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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』「
手
習
」
巻
に
お
い
て
、
亡
骸
な
き
浮
舟
の
行
方
が
わ
か

ら
な
い
ま
ま
、
薫
は
彼
女
の
一
周
忌
の
法
要
を
迎
え
る
。
そ
の
法
要
の
件

は
、
小
野
で
出
家
を
果
た
し
た
浮
舟
自
身
が
、
図
ら
ず
も
耳
に
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
母
尼
の
孫
で
妹
尼
の
甥
に
あ
た
る
紀
伊
守
が
、
法
要
の
布

施
と
な
る
装
束
を
依
頼
し
に
き
た
際
、
自
身
が
仕
え
る
主
人
の
こ
と
を
身

内
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
。

柱
に
歌
を
書
き
つ
け
る
薫

─
『
源
氏
物
語
』「
手
習
」
巻
「
見
し
人
は
」
の
歌
が
意
味
す
る
も
の
─

髙
倉
明
樹
子

「
あ
や
し
く
、
や
う
の
も
の
と
、
か
し
こ
に
て
し
も
亡
せ
た
ま
ひ
け

る
こ
と
。
昨
日
も
、
い
と
不
便
に
は
べ
り
し
か
な
。
川
近
き
所
に
て
、

水
を
の
ぞ
き
た
ま
ひ
て
、
い
み
じ
う
泣
き
た
ま
ひ
き
。
上
に
の
ぼ
り

た
ま
ひ
て
、
柱
に
書
き
つ
け
た
ま
ひ
し
、

　
　

 

見
し
人
は
影
も
と
ま
ら
ぬ
水
の
上
に
落
ち
そ
ふ
涙
い
と
ど
せ
き

あ
へ
ず

と
な
む
は
べ
り
し
。 

（「
手
習
」
六
―
三
五
八
～
三
五
九
頁（

1
（

）

　

紀
伊
守
の
話
に
よ
る
と
、
川
を
の
ぞ
き
こ
み
涙
を
流
し
た
薫
が
、「
見

し
人
は
影
も
と
ま
ら
ぬ
水
の
上
に
落
ち
そ
ふ
涙
い
と
ど
せ
き
あ
へ
ず
」
と
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い
う
歌
を
邸
の
柱
に
書
き
つ
け
た
と
い
う
。
水
、
つ
ま
り
川
を
覗
く
と
い

う
行
為
は
、
古
注
釈
以
来
、
浮
舟
が
こ
こ
か
ら
入
水
し
た
か
と
思
っ
て
水

面
を
見
下
ろ
す
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（
２
（、

歌
の
内
容
に
鑑
み
る
と
、
元
来

の
目
的
は
紛
れ
も
な
く「
見
し
人
」の
面
影
を
水
面
に
探
す
も
の
で
あ
る
。

光
源
氏
が
、
桐
壺
院
の
池
が
凍
っ
て
い
る
の
を
見
て
詠
ん
だ
「
さ
え
わ
た

る
池
の
鏡
の
さ
や
け
き
に
見
な
れ
し
か
げ
を
見
ぬ
ぞ
か
な
し
き
」（「
賢
木
」

二
―
一
〇
〇
頁
）
の
歌
や
、
夕
霧
が
、
一
条
宮
の
遣
水
に
月
が
映
っ
て
い

る
の
を
見
て
詠
ん
だ
「
見
し
人
の
か
げ
す
み
は
て
ぬ
池
水
に
ひ
と
り
宿
も

る
秋
の
夜
の
月
」（「
夕
霧
」
四
―
四
五
三
頁
）
の
歌
の
よ
う
に
、
水
面
に

故
人
の
影
が
見
え
な
い
こ
と
を
詠
む
歌
は
、
一
般
的
に
は
水
辺
で
詠
じ
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
薫
は
「
見
し
人
は
」
の
歌
を
、
水
面
を
覗
い
た
と

き
に
は
詠
じ
ず
、
宇
治
の
邸
の
柱
に
書
き
つ
け
た
。
筆
記
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
を
見
た
紀
伊
守
が
、
身
内
に
主
人
の
詠
じ
た
歌
を
一
言
一

句
違
え
る
こ
と
な
く
話
し
得
た
。「
書
き
つ
け
る
」
行
為
の
伝
達
性
が
、

紀
伊
守
と
妹
尼
と
の
会
話
を
介
し
て
、
浮
舟
が
薫
の
様
子
を
知
る
と
い
う

物
語
の
展
開
に
機
能
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
歌
を
「
書
き
つ
け
る
」

行
為
そ
の
も
の
は
問
題
で
は
な
い
。
問
題
は
、
歌
を
書
き
つ
け
た
対
象
が

「
柱
」
で
あ
る
こ
と
だ
。
薫
が
柱
に
歌
を
書
き
つ
け
た
こ
と
に
は
ど
の
よ

う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
柱
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
残
さ
れ
た
歌
を
、「
柱

歌
」
と
称
す
る（

（
（

。
従
来
、
薫
の
柱
歌
に
つ
い
て
、
福
家
俊
幸
は
「
柱
と
は
、

神
霊
や
祖
霊
が
宿
る
霊
的
な
場
所
で
あ
り
、
こ
こ
に
和
歌
が
書
き
付
け
ら

れ
た
の
は
、
魂
鎮
め
と
し
て
の
意
味
が
見
出
さ
れ
る
」
と
述
べ（

4
（

、
岩
原
真

代
は
「
死
者
の
鎮
魂
と
自
己
の
心
の
精
算
を
意
図
し
つ
つ
、「
影
も
と
ま

ら
ぬ
」
と
、
最
後
ま
で
俗
世
に
定
住
地
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
浮
舟
の

生
そ
の
も
の
を
位
置
づ
け
る
も
の
」
と
指
摘
す
る（

（
（

。
亡
く
な
っ
た
浮
舟
を

偲
ん
だ
鎮
魂
の
意
味
や
、
薫
自
身
の
精
神
的
清
算
を
期
す
る
見
方
が
さ
れ

て
い
る
。
確
か
に
、
歌
集
の
柱
歌
の
な
か
に
は
死
者
を
悼
む
例
が
あ
り
、

浮
舟
の
一
周
忌
を
迎
え
た
薫
が
、
彼
女
の
鎮
魂
を
祈
っ
た
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
物
語
の
柱
歌
は
大
抵
、
不
本
意
の
う
ち
に
邸
や
土
地
か
ら
離
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
側
面
を

も
踏
ま
え
た
う
え
で
薫
の
柱
歌
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
柱
が
不
在
者
を
喚
起
さ
せ
る
事
物
で
あ
る
こ
と
、
廻
り
逢

い
や
再
来
と
い
っ
た
象
徴
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ

の
よ
う
な
柱
に
歌
が
残
さ
れ
る
背
景
を
検
討
し
、
薫
に
よ
っ
て
柱
に
書
き

つ
け
ら
れ
た
「
見
し
人
は
」
の
歌
が
意
味
す
る
も
の
を
論
じ
る
。
ま
た
、

薫
の
柱
歌
が
、
紀
伊
守
の
話
か
ら
そ
れ
を
聞
き
知
っ
た
浮
舟
に
も
た
ら
し

た
影
響
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
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一
　
柱
の
象
徴
性

　

柱
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
古
典
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
以

下
に
、
新
居
の
祝
い
の
場
に
お
け
る
「
室
寿
」
を
掲
げ
る
。

天
皇
次
に
起
ち
て
、
自
ら
衣
帯
を
整
へ
、
室
寿
し
て
曰
は
く
、

　
　

 

築
き
立
つ
る　

稚
室
葛
根
、
築
き
立
つ
る　

柱
は
、
此
の
家
長

の
御
心
の
鎮
な
り
。
取
り
挙
ぐ
る　

棟
梁
は
、
此
の
家
長
の　

御
心
の
林
な
り
。
取
り
置
け
る　

椽
橑
は
、
此
の
家
長
の　

御

心
の
斉
な
り
。

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
五　

顕
宗
天
皇
（
即
位
前
紀
）
二
三
三
頁
）

　

傍
線
部
の
後
、「
棟
梁
」
や
垂
木
を
意
味
す
る
「
椽
橑
」
な
ど
、
建
築

物
の
部
材
を
挙
げ
新
居
を
祝
っ
て
い
く
が
、最
初
に
挙
げ
ら
れ
た「
柱
」は
、

「
家
居
の
象
徴
と
し
て
ま
ず
称
え
ら
れ
る
べ
き
」
も
の
で
あ
り（

（
（

、
家
の
主

人
の
精
神
的
支
え
と
し
て
寿
が
れ
て
い
る
。
堀
淳
一
は
、「
真
木
柱
」
の

語
が
「
家
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
家
に
住
む
一
族
と
そ
れ
ら
を
統
べ

る
者
の
永
続
性
、
堅
固
さ
を
予
祝
し
、
祈
念
す
る
行
為
を
と
も
な
う
よ
う

な
「
寿
詞
」
と
も
規
定
で
き
る
」
と
述
べ
る（

（
（

。「
室
寿
」
の
例
は
、
建
築

物
に
お
け
る
柱
の
始
原
的
な
象
徴
性
と
し
て
、
柱
が
住
む
人
の
心
に
安
寧

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

家
人
に
安
寧
を
も
た
ら
す
か
ら
こ
そ
、
柱
は
人
々
が
頻
繁
に
身
を
預
け

る
場
所
と
な
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
が
垣
間
見
す
る

場
面
に
お
い
て
、
空
蟬
が
「
母
屋
の
中
柱
」（「
空
蟬
」
一
―
一
二
〇
頁
）

の
と
こ
ろ
に
座
っ
て
い
た
り
、
北
山
の
尼
君
が
「
中
の
柱
」（「
若
紫
」
一

―
二
〇
六
頁
）
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
り
す
る
。
真
木
柱
の
姫
君
が
邸
を

離
れ
る
際
に
歌
を
残
し
た
柱
は
、
彼
女
が
「
常
に
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
」（「
真

木
柱
」
三
―
三
七
三
頁
）
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
柱
を
陰
に
し
て
姿
を

隠
す
例
も
散
見
さ
れ
る
。
光
源
氏
が
須
磨
へ
旅
立
つ
直
前
、
紫
の
上
は
、

涙
で
濡
れ
る
顔
を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
「
柱
隠
れ
に
ゐ
隠
れ
て
」（「
須
磨
」

二
―
一
七
三
頁
）
お
り
、
薫
が
宇
治
の
姉
妹
を
垣
間
見
た
と
き
に
も
、「
内

な
る
人
、
一
人
は
柱
に
す
こ
し
ゐ
隠
れ
て
」（「
橋
姫
」
五
―
一
三
九
頁
）

と
あ
っ
た
。
枕
詞
と
し
て
の
「
真
木
柱
」
や
「
宮
柱
」
が
「
太
し
」
を
導

く
よ
う
に
「
柱
」
は
太
い
も
の
で
あ
り（

（
（

、
寝
殿
造
の
、
こ
と
に
母
屋
の
柱

は
人
の
姿
を
隠
す
ほ
ど
の
太
さ
で
、
柱
が
陰
と
な
っ
て
人
体
の
一
部
を
隠

す
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
柱
の
例
の
多
く
は
、
人
々
の
居
所
を
示
す

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
垣
間
見
や
誰
か
の
視
点
に
沿
う
場
面
で
あ
る
こ

と
が
大
半
を
占
め
る（

（
（

。
当
該
場
面
に
お
い
て
も
、
紀
伊
守
が
柱
に
歌
を
書

き
つ
け
る
薫
の
姿
を
見
て
い
た
。
柱
に
接
す
る
人
と
、
そ
れ
を
見
る
人
の



國學院雑誌　第 121 巻第 12 号（2020年） ─ 44 ─

境
界
と
し
て
柱
は
存
在
す
る
。

　

柱
に
身
を
預
け
る
人
を
誰
か
が
見
る
と
い
う
構
図
か
ら
、
柱
は
、
今
こ

の
場
に
い
な
い
人
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。
光
源
氏
が

須
磨
に
退
去
し
た
後
、
都
に
一
人
残
さ
れ
た
紫
の
上
は
、「
寄
り
ゐ
た
ま

ひ
し
真
木
柱
な
ど
を
見
た
ま
ふ
に
も
胸
の
み
ふ
た
が
り
て
」（「
須
磨
」
二

―
一
九
〇
頁
）
と
、
光
源
氏
が
か
つ
て
寄
り
か
か
っ
て
い
た
柱
を
見
て
悲

し
み
に
暮
れ
る
。
そ
れ
ま
で
柱
に
寄
り
か
か
る
姿
を
幾
度
と
な
く
見
て
き

た
か
ら
こ
そ
、
柱
が
契
機
と
な
っ
て
今
こ
こ
に
い
な
い
光
源
氏
に
思
い
を

馳
せ
る
の
だ（

（1
（

。

世
の
中
の
常
な
き
こ
と
を
、
し
み
て
思
へ
る
人
し
も
つ
れ
な
き
、
と

う
ら
や
ま
し
く
も
心
に
く
く
も
思
さ
る
る
も
の
か
ら
、
真
木
柱
は
あ

は
れ
な
り
。
こ
れ
に
向
か
ひ
た
ら
む
さ
ま
も
思
し
や
る
に
、
形
見
ぞ

か
し
と
う
ち
ま
も
り
た
ま
ふ
。 

（「
蜻
蛉
」
六
―
二
一
九
頁
）

　

浮
舟
失
踪
後
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
病
に
臥
せ
る
匂
宮
の
も
と
を
、
薫
が

見
舞
い
に
訪
れ
た
。
匂
宮
は
、
向
か
い
合
う
薫
を
「
真
木
柱
」
に
見
立
て
、

浮
舟
の
形
見
と
し
て
い
る
。『
源
氏
釈
』
は
、
こ
の
「
真
木
柱
は
あ
は
れ

な
り
」
の
箇
所
に
、
出
典
未
詳
歌
「
わ
き
も
こ
か
き
て
も
よ
り
た
つ
ま
き

柱
そ
も
む
つ
ま
し
や
ゆ
か
り
と
お
も
へ
は
」
を
指
摘
す
る（

（（
（

。
恋
人
が
寄
り

か
か
っ
て
い
た
真
木
柱
が
、
恋
人
の
「
ゆ
か
り
」
と
思
え
ば
慕
わ
し
い
と

解
釈
さ
れ
、
ま
さ
に
柱
が
不
在
者
の
ゆ
か
り
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
柱
が
人
に
見
立
て
ら
れ
る
の
は
、
柱
が
人
の
体
を
思
わ
せ
る
ほ

ど
太
く（

（1
（

、
不
在
者
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
手
習
」

巻
の
柱
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
が
、「
浮
舟
が
こ
の
柱

に
も
た
れ
て
物
思
い
に
沈
ん
だ
か
、
と
思
い
や
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す

る
よ
う
に（

（1
（

、
薫
が
歌
を
書
き
つ
け
た
柱
は
、
こ
の
場
に
い
な
い
浮
舟
の
存

在
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
と
お
り
、
柱
が
不
在
者
を
喚

起
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
人
が
か
つ
て
柱
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
姿
を
想
起

す
る
か
ら
だ
。物
語
に
浮
舟
が
柱
に
寄
り
か
か
る
記
述
は
な
い
。し
か
し
、

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
薫
の
固
有
の
感
覚
と
し
て
、
邸
の
柱
が
浮
舟
を
思

わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
薫
が
柱
に
寄
り
か
か
か

る
例
は
、「
柱
に
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
」（「
椎
本
」
五
―
二
一
二
頁
）、「
寄

り
ゐ
た
ま
へ
る
柱
」（「
宿
木
」
五
―
四
二
七
頁
）、「
寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
つ

る
真
木
柱
」（「
東
屋
」
六
―
五
四
頁
）
と
三
例
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、『
源

氏
物
語
』
の
柱
に
寄
り
か
か
る
登
場
人
物
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
く
、
柱

に
歌
を
書
き
つ
け
る
薫
を
考
え
る
う
え
で
は
見
逃
せ
な
い
特
徴
だ
。
匂
宮

に
よ
っ
て
薫
自
身
が
「
真
木
柱
」
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
や
、
柱
に
寄
り

か
か
る
例
な
ど
か
ら
、
薫
と
柱
の
関
係
は
「
不
即
不
離
の
関
係
を
極
め
て

強
く
意
識
さ
せ
」る
も
の
で
あ
り（

（1
（

、薫
と
柱
の
一
体
化
さ
え
も
見
出
せ
る
。
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そ
の
薫
が
柱
に
歌
を
書
き
つ
け
た
意
味
は
重
い
。

　

祭
祀
に
お
い
て
柱
は
、
伊
勢
神
宮
の
心
御
柱
や
諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
な

ど
、
神
の
依
代
と
し
て
あ
る
。
神
を
数
え
る
単
位
が
「
一
柱
」「
二
柱
」

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
柱
が
人
に
見
立
て
ら
れ
る
の
と
同
様
、
家
屋
の
柱

に
神
が
見
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
鈴
木
吉
三
郎
は
、
上
代
文
学

の
柱
の
記
述
か
ら
、「
柱
は
距
離
的
に
隔
た
る
天
と
地
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
、

尊
さ
に
お
い
て
隔
た
る
神
と
人
と
を
結
ぶ
も
の
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る（

（1
（

。

記
紀
神
話
に
お
け
る
重
要
な
柱
と
し
て
、「
天
の
御
柱
」が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

爾
く
し
て
、
伊
耶
那
岐
命
の
詔
ひ
し
く
、「
然
ら
ば
、
吾
と
汝
と
、

是
の
天
の
御
柱
を
行
き
廻
り
逢
ひ
て
、
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
を
為
む
」

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
如
比
期
り
て
、
乃
ち
詔
ひ
し
く
、「
汝
は
、
右

よ
り
廻
り
逢
へ
。
我
は
、
左
よ
り
廻
り
逢
は
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

　
　
　
　
　
（『
古
事
記
』
上
巻
、
三
三
頁
）

　

イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
国
生
み
の
記
事
だ
。
二
柱
の
神
は
「
天

の
御
柱
」
を
回
り
廻
り
逢
っ
た
と
こ
ろ
で
「
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
」
を
成
そ

う
と
す
る
。
鈴
木
は
、
こ
こ
に
お
け
る
柱
が
「
創
造
と
生
産
の
機
縁
を
な

し
て
い
る
」
と
い
う
が（

（1
（

、「
天
の
御
柱
を
行
き
廻
り
逢
ひ
て
」
に
注
目
し

た
い
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
歌
が
『
源
氏
物
語
』
に
あ
る
。

　
　

 

わ
た
つ
海
に
し
な
え
う
ら
ぶ
れ
蛭
の
子
の
脚
立
た
ざ
り
し
年
は

へ
に
け
り

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
い
と
あ
は
れ
に
心
恥
づ
か
し
う
思
さ
れ
て
、

　
　

 

宮
柱
め
ぐ
り
あ
ひ
け
る
時
し
あ
れ
ば
別
れ
し
春
の
う
ら
み
の
こ

す
な 

（「
明
石
」
二
―
二
七
四
頁
）

　

須
磨
か
ら
帰
京
し
た
光
源
氏
は
、
記
紀
神
話
の
「
蛭
の
子
」
の
話
を
引

き
、須
磨
へ
退
去
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
恨
み
を
朱
雀
帝
に
詠
み
か
け
る
。

そ
れ
に
対
し
朱
雀
帝
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
故
事
を
引
き
、「
宮

柱
め
ぐ
り
あ
ひ
け
る
時
し
あ
れ
ば
別
れ
し
春
の
う
ら
み
の
こ
す
な
」
と
、

こ
う
し
て
廻
り
逢
え
た
の
だ
か
ら
恨
み
は
忘
れ
て
ほ
し
い
と
詠
み
和
解
を

望
む
。
ま
た
、
時
代
は
下
る
が
『
十
六
夜
日
記
』「
あ
は
れ
と
や
三
島
の

神
の
宮
柱
た
だ
こ
こ
に
し
も
め
ぐ
り
来
に
け
り
」（
二
八
四
頁
）の
歌
で
は
、

「
宮
柱
」
が
「
め
ぐ
り
来
に
け
り
」
に
結
ば
れ
て
い
る
。
岩
原
真
代
が
「「
宮

柱
」
は
枕
詞
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
再
会
、
和
解
、
和
合
の
コ
ー
ド
と

し
て
機
能
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に（

（1
（

、
柱
に
は
、
廻
り
逢
い

や
再
会
、
再
来
を
導
く
語
感
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
柱
の
象
徴

性
は
、
太
い
柱
が
視
線
の
障
害
と
な
り
人
体
を
隠
し
、
そ
う
し
て
隠
れ
て

い
た
も
の
が
再
び
現
れ
る
こ
と
と
近
接
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

建
築
物
の
重
要
な
部
材
で
あ
る
柱
は
、
住
む
人
の
心
に
安
寧
を
も
た
ら
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す
こ
と
か
ら
、
人
々
が
頻
繁
に
身
を
預
け
る
場
所
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
柱

に
は
そ
こ
に
い
る
べ
き
不
在
者
を
思
い
出
さ
せ
る
機
能
が
あ
り
、
さ
ら
に

廻
り
逢
い
や
再
会
、
再
来
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
柱
に
歌
を
残
す
行
為

　

前
節
で
古
典
文
学
に
お
け
る
柱
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、
で
は
、
そ
の

よ
う
な
柱
に
歌
を
残
す
行
為
は
、
ど
の
よ
う
な
心
情
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

家
屋
に
残
さ
れ
る
柱
歌
と
し
て
は
、「
あ
ひ
し
り
た
る
人
の
も
と
に
い

き
た
る
に
、家
は
む
か
し
の
ま
ま
に
て
、あ
る
じ
の
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、

は
し
ら
に
か
き
つ
く
」
と
い
う
詞
書
に
よ
る
「
む
か
し
み
し
や
ど
は
か
は

ら
ず
あ
り
な
が
ら
あ
る
じ
は
な
く
も
な
り
に
け
る
か
な
」（『
道
済
集
』

五
三
番
歌
）
や
、「
ゐ
な
か
へ
く
だ
り
け
る
人
の
も
と
に
ま
か
り
た
り
け

る
に
は
べ
ら
ざ
り
け
れ
ば
い
へ
の
は
し
ら
に
か
き
つ
け
け
る
」
と
い
う
詞

書
に
よ
る
「
つ
ね
な
ら
ば
あ
は
で
か
へ
る
も
な
げ
か
じ
を
み
や
こ
い
づ
と

か
ひ
と
の
つ
げ
つ
る
」（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
八
・
別
・
四
六
三
番
歌
・

源
道
済
）
な
ど
が
あ
る
。
主
不
在
の
家
の
柱
に
歌
を
書
き
つ
け
る
の
は
、

柱
が
不
在
者
を
喚
起
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
歌
集
に
は
神

社
仏
閣
の
柱
に
歌
を
書
き
つ
け
、
神
仏
に
向
か
っ
て
祈
願
や
誓
い
を
立
て

る
例
が
多
く
あ
る
。

　
　

 

は
る
か
な
る
ほ
ど
に
あ
り
し
を
り
、め
に
わ
づ
ら
ふ
事
あ
り
て
、

ひ
な
た
と
い
ふ
て
ら
に
こ
も
り
て
、
薬
師
経
な
ど
よ
ま
せ
し
つ

い
で
に
、
い
で
し
日
は
し
ら
に
か
き
つ
け
し

　　

 

さ
し
て
こ
し
ひ
な
た
の
山
を
た
の
む
に
は
め
も
あ
き
ら
か
に
み
え
ざ

ら
め
や
は 

（『
相
模
集
』
雑
・
五
二
五
番
歌
）

　

参
詣
し
て
い
た
日
向
寺
で
の
、
眼
病
の
快
方
を
祈
る
柱
歌
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
柱
歌
の
背
景
に
、
田
野
慎
二
は
「
柱
の
持
つ
霊
威
に
期
待
し
、

神
仏
へ
の
祈
願
・
奉
納
を
企
図
し
て
、
柱
に
和
歌
を
書
き
つ
け
る
の
は
、

「
柱
信
仰
」
と
関
係
が
あ
る
」
と
述
べ
る（

（1
（

。
神
社
仏
閣
の
柱
歌
は
、
柱
が

神
と
人
と
を
繫
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
り
、
祈
念
す

る
こ
と
で
心
の
安
寧
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

 

お
な
じ
み
ち
な
り
し
所
に
い
り
て
み
れ
ば
、
そ
こ
の
も
ま
だ
し

か
り
け
れ
ば
、
柱
に
か
き
つ
く

　　
 

そ
れ
ま
で
の
命
た
へ
た
る
物
な
ら
ば
か
な
ら
ず
花
の
を
り
に
又
こ
ん 

 

（『
和
泉
式
部
続
集
』
一
九
八
番
歌
）
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右
の
柱
歌
で
は
、
桜
が
咲
く
時
期
ま
で
生
き
て
い
た
ら
「
又
こ
ん
」
と
、

再
来
を
誓
っ
て
い
る
。
柱
に
書
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廻
り
逢
い
や

再
会
と
い
っ
た
柱
の
象
徴
性
が
呼
び
こ
ま
れ
、
こ
の
地
へ
の
再
来
を
願
う

行
為
と
な
っ
て
い
る
。

　

柱
は
、
邸
や
寺
と
い
っ
た
建
築
物
か
ら
動
く
こ
と
が
な
い
。
歌
を
残
し

た
柱
そ
の
も
の
が
簡
単
に
な
く
な
ら
な
い
だ
け
に
、
そ
こ
に
は
詠
者
の
強

い
執
着
が
窺
え
る
。
ま
た
、
柱
に
歌
が
残
さ
れ
る
状
況
下
の
ひ
と
つ
に
、

詠
者
が
邸
や
寺
を
立
ち
去
る
と
き
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
特

徴
は
物
語
の
柱
歌
に
顕
著
で
あ
る
。
物
語
の
柱
歌
は
例
が
少
な
く
、『
源

氏
物
語
』
以
前
で
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
確
認
で
き
る
。

ま
づ
、
北
の
お
と
ど
に
入
り
て
見
給
へ
ば
、
居
給
ひ
し
所
に
、
か
の

君
の
御
手
に
て
、

　
　

 

妹
背
川
す
ま
ず
な
り
ぬ
る
宿
ゆ
ゑ
に
涙
を
も
な
ほ
流
し
つ
る
か

な

と
あ
る
を
、「
あ
は
れ
」
と
見
給
ひ
て
、
西
の
対
の
更
衣
の
御
方
を

見
給
へ
ば
、
居
給
ひ
し
所
の
柱
に
、

　
　

 

近
か
り
し
雲
の
下
り
居
て
見
る
べ
き
に
風
吹
く
塵
と
惑
ふ
身
は

な
ぞ

と
あ
り
け
る
に
、「
院
に
候
ひ
し
を
、
率
て
ま
か
で
に
し
ぞ
か
し
。

あ
な
い
と
ほ
し
」
と
見
給
ひ
て
、
同
じ
一
の
対
を
見
給
へ
ば
、

　
　

 

故
郷
に
多
く
の
年
を
待
ち
わ
び
て
渡
り
川
に
も
訪
は
じ
と
や
す

る

と
あ
れ
ば
、
ま
し
て
、「
あ
は
れ
、
い
づ
く
へ
な
ら
む
。
い
か
で
、

こ
れ
が
返
り
言
せ
む
」と
思
す
。東
の
二
の
対
に
入
り
て
見
給
へ
ば
、

そ
の
対
の
前
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
竹
に
あ
た
れ
る
柱
に
、

　
　

来
ぬ
人
を
待
ち
わ
た
り
つ
る
我
な
く
て
籬
の
竹
に
誰
を
払
は
む

と
あ
る
を
、「『
い
に
し
へ
の
』
と
言
ひ
し
所
」
と
思
し
て
、
一
の
対

に
入
り
て
見
給
へ
ば
、
居
給
ひ
し
柱
寄
せ
に
、

　
　

 

来
つ
つ
見
し
宿
に
ぞ
影
も
頼
ま
れ
し
我
だ
に
知
ら
ぬ
方
へ
行
く

か
な

と
、
草
に
書
き
た
り
。 

（「
蔵
開
・
下
」
六
一
四
頁
）

　

兼
雅
は
、
妻
妾
た
ち
が
退
去
し
た
後
の
一
条
邸
を
訪
れ
、
彼
女
た
ち
が

各
々
の
部
屋
に
残
し
た
歌
を
目
に
す
る
。「
居
給
ひ
し
所
の
柱
」
や
「
居

給
ひ
し
柱
寄
せ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
柱
は
そ
こ
に
住
む
人
の
定

位
置
と
し
て
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
柱
が
不
在
者
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
み
て
も
、
妻
妾
た
ち
の
部
屋
を
訪
れ
た
兼
雅
は
、

柱
や
彼
女
た
ち
の
定
位
置
を
見
る
こ
と
で
、
い
つ
も
そ
こ
に
座
し
て
い
た

妻
妾
た
ち
の
不
在
を
実
感
す
る
。
三
首
の
柱
歌
は
、「
惑
ふ
身
」
や
「
我
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な
く
て
」
や
「
我
だ
に
知
ら
ぬ
方
へ
行
く
か
な
」
と
、
邸
か
ら
去
っ
て
い

く
自
身
や
定
住
し
な
い
身
を
顧
み
、
夫
の
訪
れ
を
待
ち
た
く
も
退
去
せ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
転
居
に
際
す
る
柱
歌
は
、
定
住
で
き
な
い
さ

す
ら
う
我
が
身
を
、
邸
か
ら
動
か
な
い
柱
に
歌
と
し
て
残
す
こ
と
で
、
そ

の
家
や
部
屋
に
留
ま
り
た
い
と
い
う
強
い
執
着
の
表
れ
と
な
り
、
留
ま
り

た
く
と
も
留
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
無
念
さ
を
刻
み
つ
け
る
も
の
と
い
え

よ
う
。
同
様
の
例
が
、『
源
氏
物
語
』
の
真
木
柱
の
姫
君
の
場
面
で
あ
る
。

姫
君
は
、
殿
い
と
か
な
し
う
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
な
ら
ひ
に
、「
見

た
て
ま
つ
ら
で
は
い
か
で
か
あ
ら
む
、
い
ま
な
ど
も
聞
こ
え
で
、
ま

た
逢
ひ
見
ぬ
や
う
も
こ
そ
あ
れ
」と
思
ほ
す
に
、う
つ
ぶ
し
臥
し
て
、

え
渡
る
ま
じ
と
思
ほ
し
た
る
を
、「
か
く
思
し
た
る
な
ん
、
い
と
心

憂
き
」
な
ど
こ
し
ら
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
た
だ
今
も
渡
り
た
ま
は
な

ん
と
待
ち
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
か
く
暮
れ
な
む
に
、
ま
さ
に
動
き
た

ま
ひ
な
ん
や
。
常
に
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
東
面
の
柱
を
人
に
譲
る
心
地
し

た
ま
ふ
も
あ
は
れ
に
て
、
姫
君
、
檜
皮
色
の
紙
の
重
ね
、
た
だ
い
さ

さ
か
に
書
き
て
、
柱
の
乾
割
れ
た
る
は
さ
ま
に
、
筓
の
先
し
て
押
し

入
れ
た
ま
ふ
。

　
　

 

今
は
と
て
宿
離
れ
ぬ
と
も
馴
れ
き
つ
る
真
木
の
柱
は
わ
れ
を
忘

る
な 

（「
真
木
柱
」
三
―
三
七
三
頁
）

　

真
木
柱
の
姫
君
は
、
鬚
黒
に
「
ま
た
逢
ひ
見
」
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い

別
れ
を
予
感
す
る
。
父
と
言
葉
を
交
わ
せ
な
い
ま
ま
迫
り
く
る
退
去
に
、

「
え
渡
る
ま
じ
」
と
思
う
が
、
と
う
と
う
立
ち
去
る
と
き
が
や
っ
て
き
た
。

姫
君
は
、
柱
の
乾
割
れ
た
と
こ
ろ
に
、
紙
に
書
い
た
歌
を
筓
の
先
で
押
し

入
れ
る
。
柱
に
書
き
つ
け
る
行
為
と
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
こ
も
一
種
の

柱
歌
と
し
て
考
え
た
い（

（1
（

。
こ
の
柱
は
、
姫
君
が
「
常
に
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
」

場
所
だ
っ
た
。「
今
は
と
て
」
の
歌
で
、
柱
を
心
あ
る
人
間
に
見
立
て
、

自
分
が
い
な
く
な
っ
て
も
「
わ
れ
を
忘
る
な
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
柱

が
不
在
者
を
喚
起
す
る
機
能
が
あ
る
か
ら
だ
。
姫
君
は
、
今
ま
さ
に
「
宿

離
れ
」
る
と
い
う
と
き
に
、
寄
り
か
か
っ
て
い
た
柱
に
自
身
の
こ
れ
か
ら

の
不
在
を
重
ね
る
。
父
の
帰
り
を
待
ち
続
け
た
彼
女
も
ま
た
、
離
れ
が
た

い
家
へ
の
執
着
と
、
そ
れ
で
も
離
れ
ざ
る
を
え
な
い
悲
し
み
を
柱
に
残
し

て
い
く
。
そ
の
点
で
は
、
次
の
死
者
へ
の
哀
傷
歌
と
し
て
の
柱
歌
で
も
同

様
で
あ
る
。

　

年
七
ツ
八
ツ
許
有
ケ
ル
男
子
ノ
、
形
チ
厳
カ
リ
ケ
レ
バ
、
極
ク
悲

ク
愛
シ
思
ケ
ル
ガ
、
日
来
煩
テ
墓
無
ク
シ
テ
失
セ
ニ
ケ
レ
バ
、
貫
之

無
限
リ
此
ヲ
歎
キ
泣
キ
迷
テ
、
病
付
許
思
焦
ケ
ル
程
ニ
、
月
来
ニ
成

ニ
ケ
レ
バ
、
任
ハ
畢
ヌ
、
此
テ
ノ
ミ
可
有
キ
事
ニ
モ
非
ネ
バ
、「
上

ナ
ム
」
ト
云
程
ニ
、
彼
児
ノ
此
ニ
テ
此
彼
遊
ビ
シ
事
ナ
ド
思
ヒ
被
出
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テ
、
極
ク
悲
ク
思
ヘ
ケ
レ
バ
、
柱
ニ
此
ク
書
付
ケ
リ
、

　
　

 

ミ
ヤ
コ
ヘ
ト
思
フ
心
ノ
ワ
ビ
シ
キ
ハ
カ
ヘ
ラ
ヌ
人
ノ
ア
レ
バ
ナ

リ
ケ
リ

上
テ
後
モ
、
其
ノ
悲
ノ
心
不
失
デ
有
ケ
ル
。

　

其
ノ
館
ノ
柱
ニ
書
付
タ
リ
ケ
ル
歌
ハ
、
生
ニ
テ
不
失
デ
有
ケ
リ
ト

ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
四

 

「
土
佐
守
紀
貫
之
、
子
死
読
和
歌
語
第
四
十
三
」
四
六
四
頁
）

　

こ
の
歌
は『
土
佐
日
記
』で
は「
あ
る
人
の
書
き
て
出
だ
せ
る
歌
」（
一
八

頁
）と
あ
る
の
み
で
、柱
歌
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
が
、『
今
昔
物
語
集
』

で
は
「
彼
児
ノ
此
ニ
テ
此
彼
遊
ビ
シ
事
ナ
ド
思
ヒ
被
出
テ
」
と
、
柱
の
そ

ば
で
遊
ん
で
い
た
生
前
の
我
が
子
の
存
在
が
柱
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
、
貫

之
は
歌
を
書
き
つ
け
て
い
る
。子
を
失
っ
た
地
か
ら
離
れ
が
た
か
っ
た
が
、

任
期
が
果
て
た
こ
と
で
「
此
テ
ノ
ミ
可
有
キ
事
」
で
も
な
く
、
都
に
戻
ら

ざ
る
を
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
上
テ
後
モ
、
其
ノ
悲
ノ
心

不
失
デ
有
ケ
ル
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
柱
歌
に
よ
っ
て
悲
し
み
が
慰
め
ら

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
柱
歌
と
し
て
あ
る
こ
と
で
、
子
を
埋
葬

し
た
こ
の
地
に
留
ま
り
た
い
と
い
う
思
い
と
は
裏
腹
に
、
亡
く
な
っ
た
子

を
残
し
て
都
へ
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
嘆
き
が
執
着
と
な
っ

て
表
れ
て
い
る
。

　

否
応
な
く
邸
や
土
地
を
退
去
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
者
が
、
こ
れ
ま

で
住
ん
で
い
た
邸
の
、
こ
れ
ま
で
寄
り
か
か
っ
て
い
た
柱
に
、
離
れ
が
た

い
執
着
を
歌
に
し
て
刻
み
つ
け
て
い
く
。
そ
の
解
け
ぬ
執
心
は
、
先
述
の

「
そ
れ
ま
で
の
命
た
へ
た
る
物
な
ら
ば
か
な
ら
ず
花
の
を
り
に
又
こ
ん
」

の
柱
歌
で
「
又
こ
ん
」
と
、
再
来
を
願
っ
た
よ
う
に
、
廻
り
逢
い
や
再
会

と
い
う
柱
の
象
徴
性
が
踏
ま
え
ら
れ
た
、
再
び
こ
の
場
所
に
戻
っ
て
き
た

い
と
い
う
詠
者
の
内
奥
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
不
本
意
な
退
去
や
離
地
を

迫
ら
れ
た
者
が
、
再
来
を
願
う
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
兼
雅
の
妻
妾
た
ち
が
夫
の
訪
れ
を
待
ち
続
け
た
よ
う
に
、
真
木
柱
の

姫
君
が
言
葉
も
交
わ
せ
ぬ
ま
ま
父
と
別
れ
た
よ
う
に
、
貫
之
が
子
の
眠
る

地
か
ら
出
立
し
た
よ
う
に
、離
れ
が
た
く
思
う
何
か
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
薫
の
柱
歌
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
薫
の
柱
歌

　

そ
も
そ
も
薫
は
、
石
山
寺
で
の
参
籠
中
に
浮
舟
の
死
の
一
報
を
聞
い
て

か
ら
、
繰
り
返
し
疑
念
を
抱
い
て
い
た
。
宇
治
へ
赴
き
、
右
近
か
ら
仔
細

を
聞
い
て
、「
は
か
な
げ
な
り
し
心
に
て
、こ
の
水
の
近
き
を
た
よ
り
に
て
、

思
ひ
寄
る
な
り
け
ん
か
し
」（「
蜻
蛉
」
六
―
二
三
五
頁
）
と
思
い
つ
つ
も
、
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浮
舟
の
四
十
九
日
の
法
要
を
、「
と
て
も
か
く
て
も
罪
得
ま
じ
き
こ
と
」（
同

二
四
三
頁
）
と
し
て
営
む
。「
と
て
も
か
く
て
も
」
の
内
実
は
、『
孟
津
抄
』

の
「
浮
は
人
か
執
て
を
き
た
ら
ん
や
死
た
る
や
ら
ん
し
ら
ぬ
事
也
さ
れ
と

も
存
生
な
ら
は
祈
禱
に
も
と
也
」
と
い
う
説
に
従
う
と（

11
（

、
浮
舟
が
生
き
て

い
て
も
亡
く
な
っ
て
い
て
も
と
解
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
四
十
九
日
の
段

階
で
は
、
薫
は
浮
舟
の
死
を
確
信
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
の
後
、「
あ
さ
ま
し
く
て
亡
せ
に
し
人
」（
同
二
六
〇
頁
）
と
、
浮

舟
を
故
人
と
し
て
言
及
し
て
い
る
が
、
肝
心
の
亡
骸
が
見
つ
か
っ
て
い
な

い
の
だ
か
ら
確
信
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

 

か
ら
を
だ
に
う
き
世
の
中
に
と
ど
め
ず
は
い
づ
こ
を
は
か
と
君

も
う
ら
み
む

と
の
み
書
き
て
出
だ
し
つ
。
か
の
殿
に
も
、
今
は
の
気
色
見
せ
た
て

ま
つ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
所
ど
こ
ろ
に
書
き
お
き
て
、
離
れ
ぬ
御
仲

な
れ
ば
、
つ
ひ
に
聞
き
あ
は
せ
た
ま
は
ん
こ
と
い
と
う
か
る
べ
し
、

す
べ
て
、
い
か
に
な
り
け
む
と
、
誰
に
も
お
ぼ
つ
か
な
く
て
や
み
な

ん
と
思
ひ
返
す
。 

（「
浮
舟
」
六
―
一
九
四
頁
）

　

失
踪
前
、
浮
舟
は
匂
宮
に
「
か
ら
を
だ
に
」
の
歌
を
贈
っ
て
い
た
。
こ

の
歌
は
、
浮
舟
の
「
今
は
」
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
浮
舟
は
匂
宮
と

薫
の
両
者
に
「
聞
き
あ
は
」
さ
れ
る
こ
と
を
忌
避
し
た
た
め
、
薫
に
は
「
今

は
」
の
言
葉
を
残
さ
な
か
っ
た
。
続
け
て
浮
舟
は
、
不
吉
な
夢
を
見
た
と

い
う
母
中
将
の
君
に
宛
て
て
も
筆
を
執
る
。

　
　

 

の
ち
に
ま
た
あ
ひ
見
む
こ
と
を
思
は
な
む
こ
の
世
の
夢
に
心
ま

ど
は
で

誦
経
の
鐘
の
風
に
つ
け
て
聞
こ
え
来
る
を
、
つ
く
づ
く
と
聞
き
臥
し

た
ま
ふ
。

　
　

 

鐘
の
音
の
絶
ゆ
る
ひ
び
き
に
音
を
そ
へ
て
わ
が
世
つ
き
ぬ
と
君

に
伝
へ
よ

持
て
来
た
る
に
書
き
つ
け
て
、「
今
宵
は
え
帰
る
ま
じ
」
と
言
へ
ば
、

も
の
の
枝
に
結
ひ
つ
け
て
お
き
つ
。

　
　
　
（「
浮
舟
」
六
―
一
九
五
～
一
九
六
頁
）

　

こ
の
後
、
侍
従
は
匂
宮
に
「
か
の
巻
数
に
書
き
つ
け
た
ま
へ
り
し
、
母

君
の
返
り
事
な
ど
」（「
蜻
蛉
」
六
―
二
二
八
頁
）
や
、「
む
つ
か
し
き
反

故
な
ど
破
り
て
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
一
た
び
に
も
し
た
た
め
ず
、
灯
台

の
火
に
焼
き
、
水
に
投
げ
入
れ
さ
せ
な
ど
や
う
や
う
失
ふ
」（「
浮
舟
」
六

―
一
八
五
頁
）
と
、
あ
と
に
残
す
と
憚
ら
れ
る
文
を
浮
舟
が
処
分
し
て
い

た
こ
と
を
も
語
る
。
浮
舟
が
邸
か
ら
姿
を
消
し
た
と
き
、
右
近
は
、
侍
従



柱に歌を書きつける薫─ （1 ─

と
と
も
に
「
身
を
投
げ
た
ま
へ
る
か
」（「
蜻
蛉
」
六
―
二
〇
一
頁
）
と
推

察
し
て
い
た
。
こ
の
予
想
は
、
浮
舟
が
母
中
将
の
君
に
宛
て
た
右
の
歌
を

見
て
「
さ
れ
ば
よ
」（
同
二
〇
二
頁
）
と
確
信
に
変
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

浮
舟
の
、
薫
と
匂
宮
と
の
関
係
に
悩
む
姿
や
、
文
を
処
分
し
て
い
た
姿

を
直
に
目
に
し
て
き
た
侍
従
と
右
近
、
浮
舟
か
ら
別
れ
の
歌
を
も
ら
っ
た

匂
宮
と
母
中
将
の
君
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
幾
分
か
浮
舟
の
入
水
に
真
実
味

が
帯
び
て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
浮
舟
は
薫
だ
け
に
「
今
は
」
の
歌
を
残
す

こ
と
な
く
姿
を
消
し
た
。
亡
骸
が
見
つ
か
れ
ば
、
一
心
に
追
悼
供
養
に
専

念
で
き
る
。
何
か
が
残
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
形
見
に
思
い
も
慰
め
ら

れ
よ
う
。
か
つ
て
大
君
の
死
を
看
取
り
、
そ
の
手
で
葬
送
に
携
わ
っ
た
と

き
と
は
大
き
く
異
な
り
、
薫
は
浮
舟
の
亡
骸
を
直
接
目
に
し
て
い
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
薫
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、
亡
骸
が
な
い
ま
ま

浮
舟
の
葬
儀
は
行
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
薫
が
、
浮
舟
の
死
を
真
実
と
し
て

容
易
く
受
け
入
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、「
見
し
人
は
影
も
と
ま
ら
ぬ
水
の

上
に
落
ち
そ
ふ
涙
い
と
ど
せ
き
あ
へ
ず
」
の
歌
が
、「
亡
き
人
」
を
詠
ん

だ
歌
で
は
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
『
源
氏
物
語
』
中
「
見
し
人
」
が
詠
み
こ
ま
れ
る
和
歌
は
十
首
あ
る

が（
1（
（

、
そ
の
う
ち
薫
が
詠
ん
だ
歌
は
当
該
場
面
の
ほ
か
に
二
首
も
あ
る
。

①　

 

見
し
人
の
形
代
な
ら
ば
身
に
そ
へ
て
恋
し
き
瀬
々
の
な
で
も
の
に
せ

む 

（「
東
屋
」
六
―
五
三
頁
）

②　

 

里
の
名
も
む
か
し
な
が
ら
に
見
し
人
の
お
も
が
は
り
せ
る
ね
や
の
月

か
げ 

（
同
一
〇
一
頁
）

　

①
は
、
薫
が
中
の
君
か
ら
浮
舟
の
存
在
を
聞
き
知
っ
た
と
き
に
詠
ん
だ

歌
で
、
浮
舟
が
「
見
し
人
」
＝
大
君
の
形
代
で
あ
れ
ば
、
恋
し
き
折
々
に

心
を
慰
め
る
「
な
で
も
の
」
に
し
よ
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
②
は
、

宇
治
へ
浮
舟
を
連
れ
て
き
た
際
の
場
面
で
、
宇
治
と
い
う
里
の
名
前
も
、

世
の
中
を
「
憂
し
」
と
思
う
私
自
身
も
昔
と
変
わ
ら
な
い
が
、
月
明
か
り

で
見
る
「
見
し
人
」
は
面
変
わ
り
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
の
歌
で
あ

る
。
ど
ち
ら
も
「
見
し
人
」
は
大
君
を
指
す
も
の
と
し
て
あ
り
、
同
時
に

浮
舟
の
存
在
を
和
歌
の
中
に
詠
み
こ
ん
で
い
る
。鈴
木
裕
子
は
、薫
の「
見

し
人
は
」
の
歌
が
、「
浮
舟
た
だ
一
人
を
ひ
た
す
ら
に
追
慕
す
る
と
は
限

ら
な
く
て
よ
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
」と
述
べ
る（

11
（

。『
源
氏
物
語
』中
の「
見

し
人
」
は
故
人
の
意
味
で
あ
る
が
、
十
例
中
三
首
が
薫
の
例
で
あ
り
、
①

②
に
お
い
て
大
君
と
浮
舟
を
繫
ぐ
語
と
し
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

薫
が
使
う
場
合
の
「
見
し
人
」
の
意
味
を
慎
重
に
み
る
必
要
が
あ
る
。
薫

に
と
っ
て
「
見
し
人
」
と
は
、
故
人
で
あ
る
大
君
の
み
を
指
す
の
で
は
な

く
、
大
君
と
浮
舟
両
者
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
歌
こ
と
ば
と
い
え
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よ
う（

11
（

。
薫
は
、
浮
舟
思
慕
の
端
緒
で
あ
る
大
君
へ
の
想
い
を
も
、
柱
歌
に

刻
み
つ
け
た
の
だ
。

　

ま
た
、
当
該
歌
の
「
影
も
」
の
「
も
」
は
添
加
の
意
で
あ
り
、
身
体
だ

け
で
な
く
影
も
水
の
上
に
留
ま
ら
な
い
と
い
う
解
釈
に
な
り
え
る
。
入
水

し
た
と
さ
れ
る
浮
舟
の
亡
骸
が
い
ま
だ
発
見
さ
れ
ず
、
面
影
を
映
さ
な
い

川
は
、
薫
の
涙
を
の
み
こ
み
流
れ
続
け
る
。「
見
し
人
は
」
の
歌
は
、「
浮

舟
入
水
を
確
信
し
た
も
の
」
で
は
な
い（

11
（

。
薫
は
、
表
向
き
は
浮
舟
の
一
周

忌
の
準
備
を
し
な
が
ら
、
内
心
で
は
い
ま
だ
に
死
を
確
か
な
事
実
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
浮
舟
の
存
在
を
、
自
身
の
愛
執
を
、
宇
治
に
深
く
刻

み
つ
け
る
。
浮
舟
の
死
へ
の
手
が
か
り
が
つ
か
め
な
い
ま
ま
宇
治
を
去
る

こ
と
が
、
薫
に
諦
め
き
れ
な
い
執
心
を
生
み
出
さ
せ
、
柱
歌
へ
と
導
い
た

の
だ
。

　

岩
原
真
代
は
、
薫
の
柱
に
歌
を
書
き
つ
け
る
行
為
に
つ
い
て
、
死
者
の

鎮
魂
か
つ
薫
自
身
の
心
の
精
算
に
よ
っ
て
、
愛
執
を
解
消
し
過
去
と
の
訣

別
を
模
索
す
る
行
為
で
あ
る
と
指
摘
す
る（

11
（

。
し
か
し
、
柱
に
歌
を
書
き
つ

け
る
行
為
は
、
そ
も
そ
も
愛
執
ゆ
え
に
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
邸
か
ら

動
く
こ
と
が
な
い
柱
に
刻
み
つ
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
愛
執
を
断
つ
行

為
と
は
な
り
え
な
い
。
現
に
薫
は
、
浮
舟
の
一
周
忌
の
法
要
が
終
わ
っ
た

あ
と
も
、
明
石
の
中
宮
に
向
け
て
悲
哀
に
満
ち
た
過
去
を
語
り
、「
は
か

な
き
世
の
あ
り
さ
ま
と
り
重
ね
」（「
手
習
」
六
―
三
六
三
頁
）
た
思
い
を

い
っ
そ
う
深
め
て
い
た
。

　

薫
が
歌
を
書
き
つ
け
た
柱
は
、
宇
治
の
御
堂
造
営
と
並
列
し
て
行
わ
れ

た
、
故
八
の
宮
邸
跡
に
改
築
さ
れ
た
寝
殿
に
あ
る
。
御
堂
造
営
が
、
大
君

へ
の
愛
執
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
薫
の
道
心
に
よ
る
行
為
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
寝
殿
改
築
は
、
大
君
の
人
形
で
あ
る
浮
舟
を
住
ま
わ
せ
る
愛
執
に

囚
わ
れ
た
行
為
で
あ
っ
た（

11
（

。
そ
の
邸
の
柱
に
、
浮
舟
の
影
を
探
し
求
め
る

歌
を
書
き
つ
け
た
こ
と
に
は
、
柱
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
不
在
者
浮
舟
を

繫
ぎ
止
め
よ
う
と
し
つ
つ
、
宇
治
を
去
る
自
身
の
、
浮
舟
や
宇
治
へ
の
愛

執
を
も
刻
み
つ
け
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
薫
の
内
奥
に
は
、
再
び
宇
治
の

邸
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
期
す
る
思
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
浮
舟
の
一
周
忌
を
機
に
宇
治
を
訪
れ
た
薫
は
、
当
該
場
面
を

最
後
に
物
語
で
宇
治
を
訪
れ
る
こ
と
は
二
度
と
な
い
。
薫
の
「
見
し
人
は
」

の
柱
歌
に
よ
っ
て
、「
橋
姫
」
巻
か
ら
始
ま
っ
た
宇
治
で
の
物
語
の
終
焉

が
印
象
付
け
ら
れ
る（

11
（

。
つ
ま
り
、
薫
の
柱
歌
が
、
宇
治
を
舞
台
と
す
る
物

語
に
終
止
符
を
打
っ
た
と
い
え
よ
う
。
薫
は
本
来
道
心
を
求
め
て
宇
治
に

足
を
踏
み
入
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、宇
治
の
姉
妹
と
の
出
会
い
や
死
別
、

ま
ま
な
ら
ぬ
情
念
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
苦
悩
を
深
め
、
結
果
宇
治
の
最
後

の
場
面
で
、
凝
り
固
ま
っ
た
愛
執
を
思
い
出
深
い
地
に
刻
み
つ
け
る
と
い

う
行
為
に
至
る
。
永
々
と
、
過
去
や
宇
治
と
訣
別
で
き
な
い
薫
の
、
異
常

な
ま
で
の
執
心
が
柱
歌
に
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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四
　
柱
歌
を
拒
絶
す
る
浮
舟

　

薫
が
柱
に
歌
を
書
き
つ
け
る
件
は
、
紀
伊
守
の
話
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ

た
こ
と
で
浮
舟
の
耳
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
後
藤
祥
子
は
、
紀
伊
守
登

場
の
唐
突
さ
を
「
浮
舟
が
第
三
者
に
関
知
さ
れ
ず
に
過
去
と
接
触
す
る
方

便
」
と
い
う（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
当
該
場
面
が
、
浮
舟
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も

そ
も
紀
伊
守
が
薫
の
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
柱
に
「
書
き
つ
け
」

ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
「
書
き
つ
く
」
と
は
、
単
な
る
表
記
行
為
で
は
な
い
。「
書
き
つ
く
」
と

あ
る
と
き
、
そ
の
内
容
は
歌
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
書
き
つ
け
ら
れ
る
対

象
は
、
柱
や
扇
と
い
っ
た
料
紙
以
外
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
田
中

仁
は
、「
書
き
つ
く
」
と
は
、
原
則
、「
直
接
に
書
き
付
け
る
」
意
味
で
あ

る
と
し（

11
（

、
こ
れ
を
端
緒
に
「
書
き
つ
く
」
に
つ
い
て
は
そ
の
特
殊
性
か
ら

多
く
の
論
考
が
出
て
い
る（

11
（

。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
歌
を
口
に
し
て
詠
む
こ

と
は
、
そ
の
場
を
共
有
す
る
者
に
の
み
伝
わ
る
一
回
性
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
口
伝
え
と
し
て
そ
の
他
の
者
に
伝
わ
っ
た
と
し
て
も
内
容
は
正
確

性
に
欠
け
る
の
に
対
し
、
筆
記
す
る
こ
と
は
継
続
性
を
も
ち
、
記
録
と
い

う
確
か
な
情
報
に
よ
っ
て
、
時
間
や
空
間
を
超
え
て
他
者
に
伝
わ
る
。
し

か
し
、
薫
が
歌
を
書
き
つ
け
た
柱
は
、
家
の
支
柱
で
あ
り
、
邸
か
ら
動
く

こ
と
が
な
い
。
柱
に
残
し
た
歌
が
簡
単
に
は
な
く
な
ら
な
い
だ
け
に
、
そ

こ
に
は
、
書
き
つ
け
る
者
の
、
永
続
性
を
求
め
る
強
い
執
着
が
窺
え
る
。　

　
『
大
和
物
語
』
第
百
五
十
五
段
で
は
、
女
が
水
面
に
映
る
自
身
の
衰
え

た
姿
に
羞
恥
し
、
男
へ
の
深
い
愛
情
を
詠
ん
だ
「
あ
さ
か
山
影
さ
へ
見
ゆ

る
山
の
井
の
あ
さ
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は
」（「
山
の
井
の
水
」
三
九
〇

頁
）
の
歌
を
木
に
書
き
つ
け
て
息
絶
え
る
。
直
接
届
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
こ
そ
、
女
は
命
の
灯
が
消
え
る
前
に
男
へ
の
訴
え
を
詠
み
、
書
き

つ
け
る
対
象
に
思
い
を
託
し
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
四
段
の
、

女
が
指
の
血
で
岩
に
歌
を
書
き
つ
け
て
息
絶
え
る
例
も
同
様
で
あ
る（

1（
（

。
武

藤
那
賀
子
が
、「
物
に
書
か
れ
た
文
字
は
記
号
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
物
と
一
体
化
し
、
記
号
以
上
の
機
能
を
発
揮
す
る
」

と
述
べ
る
よ
う
に（

11
（

、
書
き
つ
け
ら
れ
た
対
象
に
よ
っ
て
詠
者
の
凄
絶
な
思

い
が
託
さ
れ
て
い
く
。
柱
に
書
き
つ
け
ら
れ
る
歌
も
例
外
で
は
な
い
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
「
真
木
柱
」
巻
の
例
で
は
、
不
在
者
（
兼
雅
の
妻

妾
や
真
木
柱
の
姫
君
）
が
柱
歌
を
残
し
、
柱
歌
を
残
し
た
者
に
と
っ
て
の

執
着
の
対
象
者
（
兼
雅
や
鬚
黒
）
が
そ
れ
を
見
て
、
不
在
者
に
対
す
る
感

慨
を
深
め
て
い
る（

11
（

。
つ
ま
り
、
柱
歌
に
よ
る
伝
達
性
が
機
能
し
、
見
た
者

の
反
応
が
語
ら
れ
る
。
一
方
、
薫
の
柱
歌
の
場
面
は
、
紀
伊
守
を
介
し
て

浮
舟
が
聞
く
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
薫
の
現
況
を
耳
に
し
た
浮
舟
は
、「
忘
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れ
た
ま
は
ぬ
に
こ
そ
は
と
あ
は
れ
と
思
ふ
に
も
、
い
と
ど
母
君
の
御
心
の

中
推
し
は
か
ら
る
れ
ど
」（「
手
習
」
六
―
三
六
〇
頁
）
と
、
薫
が
自
分
の

こ
と
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
「
い
と
ど
」

と
、
母
中
将
の
君
へ
と
意
識
が
向
く
。
そ
し
て
、
自
身
の
法
要
の
布
施
と

な
る
華
や
か
な
装
束
を
前
に
、「
尼
衣
か
は
れ
る
身
に
や
あ
り
し
世
の
か

た
み
に
袖
を
か
け
て
し
の
ば
ん
」（
同
三
六
一
頁
）
と
い
う
独
詠
歌
を
し

た
た
め
た
。

　

こ
の
歌
は
、「
や
」
を
疑
問
と
反
語
の
ど
ち
ら
で
と
る
か
、
あ
る
い
は

両
方
で
と
る
か
と
い
う
問
題
を
中
心
に
、「
か
た
み
」
や
「
袖
を
か
け
」

の
語
の
解
釈
な
ど
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
き
た
難
解
な
歌
で
あ

る（
11
（

。
問
題
を
多
く
含
む
「
尼
衣
」
の
歌
を
十
分
に
考
察
す
る
だ
け
の
紙
幅

は
な
く
、
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
や
」
の
意
味
に
触
れ

て
お
く
。疑
問
説
を
と
る
岡
陽
子
は
、前
後
の
浮
舟
の
心
情
と
言
動
と『
源

氏
物
語
』
作
中
和
歌
の
用
法
を
踏
ま
え
、「
尼
衣
」
の
歌
は
正
反
対
の
解

釈
と
矛
盾
を
も
つ
と
し
、「
浮
舟
自
身
の
意
識
と
、
歌
に
実
際
に
表
れ
た

感
情
―
浮
舟
の
無
意
識
―
と
の
断
層
」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る（

11
（

。
反
語
説

を
と
る
今
井
上
は
、「
袖
を
か
け
て
」と
副
詞「
か
け
て
」を
掛
詞
と
捉
え
、

一
首
を
「
尼
衣
に
変
わ
っ
た
我
が
身
に
、
か
つ
て
を
し
の
ば
せ
る
形
見
と

し
て
、い
ま
さ
ら
こ
の
華
や
か
な
衣
の
袖
を
か
け
る
こ
と
な
ど
し
よ
う
か
、

い
な
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
か
け
て
」
す
る
ま
い
」
と
解
釈
す
る（

11
（

。
こ

こ
は
や
は
り
、玉
上
琢
彌
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、浮
舟
が
法
要
の
衣
に「
手

も
触
れ
ず
」（「
手
習
」
六
―
三
六
〇
頁
）
に
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い（

11
（

。

反
語
と
し
て
解
釈
す
る
と
、
華
や
か
な
装
束
が
象
徴
す
る
の
は
在
俗
の
過

去
で
あ
り
、
そ
れ
を
偲
ば
な
い
と
詠
む
「
尼
衣
」
の
歌
は
、
浮
舟
に
過
去

と
の
訣
別
を
決
意
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

柱
に
浮
舟
へ
の
愛
執
を
刻
み
つ
け
る
こ
と
で
、
彼
女
の
存
在
を
宇
治
に

繫
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
薫
の
行
為
は
、
小
野
と
い
う
新
し
い
定
住
地
で
出

家
生
活
を
送
る
浮
舟
に
と
っ
て
は
過
去
を
象
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
な
お

浮
舟
を
忘
れ
ら
れ
ず
彼
女
の
「
影
」
を
探
し
求
め
る
薫
の
「
見
し
人
は
」

の
歌
に
対
し
て
、
過
去
と
の
訣
別
を
詠
ん
だ
「
尼
衣
」
の
歌
は
、
浮
舟
を

宇
治
に
繫
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
薫
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
る
。と
は
い
え
、

「
尼
衣
」
の
歌
が
「
浮
舟
の
激
し
い
心
の
動
揺
」
の
表
れ
で
あ
っ
た
こ
と

も
否
定
で
き
な
い（

11
（

。
紀
伊
守
が
話
し
た
薫
の
柱
歌
は
、
出
家
し
た
浮
舟
に

動
揺
を
与
え
つ
つ
も
、
過
去
と
の
訣
別
を
決
意
さ
せ
た
。
手
習
と
し
て
書

か
れ
た
「
尼
衣
」
の
歌
は
、
誰
か
と
共
有
す
る
こ
と
は
な
い
独
詠
歌
で
あ

る
。
そ
の
歌
は
決
し
て
薫
に
伝
わ
る
こ
と
は
な
く
、
浮
舟
の
な
か
で
ひ
そ

や
か
に
詠
出
さ
れ
完
結
す
る
。「
見
し
人
は
」
の
歌
に
、
拒
絶
と
い
う
か

た
ち
で
応
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
浮

舟
の
「
尼
衣
」
の
歌
は
、
薫
の
「
見
し
人
は
」
の
歌
に
「
応
和
し
た
答
歌

的
独
詠
」
と
い
う
小
町
谷
照
彦
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る（

11
（

。
薫
の
柱
歌
と
法



柱に歌を書きつける薫─ （（ ─

要
の
衣
が
、
浮
舟
の
「
尼
衣
」
の
歌
の
詠
出
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
彼
女

に
動
揺
を
与
え
つ
つ
も
過
去
と
の
訣
別
の
歌
を
詠
ま
せ
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

柱
に
は
、
そ
こ
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
者
の
不
在
を
想
起
さ
せ
、
柱
歌

に
よ
っ
て
、
死
別
や
別
離
に
か
か
わ
ら
ず
他
者
の
不
在
や
、
邸
や
土
地
を

離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
自
身
の
不
在
を
嘆
き
悲
し
む
思
い
が
表
出

さ
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
思
い
が
柱
に
託
さ
れ
て
い
く
の
は
、
柱
が
廻
り

逢
い
や
再
会
、
再
来
の
象
徴
性
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
柱
歌
は
そ

の
邸
や
土
地
へ
の
再
来
を
期
す
る
、
詠
者
の
内
奥
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　
「
見
し
人
は
」
の
柱
歌
に
は
、
宇
治
へ
の
再
来
を
願
う
こ
と
で
、
宇
治

や
そ
の
地
に
纏
わ
る
数
奇
な
過
去
、
浮
舟
と
い
つ
ま
で
も
訣
別
で
き
な
い

薫
の
、
只
な
ら
ぬ
執
心
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
薫
の
柱
歌
を
聞
い

た
浮
舟
は
、
法
要
の
衣
を
前
に
「
尼
衣
」
の
歌
を
詠
み
、
薫
の
柱
歌
に
刻

み
つ
け
た
愛
執
を
拒
絶
す
る
こ
と
で
、
過
去
と
の
訣
別
を
決
意
し
て
い
く

の
で
あ
っ
た
。

注（
１
） 『
源
氏
物
語
』
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、
和
歌
は
『
新
編
国

歌
大
観
』（
角
川
書
店
）、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
『
う
つ
ほ
物
語　

全
（
改
訂
版
）』（
お

う
ふ
う
）、
他
作
品
の
本
文
は
特
に
注
が
な
い
限
り
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

よ
り
引
用
し
た
。

（
２
） 『
萬
水
一
露
』
は
「
薫
の
水
を
の
そ
き
て

（
給
て
（手

習
は
こ
ゝ
に
て
身
を
な
け
給
ら
ん
と

い
み
し
く
な
き
給
ひ
し
よ
し
を
か
た
る
也
薫
う
き
ふ
ね
を
恋
し
た
ひ
給
ふ
と
也
」

（
伊
井
春
樹
編　

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
2（
巻
『
萬
水
一
露
』
第
五
巻
、
桜
楓
社
、

一
九
九
二
年
、
三
七
八
頁
）
と
指
摘
し
、
現
代
注
釈
書
も
こ
れ
に
倣
う
。

（
３
） 「
柱
歌
」
の
語
を
最
初
に
用
い
た
の
は
、
中
沢
俊
男
（「
柱
歌
」『
保
与
』
第
三
号
、

一
九
八
五
年
三
月
）
で
あ
る
。

（
４
） 

福
家
俊
幸
「
薫
の
嘆
き
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
№
40
「
手
習
」、

至
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
五
月
、
二
二
七
頁
）。

（
５
） 

岩
原
真
代
「
真
木
柱
の
姫
君
と
住
環
境
―
柱
歌
の
系
譜
を
中
心
と
し
て
―
」（『
源

氏
物
語
の
住
環
境
―
物
語
環
境
論
の
視
界
―
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
八
年
、
五
九

頁
）。

（
６
） 

堀
淳
一
「
家
を
祀
る
言
葉
―
真
木
柱
姫
君
の
詠
歌
の
意
味
（
そ
の
一
）」（『
源
氏

物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
№
（（
「
真
木
柱
」、
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
、

九
九
頁
）。

（
７
） 

注
６
。

（
８
） 

福
山
敏
男
に
よ
る
と
、
母
屋
の
柱
は
約
一
尺
（
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
あ

る
と
い
う
（「
寝
殿
造
邸
宅
に
関
す
る
造
営
文
書
」『
美
術
研
究
』
第
一
八
四
号
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
六
年
三
月
）。

（
９
） 
川
名
淳
子
は
、
家
屋
に
い
る
者
に
と
っ
て
存
在
が
自
明
の
柱
は
「
日
常
的
空
間
の

中
で
無
意
味
化
し
て
い
る
」
が
、「
見
る
者
に
と
っ
て
の
み
、
殊
更
視
野
に
入
り

意
識
さ
せ
ら
れ
る
も
の
」
と
指
摘
す
る
（「
垣
間
見
と
物
語
絵
の
構
図
―
「
柱
」

が
描
く
認
知
範
囲
の
境
界
」『
物
語
世
界
に
お
け
る
絵
画
的
領
域　

平
安
文
学
の
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表
現
方
法
』
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
五
年
、
一
九
二
頁
）。

（
10
） 
堀
淳
一
は
、
過
去
に
柱
と
共
に
あ
っ
た
者
と
、
今
そ
れ
を
見
つ
め
る
者
と
の
間
で

「
一
種
の
依
り
代
、媒
介
物
と
し
て
機
能
し
て
い
る
」と
述
べ
る（「
真
木
柱
の「
家

ぼ
め
」
―
『
河
海
抄
』
の
指
摘
か
ら
―
」『
王
朝
文
学
研
究
誌
』
第
一
五
号
、

二
〇
〇
四
年
三
月
、
二
一
頁
）。

（
11
） 『
源
氏
釈
』（
渋
谷
栄
一
編　

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
1（
巻
『
源
氏
釈
』
お
う
ふ
う
、

二
〇
〇
〇
年
、
四
六
四
頁
）。

（
12
） 

鈴
木
賢
次
は
、
建
物
本
体
を
支
え
る
母
屋
の
柱
は
、
当
時
の
寺
院
建
築
な
み
に
太

く
、「
人
体
ほ
ど
の
太
い
柱
の
存
在
が
窺
え
る
」
と
述
べ
る
（「
寝
殿
造
建
築
の
各

部
②
柱
、
礎
石
」『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
№
1（
「
空
蟬
」、
至
文
堂
、

二
〇
〇
一
年
六
月
、
二
〇
一
頁
）。

（
1（
） 

日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
（『
源
氏
物
語
』
六
巻
、
小
学
館
、
一
九
七
六
年
、

三
四
六
頁
）。

（
14
） 

永
井
和
子
「「
柱
」
の
あ
る
風
景
―
『
源
氏
物
語
』『
枕
草
子
』
に
お
け
る
柱
に
寄

る
人
―
」（『
平
安
文
学
研
究　

生
成
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
二
四
頁
）。

（
1（
） 

鈴
木
吉
三
郎「
上
代
文
学
に
見
ら
れ
る
建
物
観
―
特
に
柱
の
も
つ
精
神
的
意
味
―
」

（『
文
学
研
究
』
第
二
九
号
、
一
九
六
九
年
六
月
、
三
六
頁
）。

（
1（
） 

注
1（
。

（
1（
） 

注
５
、六
二
頁
。

（
1（
） 

田
野
慎
二
「
和
歌
を
柱
に
書
き
つ
け
る
と
き
―
「
題
壁
詩
」
の
影
響
と
柱
信
仰
と

に
注
目
し
て
―
」（『
人
間
研
究
論
輯
』第
一
号
、二
〇
〇
一
年
一
二
月
、一
一
頁
）。

（
1（
） 

岩
原
真
代
は
、
柱
に
書
き
つ
け
ら
れ
る
歌
は
「
居
住
者
が
馴
れ
親
し
ん
だ
場
所
へ

の
愛
執
を
断
つ
意
味
が
あ
る
」
と
す
る
の
に
対
し
、
真
木
柱
の
姫
君
の
、
柱
の
中

に
歌
を
書
い
た
紙
を
「
押
し
入
れ
」
る
行
為
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
地
へ
の
深
い

執
着
と
自
己
の
存
在
を
刻
み
つ
け
る
行
為
」
と
し
、
そ
の
う
え
で
、
真
木
柱
の
姫

君
の
柱
歌
は
「
離
別
の
情
況
を
再
び
昔
の
状
態
に
戻
し
て
こ
の
地
に
還
り
、
父
母

の
和
解
と
復
縁
を
切
願
す
る
行
為
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（
注
５
、五
六
頁
）。

（
20
） 『
孟
津
抄
』（
野
村
精
一
編　

源
氏
物
語
古
注
集
成
第
６
巻
『
孟
津
抄
』
下
巻
、
桜

楓
社
、
一
九
八
二
年
、
二
八
五
頁
）。

（
21
） 

王
命
婦
の
歌
「
年
暮
れ
て
岩
井
の
水
も
こ
ほ
り
と
ぢ
見
し
人
か
げ
の
あ
せ
も
ゆ
く

か
な
」（「
賢
木
」
二
―
一
〇
〇
頁
）
を
含
め
る
と
『
源
氏
物
語
』
中
「
見
し
人
」

の
歌
は
一
一
首
あ
る
。
だ
が
こ
の
歌
は
、
兵
部
卿
宮
が
「
か
げ
広
み
」、
光
源
氏

が
「
見
な
れ
し
か
げ
」
と
詠
ん
だ
の
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
見
し
人
か
げ
」

の
例
と
し
た
。

（
22
） 

鈴
木
裕
子
「
薫
論
の
た
め
に
―
独
詠
と
い
う
快
楽
、
あ
る
い
は
「
大
君
幻
想
」
と

い
う
呪
縛
―
」（『
源
氏
研
究
』
第
六
号
、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
一
年
四
月
、

一
二
四
頁
）。
後
藤
祥
子
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
同
じ
故
人
を
詠
む
と
き
に
「「
亡

き
人
」
と
し
て
で
は
な
く
「
見
し
人
」
と
し
て
詠
ん
だ
歌
が
多
い
」
と
指
摘
す
る

（「
源
氏
物
語
の
和
歌
―
そ
の
史
的
位
相
―
」『
源
氏
物
語
と
和
歌　

研
究
と
資
料

Ⅱ
―
古
代
文
学
論
叢
第
八
輯
―
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
二
年
、
一
九
九
頁
）。

（
2（
） 「
東
屋
」
巻
で
、
薫
は
「
見
し
人
は
」
と
似
た
独
詠
歌
を
詠
じ
て
い
た
。

 

　
　

遣
水
の
ほ
と
り
な
る
岩
に
ゐ
た
ま
ひ
て
、
と
み
に
も
立
た
れ
ず
、

 

　
　
　
　

 

絶
え
は
て
ぬ
清
水
に
な
ど
か
な
き
人
の
お
も
か
げ
を
だ
に
と
ど
め
ざ
り

け
ん 

（「
東
屋
」
六
―
八
五
頁
）

 

「
な
き
人
」
大
君
は
、
ど
う
し
て
面
影
だ
け
で
も
と
ど
め
て
お
い
て
く
れ
な
か
っ

た
の
か
、
と
死
者
へ
呼
び
か
け
る
歌
で
あ
る
。「
手
習
」
巻
の
「
見
し
人
は
」
と
「
東

屋
」
巻
の
「
絶
え
は
て
ぬ
」
の
二
首
は
、「
清
水
―
水
の
上
」「
な
き
人
―
見
し
人
」

「
お
も
か
げ
―
影
」「
と
ど
む
―
と
ま
る
」
と
歌
こ
と
ば
の
類
似
、
ま
た
水
面
に

影
が
映
ら
な
い
と
い
う
発
想
に
お
い
て
酷
似
し
て
お
り
、「
見
し
人
は
」
の
歌
の

背
景
に
「
絶
え
は
て
ぬ
」
の
歌
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
水
面
に
影
が
映

ら
な
い
発
想
は
一
般
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
酷
似
し
た
こ
の
二
首
が
歌

の
中
に
お
い
て
一
切
同
じ
語
を
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
は
注
目
さ
れ
る
。薫
が「
見

し
人
」
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
手
習
」
巻
の
当
該
場
面
に
、
自
ず
と
大
君
の

存
在
と
「
絶
え
は
て
ぬ
」
の
歌
が
呼
び
こ
ま
れ
て
く
る
。
二
首
の
独
詠
歌
は
歌
同
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士
で
共
鳴
し
、
重
層
的
な
薫
の
心
象
世
界
を
織
り
こ
ん
で
い
る
。

（
24
） 

注
４
。

（
2（
） 

注
５
。

（
2（
） 

拙
稿
「
岩
に
座
る
薫
―
「
東
屋
」
巻
「
絶
え
は
て
ぬ
」
の
独
詠
歌
が
意
味
す
る
も

の
―
」（『
文
学
・
語
学
』
第
二
二
五
号
、
二
〇
一
九
年
八
月
）。
注
2（
に
掲
げ
た

場
面
に
つ
い
て
論
じ
た
。

（
2（
） 「
橋
姫
」
巻
、
薫
は
月
下
に
姉
妹
を
垣
間
見
る
直
前
、
宇
治
へ
の
道
中
で
、「
山
お

ろ
し
に
た
へ
ぬ
木
の
葉
の
露
よ
り
も
あ
や
な
く
も
ろ
き
わ
が
涙
か
な
」（「
橋
姫
」

五
―
一
三
六
頁
）
と
い
う
独
詠
歌
を
詠
む
。
宇
治
を
舞
台
と
す
る
恋
物
語
が
始
ま

る
の
に
先
駆
け
て
詠
ま
れ
た
「
山
お
ろ
し
」
の
歌
に
も
、「
見
し
人
は
」
の
歌
と

同
じ
く
「
涙
」
の
語
が
見
え
、
示
唆
的
で
あ
る
。

（
2（
） 

後
藤
祥
子
「
手
習
い
の
歌
」（『
講
座　

源
氏
物
語
の
世
界
』
第
九
集
、
有
斐
閣
、

一
九
八
四
年
、
二
三
七
頁
）。

（
2（
） 

田
中
仁
「「
書
き
つ
く
」
の
意
味
―
宇
津
保
物
語
を
主
な
資
料
と
し
て
―
」（『
言

語
表
現
の
研
究
と
教
育
』
三
省
堂
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
七
頁
）、「
和
歌
を
書
き

つ
け
る
こ
と
―
八
代
集
の
「
書
き
つ
く
」
―
」（『
藝
文
東
海
』
第
一
八
号
、

一
九
九
一
年
一
二
月
）。

（
（0
） 

永
井
和
子
「
枕
草
子
の
跋
文
―
「
書
き
つ
く
」
と
い
う
行
為
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国

語
国
文
論
集
』
第
二
七
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
／
原
豊
二
「「
書
き
つ
け
る
」

者
た
ち
―
歌
物
語
の
特
殊
筆
記
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
文
学
』
第
六
五
巻

第
五
号
、
二
〇
一
六
年
五
月
）
／
勝
亦
志
織
「
和
歌
を
「
書
き
つ
く
」
こ
と
が
示

す
関
係
性
―
『
う
つ
ほ
物
語
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
へ
―
」（
原
岡
文
子
・
河
添

房
江
編
『
源
氏
物
語　

煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
Ⅱ
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
八
年
）

な
ど
の
論
考
が
あ
る
。

（
（1
） 

津
島
昭
宏
は
、
死
別
や
別
離
に
際
す
る
女
の
思
い
を
、「
神
仏
や
帝
、
あ
る
い
は

男
に
届
け
よ
う
と
す
る
訴
え
は
、
歌
を
書
き
つ
け
る
と
い
う
行
為
に
託
さ
れ
て
い

た
」
と
い
う
（「
指
の
血
で
書
き
つ
け
た
歌
―
『
伊
勢
物
語
』
二
十
四
段
を
め
ぐ
っ

て
―
」『
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
紀
要
』
第
五
一
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）。

（
（2
） 

武
藤
那
賀
子
「
物
に
書
き
つ
く
―
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
言
語
認
識
」（『
う

つ
ほ
物
語
論　

物
語
文
学
と「
書
く
こ
と
」』笠
間
書
院
、二
〇
一
七
年
、四
九
頁
）。

（
（（
） 

鬚
黒
は
、真
木
柱
の
姫
君
が
残
し
た
柱
歌
を
見
て
、「
か
の
真
木
柱
を
見
た
ま
ふ
に
、

手
も
幼
け
れ
ど
、
心
ば
へ
の
あ
は
れ
に
恋
し
き
ま
ま
に
、
道
す
が
ら
涙
お
し
拭
ひ

つ
つ
」（「
真
木
柱
」
三
―
三
七
八
頁
）、
式
部
卿
宮
家
に
向
か
っ
た
。
ま
た
、『
狭

衣
物
語
』
に
も
、
飛
鳥
井
女
君
の
柱
歌
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
強
く

受
け
、
浮
舟
入
水
譚
の
造
型
を
担
う
飛
鳥
井
女
君
が
、
失
踪
前
に
「
常
に
ゐ
た
ま

ひ
け
る
所
の
柱
に
」（
巻
三
、二
―
一
四
三
頁
）
歌
を
残
し
て
い
た
こ
と
が
、
狭
衣

の
視
点
で
語
ら
れ
る
。

（
（4
） 「
や
」
の
反
語
説
を
提
唱
し
た
玉
上
琢
彌
は
、
直
前
で
浮
舟
が
装
束
に
「
手
も
触

れ
ず
」（「
手
習
」
六
―
三
六
〇
頁
）
に
い
た
こ
と
か
ら
疑
問
説
に
よ
る
矛
盾
を
指

摘
す
る
（『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
一
二
巻
、
一
九
六
八
年
）。
ほ
か
に
も
、
松
井
健

児
「
浮
舟
再
生
物
語
に
お
け
る
独
詠
歌
の
位
置
」（『
日
本
文
學
論
究
』
第
四
三
冊
、

一
九
八
四
年
一
月
）
／
山
田
利
博
「
手
習
巻
・
浮
舟
の
手
習
歌
」（『
源
氏
物
語
の

構
造
研
究
』
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）
／
清
水
婦
久
子
「
源
氏
物
語
の
和
歌
―
縁

語
・
掛
詞
の
重
要
性
―
」（『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌　

増
補
版
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
八
年
）
／
井
野
葉
子
「
浮
舟
の
最
終
詠
の
新
解
釈
―
二
句
切
れ
・
疑
問
・

片
身
・
袖
を
か
け
―
」（
小
山
清
文
・
袴
田
光
康
編
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
―
宇

治
十
帖
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
、
浮
舟
の
最
終
詠
か
つ
難
解

な
歌
な
だ
け
に
、
多
く
の
論
考
が
あ
る
。

（
（（
） 

岡
陽
子
「
浮
舟
最
終
詠
「
尼
衣
か
は
れ
る
身
に
や
あ
り
し
世
の
…
」
考
―
浮
舟
物

語
に
お
け
る
手
習
歌
の
存
在
意
義
―
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
一
六
号
、

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
、
六
頁
）。
ま
た
鈴
木
裕
子
は
、「
拒
否
を
貫
こ
う
と
す
る
浮

舟
の
心
情
と
、
潜
在
す
る
ほ
の
か
な
迷
い
と
が
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
」
と
説

く
（「
浮
舟
の
独
詠
歌
―
物
語
世
界
終
焉
へ
向
け
て
―
」『
東
京
女
子
大
學
日
本
文

學
』
第
九
五
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、
五
〇
頁
）。
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今
井
上
「
浮
舟
の
尼
衣
―
浮
舟
最
後
の
歌
と
『
源
氏
物
語
』
作
中
和
歌
の
意
義
―
」

（
小
山
清
文
・
袴
田
光
康
編
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
―
宇
治
十
帖
を
考
え
る
』
新

典
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
一
頁
）。

（
（（
） 

注
（4
。

（
（（
） 

藤
井
貞
和「
物
語
に
お
け
る
和
歌
―『
源
氏
物
語
』浮
舟
の
作
歌
を
め
ぐ
り
―
」（『
國

語
と
國
文
學
』
第
六
〇
巻
第
五
号
、
一
九
八
三
年
五
月
、
七
〇
頁
）。

（
（（
） 

小
町
谷
照
彦
「
手
習
の
君
浮
舟
」（『
王
朝
文
学
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
若
草
書
房
、

一
九
九
七
年
、
三
六
九
頁
）。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
三
〇
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に

執
筆
し
ま
し
た
。発
表
時
に
ご
教
示
戴
き
ま
し
た
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


