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『
源
氏
物
語
』
が
語
る
も
の

―
―
宗
祇
『
雨
夜
談
抄
』
が
開
拓
す
る
「
読
み
」
と
そ
の
意
義
―
―

ノ
ッ
ト
・
ジ
ェ
フ
リ
ー

一
　
は
じ
め
に
―
―
宗
祇
と
室
町
期
源
氏
学
系
譜
―
―

『
雨
夜
談
抄
』
は
連
歌
師
・
宗
祇
の
数
少
な
い
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
の
一
つ
で
、そ
の
内
容
は
『
帚
木
別
注
』
と
の
異
名
の
通
り
、『
源

氏
物
語
』「
帚
木
」
一
巻
の
み
を
対
象
と
す
る
。
室
町
期
源
氏
学
を
代
表
す
る
い
わ
ゆ
る
「
主
流
」
注
釈
者
の
系
譜
上
、
宗
祇
は
、
師
の

一
条
兼
良
、
弟
子
の
三
条
西
実
隆
な
ど
と
違
っ
て
『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖
に
わ
た
る
注
釈
書
を
残
し
て
い
な
い
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』

本
文
か
ら
順
に
引
用
し
、
項
目
を
立
て
、
注
記
を
施
す
と
い
っ
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
手
法
に
従
っ
た
宗
祇
の
注
釈
書
と
し
て
は
、『
雨

夜
談
抄
』
以
外
に
は
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
の
研
究
史
上
数
々
の
功
績
を
上
げ
た
宗
祇
の
注
釈
と
し
て
、
ま
た
「
草
子
地
」
と
い
う
術
語
の
初
出
例
が
み
ら
れ
る
こ

と
で
、
あ
る
程
度
の
知
名
度
を
得
た
『
雨
夜
談
抄
』
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
主
に
中
世
源
氏
学
に
お
け
る
宗
祇
の
位

置
づ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
そ
こ
に
止
ま
り
、
特
色
あ
る
宗
祇
の
著
作
の
分
析
自
体
が
さ
ほ
ど
進
ま
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
そ
の
影
響
力
が
十
分
に
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
お
ぼ
し
い
宗
祇
源
氏
学
の
本
質
に
迫
る
試
み
の
一
環
と
し
て
、『
雨
夜
談

抄
』
の
注
記
内
容
を
検
討
し
、
宗
祇
が
開
拓
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
読
み
」
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
し
た
い
。

二
　
宗
祇
一
巻
注
『
雨
夜
談
抄
』
―
―
成
立
と
そ
の
背
景
―
―

ま
ず
は
、『
雨
夜
談
抄
』
の
成
立
に
関
し
て
確
認
し
て
お
く
。
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※
（
　
）、
傍
線
部
＝
筆
者
注

文
明
十
七
（
一
四
八
五
）
の
と
し
文
月
の
は
し
め
つ
か
た
児
女
子
の
た
め
に
注
し
侍
り　

さ
た
め
て
ひ
か
事
お
ほ
く
侍
ら
む
か
し　

　

宗
祇
在
判

（『
雨
夜
談
抄
』　

六
三
八
）① 

晴
、向
徳
大
寺
（
実
淳
）、 
宗
祇
法
師
令
誘
引
之
、今
日
帚
木
巻
講
之
、右
府
・
大
納
言
入
道
（
飛
鳥
井
）
栄
雅
・
下
官
（
実
隆
）・
姉
小
路
（
基

綱
）・
小
倉
・
真
乗
院
僧
正
・
師
富
朝
臣
等
聞
書
［
之
］、
講
席
了
被
勧
一
盞

（『
実
隆
公
記
』
文
明
十
七
年
六
月
廿
三
日
条
）②

抑
今
朝
宗
祇
携
帚
木
巻
抄
出
新
作
一
帖
来　

一
見
有
興

（
同
十
七
年
七
月
七
日
条
）

『
雨
夜
談
抄
』
の
成
立
事
情
は
あ
る
意
味
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
宗
祇
自
筆
本
は
伝
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
報
告
さ

れ
て
い
る
写
本
二
十
数
点
の
う
ち
、
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
自
跋
を
附
載
す
る
。
な
お
、
跋
の
内
容
に
関
し
て
は
、
伊
井
春
樹
氏
の
詳
し
い

考
察
が
あ
る
③
。成
立
時
期
に
つ
い
て
、『
実
隆
公
記
』
の
記
録
と
一
致
す
る
こ
と
が
判
明
し
、
ま
た
そ
の
記
録
者
・
三
条
西
実
隆
の
宗
祇

と
の
関
係
か
ら
考
え
て
も
、 

そ
の
信
憑
性
が
か
な
り
高
い
と
思
わ
れ
る
。
作
成
し
た
背
景
に
関
し
て
は
同
じ
『
実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
、

完
成
し
た
『
雨
夜
談
抄
』
が
実
隆
邸
に
持
参
さ
れ
た
と
さ
れ
る
日
よ
り
少
し
前
に
、
宗
祇
が
徳
大
寺
実
淳
邸
に
ま
る
で
招
聘
講
師
の
よ
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う
に
招
か
れ
、
当
時
の
公
家
文
壇
の
中
心
人
物
を
相
手
に
「
帚
木
」
巻
の
講
釈
を
行
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
大
変
評
判
だ
っ
た
よ

う
で
そ
の
場
で
貴
顕
数
人
も
聞
書
し
た
と
見
え
、
そ
し
て
伊
井
氏
の
推
測
に
従
え
ば
、
そ
の
後
（
依
頼
を
受
け
て
か
）
宗
祇
が
わ
ず
か

二
週
間
足
ら
ず
で
今
の
『
雨
夜
談
抄
』
の
原
本
を
執
筆
し
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
文
明
十
七
年
の
厳
選
さ
れ
た
会
衆
か
ら
も
窺
え
る
通
り
、
こ
の
講
釈
は
う
ち
つ
け
の
即
興
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
か
ね
が
ね

噂
と
な
っ
て
い
た
宗
祇
の
源
氏
論
を
識
者
に
聞
い
て
も
ら
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
よ
う
。
そ
の
裏
付
け
と
し
て
、

伊
井
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
八
年
遡
っ
て
応
仁
文
明
の
乱
の
終
結
よ
り
少
し
前
、『
実
隆
公
記
』
の
記
録
に
宗
祇
が
そ
の
当
時
新
造

の
種
玉
庵
で
「
帚
木
」
巻
の
講
釈
を
行
い
、
実
隆
も
そ
れ
に
出
向
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

晴
、
早
旦
於
宗
祇
草
庵
有
源
氏
第
二
巻
講
尺

 

　
　
　
（『
実
隆
公
記
』　

文
明
九
年
七
月
十
一
日
条
）

晴
、
今
朝
又
有
源
氏
講
尺

　
　
　
　
　
（
翌
十
二
日
条
）

こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
宗
祇
が
早
く
か
ら
「
帚
木
」
巻
に
お
い
た
価
値
で
あ
る
。『
雨
夜
談
抄
』
は
、
同
時
代
の
注
釈
に
比

べ
て
一
見
残
片
と
も
見
え
る
が
、 『
実
隆
公
記
』
よ
り
窺
え
る
宗
祇
の
「
帚
木
」
重
視
の
姿
勢
か
ら
、 

宗
祇
の
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
「
読

み
」
そ
の
も
の
に
直
接
触
れ
う
る
、
重
要
な
資
料
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
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三
　『
雨
夜
談
抄
』
の
性
格
―
―
稲
賀
氏
「
傍
流
」
説
の
再
検
討
―
―

『
雨
夜
談
抄
』
を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
は
意
外
と
少
な
い
。
ま
た
、そ
れ
ら
の
中
で
は
宗
祇
と
一
条
兼
良
と
の
関
係
に
着
目
し
て
、『
雨

夜
談
抄
』
と
『
花
鳥
余
情
』
と
を
対
比
す
る
視
点
か
ら
の
分
析
が
多
い
も
の
の
、
両
書
の
注
記
内
容
を
比
較
し
た
詳
細
な
検
討
は
ま
だ

見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、『
雨
夜
談
抄
』
の
研
究
を
も
っ
と
も
進
展
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
稲
賀
敬
二
氏
の
説
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
修
正

を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
雨
夜
談
抄
』
の
新
し
い
捉
え
方
へ
の
路
線
を
切
り
開
く
こ
と
と
す
る
④
。

稲
賀
氏
説
は
次
の
よ
う
な
例
か
ら
出
発
す
る
。
雨
夜
の
品
定
め
の
一
節
で
、
馬
頭
が
女
性
論
を
進
め
る
中
で
、

（
良
家
生
ま
れ
で
も
平
凡
な
娘
）
も
と
の
し
な
時
世
の
お
ほ
え
う
ち
あ
ひ
や
む
こ
と
な
き
あ
た
り
の
う
ち
〳
〵
の
も
て
な
し
け
は
ひ
を
く

れ
た
ら
む
は
さ
ら
に
も
い
は
す
な
に
を
し
て
か
く
お
ひ
い
て
け
む
と
い
ふ
か
ひ
な
く
お
ほ
ゆ
へ
し

（
帚
木　

四
〇
。『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』
に
よ
る
）⑤

▼
第
三
段
馬
頭
か
詞
也
も
と
の
し
な
た
か
き
人
の
時
よ
の
お
ほ
え
な
ら
ふ
か
た
な
き
人
を
い
ふ
鬼
に
か
な
さ
い
は
う
と
い
ふ
か
こ
と
き
な

り
（
次
項
）
う
ち
〳
〵
の
も
て
な
し
け
は
ひ
の
す
く
れ
た
る
こ
と
也
も
と
よ
り
か
く
こ
そ
あ
る
へ
き
事
に
て
あ
れ
と
い
ふ
心
な
り

（『
花
鳥
余
情
』　

二
四
）⑥

▼
こ
れ
に
は
女
三
宮
あ
た
れ
り　

朱
雀
院
の
み
こ
に
て
六
条
院
の
本
台
に
お
は
し
け
れ
と
手
な
と
も
あ
し
く
心
も
を
く
れ
給
へ
り
し
也

※
け
れ
と
も
→
け
れ
と
陽
⑦　
　
（『
雨
夜
談
抄
』　

六
二
一
）

兼
良
と
宗
祇
の
根
本
的
な
姿
勢
の
違
い
に
つ
い
て
、
ま
ず
お
さ
え
て
お
く
。
兼
良
は
雨
夜
の
品
定
め
を
十
八
段
に
分
け
、
話
者
の
交
代

と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
各
段
の
変
わ
り
目
を
「
第
三
段
也
馬
頭
か
詞
也
」
な
ど
と
い
う
ふ
う
に
明
示
し
て
い
る
。
一
方
、 

宗
祇
の
場
合
は
、
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た
と
え
ば
「
こ
れ
に
は
女
三
宮
あ
た
れ
り
」
な
ど
と
い
う
注
記
に
よ
り
、
品
定
め
の
過
程
で
次
々
と
話
に
出
て
く
る
個
々
の
女
性
た
ち

を
後
に
登
場
し
て
く
る
作
中
人
物
に
比
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
貫
い
て
い
る
。

稲
賀
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
と
み
え
る
兼
良
と
宗
祇
の
両
説
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
以
前
の
源
氏
学
に
遡
れ

る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
鎌
倉
期
に
作
成
さ
れ
た
「
七
毫
源
氏
」
の
「
帚
木
」
巻
の
書
入
注
の
な
か
に
、
両
説
は
実
際
共
存
し
て
い
た

こ
と
も
判
明
し
た
。
稲
賀
氏
は
、『
河
海
抄
』
な
ど
「
主
流
」
の
注
釈
が
あ
る
一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
書
入
注
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
る
説

を
源
氏
学
の
「
傍
流
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
注
釈
史
上
、『
河
海
抄
』
か
ら
『
花
鳥
余
情
』
へ
の
間
に
起
き
た
「
飛
躍
」
と
も
映
る
ほ

ど
の
変
化
は
実
際
、「
傍
流
」
の
説
が
い
ろ
い
ろ
「
主
流
」
へ
と
流
れ
る
現
象
に
起
因
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
兼
良
と
宗
祇
の

こ
の
食
い
違
い
に
関
し
て
も
、一
時
は
隣
り
合
っ
た
「
十
八
段
区
分
説
」
と
「
人
物
比
定
説
」
が
そ
れ
ぞ
れ
『
花
鳥
余
情
』
と
『
雨
夜
談
抄
』

に
継
承
さ
れ
た
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
氏
は
十
四
世
紀
の
源
氏
学
が
一
方
で
は
兼
良
へ
、
一
方
で
は
宗
祇
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
流
れ
た
と
い

う
よ
う
に
、
新
し
い
源
氏
学
変
遷
史
観
を
提
示
し
た
。
こ
の
説
は
、
定
説
と
ま
で
言
わ
ず
と
も
、
今
に
い
た
る
ま
で
否
定
は
さ
れ
て
い

な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

但
し
筆
者
は
、稲
賀
氏
の「
主
流
」「
傍
流
」説
に
は
疑
問
が
あ
る
。
氏
の
論
証
自
体
は
見
事
で
あ
り
、頷
け
る
と
こ
ろ
も
多
い
が
、注
釈
史
・

注
釈
書
へ
の
具
体
的
な
適
用
に
お
い
て
は
難
し
い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
宗
祇
説
と
兼
良
説
と
を
実
際
比
較
し
て
み
る
と
、
同
じ
根

源
か
ら
の
枝
分
か
れ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
『
雨
夜
談
抄
』
が
『
花
鳥
余
情
』
を
直
接
編
集
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
注
記
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

（
馬
頭
が
突
然
登
場
し
て
会
話
の
主
導
権
を
握
る
）
な
り
の
ほ
れ
と
も
も
と
よ
り
さ
る
へ
き
す
ち
な
ら
ぬ
は
世
人
の
お
も
へ
る
こ
と
も
さ
は

い
へ
と
な
を
こ
と
な
り
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（
帚
木　

三
九
）

▼
…
む
ま
の
か
み
藤
式
部
丞
と
御
物
忌
に
こ
も
ら
ん
と
て
ま
い
り
た
る
を
中
将
こ
の
人
に
ゆ
つ
り
て
さ
た
め
さ
せ
侍
る
に
む
ま
の

か
み
物
よ
く
い
ふ
人
な
り
け
れ
は
や
か
て
う
け
と
り
て
申
侍
り
…

（『
花
鳥
余
情
』　

二
四
）

▼
…
左
の
馬
の
か
み
ま
い
り
あ
へ
る
か
物
よ
く
い
ふ
人
の
世
中
の
人
の
あ
り
さ
ま
し
れ
る
人
な
れ
は
中
将
左
の
馬
頭
に
ゆ
つ
り
い

は
せ
ら
る
ゝ
な
り
…

（『
雨
夜
談
抄
』　

六
二
〇
）

こ
こ
で
は
光
源
氏
の
質
問
に
対
し
て
答
え
か
け
た
頭
中
将
が
、
突
然
登
場
す
る
馬
頭
に
会
話
（
女
性
論
）
の
主
導
権
を
譲
る
、
極
め

て
重
要
な
場
面
展
開
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
注
記
の
着
目
す
べ
き
点
は
、
兼
良
と
宗
祇
と
の
類
似
に
あ
る
。
語
句
・
順
番
の
差
、
藤
式
部

丞
の
出
入
り
な
ど
の
違
い
は
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
①
馬
頭
が
「（
兼
良
）
ま
い
り
た
る
／
（
宗
祇
）
ま
い
り
あ
へ
る
」
と
こ
ろ
、
②
「
物

よ
く
い
ふ
人
」
な
の
で
、
③
「
頭
中
将
」
が
「
こ
の
人
／
左
の
馬
頭
」
に
「
ゆ
つ
り
」、
④
「
さ
た
め
さ
せ
侍
る
／
い
は
せ
ら
る
ゝ
」
と

い
う
一
連
の
展
開
は
類
似
度
が
高
く
、
宗
祇
が
先
行
す
る
『
花
鳥
余
情
』
を
参
照
し
な
か
っ
た
蓋
然
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
。

『
雨
夜
談
抄
』
の
注
記
を
探
せ
ば
、『
花
鳥
余
情
』
に
由
来
す
る
と
見
え
る
注
記
が
他
に
何
例
も
見
い
だ
せ
る
。
こ
こ
で
、
も
う
一
例

に
も
注
目
し
て
み
る
。
こ
こ
は
品
定
め
の
中
で
、
馬
頭
が
女
性
の
嫉
妬
を
話
題
に
、
そ
の
加
減
の
理
想
に
つ
い
て
語
る
部
分
で
あ
る
。

（
馬
頭
に
よ
る
と
、
全
く
嫉
妬
し
な
い
と
却
っ
て
薄
情
と
さ
れ
る
）
あ
ま
り
む
け
に
う
ち
ゆ
る
へ
み
は
な
ち
た
る
も
心
や
す
く
ら
う
た
き
や
う

な
れ
と
を
の
つ
か
ら
か
ろ
き
か
た
に
そ
お
ほ
え
侍
か
し
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（
帚
木　

四
六
）

▼
ゑ
ん
す
へ
き
事
を
も
う
ら
み
す
う
ち
は
な
つ
や
う
な
る
は
た
う
さ
は
ら
う
た
き
や
う
な
れ
と
ま
こ
と
に
男
を
大
事
と
思
は
ぬ
に

に
た
れ
は
中
〳
〵
か
ろ
き
か
た
に
お
ほ
ゆ
る
と
也
…

（『
花
鳥
余
情
』　

二
七
）

▼
こ
れ
又
女
の
物
え
ん
し
も
せ
す
お
と
こ
の
心
に
ま
か
せ
た
ら
ん
は
お
と
こ
を
お
も
は
ぬ
に
て
こ
ゝ
ろ
か
ろ
き
か
た
に
そ
お
ほ
え

侍
と
い
へ
る
な
り
…

（『
雨
夜
談
抄
』　

六
二
六
）

女
性
の
男
を
①
「
う
ら
み
す
／
物
え
ん
し
も
せ
す
」
②
「
う
ち
は
な
つ
や
う
な
る
／
心
に
ま
か
せ
た
ら
ん
」
こ
と
は
、
③
「
男
を
大

事
と
思
は
ぬ
に
に
た
れ
は
／
お
と
こ
を
お
も
は
ぬ
に
て
」
④
「
中
〳
〵
か
ろ
き
か
た
に
／
こ
ゝ
ろ
か
ろ
き
か
た
に
そ
」
⑤
「
お
ほ
ゆ
る

と
也
／
お
ほ
え
侍
と
い
へ
る
な
り
」
と
い
う
具
合
に
、
語
句
を
一
つ
一
つ
に
分
け
て
し
ま
う
と
そ
の
関
連
が
見
え
に
く
い
が
、
全
体
と

し
て
検
討
し
た
時
そ
の
重
な
り
は
や
は
り
否
定
し
が
た
い
。

ほ
か
に
も
例
が
み
ら
れ
る
こ
う
い
う
類
似
を
確
認
す
る
と
、 
稲
賀
氏
の
「
傍
流
」
説
が
そ
の
限
界
に
突
き
当
た
る
よ
う
に
感
じ
る
。「
人

物
比
定
」
や
「
十
八
段
区
分
」
な
ど
独
立
性
の
高
い
説
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈
で
の
有
り
無
し
は
即
断
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
注
釈
の
性
格
は
そ
の
有
り
無
し
で
理
解
で
き
そ
う
な
ケ
ー
ス
が
や
は
り
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
兼
良
と
宗
祇
と
の
「
差
」

が
は
っ
き
り
み
ら
れ
る
次
の
例
で
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
引
歌
）
と
あ
れ
は
か
ゝ
り
あ
ふ
さ
き
る
さ
に
て
…
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（
帚
木　

四
一
）

▼
…
本
の
荷
に
こ
と
つ
け
そ
へ
る
荷
を
い
ふ
…
人
の
あ
つ
ら
へ
も
の
な
と
あ
つ
か
り
て
あ
な
た
こ
な
た
へ
と
す
る
は
お
の
か
身
の

わ
つ
ら
ひ
に
な
る
心
な
り
…

（『
花
鳥
余
情
』　

二
五
）

▼
…
此
こ
ゝ
ろ
そ
へ
に
と
は
我
心
に
物
を
り
や
う
け
（
領
解
）
し
た
る
こ
ゝ
ろ
な
り　

さ
や
う
に
し
て
よ
か
ら
ん
と
お
も
へ
は
ち
か

ふ　

さ
ら
は
ま
た
か
や
う
に
や
せ
ん
と
す
れ
は
又
た
か
ふ
事
あ
る
儀
な
り　

あ
ふ
さ
き
る
さ
と
は
行
さ
ま
来
る
さ
ま
の
や
う
の

事
な
り　

只
こ
な
た
か
な
た
物
の
ち
か
ふ
世
の
な
ら
ひ
な
り
…

※
そ
へ
に
は
→
そ
へ
に
と
は
陽　
　
（『
雨
夜
談
抄
』　

六
二
二
）

○
そ
へ
に
と
て
と
す
れ
ば
か
ゝ
り
か
く
す
れ
ば
あ
な
言
ひ
し
ら
ず
あ
ふ
さ
き
る
さ
に

（『
古
今
集
』
巻
第
十
九　

雑
体　

一
〇
六
〇　

よ
み
人
し
ら
ず
）⑧

こ
こ
は
馬
頭
の
話
の
総
括
で
、
存
在
も
し
な
い
理
想
（
の
女
性
）
を
追
い
か
け
る
こ
と
の
む
な
し
さ
を
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
稲

賀
氏
が
焦
点
に
あ
げ
た
「
十
八
段
区
分
説
」
ほ
ど
の
す
っ
き
り
し
た
対
立
関
係
は
な
い
が
、『
雨
夜
談
抄
』
の
こ
の
注
記
で
兼
良
説
が
宗

祇
に
完
全
に
無
視
さ
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。「
あ
な
た
こ
な
た
／
こ
な
た
か
な
た
」
の
対
応
は
偶

然
の
域
を
出
な
か
ろ
う
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
『
花
鳥
余
情
』
が
意
識
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
説
が
捨
て
ら
れ
て
い
よ
う
。

『
雨
夜
談
抄
』
と
『
花
鳥
余
情
』
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、「
主
流
」「
傍
流
」
で
形
容
さ
れ
う
る
系
統
の
対
立
よ
り
も
、 

い
わ
ゆ
る
「
傍
流
」

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
「
十
八
段
区
分
」
ま
た
は
「
人
物
比
定
」
と
い
う
方
法
を
選
ば
せ
た
、
根
本
的
に
作
品
と
向
き
合
う
姿
勢
の
違
い
が
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注
目
さ
れ
よ
う
。
宗
祇
が
師
・
兼
良
の『
源
氏
物
語
』の
捉
え
方
を
熟
知
し
な
が
ら
も
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
く
っ

き
り
と
見
て
と
れ
る
。
稲
賀
氏
の
「
傍
流
」
説
で
は
、『
雨
夜
談
抄
』
の
性
格
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
原
点
に
戻
っ
て
、
宗
祇
が

兼
良
説
を
受
け
継
が
な
い
理
由
か
ら
考
え
な
お
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

四
、「
か
く
か
け
る
に
こ
ゝ
ろ
あ
り
」
―
―
宗
祇
の
「
読
み
」
に
迫
る
―
―

『
雨
夜
談
抄
』の
冒
頭
部
分
、つ
ま
り「
帚
木
」巻
の
書
き
出
し
に
対
す
る
注
記
項
目
の
中
に
は
、と
て
も
興
味
深
い
部
分
が
発
見
さ
れ
る
。

此
巻
を
帚
木
と
名
つ
く
る
事
は
…
う
つ
せ
み
の
つ
れ
な
く
し
て
あ
ひ
た
て
ま
つ
ら
す
な
り
し
か
は
は
ゝ
き
木
の
心
を
し
ら
て
そ
の

原
の
道
に
あ
や
な
く
ま
と
ひ
つ
る
か
な
と
読
給
ひ
し
に
女
ふ
せ
や
に
お
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
す
な
と
返
し
に
た
て
ま

つ
り
し
歌
に
て
つ
け
た
る
名
な
り　

坂
上
是
則
か
そ
の
原
や
ふ
せ
や
に
お
ふ
る
は
ゝ
き
木
の
あ
り
と
は
み
え
て
あ
は
ぬ
君
か
な
と

い
へ
る
歌
を
と
れ
る
歌
な
り
…　

①
此
巻
の
名
な
れ
と
も
此
物
語
五
十
四
帖
に
を
よ
ほ
す
名
也　

其
故
は
②
此
物
語
は
つ
く
り
事

に
て
な
き
事
に
は
あ
れ
と
も
又
昔
あ
り
こ
し
事
と
も
を
お
も
か
け
に
し
て
か
け
る
な
り
…
さ
れ
は
五
十
四
帖
は
こ
と
〳
〵
く
あ
る

も
の
か
と
み
れ
は
な
く
な
き
物
か
と
す
れ
は
あ
る
物
な
れ
は　

③
此
は
ゝ
き
木
一
部
の
名
に
な
る
物
な
り
…
た
と
へ
は
荘
子
か
夢

に
胡
蝶
と
な
り
し
ら
す
又
胡
蝶
か
荘
子
と
な
る
か
と
い
ふ
か
こ
と
し
…　

④
此
物
語
は
い
に
し
へ
の
夢
そ
と
も
い
ひ
か
た
く
此
世

に
あ
る
わ
れ
人
の
今
の
身
の
う
つ
ゝ
と
も
さ
た
め
か
た
く
と
も
に
夢
の
わ
た
り
の
う
き
は
し
は
ゝ
き
木
の
あ
り
な
し
な
り
…（

六
一
五
）

当
の
引
用
本
文
の
語
句
解
釈
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
急
が
な
い
と
い
う
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
、
宗
祇
の
『
源
氏
物
語
』
総
説
と
い
え
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る
論
旨
が
こ
こ
で
ゆ
っ
く
り
と
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
長
さ
と
言
い
、
そ
の
視
野
の
広
さ
と
言
い
、
他
の
古
注
・
旧
注
に
お
い
て
あ

ま
り
そ
の
類
を
見
な
い
。
宗
祇
が
意
を
尽
く
し
て
し
た
た
め
た
こ
の
文
章
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、
こ
の
一
介
の
連
歌
師
が
な
ぜ
、
一

世
を
風
靡
し
て
内
裏
に
も
献
上
さ
れ
た
ば
か
り
の
師
・
兼
良
の
『
花
鳥
余
情
』
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
理
由
が

見
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

①
「
此
巻
の
名
な
れ
と
も
此
物
語
五
十
四
帖
に
を
よ
ほ
す
名
也
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
一
旦
保
留
に
し
て
以
下
の
説
明

と
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
②
「
此
物
語
は
つ
く
り
事
に
て
な
き
事
に
は
あ
れ
と
も
又
昔
あ
り
こ
し
事
と
も
を
お
も
か
け
に
し

て
か
け
る
な
り
」
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
こ
こ
で
宗
祇
は
長
編
『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖
、
一
部
全
部
が
統
一
し
た
性
格
を
持
つ
、
と
い

う
考
え
方
を
提
示
す
る
。
③
で
そ
の
性
格
が
荘
子
の
夢
の
謎
の
ご
と
く
曖
昧
な
も
の
で
、
ま
た
巻
名
の
由
来
と
な
る
『
古
今
集
』
の
是

則
歌
に
見
え
る
「
帚
木
」
と
ぴ
っ
た
り
同
質
ゆ
え
、
宗
祇
が
『
源
氏
物
語
』
に
見
出
し
て
い
る
こ
の
「
統
一
し
た
性
格
」
が
確
た
る
も

の
だ
っ
た
と
確
認
さ
れ
よ
う
。
最
後
に
④
「
此
物
語
は
い
に
し
へ
の
夢
そ
と
も
い
ひ
か
た
く
此
世
に
あ
る
わ
れ
人
の
今
の
身
の
う
つ
ゝ

と
も
さ
た
め
か
た
く
と
も
に
夢
の
わ
た
り
の
う
き
は
し
は
ゝ
き
木
の
あ
り
な
し
な
り
…
」
か
ら
み
て
「
帚
木
」
の
み
な
ら
ず
、「
夢
の
う

き
は
し
」
も
作
品
全
体
を
形
容
す
る
比
喩
と
し
て
間
に
合
う
ら
し
い
。「
此
巻
の
名
な
れ
と
も
此
物
語
五
十
四
帖
に
を
よ
ほ
す
名
也
」
と

い
う
発
言
で
宗
祇
が
言
わ
ん
と
し
た
の
は
、『
源
氏
物
語
』
が
帚
木
の
よ
う
に
胡
蝶
の
夢
の
よ
う
に
「
さ
た
め
か
た
く
」
あ
り
な
が
ら
「
つ

く
り
物
」
と
し
て
、「
五
十
四
帖
」
が
そ
ろ
っ
て
そ
の
一
つ
の
性
格
を
共
有
す
る
「
一
部
」
に
な
る
、
と
い
う
理
解
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
「
一
部
」
の
理
解
に
よ
る
な
ら
ば
、『
花
鳥
余
情
』
が
採
る
「
十
八
段
区
分
説
」
は
当
然
「
人
物
比
定
説
」
に
お
と
る
。
作
ら
れ
た
、

共
通
な
性
格
を
持
つ
「
源
氏
一
部
」
と
し
て
考
え
る
宗
祇
な
ら
、
雨
夜
の
品
定
め
と
い
う
、
筆
を
尽
く
し
て
長
大
と
な
っ
た
場
面
で
あ

る
だ
け
に
、
紫
式
部
が
そ
れ
な
り
に
あ
と
の
作
品
で
の
効
用
を
企
て
た
と
考
え
る
の
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
『
雨
夜
談
抄
』
冒
頭

部
分
の
続
き
の
一
節
が
こ
の
解
釈
を
裏
付
け
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
を
次
に
引
用
す
る
。
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（
光
源
氏
が
地
の
文
で
交
野
の
少
将
と
比
較
さ
れ
る
と
こ
ろ
）
…
さ
れ
は
①
む
ら
さ
き
し
き
ふ
の
筆
の
跡
そ
の
色
ふ
か
く
そ
の
心
は
か
り
な
き

物
な
り　

さ
て
此
巻
の
は
し
め
に
光
源
氏
と
い
ふ
よ
り
か
た
野
の
少
将
に
は
わ
ら
は
れ
た
ま
ひ
け
ん
か
し
と
い
ふ
ま
て
は
②
も
の

か
た
り
の
作
者
の
こ
と
葉
也　

こ
れ
の
み
な
ら
す
③
紫
式
部
の
こ
と
葉
と
こ
ろ
〳
〵
お
ほ
か
る
へ
し
…

（
六
一
五
～
六
一
六
）

稲
賀
氏
が
い
ま
ま
で
論
証
し
た
通
り
、『
雨
夜
談
抄
』
が
「
草
子
地
」
の
初
出
例
で
あ
っ
て
も
、
作
者
（
語
り
手
）
の
言
葉
が
周
り
の

地
の
文
か
ら
判
別
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
、
と
初
め
て
気
が
付
い
た
の
は
宗
祇
で
は
決
し
て
な
く
、
こ
れ
も
や
は
り
鎌
倉
に
遡
る
、
い

わ
ゆ
る
「
傍
流
」
の
注
釈
の
一
つ
に
な
る
。
た
だ
し
、
宗
祇
の
独
創
に
よ
る
も
の
で
な
く
て
も
、『
雨
夜
談
抄
』
の
性
格
を
定
め
る
上
で

宗
祇
の
源
氏
観
全
体
の
一
部
分
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
①
「
む
ら
さ
き
し
き
ふ
の
筆
の
跡
そ
の
色
ふ
か
く
そ
の
心
は
か
り
な

き
物
な
り
」
が
以
上
の
引
用
部
分
の
「
帚
木
」
の
は
か
り
が
た
い
と
こ
ろ
と
響
き
合
っ
て
、
ま
た
そ
の
言
い
尽
く
せ
な
い
性
格
も
一
緒

に
す
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
②
「
も
の
か
た
り
の
作
者
の
こ
と
葉
也
」
と
③
「
紫
式
部
の
こ
と
葉
と
こ
ろ
〳
〵
お
ほ
か
る
へ
し
」
で
指

す
の
は
い
わ
ゆ
る
「
草
子
地
」
の
こ
と
で
、
そ
の
「
と
こ
ろ
〳
〵
お
ほ
か
る
へ
き
」
特
徴
も
、
あ
る
意
図
し
た
性
格
が
長
編
全
体
に
わ

た
る
、
と
い
う
源
氏
観
と
も
一
致
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
作
者
の
存
在
に
着
目
す
る
「
読
み
」
と
、
作
品
に
貫
く
原
理
を
見
出
す
「
読
み
」

と
は
本
来
別
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
二
説
の
宗
祇
『
雨
夜
談
抄
』
に
お
け
る
合
体
に
よ
っ
て
、『
花
鳥
余
情
』
と
性
格
を
根
本
的
に

異
に
す
る
「
読
み
」
が
生
ま
れ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

こ
の
「
草
子
地
」
の
最
古
の
使
用
例
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
『
雨
夜
談
抄
』
な
の
で
、 

こ
れ
ま
で
は
語
り
手
の
存
在
に
気
づ

き
、
注
意
を
払
っ
た
こ
と
で
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
次
に
引
用
す
る
注
記
本
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
語
り
手
」
自
体
が
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特
別
視
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
発
見
は
宗
祇
の
語
句
一
つ
一
つ
を
重
視
し
た
業
績
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。

（
巻
の
場
面
設
定
）
ま
た
中
将
な
と
に
も
の
し
給
し
と
き
は
…

（
帚
木　

三
五
）

源
氏
の
君
此
巻
に
て
十
六
歳
官
は
中
将
な
り　

紅
葉
賀
の
巻
に
宰
相
に
て
中
将
も
と
の
こ
と
し　

花
の
え
ん
ま
て
は
中
将
な
り　

し
か
れ
は
此
巻
ま
て
は
①
勿
論
中
将
な
る
を
ま
た
中
将
な
と
に
も
の
し
給
し
時
と
か
け
る
事
不
審
あ
る
へ
き
事
也　

し
か
は
あ
れ

と
②
か
く
か
け
る
に
こ
ゝ
ろ
あ
り　

そ
の
故
は
③
紫
式
部
此
物
語
を
か
く
事
わ
か
つ
く
り
た
る
も
の
の
や
う
に
な
さ
す
し
て
昔
あ

り
し
事
と
も
を
さ
ま
〳
〵
に
つ
た
へ
き
ゝ
し
事
を
か
き
う
つ
し
な
と
し
て
と
り
あ
つ
め
一
部
に
し
た
る
や
う
に
か
け
り
…
む
か
し

の
事
に
い
へ
る
も
の
な
れ
は
中
将
な
と
に
物
し
給
ひ
し
の
過
去
の
し
う
た
か
ひ
な
き
も
の
な
り
…
此
儀
を
分
別
す
れ
は
不
審
な
き

物
也

※
た
ま
〳
〵
→
さ
ま
〳
〵
陽　
　
（『
雨
夜
談
抄
』　

六
一
六
）

こ
こ
は
本
当
に
何
気
な
い
語
句
の
使
い
方
に
対
す
る
注
記
で
あ
り
、「
帚
木
」
の
書
き
出
し
に
続
く
部
分
で
、
い
か
に
も
つ
い
で
に
と

い
う
ふ
う
に
し
て
光
源
氏
の
官
職
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
題
は
「
ま
だ
」
と
い
う
「
帚
木
」
巻
本
文
の
単
語
に
あ
る
。「
帚
木
」
巻
の
現
時
点
で
中
将
で
、
大
部
そ
の
先
ま
で
も
中
将
の
ま
ま

続
く
の
で
、
宗
祇
が
①
で
「
ま
だ
」
の
使
い
方
に
「
不
審
」
を
覚
え
る
。
ま
た
こ
の
「
不
審
」
の
向
け
方
に
は
宗
祇
流
の
「
読
み
」
の

性
格
が
窺
え
る
。
有
職
故
実
に
関
す
る
注
記
項
目
が
従
来
の
古
注
釈
で
は
多
い
中
で
、
宗
祇
は
こ
こ
で
前
例
な
ど
を
顧
み
ず
に
、
紫
式

部
の
書
き
方
に
そ
の
答
え
を
求
め
る
。
も
し
「
ま
だ
」
や
過
去
の
「
し
」
な
ど
で
光
源
氏
周
辺
に
い
た
人
物
が
回
想
す
る
様
で
あ
る
な
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ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
あ
え
て
書
い
た
、
と
大
胆
に
も
結
論
を
出
す
。
③
「
紫
式
部
此
物
語
を
か
く
事
わ
か
つ
く
り
た
る
も
の
の

や
う
に
な
さ
す
し
て
」
と
い
う
注
記
を
稲
賀
氏
が
指
摘
さ
れ
た
通
り
「
傍
流
」
か
ら
拾
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
宗
祇
の
上
述
の
よ
う

な
感
覚
に
よ
っ
た
選
択
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

「
帚
木
一
部
説
」
で
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
作
品
各
所
に
そ
の
全
体
を
統
一
す
る
首
尾
一
貫
し
た
「
何
か
」
が
あ
る
。
そ
う
い
う
立
場

と
呼
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
細
部
ま
で
が
同
じ
統
一
に
参
加
す
る
と
み
て
、
必
ず
そ
こ
こ
こ
に
②
「
か
く
か
け
る
に
こ
ゝ
ろ
あ
り
」
と

い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
宗
祇
は
読
み
進
め
る
よ
う
で
あ
る
。
各
所
に
「
こ
ゝ
ろ
」
が
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
は
作
者
が
「
か
く
か
け
る
」

こ
と
だ
か
ら
そ
こ
に
仕
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
し
て
各
所
に
あ
る
だ
ろ
う
そ
の
意
味
を
読
者
が
「
分
別
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
手
続
き
に
『
雨
夜
談
抄
』
の
源
氏
観
が
凝
縮
し
て
い
よ
う
。

「
鑑
賞
的
」「
文
意
把
握
中
心
」
な
ど
と
よ
く
形
容
さ
れ
る
『
花
鳥
余
情
』
で
は
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
評
語
は
『
河
海
抄
』
な
ど
と

の
相
対
距
離
を
表
す
に
際
し
て
は
有
用
で
あ
っ
て
も
、『
花
鳥
余
情
』
そ
の
も
の
の
性
格
、
ま
た
『
雨
夜
談
抄
』
の
性
格
を
見
定
め
る
に

は
曖
昧
す
ぎ
る
弊
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
比
較
に
よ
っ
て
そ
の
点
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

（
頭
中
将
の
女
性
論
）
女
の
こ
れ
は
し
も
と
な
ん
つ
く
ま
し
き
は
か
た
く
も
あ
る
か
な
と
や
う
・
・
な
む
み
給
へ
し
る
…（

帚
木　

三
七
）

▼
下
は
源
氏
と
中
将
と
の
問
答
に
四
段
あ
る
へ
し
第
一
段
中
将
の
詞
也

（『
花
鳥
余
情
』　

二
二
～
二
三
）

▼
…
こ
れ
よ
り
品
さ
た
め
也
此
し
な
さ
た
め
の
事
は
世
間
の
女
の
心
を
お
ほ
く
見
あ
つ
め
た
る
人
か
源
氏
の
君
に
あ
ひ
た
て
ま
つ

り
て
世
に
は
か
ゝ
る
心
あ
る
女
も
あ
り
と
あ
る
心
あ
る
女
も
あ
り
と
い
ふ
を
か
た
り
奉
る
事
な
り
…
お
ほ
か
た
此
巻
は
心
得
か
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た
き
に
や
侍
ら
ん　

た
と
へ
は
当
時
も
と
し
老
た
る
人
は
五
十
年
六
十
年
の
間
の
こ
と
を
い
ふ
と
て
は
そ
の
人
の
心
は
か
く
こ

そ
あ
り
し
か
さ
や
う
に
こ
そ
侍
り
し
か
と
い
ふ
か
こ
と
き
の
事
な
り
そ
れ
に
当
時
の
人
の
心
こ
し
か
た
の
人
の
心
に
似
た
る
か

あ
る
か
こ
と
し　

こ
の
こ
と
は
り
に
も
と
つ
け
は
わ
つ
ら
ひ
な
く
こ
ゝ
ろ
え
ら
る
ゝ
物
也

※
い
ひ
あ
つ
め
→
見
あ
つ
め
陽　

と
い
ふ
→
と
あ
る
心
あ
る
女
も
あ
り
と
い
ふ
陽

（『
雨
夜
談
抄
』　

六
一
九
）

光
源
氏
と
頭
中
将
の
会
話
を
仏
教
的
問
答
に
見
立
て
る
『
花
鳥
余
情
』
の
構
造
論
は
間
違
い
な
く
宗
祇
の
こ
の
説
明
と
異
な
る
鑑
賞

態
度
を
み
せ
る
が
、
両
方
と
も
鑑
賞
中
心
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
兼
良
の
文
章
は
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
が
、
宗
祇
の

饒
舌
に
比
べ
そ
の
説
明
が
確
か
に
「
把
握
し
や
す
く
」
組
ま
れ
て
い
る
。
注
釈
者
と
し
て
の
兼
良
と
宗
祇
と
を
比
較
し
た
際
、『
源
氏
物
語
』

へ
の
態
度
よ
り
も『
源
氏
物
語
』の
読
者
へ
の
態
度
が
峻
別
し
や
す
い
よ
う
で
あ
る
。
上
に
挙
げ
た
数
例
で
も
分
か
る
よ
う
に『
花
鳥
余
情
』

は
読
者
へ
の
説
明
に
重
点
を
置
く
と
見
え
る
一
方
、『
雨
夜
談
抄
』
の
方
は
読
者
を
解
釈
へ
と
導
く
よ
う
に
、
か
な
り
の
文
字
数
を
費
や

し
て
い
る
。
宗
祇
が
品
定
め
で
採
用
し
た
「
人
物
比
定
説
」
に
お
い
て
も
、
厳
密
に
い
え
ば
情
報
開
示
よ
り
解
釈
方
法
・
読
み
方
を
教

え
る
面
が
強
か
っ
た
。
こ
の
例
も
同
様
で
、
読
者
・
人
間
単
位
で
の
読
み
方
が
簡
単
な
よ
う
で
も
、
結
局
「
当
時
の
人
の
心
こ
し
か
た

の
人
の
心
に
似
た
る
か
あ
る
か
こ
と
し
」
と
い
う
こ
と
で
、 
読
者
に
対
し
て
常
に
自
分
で
考
え
る
こ
と
を
強
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

「
宗
祇
流
」
と
し
て
知
ら
れ
る
資
料
は
『
雨
夜
談
抄
』
を
大
き
く
出
な
い
が
、
直
弟
子
の
実
隆
の
『
細
流
抄
』
の
注
記
傾
向
に
は
そ
の

面
影
を
忍
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
。
次
に
引
用
し
て
み
る
。　

（
馬
頭
の
話
を
聞
い
て
頭
中
将
が
）
の
り
の
師
の
世
の
こ
と
は
り
と
き
ゝ
か
せ
む
所
の
心
ち
す
る
も
…
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（
帚
木　

四
八
）

▼
（『
花
鳥
余
情
』
が
同
じ
個
所
に
、「
の
り
の
師
」
に
触
発
さ
れ
、『
法
華
経
』
の
と
あ
る
原
理
を
見
出
す
の
に
対
し
て
）
…
花
鳥
三
周
説
法
の
事
尤

お
も
し
ろ
し
摠
し
て
此
し
な
さ
た
め
は
①
口
に
て
い
ふ
ま
て
に
て
は
無
曲
也　

②
久
し
く
年
へ
た
る
人
な
と
は
さ
ま
〳
〵
に
思

あ
は
す
る
事
あ
る
へ
し
悉
皆
世
の
あ
り
さ
ま
人
〳
〵
の
う
へ
に
あ
る
あ
り
さ
ま
也
此
物
語
を
み
る
に
は
源
氏
の
時
代
に
な
り
か

へ
り
て
み
る
へ
き
也
③
今
の
世
に
あ
は
せ
て
み
れ
は
毎
事
虚
誕
の
や
う
に
お
ほ
ゆ
る
也　

定
家
卿
恋
の
哥
よ
ま
ん
に
は
凡
骨
を

す
て
ゝ
業
平
の
お
き
も
せ
す
ね
も
せ
て
夜
を
あ
か
し
て
は
と
よ
み
し
時
の
心
に
成
か
へ
り
て
よ
め
と
申
さ
れ
し
こ
と
く
④
此
時

代
に
心
を
を
き
て
み
る
へ
き
と
也

（『
細
流
抄
』　

二
二
） 

こ
こ
に
い
う
「
三
周
説
法
」
の
詳
細
は
割
愛
す
る
が
、
兼
良
は
品
定
め
以
前
の
頭
中
将
と
源
氏
の
雑
談
を
わ
ざ
わ
ざ
四
段
の
問
答
に

組
み
立
て
た
の
と
響
き
あ
う
か
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
肝
心
の
品
定
め
を
仏
教
的
な
原
理
に
な
ぞ
ら
え
た
。『
花
鳥
余
情
』
の
中
で
か
な
り

目
立
つ
そ
の
長
さ
か
ら
兼
良
が
そ
れ
な
り
に
重
視
し
た
箇
所
と
理
解
さ
れ
る
が
、
宗
祇
は
そ
れ
を
完
全
に
無
視
し
、
対
抗
す
る
注
記
項

目
も
立
て
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、『
花
鳥
余
情
』
に
は
わ
ず
か
一
回
し
か
言
及
し
な
い
、
そ
し
て
一
回
も
批
判
し
な
い
『
雨
夜
談
抄
』
に
対

し
て
は
そ
の
説
明
を
求
め
ら
れ
な
い
が
、こ
こ
で
実
隆
が
代
弁
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
①
「
口
に
て
い
ふ
ま
て
に
て
は
無
曲
也
」
と
言
っ

て
品
定
め
そ
の
も
の
を
過
大
視
し
な
い
宗
祇
の
姿
勢
を
受
け
継
い
で
、
そ
し
て
②
で
物
語
の
読
者
に
視
点
を
戻
す
。「
年
へ
た
る
人
な
と

は
さ
ま
〳
〵
に
思
あ
は
す
る
事
あ
る
へ
し
」
と
言
っ
て
、
宗
祇
の
「
と
し
老
た
る
人
は
五
十
年
六
十
年
の
間
の
こ
と
を
い
ふ
と
て
」
を

そ
の
ま
ま
継
承
し
、
向
き
合
う
本
と
読
者
以
外
の
道
し
る
べ
の
必
要
性
を
柔
ら
か
に
否
定
す
る
。
③
「
今
の
世
に
あ
は
せ
て
み
れ
は
毎

事
虚
誕
の
や
う
に
お
ほ
ゆ
る
也
」
と
言
っ
て
作
り
物
語
本
意
の
読
み
方
を
促
す
。「
今
の
世
」
か
ら
時
空
外
の
物
を
仰
い
で
大
げ
さ
に
読

む
こ
と
を
せ
ず
に
、
作
者
も
時
代
も
特
定
さ
れ
た
、
限
定
だ
ら
け
の
物
語
認
識
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
宗
祇
流
が
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計
る
語
り
手
・
読
み
手
の
相
対
化
が
実
現
で
き
る
よ
う
、
④
「
此
時
代
に
心
を
を
き
て
み
る
へ
き
と
也
」
と
言
っ
て
読
み
進
む
読
者
の

自
己
意
識
を
掻
き
立
て
る
。「
源
氏
の
時
代
」
が
見
え
て
く
る
か
こ
な
い
か
は
、「
心
」
の
持
ち
よ
う
次
第
と
す
る
。

五
、
ま
と
め
と
課
題
―
―
江
戸
以
降
の
源
氏
観
と
の
つ
な
が
り
―
―

『
雨
夜
談
抄
』
で
、
弟
子
と
ま
で
言
わ
ず
と
も
、
間
違
い
な
く
一
条
兼
良
に
師
事
し
た
宗
祇
は
、
こ
の
よ
う
に
直
接
言
及
を
避
け
な
が

ら
そ
れ
で
も
は
っ
き
り
と
『
花
鳥
余
情
』
を
批
判
的
に
、
ま
た
選
択
的
に
継
承
し
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
反
面
、
一
見
し
て
宗
祇

が
『
花
鳥
余
情
』
に
果
敢
に
挑
ん
だ
と
思
わ
せ
る
言
動
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
史
実
は
ま
っ
た
く
伝
わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
『
花
鳥
余
情
』

の
抄
出
本
ま
で
残
し
て
い
る
⑩
。 『
細
流
抄
』
に
お
い
て
も
、 

宗
祇
と
違
っ
て
真
正
面
か
ら
批
判
す
る
実
隆
の
、 

も
っ
ぱ
ら
『
河
海
抄
』『
花

鳥
余
情
』
を
標
的
に
す
る
態
度
が
か
え
っ
て
そ
の
格
上
げ
に
貢
献
す
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
子
孫
の
三
条
西
家
流
の
注
釈
書
で
は
『
花

鳥
余
情
』
の
影
が
薄
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
時
代
が
下
れ
ば
下
る
程
濃
く
な
っ
て
い
く
と
い
っ
た
趣
も
あ
る
。
現
在
か
ら
み
れ
ば
『
細
流
抄
』

こ
そ
が
陰
に
落
と
さ
れ
た
と
さ
え
感
じ
ら
れ
よ
う
。
但
し
、
こ
う
い
う
状
況
下
で
、『
雨
夜
談
抄
』、
延
い
て
は
『
細
流
抄
』
な
ど
が
伝

え
る
宗
祇
流
の
影
響
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
に
み
え
る
。

あ
つ
ま
を
も
ろ
〳
〵
の
う
つ
は
物
の
う
へ
に
を
き
紫
を
よ
ろ
つ
の
色
の
中
に
た
と
ふ
る
か
こ
と
し
み
な
も
と
ふ
か
き
水
は
く
め
と
も
さ
ら
に
つ

く
る
事
な
く
く
ら
く
な
き
玉
は
み
か
け
は
い
よ
〳
〵
光
を
ま
す
我
国
の
至
宝
は
源
氏
の
物
語
に
す
き
た
る
は
な
か
る
へ
し

（『
花
鳥
余
情
』　

九
）

こ
れ
は
『
花
鳥
余
情
』
序
か
ら
で
、
ま
ず
は
比
喩
を
も
っ
て
、
次
に
率
直
に
『
源
氏
物
語
』
の
「
至
宝
」
た
る
を
説
く
、
或
は
讃
え
る
、
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か
な
り
有
名
な
冒
頭
部
分
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
と
ら
え
て
き
た
宗
祇
と
は
は
っ
き
り
違
う
源
氏
観
を
披
露
し
て
い
る
。
貴
ぶ
に

し
て
も
汲
む
に
し
て
も
磨
く
に
し
て
も
、
ま
た
は
（
も
っ
と
具
体
的
に
）
小
分
け
し
て
段
を
つ
け
て
問
答
に
組
み
立
て
直
す
に
し
て
も
、

ま
た
は
仏
教
・
儒
教
の
原
理
を
見
出
す
に
し
て
も
、
兼
良
の
『
源
氏
物
語
』
は
い
さ
さ
か
不
動
の
印
象
を
与
え
よ
う
。

一
方
、
宗
祇
の
『
雨
夜
談
抄
』
に
み
え
る
「
読
み
」
は
ど
う
か
。

此
物
語
は
つ
く
り
事
に
て
な
き
事
に
は
あ
れ
と
も
又
昔
あ
り
こ
し
事
と
も
を
お
も
か
け
に
し
て
か
け
る
な
り
…
此
物
語
に
上
中
下
の
人
々

も
ろ
〳
〵
の
行
跡
み
な
夢
の
う
ち
の
た
は
ふ
れ
な
り
…
む
ら
さ
き
し
き
ふ
の
筆
の
跡
そ
の
色
ふ
か
く
そ
の
心
は
か
り
な
き
物
な
り

（『
雨
夜
談
抄
』　

六
一
五
）

　『
源
氏
物
語
』
を
「
我
国
の
至
宝
」
と
ま
で
記
す
兼
良
の
源
氏
観
と
宗
祇
の
そ
れ
と
は
、
必
ず
し
も
相
い
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
し
、
宗
祇
自
身
の
中
に
兼
良
の
源
氏
観
が
共
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
作
品
の
「
一
部
」

を
貫
い
て
各
所
に
作
者
が
し
か
け
、「
は
か
り
な
き
」
と
も
評
さ
れ
る
そ
の
「
心
」
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
宗
祇
流
の
注
釈
書
が
想
定
し

て
い
る
読
者
と
い
う
も
の
は
、『
花
鳥
余
情
』
が
想
定
し
て
い
る
読
者
像
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
祇
の
よ
う
に
「
つ

く
り
事
」
と
い
う
認
識
に
立
っ
た
上
で
試
み
ら
れ
る
「
読
み
」
の
営
み
は
、「
宝
物
」
の
閲
覧
と
は
お
の
ず
と
異
な
る
も
の
に
な
る
だ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、『
花
鳥
余
情
』
に
し
て
も
『
雨
夜
談
抄
』
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
注
釈
書
と
し
て
の
中
身
は
一
様
で
は
な
い
わ
け
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
雨
夜
談
抄
』
の
個
性
と
宗
祇
の
源
氏
観
は
、
宗
祇
に
よ
る
年
立
が
後
に
は
徐
々
に
兼
良
の
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ

た
よ
う
に
、
確
実
に
後
代
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
面
を
も
っ
て
い
た
と
み
え
る
。

た
と
え
ば
、『
細
流
抄
』
に
お
い
て
は
宗
祇
の
源
氏
観
が
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
か
。
次
の
例
で
確
認
し
て
み
よ
う
。
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（
巻
末
の
注
記
で
、「
…
と
そ
」
で
終
わ
る
「
帚
木
」
巻
の
結
び
方
に
つ
い
て
）
と
そ
と
は
紫
式
部
か
我
か
き
た
る
事
を
み
せ
し
の
た
め
也
此
物

語
好
色
を
も
て
い
ふ
や
う
な
れ
と
も
人
の
心
も
ち
ゐ
を
し
へ
何
れ
の
書
に
も
か
や
う
な
る
は
あ
る
ま
し
き
也
こ
ゝ
ろ
を
よ
く
つ
け

て
見
侍
へ
き
事
と
云
〻

※
せ
し
→
み
せ
し
九
⑪　
　
（『
細
流
抄
』　

三
五
）

こ
の
注
記
は
は
っ
き
り
と
宗
祇
の
「
語
る
」『
源
氏
物
語
』
を
引
い
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
。
言
わ
ん
と
す
る
こ

と
は
多
少
分
か
り
づ
ら
い
注
記
だ
が
、
解
釈
が
難
し
い
と
こ
ろ
（
例
：
光
源
氏
の
好
色
ぶ
り
）
に
も
そ
れ
な
り
の
「
心
」
が
必
ず
あ
る

と
い
う
前
提
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
（『
河
海
抄
』
や
『
花
鳥
余
情
』
が
必
要
と
す
る
漢
籍
・
有
職
故
実
の
知
識
と
は
別
に
）「
こ
ゝ
ろ

を
よ
く
つ
け
て
」
読
ん
で
い
け
ば
物
語
が
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
必
ず
至
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
お
い
て
も
、宗
祇
を
継
承
し
て
い
よ
う
。

「
云
々
」
と
あ
る
の
も
案
外
宗
祇
の
直
伝
を
指
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
定
か
で
な
い
。

な
お
、
注
釈
が
大
量
に
生
産
さ
れ
る
戦
国
時
代
を
経
て
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
影
響
関
係
の
判
別
は
さ
ら
に
難
し
く
な
る
が
、
次
の

例
に
注
目
し
て
み
た
い
。

又
つ
ね
に
供
御
の
後
に
は
御
机
に
か
ゝ
ら
せ
給
ひ
、
明
く
れ
源
氏
を
御
覧
じ
け
り
。
こ
の
物
語
ほ
ど
お
も
し
ろ
き
事
は
な
し
。
六
十

餘
年
見
れ
ど
も
あ
か
ず
。
是
を
見
れ
ば
延
喜
の
御
代
に
す
む
心
ち
す
る
と
、
不
斷
仰
せ
ら
れ
し
。
或
時
紹
巴
法
橋
ま
ゐ
り
て
な
に

を
か
御
覧
な
さ
る
ゝ
と
申
さ
れ
け
れ
ば
源
氏
、
又
め
づ
ら
し
き
歌
書
は
な
に
か
侍
る
と
問
は
れ
し
か
ば
源
氏
、
又
誰
が
参
り
て
御

閑
居
を
な
ぐ
さ
め
申
す
ぞ
と
申
さ
れ
け
れ
ば
源
氏
、
と
三
度
ま
で
お
な
じ
御
返
答
有
り
し
。
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（『
戴
恩
記
』　

二
二
〇
～
二
二
一
）⑫

こ
こ
に
松
永
貞
徳
が
思
い
描
く
、
源
氏
注
釈
『
孟
津
抄
』
の
作
者
で
も
あ
る
そ
の
師
・
九
条
稙
通
の
源
氏
観
に
宗
祇
流
の
面
影
を
見

い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
傍
線
部
の
「
延
喜
の
御
代
に
す
む
心
ち
す
る
」
と
は
準
拠
説
を
引
き
な
が
ら
、
や
は
り
実
隆
の
い
う
「
此
物

語
を
み
る
に
は
源
氏
の
時
代
に
な
り
か
へ
り
て
み
る
へ
き
也
」
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
研
究
対
象
と
い
う
よ
り
読
書
と
い
う
向
き
合

い
方
に
も
宗
祇
流
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
宗
祇
と
い
う
個
人
に
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
い
。

さ
ら
に
も
う
一
人
、
本
居
宣
長
が
い
る
。

…
歌
は
そ
の
を
し
へ
の
方
に
は
さ
ら
に
あ
づ
か
ら
ず
、
物
の
あ
は
れ
を
む
ね
と
し
て
、（
政
と
）
す
ぢ
異
な
る
道
な
れ
ば
、
い
か
に
も

あ
れ
、
其
事
の
よ
き
あ
し
き
を
ば
う
ち
す
て
ゝ
と
か
く
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
…
た
ゞ
其
よ
み
い
づ
る
歌
の
あ
は
れ
な
る
を
い
み

じ
き
物
に
は
す
る
也
。
す
べ
て
物
語
文
な
ど
も
、
み
な
此
心
を
も
て
、
よ
く
よ
く
あ
ぢ
は
ひ
て
、
そ
の
む
ね
と
す
る
心
ば
へ
を
し

る
べ
し
。
さ
れ
ば
こ
の
事
は
、
源
氏
の
物
語
に
つ
き
て
巻
々
の
詞
を
ひ
き
、
譬
を
あ
げ
て
、
別
に
く
は
し
く
い
ひ
お
け
れ
ば
、
あ

は
せ
見
て
か
む
が
え
て
よ
。
大
か
た
此
歌
の
み
ち
の
心
ば
へ
は
、
か
の
物
語
の
う
へ
に
て
し
ら
る
べ
き
こ
と
ぞ
。

（『
石
上
私
淑
言
』　

二
七
二
～
二
七
三
）⑬ 

こ
こ
は
歌
学
の
話
で
あ
る
が
、
宣
長
の
源
氏
観
も
そ
の
合
間
に
み
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
う
「
味
わ
う
」
読
み
方
を
宗
祇
流

に
似
た
原
典
回
帰
へ
の
傾
倒
と
し
て
考
え
て
み
る
。
こ
こ
に
み
え
る
、歌
も
物
語
も
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
味
わ
わ
れ
れ
ば
足
り
る
、と
い
っ

た
期
待
は
『
雨
夜
談
抄
』
に
み
え
た
「
か
く
か
け
る
に
こ
ゝ
ろ
あ
り
」
と
大
き
く
離
れ
な
い
文
学
観
の
所
産
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
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の
よ
う
に
「
あ
は
れ
」
の
表
出
を
「
む
ね
と
す
る
心
ば
へ
」
を
目
当
て
に
読
む
読
者
な
ら
ば
、
宗
祇
流
の
主
題
説
・
作
品
概
念
を
受
け

入
れ
る
準
備
を
す
で
に
整
え
て
い
よ
う
。

＊

総
じ
て
い
え
ば
『
雨
夜
談
抄
』
は
、
源
氏
学
変
遷
史
の
有
用
な
指
標
と
い
う
よ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
「
読
み
」
の
変
革
を
伝
え
る
資

料
と
し
て
の
意
義
が
あ
ろ
う
。
中
世
末
期
に
お
い
て
「
至
宝
」
と
ま
で
貴
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
に
対
し
、
読
者

と
向
き
合
い
な
が
ら
「
作
り
物
語
」
の
「
読
み
」
を
深
め
る
方
向
へ
と
舵
を
き
っ
た
の
が
『
雨
夜
談
抄
』
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
静
か
な
飛
躍
は
一
日
に
し
て
、
ま
た
一
人
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
宗
祇
固
有
の
独
創
に
始
終
す
る
と

も
思
え
ず
宗
祇
に
の
み
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
新
し
い
源
氏
「
読
み
」
を
開
拓
し
た
一
人
と
し
て

は
そ
の
役
割
が
も
っ
と
重
要
視
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、 

こ
の
源
氏
観
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
も
、 

そ
れ
ま
で
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
者
の
蓄
積
を
覆
す
革
命
は
起
こ
ら
ず
、 

い
わ
ゆ
る
「
傍

流
」
か
ら
「
主
流
」
へ
の
下
剋
上
に
も
い
た
ら
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、「
我
国
の
至
宝
」
並
み
の
権
威
が
健
在
な
が
ら
も
、
や
は
り
三

条
西
実
隆
、
九
条
稙
通
、
本
居
宣
長
な
ど
な
ど
の
読
み
方
に
は
、『
花
鳥
余
情
』
よ
り
も
『
雨
夜
談
抄
』
の
方
法
に
近
い
部
分
も
あ
る
よ

う
に
は
感
じ
ら
れ
よ
う
。
喩
え
と
し
て
若
干
簡
単
す
ぎ
る
が
、
知
識
を
武
器
に
そ
の
意
味
を
発
掘
で
き
る
『
源
氏
物
語
』
か
ら
、
常
々

耳
を
凝
ら
し
て
い
る
と
そ
の
語
る
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
っ
た
『
源
氏
物
語
』
へ
の
「
読
み
」
の
変
革
を
示
す
。
そ
し
て
、
徐
々
に

こ
の
方
に
傾
く
と
み
え
る
江
戸
以
降
の
読
み
方
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
「
語
る
」
作
品
と
し
て
の
新
し
い
認
識
を
解
明
す
る
に
は
、『
雨

夜
談
抄
』
な
ど
宗
祇
注
が
恰
好
の
糸
口
と
な
ろ
う
。

【
注
】
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①
中
野
幸
一
編
『
明
星
抄　

種
玉
編
次
抄　

雨
夜
談
抄
』
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
４
巻
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
〇
）
に
拠
る
。
な
お
、
一
部
陽
明
文
庫
所
蔵
本
『
雨
夜
談
抄
』（
国
文

学
研
究
資
料
館
の
紙
焼
写
真E2830

）（
以
下
「
陽
」）
に
よ
っ
て
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

②
高
橋
隆
三
編
『
実
隆
公
記　

巻
一
上
～
巻
十
三
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
五
八
～
一
九
六
七
）。

③
伊
井
春
樹
「『
雨
夜
談
抄
』
と
『
源
氏
物
語
不
審
抄
出
』」『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究　

室
町
前
期
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
）。

④
稲
賀
敬
二
「
品
定
め
十
八
段
区
分
の
源
流
と
展
開
―
兼
良
・
宗
祇
の
源
氏
学
の
周
辺
」『
国
語
と
国
文
学
』（
一
九
七
六
・
十
一
）。
の
ち
『
源
氏
物
語
の
研
究
―
物
語
流
通
機
構
論
』（
笠

間
書
院
、
一
九
九
三
）
に
所
収
。
な
お
、
氏
の
説
の
そ
の
後
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
稲
賀
敬
二
「
品
定
め
と
帚
木
後
記
説
―
『
覚
勝
院
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
源
氏
物
語
注
釈
史
と
享
受

史
の
世
界
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤
兼
良
が
拠
っ
た
河
内
本
系
と
宗
祇
が
拠
っ
た
青
表
紙
本
系
と
の
折
合
が
つ
か
な
い
の
で
、便
宜
上
、池
田
亀
鑑
編『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』第
１
巻（
中
央
公
論
社
、一
九
五
一
）の
本
文
を
掲
出
し
た
。

⑥
伊
井
春
樹
編
『
松
永
本　

花
鳥
余
情
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
１
巻
（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
）
に
拠
る
。

⑦
『
雨
夜
談
抄
』
陽
明
文
庫
本
（「
陽
」）
に
よ
っ
て
改
め
る
。
注
①
参
照
。

⑧
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
古
今
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
第
５
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
）
に
拠
る
。

⑨
伊
井
春
樹
編
『
内
閣
文
庫
本　

細
流
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
７
巻
（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
）
に
拠
る
。
な
お
、
一
部
早
稲
田
大
学
図
書
館
九
曜
文
庫
所
蔵
本
『
細
流
抄
』（
文
庫

30-A
0328

）（
以
下
「
九
」）
に
よ
っ
て
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

⑩
そ
の
翻
刻
は
紫
式
部
学
会
編
『
源
氏
物
語
と
歌
物
語 
研
究
と
資
料
』
古
代
文
学
論
叢
第
９
輯
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
四
）
に
所
収
。

⑪
早
稲
田
大
学
九
曜
文
庫
本
『
細
流
抄
』（「
九
」）
に
よ
っ
て
改
め
る
。
注
⑨
参
照
。

⑫
佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
６
巻
（
風
間
書
院
、
一
九
五
六
）
に
所
収
。

⑬
子
安
宣
邦
校
注
『
排
蘆
小
船　

石
上
私
淑
言
―
宣
長
「
物
の
あ
は
れ
」
歌
論
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
三
）。

＊
討
論
要
旨

坂
本
信
道
氏
は
、
発
表
者
が
取
り
上
げ
る
『
雨
夜
談
抄
』
に
つ
い
て
、
宗
祇
が
特
に
帚
木
巻
を
重
視
し
て
別
に
注
し
た
と
い
う
意
味
で
『
宗
祇
別
注
』
の
異
名
を
用
い
る
方
が
、
今
回

の
発
表
内
容
を
考
え
る
と
本
来
的
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
同
様
に
、
発
表
者
に
よ
る
「
一
見
宗
祇
源
氏
学
の
残
片
と
見
え
た
『
雨
夜
談
抄
』」
と
の
言
及
は
帚
木
巻
の
注
の
価
値
を
認

め
る
発
表
趣
旨
か
ら
適
切
と
言
え
る
か
、
と
い
う
疑
義
が
示
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
発
表
者
は
、
書
名
に
関
し
て
は
目
下
の
と
こ
ろ
伝
本
調
査
中
で
あ
り
、
現
段
階
で
明
確
な
回
答
を
す
る
の
は
憚
ら
れ
る
と
回
答
し
た
。
ま
た
、「
残
片
と
見
え
た
」
と
の

言
及
に
関
し
て
は
、
質
問
者
の
指
摘
す
る
通
り
、
帚
木
巻
の
注
の
価
値
を
認
め
る
の
が
ま
さ
し
く
発
表
の
主
張
そ
の
も
の
だ
と
説
明
し
た
。

海
野
圭
介
氏
は
、
発
表
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
宗
祇
の
方
法
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
か
の
か
を
問
題
に
し
、
発
表
で
は
『
雨
夜
談
抄
』
と
『
細
流
抄
』
の
共
通
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
差
異
性
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
発
表
趣
旨
が
明
確
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
発
表
者
は
、『
雨
夜
談
抄
』
の
継
承
は
宗

祇
流
の
源
氏
物
語
の
読
み
が
継
承
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
問
題
と
し
て
今
後
も
詳
細
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
と
応
答
し
た
。




