
態
度
が
妬
ま
し
く
も
あ
り
、
羨
ま
し
く

も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
心
情
が
怨
恨
に
昂
じ
、
復
讐
心
に
ま
で
転

生
す
る
の
で
あ
る
が
、
姫
君
へ
の
侮
蔑
の
こ
と
ば

 
 
あ
な
憎
。
ご
と
ご
と
し
や
。
心
ひ
と
つ
に
思
し
あ
が
る
と
も
、
さ
る
藪
原
'

 
 
に
年
経
た
ま
ふ
人
を
、
大
将
殿
も
や
む
ご
と
な
く
し
も
思
ひ
き
こ
え
た
ま

 
 
は
じ
。
 
（
）
4
9
白
1
0
6
（
り
0
）
．

は
、
孤
独
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
末
摘
花
の
胸
中
に
源
氏
へ
の
思
慕
の
情
を

よ
び
さ
ま
す
こ
と
に
な
る
。
叔
母
は
重
ね
て
言
う
。

 
 
ま
さ
に
か
く
た
づ
き
な
く
、
人
わ
ろ
き
御
あ
り
さ
ま
を
、
数
ま
べ
た
ま
ふ

 
 
人
は
あ
り
な
む
や
。
 
（
以
下
略
）
 
（
ω
1
謝
）

末
摘
花
は
心
の
中
に
念
じ
て
い
る
。

 
 
さ
り
と
も
、
あ
り
経
て
も
思
し
出
つ
る
つ
い
で
あ
ら
じ
ゃ
は
。
あ
は
れ
に

 
 
心
深
き
契
り
を
し
た
ま
ひ
し
に
、
わ
が
身
は
う
く
て
、
か
く
忘
ら
れ
た
る
・

 
 
に
こ
そ
あ
れ
、
風
の
つ
て
に
て
も
、
わ
が
か
く
い
み
じ
き
あ
り
さ
ま
を
聞

 
 
き
つ
け
た
ま
は
ば
、
必
ず
と
ぶ
ら
ひ
出
で
た
ま
ひ
て
ん
。
 
（
）
ρ
h
U
O
自
i
2
（
9
0
）

源
氏
に
対
す
る
心
長
い
期
待
と
信
愛
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
季
節
は
冬
に
移

り
変
わ
る
に
至
っ
て
も
、
源
氏
の
訪
れ
は
つ
い
に
な
い
。
兄
の
禅
師
の
話
に
よ

れ
ば
、
権
大
納
言
に
昇
進
し
た
源
氏
は
、
「
仏
菩
薩
の
変
化
」
（
）
7
q
4
1
0
乙
（
3
）
と
思

わ
れ
る
偉
大
さ
で
、
帰
京
後
の
繁
栄
を
誇
っ
て
い
る
と
い
う
。
零
落
の
底
に
あ

る
女
に
は
、
仏
菩
薩
も
な
い
も
の
か
、
女
の
真
実
は
、
所
詮
、
男
に
は
通
じ
な

い
も
の
か
、
と
言
い
た
げ
な
作
者
な
の
で
あ
る
。
「
げ
に
限
り
な
め
り
」
（
同
）

と
絶
望
の
淵
に
沈
む
末
摘
花
の
苦
悩
に
追
い
う
ち
を
か
け
る
よ
う
に
し
て
、
叔

母
は
侍
女
を
連
れ
去
っ
て
行
く
。

馳
ス
ト
ー
リ
ー
の
追
跡
は
中
止
し
延
う
。
こ
の
条
で
読
者
に
強
く
迫
る
の
は
、

孤
独
と
貧
窮
と
侮
蔑
の
さ
中
に
あ
っ
て
、
日
々
泣
き
暮
ら
し
な
が
ら
も
ひ
た
す

ら
に
源
氏
の
来
訪
を
待
つ
末
摘
花
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
悲
し
い
ま
で
に
純

粋
な
、
あ
わ
れ
な
ま
で
に
一
途
な
女
の
真
情
を
訴
え
来
る
も
⑳
な
の
で
あ
る
。

 
そ
の
よ
う
に
し
て
ひ
た
す
ら
に
「
待
つ
」
末
摘
花
が
、
や
が
て
「
松
」
に
か

・
か
る
藤
の
花
に
誘
わ
れ
て
蓬
生
の
も
と
を
訪
ね
来
る
源
氏
と
再
会
す
る
に
至
っ

て
、
こ
の
物
語
の
読
者
は
深
い
安
堵
と
喜
び
を
味
わ
う
の
で
あ
っ
て
、
『
無
名

草
子
』
も
、
そ
の
よ
う
な
末
摘
花
に
「
誰
よ
り
も
め
で
た
く
そ
思
ゆ
る
」
と
の

評
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
二
人
の
再
会
場
面
ま
で
の
末
摘
花
の
孤
独
な
生

活
を
描
い
た
前
半
部
が
、
伏
線
と
し
て
も
い
か
に
効
果
的
な
描
写
機
能
を
も
つ

か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
伏
線
以
上
に
重
要
な
意
‘

義
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
再
会
の
場
面
は
、
む
し
ろ
、
物

語
の
収
束
部
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
検
す
る
に
、
源
氏
が
末
摘
花
と
再
会
す
る
条
に
は
、
や
や
不
自
然
な
描
写
が
「

認
め
ら
れ
る
。
そ
の
少
し
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
も
そ
も
末
摘
花
の
叔
母
な

る
人
物
の
登
場
が
い
か
に
も
唐
突
で
あ
る
。
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の

叔
母
の
こ
と
ば
が
末
摘
花
の
源
氏
に
対
す
る
待
望
の
心
を
喚
び
起
こ
し
た
の
で

あ
り
、
ひ
，
い
て
は
二
人
の
再
会
を
導
き
出
す
機
縁
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
物

語
に
お
い
て
、
叔
母
の
果
す
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
副
人
物
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
に
重
要
な
役
割
を
担
う
彼
女
が
、
末
摘

花
巻
で
は
存
在
の
片
鱗
さ
え
も
見
せ
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

も
、
突
如
と
し
て
登
場
し
て
重
大
な
役
割
を
演
じ
な
が
ら
、
い
ち
は
や
く
物
語

（54）



か
ら
姿
を
消
す
理
由
も
い
さ
さ
か
不
審
で
あ
る
。

 
あ
る
い
は
ま
た
、
源
氏
が
昔
の
忍
び
歩
き
を
思
い
出
し
な
が
ら
末
摘
花
邸
の

傍
を
過
ぎ
よ
う
と
す
る
の
が
「
卯
月
」
で
あ
る
の
も
、
か
な
り
の
程
度
に
問
題

を
は
ら
む
。
源
氏
は
、
そ
の
時
、
花
心
里
を
訪
れ
よ
う
と
忍
ん
で
出
か
け
た
。

花
散
里
巻
か
ら
描
か
れ
は
じ
め
た
二
人
の
関
係
は
、
ほ
ぼ
夏
に
集
中
し
、
女
に

は
橘
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
 
末
摘
花
邸
の
松
に
か
か
る
藤
を
見
て
、
源
氏
が

「
橘
に
か
は
り
て
を
か
し
げ
れ
ば
」
 
（
）
塞
4
0
自
1
3
（
0
0
）
と
思
う
の
は
、
初
め
て
花
散

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
n
）

里
を
訪
ね
た
折
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
か
ら
で
、
こ
こ
で
は
、
や
そ
れ
に
代
る
藤

の
花
も
美
し
い
と
見
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
い
ま
が
夏
で
あ
る

の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
が
、
末
摘
花
自
身
は
、
季
節
に
あ
わ
せ
て
い
え
ば
、
冬

 
 
 
 
（
注
1
2
）

の
女
で
あ
る
。
あ
る
い
は
雪
の
女
と
し
て
も
よ
い
。
■
そ
し
て
、
景
物
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
も
の
は
、
雪
の
こ
ぼ
れ
お
ち
る
松
で
あ
る
。
末
摘
花
巻
に
お
け
る
作

者
の
末
摘
花
造
型
は
、
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
」
こ
こ
で
も
松
は
有
用
な
も
の
と

し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
と
末
摘
花
の
関
係
に
、
松
は
不
可
欠
と
す
る
室

 
 
 
 
 
 
（
注
1
3
）

伏
信
助
氏
の
指
摘
は
正
し
い
。
・
が
、
藤
は
い
ま
唐
突
で
あ
る
。
本
系
の
物
語

で
、
松
は
明
石
の
御
方
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
事
情
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
作
者

は
変
更
や
む
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
諸
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
源
氏
と
末
摘
花
と
の
'

再
会
を
描
く
蓬
生
巻
の
場
面
描
写
は
、
前
末
摘
花
巻
を
正
確
に
ひ
き
継
ぐ
も
の

と
は
見
な
し
が
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ
末
摘
花
像
の
変
貌
が
指
摘
さ
れ
る
所
以
な

の
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
蓬
生
巻
前
半
部
に
お
い
て
で
は
な
く
、
後
半
部
に

お
い
て
集
中
的
に
現
象
す
る
問
題
で
あ
る
点
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
い
っ
た
い
、
源
氏
と
末
摘
花
と
の
再
会
場
面
を
含
め
た
蓬
生
巻
後
半
部
に

末
摘
花
論
-
変
貌
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一

は
、
結
末
を
急
ぐ
に
あ
ま
り
の
性
急
不
用
意
な
筆
運
び
が
目
だ
つ
。
と
く
に
、

最
終
部
で
の

 
 
二
年
ば
か
り
こ
の
古
宮
に
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
画
院
と
い
ふ
所
に
な
む
、

 
 
後
は
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
α
 
（
下
略
）
」
（
ω
1
謝
）

と
い
う
叙
述
に
は
、
そ
う
し
た
印
象
が
強
い
。
今
井
氏
の
説
く
よ
う
に
、
「
先

行
紫
母
系
諸
巻
と
の
つ
じ
つ
ま
を
合
せ
る
に
忙
し
く
、
光
源
氏
に
つ
い
て
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
4
）

と
く
に
筆
が
窮
b
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

 
物
語
作
者
は
、
明
ら
か
に
巻
の
前
半
部
に
比
重
を
か
け
て
い
る
。
前
述
の
叔

母
の
人
物
像
は
と
く
に
リ
ア
ル
で
、
そ
れ
と
対
抗
し
て
真
摯
に
生
き
る
末
摘
花

の
人
物
像
も
ま
た
比
例
し
て
印
象
深
か
っ
た
。
彼
女
の
生
き
ざ
ま
を
通
し
て
、

作
者
が
読
者
に
訴
え
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
源
氏
と
の
再
会
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
彼
女
の
幸
福
な
ど
は
、

後
日
潭
の
後
日
謬
と
し
て
型
ど
お
り
に
付
記
さ
れ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
。

当
時
の
物
語
で
は
、
主
人
公
の
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
は
常
套
法
で
あ
っ
た
か
ら
、

蓬
生
巻
執
筆
に
か
か
る
と
き
の
作
者
の
構
想
に
隅
源
氏
と
の
再
会
で
幸
福
を
つ

か
む
末
摘
花
物
語
の
結
末
部
は
一
応
予
定
さ
れ
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
。
 
が
、

そ
れ
は
既
述
の
ご
と
く
に
型
ど
お
り
の
も
の
で
、
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
の
感
が
強

く
、
作
者
の
主
題
意
識
は
む
し
ろ
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
の
方
に
集

中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
す
で
に
、
稲
賀
敬
二
氏
な
ど
に
よ
る
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
蓬
生
巻
は
、
お
'

そ
ら
く
、
物
語
本
系
の
少
女
巻
成
立
頃
の
別
系
追
記
の
ひ
と
つ
と
し
て
書
か
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
5
）

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
の

女
性
人
物
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
こ
の
物
語
の
作
者
は
そ
れ
を
単
純
に
外
側
か

ら
造
型
す
る
に
と
ど
ま
る
旧
来
の
物
語
方
法
を
超
脱
し
、
．
そ
の
内
界
に
お
け
る

（55）



女
性
ど
し
て
の
、
あ
る
い
は
人
間
と
し
て
め
生
の
深
み
に
刻
ま
れ
る
苦
悩
や
悲

し
み
を
、
実
人
生
の
そ
れ
と
し
て
直
視
す
る
写
実
の
眼
に
所
有
し
な
お
そ
う
と

し
て
い
た
。
そ
う
し
た
人
間
認
識
と
追
求
の
方
法
が
深
化
す
る
の
は
、
私
見
に

よ
れ
ば
、
源
氏
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
内
面
的
苦
悩
を
深
め
る
明
石
の
君
造
型

が
本
格
化
す
る
松
風
巻
、
薄
雲
巻
を
経
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た

い
。
さ
ら
に
、
玉
堂
物
語
の
構
想
が
併
行
す
る
少
女
巻
、
玉
豊
巻
あ
た
り
に
至

っ
て
、
雨
夜
の
品
定
め
以
降
源
氏
と
関
係
の
あ
っ
た
中
の
品
の
女
性
た
ち
の
そ

の
後
の
動
向
が
思
い
出
さ
れ
、
後
日
諦
と
し
て
蓬
生
巻
、
闘
石
巻
の
執
筆
が
は

じ
め
ら
れ
た
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
末
摘
花
巻
で
源
氏
に
も
読
者

に
も
笑
い
者
に
さ
れ
た
女
が
、
そ
の
内
面
に
お
い
て
い
か
に
思
量
し
、
 
い
か

に
苦
悩
し
た
か
を
凝
視
す
る
作
者
に
と
っ
て
、
蓬
生
巻
は
単
純
な
後
日
讃
で
は

す
ま
さ
れ
な
い
重
さ
を
担
い
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
こ
の
巻
に
お
い
て
末
摘
花
造
型
に
か
け
る
作
者
の
主
題
と
方
法
は
、
末
摘

花
巻
に
お
け
る
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
進
歩
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

 
私
が
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
末
摘
花
の
内
界
に
ま
で
深
く
入
っ
て
、
そ

の
思
量
や
心
情
を
精
叙
す
る
託
生
巻
前
半
部
が
、
源
氏
の
視
界
と
は
遠
く
離
れ

た
場
面
情
況
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
作
者
は

源
氏
の
知
ら
な
い
末
摘
花
の
世
界
を
読
者
に
提
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
局
面
の

転
換
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
質
量
と
も
に
深
く
て
重
い

末
摘
花
の
世
界
が
あ
っ
て
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
達
成
を
果
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
方
法
の
変
化
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

 
次
節
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
卑
見
を
述
べ
て
、
こ
の
小
論
の
ま
と
め
を
し
た

い
。

四

 
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
源
氏
と
末
摘
花
の
再
会
は
、
彼
の
花
散
乱
訪
問

の
忍
び
歩
き
の
途
次
で
の
偶
然
事
で
あ
う
た
。
．
荒
廃
し
た
邸
の
古
色
蒼
然
た
る

庭
の
傍
を
過
ぎ
よ
う
と
し
て
、
源
氏
は

 
 
見
し
心
地
す
る
木
立
か
な
、
と
思
す
は
、
は
や
う
こ
の
宮
な
グ
け
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
亀
（
）
」
月
ユ
0
自
一
3
（
3
）

と
驚
く
。
こ
こ
で
の
「
な
り
け
り
」
は
、
地
の
文
な
が
ら
も
、
源
氏
の
視
点
か

ら
彼
の
発
見
の
感
動
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
。
惟
光
に
確
か
め
さ
せ
、
源
氏
は

歌
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
、
蓬
の
露
を
分
け
て
邸
内
に
入
る
。

 
 
た
つ
ね
て
も
わ
れ
こ
そ
と
は
め
道
も
な
く
深
き
よ
も
ぎ
の
も
と
の
こ
こ
ろ

 
 
を
 
（
）
0
0
9
自
i
3
（
り
亀
U
）

粗
末
な
が
ら
も
昔
あ
っ
た
中
門
が
、
い
ま
は
倒
壊
し
て
跡
形
も
な
い
。
や
が

て
、
源
氏
は
姫
君
と
対
面
す
る
。
す
す
け
た
几
帳
の
か
げ
で
寡
黙
が
ち
な
女
は

昔
の
ま
ま
だ
が
、
そ
の
衣
裳
の
香
ば
し
さ
、
か
す
か
な
が
ら
も
す
る
応
答
ば
、

わ
ず
か
の
変
化
を
感
じ
ざ
せ
る
。
源
氏
は
巧
み
な
口
説
き
文
句
を
並
べ
て
、
女

を
慰
め
る
。

 
 
年
ご
ろ
の
隔
て
に
も
㍉
心
ば
か
り
は
変
ら
ず
な
ん
、
唱
思
ひ
や
り
ぎ
こ
え
つ

 
 
る
を
、
 
（
中
略
）
か
か
る
草
隠
れ
に
過
ぐ
し
た
ま
ひ
け
る
年
月
の
あ
は
れ

 
 
も
お
ろ
か
な
ら
ず
、
ま
た
変
ら
ぬ
心
な
ら
ひ
に
、
人
の
御
心
の
中
も
た
ど

 
 
り
知
ら
ず
な
す
ら
、
分
け
入
り
は
べ
り
つ
る
露
け
さ
な
ど
を
、
 
（
下
略
）

 
 
（
ヘ
ノ
O
J
O
9
自
一
3
～
」
理
（
り
亀
U
3
）

こ
れ
が
実
意
に
欠
け
る
社
交
辞
令
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
読
者
に
気
づ
か
れ

て
い
る
．
の
で
、
作
者
は
、
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さ
し
も
思
さ
れ
ぬ
こ
と
も
、
情
馴
し
う
聞
こ
え
な
し
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
あ

 
 
ん
め
り
。
 
（
）
0
0
絢
一
4
（
3
）

と
の
草
子
地
で
、
弁
解
め
い
た
付
記
を
施
す
。

 
し
か
し
、
邸
内
の
目
に
余
る
窮
状
は
、
源
氏
を
し
て
「
松
の
木
高
く
な
り
に

け
る
年
月
の
ほ
ど
も
あ
は
れ
に
」
（
同
）
に
思
わ
し
の
、
「
藤
波
の
…
…
」
の
歌

（
前
掲
）
に
託
し
て
、
女
の
長
年
変
わ
ら
ぬ
源
氏
へ
の
信
頼
と
思
慕
に
応
え
、

ま
た
、

 
 
年
経
た
ま
へ
ら
む
、
春
秋
の
暮
ら
し
が
た
さ
な
ど
も
、
誰
に
か
は
愁
へ
た

 
 
ま
は
む
（
）
-
Q
自
-
」
隈
（
り
覧
U
）

と
、
深
い
同
情
を
寄
せ
る
と
、
女
も
「
年
を
へ
て
…
…
」
の
歌
（
前
掲
）
で
、
「

三
曲
に
待
つ
恋
の
切
情
を
表
白
す
る
。
こ
こ
で
二
人
の
和
歌
の
唱
和
が
成
り
立

ち
、
心
情
こ
ま
や
か
に
か
よ
い
あ
う
再
会
の
場
面
が
完
成
さ
れ
る
が
、
い
ま
に

し
て
源
氏
は
末
摘
花
の
内
面
を
は
じ
め
知
り
、

 
 
同
じ
さ
ま
に
て
年
ふ
り
に
け
る
も
あ
は
れ
な
り
。
 
（
申
略
）
．
年
ご
ろ
さ
ま

 
 
ざ
ま
の
も
の
思
ひ
に
ほ
れ
ぼ
れ
し
く
て
隔
て
つ
る
ほ
ど
、
つ
ら
し
と
思
は

 
 
れ
つ
ら
む
と
、
い
と
ほ
し
く
思
す
。
 
（
）
2
9
自
1
」
脹
（
3
）

と
い
う
よ
う
に
、
長
い
間
末
摘
花
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
た
自
己
の
非
を
反

省
す
る
の
で
あ
る
。
以
後
、
源
氏
は
、
末
摘
花
を
手
厚
く
保
護
し
、
や
が
て
は

二
条
東
院
へ
迎
え
と
る
計
画
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
は
、
前
節
で
も
触
れ
た
。

 
こ
の
再
会
の
場
面
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
見
捨
て
ら
れ
て
い
た
末
摘
花
が
源

氏
に
再
び
発
見
さ
れ
、
貧
窮
と
孤
絶
の
中
で
守
り
つ
づ
け
た
源
氏
へ
の
信
愛
の

心
を
認
め
ら
れ
て
幸
福
を
得
る
と
こ
ろ
に
物
語
の
妙
想
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
、
源
氏
が
末
摘
花
を
再
発
見
し
接
近
す
る
場
面
構
造

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
、
源
氏
が
客
体
と
さ
れ
、
末
摘
花
（
あ
る
い
は
彼
女

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

末
摘
花
論
-
変
貌
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一

の
側
に
立
場
を
転
換
し
た
，
作
者
）
に
見
ら
れ
て
い
る
情
況
を
も
作
り
出
す
、
そ

の
手
法
の
精
妙
さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
再
会
場
面
の
発
端
部
は
末
摘
花
の
独

詠
歌
が
先
行
し
、
あ
た
か
も
そ
れ
に
唱
和
す
る
か
の
ご
と
く
に
源
氏
の
独
詠
歌

が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
末
摘
花
の
歌
に
喚
び
出
さ
れ
る
よ
う
に
源
氏
は
彼
女

に
近
づ
き
、
再
会
す
る
。
そ
こ
に
、
故
父
親
王
の
魂
が
揺
動
す
る
の
は
暗
示
的

で
あ
る
が
、
い
ま
は
詳
考
し
な
い
。
ま
た
、
．
惟
光
が
末
摘
花
邸
に
進
入
す
る
場

面
描
写
は
、
邸
内
の
老
女
房
の
視
点
に
よ
っ
て
展
開
す
る
。
そ
こ
で
の
惟
光
は

 
「
狐
な
ど
の
変
化
に
や
」
 
（
ω
1
説
）
と
見
ら
れ
、
そ
の
場
の
源
氏
も
ま
た
、

末
摘
花
に
つ
い
て
「
変
ら
ぬ
あ
め
さ
ま
な
む
ば
、
げ
に
さ
こ
そ
は
あ
ら
め
と
推

し
は
か
ら
る
る
人
ざ
ま
に
な
む
「
（
）
7
Ω
4
-
3
（
3
）
と
想
像
し
な
が
ら
躊
躇
し
て
い

る
の
も
妙
で
、
読
者
に
と
っ
て
末
摘
花
の
変
ら
ぬ
誠
実
の
心
は
既
知
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
源
氏
も
い
さ
さ
か
「
を
こ
」
な
男
に
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
源

氏
と
の
対
面
に
際
し
不
本
意
な
が
ら
叔
母
の
残
し
た
衣
裳
を
身
に
つ
け
て
い
る

末
摘
花
の
袖
の
香
を
、
「
昔
よ
り
は
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
る
に
や
」
（
q
4
-
4
（
3
）

と
受
け
と
め
る
の
も
、
源
氏
の
誤
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
読
者
は
知
り

 
つ
く
し
て
い
る
。

 
末
摘
花
側
の
視
点
に
合
わ
せ
て
物
語
を
辿
っ
て
い
る
読
者
に
、
そ
の
よ
う
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

源
氏
側
の
言
動
が
い
く
ぶ
ん
ず
れ
を
生
じ
て
現
前
す
る
の
は
、
源
氏
を
対
象
化

す
る
作
者
の
視
点
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
確
か
さ
を
獲
得
し
て
き
て
い
る
こ
と
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
き

～
証
す
る
。
も
と
よ
り
、
源
氏
が
理
想
の
好
色
者
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
に

お
い
て
つ
ね
に
不
変
で
あ
る
。
こ
の
再
会
の
場
面
も
ま
た
、
究
極
に
お
い
て
、

源
氏
の
理
想
性
也
高
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
が
、
そ

う
し
た
源
氏
の
理
想
性
を
対
象
化
し
、
相
対
化
す
る
だ
け
の
重
い
役
割
が
い
ま

の
末
摘
花
に
賦
与
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
掲
の
野
村
論
文
に
説
か
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れ
る
と
こ
ろ
の
「
笑
わ
れ
る
源
氏
」
像
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
明
瞭
な

も
の
．
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
蓬
生
巻
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
主
題
と
方
法
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
萌
芽
と

し
て
生
成
し
つ
つ
は
あ
っ
て
も
、
い
ま
だ
十
分
に
成
熟
し
て
は
い
な
い
。
後
半

部
に
お
け
る
や
や
性
急
な
、
安
易
と
も
思
わ
れ
る
物
語
の
結
末
一
し
ば
し
ば

評
さ
れ
る
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
一
が
、
そ
の
こ
と
を
明
白
に
示
唆
し
て
い
る
。

作
者
は
お
そ
ら
く
、
新
た
に
構
築
さ
れ
た
六
条
院
で
の
源
氏
の
世
界
に
意
を
用

い
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
末
摘
花
は
影
の
薄
い
、
単
な
る

一
端
役
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
物
語
が
さ
ら
に
展
開
し
て
、
第
二
部
に
お
け
る
六

条
院
世
界
の
内
部
崩
壊
を
語
り
ぱ
じ
め
る
こ
ろ
、
蓬
生
巻
で
末
摘
花
に
課
せ
ら

れ
て
い
た
大
き
な
任
務
が
、
本
系
で
の
主
要
な
女
性
人
物
た
ち
に
確
実
に
ひ
き

継
が
れ
た
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
 
い
と
聞
い
た
う
、
う
る
さ
く
も
の
う
け
れ
ば
、
い
ま
ま
た
も
つ
い
で
あ
ら

 
 
む
を
り
に
、
思
ひ
出
で
て
な
む
聞
ゆ
べ
き
と
そ
。
 
（
）
「
0
2
1
」
4
⊥
（
3
）

と
い
う
蓬
生
巻
末
の
草
子
地
は
、
は
や
く
末
摘
花
物
語
の
終
焉
を
暗
示
し
て
い

て
、
物
語
世
界
の
大
き
な
節
目
を
思
わ
し
め
て
い
た
。

 
主
と
し
て
、
末
摘
花
、
蓬
生
両
巻
に
描
か
れ
た
末
摘
花
物
語
は
、
成
立
問
題

を
も
包
み
こ
ん
で
統
一
的
な
把
握
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
が
、
下
木
巻
の

雨
夜
の
品
定
め
に
お
け
る
馬
頭
の
弁

 
 
今
は
た
だ
品
に
も
よ
ら
じ
、
容
貌
を
ば
さ
ら
に
も
言
は
じ
、
い
と
口
惜
し

 
 
く
ね
ぢ
け
が
ま
し
き
お
ぼ
え
だ
に
な
く
は
、
た
だ
ひ
と
へ
に
も
の
ま
め
や

 
 
か
に
、
静
か
な
る
心
の
お
も
む
き
な
ら
む
よ
る
べ
を
ぞ
、
つ
ひ
の
頼
み
ど

 
 
こ
ろ
に
は
お
く
べ
か
り
け
る
。
 
（
ω
1
拠
）

に
仮
託
さ
れ
た
作
者
の
思
想
を
核
と
し
、
伝
承
に
多
い
「
を
こ
」
・
の
物
語
に

姿
を
借
り
た
、
い
か
に
も
こ
の
物
語
の
作
者
に
ふ
さ
わ
し
い
聾
し
み
深
さ
で
語

 
 
 
 
 
 
 
 
す
ロ
き

ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
好
色
者
光
源
氏
へ
の
は
や
い
反
問
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
末

摘
花
像
が
変
貌
し
た
か
に
見
え
る
の
は
、
革
巻
の
方
法
の
ち
が
い
に
よ
る
も
の

で
、
そ
こ
に
作
者
の
創
作
技
能
と
人
間
認
識
の
進
展
を
み
た
い
。

注
1

注注注注注
6 5 4 3 2

注
7

注
8

注注
10 9

森
 
一
郎
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
造
型
の
方
法
と
主
題
と
の
連

関
」
（
『
源
氏
物
語
の
方
法
」
昭
4
4
、
揮
発
社
刊
所
収
）
、
大
朝
雄
二

「
並
び
逢
生
を
め
ぐ
っ
て
」
、
（
『
源
氏
物
語
正
篇
の
研
究
」
昭
5
0
、

桜
楓
三
差
所
収
）
、
今
西
祐
一
郎
「
古
代
の
人
、
末
摘
花
」
（
「
講
座

源
氏
物
語
の
世
界
』
第
四
集
昭
5
5
、
有
斐
閣
刊
所
収
）
な
ど
。

注
1
の
森
論
文
。

藤
井
貞
和
「
蓬
生
」
（
『
国
文
学
」
昭
4
9
・
9
）

野
村
精
一
「
蓬
生
」
（
『
別
冊
国
文
学
源
氏
物
語
必
携
」
昭
5
3
・
1
2
）

注
3
藤
井
論
文
参
照
。

源
氏
の
誤
解
と
す
べ
き
か
。
本
稿
四
節
参
照
。
な
お
、
石
川
徹
「
末

摘
花
」
 
（
『
源
氏
物
語
講
座
」
第
三
巻
、
昭
4
7
、
有
精
堂
刊
所
収
）

は
、
末
摘
花
の
成
長
を
認
め
る
も
可
と
し
て
い
る
。

野
村
精
一
「
源
氏
物
語
の
人
間
像
・
五
欲
摘
花
と
近
江
君
」
（
『
源

氏
物
語
の
創
造
」
招
4
4
、
桜
楓
社
刊
所
収
）

鈴
木
日
出
男
「
〈
語
り
V
の
な
か
の
く
歌
V
」
（
『
日
本
文
学
」
昭

56

E
5
）

今
井
源
衛
「
末
摘
花
の
問
題
」
（
『
日
本
文
学
」
昭
3
0
・
9
）

広
川
勝
美
「
廃
園
の
姫
君
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
」
第
四
三

二
5
5
、
有
斐
閣
刊
所
収
）

（58）



注
1
1

注
1
2

注旧注'15 14 13

「
二
十
日
の
月
さ
し
出
つ
る
ほ
ど
に
、
い
と
ど
木
高
き
影
ど
も
木
暗

く
見
え
わ
た
り
て
、
近
き
橘
の
薫
り
な
つ
か
し
く
匂
ひ
て
、
女
御
の

け
は
ひ
、
ね
び
に
た
れ
ど
、
飽
く
ま
で
用
意
あ
り
、
あ
て
に
ら
う
た

げ
な
り
。
」
 
（
ω
1
幽
、
花
三
里
巻
）
参
照
。

林
田
孝
和
『
源
氏
物
語
の
発
想
』
昭
5
5
、
桜
楓
旧
刊
の
第
二
編
第
一

章
。室

伏
信
助
「
末
摘
花
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」
昭
3
1
・
6
）

注
9
今
井
論
文
。

稲
賀
敬
二
「
螢
兵
部
卿
一
家
の
物
語
」
（
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
昭

4
2
、
笠
間
書
院
刊
）
所
収
。

な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
」

を
用
い
、
引
用
文
の
下
に
そ
の
巻
数
と
頁
数
と
を
記
し
た
。

（
小
学
旧
刊
）
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∂

末
摘
花
論
一
変
貌
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ー


