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一
、「
夜
の
御
座
」
に
入
ら
ぬ
葵
上

　

葵
上
の
い
つ
も
な
が
ら
の
態
度
が
光
源
氏
を
い
つ
も
以
上
に
苛
立
た
せ

る
。
北
山
で
の
治
療
に
よ
っ
て
瘧
病
か
ら
恢
復
し
た
と
は
い
え
、
病
後
の

衰
え
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
帰
京
の
挨
拶
に
出
向
い
た
宮
中
に
来
合

わ
せ
て
い
た
左
大
臣
の
誘
い
に
応
じ
、
左
大
臣
邸
に
や
っ
て
き
た
光
源
氏

で
あ
っ
た
が
、
葵
上
は
相
も
変
わ
ら
ず
左
大
臣
の
催
促
に
よ
っ
て
よ
う
や

く
姿
を
現
す
始
末
。
北
山
で
の
話
を
す
る
気
も
失
せ
る
ほ
ど
の
そ
っ
け
な

さ
に
、
光
源
氏
が
か
け
る
こ
と
ば
も
、
自
然
、
に
が
に
が
し
い
も
の
と
な

「
夜
の
御
座
」
の
葵
上

─
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
添
臥
」
を
め
ぐ
っ
て
─

竹
内
正
彦

る
の
で
あ
っ
た
。

「
時
々
は
世
の
常
な
る
御
気
色
を
見
ば
や
。
た
へ
が
た
う
わ
づ
ら
ひ

は
べ
り
し
を
も
、
い
か
が
と
だ
に
問
ひ
た
ま
は
ぬ
こ
そ
、
め
づ
ら
し

か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
な
ほ
恨
め
し
う
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
か
ら

う
じ
て
、「
問
は
ぬ
は
つ
ら
き
も
の
に
や
あ
ら
ん
」
と
、
後
目
に
見

お
こ
せ
た
ま
へ
る
ま
み
、
い
と
恥
づ
か
し
げ
に
、
気
高
う
う
つ
く
し

げ
な
る
御
容
貌
な
り
。「
ま
れ
ま
れ
は
あ
さ
ま
し
の
御
言
や
。
問
は

ぬ
な
ど
い
ふ
際
は
異
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
。
心
憂
く
も
の
た
ま
ひ
な

す
か
な
。
世
と
と
も
に
は
し
た
な
き
御
も
て
な
し
を
、
も
し
思
し
な

ほ
る
を
り
も
や
と
、と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
こ
こ
ろ
み
き
こ
ゆ
る
ほ
ど
、
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い
と
ど
思
し
う
と
む
な
め
り
か
し
。
よ
し
や
。
命
だ
に
」
と
て
、
夜

の
御
座
に
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
女
君
、
ふ
と
も
入
り
た
ま
は
ず
、
聞
こ

え
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
う
ち
嘆
き
て
臥
し
た
ま
へ
る
も
、
な
ま
心

づ
き
な
き
に
や
あ
ら
む
、
ね
ぶ
た
げ
に
も
て
な
し
て
、
と
か
う
世
を

思
し
乱
る
る
こ
と
多
か
り
。 

（「
若
紫
」
①
二
二
六
～
二
二
七
頁
）

　
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
の
一
節
。
光
源
氏
は
、
い
つ
ま
で
も
打
ち
解

け
る
こ
と
の
な
い
葵
上
に
対
し
て
、
時
々
は
世
間
並
み
の
夫
婦
と
し
て
の

様
子
が
見
た
い
、
堪
え
が
た
く
病
ん
で
い
た
の
だ
か
ら
気
分
は
ど
う
か
と

さ
え
「
問
ひ
た
ま
は
ぬ
」
の
は
や
は
り
恨
め
し
い
と
難
じ
る
。
せ
め
て
ひ

と
こ
と
い
た
わ
り
の
こ
と
ば
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
ま
り

気
が
進
ま
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
左
大
臣
を
気
の
毒
に
思
っ
て
や
っ

て
き
た
光
源
氏
に
と
っ
て
、
普
段
と
変
わ
ら
ぬ
葵
上
の
態
度
が
と
て
も
冷

淡
な
も
の
に
映
る
の
で
あ
っ
た
。

　

対
す
る
葵
上
は
「
問
は
ぬ
は
つ
ら
き
も
の
に
や
あ
ら
ん
」
と
だ
け
い
っ

て
流
し
目
を
お
く
る
。「
問
は
ぬ
は
つ
ら
き
」
に
は
『
源
氏
釈
』
が
「
君

を
い
か
て
お
も
は
ん
人
に
わ
す
ら
せ
て
と
は
ぬ
を
つ
ら
き
物
と
し
ら
せ

ん
」
と
い
う
出
典
未
詳
歌
を
指
摘
す
る（

1
（

が
、
こ
こ
は
光
源
氏
が
口
に
し
た

「
問
は
ぬ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
葵
上
が
と
ら
え
、
切
り
返
し
て
い
く
と
こ

ろ
に
眼
目
が
あ
ろ
う
。な
か
な
か
訪
れ
ぬ
光
源
氏
に
む
か
っ
て
葵
上
は「
問

は
ぬ
」
を
「
訪
は
ぬ
」
に
ず
ら
し
つ
つ
、「
訪
は
ぬ
」
の
は
「
つ
ら
き
」

こ
と
と
あ
な
た
は
知
っ
て
い
た
の
か
と
痛
烈
な
皮
肉
を
浴
び
せ
か
け
た
の

で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
核
心
を
つ
か
れ
た
光
源
氏
は
、「
訪
は
ぬ
」
な
ど
と

い
う
こ
と
は
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
夫
婦
で
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
し

な
が
ら
、「
よ
し
や
。
命
だ
に
」
と
い
っ
て
、「
夜
の
御
座
」
に
入
っ
て
し

ま
う
。
が
、「
女
君
、
ふ
と
も
入
り
た
ま
は
ず
」。
葵
上
は
、
光
源
氏
に
従
っ

て
「
夜
の
御
座
」
に
入
る
こ
と
な
く
、
打
ち
解
け
な
い
態
度
を
崩
さ
な
い

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
に
つ
い
て
、
玉
上
琢
彌
は
「
源
氏
は
負
け

で
あ
る
」
と
し
つ
つ
光
源
氏
が
ひ
と
り
で
「
夜
の
御
座
」
に
入
っ
て
し
ま

う
こ
と
を
「
捨
て
ぜ
り
ふ
で
逃
げ
出
す
」
と
評
し（

2
（

、
大
津
直
子
は
「
本
心

を
射
抜
か
れ
た
光
源
氏
は
、
反
感
を
抱
く
と
同
時
に
動
揺
し
」、「
敗
北
」

を
喫
し
て
「
床
に
つ
く
し
か
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し（

（
（

、
古
田
正
幸
は
「
葵

の
上
が
当
該
場
面
で
一
言
し
か
発
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
光
源
氏
の
口

数
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
、
光
源
氏
が
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
光
源
氏
は
つ
い
に
は
「
夜
の
御
座
に
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。」
と
、

独
り
寝
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
光
源
氏
の
完
敗
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
」
と
述
べ
る（

（
（

。

　

光
源
氏
は
、
葵
上
の
ひ
と
こ
と
に
対
し
て
多
く
の
こ
と
ば
を
費
や
し
、

つ
い
に
は
ひ
と
り
で
「
夜
の
御
座
」
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勝
敗
と
い

う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
光
源
氏
が
「
負
け
」
た
と
す
る
こ
と
も
理
解
で
き
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な
く
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
面
に
は
続
き
が
あ
る
。

　

女
君
、
ふ
と
も
入
り
た
ま
は
ず
、
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
─
─
。

葵
上
は
光
源
氏
の
あ
と
を
追
っ
て
す
ぐ
に
夜
の
御
座
に
入
ら
な
か
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
」

と
続
く
。
こ
の
「
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
」
の
動
作
主
に
つ
い
て
、『
湖
月
抄
』

が
「
源
の
葵
に
い
ひ
煩
ひ
給
ふ
也
」
と
注
す
る（

（
（

ほ
か
、
日
本
古
典
全
書
が

「
源
氏
は
葵
上
を
誘
ひ
あ
ぐ
ね
て（

（
（

」、
日
本
古
典
文
学
大
系
が
「「
入
れ
」

と
申
し
か
ね
な
さ
れ
て
、
源
氏
は
溜
息
を
つ
い
て
横
に
な
っ
て
居
ら
れ
る

に
つ
け
て
も（

（
（

」、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
が
「（
源
氏
は
）
お
声
を
か
け
る

す
べ
に
窮
さ
れ
て
」
と
す
る（

（
（

な
ど
、
多
く
の
注
釈
書
が
光
源
氏
と
と
っ
て

お
り
、
そ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
光
源
氏
は
「
夜
の
御
座
」
の
な
か
か
ら
、

外
に
い
る
葵
上
に
声
を
か
け
あ
ぐ
ね
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
、こ
こ
に
は
別
解
が
あ
り
、玉
上
琢
彌
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
源
氏
は
女
君
を
言
い
こ
し
ら
え
か
ね
て
、
説
得
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
嘆
息
し
な
が
ら
横
に
な
っ
て
い
ら
れ
る
が
、
の
意

に
と
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
一
説
は
、
こ
こ
を
女
君
を
主
語
と
し
、

女
君
は
源
氏
に
言
い
か
け
る
言
葉
も
な
く
嘆
息
を
し
な
が
ら
横
に
は

な
ら
れ
た
が
、
源
氏
は
気
に
く
わ
な
い
か
し
て
ね
む
そ
う
な
ふ
り
で

女
君
に
か
ま
わ
ず
、
と
と
る
。
こ
れ
で
は
女
君
が
す
っ
か
り
負
け
た

こ
と
に
な
る（

（
（

。

　

玉
上
が
掲
げ
る
「
一
説
」
は
、
当
該
箇
所
の
動
作
主
を
葵
上
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
を
葵
上
と
す
る
と
、「
夜
の
御
座
」
に
入
っ
て
し
ま
っ

た
光
源
氏
に
対
し
て
、
葵
上
が
「
言
い
か
け
る
言
葉
も
な
く
嘆
息
し
な
が

ら
横
に
な
ら
れ
」、
光
源
氏
は
「
ね
む
そ
う
な
ふ
り
で
女
君
に
か
ま
わ
ず
」

に
い
る
と
解
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
玉
上
は
「
こ
れ
で
は
女
君
が
す
っ
か

り
負
け
た
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
退
け
て
い
る
。

　
「
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
」
の
動
作
主
を
葵
上
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
聞

こ
え
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、う
ち
嘆
き
て
臥
し
た
ま
へ
る
」の
部
分
を「
女

君
、
ふ
と
も
入
り
た
ま
は
ず
」
に
そ
の
ま
ま
続
け
て
理
解
を
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
現
代
の
主
要
な
諸
注
釈
書
の
う
ち
、
そ
の
よ
う
な
立
場
で
解
釈

し
て
い
る
の
が
、
完
訳
日
本
の
古
典
お
よ
び
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で

あ
る
。
完
訳
日
本
の
古
典
で
は
「「
聞
こ
え
…
臥
し
た
ま
へ
る
も
」
は
、

葵
の
上
の
動
作
と
解
す
」
と
注
し
つ
つ
、「
女
君
は
、
す
ぐ
に
は
従
い
て

お
は
い
り
に
な
ら
ず
、
申
し
あ
げ
る
言
葉
も
さ
が
し
あ
ぐ
ね
ら
れ
て
、
た

め
息
を
つ
い
て
横
に
お
な
り
に
な
る
が
」
と
現
代
語
訳
し（

（1
（

、
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る（

（（
（

。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
島

津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』
に
紹
介
さ
れ
た
見
解
を
ふ
ま
え
て
の
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』
は
「
茲
に
異
解
と
し
て
、「
聞
え

煩
ひ
…
臥
し
給
へ
る
も
」
を
葵
の
事
と
す
る
有
朋
堂
文
庫
本
頭
註
の
武
笠
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氏
の
説
が
あ
る
。そ
し
て
寧
ろ
此
の
方
が
面
白
く
且
場
面
が
生
き
て
来
る
」

と
し
て
、「
武
笠
説
が
稍
珍
ら
し
い
嫌
は
あ
る
が
、
賛
意
の
表
し
得
ら
れ

る
節
が
多
い
か
ら
、
仮
に
之
に
就
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
」
と
し
た（

（1
（

う
え

で
、
当
該
箇
所
を
「
女
君
は
直
ぐ
後
か
ら
踵つ

い
て
も
行
か
ず
、
暫
ら
く
何

と
取
つ
く
島
も
無
く
困
り
き
つ
て
、
シ
ク
〳
〵
泣
き
な
が
ら
や
つ
と
床
へ

来
て
横
に
な
ら
れ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
又
源
氏
は
ど
う
も
気
に
入
ら
ぬ
の

で
あ
ら
う
、
態
と
眠
た
さ
う
に
眼
を
閉
ぢ
て
、
悩
ま
し
く
我わ
れ

人ひ
と

を
め
ぐ
る

さ
ま
〴
〵
の
念お
も
ひに

、
い
つ
ま
で
も
耽
ら
れ
る
の
で
あ
つ
た
」
と
現
代
語
訳

を
し
て
い
る（

（1
（

。

　

島
津
は
こ
の
解
釈
を
「
有
朋
堂
文
庫
頭
註
の
武
笠
説
」
に
基
づ
い
て
い

た
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
有
朋
堂
文
庫
頭
注
に
は
「
何
と
返
事
せ
ん

か
と
困
り
て
」
と
さ
れ
て
い
る（

（1
（

の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
島
津
自
身
も
先

の
説
明
に
続
け
て
「
普
通
の
説
も
無
難
で
あ
り
、
且
「
ふ
と
も
入
り
給
は

ず
」
か
ら
、
暫
く
し
て
後
か
ら
閨
に
入
つ
て
行
つ
た
と
い
ふ
推
断
は
出
来

て
も
、
明
白
な
叙
述
は
な
い
点
に
、
武
笠
説
の
弱
点
は
あ
る
と
言
へ
ば
言

へ
る
か
ら
、
此
の
点
に
疑
問
を
存
し
て
、
尚
正
解
を
異
日
に
期
し
た
い
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
別
解
は
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
提
示
さ
れ

た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
当
該
部
分
の
動
作
主
を
誰
と
と
る

か
と
い
う
問
題
は
、
光
源
氏
と
葵
上
と
の
関
係
、
さ
ら
に
葵
上
と
い
う
作

中
人
物
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
う
え
で
も
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
う
ち
嘆
き
て
臥
し
た
ま
へ
る
」
の
は

光
源
氏
か
、
葵
上
か
。
こ
の
と
き
、「
夜
の
御
座
」
で
葵
上
は
ど
の
よ
う

に
ふ
る
ま
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
光
源
氏
が
「
夜
の
御
座
」
に
ひ
と
り
で

入
っ
た
こ
と
は
「
負
け
」
と
い
え
る
よ
う
な
ふ
る
ま
い
だ
っ
た
の
か
。
葵

上
は
「
添
臥
」
と
し
て
光
源
氏
と
結
婚
を
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考

え
る
た
め
に
は
、
ふ
た
り
の
結
婚
形
態
を
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
添
臥
」
の
問
題
を
め

ぐ
り
つ
つ
「
夜
の
御
座
」
に
お
け
る
葵
上
の
姿
を
見
つ
め
て
み
た
い
。

二
、
左
大
臣
家
に
お
け
る
光
源
氏
の
部
屋

　

光
源
氏
は
、
葵
上
を
「
夜
の
御
座
」
の
外
に
残
し
、
ひ
と
り
で
そ
の
な

か
に
入
っ
て
し
ま
う
。「
夜
の
御
座
」
と
は
「
御
寝
所（

（1
（

」
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
が
、
は
た
し
て
そ
れ
は
ど
こ
の
「
夜
の
御
座
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

当
該
場
面
に
お
い
て
光
源
氏
が
左
大
臣
邸
に
迎
え
ら
れ
た
折
の
様
子

は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

殿
に
も
、
お
は
し
ま
す
ら
む
と
心
づ
か
ひ
し
た
ま
ひ
て
、
久
し
う
見

た
ま
は
ぬ
ほ
ど
、
い
と
ど
玉
の
台
に
磨
き
し
つ
ら
ひ
、
よ
ろ
づ
を
と

と
の
ヘ
た
ま
へ
り
。
女
君
、
例
の
、
這
ひ
隠
れ
て
と
み
に
も
出
で
た
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ま
は
ぬ
を
、
大
臣
切
に
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、
か
ら
う
じ
て
渡
り
た
ま

へ
り
。 

（「
若
紫
」
①
二
二
六
頁
）

　

光
源
氏
を
迎
え
た
左
大
臣
邸
は
「
い
と
ど
玉
の
台
に
磨
き
し
つ
ら
ひ
、

よ
ろ
づ
を
と
と
の
ヘ
」
ら
れ
て
い
た
。
北
山
か
ら
帰
っ
て
参
内
し
た
光
源

氏
を
迎
え
る
際
、「
大
殿
参
り
あ
ひ
た
ま
ひ
て
」
と
あ
り
（「
若
紫
」
①

二
二
五
頁
）、
左
大
臣
も
た
ま
さ
か
に
参
内
し
て
い
た
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
「
お
は
し
ま
す
ら
む
と
心
づ
か
ひ
し
た
ま
ひ
て
」
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
左
大
臣
は
偶
然
こ
の
場
に
参
り
合
わ
せ

た
の
で
は
な
く
、
源
氏
を
自
邸
へ
連
れ
帰
ろ
う
と
い
う
意
図
か
ら
参
上
し

た
」
と
の
解
釈（

（1
（

は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
光
源
氏
が
北
山

を
離
れ
る
際
に
は
左
大
臣
家
の
人
び
と
が
迎
え
に
来
て
い
た
（「
若
紫
」

①
二
二
二
～
二
二
三
頁
）
が
、
そ
れ
も
左
大
臣
の
指
示
に
よ
る
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。ま
た
、「
久
し
う
見
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、

光
源
氏
が
か
な
り
間
遠
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
た
め
、
宮

中
で
左
大
臣
が
光
源
氏
に
「
の
ど
や
か
に
一
二
日
う
ち
休
み
た
ま
へ
」
と

声
を
か
け
、「
や
が
て
御
送
り
仕
う
ま
つ
ら
む
」
と
誘
っ
た
（「
若
紫
」
①

二
二
五
頁
）
の
も
、
こ
の
日
は
な
ん
と
し
て
も
光
源
氏
を
自
邸
に
迎
え
よ

う
と
い
う
左
大
臣
の
思
惑
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
女
君
、
例
の
、
這
ひ
隠
れ
て
と
み
に
も
出
で
た
ま

は
ぬ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
肝
心
の
葵
上
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
な
か
な
か

姿
を
現
さ
な
い
。「
大
臣
切
に
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、
か
ら
う
じ
て
渡
り
た

ま
へ
り
」と
い
う
表
現
に
は
、左
大
臣
の
い
ら
だ
っ
た
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
の
こ
と
葵
上
が
呼
び
出
さ
れ
る
様
子
も
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
葵
上
が
「
渡
り
た
ま

へ
り
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
『
湖
月
抄
』
は
「
源
の
方
へ
葵
の
わ
た
り
給
ふ
な
り
」
と
し（

（1
（

、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
頭
注
は「
女
君
の
部
屋
か
ら
源
氏
の
前
へ
」と
す
る（

（1
（

が
、

こ
の
「
渡
る
」
は
「（
道
・
廊
下
を
通
っ
て
）
行
く
。
ま
た
、
来
る
」
の

意
と
解
す
る
こ
と
が
で
き（

（1
（

、
た
と
え
ば
、
光
源
氏
が
二
条
院
の
東
の
対
と

西
の
対
と
の
間
を
移
動
す
る
こ
と
が
「
西
の
対
に
渡
り
た
ま
へ
り
」「
御

方
に
渡
り
た
ま
ひ
て
」
と
さ
れ
る
（「
葵
」
②
六
八
～
六
九
頁
）
よ
う
に
、

少
な
く
と
も
同
じ
部
屋
の
な
か
で
の
移
動
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
こ
で
は

葵
上
が
自
室
を
出
て
光
源
氏
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
そ
の
後
、
ふ
た
り
が
葵
上
の
部
屋
に
移
っ
た
と
の
表
現
も

な
く
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
理
由
も
な
い
た
め
、
こ
の
日
、
光
源
氏

が
い
る
の
は
左
大
臣
邸
に
お
け
る
光
源
氏
の
部
屋
で
あ
り
、
そ
こ
に
葵
上

が
自
室
か
ら
や
っ
て
き
て
滞
在
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

光
源
氏
が
入
る
「
夜
の
御
座
」
も
ま
た
光
源
氏
の
部
屋
の
そ
れ
だ
と
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

光
源
氏
は
、
十
二
歳
の
折
、
元
服
と
同
時
に
葵
上
と
結
婚
し
て
左
大
臣
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邸
に
迎
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
光
源
氏
の
部
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

大
人
に
な
り
た
ま
ひ
て
後
は
、
あ
り
し
や
う
に
、
御
簾
の
内
に
も
入

れ
た
ま
は
ず
、
御
遊
び
の
を
り
を
り
、
琴
笛
の
音
に
聞
こ
え
通
ひ
、

ほ
の
か
な
る
御
声
を
慰
め
に
て
、
内
裏
住
み
の
み
好
ま
し
う
お
ぼ
え

た
ま
ふ
。
五
六
日
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
大
殿
に
二
三
日
な
ど
、
絶

え
絶
え
に
ま
か
で
た
ま
へ
ど
、
た
だ
今
は
、
幼
き
御
ほ
ど
に
、
罪
な

く
思
し
な
し
て
、
い
と
な
み
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
。
御
方
々
の

人
々
、
世
の
中
に
お
し
な
べ
た
ら
ぬ
を
選
り
と
と
の
へ
す
ぐ
り
て
さ

ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
御
心
に
つ
く
べ
き
御
遊
び
を
し
、
お
ほ
な
お
ほ

な
思
し
い
た
つ
く
。 

（「
桐
壺
」
①
四
九
頁
）

　
「
内
裏
住
み
」
を
好
む
光
源
氏
は
、「
五
六
日
」
宮
中
に
伺
候
し
、
左
大

臣
邸
に
は「
二
三
日
」退
出
し
て
い
た
が
、「
た
だ
今
は
、幼
き
御
ほ
ど
に
、

罪
な
く
思
し
な
し
」
た
左
大
臣
は
、
そ
れ
で
も
光
源
氏
を
大
切
に
扱
い
、

「
御
方
々
の
人
々
」
す
な
わ
ち
光
源
氏
方
と
葵
上
方
の
女
房
た
ち
を
そ
れ

ぞ
れ
「
選
り
と
と
の
へ
す
ぐ
り
て
」
仕
え
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
。「
御
方
々

の
人
々
」
と
あ
る
た
め
、
光
源
氏
と
葵
上
と
は
左
大
臣
邸
に
お
い
て
そ
れ

ぞ
れ
個
別
に
部
屋
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
葵
上
が
亡

く
な
る
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
も
の
の
け
に
憑
か
れ
た
葵
上
の

た
め
の
加
持
祈
祷
な
ど
を
行
う
折
に
も
光
源
氏
は
そ
の
「
わ
が
御
方
」
を

用
い
て
い
る
（「
葵
」
②
三
二
頁
）。

　
「
帚
木
」
巻
の
冒
頭
近
く
に
は
「
内
裏
に
の
み
さ
ぶ
ら
ひ
よ
う
し
た
ま

ひ
て
、
大
殿
に
は
絶
え
絶
え
ま
か
で
た
ま
ふ
」
と
あ
る
（「
帚
木
」
①

五
三
頁
）
こ
と
か
ら
、「
五
六
日
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
大
殿
に
二
三
日
」

と
い
う
状
況
が
十
七
歳
当
時
も
継
続
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
光
源
氏
は
左
大
臣
家
の
婿
と
な
っ
た
も
の
の
左
大
臣
邸
に
住
み
つ

く
こ
と
な
く
、
内
裏
住
み
を
主
と
し
て
左
大
臣
邸
に
は
宮
中
か
ら
退
出
す

る
と
い
う
生
活
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

雨
夜
の
品
定
め
の
後
に
は
「
か
く
の
み
籠
り
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
も
、
大

殿
の
御
心
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
ま
か
で
た
ま
へ
り
」
と
あ
っ
て
宮
中
か
ら

左
大
臣
邸
に
退
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
直
後
、「
人
の
け
は
ひ
も
、
け
ざ

や
か
に
気
高
く
、
乱
れ
た
る
と
こ
ろ
ま
じ
ら
ず
」
と
葵
上
の
様
子
が
語
ら

れ
る
（「
帚
木
」
①
九
一
頁
）。
ま
た
「
若
紫
」
巻
で
は
「
君
は
大
殿
に
お

は
し
け
る
に
、
例
の
、
女
君
、
と
み
に
も
対
面
し
た
ま
は
ず
」
と
描
か
れ

（「
若
紫
」
①
二
五
一
頁
）、「
紅
葉
賀
」
巻
で
も
「
内
裏
よ
り
、
大
殿
に

ま
か
で
た
ま
へ
れ
ば
、
例
の
、
う
る
は
し
う
よ
そ
ほ
し
き
御
さ
ま
に
て
、

心
う
つ
く
し
き
御
気
色
も
な
く
苦
し
け
れ
ば
」
と
さ
れ
る
（「
紅
葉
賀
」

①
三
二
二
頁
）
よ
う
に
、
左
大
臣
邸
へ
の
退
出
の
記
事
の
直
後
に
葵
上
の

様
子
が
語
ら
れ
る
。
部
屋
に
や
っ
て
き
た
光
源
氏
に
葵
上
が
す
ぐ
に
対
面

し
な
い
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
た
も
の
の
、
内
裏
か
ら
左
大
臣
邸
に
退
出

し
た
光
源
氏
は
、
ま
ず
葵
上
の
も
と
を
訪
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
そ
う
し
た
生
活
の
な
か
に
あ
っ
て
も
左
大
臣
邸
に
お
け
る
光

源
氏
の
部
屋
は
維
持
さ
れ
続
け
る
。

…
…
さ
て
は
づ
し
て
む
は
い
と
口
惜
し
か
べ
け
れ
ば
、
ま
だ
夜
深
う

出
で
た
ま
ふ
。
女
君
、
例
の
、
し
ぶ
し
ぶ
に
心
も
と
け
ず
も
の
し
た

ま
ふ
。「
か
し
こ
に
い
と
切
に
見
る
べ
き
こ
と
の
は
べ
る
を
、
思
ひ

た
ま
へ
出
で
て
な
ん
。
立
ち
か
へ
り
参
り
来
な
む
」
と
て
出
で
た
ま

へ
ば
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
知
ら
ざ
り
け
り
。
わ
が
御
方
に
て
、
御
直

衣
な
ど
は
奉
る
。
惟
光
ば
か
り
を
馬
に
乗
せ
て
お
は
し
ぬ
。

（「
若
紫
」
①
二
五
二
～
二
五
三
頁
）

　

若
紫
を
父
の
兵
部
卿
宮
が
引
き
取
る
意
向
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
光
源

氏
は
、
そ
の
前
に
二
条
院
に
連
れ
出
す
べ
く
、「
夜
深
う
」
左
大
臣
邸
を

出
て
、
若
紫
の
も
と
に
出
か
け
る
。「
女
君
、
例
の
、
し
ぶ
し
ぶ
に
心
も

と
け
ず
も
の
し
た
ま
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
夜
、
光
源
氏
は
葵
上
の

部
屋
の
「
夜
の
御
座
」
に
お
い
て
葵
上
と
と
も
に
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
「
心
も
と
け
ず
」
に
い
る
葵
上
に
対
し
て
、
二
条
院
に
急
用
が

で
き
た
こ
と
を
言
い
、部
屋
を
出
る
。「
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
知
ら
ざ
り
け
り
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、光
源
氏
と
葵
上
は
す
で
に
葵
上
の
部
屋
の「
夜

の
御
座
」
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
光
源
氏
は
そ
こ
か
ら
「
わ
が

御
方
」
で
あ
る
自
身
の
部
屋
に
行
き
、「
御
直
衣
」
な
ど
を
着
た
う
え
で

惟
光
を
供
と
し
て
出
か
け
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

左
大
臣
邸
に
は
光
源
氏
の
部
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

「
わ
が
御
方
」
は
あ
く
ま
で
も
光
源
氏
だ
け
の
部
屋
で
あ
り
、
光
源
氏
が

葵
上
と
逢
う
と
き
に
は
葵
上
の
部
屋
に
出
向
く
こ
と
を
通
例
と
し
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
葵
上
が
光
源
氏
の
部
屋
に
や
っ

て
き
て
い
る
と
解
さ
れ
る
当
該
場
面
は
、
通
例
と
は
異
な
る
状
況
に
あ
る

こ
と
と
な
る
が
、こ
れ
も
や
は
り
左
大
臣
の
差
配
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

左
大
臣
は
、
光
源
氏
を
自
邸
に
誘
う
際
、「
の
ど
や
か
に
一
二
日
う
ち
休

み
た
ま
へ
」
と
声
を
か
け
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
日
、
光
源
氏
が
左
大
臣

邸
に
や
っ
て
き
た
の
は
病
後
の
養
生
の
た
め
で
あ
っ
た
。
夕
顔
の
死
後
、

二
条
院
に
病
ん
だ
光
源
氏
を
左
大
臣
が
「
日
々
に
渡
り
た
ま
ひ
つ
つ
、
さ

ま
ざ
ま
の
こ
と
を
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
折
も
左
大
臣

は
宮
中
の
「
御
宿
直
所
」
に
出
仕
し
た
光
源
氏
を
「
わ
が
御
車
に
て
迎
ヘ

た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
御
物
忌
何
や
と
む
つ
か
し
う
つ
つ
し
ま
せ
た
て

ま
つ
り
た
ま
ふ
」
と
あ
っ
た
（「
夕
顔
」
①
一
八
三
頁
）。「
御
物
忌
」
に

籠
も
る
た
め
で
あ
る
以
上
、
葵
上
と
同
室
と
い
う
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

そ
の
折
と
同
様
に
、
光
源
氏
は
左
大
臣
の
車
で
こ
の
邸
に
設
け
ら
れ
た
光

源
氏
の
部
屋
に
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
、
葵
上
が
光
源
氏
の
部
屋
に
呼
ば
れ
る
の
は
、

そ
う
し
た
光
源
氏
の
見
舞
い
と
い
う
体
裁
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
う
や
く
や
っ
て
き
た
葵
上
は
光
源
氏
に
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病
後
の
具
合
を
「
い
か
が
と
だ
に
問
ひ
た
ま
は
ぬ
」
ば
か
り
か
、「
問
は

ぬ
は
つ
ら
き
も
の
に
や
あ
ら
ん
」
と
の
皮
肉
を
浴
び
せ
か
け
て
く
る
。
病

後
の
光
源
氏
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
い
つ
も
の
こ
と
と
は
い
え
、
と
て
も
堪

え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

か
く
し
て
、
光
源
氏
は
自
室
に
据
え
ら
れ
た
「
夜
の
御
座
」
に
ひ
と
り

で
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ふ
る
ま
い
は
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
、「
夜
の
御
座
」
に
入
る
順
序

　

光
源
氏
は
葵
上
を
外
に
残
し
た
ま
ま
「
夜
の
御
座
」
に
入
る
が
、
そ
も

そ
も
「
夜
の
御
座
」
に
入
る
の
は
、
男
女
ど
ち
ら
が
先
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
落
窪
物
語
』
巻
二
に
は
「
御
帳
の
う
ち
に
二
所
な
が
ら
入
り
た
ま
ひ
ぬ
」

と
あ
り（
一
八
四
頁
）、中
将
と
女
君
と
が
同
時
に「
御
帳
の
う
ち
」に
入
っ

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
例
外
と
い
え
る

も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。『
江
家
次
第
』
巻
第
二
十
「
執
聟
事
［
近
代
例
］」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

聟
公
入
二

帳
内
一

、
姫
君
出
、［
必
用
二

鬘
濃
袴
一

、
依
二

不
レ

待
レ

人
之

心
一

後
出
云
々
、］
聟
公
解
二

装
束
一

掩
レ

衾
、［
物
吉
之
女
上
臈
覆
、］

車
引
入
、［
随
身
雑
色
着
二

其
所
一

］

（
新
訂
増
補
故
実
叢
書
『
江
家
次
第
』
五
二
七
頁
）

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
婿
取
婚
の
場
合
は
、「
聟
君
」た
る
男
性
が
先
に「
帳

内
」
御
帳
の
中
に
入
り
、「
姫
君
」
た
る
女
性
が
「
出
」
る
の
だ
と
い
い
、

そ
の
理
由
を
人
を
待
た
な
い
心
に
よ
る
と
す
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、

高
群
逸
枝
は
「
婿
取
式
で
は
女
が
先
に
入
帳
し
、
臥
床
し
て
お
り
、
そ
こ

へ
男
が
入
る
の
を
正
式
と
す
る
」
と
し
、「
古
例
は
、
深
夜
、
女
の
臥
床

へ
男
が
通
つ
た
妻
問
婚
時
代
を
承
け
、
そ
の
伝
統
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す

る
精
神
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
例
の
よ
う
な
い

わ
ゆ
る
近
代
例
は
、
そ
の
心
に
そ
む
く
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す

る（
11
（

。
た
だ
し
、『
落
窪
物
語
』
巻
二
に
お
け
る
面
白
の
駒
と
四
の
君
の
婚

姻
二
日
目
に
は
面
白
の
駒
が
入
っ
て
い
る
御
帳
の
な
か
に
四
の
君
が
「
出

で
た
ま
ひ
に
け
り
」
と
あ
り
（
一
五
九
頁
）、
巻
四
に
お
け
る
権
帥
と
四

の
君
の
結
婚
に
お
い
て
も
、
権
帥
の
い
る
御
帳
の
な
か
に
四
の
君
が
「
出

で
た
ま
ひ
け
る
」
と
さ
れ
る
（
三
一
二
頁
）
こ
と
か
ら
、
男
性
が
御
帳
台

に
入
っ
た
の
ち
に「
姫
君
出
」と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
平
安
後
期
の「
近

代
」
に
限
っ
た
例
と
は
い
え
な
い
よ
う
だ
。

　

け
れ
ど
も
、『
江
家
次
第
』
に
お
い
て
も
女
性
が
「
姫
君
入
」
で
は
な

く
「
姫
君
出
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
先
に
掲

げ
た
面
白
の
駒
と
四
の
君
の
婚
姻
の
例
で
は
そ
の
三
日
目
に
は
「
四
の
君

は
帳
の
う
ち
に
据
ゑ
た
り
け
る
に
、
ふ
と
入
り
来
て
臥
し
に
け
れ
ば
、
え
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逃
げ
ず
」
と
あ
り
（
一
六
一
頁
）、
女
性
が
御
帳
の
な
か
に
い
て
そ
の
後

に
男
性
が
入
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。「
姫
君
出
」
と
い
う
の
は
、「
婿
が

入
っ
て
か
ら
、
新
婦
が
出
て
き
て
帳
内
に
入
る
」
も
の
と
も
さ
れ
る（

1（
（

が
、

「
出
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
女
性
は
御
帳
台
の
な
か

に
い
て
、
男
性
が
入
っ
た
後
に
几
帳
等
に
よ
っ
て
隠
し
て
い
た
姿
を
見
せ

る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
長
秋
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）

十
月
二
十
一
日
に
お
け
る
源
有
仁
と
公
実
女
の
婚
礼
の
記
事
で
は
「
次
女

主
入
帳
中
、
次
聟
公
入
自
帳
東
面
解
脱
」
と
あ
り
（
増
補
史
料
大
成
『
長

秋
記
』（
一
）
臨
川
書
店
、
一
七
三
頁
）、「
女
主
」
の
御
帳
台
の
な
か
に
「
聟

公
」
が
入
る
と
さ
れ
て
い
る
。
婿
取
婚
の
場
合
、
女
性
は
「
女
主
」
と
し

て
男
性
を
迎
え
る
立
場
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
女
性
が
先
に
御
帳
台
の
な

か
に
入
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。『
源
氏

物
語
』「
夕
霧
」
巻
で
も
「
女
君
は
、
帳
の
内
に
臥
し
た
ま
へ
り
。
入
り

た
ま
へ
れ
ど
目
も
見
あ
は
せ
た
ま
は
ず
」と
あ
り（「
夕
霧
」④
四
七
二
頁
）、

外
出
先
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
は
い
え
、
雲
居
雁
の
臥
す
御
帳
の
う
ち
に
夕

霧
が
入
っ
て
お
り
、
結
婚
が
継
続
し
て
い
る
状
況
で
も
同
様
の
形
態
を

と
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

一
方
、男
性
が
い
る
御
帳
の
な
か
に
女
性
が
入
る
例
も
あ
る
。『
左
経
記
』

寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
三
月
七
日
に
お
け
る
後
一
条
天
皇
へ
の
威
子
入

内
の
記
事
で
は
、「
頃
之
自
内
早
可
令
上
給
之
由
、有
御
消
息
」と
あ
り（
増

補
史
料
大
成
『
左
経
記
』
臨
川
書
店
、
六
四
頁
）、
天
皇
か
ら
早
く
上
る

べ
き
催
促
の
「
御
消
息
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
折

の
様
子
が
『
栄
花
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

帝
は
ひ
た
道
に
恥
づ
か
し
う
思
し
め
し
交
し
た
る
に
、
し
ぶ
し
ぶ
に

上
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
夜
大
殿
に
入
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
い
み
じ
う

つ
つ
ま
し
う
わ
り
な
く
思
し
め
さ
れ
て
、
や
が
て
動
か
で
ゐ
さ
せ
た

ま
へ
れ
ば
、
近
江
の
三
位
参
り
て
、「
あ
な
も
の
狂
ほ
し
、
な
ど
か

く
て
は
」
と
て
御
帳
の
も
と
に
お
は
し
ま
さ
す
れ
ば
、
上
起
き
居
さ

せ
た
ま
ひ
て
、
御
袖
を
引
か
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
督
の
殿
、
む
げ
に
知

ら
せ
た
ま
は
ざ
ら
ん
御
仲
よ
り
も
、
は
ゆ
く
恥
づ
か
し
う
思
し
ま
さ

る
べ
し
。
さ
て
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
殿
の
上
お
は
し
ま
し
て
、

御
衾
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
げ
に
め
で
た
き
御
あ
え
も
の
に
て
、

こ
と
わ
り
に
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。

（「
あ
さ
み
ど
り
」
②
一
三
九
～
一
四
〇
頁
）

　

天
皇
の
催
促
に
よ
っ
て
「
し
ぶ
し
ぶ
に
」
上
っ
て
く
る
も
の
の
、「
夜

大
殿
に
入
ら
せ
た
ま
ふ
」
折
に
は
そ
の
前
で
じ
っ
と
動
か
な
い
ま
ま
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
威
子
に
対
し
て
、
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
近
江
の
三
位
が

「
あ
な
も
の
狂
ほ
し
」
と
し
て
「
御
帳
の
も
と
」
に
押
し
や
り
、
天
皇
が

起
き
上
が
っ
て
威
子
の
袖
を
引
い
て
な
か
に
入
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
ほ
か
に
、
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
二
月
一
日
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に
東
宮
敦
良
親
王（
後
朱
雀
天
皇
）に
嬉
子
が
入
内
す
る
折
の
様
子
を「
や

や
夜
更
け
て
上
ら
せ
た
ま
へ
る
」と
し（「
も
と
の
し
づ
く
」②
二
二
二
頁
）、

や
は
り
女
性
で
あ
る
嬉
子
が
男
性
で
あ
る
東
宮
の
も
と
に
参
上
し
た
例
も

見
い
だ
せ
る
が
、
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
三
月
二
十
三
日
に
東
宮
敦
良

親
王
（
後
朱
雀
天
皇
）
に
禎
子
が
入
内
し
た
折
の
様
子
も
「
上
ら
せ
た
ま

へ
ど
、
動
き
も
せ
さ
せ
た
ま
は
ね
ば
、
上
出
で
さ
せ
た
ま
て
、
御
帳
の
内

に
か
き
抱
き
て
入
ら
せ
た
ま
ぬ
」
と
語
ら
れ
て
お
り
（「
わ
か
み
づ
」
③

一
〇
〇
頁
）、
禎
子
が
御
帳
の
な
か
に
入
ら
な
い
た
め
に
東
宮
が
御
帳
か

ら
出
て
禎
子
を
抱
え
て
な
か
に
入
れ
た
と
す
る
例
も
見
ら
れ
る
。

　

服
藤
早
苗
は
、
婚
礼
の
折
に
夫
婦
に
衾
が
か
け
ら
れ
る
衾
覆
儀
に
注
目

し
て
、「
天
皇
・
春
宮
の
婚
礼
の
衾
は
新
郎
方
、初
渡
御
儀
の
衾
は
新
婦
方
、

貴
族
層
は
新
婦
方
で
調
進
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
」
と
し
つ
つ
「
こ
れ
は
天

皇
・
春
宮
は
嫁
取
儀
礼
、
貴
族
層
は
婿
取
儀
礼
だ
っ
た
こ
と
と
見
事
に
対

応
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る（

11
（

が
、
そ
れ
は
こ
の
御
帳
に
入
る
順
序
に
つ
い

て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、貴
族
層
の
婿
取
婚
の
場
合
は
、

女
性
が
先
に
御
帳
に
入
り
、
そ
の
の
ち
に
男
性
が
入
る
の
に
対
し
て
、
天

皇
・
東
宮
の
嫁
取
婚
の
場
合
は
、
男
性
が
入
っ
て
い
る
御
帳
の
な
か
に
女

性
が
入
る
の
で
あ
っ
た
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
夕
霧
が
匂
宮
を
六
君
の
婿
と
し
て
迎
え
て
い
る
が
、

そ
の
折
は
「
六
条
院
の
東
の
殿
磨
き
し
つ
ら
ひ
て
、
限
り
な
く
よ
ろ
づ
を

と
と
の
へ
て
待
ち
き
こ
え
た
ま
ふ
」
と
あ
る
（「
宿
木
」
⑤
四
〇
一
頁
）

よ
う
に
、
六
君
の
居
所
で
あ
る
六
条
院
の
東
北
の
町
に
迎
え
、
そ
の
の
ち

は
「
同
じ
南
の
町
に
、
年
ご
ろ
あ
り
し
や
う
に
お
は
し
ま
し
て
」
と
あ
る

（「
宿
木
」
⑤
四
二
一
頁
）
よ
う
に
匂
宮
を
六
条
院
の
春
の
町
に
住
ま
わ

せ
て
六
君
の
も
と
に
通
わ
せ
る
。光
源
氏
を
婿
と
し
て
迎
え
た
左
大
臣
も
、

ま
た
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
左
大
臣
邸
の
な
か
に
設
け
た
光
源
氏
の
部
屋
に

光
源
氏
を
据
え
、
そ
こ
か
ら
葵
上
の
も
と
に
通
わ
せ
る
こ
と
を
目
論
ん
で

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
が
婿
で
あ
る
か
ぎ
り
、
光
源
氏
は
自
身
の
方

か
ら
葵
上
の
部
屋
に
出
向
き
、
葵
上
の
い
る
「
夜
の
御
座
」
に
迎
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。し
か
し
、葵
上
の
部
屋
に
足
を
運
ん
で
も「
と

み
に
も
対
面
し
た
ま
は
ず
」（「
若
紫
」
①
二
五
一
頁
）、「
ふ
と
も
対
面
し

た
は
ま
ず
」（「
花
宴
」
①
三
六
一
頁
）
と
い
う
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
た

の
だ
と
語
ら
れ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
そ
の
叙
述
は
、
葵
上
の
い
る
「
夜
の

御
座
」
に
光
源
氏
が
入
っ
て
も
葵
上
が
な
か
な
か
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
と

い
う
状
況
を
も
語
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
た
び
ご
と
に
光
源
氏
の
体
面
は
傷

つ
い
て
い
く
。
左
大
臣
が
い
く
ら
部
屋
を
磨
い
て
も
そ
こ
が
光
源
氏
の
落

ち
着
け
る
場
所
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
該
場
面
の
特
異
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
。
光
源
氏
は
葵
上
を
ひ
と
り
残
し
た
ま
ま
自
身
の
部
屋
の
「
夜
の
御

座
」
に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
婿
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
方
で
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は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ふ
る
ま
い
が
も
つ
意
義
と
は
何
か
。
そ
も
そ

も
葵
上
は
光
源
氏
の
「
添
臥
」
と
し
て
結
婚
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ

に
は
そ
の
こ
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、「
添
臥
」
と
し
て
の
葵
上

　

葵
上
は
「
添
臥
」
と
し
て
光
源
氏
と
結
婚
し
た
。
そ
の
経
緯
を
物
語
は

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

引
入
れ
の
大
臣
の
、
皇
女
腹
に
た
だ
一
人
か
し
づ
き
た
ま
ふ
御
む
す

め
、
春
宮
よ
り
も
御
気
色
あ
る
を
、
思
し
わ
づ
ら
ふ
こ
と
あ
り
け
る

は
、
こ
の
君
に
奉
ら
む
の
御
心
な
り
け
り
。
内
裏
に
も
、
御
気
色
賜

ら
せ
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、「
さ
ら
ば
、こ
の
を
り
の
後
見
な
か
め
る
を
、

添
臥
に
も
」
と
も
よ
ほ
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
さ
思
し
た
り
。

（「
桐
壺
」
①
四
六
頁
）

　
「
桐
壺
」
巻
に
お
け
る
桐
壺
帝
と
左
大
臣
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
葵
上
は
東
宮
か
ら
入
内
を
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
左
大
臣

に
は
す
で
に
光
源
氏
と
結
婚
さ
せ
た
い
と
の
思
惑
が
あ
り
、桐
壺
帝
の「
添

臥
に
も
」と
の
意
向
を
受
け
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

と
く
に
帝
の
意
向
を
め
ぐ
る
表
現
が
ぼ
や
か
さ
れ
て
い
る
が
、「
賢
木
」

巻
に
お
け
る
弘
徽
殿
大
后
の
こ
と
ば
の
な
か
に
も
「
弟
の
源
氏
に
て
い
と

き
な
き
が
元
服
の
添
臥
に
と
り
わ
き
」
と
あ
る
（「
賢
木
」
②
一
四
八
頁
）

た
め
、
物
語
の
世
界
で
は
葵
上
は
光
源
氏
の
「
添
臥
」
で
あ
っ
た
と
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（

11
（

。

　
「
副
臥
」
と
も
表
記
さ
れ
る
「
添
臥
」
は
、「
成
年
式
を
迎
え
、
元
服
加

冠
の
儀
を
終
え
た
東
宮
・
皇
子
な
ど
に
、
当
夜
、
女
子
を
選
ん
で
添
い
寝

を
さ
せ
る
風
習
が
あ
り
、
そ
の
相
手
と
し
て
選
ば
れ
た
女
子
を
い
う
」
と

さ
れ
、「
成
年
に
達
し
た
男
子
の
資
格
に
、
女
性
と
の
交
渉
を
条
件
に
し

て
い
た
古
代
社
会
の
成
人
式
の
遺
風
」
で
あ
り
、「
平
安
時
代
に
は
す
で

に
形
式
化
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
は
い
た
が
、
副
臥
に
選
ば
れ
た
女
性
が

そ
の
ま
ま
、
正
妻
と
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
る（

11
（

。
し
か
し

な
が
ら
、「
添
臥
」
と
い
う
こ
と
ば
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
よ
う
だ（

11
（

。

　
『
北
山
抄
』
巻
四
「
皇
太
子
元
服
事
」
に
は
「
添
臥
」
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

息
所
参
事
。［
寛
平
九
年
七
月
三
日
丙
子
、
為
子
内
親
王
当
夜
参
入
。

延
喜
十
六
年
十
月
廿
二
日
甲
辰
、
故
左
大
臣
女
参
入
、
用
レ

輦
。
応

和
三
年
二
月
廿
八
日
辛
亥
、昌
子
内
親
王
参
入
、俗
謂
二

之
副
臥
一

乎
。

成
明
親
王
元
服
夜
、
大
納
言
師
輔
卿
女
参
入
。
以
二

太
政
大
臣
孫
一

、

聴
二

輦
車
一

。
見
二

李
部
王
記
一

。］

（
土
田
直
鎮
等
校
注
『
神
道
大
系
朝
議
祭
祀
編
』（
三
） 
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神
道
大
系
編
纂
会
、
二
四
四
頁
）

　

敦
仁
親
王
（
醍
醐
天
皇
）
の
后
為
子
内
親
王
、
保
明
親
王
の
后
仁
善
子

（
故
左
大
臣
女
）、
憲
平
親
王
（
冷
泉
天
皇
）
の
后
昌
子
内
親
王
、
そ
し

て
成
明
親
王
（
村
上
天
皇
）
の
后
安
子
と
い
う
親
王
の
元
服
の
夜
に
参
入

し
た
女
性
た
ち
の
記
事
を
あ
げ
、「
俗
謂
二

之
副
臥
一

乎
」
と
し
て
「
添
臥
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
「
俗
」
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
同
様
の
記
事
は
、『
紫

明
抄
』
巻
一
に
も
見
ら
れ
る
。

延
喜
十
二
年
十
月
廿
二
日
、
故
左
大
臣
女
参
、
俗
謂
副
臥
、［
見
于

李
部
王
記
］

寛
和
二
年
七
月
十
八
日
、
三
条
院
［
于
時
東
宮
］
御
元
服
、
同
日
立

太
子
年
十
一
、
法
興
院
相
國
女
尚
侍
綏
子
為
副
臥
［
見
大
鏡
］

（
田
坂
憲
二
編
『
紫
明
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
一
八
） 

お
う
ふ
う
、
二
三
頁
）

　

こ
こ
で
も
「
俗
謂
副
臥
」
と
さ
れ
、『
北
山
抄
』
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た

保
明
親
王
の
后
仁
善
子
の
例
の
ほ
か
、「
見
大
鏡
」
と
し
て
居
貞
親
王
（
三

条
天
皇
）の
后
と
な
っ
た
綏
子
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。た
し
か
に『
大

鏡
』
に
は
「
三
条
院
の
東
宮
に
て
御
元
服
せ
さ
せ
た
ま
ふ
夜
の
御
添
臥
に

ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
て
」
と
あ
り
（
二
四
四
頁
）、
ま
た
『
栄
花
物
語
』
に

も
「
尚
侍
に
な
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
御
副
臥
に
と
思
し
掟

て
さ
せ
た
ま
ひ
て
」
と
あ
る
（「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
①
一
四
一
頁
）

こ
と
か
ら
、
綏
子
が
「
添
臥
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　
「
添
臥
」に
つ
い
て
、服
藤
早
苗
は
、元
服
の
夜
に
参
入
し
た
例
と
し
て
、

先
に
掲
げ
た
も
の
以
外
に
、
清
和
天
皇
の
女
御
多
美
子
、
朱
雀
天
皇
の
女

御
煕
子
女
王
、
為
平
親
王
の
后
源
高
明
女
な
ど
の
例
を
あ
げ
つ
つ
、「「
副

臥
は
い
ず
れ
も
東
宮
・
皇
子
な
ど
身
分
の
高
い
男
子
の
元
服
に
選
ば
れ
て

い
る
」
の
で
は
な
く
、
副
臥
と
は
、
天
皇
・
東
宮
・
準
東
宮
の
元
服
に
選

ば
れ
参
入
す
る
女
性
、と
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」と
し
た
う
え
で
、

「
光
源
氏
は
、「
準
東
宮
」
的
な
身
分
の
男
性
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
」
と
す
る（

11
（

。
ま
た
、
青
島
麻
子
は
、「
添
臥
」

の
用
例
と
し
て
、
さ
ら
に
『
海
人
の
刈
藻
』『
木
幡
の
時
雨
』
に
お
け
る

例
な
ど
も
あ
げ
、「
古
記
録
・
史
料
類
、
文
学
作
品
と
も
に
「
添
臥
」
は

常
に
「
参
」
と
い
う
表
現
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
た
」
と
指
摘
し
つ
つ
「
わ

ず
か
な
用
例
か
ら
結
論
を
急
ぐ
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
が
、
自
身
が
女
の
も

と
に
通
う
こ
と
で
の
婚
姻
開
始
が
一
般
的
な
諸
親
王
と
、
后
妃
を
入
内
さ

せ
る
形
を
と
る
天
皇
・
東
宮
の
場
合
と
は
自
ず
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
光
源
氏
の
場
合
は
「
公
的
な
位
置
づ
け

と
し
て
は
源
氏
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
十
分
に
確
認
し
つ
つ
も
、
東
宮
を
も

凌
ぐ
「
私
物
」
と
し
て
の
位
置
も
示
唆
さ
れ
る
と
い
う
、
光
源
氏
の
地
位

の
両
義
性
が
、
言
葉
の
上
に
お
い
て
も
呈
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る（

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、「
添
臥
」
は
そ
の
用
語
例
を
見
る
か
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ぎ
り
天
皇
・
東
宮
等
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
一
般
貴
族
に
は
認
め
ら
れ
な

い
こ
と
、
光
源
氏
の
場
合
は
東
宮
に
準
じ
た
帝
の
配
慮
に
基
づ
い
た
特
別

な
扱
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た

が
、
そ
も
そ
も
「
添
臥
」
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
『
源
氏
物
語
』「
夕
霧
」
巻
で
は
、
瀕
死
の
一
条
御
息
所
に
対
す
る
落
葉

宮
の
姿
が
「
つ
と
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
（「
夕
霧
」

④
四
三
八
頁
）
が
、
こ
の
表
現
に
着
目
し
た
津
島
昭
宏
は
、
こ
こ
に
「
招

魂
蘇
生
」
の
意
義
を
読
み
と
り
つ
つ
、「
添
臥
」
に
も
ふ
れ
て
「
男
を
一

人
前
に
成
長
さ
せ
る
の
に
、
女
が
男
に
「
添
ひ
臥
す
」
こ
と
で
、
そ
こ
に

何
か
し
ら
の
力
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
指

摘
す
る（

11
（

。
も
の
の
け
に
と
り
殺
さ
れ
た
夕
顔
を
光
源
氏
も
「
添
ひ
臥
し
」

て
お
り
（「
夕
顔
」
①
一
六
七
頁
）、
ま
た
『
栄
花
物
語
』
で
は
危
篤
に
陥
っ

た
娘
嬉
子
に
対
す
る
藤
原
道
長
の
姿
が
「
御
帳
の
内
に
、
児
を
す
る
や
う

に
つ
と
添
ひ
臥
し
た
ま
ひ
て
、
泣
く
泣
く
か
か
へ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ

り
」
と
描
か
れ
る
（「
楚
王
の
ゆ
め
」
②
五
〇
六
頁
）
よ
う
に
、
愛
す
る

も
の
の
死
に
際
し
て
「
添
ひ
臥
す
」
人
び
と
の
姿
に
は
蘇
生
の
願
い
を
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
、
と
く
に
嬉
子
に
「
添
ひ
臥
す
」
道
長
の
様
子
が
「
児
を
す
る

や
う
に
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
『
枕
草
子
』
は
「
身
を
か
へ
て
天
人
な
ど
は
か
や
う
や
あ
ら
む
と
見
ゆ

る
も
の
」
と
し
て
「
た
だ
の
女
房
に
て
候
ふ
人
の
、
御
乳
母
に
な
り
た
る
」

も
の
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
「
御
乳
母
」
は
唐
衣
も
着
ず
、
裳
さ
え
も

つ
け
な
い
で
「
御
前
に
添
ひ
臥
し
」、「
御
帳
」
の
な
か
を
居
場
所
に
し
て

女
房
た
ち
を
使
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
（
三
六
七
頁
）。
そ
う
し
た
傍
若

無
人
に
も
見
え
る
ふ
る
ま
い
が
許
さ
れ
て
い
る
の
は
「
御
乳
母
」
と
し
て

御
子
に「
添
ひ
臥
し
」て
養
育
し
て
い
る
体
裁
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
幼
児
に
「
添
ひ
臥
す
」
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

嬉
子
に
「
添
ひ
臥
す
」
道
長
の
姿
は
、「
児
を
す
る
よ
う
に
」
と
さ
れ

る
よ
う
に
幼
児
に
対
す
る
ふ
る
ま
い
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
幼

児
や
瀕
死
の
も
の
に
対
し
て
「
添
ひ
臥
す
」
こ
と
は
、
招
魂
と
い
う
よ
り

も
鎮
魂
、
す
な
わ
ち
「
魂
ふ
り
」「
た
ま
し
づ
め
」
の
ふ
る
ま
い
と
見
た

方
が
よ
り
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
折
口
信
夫
は
「
外
来
魂
」
を
附
着
さ

せ
る
こ
と
を
「
魂た
ま

ふ
り
」、「
内
在
魂
」
の
発
散
を
防
ぐ
こ
と
を
「
た
ま
し

づ
め
」
と
す
る（

11
（

。
御
乳
母
は
御
子
に
「
添
ひ
臥
す
」
こ
と
で
魂
を
附
着
さ

せ
て
養
育
を
し
、
道
長
は
嬉
子
に
「
添
ひ
臥
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
魂
を
ふ

り
つ
け
て
鎮
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

西
村
亨
は
「
添
臥
」
に
つ
い
て
「
元
服
は
、
宗
教
的
に
言
え
ば
、
男
性

が
神
と
な
る
資
格
を
初
め
て
そ
な
え
て
の
誕
生
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
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補
佐
・
誘
導
の
任
に
当
た
る
女
性
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
そ
ひ
ぶ
し

0

0

0

0

の

妻
は
そ
の
巫
女
が
王
朝
社
会
に
残
存
し
た
現
実
的
な
形
で
あ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

11
（

が
、「
添
臥
」
の
始
原
に
は
、

元
服
の
折
、
男
性
が
「
神
」
と
な
る
資
格
を
得
る
た
め
に
鎮
魂
の
儀
礼
を

執
り
行
っ
た
「
巫
女
」
の
姿
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。「
添
臥
」
は

天
皇
・
東
宮
等
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
添

臥
」が
王
者
に
の
み
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
し
、

「
添
臥
」
が
男
性
の
も
と
に
参
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
の
も
そ
の
こ
と

と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
臣
籍
降
下
し
た
光
源
氏
が
宮
中
に
葵
上
を
迎
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。「
そ
の
夜
、
大
臣
の
御
里
に
源
氏
の
君
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ふ
」

と
あ
る
（「
桐
壺
」
①
四
七
頁
）
と
お
り
、
元
服
の
夜
、
光
源
氏
は
左
大

臣
邸
に
退
出
す
る
こ
と
と
な
る
。
け
れ
ど
も
、「
添
臥
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、

光
源
氏
が
「
添
臥
」
で
あ
る
葵
上
の
も
と
を
訪
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、

葵
上
が
光
源
氏
の
部
屋
に
や
っ
て
き
た
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
そ
し
て
、「
添
臥
」
た
る
葵
上
は
光
源
氏
が
待
つ
、
光
源
氏
の
部
屋

の
「
夜
の
御
座
」
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
添
臥
」
と
さ
れ
る
葵
上
と
光
源
氏
と
の
結
婚
は
、
左
大
臣
邸
の
な
か

に
設
け
ら
れ
た
光
源
氏
の
部
屋
に
葵
上
が
参
入
す
る
と
い
う
か
た
ち
を

と
っ
て
始
発
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
異
例
の
結
婚
と
な
っ
た

の
は
、
父
桐
壺
帝
の
光
源
氏
へ
の
偏
愛
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
桐
壺
帝
は
そ
う
ま
で
し
て
、
光
源
氏
に
対
し
て
東
宮
に
準
じ

た
待
遇
を
し
て
や
り
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
そ
う
し
た
形
態
を
と
っ
た
の
は
結
婚
当
初
だ
け
で
あ
っ
た
ら

し
く
、
以
降
の
物
語
に
確
認
で
き
る
の
は
、
葵
上
の
も
と
を
訪
れ
る
光
源

氏
の
姿
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
後
一
条
天
皇
の
も
と
に
入
内
し
た

威
子
は
「
夜
大
殿
に
入
た
せ
た
ま
ふ
」
折
に
は
「
や
が
て
動
か
で
ゐ
」
た

と
こ
ろ
近
江
の
三
位
に
「
あ
な
も
の
狂
ほ
し
」
と
い
わ
れ
、
敦
良
親
王
の

も
と
に
参
入
し
た
禎
子
も
「
動
き
も
せ
さ
せ
た
ま
は
ね
ば
」
東
宮
に
抱
え

ら
れ
て
御
帳
台
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
男
性
が
い
る
御
帳
台
の
な

か
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
の
は
羞
恥
心
の
た
め
ば
か
り
で

は
な
く
、
何
よ
り
そ
れ
が
自
身
を
地
位
の
低
い
も
の
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ

と
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。葵
上
は「
こ
の
を
り
の
後
見
な
か
め
る
を
、

添
臥
に
も
」
と
さ
れ
て
「
添
臥
」
に
決
ま
る
が
、「
多
く
の
後ウ
シ
ロ
ミ見
は
、
主

人
に
対
し
て
、
低
い
位
置
に
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
」
と
さ
れ
る（

1（
（

。
葵
上
は

「
添
臥
」
と
し
て
結
婚
生
活
を
送
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
葵
上
は
「
添
臥
」
た
る
こ
と
を
拒
絶
し
て

光
源
氏
を
自
分
の
部
屋
に
通
わ
せ
、
光
源
氏
は
左
大
臣
邸
に
住
み
つ
く
こ

と
を
拒
ん
で
葵
上
の
部
屋
に
通
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

当
該
場
面
に
お
い
て
、
左
大
臣
に
促
さ
れ
た
葵
上
は
光
源
氏
の
部
屋
に
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し
ぶ
し
ぶ
渡
っ
て
く
る
。
見
舞
い
の
体
裁
を
と
っ
て
や
っ
て
き
た
葵
上
は

光
源
氏
の
「
夜
の
御
座
」
に
入
る
こ
と
な
ど
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
。と
こ
ろ
が
光
源
氏
の
求
め
に
応
じ
て
発
し
た
こ
と
ば
を
契
機
に
、

や
に
わ
に
光
源
氏
が
「
夜
の
御
座
」
に
入
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
ふ
る
ま
い

は「
問
は
ぬ
は
つ
ら
き
も
の
に
や
あ
ら
ん
」と
い
っ
た
葵
上
の
方
か
ら「
夜

の
御
座
」
を
「
訪
ふ
」
こ
と
を
強
要
し
、
結
婚
当
初
の
「
添
臥
」
と
し
て

の
立
場
を
突
き
つ
け
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。「
ふ
と
も
入
り
た
ま
は
」

ぬ
葵
上
で
は
あ
っ
た
が
、「
添
臥
」の
葵
上
が
そ
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は「
も

の
狂
ほ
し
」
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
で
光
源
氏
が
「
夜
の
御
座
」

の
な
か
か
ら
声
を
か
け
る
は
ず
も
な
い
。「
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
」

の
動
作
主
は
や
は
り
葵
上
で
あ
り
、
葵
上
が
光
源
氏
に
抗
弁
す
る
も
の
の

光
源
氏
が
聞
き
入
れ
な
い
状
況
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
や
む
な
く
葵
上
は

光
源
氏
の
「
夜
の
御
座
」
に
入
っ
て
「
う
ち
嘆
き
て
臥
し
た
ま
へ
る
」
の

で
あ
っ
た
が
、「
な
ま
心
づ
き
な
き
」
光
源
氏
は
、
葵
上
を
「
ね
ぶ
た
げ
に
」

扱
い
な
が
ら
「
世
を
思
し
乱
」
れ
、
北
山
で
見
か
け
た
若
紫
の
こ
と
に
思

い
を
め
ぐ
ら
す
。
光
源
氏
は
い
ま
こ
こ
に
い
る
葵
上
を
見
つ
め
る
こ
と
な

く
、
葵
上
は
屈
辱
に
堪
え
な
が
ら
朝
を
待
ち
望
む
ほ
か
な
い
。

　

も
と
よ
り
勝
ち
負
け
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
評
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
、

冷
え
冷
え
と
し
た
ふ
た
り
の
間
柄
が
そ
こ
に
は
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。

五
、「
夜
の
御
座
」
に
籠
も
る
光
源
氏

　

し
か
し
、
そ
の
葵
上
が
急
逝
す
る
。「
葵
」
巻
の
こ
と
で
あ
る
。
鳥
辺

野
に
お
け
る
葵
上
の
葬
送
後
、
光
源
氏
は
「
殿
に
お
は
し
着
き
て
、
つ
ゆ

ま
ど
ろ
ま
れ
た
ま
は
ず
」、
亡
き
葵
上
の
「
御
あ
り
さ
ま
」
を
思
い
出
し

な
が
ら
心
通
わ
ぬ
ま
ま
過
ご
し
て
き
た
日
々
を
悔
恨
し
（「
葵
」
②
四
八

頁
）、
左
大
臣
邸
に
こ
も
っ
て
葵
上
を
追
悼
す
る
。

夜
は
御
帳
の
内
に
ひ
と
り
臥
し
た
ま
ふ
に
、
宿
直
の
人
々
は
近
う
め

ぐ
り
て
さ
ぶ
ら
へ
ど
、
か
た
は
ら
さ
び
し
く
て
、「
時
し
も
あ
れ
」

と
寝
覚
め
が
ち
な
る
に
、
声
す
ぐ
れ
た
る
か
ぎ
り
選
り
さ
ぶ
ら
は
せ

た
ま
ふ
念
仏
の
暁
方
な
ど
忍
び
が
た
し
。（「

葵
」
②
五
〇
～
五
一
頁
）

　

二
条
院
に
も
渡
る
こ
と
な
く
葵
上
の
供
養
に
明
け
暮
れ
る
光
源
氏
は
、

夜
は
「
御
帳
の
内
」
に
ひ
と
り
で
横
に
な
る
の
だ
と
い
う
。「
か
た
は
ら

さ
び
し
く
て
」
と
あ
る
た
め
、
そ
こ
は
通
常
葵
上
と
と
も
に
夜
を
過
ご
し

て
い
た
葵
上
の
部
屋
の
「
夜
の
御
座
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
正
日
ま
で
は
な
ほ
籠
り
お
は
す
」
と
あ
り
（「
葵
」
②
五
四
頁
）、
光

源
氏
は
四
十
九
日
ま
で
左
大
臣
邸
に
籠
も
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
所

も
葵
上
の
部
屋
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
あ
る
時
雨
の
降
る
暮
れ
方
、
頭
中
将
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が
訪
れ
た
の
は
、
光
源
氏
が
「
西
の
つ
ま
の
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
霜
枯

れ
の
前
栽
見
た
ま
ふ
ほ
ど
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（「
葵
」
②
五
四
～

五
五
頁
）。
桐
壺
更
衣
を
う
し
な
っ
た
折
、
桐
壺
帝
も
「
御
前
の
壺
前
栽
」

を
見
て
お
り
（「
桐
壺
」
①
三
三
頁
）、
紫
の
上
を
な
く
し
た
光
源
氏
も
「
前

栽
」
を
眺
め
て
い
る
（「
幻
」
④
五
四
三
頁
）
が
、
こ
う
し
た
愁
嘆
場
に

お
い
て
「
前
栽
」
が
描
か
れ
る
理
由
に
つ
い
て
高
崎
正
秀
は
「
亡
き
人
の

霊
魂
が
天ア

モ降
る
と
い
ふ
信
仰
」
が
あ
る
こ
と
を
説
く（

11
（

。
光
源
氏
は
葵
上
の

部
屋
の
前
の「
前
栽
」に
葵
上
の
魂
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

光
源
氏
が
左
大
臣
邸
を
去
っ
て
い
っ
た
折
、「
大
臣
見
送
り
き
こ
え
た

ま
ひ
て
、
入
り
た
ま
へ
る
に
、
御
し
つ
ら
ひ
よ
り
は
じ
め
、
あ
り
し
に
変

る
こ
と
も
な
け
れ
ど
、
空
蟬
の
む
な
し
き
心
地
ぞ
し
た
ま
ふ
」
と
あ
る

（「
葵
」
②
六
四
頁
）。
光
源
氏
を
見
送
っ
た
左
大
臣
が
「
入
り
た
ま
へ
る
」

部
屋
に
つ
い
て
、
現
代
注
釈
書
の
多
く
は
「
源
氏
の
部
屋
」
と
す
る（

11
（

が
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

左
大
臣
が
入
っ
た
部
屋
は
「
御
し
つ
ら
ひ
よ
り
は
じ
め
、
あ
り
し
に
変

る
こ
と
も
な
け
れ
ど
」
と
さ
れ
る
。「
あ
り
し
」
は
葵
上
生
前
の
こ
と
を

さ
し
て
お
り
、
そ
の
部
屋
が
葵
上
生
前
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
い
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
葵
上
は
光
源
氏
の
部
屋
に
住
ん

で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
部
屋
を
光
源
氏
の
そ
れ
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。『
岷
江
入
楚
』
が
「
大
臣
の
源
を
見
送
り
て
ま
た
葵

の
住
給
し
方
へ
か
へ
り
入
給
ふ
也
」
と
す
る（

11
（

よ
う
に
、
左
大
臣
は
光
源
氏

が
籠
も
っ
て
い
た
葵
上
の
部
屋
に
入
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
年
が
明
け
た
の
ち
、光
源
氏
は
左
大
臣
邸
を
訪
れ
る
が
、そ
の
際
、

「
立
ち
出
で
て
御
方
に
入
り
た
ま
へ
れ
ば
、
人
々
も
め
づ
ら
し
う
見
た
て

ま
つ
り
て
忍
び
あ
へ
ず
」
と
さ
れ
る
（「
葵
」
②
七
七
頁
）。「
御
方
」
と

あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
「
若
君
」（
夕
霧
）
の
姿
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
光

源
氏
は
亡
き
葵
上
の
部
屋
に
入
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
が
、
そ
の
折
も

「
御
し
つ
ら
ひ
な
ど
も
変
ら
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
（「
葵
」
②
七
八
頁
）。

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
は
、
堀
河
天
皇
崩
御
後
「
昼
の
御
座
の
か
た
に
こ

ほ
こ
ほ
と
も
の
取
り
は
な
す
音
」
が
し
て
、
そ
れ
が
「
御
帳
こ
ほ
つ
音
」

だ
と
さ
れ
る
記
事
が
見
ら
れ
る
（
四
二
六
～
四
二
九
頁
）
が
、
玉
腰
芳
夫

は
、
こ
の
天
皇
崩
御
後
に
昼
御
帳
が
壊
さ
れ
る
事
例
を
あ
げ
て
「
御
帳
が

人
の
あ
り
方
を
象
徴
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る（

11
（

。
こ
の

こ
と
に
従
え
ば
、
葵
の
上
の
部
屋
の
御
帳
も
そ
の
死
後
撤
去
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
葵
上
の
部
屋
の
「
夜

の
御
座
」
を
含
め
た
室
礼
は
、
葵
上
の
死
後
、
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
に
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
左
大
臣
家
の
人
び
と
の
葵
上
追
慕
の
念
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
葵
上
の
息
が
絶
え
た
の
ち
、「
御
枕
な
ど
も
さ
な

が
ら
二
三
日
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ど
」
と
語
ら
れ
て
い
た
（「
葵
」
②

四
六
頁
）
が
、
そ
れ
は
葵
上
の
魂
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
所
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作
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
左
大
臣
を
は
じ
め
と
し
て
左
大
臣
邸
の
も
の

た
ち
は
、
葵
上
の
部
屋
の
「
御
し
つ
ら
ひ
」
等
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く

こ
と
で
葵
上
を
慕
い
つ
づ
け
、
光
源
氏
も
ま
た
左
大
臣
邸
を
去
る
ま
で
室

礼
も
生
前
の
ま
ま
に
保
た
れ
た
葵
上
の
部
屋
の
「
夜
の
御
座
」
に
籠
も
っ

て
葵
上
を
追
悼
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』「
忠
こ
そ
」
に
は
、
亡
き
妻
の
御
帳
台
の
内
に
臥
す
千

蔭
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

…
…
忠
こ
そ
、「
さ
る
は
、
か
し
こ
に
こ
そ
、
よ
き
物
は
侍
ら
め
」

と
申
し
給
へ
ば
、
お
と
ど
、「『
玉
の
台
も
』
と
言
ふ
は
、
そ
れ
ぞ
か

し
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
北
の
方
の
御
帳
の
内
に
、
御
座
所
し
て
、
大

殿
籠
り
な
ど
す
る
に
、
忠
こ
そ
、「
今
宵
は
、
一
条
に
は
渡
ら
せ
給

ふ
ま
じ
き
に
や
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
お
と
ど
、

年
経
れ
ど
忘
れ
ぬ
人
の
寝
し
床
ぞ
一
人
臥
す
に
も
う
れ
し
か
り

け
る

と
て
、
御
座
を
打
ち
払
は
せ
て
、
臥
し
給
へ
ば
、
忠
こ
そ
、

寝
し
人
も
な
み
だ
の
上
に
臥
す
も
の
を
宿
の
下
に
は
数
も
書
く

ら
む 

（
一
一
七
頁
）

　

気
の
休
ま
ら
な
い
一
条
北
の
方
の
も
と
か
ら
帰
宅
し
た
千
蔭
が
、
亡
き

北
の
方
の
「
御
帳
の
内
」
に
「
御
座
所
」
を
設
け
て
横
に
な
っ
て
い
る
。

年
を
経
て
も
「
忘
れ
ぬ
人
の
寝
た
床
」
は
「
一
人
臥
す
」
の
で
も
「
う
れ

し
か
り
け
る
」
と
歌
い
、「
御
座
を
打
ち
払
は
せ
て
」
臥
す
千
蔭
は
、「
御

帳
の
内
」
で
亡
き
北
の
方
と
語
り
合
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
光
源
氏
に
も

同
様
の
姿
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

光
源
氏
が
去
っ
た
後
、葵
上
の
部
屋
に
足
を
踏
み
入
れ
た
左
大
臣
は「
御

帳
の
前
」
に
書
き
捨
て
ら
れ
て
い
た
光
源
氏
の
手
習
を
手
に
取
る
。
そ
こ

に
は
古
い
詩
歌
を
は
じ
め
、
漢
詩
や
和
歌
な
ど
が
書
き
散
ら
し
て
あ
り
、

た
と
え
ば
、「
長
恨
歌
」
の
「
旧
き
枕
故
き
衾
、
誰
と
共
に
か
」
と
あ
る

所
に
は
「
亡
き
魂
ぞ
い
と
ど
悲
し
き
寝
し
床
の
あ
く
が
れ
が
た
き
心
な
ら

ひ
に
」
と
の
歌
が
記
さ
れ
、
同
じ
く
「
霜
華
白
し
」
と
あ
る
所
に
は
「
君

な
く
て
塵
積
も
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
う
ち
払
ひ
い
く
夜
寝
ぬ
ら
む
」
と

の
歌
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
（「
葵
」
②
六
四
～
六
五
頁
）。「
御
帳
の
前
」

に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
手
習
は
、
光
源
氏
が
葵
上

の
部
屋
の
「
夜
の
御
座
」
に
ひ
と
り
籠
り
、
書
き
続
け
て
き
た
も
の
と
考

え
て
よ
い
。
光
源
氏
は
「
寝
し
床
の
あ
く
が
れ
が
た
き
」
と
吐
露
し
、「
君

な
く
て
塵
積
も
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
」
と
亡
き
葵
上
に
呼
び
か
け
る
。
死
者

と
の
時
間
。
光
源
氏
は
こ
の
「
夜
の
御
座
」
の
な
か
で
手
習
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
亡
き
葵
上
と
心
を
交
わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ほ
か
の
女
性
の
も
と
に
出
か
け
る
こ
と
も
な
く
、
心
を
ひ
ら
い
て
「
夜

の
御
座
」
の
な
か
で
語
り
合
う
ふ
た
り
。
そ
れ
こ
そ
こ
の
ふ
た
り
の
あ
り

う
べ
き
姿
で
は
あ
っ
た
。
生
前
の
空
隙
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
、
光
源
氏
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は
亡
き
葵
上
に
語
り
か
け
る
。
だ
が
、「
夜
の
御
座
」
の
な
か
、
ふ
た
た

び
葵
上
が
姿
を
現
す
こ
と
は
な
い
。

　

葵
上
は
煙
と
な
っ
て
空
に
消
え
、
光
源
氏
は
ひ
と
り
「
夜
の
御
座
」
に

取
り
残
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

※
本
文
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』
の
ほ
か
、『
落
窪
物
語
』『
枕
草
子
』『
讃
岐
典
侍
日

記
』『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
は
小
学
館
刊
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
う
つ
ほ

物
語
』
は
お
う
ふ
う
刊
『
う
つ
ほ
物
語 

全 

改
訂
版
』
に
拠
り
、
巻
名
・
冊
数
・

頁
数
等
を
附
し
た
。
表
記
等
は
私
に
よ
り
あ
ら
た
め
た
部
分
が
あ
る
。
ま
た
割
注

は
［　

］
の
な
か
に
示
し
た
。

注（1
） 

渋
谷
栄
一
『
源
氏
釈
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
一
六
）
お
う
ふ
う
、
五
五
頁
。
た

だ
し
、
当
該
歌
を
引
歌
と
認
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
鈴
木
日
出

男
が
「
こ
れ
以
外
に
も
下
の
句
の
同
じ
類
歌
が
多
」
い
と
し
て
数
首
を
あ
げ
た
う

え
で
「
い
ず
れ
が
引
歌
と
し
て
最
適
か
、
や
や
定
め
が
た
い
」
と
す
る
（『
源
氏

物
語
引
歌
綜
覧
』
風
間
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
四
三
頁
）
よ
う
に
、
検
討
の
余
地

が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
二
）
角
川
書
店
、
八
六
頁
。

（
（
） 

大
津
直
子
「
光
源
氏
と
葵
の
上
と
の
結
婚
─
「
問
は
ぬ
は
つ
ら
き
も
の
に
や
あ
ら

ん
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
─
」
原
岡
文
子
他
編
『
源
氏
物
語　

煌
め
く

こ
と
ば
の
世
界
Ⅱ
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
八
年
、
一
九
九
～
二
〇
〇
頁
。

（
（
） 

古
田
正
幸
「『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
お
け
る
「
と
は
ぬ
は
つ
ら
き
も
の
に
や
あ

ら
む
」
考
─
光
源
氏
の
会
話
文
に
お
け
る
引
歌
理
解
を
中
心
と
し
て
─
」『
む
ら

さ
き
』
五
七
、二
〇
二
〇
年
一
二
月
。

（
（
） 『
源
氏
物
語
湖
月
抄　

増
注
』（
上
）
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
七
一
頁
、

傍
注
。

（
（
） 

日
本
古
典
全
書
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
①
三
一
〇
頁
、
頭
注
二
六
。

（
（
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
①
二
〇
二
頁
、
頭
注
八
。

（
（
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
①
一
七
三
頁
、
脚
注
一
七
。

（
（
） 

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
二
）
角
川
書
店
、
八
四
～
八
五
頁
。

（
10
） 

完
訳
日
本
の
古
典
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
①
一
八
六
頁
、
脚
注
六
。
三
三
一
頁
、

現
代
語
訳
。

（
11
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
①
二
二
七
頁
、
頭
注
二
三
、

現
代
語
訳
。

（
12
） 

島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』（
四
）
矢
島
書
房
、
一
九
五
五
年
（
改
正
九
版
、

初
版
一
九
四
〇
年
）、
一
一
四
～
一
一
六
頁
。

（
1（
） 

島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』（
四
）
矢
島
書
房
、
一
九
五
五
年
（
改
正
九
版
、

初
版
一
九
四
〇
年
）、
一
〇
二
頁
、
現
代
語
訳
。

（
1（
） 

武
笠
三
『
源
氏
物
語
』（
一
）
有
朋
堂
文
庫
、
有
朋
堂
書
店
、
一
九
一
四
年
、

一
九
六
頁
。

（
1（
） 『
源
氏
物
語
湖
月
抄　

増
注
』（
上
）
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
七
〇
頁
、

傍
注
。

（
1（
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
①
二
二
五
頁
、
頭
注
一
四
。

（
1（
） 『
源
氏
物
語
湖
月
抄　

増
注
』（
上
）
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
六
九
頁
、

頭
注
。

（
1（
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
①
二
二
五
頁
、
頭
注
四
。

（
1（
） 

大
野
晋
他
編
『
岩
波
古
語
辞
典　

補
訂
版
』
岩
波
書
店
、
一
四
三
三
頁
。

（
20
） 
高
群
逸
枝
「
純
婿
取
婚
の
方
式
」『
招
婿
婚
の
研
究
（
一
）』
高
群
逸
枝
全
集
（
二
）

理
論
社
、
一
九
六
六
年
、
四
九
七
頁
。



「夜の御座」の葵上─ 1（ ─
（
21
） 

服
藤
早
苗
「『
落
窪
物
語
』
に
み
る
婚
礼
儀
礼
─
平
安
中
期
貴
族
層
の
結
婚
式
─
」

『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
（
人
間
学
部
篇
）』
六
、二
〇
〇
六
年
一
二
月
。
な
お
、
以

下
の
平
安
貴
族
の
婚
姻
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
服
藤
早
苗
「
衾
覆
儀
の
成
立
と
変

容
─
王
朝
貴
族
の
婚
礼
儀
礼
─
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
（
人
間
学
部
篇
）』
七
、

二
〇
〇
七
年
一
二
月
）
を
参
照
し
た
。

（
22
） 

服
藤
早
苗
「
衾
覆
儀
の
成
立
と
変
容
─
王
朝
貴
族
の
婚
礼
儀
礼
─
」『
埼
玉
学
園

大
学
紀
要
（
人
間
学
部
篇
）』
七
、二
〇
〇
七
年
一
二
月
。

（
2（
） 『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
添
臥
」
の
用
例
は
、
そ
の
ほ
か
に
若
紫
の
こ
と
を
さ

す
「
世
づ
か
ぬ
御
添
臥
」
が
あ
る
（「
紅
葉
賀
」
①
三
二
二
頁
）。

（
2（
） 

中
村
義
雄
「
元
服
」『
王
朝
の
風
俗
と
文
学
』
塙
書
房
、
一
九
六
三
年
、
一
三
七
頁
。

（
2（
） 「
添
臥
」を
め
ぐ
る
主
な
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、須
田
春
子「
元
服
と
副
臥
」（『
解

釈
と
鑑
賞
』
一
六
─
八
、一
九
五
一
年
八
月
）、
中
村
義
雄
「
元
服
」（『
王
朝
の
風

俗
と
文
学
』
塙
書
房
、
一
九
六
三
年
）、
伊
藤
慎
吾
「
源
氏
物
語
に
見
え
る
添
臥

す
と
添
臥
と
に
つ
い
て
」（『
武
庫
川
国
文
』
一
一
、一
九
七
七
年
三
月
）、
西
村
亨

「
そ
ひ
ぶ
し
─
元
服
の
夜
の
妻
─
」（『
新
考
王
朝
恋
詞
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、

一
九
八
一
年
）、
山
中
裕
「『
源
氏
物
語
』
の
元
服
と
結
婚
」（『
源
氏
物
語
の
史
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）、
服
藤
早
苗
「
副
臥
考
─
平
安
王
朝
社
会

の
婚
姻
儀
礼
─
」（
倉
田
実
編『
王
朝
人
の
婚
姻
と
信
仰
』森
話
社
、二
〇
一
〇
年
）、

青
島
麻
子
「「
添
臥
」
葵
の
上
─
初
妻
重
視
の
思
考
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
源
氏
物

語　

虚
構
の
婚
姻
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
2（
） 

服
藤
早
苗
「
副
臥
考
─
平
安
王
朝
社
会
の
婚
姻
儀
礼
─
」
倉
田
実
編
『
王
朝
人
の

婚
姻
と
信
仰
』
森
話
社
、
二
〇
一
〇
年
。

（
2（
） 

青
島
麻
子
「「
添
臥
」
葵
の
上
─
初
妻
重
視
の
思
考
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
源
氏
物
語　

虚
構
の
婚
姻
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
。

（
2（
） 

津
島
昭
宏
「
母
に
「
添
ひ
臥
す
」
落
葉
の
宮
─
死
と
招
魂
の
観
点
か
ら
─
」『
國

學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
日
本
文
化
研
究
』
二
、二
〇
一
七
年
三
月
。

（
2（
） 

折
口
信
夫
「
上
世
日
本
の
文
学
」『
日
本
文
学
啓
蒙
』
折
口
信
夫
全
集
（
二
三
）

中
央
公
論
社
、
一
九
九
七
年
、
四
二
八
頁
。

（
（0
） 

西
村
亨「
そ
ひ
ぶ
し
─
元
服
の
夜
の
妻
─
」『
新
考
王
朝
恋
詞
の
研
究
』お
う
ふ
う
、

一
九
八
一
年
、
二
五
二
頁
。

（
（1
） 

折
口
信
夫
「
日
本
文
学
の
発
生
」『
日
本
文
学
の
発
生
序
説
（
文
学
発
生
論
）』
折

口
信
夫
全
集
（
四
）
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
、
三
六
九
頁
。

（
（2
） 

高
崎
正
秀
「
源
氏
物
語
─
日
本
文
学
各
論　

ノ
ー
ト
─
」『
源
氏
物
語
論
』
高
崎

正
秀
著
作
集
（
六
）
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
、
四
六
〇
頁
。

（
（（
） 

た
と
え
ば
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
は
「
源
の
居
間
に
」（「
葵
」
①

三
五
二
頁
、
傍
注
）、
新
潮
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』
は
「
源
氏
の
部
屋
に
」（「
葵
」

②
一
〇
九
頁
、
傍
注
）、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
は
「
左
大
臣
が
、

源
氏
の
部
屋
に
戻
る
意
」（「
葵
」
①
三
二
五
頁
、
脚
注
二
四
）、
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
は
「
左
大
臣
が
源
氏
の
部
屋
に
」（「
葵
」
②
六
四
頁
、

頭
注
一
五
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
注
し
て
い
る
。

（
（（
） 

中
田
武
司
編
『
岷
江
入
楚
』（
一
）
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
一
一
）
桜
楓
社
、

五
八
二
頁
。

（
（（
） 

玉
腰
芳
夫
「［
御
帳
構
え
と
書
院
作
り
住
宅
（
旧
稿
）］」『
す
ま
い
の
現
象
学
─
玉

腰
芳
夫
建
築
論
集
─
』
中
央
公
論
美
術
社
、
二
〇
一
三
年
、
六
〇
二
頁
。

（
（（
） 「
床
」
と
魂
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
津
島
昭
宏
「
床
を
払
う
女
─
『
源
氏
物
語
』

夕
顔
の
造
型
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
横
浜
英
和
学
院
教
育
』三
八
、二
〇
一
五
年
三
月
）

に
詳
し
い
。


