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「
一
の
卷
よ
り
し
て
、
人
も
ま
じ
ら
す
、
几
帳

の
内
に
打
臥
し
て
、

引
出
で
つ
ゝ
見
る
心
地
、

后
の
位
も
何
に
か
は
せ
む
。

畫
は
日
ぐ
ら

し
・
夜
は
目

の
さ
め
た
る
か
ぎ
り
、

火
を
近
く
と
も
し
て
、
こ
れ
見
る
よ
り
外
の
事
な
け
れ

ば
　
　
　
　
」
と

い
ふ
、
僅
か
十
四
歳

の
後
年

の
更
級
日
記
の
著
者
が
源
氏
物
語
に
心
も
身
も
傾
け
つ
く
し
て
ゐ
た
態
度
は
、

「
あ
な
か
し
こ
、
此
の
わ
た
り
に
若
紫
や
さ
ぶ
ら
ふ
。
」
と
い

ふ
・
紫
式
部
日
記
中
の
左
衞
門
督
の
語
と
共
に
、

當
時

の
上
流
瓩
會
に
源
氏
物
語
が
如
何
に
迎

へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、

今
日
我
々
が
現
代
文
學
に
親
し
む
と
同
じ
程
度
で
源
氏
物
語
が
親
し
ま
れ

て
ゐ
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

何
等
先
入
的
の
成
心
を
も
た

す
に
、

極
め
て
純
粹
な
る
態
度

で
源
氏
物
語
に
對
し
、
尠
く
と
も
須
磨

・
明
石
の
卷
を
越
え
る
根
氣
を
も

つ
人

な
ら
ば
、
今
日
と
雖
も
.
こ

の
更
級
日
記
の
著
者

の
言
に
同
感
す
る
を
惜
し
ま
な
い
で
あ
ら
う
。
(こ
の
意
味
に
於
て
、
私
は

「須
磨
源
氏
」
と
い
ふ
語
を
、
下
世
話
と
は

別
の
意
味
に
解
釋
し
た
い
意
圃
を
も
つ
て
ゐ
る
。)

併
し
、
五
十
四
帖

卷
を
覆

つ
て
、
源
氏
物
語

一
篇

の
本
質
が
何
處

に
あ
る
か
と
い
ふ
こ

と
に
な
る
と
、
我

々
は
こ
ゝ
に
長
嘆

の
や
む
な
き
を
感
す

る
の
で
あ
る
。

　
宣
長
の

「
玉
の
小
櫛
」
以
前
は
暫
ら
く
措
き
、

そ
の
以
後
現
代
に
至
る
ま
で
、
源
氏
物
語

の
本
質
を
批
判
し
論
評
し
た
も
の
は
、
そ
の
數

に
於
て
乏
し
く
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
質
に
於
て
も
勝
れ
た
も
の
が
尠
く
は
な

い
で
あ
ら
う
。
そ
の
い
つ
れ
を
と
つ
て
み
て
も
、

何
等
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二

か
の
意
味
に
於
て
そ
の
論
評
は
、
我
々
を
首
止B
さ
せ
す
に
は
お
か
な
い
で
あ
ら
う
。

と
同
時
に
、
そ
の
論
評
以
外
に
餘
さ
れ
た
る
本
質
が
源

氏
物
語

の
何
處
か
に
存
し
て
ゐ
る
こ
と
を
も
出ーー
定
せ
す
に
は
を
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。　
こ
れ
は
、
勿
論
源
氏
物
語
が
大
き
い
作
品
で
あ
る
か

ら
に
は
相
蓮
な
い
が
、

た

ビ
單
に
作
品

の
大
き
さ
だ
け
に
歸
す
べ
き
問
題
で
あ
ら
う
が
。

　
我

々
は
、
源
氏
物
語
讀
後
の
複
雜
な
る
印
象
か
ら
解
放
さ
れ
て
し
ま
ふ
と
、

共
處
に
は
種

々
な
る
問
題
の
涌

き
起
る
の
を
禁
じ
得
な
い
の

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
如
き

一
聯

の
矛
盾

の
存
在
す
る
こ
と
を
觀
る
の
で
あ
る
。

　
　

　
↑
描
か
れ
た
物
語
の
世
界
が
は
な
や
か
な
華
美
艶
麗
と
も
い
ふ
べ
き
玉
朝
貴
族
の
世
界
で
あ
り
な
が
ら
、

共
處
か
ら
我

々
の
味
は
ふ
も
の

　
は
、
悲
愁
哀
痛

の
淋
し
い
晤

い
味

で
あ
る
。

　
　
　

二
悲
愁
哀
痛

の
淋
し
い
噌
い
味
を
味
は
ひ
な
が
ら
も
、
我
々
に
は
、

そ
れ
が

一
種
の
廿
い
懷
か
し
い
親
し
さ

で
包
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
に
感

　
(

　
ぜ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
　

　
三
宣
長
の
い
ふ

「
も
の
の
あ
は
れ
」

は
非
常
に
廣

い
人
生
觀
照
の
基
準
で
あ
り
な
が
ら
、　
そ
れ
が
こ
の
物
語

に
於
て
は
、
何
故
に
主
と
し

　
(

　
て
哀
愁

の
色
調
に
の
み
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　

　
個
作
者
紫
式
部
の
創
作
態
度
は
寫
實
主
義
に
立
つ
て
ゐ
る
と
論
す
る
人
と
、

理
想
主
義
に
立
つ
て
ゐ
る
と
論
す
る
人
と
が
あ
る
の
は
何
故

　
で
あ
ら
う
か
。

　
　

　
伍
物
語
中
に
挿
ま
れ

て
ゐ
る
物
語
論
に
於
て
は
、　

一
種

の
功
利
主
義

へ勸
善
懲
悪
)
を
持
し
て
ゐ
る
や
う
に
見

え
る
が
、
作
品
そ
の
も

の
に

　
は
何
等
功
利
主
義
的
傾
向
が
現
れ
て
ゐ
な
い
。

　
　

　
休
物
語

の
王
人
公
光
源
氏
は
、
如
何
な
る
方
面
か
ら
見
て
も
理
想
的
な
立
汳
な
貴
公
チ
で
あ
る
や
う
に
描
か
れ

て
ゐ
な
が
ら
、實
際
の
行
爲



　

の
中
に
は
人
間
と
し
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
反
道
徳
的

の
行
爲
が
交

つ
て
ゐ
る
。

　

　

　

七
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
描
寫
に
は
因
果
應
報
の
律
は
必
要
で
は
な
い
、
た
ゞ
純
粹
觀
照
の
立
場
が
あ
り
さ

へ
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
し

　

(

　

か
も
、
物
語
の
中
に
は
幾
多
の
因
果
應
報
的
事
實
が
と
り
あ
つ
か
は
れ
て
ゐ
る
。

　

　

　

八
情
趣
の
世
界
こ
そ
平
安
朝

の
世
界
で
あ
る
べ
き
に
拘
ら
す
、

物
語

の
中
に
は
理
性

の
要
素
が
存
在
し
て
ゐ
る
。

　

涙

　

九
描
寫
に
談
理
は
不
必
要
で
あ
る
べ
き
に
、
物
語
の
處

々
に
談
理
の
形
式
が
用
ひ
ら
れ

て
ゐ
る
。

　

奴

　

δ
物
語
全
體
と
し
て
は
極
め
て
緊
密
な
る
有
機
的
統

一
が
と
れ

て
ゐ
る
と
言
は
れ
な
が
ら
、
こ
れ
を
筋

の
構
成

と
い
ふ
方
面
か
ら
見
る
と
、

　

(

　

必
す
し
も
完
全
な
る
有
機
的
統

一
を
も
つ
て
ゐ
な
い
。

　

　

　

=
同

一
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
前
篇
と
後
篇

(宇
治
十
帖
)
と
で
は
、
そ
の
構
成
を
異
に
し
て
ゐ
る
。

　

(

　

以
上
述

べ
た
三
つ
の
點
ー

-本
質
の
捕
捉
し
難
い
點
、

多
く

の
論
評
か
ら
は
み
出
し
た
部
分

の
殘
る
點
、
矛
盾
性
が
存
在
す
る
か
に
見
え

る
點
は
、
源
氏
物
語
に
對
し
て
は
極
め
て
小
乘
的
な
る
素
人
觀
で
あ
つ
て
、

活
眼
を
開

い
て
こ
の
大
物
語
の
本
質
的
精
帥
に
想
到
す
る
な
ら

ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
解
淌
し
去
る
問
題
で
あ
る
。

然
る
に
、
從
來
か
う
し
た
小
乘
的
問
題
に
惱
ま
さ
れ
た
者
が
、
假
り
に
も
、
あ
つ
た
と
す

為

な
ら
ば
、
そ
れ
は

一
面
に
於
て
、

源
氏
物
語

の
文
學
性
に
對
す

る
檢
討
の
努
力
が
缺
け

て
ゐ
た
こ
と
を
物
語
る
に
外
な
ら
な
い
。
文
學
作

品

の
檢
討
に
當

つ
て
は
、

そ
の
作
晶
の
も
つ
文
學
性

の
闡
明
が
中
心
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
學
作
品
を
材
料
に
使
用
し
て
文
學
性

の
研
究
以
外

の
仕
事
は
之
を
行
ふ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
れ
に
は
又
そ
れ

の
研
究
的
價
値

の
存
す
る
こ
と
も
言
ふ
を
俟
た

な

い
。

併
し
、
そ
れ
は
何
處
ま
で
も
文
學
作
品

の
本
格
的
研
究
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
(
こ
れ
に
對
し
て
近
時
文
學
研

究

の
正
し
い
範
圍
の
認
識
必
要
論
が
起
つ
て
來
た
こ
と
は
、

あ
ま
り
に
も
當
然
す
ぎ
る
こ
と
と
私
は
思

つ
て
ゐ
る
。
)　
徳
川
時
代
に
於
け
る
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源
氏
物
語
の
研
究
の
中
に
は
、
こ
の
文
學
性
の
闡
明
に
關
係
の
な

い
、
く
だ
ー

し
い
、
所
謂
島
巡
り
的
研
究
と
稱
せ
ら
れ
る
も
の
が

多
か

つ
た
や
う
に
思
ふ
。　
作
品

の
周
園
を
い
く
ら
旋
囘
し
て
も
、
作
品
そ
の
も
の
に
本
格
的
に
觸
れ
な
け
れ
ば
、
文
學
研
究
と
し
て
の
本
義
は
逹

せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

世
に
は
こ
の
文
學
性

の
把
握
に
二
つ
の
方
法
の
區
別
を
認
め
て
ゐ
る
人
が
あ
る
。

　

　

　

一
表
現
の
論
理
的
意
義
の
理
念

　

×

　

二
表
現

の
心
理
的
意
義
の
理
念

　

(

　

前
者
は
所
謂
叙
述
的
機
構
の
理
念
に
甞
り
、

後
者
は
表
現
的
機
構

の
理
念
に
常
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
が
平
面
的

.
形
式
的
で
あ
る
な
ら

ば
、
後
者
は
立
體
的

・
内
面
的
で
あ
ら
う
。　
こ
の
爾
者
の
關
係
は
近
頃
や
か
ま
し
い
解
釋
學
上

の
興
味
あ
る
問
題

で
あ
ら
う
が
、
文
學
性

の

把
握
は
こ
の
兩
方
面
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
て
、

更
に
表
現

の
形
象
的
機
構
を
理
念
す
る
象
徴
的
解
釋
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
も

の
で
あ
ら
う
。

　

な
ほ
、
作
品
の
文
學
性
は
作
品

の
當
體

に
依

つ
て
嚴
密
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
、

作
品
の
科
學
的
考
察
は
、
こ

の
當
體
そ
の
も
の
に
帥
し

て
行
は
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
帥
ち
、

作
品
の
文
學
性
は
そ
の
作
品
の
も
つ
歴
史
性
に
即
し
て
明
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史

性

は
即
ち
存
在
性
で
あ
る
。
こ
の
存
在
性
に
立
つ
て
始
め
て
普
遍
爰
當
な
る
作
品

の
文
學
性
を
闡
明
に
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

こ

れ

は
作
品
の
客
觀
的
解
釋
と
稱
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

之
に
反
し
て
、
作
品

の
讀
者

(鑑
賞
者
)
に
與

へ
る
干
渉
性
は
、
鑑
賞
者
の
個
性

と
體
驗
の
相
違
に
よ
つ
て
無
限

の
自
由
性
を
も

つ
。

榮
養
は
之
を
攝
取
す
る
も

の
の
體
質
に
依
つ
て
そ
の
效
果
を
異

に
す
る
。
或
る
作
品
が

或

る
鑑
賞
者
に
向

つ
て
如
何

な
る
暗
示
を
示
し
得
る
か
は
、
鑽
賞
者

の
圭
觀
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
。

作
品

の
追
體
驗
、
作
品
享
受
の
様
式



に
は
主
槻

の
傾
向
が
著
し
く
關
與
す
る
。

若
し
こ
の
立
場

に
於
け
る
解
釋
を
主
觀
的
解
釋
と
呼

ぶ
な
ら
ば
、
我

々
は
主
親
的
解
釋
を
以
て
客

觀

的
解
灘
.を
混
亂
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
。

從
來
、
文
學
作
品
の
槻
賞
や
批
判
に
と
も
す
れ
ば
科
學
性

の
缺
如
!
-

ひ
い
て
は
學
問
的
價
値

の
缺
乏
が
叫
ば
れ
た
の
は
、

一
人
よ
が
り
の
、

氣
ま
ぐ
れ
な
、
思
ひ
つ
き
の
主
親
的
解
釋
を
以
て
、
作
品
の
全
文
學
性
を
蔽
は
う
と
し
た
の

に
基
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

併
し
、
こ
の
客
觀
的
解
釋
と
主
觀
的
解
釋
と
は
、
果
し
て
、
常
に
別
個
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら

う
か
、
こ
れ
又
解
釋
學
上
の
重
要
問
題
で
あ
ら
う
と
思

ふ
。

私
は
主
觀
的
解
釋
の
客
親
性
と
い
ふ
も
の
に
於
て
、
こ
の
兩
解
釋
が
融
合
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。
久
松
氏
の
い
は
れ

る
歴
史
性
と
直
觀
性
も
同
様
の
關
係
に
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。

　

こ
れ
と
同
時
に
、
我
々
は
現
實
の
合
理
と
文
學

の
合
理
と
の
識
別
が
必
要
で
あ
る
。

現
實

の
合
理
は
肚
會
的
存
在

の
合
理
で
あ
り
、
實
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　へ

の
合
理
で
あ
る
が
、
文
學
の
合
理
は
世
界
觀
的
合
理
で
あ
り
、
感
情
的
合
理
で
あ
り
、

如
實

の
合
理
で
あ
る
。
前
者
は
あ
る
こ
と
の
論
理
で

　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

あ
る
が
、
後
者
は
あ
り
さ
う
な
こ
と
の
論
理
で
あ
る
。

實
在

の
模
寫
や
報
告
は
文
學
で
は
な

い
。
文
學
は
實
在
ら
し
い
世
界
、
實
在
の
も
つ

意
味

の
世
界
の
構
成
で
あ
る
。

文
學
性
の
正
當
な
る
認
識
に
當
つ
て
は
、
何
處
ま
で
も
文
學

の
合
理
に
從
つ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ

の
事
は
特
に
寫
實
主
義
文
學

の
認
識
に
當

つ
て
は
注
意
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
と
に
、
現
實
と
文
學
と
の
交
渉
關
係
に
於

て
は
、
そ
の
意
義

の
閘
明
に
當

つ
て
、
こ
の
こ
と
が
留
意
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
(源
氏
物
語
が
寫
實
的
作
品
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る

關

係
上
、
こ
の
こ
と
は
後
に
詳
し
く
考
究
し
て
み
る
機
愈
が
來
る
で
あ
ら
う
。
)

　

さ
き
に
提
示
し
た
幼
稚
な
三
つ
の
問
題

の
如
き
も
、
我
々
が
源
氏
物
語
の
文
學
性
闡
明

の
立
揚
に
立
つ
時
は
、

完
仝
に
解
決
さ
れ
る
で
あ

ら
う
が
、

そ
の
文
學
性
闡
明
の
實
際
的
方
法
に
於
て
は
、
極
め
て
愼
重
な
る
考
慮
が
拂
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
以
上
の
注
意
事
項

に
照
し
て
も
明
か
で
あ
ら
う
。

　
　
　

構
愁
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
九
五



構
想
よ
り
親

た
る
源
氏
物
語

の
丈
學
性

二

】
九
六

　

一
つ

の
實

例

を

と

つ

て
考

へ
て
み

た

い
。

源

氏
物

語

の
中

に
名

の
み

あ

つ
て
本

文

の
な

い

一
帖

「
雲
隱

」
の
卷

が

あ

る
。

こ

の
卷

の
存

在

に

就

い

て
は
古

來

諸

説

が

あ

る
。

　

　

　

一
既

に
篇

中

幾

多

の
人

物

の
死

を
叙

し
來

り

、
こ

と

に
作

中

の
主

要

人

物

(紫

上

が
主

要

人

物

中

の
最

高

位

に
ゐ

る

こ

と
は

他

の
女

性

と
そ

　

(

　

の
描

寫

を

比

較

し

て
見

れ

ば

す

ぐ
分

る
)

の

一
人

で
あ

つ

て

、

源

氏

が
幼

少

の
頃

か

ら

最

も

愛

し

て
來

た
女

性

紫

上

の
臨

終

を
細

叙

し

て

　

哀

切

悲

痛

を

極

め

た
す

ぐ
後

で

あ

る
か

ら

、
こ

れ

に
引

き

續

い

て
主
、人

公

源

氏

の
死

を

描

く

の
哀

痛

に
堪

へ
な

い

で

、

單

に
卷

の
名

の
み

　

に
よ

つ
て

そ
れ

を
暗

示

し

た

の

で
あ

る

、
と

い

ふ

の

は
古

來

普

通

の
説

で

あ

る
。

　

　

　

二
藤

岡

作

太

郎

博

士

も

「
國

文

學

杢

史

」

に

於

て
、

　

(

　
　

は
じ
め
よ
り
こ
の
卷

の
存
せ
ざ

り
し
こ
と
は
定
か
な
り
。
試

に
思

へ
、
人
問

死
別

の
悲
は
既
に
…幾
度

も
篇
せ

る
が
上
に
、
幻

に
お

い
て
、
署
者

は

一
字

一
涙

　
　

そ

の
筆

力
を
燃

し
た
わ
ば
、
今
ま
た
源
氏

の
薨
去
を
敍

す
る
は
、
徒
ら
に
重
複

の
嬢
を
殘
す
に
過
ぎ
ず
。
む
し
ろ
例

の
折

々
の
省
筆
法
を
借
り
、
最
も
重
要

　
　

な
る
と

こ
ろ
を

】
描
・し
て
無
に
歸
。し
去

る
の
、
籐
韻
嫋

々
た
る
に
如
か
ざ
る
な
り
。
も
し
闕
卷
あ
ら
ば

、
記
事

に
も
缺
陥
あ

る
を
免
わ
ざ

る
べ
き
に
、
亳
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　
　
　　む　
　　し
　
ハし　
　　　　
　　　
　
　　　　　
バリ　　　り　
　り
　　　　　
　り　　　

　
　

さ
る
と

こ
ろ
な
く

、
幻

の
末

に

「
今
年

を
ば
か
く
し
て
戀

ひ
過

し
つ
れ
ば
、
今

は
と
世
を
去
り
た
ま
ふ
べ
き
祚
近
く

お
ぼ
し
設
く
る
に
、
哀

な
る
こ
と

つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
お
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

　
　

せ
ず
」
と

い
ひ
、
ま
た
歌

に
、
「
物
思

ふ
と
過
ぐ

る
月
日
も
し
ら
ぬ
問

に
年
も
わ
が
世
も
今

日
や

つ
き
ぬ
る
」
と

い
ひ
、
次
期

の
匂
兵
部
卿

の
初

に
は
、
「
光
か

　
　

り
　　む
　　ぬり　　む
　　めリ　　ハ　　　　
　　む

　
　

く
れ
た
ま
ひ
に
し
後
」

と

い
ひ
て
、
源
氏

の
薨
去
を
明
か
に
し
、
な

ほ
六
條
院

の
人

々
の
散
亂
せ

る
こ
と
、
夕
霧
が
處
分

の
宜

し
き
に
合

へ
る
こ
と
な

ど
を

　
　

敍
し
、

一
條
宮

の
こ
と
を
も
結

び
た
れ
ば
、
少

し
も
事
實

の
缺
陷
を

見
ず

、
從
う

て
闕
卷

の
あ

る
べ
き
理
な
し
。

こ
の
尚
に
な
ほ
記
し
た
る
こ
と
あ
ら
ば
、

　
　

そ
は
却

つ
て
贅
疣
た

る
を
免
れ
ざ

る
な
り
。

さ
れ
ば
雲
隱

の
卷

の
も
と
よ
り
そ
の
物
な
か
り
し

こ
と
は
定
か
な
る
が
、
余

は
な
ほ
こ
の
上
に
、
そ
の
名
も
は

'



　

じ
め
存

し
た
る
も
の
な

る
か
を
疑
は
ん
と
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

思

ふ
に
後
人

が
こ
ゝ
に
源
氏
薨
去

の
事
實

を
闕
き

た
る
こ
と
の
大
缺
陷
た
る
を
思

　

ひ
、
假

に
卷
の
名
を
設
け
て
、
種

々
の
説
を
立

て
た

る
に
あ
ら
ず

や
。

と
言

つ

て
を

ら

れ

る

。

　三
「
帯
云
隱

」
と

い

ふ
卷

名

は

作

者

が

つ
け

た

者

で
、
作

者

は
本

文

を

書

く

筈

で

あ

つ
た

が

、
何

か

の
事

情

で
書

か

な

か

つ
た

も

の

で
あ

ら

う
。

遅四
本

文

は

も

と

あ

つ

た

の
で

あ

る

が

、

ど
う

し

た
機

倉

に

か

散
逸

し

て

し

ま

つ
た

の
で

あ

ら

う

。

バ五
藤

田

徳

太

郎

氏

は

「
源

氏

物

語

綱

要

」

の
中

で
次

の
如

く

言

つ

て

ゐ

る

。

(　

一
體
「
雲
隱
」
と
は
人
が
「
死
歿
」
す

る
と

い
』
惹

味
な

の
で
、
恐
ら
く

は
後

の
人
が
、
幻

の
卷
と
次

の
匂
宮

の
卷
と

の
周

に
、
源
氏
薨
去

の
意
味

を
含
め
て
、

　

此

の
醐

に
源
氏
が
「、雲
隱
」
し
た
と
書
き
加

へ
た
書

入
で
あ

つ
た

の
が
、

い
つ
か
本
文

の
卷

の
名

の
樣

に
誕
ら
れ
た
の
で
は
あ

る
ま

い
か
。
但
し
、
こ
れ
も

一

　

の
推
測
な

の
で
、
別

に
そ
れ
を
主
張
す

る
の
で
は
な

い
が

、
私

に
は
さ
う
考

へ
た
方

が
、
種

々
の
事
情

か
ら
合
理
的
で
あ
る
や
う
に
考

へ
ら
れ

o
。

　

さ
て
此
の
卷

の
本
文
が
存
し
な

い
と

云
ふ
の
で
、
古
來
種

々
付
會

の
説

が
行

は
れ
た
が
、
何
れ
も
信
ず

べ
き
詮

は
な

い
。
作
者

は
、
淋
し

い
源
氏

の
晩
年

を

　

幻

の
卷

に
於

い
て
描

い
て
、
其
で
充
分

と
惑
じ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
直

ち
に
次

の
卷

に
「
光
隱

れ
給

ひ
し
後
」
と
書

き
出

し
て
源
氏
薨
去

の
事
を
含
め
た
。

　

讀
者
も

こ
れ
で
充
,分
滿
…足
を
惑
じ

る
。
紫
上
が
御
法

の
卷

で
死
し
、
更

に
源
氏
薨

去

の
瓶

を
詳
し
く
記
す
程

の
要
求
を
感
じ
な

い
。
作
者
が

こ
ゝ
で
、

此
の

　

事
を
省
略

し
て
、
直
ち
に
次

の
卷

に
移

つ
た

の
は
、
甚
だ
賢
朔
な
懸
臼
き
方

と
患

は
れ

る
。

一
體
あ

る
人
の

}
生
を
描

い
た
小
説

に
は
、
大
抵

そ
の
人

の
誕
生

　

と
最
後
と
を
描
く
事
を
筈
通

と
す
る
。

此
の
作
晶

は
寧
ろ
そ

の
後
者
を
省
略

し
た
所

に
作
者

の
非

凡
な
才
能
を
窺

ふ
事
も
出
來
る
。

池

田

繼

鑑

氏
も

「
日
本

文

學

書

目

解

説

、
平

安

時

代

(上

)
」

(
岩
波
講
座

、
「
日
本
文
學
」
)
の
中

で
次

の
如

く

逋

べ
て

ゐ

る
。

　

雲
隱

の
卷
は
、
か
く

一
帖

と
し
て
古
一く

か
ら
數

へ
ら
れ
て
來

て
は
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
或
ひ
は
細
流
抄

に
云
は
れ

て
ゐ
る
如
く
、
わ
ざ
と
餘
韻
を
後
に
殘

し
て

　

書

か
な
か

つ
た
卷
で
は
な

い
か
と
思

ふ
。
恐
・ー2
く
は
、
幻

の
卷

の
末
か
、
匂
宮

の
卷

の
初

め
に
、
註
釋
的
文
句

と
し

て
「
雲
隱
」
と
記
し
て
あ

つ
た
の
を

、
卷

　
　
　
熊
群惣
よ
り
觀
[た
る
源
氏
物
語

の
丈
學
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七



　
　
　
　
構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八

　
　

名
の
こ
と
と
誤
り
傳

へ
た
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

　

　

　

伏
野
村
八
良
氏
に
も

「雲
隱
否
定
論
」
(「國
語
と
國
丈
學
」大
正
+
四
年
+
月
號
)
の
一
篇
が
あ
つ
て
、
既
に
決
定
的

の
結
論
が
下
さ
れ
て
ゐ
る
の

　

は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

　

私
は
、
か
う

い
ふ
考
證
を
要
す
る
考
察
に
も
、

な
ほ
且
つ
文
學
性

の
方
面
か
ら
檢
討
を
加

へ
て
見
る
餘
地
が
存
し
は
し
な
い
か
と
思
ふ
の

で
あ
る
。

　

一
體
省
略
と
か
省
筆
と
か
い
ふ
の
は
、
書
け
ば
書
か
れ

る
も
の
を
、

又
、
書

い
て
も
相
當

の
價
値

の
あ
る
も

の
を
書
か
す
に
お
く
揚
合
に

言
は
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
始
め
か
ら
書
く
必
要
の
な
い
も

の
を
書
か
す
に
お
い
た
か
ら
と
言

つ
て
、　
そ
れ
は
省
略
で
も
何
で
も
な
い
。
源
氏

物
語
正
篇
に
於
け
る
主
人
公
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
光
源
氏
そ
の
人
で
あ
る
。

光
源
氏
の
生
涯
記
が
正
篇
で
あ
る
。
我
々
は
光
源
氏
と
い
ふ
人

物
を
通
し
て
、
又
、
光
源
氏
と
交
渉

の
あ
る
人
物
事
件
を
通
し
て
、
作
者
紫
式
部
の
人
生
觀
照
の
廣
さ
と
深
さ
と
を
味
ふ
の
で
あ
る
。

御
法

の
卷
に
於
て
紫
上
の
死
が
極
め
て
詳
し
く
極
め
て
巧
み
に
描
か
れ
て
ゐ
る
の
は
、

そ
の
た
め
に
源
氏
が
如
何
な
る
感
傷
と
悲
嘆
と
を
經
驗
す

る
か
、
如
何
な
る
轉
機
を
そ
の
死
か
ら
得
る
か
を
描
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

併
し
、
源
氏
自
身
の
死
は
、
主
人
公
自
體

の
淌
滅
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
詳
し
く
描
く
必
要
は
無
い
の
で
あ
る
。
讀
者
自
身
に
と
つ
て
、
源
氏
の
死
が
如
何
な
る
拈
寫
形

式
で
以
て
う
つ
さ
れ
る
か
、

女
性

の
理
想
的
人
物
た
る
紫
上
の
死
の
描
寫
に
比
較
し
て
、

如
何
な
る
巧
妙
さ
が
う
か
サ
は
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
興
味
あ
る
問
題
に
は
違

ひ
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
別
問
題
で
あ
る
。
ま
し
て
、
源
氏
は
最
後
の
幻
の
卷
に
於
て
、
道
心
愈
辷
熟
し
、
出
離
遞
世
の
志
を
堅
く
心
に

決
し
、
を
さ
く

そ
の
準
備
に
怠
り
な
い
の
で
あ
る
。

出
離
遞
世
は
現
世
と
の
袂
別
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
も

の
の
あ
は
れ
と
の
袂
別
で
み

る
。

生
き
て
の
死
で
あ
る
。
俗
界
に
あ
つ
て
ひ
じ
り
の
世
界
を
想
望
す
る
こ
と
は
、
源
氏
物
語
に
と
つ
て

一
つ

の
大
き
な
物
語
構
成
の
要
素



で
あ
つ
た
。
物
語
中
如
何
に
多
く
の
人
が
出
離

の
志
を
起
し
て
遁
世
の
營
み
に
急
い
で
ゐ
る
こ
と
か
。

何
故
な
ら

ば
、
そ
れ
は
も
の
の
あ
は

れ

の
大
き
な

一
つ
の
到
逹
點
で
あ
つ
た
か
ら
。

併
し
、
僣
界
か
ら
俗
界
を
顧
み
る
こ
と
は
、
も
は
や
も
の
の
あ
は
れ
と
は
何

の
關
係
も
な
い

こ
と
で
あ
る
。
僣
界
は
も
の
の
あ
は
れ
の
通
用
し
な
い
世
界
で
あ
る
。

我

々
は
天
上
の
星
を
仰
い
で
美
を
感
す

る
に
し
て
も
、
星
の
世
界
よ

り
下
界
を
眺
め
お
ろ
す
事
と
は
何

の
縁
由
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。

　

　

も
の
お
も
ふ
と
過
ぐ
る
月
日
も
し
ら
ぬ
ま
に

　

　
　
　
　
年
も
わ
が
世
も
け
ふ
や
盡
き
ぬ
る

と

い
ふ
源
氏
の
歌
は
、
明
か
に
現
世

へ
の
告
別
の
辭
で
あ
る
。

出
家
入
道

は
源
氏

の
死
に
ひ
と
し
い
現
象
で
あ
る
。
御
法
の
卷
に
於
け
る
紫

上

の
死
前
、
春
よ
り
秋

へ
の
細
か
い
描
寫
は
、
幻
の
卷
に
於
け
る
源
氏

一
年

の
出
家
準
備
と
似
通

つ
た
も
の
が
あ
る
。

正
篇
の
最
後

の
二
帖

に
於
て
、
紫
上

の
死
と
源
氏
の
遁
世
と
は
同
樣

の
態
度

で
扱
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

紫
上
に
於
て
そ
の
臨
終
を
細
敍
し
た
か
ら
、
源
氏
の

死
に
於
け
る
細
敍

の
悲
痛
に
た

へ
な
い
な
ど
い
ふ
見
方
は
、

極
め
て
皮
相
的
な
且
つ
概
念
的
な
見
方
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紫
上
の

死
と
源
氏
の
死
と
は
、
物
語
の
構
成
上
そ
の
意
味
を
異

に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

源
氏
を
通
し
て
入
生
を
觀
る
作
者
に
と
つ
て
は
、
そ
の
通

す
當
體

の
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
欣
態
は
、
之
を
描
く
必
要
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

即
ち
、
源
氏
の
死
は
始
め
か
ら
描
く
必
要
が
な
い
の
で

あ
る
。

　

私
は
右
の
理
由
に
依

つ
て
作
者
の
創
作
意
圃

の
上
に
源
氏
の
死
を
書
く
要
求
が
現
れ
て
來
な
か
つ
た
と
斷
じ
た

い
の
で
あ
る
。

野
村
八
良

氏

が

「
玉
の
小
櫛
」
の

「
さ
る
は
卷
の
名
に
、
源
氏
君
の
か
く
れ
給

へ
る
こ
と
を
し
ら
せ
て
、
其
事
を
ば
は
ぶ
き
て
か
ゝ
ざ
る
に
て
、
紫
式
部

の
ふ
か
く
心
を
こ
め
た
る
也
」

と
あ
る
を
斥
け
、

藤
岡
作
太
郎
博
士
の

「
さ
れ
ば
雲
隱
の
卷

の
も
と
よ
り
そ
の
物
な
か
り
し
こ
と
は
定
か
な

　

　
　

構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
九
九



　
　
　

樵
…和
蜘よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇

る
が
、
余
は
な
ほ
こ
の
上
に
、
そ
の
名
も
は
じ
め
は
存
し
た
る
も
の
な
る
か
を
疑
は
ん
と
す
。L
の
言
に
贊
意
を
表

し
て
を
ら
れ
る
の
に
同
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
太
平
記

の
後
酵
醐
天
皇
崩
御

の
條
に
思
ひ
よ
せ
て
、

靈
筆
の
妙
を
ふ
る
つ
ザ、
書
け
ば
重
複

の
難
な
ど
ま
ぬ
か
れ
得
る
と

説
き
、
「
た
ゞ
何
と
な
く
端
折

つ
た
も

の
と
見

て
置
け
ば
よ
い
で
あ
ら
う
。」
と
言
つ
げ、
を
ら
れ
る
の
に
は
贊
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。

何
と
な

き
理
由
ど
こ
ろ
か
書
く
必
要
の
な
い
大
き
な
理
由
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

併
し
、
雲
隱
と
い
ふ
題
名
の
存
在
に
就

い
て
は
、
再
び
野
村
氏
の

詭

に
從
ひ
た
い
と
思

ふ
。
帥
ち
、
作
者
は
最
初
か
ら
雲
隱
と
い
ふ
題
名
を
設
け
な
か
つ
た
の
で
、

文
章
が
之
に
つ
い
て
ゐ
よ
う
筈
も
無
い
の

で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
五
十
四
帖
を
否
定
し
て
、
源
氏
物
語
は
四
十
帖
で
、
そ
れ
に
雲
隱
と
い
ふ
タ
ば
ら
し
い
卷

が
大
團
圓
と
し
て
附

い
て

ゐ
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
小
林
榮
子
氏
の

「
源
氏
伊
勢
新
研
究
」

の
論
は
、

源
氏
物
語
が
四
十
帖
で
あ
る
と
い
ふ
部
分
に
就

い
て
は
た
ゞ
驚
く

と
い
ふ
よ
り
外
は
な
い
と
し
て
も
、

雲
隱
が
卓
越
し
た
結
尾
で
あ
る
と
い
ふ
點
は
、
　
「
假
り
に
私
が
紫
式
部
ほ
ど
偉
か
つ
た
ら
、
あ
ゝ
し
た

く

な
る
と
思
ふ
。

あ
ゝ
す
る
の
が

一
番
賢
い
書
き
方

で
あ
る
。」
(同
書

=
一五
頁
)
と
い
ふ
主
觀
的
理
由
だ
け
で
は
極
ま
る
も
の
で
な
い
と
思

ふ
。

　

雲
隱
と
い
ふ
題
名

の
書
上
に
現
れ
始
め
た
考
證
的

研
究
を
暫
ら
く
お
く
と
し
て
も
、

創
作
的
見
地
に
立
つ
て
そ
の
文
學
性
を
判
じ
て
見
れ

ば
、
こ
の
點
か
ら
で
も
こ
れ
を
否
定
す
る
事
が
出
來
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　

如
上
の
様
に
論
じ
て
來

る
と
、
桐
壼
卷
に
於
け
る
源
氏
の
母
夏
衣
の
死
も
、

母
の
死
を
自
覺
し
な
い
幼
兒
の
源
氏
に
と
つ
て
は
、
意
味
が

な
い
で
は
な
い
か
と
も
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
又
大
な
る
意
味

の
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

光
源

氏
は
物
語
中
に
於
け
る
最
も
高
き
存
在
で
あ
る
。　
そ
の
最
も
高
き
存
在
が
如
何
な
る
出
自
を
も
つ
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
父
帝

の
限
り
な
き
寵

愛
を
得
て
ゐ
た

一
更
衣

の
腹
よ
り
生
れ
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
事
件
的
報
告
以
外
に
、

作
者

の
如
何
な
る
制
作
意
岡

の
下
に
扱
は
れ
て
ゐ
る
か



と
い
ふ
こ
と
に
於
て
親
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

父
帝

の
限
り
な
き
愛

の
結
晶
と
し
て
源
氏
が
生
れ
出
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
高
き
存
在
の
出

發
點
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

源
氏
は
努
力
し
て
山咼
き
存
在
と
な
つ
た
と
い
ふ
道
徳
的
の
存
在
で
は
な
い
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
人
も
驚

く
天
成

の
理
想
人
と
し
て
出
現
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
高
き
存
在

の
出
現
に
は
、

後
來
物
語
に
於
け

る
發
展
性
の
萠
芽
を
ふ
く
ん

で
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

光
源
氏
が
識
域
以
外
に
於
て
經
驗
し
た
母

の
死
が
、
瞼
に
う
つ
ら
ぬ
母
を
憧
れ
慕
ふ
氣
持
と
な
つ
て
源
氏
の
心
の

中
に
か
も
し
出
さ
れ
て
來
る
の
で
あ
る
。
(
こ
の
點
を
強
調
し
て
主
題
に
と
り
入
れ
た
も
の
と
、私
は
,番
匠
谷
英

一
氏
の

「,釀
源
氏
物
語
」
を

見

て
ゐ
る
。
そ
の
中
に
こ
ん
な
科
口
が
あ
る
ー
.-ー

「
　
　

御
承
知
の
や
う
に
私
は
生
み
の
仕
を
存
じ
ま
せ
ん
。

僅
に
人
の
噂
を
と
ほ
し
て

幾
度
、
い
や
幾
十
度
母

の
姿
を
心
の
中
に
描

い
た
こ
と
か
。

母
は
美
し
い
人
で
あ
つ
た
と
傳

へ
き
い
て
居
り
ま
す
。
　
　
　

ど
こ
ま
で
が
夢

か
、
ど
こ
ま
で
が
現
實
か
私
に
は
分
り
ま
せ
ん
。

今
ま
で
出
逢

つ
た
多
く
の
入
逹

の
姿
に
、
ど
こ
か
し
ら
母
の
面
影
を
見
た
や
う
な
氣
も
い

た
し
ま
す
が
、
し
か
し
私

の
求
め
て
居
る
姿
は
も

つ
と
美
し
く
、

も
つ
と
氣
高

い
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
私

の
好
き
な
女

性
と
い
ふ
も
の
は
い
は
ゞ
そ
の
母
の
而
影
を
轉

へ
て
く
れ

る
人
の
こ
と
で
す
。　
い
つ
に
な
れ
ば
出
蓬

へ
る
こ
と
や
ら
、
そ
れ
は
私
に
も
分
り

ま
せ
ん
。
恐
ら
く

一
生
　
　
　
」
)
こ
の
氣
持
は
や
が
て
源
氏
の
若

い
美
し
い
繼
母
で
あ
る
藤
壷
宮
と
い
ふ

一
女
性

の
現
出
を
導
き
、
そ
れ
が

あ
る
ま
じ
き
關
係
に
於

て
源
氏
と
の
交
渉
に
發
展
し
、

更
に
そ
れ
が
理
想

の
女
性
紫
上

く、
の
熱
愛
と
む
す
び
つ
き
、
女
三
宮
と
柏
木
と
の
い

ま
は
し
い
事
件
に
報
復

の
形
で
以
て
現
れ
、
績

い
て
紫
上
の
死
と
な
り
、
や
が
て
源
氏

の
遞
世
と
い
ふ
最
後
ま
で
ひ
ゞ
い
て
來
る
の
で
あ
る
。

ザ
ベす
る
に
桐
壷
更
衣

の
死
は
源
氏

一
生
の
過
程
を
支
配
す
る
大
き
な
出
發
點
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
意
味
で
そ
の
死
は
源
氏
物
語

の
始
め
の
部
分
に
於
て
張
調
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

源
氏
物
語
構
成
上
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
る
死
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
、

源
氏
自
身

の
死
は
物
語
構
成

の
上
か
ら
見

て
何

の
必
要
も
な
い
。

文
學
性
の
上
か
ら
寫
さ
れ

る
意
味
が
無

い
の
で
あ
る
。

　
　
　

構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
文
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

一



構
想

よ
り
觀

た
る
源
氏
物
語

の
丈
學
性

二
〇
二

三

　

解
釋
學
に
於
て
は
、

一
般
に
表
現
作
用
は
、
内
な
る
體
驗
を
整
序
し
外
化
し
て
、

自
己
に
も
他
人
に
も
把
握
さ
れ
得
べ
き
形
態
と
す
る
こ

と
で
あ
る
と
な
し
、

そ
の
體
驗
の
構
造
は
之
を
三
つ
の
觀
點
よ
り
眺
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
そ
の
三

つ
の
觀
點
と
い
ふ
の
は
、
事

象
と
理
念
と
情
調
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
(石
山
脩
平
氏
「教
育
的
解
釋
學
」四
五
頁
ー
五
〇
頁
參
照
)

事
象
と
い
ふ
の
は
表
現
の
内
容
を
な
す
事
實
・事

柄
・事
態

・現
象
で
あ
る
。

外
面
的
に
見
れ
ば
事
象
で
あ
る
が
、
意
識
に
内
在
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
れ
ば
表
象
で
あ
る
。
理
念
と
い
ふ
の
は
體

驗
が
表
象
を
得
る
に
當

つ
て
の
焦
點
・統

一
方
向
で
あ
る
。
特
定

の
事
象

の
探
擇
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
特
定
の
秩
序
に
配
列
さ
れ
る
の
も
、

特
定
の
意
味
を
帶
ば
さ
れ

る
の
も
こ
の
理
念
の
力
で
あ
る
。
理
念
は
自
我

の
向

ふ
價
値

の
方
向
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
情
調
と
い
ふ
の
は
、

理
念
が
幾
多
の
事
象
を
統

一
し
展
開
す

る
に
當

つ
て
、
そ
こ
に
件
な
ふ
縞
…紳
流
動

の
調
子
で
あ
る
。

即
ち
、
理
念
に
よ
つ
て
意
味
づ
け
ら
れ

た
事
象
に
即
し
て
動
か
さ
れ

る
感
動

で
あ
り
、

同
時
に
そ
れ
は
對
象
に
移
入
せ
ら
れ
、
對
象
が
具

へ
て
ゐ
る
情

調
と
し
て
感
得
せ
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

　
右
の
解
釋
學
的
見
解
は
、
こ
れ
を

一
つ
の
文
學
作
品
の
理
念

、
そ
の
文
學
性
の
檢
討
に
當

つ
て
も
適
用
さ
れ
得

る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
如

何
な
る
事
象
が
、
如
何
な
る
理
念
に
依

つ
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
如
何
な
る
情
調
的
色
彩
を
以
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
見
る
の
で
あ
る
。
　
こ

こ
に
構
想
と
い
ふ
の
も
、
作
者
の
抱
い
て
ゐ
る
文
學
的
理
念
が
、

如
何
な
る
素
材
を
如
何
な
る
秩
序
と
配
列
と
を
も
つ
た
組
立
形
式
に
於
て

文
學
作
品
た
ら
し
め
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
構
造
意
識
で
あ
る
。

作
品
内
に
於
て
語
ら
れ

て
ゐ
る

一
つ
の
事
件
・
一
つ
の
挿
話
・
一
つ
の
談
理
も
、

す
べ
て
作
者

の
抱
い
て
ゐ
る
文
學
的
理
念
の
現
れ
で
な

い
も

の
は
な
い
。

苟
も
、
そ
れ
が
作
品

の
一
部
分
で
あ

る
以
上
、
必
す
や
作
者
の
構



造

意

岡

に
依

つ
て
存

在

せ

し

め

ら
れ

て

ゐ

る

に
相

違

な

い
。
　

こ

の
意

味

に
於

て

、
文

學

作

品

は

一
つ

の
組

み

立

て

ら
れ

た

る
意

味

の
世

界

で

あ
り

、
價

値

の
世

界

で

な

け

れ

ば
な

ら

ぬ
。

現

實

界

と

は

あ

る
意

味

に
於

て
遮

斷

さ
れ

た

る
特

殊

の
構

成

的

世

界

で

あ

る
。

　

然

ら

ば

・

こ

丶
で

考

察

の
對

象

と

な

つ
て

ゐ

る
源

氏

物
語

と

い

ふ
文

學

世

界

に
於

て

、

作

者

紫

式
部

は

如
何

な

る

理
念

を

以

て

こ

の
世

界

を

構

成

せ

し

め

て

ゐ

る
か

。

作

者

の
文

學

的

理
念

を
調

べ

て

み

な

け

れ

ば
な

ら

ぬ
。

　

御

法

の
卷

に
於

て
、

紫

上

の
死

後

、
源

氏

は
自

分

の

過
去

を

囘

顧

し

て

、

　

(古

へ
よ
り
御
身

の
有
樣
思

し
つ
ビ
く
る
に
、
)
鏡

に
見
ゆ
る
影

を
は
じ
め
て
、
人

に
は
異
な
り
け
る
身
な
が
ら
、

い
は
け
な
き
程
よ
り
、
悲
し
く
常

な
き
世
を

　

思

ひ
知

る
べ
く
・
佛
な
ど

の
す

ゝ
め
給
ひ
け
る
身
を
、
心
づ
よ
く
過

し
て
、
途

に
來
し
方
行
く
先
も
、
例

あ
ら
じ
と
覺
ゆ
る
悲
し

さ
を
見

つ
る
か
な
、
今
は
こ

　

の
世
に
後
め
た
き

こ
と
殘

ら
ず
な

り
ぬ
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

恥

と

逋

懷

し

て
ゐ

る
。

又

、
幻

の
卷

に

於

て
も

、

　

こ
の
世
に

つ
け
て
は
・
飽
か
ず
思

ふ
べ
き
事
を
さ
く

あ

る
ま
じ
う
、
高

き
身

に
は
生
ま
れ
な

が
ら
、
叉
人
よ
り
殊
に
口
惜
し
き
契

に
も
あ
り
け
る
か
な
と
思

　

ふ
こ
と
絶
え
ず
、
世
の
は
か
な
く
憂
き
を
知
ら
す
べ
く
、
佛
な
ど
の
掟
て
給

へ
る
身
な
る
べ
し
。

と
言

つ
て
ゐ
る
。
こ
の
中
に
見
え
る

「悲
し
く
常
な
き
世
を
思
ひ
知
る
べ
く
、
佛
な
ど
の
す

ゝ
め
給

ひ
け
る
身
」
「
世
の
は
か
な
く
憂
き
を
知

ら
す
べ
く
、
佛
な
ど
の
掟

て
給

へ
る
身
」
と
い
ふ
語
は
、

主
.人
公
光
源
氏

一
生

の
運
命
を
物
語

る
語
で
あ
る
と
言
つ
て
も
よ
い
。
佛
が
す
ゝ

め
た
と
か
、
佛
な
ど
の
掟

て
だ
と
か
い
ふ
の
は
、

光
源
氏
の
道

心
が

一
生

の
間
に
如
何
な
る
展
開
を
し
た
か
、
而
し
て
、
そ
れ
が
源
氏

の
存

在
と
如
何
な
る
必
然
的
關
係
を
も
つ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
親
黜
に
於
て
解
釋
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
共
に
、

こ
の
物
語
に
扱
は
れ
て
ゐ
る

運
命
觀
・宿
命
觀
と
の
關
係
に
於
て
も

眺
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
暫
ら
く

預
る
と
し
て
、
「
悲
し
く
常
な
き
世
」
「
は
か
な
く
憂
き
」

　
　
　
　
構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
〇
三



=

　
　

　

構
愁
よ

り
槻
た

る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

二
〇
囚

世

を

知

る

こ

と

は

、

作

者

式

部

が

主

人

公

源

氏

に

お

は

せ

た

一
大

諜

題

で
あ

つ
た

こ

と

は

疑

は

れ

な

い
。

而

し

て
、

そ

の
課

題

は

、

ひ
と

り

主

人

公
光

源

氏

に

課

せ
ら

れ

た
諜

題

で

あ

つ
た

ば

か
り

で

な

く

、

源

氏

と
何

等

か

の
交

渉

を

持

つ
多

く

の
人

々

に
課

せ
ら

れ

た

課

題

で
も

あ

つ
た

。

否

、

そ

れ

は

物

語

中

の
光

源

氏

に

諜

せ

ら

れ

て

ゐ

る
だ

け

で
な

く

、

こ

の
世

に
生

を

う

け

た

あ

ら

ゆ

る
人
聞

の
負

ふ

べ
き

も

の

で
あ

る
。

さ

う

考

へ
れ

ば

、

源

氏

物

語

は

そ

こ

に
文

學

と

し

て

の
象

徴

的

意

義

を
荷

ふ
事

に

な

る
が

、
そ

れ

は

と
に

か

く

、
　

こ

の
課

題

を

平

安

朝

の
世

相

こ

と

に
貴

族

就
愈

に
於

て

は
最

も

あ

り

ふ
れ

た

る

、

あ

り

ふ
れ

て
ゐ

る
だ

け

に
斷

え

す
新

し

い
意

味

を

も

つ

て
ゐ

る

(
こ
れ

は

恰

も

米

食

の
我

々
が

、
常

に
米

の
飯

を
新

し

い
味

と

し

て
味

は

ふ

の

と

よ
く

似

て
ゐ

る
)

戀

愛

を

通

し

て
提

出

し

た

の
で

あ

る

。

私

は

宣

長

の
物

の
哀

れ

論

は

千
古

ゆ

る

が
ざ

る
卓
・見

だ

と
思

つ
て

ゐ

る
。

　

殊

に
人

の
感
ず

べ
き
事

の
限
り
を
樣

々
害
き
表
し
て
、
哀

れ
を
見

せ
た
る
も

の
な
り
。

(玉

の
小
櫛

二
の
卷
)

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

の

と

源

氏

物
語

の
本

質

を

道

破

し

、

物

の
哀

れ

と

戀

愛

と

の
關

係

を

、

　
　

こ
ヒ
ろ

　

人

の
猜

の
感
ず

る

こ
と
、
戀

に
霍
さ
る
は
な
し
。

(中
略

)
か
く
て
此

の
物
語

は
世

の
中
の
物

の
哀
れ

の
限
り
を
書
き
集

め
て
、
讃

む
人
を
深
く
感
ぜ
し
め
む
と

　

作
れ

る
も

の
な

る
に
、
此
戀

の
す
ち
な
ら
で
は
、
人

の
惜

の
、
樣

々
と
細

か
な
る
有
樣
、
物

の
哀
れ

の
勝
れ

て
深
き
と
こ
ろ

の
味

ひ
は
表
し
難

き
故

に
、
殊

に

　

此
筋

を

旨

と

多

く
物

し

て

、
戀

す

る
人

の
樣

々
に

つ
け

て

、

な

す

わ
ざ

思

ふ

心

の
、

と

り

く

に
哀

れ

な

る
趣

を

、

い
と

も

い
と

も
細

や
か

に
書

き

表

し

て

、

　

物
の
哀
わ
を
・鑑
し
て
見
せ
た
り
。
(王
の
小
櫛
二
の
卷
)

と
説
明
し
た
る
點
な
ど
、

無
條
件
に
承
認
し
て
よ
い
と
思

つ
て
ゐ
る
。
物
の
哀
れ
の
極
致
的
具
現
が
戀
愛
で
あ

る
と
い
ふ
意
味
は
そ
の
ま
ゝ

眞
理
で
あ
る
。
　
と
共
に
、
人
聞
生
活
に
あ
つ
て
戀
愛
は
生
老
病
死
と
共
に
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
事
實
で
あ
り
、
こ
と
に
平
安
朝
の
貴
族
生
活

に
於
て
は
あ
ま
り
に
も
日
常
茶
飯
的
の
事
實
で
あ
つ
た
こ
と
を
も
計
算
す
べ
き
で
あ
る
と
思

つ
て
ゐ
る
。

而
し

て
そ
れ
が
常
に
人
問
爾
性
の



　

微

妙

な

る
交

渉

で

あ
り

、

こ

と

に

天

の

な

せ

る
不

思
議

な

る
、

時

に
は

人

力

を

以

て
は
如

何

と
も

す

べ

か

ら

ざ

る
宿

命

的

な

る
事

實

で

あ

る

が

た

め

に

、

物
語

の
中

心

主

題

と

し

て
は

今

日

に

至

る
ま

で
常

に
新

し

い
意

味

と
形

と

に
於

て

生

き

か

へ
り

つ

ゝ
あ

る

の

で
あ

る
。
　
こ

の
常

に
新

し

い
意

味

を

以

て
生

き

か

へ
り

生

き

か

へ
り

す

る
處

に

、

戀

愛

は
自

然

現
象

の
推

移

運

行

の
常

に
新

し

い
和

で

く

り

か

へ
さ
れ

る

の
に

も

比

せ

ら

る

べ
き

特

質

を

も

つ

て

ゐ

る
。

島

津

久

基

氏

は

「
源

氏

物

語

評

論

」

(岩

波
講
座

「
日
本
交
學
」
)
に
於

て
、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

コ　　　　げ　　　ナ　　コ　　し

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

ロロ　　　　　アト　　　コヘ　　ロ　　　

　

宣
長

の
解
す

る
物

の
哀
れ
は
「
人

の
情

の
眞
實
」
を
根
元
と
す
る
純

正
な
感
情

で
、
而
も
そ
れ

が
外
面
に
表
れ

る
場
合

に
は
、
複
難
な
和
を
取

る
の
で
あ
る
が
、

　

大
醴

に
於

て
、
「
感
傷
」
「
感
動
」
「
同
情
」
「
人
情
」
「
風
雅

心
」
「
趣
昧
性
」「
美
を
愛

す
る
心
」
「
詩
を
解
す
る
心
」
と
言

つ
た
や
う
な
語
で
、
そ
れ
み
＼
の
場
合
が
言
ひ

　

表

さ
れ
得

る
や
う
で
、
そ
し
て
そ

の
何
れ
に
も
互
り
、
何
れ
を
も
含
む
や
う
な
も

の
と
言

へ
る
の
み
な
ら
ず
、
且
「
物

の
哀
れ
」
の
最
も
深

い
も

の
、
そ
の
最
も

　

切
な
る
も
の
、

そ
の
最

も
細

や
か
な
も

の
と
し
て

の
具
體
的
な
現
わ
は
「
戀
愛
」
で
あ
り
、
源
氏
物
語

が
戀
愛

を
主
題
と
し
て
ゐ
る

の
は
、
こ
の
意
味

で
+
分
に

　

適

正
な
も

の
と
言

ふ
べ
き

で
あ

る
と
言

ふ
の
が
そ

の
要
領

で
あ

る
。

(
五

↓
頁
-

五
二
頁
)

と

宣

長

の
解

し

た
意

味

を
掬

み

と

つ

て
を

ら

れ

る
。

物

語

の
主

人

公

に

課

せ

ら

れ

た

課

題

は

、　

こ

の
戀
愛

の
相

を

通

し

て
、

t

人

公

に
關

係

が

あ

り
交

渉

の
あ

る

人

と
事

件

と

の
問

に

、
種

々

の
相

で
解

か
れ

て
行

く

の

で
あ

る
。
　
こ

の
課
題

は

、

そ

の
性

質
、が
知

識

的

の
計

算

に
よ

つ

て
解

か

れ

得

る
も

の
で

な

く

、

感

す

る

こ

と

、

心

に

し

め

身

に

味

ふ

こ

と

、

即

ち
情

趣

的

世

界

の
も

の

で
あ

る

た

め

に

、
解

決

と

い

ふ
最

後

の

到
逹

點

に

到

る

の
が

問

題

で
な

く

、

そ

の
解

決

に

到

達

す

る
ま

で

の
過

程

に

於

け

る
展

開

の
相

が
重

覗

さ
れ

る

の
で

あ

る
。

從

つ
て

、
光

源

氏

は

諜

題

の
追

求
者

で
は

あ

つ

て
も

、
解

決

者

で
は

な

か

つ
た

の

で

あ

る

。

而

し

て

、

こ

の

こ

と

か

ら

、

少

く

と

も

正
篇

に

於

て

は

、

そ

の
最

後

ま

で
生

を

保

つ

て
ゐ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で
あ

る
。
生

の
終

る
直

前

ま

で

が

描

か
れ

て
ゐ

な

け

れ

ば

な
ら

ぬ

の
で
あ

る

(
死

は

終

結

で

あ

つ

て
も

解

決

で

は

な

い
)
。

而

し

て
、
光

源

氏

の

一
生

を

通

じ

て

、

こ

の
世

の

は

か

な
く

、
常

な
く

、

悲

し
く
憂

き

こ
と

が

、

戀

愛

相

　

　
　

　
櫞
想

よ
り
觀
た
る
、源
氏
物
語

の
丈
…學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五



　
　
　

構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
六

を
通
じ
て
體
驗
さ
れ
る
や
う
に
、
而
し
て
、
そ
の
奥
に
我
々
は
人
生

の
意
義
の
ひ
ろ
が
り
と
ふ
か
ま
り
が
味
得
さ
れ
る
や
う
に
、

物
語
を
構

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

結
局
感
す
る
も
の
は
、
世
の
憂
さ
、
は
か
な
さ
、
常
な
さ
、
悲
し
さ
で
あ
り
、
こ
れ
を
示
す
姿
は
男

女
相
戀
の
愛
慾
相
で
あ
つ
て
、
逹
す
る
所
は
人
聞
生
活
の
或
る
實
相
と
そ
の
意
味
と
で
あ
る
。
　
こ
の
意
味
よ
り
す
れ
ば
源
氏
物
語

の
霊
題
は

極
め
て
簡
罩
明
瞭
で
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

け
れ
ど
も
物
の
哀
れ
の
限
り
を
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
戀
愛

そ

の
も
の
に
も
種
々
の
要
素
が
か
ら
ま
り
つ
き
■、
纏

ひ
つ
い
て
、
相
互
干
渉
が
起
つ
て
來
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　

　

一
光
源
氏
に
於
て
は
戀
愛

の
必
然
性
が
如
何
に
現
れ
て
ゐ
る
か
。
、

　
バ

　

ニ
戀
愛
に
依
つ
て
何
を
求
め
よ
う
と
し
た
か
。

　
バ

　
三
如
何
な
る
對
象
に
向
つ
て
戀
愛
が
行
は
れ
た
か
。

　
派

　
四
戀
愛

の
機
會
は
如
何
に
し
て
作
ら
れ
た
か
。

　
バ

　
五
何
故
に
多
數
の
女
性
が
戀
愛
の
對
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
。

　
バ

　
六
封
象
の
異
な
る
に
從
つ
て
戀
愛

の
心
持
に
差
異
が
あ
つ
た
か
無
か
つ
た
か
。

派
　
七
多
く
の
戀
愛
は
そ
の
成
行
を
同
じ
く
し
た
か
し
な
か
つ
た
か
。

　
バ

　
八
戀
愛
と
道
徳
と
は
如
何
な
る
關
係
に
お
か
れ
て
あ
つ
た
か
。

　
N

　
九
戀
愛

と
人
聞
道
と
は
如
何
な
る
結
合
を
も
つ
て
ゐ
た
か
。

遅
、

　
一〇
戀
愛
と
宗
教
と
の
…關
係
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
。

　
(

　
以
上
の
如
き
は
心
に
俘

ぶ
ま
ゝ
に
拾
ひ
上
げ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、

か
う
い
ふ
問
題
を
孕
み
つ
ゝ
戀
愛
が
扱

は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



こ

ゝ
に
所
與
の
課
題
・圭
題

の
發
展
性
が
含
ま
れ

て
を
り
、

物
語
構
成
の
要
因
が
藏
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

作
者

の
把
持
し
て
ゐ
る
文
學
的
理
念
は
、ま
つ
作
品
の
具
現
に
當

つ
て
は
、

第

一
に
主
題
と
な
つ
て
現
れ
、
第
二
に
構
想
と
な
つ
て
現
れ
、

第

三
に
素
材

の
種
類
と
性
質
に
な
つ
て
現
れ
、
第
四
に
表
現
技
巧
と
な
つ
て
現
れ
、
最
後
に
、
否
、
實
は
全
體
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
、

作

者

の
創
作
態
度
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
紫
式
部
が
源
氏
物
語
創
作
に
於
て
抱

い
て
ゐ
た
文
學
的
理
念
は
、

光
源
氏
と
光
源
氏
を
め
ぐ
る
幾

多
の
人
々
の
生
活
に
於
て

體
驗
さ
れ
た
價
値
意
識
、
そ
れ
を
物

の
哀
れ
と
い
ふ
精
紳
的
方
向
に
於
て
觀
照
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
外
な
ら
な

い
。

換
言
す
れ
ば
平
安
朝

宮

廷
貴
族

の
生
活
意
識
に
對
す
る
價
値
感
を
、
具
髏
的
な
相
を
そ
な

へ
た

一
つ
の
世
界
に
作
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

平
た
く
言

へ
ば
、
當
代

の
宮
廷
人

の
人
聞
と
し
て
の
生
き
方
を
情
趣

の
方
面
か
ら
味
解
し
、

鑑
賞
し
て
、
こ
れ
を
可
能
的
な

】
つ
の
世
界
に
作
り
あ
げ

て
、
式
部
自
身
と
し
て
の
人
聞
と
し
て
の
存
在
性
を
自
覺
し
、

そ
の
存
在
價
、値
を
觀
念

の
世
界
、
認
識

の
世
界
に
於

て
明
瞭
に
し
て
お
き
た

か

つ
た
の
で
あ
る
。

式
部
は
源
氏
物
語

の
創
作
に
於
て
、
自
己
の
人
生
理
解
、
人
生
解
釋
、
人
生
鑑
賞
、
人
生
批
評
、
人
生
自
覺
を
は
つ
き

り
具
象
的
な
相
(生
け
る
人
間
の
實
翻
)
に
描

い
て
お
き
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。

總
括
的
に
い
へ
ば
、
人
生
觀
照
の
體
系
を
立
て
ゝ
お
き
た
か

つ
た
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
五
十
四
帖
は
、

作
者
紫
式
部
の
作
り
あ
げ
た
理
想
的
な
美

の
殿
堂
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
實
は
人
生
觀

照
の
藝
術
的
體
系
だ
つ
た
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
藝
術
的
體
系

で
あ
つ
た
が
た
め
に
、

我
々
は
特
に
そ
の
理
念

に
注
覗
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
。

四

=櫞
想
よ
り
觀

た
る
源
氏
物
語
の
交
學
性

二
〇
七



　

　
　

樵
…想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

　
源
氏
物
語
創
作
の
熊
度
に
於
て
、
源
氏
物
語
は
寫
實
主
義
の
小
論
で
あ
り
、
作
者
紫
式
部
は
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
ふ
冕
解
と
、

源
氏

物
語
は
理
想
‡
山義
の
小
設
で
あ
り
、
作
者
紫
式
部
は
ア
イ
デ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
ふ
見
解
と
、

源
氏
物
語
は
寫
實
t
義
の
小
論
で
あ
り
な

が
ら
、
し
か
も
、
理
想
主
義
の
小
説
で
あ
る
と
い
ふ
見
解
と
、

三
樣

の
見
解
が
あ
る
様
に
思

ふ
。
こ
の
見
解
の
う
ち
で
ど
れ
が
正
し
い
見
解

で
あ
る
か
、
又
、
そ
の
見
解
が
物
語

の
文
學
性
と
如
何
な
る
關
係
を
も
ち
、

同
時
に
物
語

の
構
成

に
ど
う
ひ
ゞ
い
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
事
は
重

要
な
る
問
題
で
あ
る
と
…思
ふ
。

　

第

一
に
、
源
氏
物
語
を
寫
實
主
。義

の
小
論
と
み
る
論
者
の
中
か
ら
志
田
義
秀
氏
の
論
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。

氏

の

「
紫
式
部
の
物
語
の
製

作
上
及
び
本
質
上
の
主
義
」
(「國
語
と
國
文
學
」
大
正
+
四
年
+
月
號
「源
氏
物
語
號
」)
に
於
け
る
論
點
は
次

の
如
く
で
あ
る
。

　

源
氏
物
語

の
中
に
は
、
帚
木
の
卷
冒
頭
の
言
葉
、

竹
河

の
卷
冒
頭

の
言
葉
、
夕
顔
の
卷
結
末
の
言
葉
等
、
源
氏
物
語
は
實
事
を
あ
り
の
ま

ま

に
寫
し
た
寫
實
物
語

で
あ
る
と
い
ふ
意
味
を
示
す
語
、
即
ち
、
源
氏
物
語
全
篇
を
事
實
と
見
せ
か
け
る
語
が
多
く
存
し
て
ゐ
る
。

之
に
依

れ

ば
、
源
氏
物
語
は
寫
實
小
説
で
、
式
部
は
寫
實
主
義

の
小
詭
家
と
言

へ
る
筈
で
あ
る
。

帚
木

の
卷
に
あ
る
婦
人
論
を
以
て
、
而
し
て
、
物

語

中
の
婦
人
を
そ
の
論

の
具
現
と
見
て
、

源
氏
物
語
を
理
想
小
論
と
見
る
論
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
考
慮
を
要
す

る
。
こ
れ
は
當
時
の
現
實

を
施
し
た
理
想
的

の
婦
人
親
と
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、

從
つ
て
、
そ
れ
の
具
現
と
見
ら
る
べ
き
婦
人
も
、
當
時
に
實
在
し
得
る
現
實

上

の
婦
入
た
る
に
過
ぎ
な
い
。

主
人
公
光
源
氏
及
び
そ
の
他

の
男
子
も
、
現
實
以
上
の
理
想
の
具
現
化
と
は
思
は
れ
な
い
。
光
源
氏
で
も
紫

上

で
も
、
現
實
苦

の
人
聞
中
比
較
的
憧
撮
す
べ
き
入
物
と
し
て
描
か
れ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。

婦
人
論
は
式
部
自
身

の
體
驗
の
結
論
で
、
そ

れ
を
偶

ミ
談
理
の
形
に
於
て
作
中
に
交

へ
た
に
過
ぎ
な
い
。　
(髏
驗
上
の
談
理
は
戀
愛
論
・情
育
論
・音
樂
論
・和
歌
論
・小
論
論
等
多
く
あ
る
)

螢
卷

の
語
に
よ
れ
ば
、
式
部
は
小
説

に
寫
實
主
義
と
浪
漫
主
義
と
の
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、

そ
の
中
寫
.實
圭
義
に
價
値
を
認
め
て
自
ら
之
を



」

と

つ
た

も

の
と

思

は
れ

る
。

な

ほ
螢

卷

に
見

え

る

小

説
本

質

論

か
ら

見

て

も

、

小
論

は

神

代

以

來

の
實

人

生

に
あ

り

得

べ
き

こ
と

を

描

寫

し

た

も

の

で

、
即

ち

人

生

の
相

を
寫

し

た

も

の

、
人

生

の
眞

諦

、

内

部

生

命

、

内

的

生

活

な

ど

云

ふ

べ
き
も

の
を
委

曲

に
具

現

し

た

も

の
だ

と

い

ふ

の
が

、
式

部

の
意

味

す

る
所

で

あ

る
ら

し

い
。
　
式

部

が

か

ゝ
る
小

説

の
本

質

觀

に
目

覺

め

た

の
は

、
式

部

が
寫

實

主

義

の
立
揚

に

立

つ

た

か
ら

で

あ
ら

う

と
思

は
れ

る
。

右

の
如

く
志

田

氏

の
所

論

は

、
式

部

の
創

作

態

度

を

徹

頭

徹

尾

寫

實

主

義

と
見

よ

う

と

す

る

も

の
ら

し

い
。

　

次

に

、

源

氏

物

語

を

到
菟

ユ
義

の
小
説

と
見

よ

う

と
す

る
論

者

の
中

に
「
國

文

學

全
史

」

の
著

者

藤

岡
博

士

が

あ

る
。
博

士

は

源

氏

物
語

の

本

意

は
帰

人

の
評

論

に
あ

り

、
而

し

て

こ

の
婦

人
論

は
著

者

の
理

想

を
現

し

た

も

の
で

あ

る

と
す

る

の
で

あ

る
。

(河
海
抄
も
細
流
抄

ま
、
一
種

の

理
想
小
説
と
見
て
ゐ
る
○
)

　

第

三

に

、

源

氏

物

語

は
寫

實

圭

義

の
小
説

で

あ

る

と

共

に

理

想

主
、義

の
小

説

で

あ

る

と

い

ふ
諡

は

、

多

く

の
人

に
依

つ

て
支

持

せ
ら

れ

て

ゐ

る

と

共

に
、

相

當

深

い
考

察

が
加

へ
ら

れ

て
ゐ

る
か

に
見

え

る
。

　

久

松

潜

一
氏

は

「
上
代

日
本

文

學

の
研

究

」
に

於

て
次

の
如

く

言

つ

て
を

ら
れ

る

。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

マ
ロ

　

源
氏
物
語
は
そ
の
本
質

に
於
て
常
時

の
あ

る
が
ま

ゝ
の
生
活

を
描

き
、
あ

る
が
ま

ゝ
の
性
絡
を

そ
の
ま

ゝ
に
描

い
た
も

の
で
は
な
く
、
帥
ち
あ
る
が
ま
ゝ
の
現

　

箕
を
そ

の
ま

ゝ
に
傳

へ
よ
う
と
す
る

の
で
は
な
く
、
あ

る
が
ま

ゝ
の
世
界

の
上

に
あ
ら
う
と
す
る
世
界
を
創
造
し
よ
う
と
す

る
精
紳

が
あ

つ
た
と
思

ふ
。
而
も

　

そ
の
あ
ら
う
と
す
る
世
界
を
ば
、
竹
取
物
語

の
や
う

に
傳
奇
的
世
界

の
上
に
と
ら
ず
、
現
實

の
世
界

の
上

に
と

つ
て
そ
の
上

に
見
出
し
て
居

る
所

に
、
寫
實
的

　

某
…礎

の
上
に
た

つ
た
理
想
主
義

で
あ
る
事
を
知

る
の
で
あ
る
。
も

の
の
あ

は
れ
は

こ
の
あ
り
さ
う
な
現
實

の
上
に
た

つ
た
、
あ
ら
う
と
す

る
世
界

の
創
造

で
あ

　

る
。
か
く

て
平
安
時
代

に
於
て
は
あ

り
の
ま

Σ
を
あ
る
が
ま
ゝ
に
表
現
す
る
の
は
美
で
は
な
く

、
も

の
の
あ

は
れ
で
は
な

い
の
で
あ
.る
。
清
少
納
言
が
枕
草
子

　

の
中
に
、
た

Ψ
思

ふ
事
を
そ
の
ま
ゝ
書

い
た
か
ら
人
か
ら
批
詐
を
う
く

べ
き
價
値
も
な

い
と

い
つ
た

の
は
、
そ
の
意
味
に
於

て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
常
時

　

　

　

構
想
よ

り
觀
た
る
源
氏
物
語

の
丈
學
性

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　

二
〇
九



　
　
　
　
構

想
よ
り
觀

た
る
源
氏
物
語

の
丈
學
性
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　一
=

○

　

の
宮
廷
生
活
は
平
安
時
代

の
現
實
生
活
で
は
な
く

、
現
實

の
上
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
美

の
殿
堂

で
あ

つ
た

の
で
あ
る
。
更
級
日
記
の
著
者
が
源
氏
物
語

の
世
界

　

を
あ

こ
が
れ

、
宮
廷
生
活
を
夢
み
た

の
は
あ
ら
う
と
す

る
世
界

へ
の
憧
憬

で
あ
り
、
浪
漫
的
精
紳

の
現
れ
で
あ

る
。
も

の
の
あ
は
れ
は

こ
の
意
味
に
於
て
ま
こ

　

と

の
精
紳
と
は
異

な

つ
た
も

の
が
あ

る
と
思

ふ
。

(
二
五
頁
ー

二
六
頁
)

　

な

ほ

氏

に

よ
れ

ば

「
も

の

の
あ

は

れ

」

は

、

　

も

の
の
中

に
見
出
し
た
あ
は
れ

の
精
紳
で
あ
る
。
あ
る
が
ま

」
の
も

の
の
上
に
見
出
し
た
あ

る
べ
き
世
界

で
あ

る
。
そ
れ

は
心
と
形

と
の
調
利

の
中
に
見
出
さ

　

れ

る
情
趣

の
世
界

で
あ
る
と
も
言

へ
る
の
で
あ
る
。
　

　
　

そ
れ
は
上
古
丈
學

の
中
に
見
出

さ
れ

る
素
樸
な
感
情
で
は
な
く

、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
洗
練

し
た
境

　

地
で

あ
る
。
あ

る
が
ま

ゝ
の
も

の
か
ら
、
あ

る
べ
き
も
の
を
見
出
し
、
そ
れ
を
高
揚

せ
し
め
た
境
地
で
あ
る
。
(
二
二
頁
)

　
右
の
説
に
依
れ
ば
、
源
氏
物
語
は
寫
實
的
基
礎

の
上
に
立
つ
た
理
想
主
義
の
小
説
で
あ
り
、

あ
り
さ
う
な
現
實

の
上
に
た
つ
た
あ
ら
う
と

す
る
世
界
の
創
造
さ
れ
た
も

の
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

　
同
じ
立
揚
に
立
つ
論
者
に
島
津
久
基
氏
が
あ
る
。

　

紫
女
の
寫
し
出
し
た
人
生
は
、
沚
會
は
、
彼
女
の
見
聞
し
た
世
界
の
そ
の
ま
ゝ
の
記
録
な
の
で
は
な
い
。
自
己
の
環
境
に
、
過
去
に
實
在
し
た
人
と
事
、
現
實

　

に
動

き

つ
Σ
あ

る
人
と
事
、
そ
し
て
近

い
現
實

と
し
て
在

り
さ
う
な
人
と
事
、
そ
れ

ら
を

「
作
り
物
語
」
i

假
作
物
語
-

小
説
1

の
世
界

に
操
り
入
れ

　

て
、
そ
こ
で
新

に
創
り
出

し
た
現
實
「な

の
で
あ
る
。
印

ち
現
實
そ

の
ま

ゝ
で
は
な

い
が
、
決
し
て
非
現
實
で
は
な

い
ー

「
此

の
世

の
外
」

の
事
で
も
な
け
れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

む
　
　　
　
　　
　　
ハり
　
　　
　
　　
　
　　り
　
　へリ
　
　ハリ
　
　
　
　　り

　

ば
、
「
此

の
世
」
そ

の
ま
ゝ
で
も
な

い
ー

結
局

や
は
り
文
字
通

り

「
此
の
世

の
外

の
事
な
ら
」

ぬ
世
界
な

の
で
あ
る
。

(岩
波
講
座
「
日
本
丈
學
」
中
「
源
氏
物

語

　
評
論
」
三
四
頁
ー

三
五
頁
)

　
氏

は

こ
れ

と

同

じ
様

な

こ

と
を

、
既

に
新

潮

耽

の
「
日
本

文
學

講

座

」
中

「
源

氏

物

語

研
究

」
の
中

で
述

べ

て
を

ら

れ

る
。

帥

ち

、

　

式
部

の
描

い
た
物
語

の
世
界

は
、
彼
女

の
環
境

の
中
駕
買
な
寫

塗

の
み
で
は
な

い
、
彼

女
の
翹
望

し
て
止
ま
な

い
理
想

の
世
界
を
現
實

の
世
界

の
上
に
載

せ
重
ね



　

て
觀

た

い
、

現

に
觀

て
ゐ

る
と

信

じ

た

い
、

或

は

自
由

な

空
想

の
中

で
渾

一
に
融

け

合

は

さ
せ

よ

う

、

と
努

め

て
ゐ

る
、

と
言

ふ
事

だ

け

は
言

ひ

得

る

で
あ

ら

　

う
o

　

人

生

を
忠

實

に
描

い
た

、

だ

か

ら
寫

實

小

説

な

の
で
あ

る
。

人

生

を

、

正

し
く

描

か

う

と

し

た
。

表

現

し
よ

う

と

し

た
。

批
詐

し

よ

う
と

し

た

。
だ

か
ら

理
想

　

小

説

な

の
で
あ

る
。

(
七

頁
)

と

い

ふ

の

が

こ

れ

で

あ

る

。

「
源

氏

物

語

評

論

」
に

於

て

氏

は

な

ほ

い

ひ

つ

ゞ

け

る

。

　

紫

女

は

リ

ア
リ

ス
ト

で

あ

る

と

同
時

に
叉

、

ア
イ
デ

ァ
リ

ス
ト

で

あ

リ

フ

マ

ニ
ス
ト

で

も
あ

る
。

冷

靜

な

現
實

描

冩

で
は

飽

き
足

ら

な

い
程

の
高

遠

な

理

想

と

　

清

純
熾

烈

な
情

熱

に
生

き

ね

ば

止

ま

な

い
人

で

あ

る

。

(
三

六
頁

)

　

最

後

に

要
約

し

て
言

へ
ば

　

　

紫
式

部

の
藝

術

は

、

リ

ア

リ

ズ

ム
の
門

を

く

ぐ

つ
た

ア
イ

デ
ィ

ア
リ

ズ

ム
で

あ

る
。
單

な

る
リ

ア
リ

ズ

ム
で

も

な

け
れ

ば

、

叉

　

單

な

る

ア

イ
デ

ィ

ア
リ

ズ

ム
で
も

な

い
。
　

　

　

　

紫

女

は
事
實

の
眞

和

を
捉

へ
て
寫

す

事

に
努

め

る

一
而

、
確

に

叉

「
物

よ

く

言

ふ
者

の
世

に
あ

る

べ
き

か

　

な

」

と

、
晋

物

語

の
作
者

に

對

す

る

と

同
時

に
、

そ
れ

と

な

く

白
讃

を

も

し

て

ゐ

る
と

觀

て

い

ゝ
租

の
「
空

言

を

よ

く

し

な
れ

た

る
口

つ
き

」
の
持

宝

で

あ

り

、

　

而

も

そ

の
物

語

中

の
事
實

を

ば
「
ひ

た
ぶ

る

に
空

言

と

言

ひ
果

て
む

も

、

事

の

心
違

ひ
て

な

む

あ

り
け

る
」
と

、

藝

術

上

の

リ

ァ

ル
な

も

の
の
存

・在

の
可

能

を

主

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

つ
　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
　

　

張

し

て

ゐ

る
作

家

で
あ

つ
た

。
隨

つ
て

そ

の
よ

く

し
慣

れ

た
と

い
ふ

「
そ

ら

ご

と
」

は
、

後

の
場

合

の

ぞ
わ

が
杢

然

の
盧
梅

を

意

味

す

る

と

は
田砿、な

り

、
所

謂

　

そ

の

「
僞
」

の
中

に

「
眞

情
」

を
見

せ

、
而

も

そ

れ

を
自

然

な

、

非

現
實

と

い
ふ
感

を

與

へ
な

い
や

う

な
　
　

少

し
も

破

綻

を
見

せ
な

い
大
手

腕

、
即

ち

僞

と

　

眞

と

を

巧

に
調

和
融

化

さ
せ

た
澤

然

た

る
、

所

謂
「
藝

術

的

な

表

現

」
に
よ

つ
て

物
語

る

の
を

意

味

す

る

こ
と

勿
論

で
あ

る
。

　

即

ち

、
「
僞

」
の

中

に
「
眞

を

見

せ

る
」
リ

ァ
リ

ズ

ム
を
通

し

て

ア
イ

デ

ィ

ア
リ

ズ

ム
を

表

現

す

る
、
「
虚
」
に

し

て
「
虚

」
に
非
ず

、
「
實

」
に
し

て
「
實

」
に
非

ず

、

の

こ
の
虚

と
實
と

の
不
檗

離

の
境

・
　

所
謂
「
此

の
世

鼻

の
事
麓

」
踟
世
界

の
創
造

・

こ
れ

戸
宅

紫
女

の
藝
術

の
眞
諦

で
あ
り
、
本
領

で
あ

る
。

　

(.五
九
頁
i
六
〇
頁
)

　
　
　
　
構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一=

一



　
　
　

樵
…想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
文
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
一
ご

　

以
上
、
第
三
の
見
方
と
し
て
は
、
久
松

.
島
津
兩
氏
の
所
論
を
暼
見
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
見
方
と
同
じ
系
統

や
傾
向
に
立
つ
人
は
他

に
も
多
々
あ
る
。

・即
ち
、
三
種
の
見
解
に
於
て
は
、
第
三
種
が
最
も
力
張
く
主
張
さ
れ

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
。
私
も
こ
の
見
解

の
意

味
を
理
解
す
る
努
力
に
對
し
て
は
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、

直
ち
に
こ
の
見
方
に
同
す
る
こ
と
に
は
些
か
躊
躇
を
感
す
る
の
で
あ
つ
て
、
こ

ゝ
に
は
よ
く
考

へ
て
見
る
べ
き
意
味
が
あ
る
や
う
に
思

ふ
の
で
あ
る
。

　
文
學
が
藝
術
で
あ
る
以
上
、

あ
り
の
ま
ゝ
の
現
實
そ
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
言

ふ
ま
で
も
な
い
。
作
者

の
觀
照
し
た
世
界
を
、
作
者

の
文

學
的
理
念
に
よ
つ
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
觀
照
そ
の
も
の
が
、

既
に
科
學
的
考
察
や
、
道
徳
的
態
度
と
異
な
つ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
も
勿
論
で
あ
る
。
併
し
、
觀
照
の
世
界
は
、

外
面
的
に
觀
る
と
内
面
的
に
観
る
と
を
問
は
す
、
作
者

の
觀
た
世
界
で
あ
る
。
現

實

を
透
寫
し
た
世
界
で
あ
る
。　
而
し
て
、
そ

の
現
實
透
冩
の
仕
方
に
よ
つ
て
、
或
は
冩
實
主
義
と
な
り
、
浪
漫
主
義
と
な
り
、
理
想
t
義
と

な

る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
根
柢
に
は
文
學
共
通
の
特
質
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
所
謂

..℃
δ
冨
げ
剛Φ
凶日
℃
o
。。。・一ご
臨一q
、、
現
實
で

な
く
て
、
し
か
も
現
實
ら
し
い
も
の
、

不
可
能
で
あ
つ
て
、
し
か
も
誠
ら
し
い
も
の
と
い
ふ
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
り
さ
う
な
あ

ら
ゆ
る
揚
合
を
構
成
す
る
意
味
に
於
て
、
文
學
は
科
學
と
も
道
徳
と
も
異
な
る
の
で
あ
る
。

か
う
考

へ
る
な
ら
ば
、
凡
そ
如
何
な
る
文
學
も

理
想
室
義
的
傾
向
を
含
ま
な
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

如
何
に
あ
る
こ
と
を
あ
る
こ
と
と
し
て
描
く
竊
實
t
義

に
於
て
も
、
そ
れ
が
觀
照

の
世
界

の
も
の
で
あ
る
以
上
、
而
し
て
觀
照
に
は
必
す
作
者
の
物
の
觀
方
を
規
定
す
る
理
念
が
働
い
て
ゐ
る
以
上

、

而
し
て
、
そ
の
理
念
が

作
品
構
成

の
際
に
働
く
理
念
と
同

一
の
も
の
で
あ
る
以
上
、　
そ
れ
は
何
等
か
の
理
想
圭
義
的
傾
向
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
意
味
に
於
て
は
、
私
は
村
岡
典
嗣
氏
の
「
日
本
文
化
史
概
説
」
(岩
波
講
座
「
日
本
文
學
」)
に
「
こ
ゝ
に
所
謂
寫
實
性
は
、
も
と
よ
り
作
者
が
常
代

の
喜
實
を
記
述
し
た
と
い
ふ
意
味
に
、
限
ら
る
べ
き
で
な
い
。

作
者
の
對
象
と
し
た
と
こ
ろ
、
否
め
ざ
し
た
と
こ
ろ
が
、
假
に
作
者
の
執
筆



當

時

の
前

に

あ

つ

た

に

せ

よ

、

道

長

時

代

に
結

晶

し

た

最

も

中

古

的

な

る
も

の

が

、

こ

の
物

語

に
寫

實

さ
れ

て

ゐ

る

こ

と

は

、

疑

ふ
べ

き

で

な

い
。

而

し

て
同

時

に

又

、

こ

ゝ
に
所

謂

寫

實

が

、

單

な

る
事

件

の
描

寫

で
な

く

て
、

理

想

の

そ
れ

で

あ

る

こ

と

は

、

源

氏

物
語

が

文

學

作

品

で

あ

る

こ

と

の

必
然

の
結

果

と
言

へ
る
。

換

言

す

れ

ば

、
中

古

的

理

想

の
如

何

な

る

も

の
か

は

、

源

氏

物

語

の
最

も

よ

く

寫
實

せ

る

と

こ

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

卿

ろ

、
而

し

て

そ
れ

以

上

に

、

更

に
源

氏
物

語

に
於

い
て

、

時

代

に
先

ん
じ

て
時

代

の
歸

趨

を

と

ら

へ
た

作
者

の
理
想

を

、

伺

ひ
得

る

こ

と

、

ま

た

糾

人

の
認

め

ね

ば

な

ら

ぬ

と

こ

ろ

で

あ

る
。

か

く

の
如

き

意

味

で

、

吾

人

は

源

氏

物

語

を

理
想

的

寫
實

小

説

と

言

ひ
得

る
。
L

と
論

ぜ
ら

れ

た

の
を

興

味

深

く

讀

む

も

の

で

あ

る

。

從

つ

て
所

謂
單

な

る
理

想

主

義

と

い

ふ
狹

義

の
も

の
は

、
作

者

の
特

殊

な

る

理
想

を
具

現

し

た

も

の
と

限

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

　

こ

の
考

を

、
「
あ

る

が

ま

ゝ

の
も

の

の

上

に
見

出

し

た

あ

る

べ
き

世

界
」
「
あ

り

さ

う

な

現
實

の

上

に

た

つ
た

あ

ら

う

と

す

る
世

界

の
創

造

」

が
も

の

の
あ

は
れ

で

あ

る
と

い

ふ
久

松

氏

の
見

方

に

、

あ

て

は

め

て
考

へ
て
見

る

と

、

私

に
は

疑

點

が

生

じ

て
來

る
。

部

ち

、
右

の
如

き

世

界

は

、

こ
れ

を

も

の

の
あ

は

れ

と
見

る

よ

り

も

、

物

語

そ

の
も

の

と
見

る

べ
き

も

の

で

は

あ

る
ま

い

か
。

久

松

氏

自

身

も

「
日
本

文

學

評

論

史
」

(
砦
波
講
座
「
日
本
文
學
」
中
)
の
中

で

、
も

の

の
あ

は

れ

は
も

の

の
中

に
見

出

し

た

あ

は

れ

で

あ
り

、

對
象

に
即

し

事

象

に
觸

れ

て
起

る
感

動

で
あ

る

と

い
ひ

、

螢

の
卷

の
中

の
語

を
解

釋

し

て
、

物

語

は

現
實

の
瓧

愈

の
中

で
特

に

弧
、く

感

動

し

た
も

の
を

描

い
た

も

の

で

、

現
實

そ

の
ま

ゝ

で

は

な

く

、

現

實

の
上

に
即

し

て
そ

れ

を

美

化

し

も

し

く

は

感
動

化

し

た

も

の

で
な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
、

と

言

つ

て
を

ら

れ

る

。
而

し

て
、

次

の
様

に

も
述

べ

て
居

ら

れ

る
。

　

こ
ゝ
に
物
語
が
爲
實

で
は
な

い
が
寫
實

的
と
な

る
の
で
あ
る
。

人
生
の
理
想
化

で
あ
り
な
が
ら
冩
實

的
客

觀
的
で
あ
る
所
以

で
あ

つ
て
、
紫
式
部
、も
必
ず

こ
の

　

現
實

に
即

し
て

こ
れ
を

理
想

化
す
る
と

い
ふ
事

は
結
局

に
於
て
人
生

の
あ
ら
う
と
す
る
も
し
く

は
あ

る
べ
き

こ
と
を
描
く

と

い
ふ
こ
と

に
な

る
。
そ

の
意
味

に

　

於
て
物
語
は
人
生

の
理
想
を

現
し
た
も
の
で
あ

る
と

い
ふ
こ
と

に
な

る
の
で
あ
る
。
　
　

　

そ
れ
は
現
實

の
理
想

化
の
世
界

で
あ
る
に
し
て
も
、
人
間

の
あ
ら

　
　

　

構

想
よ
り
觀
た

る
源
氏
物

語

の
文
學
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

一
三



　

　

　

梅

想
よ
り
觀
た

る
源
氏
物

語
の
文
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

}
四

　

う
と
し
て
眞
實

に
求
め

る
世
界

で
あ
る
の
で
あ
る
。

か
う

い
ふ
所

に
式
部

の
物
語

の
本
質
と
し
て
は
眞
實
性

、
ま

こ
と
を
根
概

に
有
す

る
所

の
理
想
的
浪
漫

的

　

精
紳
で
あ

つ
た
と

い
ひ
得
る

の
で
あ

る
。
　
　

　
　

　
　

　
然
ら
ば
次
に
式
部

の
あ

ら
う
と
す
る
世
界

は
何

で
あ

つ
た
か
と

い
ふ
…點
が
起

る
が
　

　
　

　
彼
女

　

の
理
想
化
と

い
ふ
事
が
道
徳

や
宗
教

に
於
け

る
あ
る

べ
き
世
界

で
は
な
く
し
て
、
心
の
上

に
あ
ら
う
と
す
る
世
界
で
あ

つ
た
　
　
　

も
の
の
上

に
た

つ
た
浪
漫

　

的
精
紳
を
中
心
と
し
て
居

る
の
で
あ
り
、
　
　
　
　

ど

こ
ま
で
も
感
情
的
に
あ
ら
う
と
す

る
世
界
を
描

い
た

　

こ
れ

を

以

て
見

て

も

、

あ

る

が
ま

ゝ

の
現

實

の
上

に

立

つ
た

あ

ら

う

と

す

る
世

界

は

式

部

の

い

ふ
物
語

の
世

界

で
あ

る

こ

と

が
分

る
。

而

し

て

、
源

氏

物
語

に

於

て

は

も

の

の
あ

は

れ

が

主

題

と
な

つ

て

ゐ

る

か

ら

、

こ

の
世

界

が

即

ち

も

の

の
あ

は
れ

と

い

ふ

こ

と

に

な

る

け

れ

ど

も

、

一
般

に

、

あ

る

が

ま

ゝ

の
現
實

の
上

に

立

つ
た

あ

ら

う

と

す

る
世

界

が
も

の

の
あ

は

れ

で
あ

る

と

い
ふ

こ

と

は

、

如

何

な
る
根

據

に

た

つ

て
ゐ

る

も

の

で
あ

る

か
分

ら

な

い
。
(
こ

の

點

に
關

し

て
は

西

尾

光

雄

氏

の

「
も

の

の
あ

は

れ

へ
の

一
考

察

」
　

「
國
語
と
國
文
學
」
昭
和

九
・
三

・i

と
い
ふ
論
文
が
あ
る
)
次
に
、
物

の
哀
れ
は
物
の
中
に
兄
出
し
た
哀
れ
で
あ
り
、

對
象
た
る
事
物
に
.即
し
て
觸
發
さ
れ
た
感
動
な
の
で

あ
る
か
ら
、
現
實

の
上
に
立
つ
理
想
主
義
と
混
同
さ
れ
る
や
う
な
論
明
は
安
當
で
な
い
。

藝
術
的
觀
照
そ
の
も
の
は
或
は
こ
れ
を
物
の
哀
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

と

図
峩

に
解
す
る
事
も
出
來
よ
う
が
、
觀
照
の

一
つ
の
態
度
で
あ
る
理
想
主
、義
に
の
み
物

の
哀
れ
を
あ
て
は
め
る
事

は
適
當
で
な
い
と
思
ふ

現
實

の
上
に
あ
ら
う
と
す
る
、
あ
る
べ
き
世
界
だ
け
が
物
の
哀
れ
で
は
な
い
。

物
の
哀
れ
は
も
つ
と
廣

い
人
生

・
臼
然

へ
の
藝
術
的
觀
照
の

一
原
理
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

・

　

こ
の
久
松
氏

の
所
論
に
對
す
る
私
の
理
解
の
不
徹
底
を
救
ふ
か
に
見
え
る
も

の
は
和
辻
哲
郎
氏
の
「
も
の
の
あ
は
れ

に
つ
い
て
」
(「
日
本
精
神

史
研
究
」所
牧
)
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、宣
長
の
説

い
た
も
の
の
あ
は
れ
は
、
世
間
的
人
情
で
あ
り
、
寛

い

}旨
ヨ
譬
Φ
な
感
情
で
あ
り
、
誇
張

感
傷

を
脱
し
た
純
な
深
い
感
情
で
あ
る
。

從

つ
て
、
物

の
哀
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
既
に
淨
め
ら
れ
た
感
情
を
表
現
す
る
こ
と



で

あ

り

、

そ

れ

に

自

己

を

沒

入

す

る

こ

と

は

自

己

の

淨

め

ら

れ

る

所

以

で

あ

る

。

か

く

て

宣

長

が

古

典

に

認

め

る

「
み

や

び

心

」
「
こ

よ

な

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　　　へ

あ

は

れ

深

き

心

」

は

、

我

等

の
仰

望

す

べ

き

理
、想

と

な

る

。

而

し

て

宣

長

自

身

は

説

か

な

い

が

、

彼

の
所

謂

「
ま

こ

こ

ろ
.」
は

「、あ

る

」も

の

で

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　ヘ　　へ　　も　　へ　　
も　　へ

あ

り

、

ま

た

「
あ

つ

た

」

も

の

で

は

あ

る

が

、

し

か

し

、

目

前

に

は

出
兀
全

に

現

は

れ

て

ゐ

な

い

も

の

で

あ

る

。
　

さ

う

し

て

現

は

れ

る

こ

と

を

要

請

す

る

も

の

で

あ

る

。

從

つ

て

そ

れ

は

理
.想

と

見

ら

れ

て

よ

い

。

彼

が

入

性

の
奥

底

を

説

く

時

、

そ

れ

は

眞

實

在

で

あ

る

と

共

に

ま

た

営

爲

で

あ

る

。

あ

の

「、
み

や

び

心

」

は

-ー
!

「
ま

こ

こ

ろ

」
の

藝

術

的

表

現

は

-…
ー

現

は

さ

れ

た

る

理
.想

と

し

て

の

意

義

を

持

つ

の

で

あ

る

。

　

以

上

の
誠

に

巧

み

な

る

理

論

に

一
應

救

は

れ

る

か

の

如

く

見

え

る

私

は

、

こ

ゝ

に

も

一
つ

の

疑

點

に

逢

蓿

す

る

。
　

そ

れ

は

何

故

に

眞

實

在

で

あ

る

も

の

が

同

時

に

當

爲

で

あ

る

か

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る

。
　

(尤

も

こ

れ

は

所

謂

現

象

學

的

原

理
.
に

よ

れ

ば

解

け

る

か

も

知

れ

な

い

が

、

そ

の
論

明

は

な

い

。
)

而

し

て

こ

れ

が

物

の

哀

れ

に

於

て

如

何

に

結

び

つ

く

か

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る

。

　

そ

こ

で

私

は

自

分

の
見

解

に

戻

る

の

で

あ

る

が

、

私

は

源

氏

物

語

は

寫

實

主
、義

の

小

諡

で

あ

つ

て

、

到

菟

寸

義

の

小

論

だ

と

論

す

る

必

要

は

な

い

と

思

ふ

の

で

あ

る

。

　

幻

の

卷

に

於

て

、

我

々

は

源

氏

が

明

石

上

に
語

る

言

葉

の

中

に

次

の

語

を

發
見

す

る

。

　

　

　　
せ
の
こ
と
り

　

故

后

の
宮

の
か
く

れ
給

へ
り

し
春

な

む

、

花

の
色

を

見

て
も

、

誠

に

心

あ

ら
ば

と
覺

え

し
。

そ
わ

は
、

大

方

の
世

に

つ
け

て
、

を

か

し

か

り

し
御

有

樣

を

、

幼

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　　へ
　　も　　も
　　も　　も　　も　　
　へ　　も　　も　　　　へ　　も　　へ　　も　　ぬ　　へ
　　ね　　あ　　も　　も　　
も

　

く

よ

り
見

未

り

し

み

て

、

さ

る
と

ぢ

め

の
悲

し

さ
も

、

人

よ

り
殊

に

お
ぼ

え

し

な

り
。

自

ら

と

り

わ

く
志

に
し

も

、
物

の
哀

は
よ

ら

ぬ

わ

ざ

な

り
。

年

經

ぬ

る

　

人

に
後

れ

て
、

心

を

さ

め

む

か
た

な

く
忘

れ

が

た

き

も

、
唯

か

ゝ

る
中

の
悲

し

さ

の

み

に
は

あ

ら
ず

、
幼

き

程

よ

り

お

ほ
し

た

て

し
有

樣

、
諸

共

に
老

い
ぬ

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　　も　　ら　　り　　も　　へ　　も　　　　　も　　も　　も　　し　　も
　　　　　も
　　も
　　セ
　　し　　も　　も

　

末

の
世

に

、
打

捨

て

ら

れ

て

、
我

が

身

も
人

の
身

も

思

ひ

つ
Ψ
け

ら

る

ゝ
悲

し

さ

の
堪

へ
難

き

に

な

む
。

す

べ

て
物

の
哀

も

、
故

あ

る
事

も

、

を

か

し

き
筋

も

　

や
　　も　　じ　　も　　り　　り　　ね　　り　　う　　ヤ　　も
　　や　　も　　も　　カ　　　　　む　　ぬ　　ね
　　も
　　う　　も　　う　　し　　も　　も
　　も　　も
　　へ

　

廣

う

思

ひ

め
ぐ

ら

す
方

々
添

ふ

こ
と

の
、
淺

か

ら

ず

な

る
に

な

む
あ

り
け

る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

　

こ

の
語

に

は

、

明

石

上

に

對

す

る

源

氏

の
辨

解

の

意

味

も

勿

論

入

れ

て

考

ふ

べ

き

で

あ

る

が

、

源

氏

物

語

に

於

け

る

寫

實

的

態

度

が

、

現

　

　

　

橇
貯想

よ

り
觀

た

る
源

氏

物

語

の
丈

學

性

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
二

一
五



　「「　…　～～
・警へ…一

戸
…}……

-
τ

㎜

　
　
　

構
…想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
】
六

實

の
諸
相
の
中

の
特
異
な
る
も

の
に
の
み
物
の
哀
れ
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、　
ひ
ろ
く
人
聞
生
活

の
種

々
相

の
中
に
求
め
よ
う
と

し
て
ゐ
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
文
學
的
作
品

の
素
材
と
な
る
も
の
は
、

情
趣
的
意
味
以
外

の
側

か
ら
眺
め
ら
れ
た
も
の
は
除

.外
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、藝
術
的
觀
照

の
對
象
と
な
ら
ぬ
も
の
は
顧
慮
す
る
必
要
が
な
い
。
「
廣
う
思
ひ
め
ぐ
ら
す
方
々
」
の
添
ふ
も
の
が
、

物
の
哀
れ
を
淺
か
ら
す
感

ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
源
氏
物
語

の
正
篇
四
十

一
帖
は
、

源
.氏
の

一
生
に
封
す

る
ひ
ろ
い
追
憶
の
諸
相
を
ひ

ろ
げ

て
見
せ
た
の
で
あ
る
と
解
さ
れ

る
。
而
し
て
、

そ
れ
は
作
者
の
特
定
な
理
想
に
基
く
作
り
ご
と
で
は
な
く

て
、
入
聞
と
し
て
の
源
氏
が

地
上
に
殘
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
現
實
で
あ
つ
た

の
で
あ
る
。
も
し
、

そ
れ
が
現
實
界
に
あ
り
得
ぬ
如
き
相
貌
を
呈
し
て
ゐ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
、
現
實
に
求
め
ら
れ
ぬ
も
の
を
、

物
語
と
い
ふ
假
構
の
世
界
に
理
想
と
し
て
追
求
し
た

の
で
は
な
く
て
、
眠
れ
る
意
識
や
感
性

で
は
認
識
す
る
こ
と
の
出
來
な
か
つ
た
現
實

の
意
味
を
、　
ひ
ろ
く
ふ
か
く
味
は
は
う
と
し
て
擴
げ
て
見
せ
た
現
實
開
秘
の
諸
相
だ
つ
た
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
飜
つ

て
、
源
氏
物
語

の
中
に
現
れ
て
ゐ
る
こ
の
創
作
態
度

の
自
證
的
表
現
を
再
檢
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
↓

さ
て
も
こ
の
僞
ど
も
の
中
に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
・
つ
き
み
＼
し
う
つ
虻
け
た
る
・
は
た
は
か
な
し
ご
と
と
知
り
な
が
ら
・
い
た
づ
ら
に

　
(

　

心
動
き
、
ら
う
た
げ
な
る
姫
君
の
物
思
へ
る
見
る
に
、
か
た
心
つ
く
か
し
。
(螢
卷
)

　
　

　

二

叉

、

い
と
あ

る
ま

じ

き

こ
と

か
な

と

見

る

く

、

お
ど

ろ
く

し

く

と

り
な

し

け

る
が

口
驚

き

て
、

靜

か

に

乂
聞

く

度

ぞ

に
く

け

れ

ど

、

ふ

と
を

か

し
き
節

　

(

　

あ

ら

は
な

る
な

ど

も

あ

る

べ
し
。

(
同
上

)

　

　

　

三

こ

の
頃

幼

き

人

の
、

女
房

な

ど

に
時

々
讀

ま

す

る

を

た

ち
聞

け

ば

、

物

よ
く

い
ふ
も

の

の
世

に

あ

べ
き

か

な

。

空

言
を

よ

く

し
な

れ

た

る
=

つ
き
よ

り
ぞ

言

　

(

　

ひ

出

す

ら

む
と

覺

ゆ

わ

ど

、
=然

し
も

あ

ら

じ

や

。

(
同

上
)

　

　

　

四

帥

代

よ
り

世

に

あ

る

こ
と
を

記

し
潰

き

け

る
な

な

り
。
日
本

紀

な

ど

は

唯
か

た

そ

ば

ぞ

か

し
。
こ
わ

ら

に

こ
そ
道

々
し
く

委

し

き

こ
と

は
あ

ら

め
。
　
　

　

そ

　

(



　

～　　　　　　岬　一{～{　…㎝一…一{}一…㎝一

　

の
人

の
上
と

て
、
あ
り
の
ま

ゝ
に
言
ひ
出
つ

る
こ
と

こ
そ
な
け
れ
。
善

き
も
惡
し
き
も
、
世

に
經

る
人

の
有
樣

の
、
見
る
に
も
飽
か
ず
、
聞
く

に
も
あ
ま

る
こ

　

と
を

、
後

の
世

に
も
言

ひ
傳

へ
さ
せ
ま

ほ
し
き
節

々
を
、
心
に
籠

め
難
.く

て
言

ひ
概
き
始

め
た

る
な
り
。
善
き

さ
ま
に
言

ふ
と
て
は
善
き

こ
と
の
限
を
え
り
出

　

で
、
人
に
隨

は
む
と

て
は
叉
悪
し
き

さ
ま

の
珍
ら
し
き

こ
と
を
取

り
集

め
た
る
、
皆

か
た
み
丶

に
つ
け
て

こ
の
世

の
外

の
事
な
ら
ず

か
し
。
人

の
み
か
ど
の
才

　

つ
く

り
や
う
か
は
れ

る
、
同
じ
や
ま
と

の
國

の
こ
と
な
れ
ど
、
昔
今

の
に
變

る
な

る
べ
し
。
深
き
事
淺
き
事

の
け
ち

め
こ
そ
あ
ら
め
、
ひ
た
ぶ

る
に
空
言
と
言

　

ひ
は
て
む
も

こ
と

の
心
違
ひ

て
な
む
あ
り
け
る
。
佛

の

い
と
う

る
は
し
き
心

に
て
説
き
置
き
給

へ
る
御
法
も
、
方
便
と

い
ふ
こ
と
あ
り
て
、

さ
と
り
な
き
も
の

　

は
此
處
彼
處
違

ふ
疑
を
置
き

つ
べ
く

な
む
。
方
等
經

の
中

に
多
か
れ
ど
、
言
ひ
も

て
行
け
ば
ひ
と

つ
旨

に
當
り

て
、
菩
提
と
煩
惱
と
の

へ
だ

た
り
な
む
、
こ
の

　

人

の
善
き
悪
し
き
ば
か
り
の
こ
と
は
變

り
け

る
。
よ
く
言

へ
ば
、
す
べ

て
何
事
も
空
し
か
ら
ず
な
り

ぬ
や
。
(
同
上
)

　

　

　

　

　

　

　

右

の

一
二
三

は

、
物

語

は

す

べ

て

「
す

ゞ
ろ

ご

と
」

で

あ
り

、
「
僞

り
」
ご

と

で
あ

り

、
「
室

言

」

で
あ

る

と

い

ふ
考

を

根
柢

に

ふ
ま

へ
て
ゐ

　

　

　

(

/紅
(

る
。

こ

れ

と

同

じ

考

は

蜻

蛉

日

記

の
冒

頭

に
も

見

え

て
ゐ

る
。
「,世

中

に

多

か

る
古

物

語

の

は

し

な

ど

を

み

れ

ば

、

世

に
多

か

る
塞

言

だ

に
あ

り

」
。
・即

ち

、
物

語

は
事

實

そ

の
も

の
を
書

い
た

の

で

は
な

く

て
、

作

り

ご

と

で
あ

る

と

い

ふ
意

味

で
あ

る
。

併

し

、

こ
れ

は

そ

こ
に

書

か
れ

て

ゐ

る

こ

と

が
眞

で

な

い
と

い

ふ
意

味

で

は

な

い
。

僞

り

言

と

か

室

言

と

か

い

ふ

の

は

、

作

家

の
藝

術

的

觀

照

に
依

つ

て
構

成

さ
れ

た

世

界

で

、
現

實

界

と

は

異

な

つ

た

世

界

で

あ

る

と

い

ふ
意

味

で
あ

る

。
　

で

あ

る
か

ら

、

そ
れ

が
單

な

る
カ

ラ

ク

リ

で
は

な

く

、

理

念

に
依

つ

て
構

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

成

さ
れ

た
合

理

(文

學

的

合

理

)
の
世

界

で
あ

る

こ

と

を
述

べ
な

け

れ

ば

な
ら

ぬ

。

螢

の
卷

の
本

文

に
於

て
四

の
始

ま

る

前

に

、
「
骨

な

く

も

聞

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(
、

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　　
　　

え

貶

し

て

け

る
か

な

」

と

い

ふ
語

の
あ

る

の
は

、

そ

れ

を

導

く

た

め

で
あ

る

。

而

し

て

、

一
と

二

と

の
匠

別

は

、
志

田

義

秀

氏

に
從

へ
ば

、

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
(
　　　　(

寫

實

主

義

と
浪

漫

主
義

と

の
區

別

で

あ

る

こ

と

に

な

つ

て
ゐ

る

が

、

大

體

さ

う

認

め

て

よ

い
で

あ

ら

う

し

、
作

者

が

そ

の
中

寫
實

霊
。義

を
持

し

て

ゐ

る

と

い

ふ

こ

と
も

認

め

て
よ

い

こ

と

と

思

ふ
。

　

　

　

四

に

於

て
式

部

は

歴

史

と

文
學

と

の
差

異

を

明

快

に
斷

じ

て
ゐ

る
。

文

學

は
世

に

あ

る

こ

と

を

記

し

置

き

な

が

ら

道

々
し
く

委

し

い

と

言

　

(

　

　

　
　
続
…想

よ
り
觀
た

る
源
氏
物
語

の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

一
七



　
　
　

梅
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一=

八

ふ
の
で
あ
る
。
「歴
史
は
實
人
生
の

一
端
た
る
政
治
史
的
方
而
の
外
面
的
な
事
實
を
記
録
し
た
も

の
に
過
ぎ
ぬ
が
、
小
説

は
神
代
以
來

の
實
人

生
に
有
り
得
べ
き
こ
と
を
描
寫
し
た
も

の
で
、

即
ち
人
生
の
相
を
寫
し
た
も
の
、
人
生

の
眞
諦
、
内
部
生
命
、
内
部
生
活
な
ど
云
ふ
べ
き
も

の
を
委
曲
に
具
現
し
た
も
の
だ
と
云
ふ
の
が
、
式
部

の
意
味
す
る
所
で
あ
る
ら
し
い
。」
と
い
ふ
志
田
氏
の
論

の
通
り
で
あ
る
。
事
實
を
書
く

こ
と
は
必
す
し
も
眞
を
書
く
こ
と
で
は
な
い
、
作
り
ご
と
で
あ
つ
て
も
事
實

の
も

つ
意
味
が
書
け
て
ゐ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
眞
を
書

い
た
も

の
で
あ
る
。
道

々
し
く
委
し
い
と
い
ふ
の
は
事
實

の
分
量
的
詳
細
を
い
ふ
の
で
は
な
い
。

事
實

の
も
つ
内
而
的
眞
ー

内
在
的
意
味
、
生
活

的
意
味
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
實
人
生
に
あ
り
う

べ
き
事
と
い
ふ
の
は
、

さ
う
い
ふ
事
を
物
語
と
相
似
的
に
、
我

々
と
現
實
生
活
に
現
出
せ
し

む
べ
き
可
能
性
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
(も
し
さ
う
い
ふ
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
志
田
氏
の
説
に
仝
く
反
對

で
あ
る
)
つ
ま
り
、

文
學
的
合
理
は
現
實
的
合
理
に
還
.兀
出
來
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。　
こ
の
二
つ
の
合
理
は
そ
の
立
揚
を
異
に
す
る
の
で
あ
つ

て
、
理
由
な
く
混
合
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
「
皆
か
た
み
丶

に
つ
け
て
、
こ
の
世
の
外
の
事
な
ら
す
か
し
。
」
と
か
「
ひ
た
ぶ
る
に

室
言
と
言
ひ
は
て
む
も
こ
と
の
心
違
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
。
」
と
か
、
「
よ
く
い

へ
ば
す
べ
て
何
事
も
塞
し
か
ら
す
な
り

ぬ
や
。
」
と
い
ふ
の
は
、

單
に
實

人
生
に
あ
り
得
べ
き
も
の
と
い
ふ
意
味
に
於
て
で
は
な
い
。
さ
ま
み
丶

の
人
間
生
活
の
相
の
中
に
は
、
あ
る
立
揚

(理
念
)
を
と
つ
て

眺
め
れ

ば
、
あ

る
意
味

の
内
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
發
見
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
い
ふ
意
味

に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

寫
實
は
、
外
而
的
事

實

の
寫
生
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
事
實
を
通
し
て
そ
の
中
に
含
ま
れ

て
ゐ
る
意
味
を
冩
す
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

即
ち
、
藝

術
的
觀

照
と
い
ふ
の
は
、
情
趣
的
立
揚
に
於
け
る
人
生
事
實

の
意
味
の
發
見
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

作
者
個
人
の
理
想

に
よ
つ
て
、
無
よ
り

有
を
生
ぜ
し
め
よ
う
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
特
殊
な
る
立
揚
に
よ
る
事
實

の
解
釋

意
味

の
發
見
で
あ
る
。
實
人
生
に
あ
り
う
べ
き
事

の
創

造
が
文
學
で
あ
る
と
解
繹
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
あ
り
う
べ
き
と
い
ふ
の
は
、
原
素

と
原
素
と
を
組
合
せ
て
新
物
質
を
つ
く
り
出
す
と
い
ふ
ご



と
で
は
な
い
。
既
存

の
入
生
の
現
實
生
活

の
中
か
ら
、　
藝
術
的
立
揚
に
よ
る
新
し
い
意
味
を
發
見
す
る
と
い
ふ
こ
と
、
現
實
生
活
を
新
し
い

意
味

で
解
釋
す
る
と
い
ふ
こ
と
、

批
判
す
る
と
い
ふ
こ
と
、
味
は
ふ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
和
辻
氏
の
言
は
れ
る
や
う
に
、
存
在
と

當
爲

と
が
結
び
つ
く
の
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
こ
の
意
味
に
於
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
「
あ
る
べ
き
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
道
徳
性
や
因
果
律
に
囚
は
れ
た
り
支
配
さ
れ
た
り
は
し
な
い
情
趣
的
必
然
瓢
ー

即

ち
文
學
的
觀

照
の
必

然

性

に
規

定

さ
れ

る
「
あ

る

べ

き
」
で

な

け

れ

ば
な

ら

ぬ
。

現

貰

的

覊

絆

よ

り

超

脱

す

る
と

い

ふ

こ

と

は

、
何

も

の
に

も
囚

は

れ

ざ

る
物

の
本

質

、
眞

實

を
直

觀

す

る
機

會

を
與

へ
ら

れ

る

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る
。
　
現
實

的

合

理

の
手

の
屆

か

ぬ
自

山

境

に
來

て
、

遊
戯

三

昧

に

耽

る

と

い

ふ

こ
と

で
は

な

い

、

そ

こ

に
來

な
け

れ

ば
分

ら

な

い
物

の
眞

の
相

を

直

硯

す

る

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

文

學

的

合

理

と

い

ふ

の

は

、
氣

ま

ゝ

な

油
氣

ま

ぐ

れ

な

物

の
見

方

の
許

さ
れ

る
と

い

ふ

こ

と

で

は

な

い
。

純

粹

に

物

の
眞
意

を

直

觀

す

る

の

に
妨

げ

に

な

る

や

う

な

も

の
を

除

去

し

た
世

界

乞
作

る

意

味

で
あ

る
。
　
こ

ゝ
は

現

貫

苦

の
逃

避

揚

で

は

な

い
。
　
「
か

ゝ

る
世

の

ふ

る

ご

と

な

ら

で

は

、
げ

に
何

を

か
紛

る

ゝ
こ

と

な

き

徒

然

を

慰

め
ま

し

。
」
(螢
卷
)

と

い
ふ

の
は

、
卑

怯

な

る
逃

避

的

慰

安
所

と
し

て

の
文

學

を

い

つ

て
ゐ

る

の

で

は

あ

る

ま

い
。
囚

は

れ

ざ

る

、
曇

り

な

き

觀

照

の
絶

對

境

で

あ

る
が

た

め

に

、

そ

こ

に
解

き
放

た
れ

た

生

の
喜

び

を

感

す

る

こ

と

が
出

來

る
意

味

で

あ

る
。

　

藝

術
的
活
動
と

は
、
槻

照

の
境

に
入
り
、
意
欲

の
活
動
を
止
揚

し
て
受
動
的
と
な
る
こ
と
で
は
な
く

、
眞

に
自
律
的
に
な
り
、
假
象

の
世
界

か
ら
超
越
し

て
、

　

眠
れ
る
白
己
の
本
質
を
月
ざ
ま
し
、
そ

の
多
樣

な
、
自
山
な
展
開
を
刺
載
し
、
精
進
と
創
造
と

の
道
に
進

む
こ
と
で
あ
る
。
意
欲

の
惱
み
よ
り
離
脆

し
て
、
靜

　

寂
な
浬
槃
を
求
め
る
事
で
な
く
、
　
一
暦
高
貴
な

る
意
欲
の
世
界

に
於

て
創
造
の
法
悦

の
内

に
入
る

こ
と
で
あ
る
。
　
(
上
居
光
知
氏
著
「
交
學
序
説
」
四

三
頁
ー
四

　

四
頁
)

　

寫
實
主
義

の
眞
義
が
、
事
實
が
か
く
あ
る
と
い
ふ
事
を
模
寫
的
に
報
告
す
る
こ
と
で
な
く
、

事
實
自
身

の
眞

の
相

を
ま
ざ
く

と
見
せ
る

　
　
　
　
　

へ

　
　
　
　
権
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二

九



一一㎝冖}

　

　
　

梅
涌
心
よ
り
觀
た

る
源
氏
物
語

の
丈
學
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇

も

の

で
な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
事

は

、

現
象

學

的

に

い

へ
ば

「
事

物

自

體

を

し

て
自

己

の
姿

を
現

は

さ

し

め

る
」

こ
と

、
即

ち

、

事

物

を

そ

の

内

面

的

照

明

に

よ

つ

て
顯

現

せ

し

め

る

こ

と

に

當

る

の
で

あ

る
。

.而

し

て

、

そ

れ

が

表

現

で
あ

る
隈

り

、

現
實

と
は

そ

の
仕

組

を
異

に

し

て

ゐ

る

こ
と

勿

論

で
あ

る

と
共

に

、

し

か

も

、

表

現

の
中

に
現

實

の
眞

義

が

捉

へ
ら

れ

る
た

め

に

、
作

者

に

は
曇

ら

ざ

る
、
透

徹

せ

る
直

觀

が

必

要

な

の

で

あ

る
。

こ

の
す

み

き

つ
た

直

觀

の
力

に

よ

つ

て

の

み

、

現
實

の
現

實

た

る
所

以
が

把

握

さ
れ

る

の
で

あ

る
。

現
象

學

で

は

い

ふ
。

　

直
觀

に
於

い
て
現
は
れ
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
單

に
.機
械
的
に
篇

し
出

す
と

い
ふ
こ
と
で
は
な

い
。
事
物

の
自
己
顯
示
と

い
ふ
こ
と
は
、
單

に
そ
の
外
槻
だ
け
を

　

ヘ　　ヘ

　

チ
ラ
と
の
ぞ
か
せ
る
と

い
ふ
こ
と
で
な

い
。
事
物

の
眞

の
姿
が
現
は
れ
ん
が
た
め
に
は
、
そ

の
外
殻
を
打
ち
破

つ
て
そ
の
眞
髄
が
出

て
來
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

　

換

言
す
れ
ば

一
の
も
の
を

し
て
そ
の
も

の
た
ら
し
む
る
所
以
が
明
に
せ
ら
れ
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
　
　
　

事
物
は
そ
の
も

の
を
し
て
そ
の
も

の
た
ら

し
む

る

　

所
以

の
も
の
を
差
し
措

い
て
は
、
現
は
れ
る
こ
と
も
見
ら
れ

る
こ
と
も
出
來
な

い
筈

で
あ

る
。
從

つ
て
か

ゝ
る
意
味

に
於
け
る
事
物

の
形
和
は
、
現
實

に
於
け

　

る
事
物

の
後
に
來

る
も

の
で
は
な
く
て
、
寧

ろ
そ

の
前
に
あ
る
べ
き
で
あ

る
。
今
直
槻

に
於

い
て
我
々
は
個

々
の
事
物
の
姿

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ

は
叉
か

　

か
る
個

々
の
事
物
を
ぱ
自
己
の
類
例
と
し

て
居
る
原
型

で
あ

る
。

こ
れ
は
或
意
味

に
於

い
て
は
現
實

の
事
物

の
理
想

化
で
あ

る
と
も
云
は
れ
よ
う
。
然

し
物

の

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
も　
も　
　も　
も

　

姿

は
か

ゝ
る
原
型
に
依

る
理
想
化
な
し
に
は
我

々
に
依

つ
て
競
ら
れ
る
こ
と
は
出
來
な

い
。
覗
る
と

い
ふ
の
は
我

々
の
眼
前

に
チ
ラ

つ
く

こ
と
を

云
ふ
の
で
は

　

な

い
。
覗

て
而
し
て

こ
わ
は
し
か
じ
か
で
あ
る
と
受
取

る
こ
と
で
あ
る
。
か

ゝ
る
受
取
は
多
か
れ
尠

か
れ
現
實

の
理
想

化
を
行

ふ
こ
と
な
t
北
は
行

は
れ
る

こ

　

と
の
出
來
な

い
の
は
、
我

々
の
日
常
經
驗
に
微

し
て
見

て
も
明
で
あ
る
。
(勝
部
謙
造
氏
著
「
國

語
の
心
』
二
九
頁
ー

四
〇
頁
)

　

源

氏

物
語

が
竹

取

物
語

や
宇

津

保

物

語

な

ど

よ

り

進

ん

だ

價

値

を
も

ち

、

源

氏

物
語

に

於

て
も

、

宇

治

十

帖

が
最

も

文
學

性

に
富

ん

で

ゐ

る
と

い
は

れ

る
理

山

は

、
藝

術

的

觀

照

の
純

粹
性

、

直

觀

に

よ

る
表

現
性

の
す

ぐ
れ

て
ゐ

る
點

に

あ

る

と
言

へ
る

で

あ

ら
う

。

　

以

上

の
立
揚

に
立

つ
時

は

、

源

氏

物

語

の
中

に
書

か
れ

て
ゐ

る
事

實

が

、
當

時

の
文

化

史

的
事

實

に

合

致

し

て

ゐ

る
程

度

に
標

準

を

お

い

て
、

合

致

の
程

度

が
高

い

か

ら

源

氏

物

語

は

現
實

主

義

の
作

品

で

あ

る

と

い
ふ
様

な

こ

と

は

正

し

い
意
味

で
は

言

は
れ

な

い

の

で
あ

る
。

現



實
韮
義
は
作
者
が
現
實
を
如
何
に
觀

る
か
の
立
揚
に
於
て
考

へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
作
品

の
論
理
が
事
實
の
論
理
と
合
致
す
る
程
度
は
、

文
學
性
を
は
か
る
計
算
八
で
は
な
い
。　
(從
つ
て
、

私
は
源
氏
物
語

に
於
け
る
準
據
論
や
モ
デ

ル
説
の
表
面
的
解
釋
を
排
斥
す
る
も
の
で
あ

る
。
山
田
孝
雄
博
士
が

「
源
氏
物
語

の
晋
樂
」
に
於
て
、

今
様
が
未
だ
行
は
れ
す
、
大
篳
篥

の
な
ほ
廢
絶
せ
す
、
琴
の
盛
ん
に
も
て
は
さ
や

れ

る
時
代
の
晋
樂
を
記
述
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
點
か
ら
、

源
氏
物
語
の
描
い
て
ゐ
る
時
代
は

一
條
天
皇

の
時
代
相

で
は
な
く

て
、
少
く
と
も
村

上
天
皇
の
御
代
を
下
ら
な

い
時
代
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
し
、

源
氏
物
語
を
以
て
世
話
物
で
な
く
て

一
種
の
時
代

物
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
と

さ
れ
た
如
き
は
、

普
樂
と
い
ふ
現
實
界
の

一
事
象
の
み
に
部
し
て
の
論
で
あ
つ
て
、
作
家

の
創
作
意
識
の
自
山
性
、
觀
照
の
特
殊
性
を
計
つ

て
ゐ
な
い
點
に
於
て
、
更
に
考
慮
を
加

ふ
べ
き
餘
地
の
存
し
て
ゐ
る
こ
と
を
私
は
瓜
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。)
作
者
が
姦
通
を
道
徳
上

の
罪
悪
だ
と
認
め
て
ゐ
る
の
は
、
現
實

の
道
徳
界
に
於
て
で
あ
る
。

作
晶

の
世
界
で
そ
れ
が
扱
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
れ
を
如
何
な
る
意
味

に
於
て
觀

る
か
,の
故
で
あ
る
。
文
藝
は
何
を
描
く
か
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
如
何
に
描
く
か
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

如
何
に
描

く
か
は
如
何
に
觀
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

如
何
に
觀

る
か
は
如
何
な
る
意
味
と
し
て
解
…襌
し
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
、
何
を
價
値
と

し

て
發
見
し
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

構
成
さ
れ
た
世
界
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
觀
方

と
意
味
と
が
素
材
の
上
に
生
か
さ
れ
て
ゐ
る
世
界

の

謂

で
あ
る
。
或
る
時
代
に
作
家
が
住
ん
で
ゐ
た
が
故
に
、

そ
の
時
代
の
特
質
が
そ
の
作
家
の
作
品
に
お
の
つ
か
ら
現
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味

で
、
そ
の
作
家
を
寫
實
業
義

の
作
家
と
は
い
は
れ
な

い
。

時
代

の
實
相
は
文
學
の
上
に
現
じ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
作
家
に
よ
つ
て
酌

み
と
ら
れ
發
見
さ
れ
、
解
釋
さ
れ
て
ゐ
て
始
め
て
、
そ
の
作
家
は
寫
實
主
義
の
作
家
と
言

へ
る
の
で
あ
る
。

中
古
文
化
の
自
己
陶
醉
と
享
樂

の
自
己
崩
壞
が
源
氏
物
語

に
自
然
に
現
れ
來
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
作
者
が
そ
れ
を
物
の
哀
れ
と
し
て
の
意
味
を
發
見
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
、

文

學
上

の
t
義
と
し
て
許
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
觀
照
領
域

の
も
の
と
し
て
扱
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

撫
…想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
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構
想

よ
り
觀
た

る
源
氏
物
語

の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二

　

こ

の
問

題

は

、
當

然

源

氏

物

語

と
道

徳

と

の
關

係

問

題

、
ひ

い

て
は

、
功

利

問

題

に

ま

で
發

展

さ

せ

て
考

へ
な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

の
で

あ

る
。

現

實

主

義

と
道

徳

の
關

係

は

重
要

な

問

題

で
あ

る

に
相

違

な

い
が

、

こ

ゝ
で

は

、
池

田
霾

鑑

氏

が

「
源

氏

物

語

と

道

徳

」
(「
新
湖
」
昭
和

一
〇
.
一
)

に
於

て
述

べ
ら

れ

た
言

葉

の
中

、

左

記

の
論

は

、
大

體

に

於

て
わ

が
意

を

得

た

も

の

で

あ

る

こ
と

を

記

す

に

止

め

て
置

く

。

　

元
來
式
部

の
と

つ
た
爲
實
・王
義
は
、
作
家

と
し
て
操
守
し
た

一
つ
の
心
構
と
見

る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
竹
取
物
語
や
、
字

津
保
物
語
の
や
う
な
古

い
物

語
が
、

　

紳
變
不
可
思
議
な
超

白
然
的
な

テ
ー

マ
か
ら

一
歩

も
出
な

い
の
に
、
新

し

い
物
語

に
は
、

こ
の
世
に
あ
り
得

べ
き
事
實

と
し
て
の
必
然
性

が
描
か
わ
る
べ
き

で

　

あ
る
と

い
ふ
宅
張
で
あ
る
。

さ
う
し
て
か
う

い
ふ
主
張

は
、
必
ず
し
も
客
襯
的
な
素
材

の
忠
實

な
模
寫

そ

の
も
の
の
み
に
よ

つ
て
徹
し
得
ら
れ
る
も

の
で
は
な

　

い
。
現
實

以
上
の
幻
想

の
世
界

に
於

て
も
、

こ
の
寫
實
主
義

は
適

用
し
得
ら
れ

る
。
作
者

に
於
て
、
筋

は
決
し
て
素
材

そ
の
も

の
で
は
な

い
。
筋

は
作
者

の
面

　

に
於

て
、
作
家
的
感
情
を
も

つ
て
圍
繞

せ
ら
れ
、
.張

い
表
現

の
意

欲

の
中
に
變
形

さ
れ
、
個
性
化

さ
れ
た
形
象
で
あ
る
。
そ
わ

は
單

な
る
素
材
で
な

い
の
み
な

　

ら
ず

、
む
し
ろ
素
材
以
上
に
こ
の
世

に
あ
り
得

べ
き
必
然
を
具

へ
た
幻
想

と
見

る
べ
き
で
あ
ら
う
。
素
材

の
模
寫
そ
の
も
の
が
爲
實

で
は
な
く
、
素
材
を
美
的

　

形
象
と
し

て
内
碕
的
に
高

め
て
行
く
、
そ
の
心
樵
…の
中

に
、
主
張
と
し
て
の
爲
實

の
意
味

は
理
解
…さ
れ
る
べ
き
だ
と
思

ふ
。

　

源
氏
物
語

の
人
物
や
事
件

に
は
、
勿
論

何
か
の
意
味

で
モ
デ

ル
は
あ
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
そ

の
モ
デ

ル
は
、
作
者

の
見
聞
に
上

つ
た
利
漢

の
丈
學
.
史
賀

.傳

　

説

・故
事

は
も
と
よ
り
、
作
者

の
生
き
た
就

會
の
出
來
事

や
、
ゴ
シ
ツ
プ
等
萬
般

の
事
象

の
中
か
ら
、
部
分
的

に
描
き
出

し
て
き

て
、
そ
れ
を
作
り
事
と
な
え
見

　
　
い
必
然
性

の
中

に
組
合
せ
た
も

の
で
あ
る
。
從

っ
て
、
も

し
、

モ
デ

ル
論

が
成

立
し
得

る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
單
た

部
分
的
な
立
揚

に
於
て
で
あ

る
。

　

源
氏
物

語
の
主
人
公
と
そ
の
事
蹟
と

は

あ

る
實
在

の
人
物
そ

の
も
の
の
行
蹟
を
模
寫

し
た

の
で
は
な
く
、
幾

+
と
な

い
部
分
的
な

モ
デ

ル
を
離
合
取
捨
し
て
、

　
　
一
つ
の
新

し

い
作
中

の
人
物

の
性
格

や
事
件
を
構
成

し
た
と
見

る
、、へ
き
で
あ
る
。
幾
多

の
部
分
的
な

モ
デ

ル
を
作
中
の
人
物

に
ま
で
統

一
し
、
高

め
た
と

こ
ろ

　

に
・
式
部

の
天
才
が
認
め
ら
れ

る
。
準

據
説
が
直
ち
に
源
氏
物
語
研
究
で
あ
る
か
の
や
う
に
考

へ
ら
れ
る

こ
と
は
、
作
家

た
る
式
部

の
存
左
を
無
覦
す
る
こ
と

　

に
な

る
で
あ
ら
う
。



　

之
を
要
す
る
に
物
語

(小
説
ー

ひ
ろ
く
言

つ
て
文
學
藝
術
)
は
、
經
驗
的
事
實
と
し
て
の
世
界
を
、

一
つ
の
觀

照
的
立
揚
よ
り
眺
め
て
、
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觀
念
的
事
實
と
し
て
の
世
界
に
組
み
立
て
な
ほ
す

の
で
あ
る
。

而
し
て
こ
の
觀
念
的
眞

の
方
が
經
驗
的
眞
よ
り
も

よ
り
眞
ら
し
い
と
す
る
の

で
あ
る
。

存
在
態
よ
り
も
可
能
態

の
方
が
よ
り
眞
實
態
で
あ
る
と
す
る
立
揚
に
於
て
物
語
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
態

の
中

の
可
能
態

が
藝
術
で
あ
る
、
而
し
て
、
そ

の
可
能
態
を
存
在
態
の
意
味
と
し
て
觀
照
す
る
態
度
が
式
部
の
物
語
觀
で
あ
る
。

可
能
態
で
あ
る
限
り
、
物

語
は
浪
漫
的
で
あ
る
と
共
に
理
想
的
で
あ
る
。
併
し
、

そ
れ
ガ
存
看
態
の
内
在
的
に
も

つ
て
ゐ
る
章
味
で
あ
る
限
り
寫
實
的
で
あ
る
。
私
は

源
氏
物
語
を
寫
實
的
作
品
と
見
る
の
で
あ
る
。

而

し
て
、
寫
實
的
作
品
で
あ
る
が
故

に
、
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
特
殊
な
る
構
成
様
式
が
、
源
氏

物
語
に
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
逃
が
し
て
は
な
ら
な
い
と
思

ふ
。

　

同
時
に
私
を
し
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
解
釋
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
對
象
物
に
觸
發
さ
れ

て
起
つ
て
來

る
感
情
の
内
容
で
あ
る
と
い

ふ
よ
り
は
、
對
象
の
中
か
ら
あ
は
れ
を
掬
み
と
つ
て
來
る
主
觀

の
觀
照
的
態
度
と
見
た
い
の
で
あ
る
。

即
ち
、
哀
れ
と
見

る
熊
度
、
物

の
本

質

の

一
つ
に
哀
れ
と
い
ふ
も

の
が
あ
る
と
見

る
觀
照
の
仕
方
と
見
た
い
の
で
あ
る
。

物
の
も
つ
哀
れ
は
、
そ
れ
を
哀
れ
と
う
け
入
れ
る
態
度

が
な
く
て
は
現
れ
て
來
な
い
の
で
あ
る
。
物
の
本
質
と
い
ふ
立
揚
か
ら
見
れ
ば
物

の
所
有
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り

、

う
け
取
る
方
か
ら
言

へ

ば
物
に
對
す
る
心
の
態
度
で
あ
る
。

こ
の
心
の
態
度
が
物
の
本
質
を
哀
れ
と
見
せ
る
根
本
義

で
あ
る
。
現
實
と
室
想

の
調
和
、
現
實
と
理
想

の
融
合
な
ど
か
ら
物
の
哀
れ
が
生
れ
て
來
る
の
で
は
な
い
。

哀
れ
を
う
け
と
る
心
の
態
度
が
物
に
反
照
さ
れ
て
現
れ
た
本
質
、
實
は
主
觀
の

與

へ
た
本
質
が
「物

の
哀
れ
」
な

の
で
あ
る
,
現
實

の
中
に
哀
れ
を
見
せ
、
現
實
を
哀
れ
と
解
釋
さ
せ
る
具
象
的
作
品
が
源
氏
で
あ
り
、
そ
こ

に
式
部

の
創
作
態
度
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

構
想

よ
り
觀

た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性

二
二
三
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構
想
よ
り
觀

た
る
源
氏
物
語

の
交
學
性

五

二
二
四

　

源
氏
物
語

の
構
想
を
具
體
的
に
眺
め
て
み
る
に
、
複
雜
性
と
い
ふ
も
の
は
殆
ど
な
い
。

正
篇
に
於
て
は
主
人
公
光
源
氏
を
中
心
と
し
て
そ

の
周
圍
に
多
く

の
女
性
が
現
れ
、
さ
ま
み
丶
な
る
戀
愛
交
渉
が
惹
起
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
複
雜
な
る
葛
藤
を
構
成
す
る
性
質
を
も
つ
た
も
の

で
は
な
い
。

尠
く
と
も
構
想
上
に
於
て
は
、
あ
る
女
性
と
源
氏
と
の
交
渉
を
中
心
に
し
た
短
篇
が
手
際
よ
く
集
成

さ
れ
て
ゐ
る
と
言

へ
る
。

こ
の
點
を
誇
張
し
て
言

つ
た
の
が
手
塚
氏

(「
源
氏
物
語
の
新
研
究
」)
の
串
刺
式
・接
木
式
・繼
穗
式
文
學
と
い
ふ
語

で
あ
ら
う
。
而
し
て
、
こ
の

幾
つ
か
の
短
篇
は
源
氏
を
中
心
に
し
て
時
聞
的
に
經
過
し
て
行
つ
て
、
そ
れ
み
丶

の
結
末
を
告
げ
る
と
い
ふ
に
過

ぎ
な
い
。

筋
や
事
件
所
謂

事

象
と
い
ふ
も
の
を
外
的
に
考

へ
る
と
、

源
氏
が
如
何
な
る
女
性
と
、
如
何
な
る
心
持
を
以
て
、
如
何
な
る
交
渉
を
む
す
び
、
そ
の
交
渉
が

ど
ん
な
歌
態
で
經
過
し
て
行
く
か
と
い
ふ
こ
と
が
、　

一
見
複
雜
性
を
女
性

の
數
の
上
に
裝
は
せ
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
筋
や
事
件
の
發
展
性
に

於

て
は
何
等
複
雜
性
を
も
つ
て
ゐ
な
い
。

そ
れ
に
も
拘
ら
す
實
際
の
作
品
は
何
故
に
か
く
の
如
く
尨
大
な
量
の
も

の
と
な
つ
た
の
で
あ
ら
う

か
。
こ
ゝ
に
問
題
が
無
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

　

源
氏
物
語
の
構
成
上
最
も
複
雜
を
極
め
て
ゐ
る
の
は
、
點
出
人
物
の
血
縁
的
連
累
關
係
で
あ
る
。
如
何
な
る
人
物
も
源
氏
を
中
心
と
し
て
、

直

接
間
接
、
相
互
聞
に
何
等
か
の
必
然
的
連
關
が
保
た
せ
て
あ
る
。

筋
に
於
て
複
雜
性
を
も
た
ぬ
も
の
が
、
そ
の
人
物
關
係
に
於
て
、
何
故

に
か
く
ま
で
複
雜
な
る
連
累
關
係
を
必
要
と
し
た
で
あ
ら
う
か
。
こ
ゝ
に
も
問
題
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　

點
出
人
物
の
血
縁
的
連
累
關
係
が
複
雜
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、

當
時

の
貴
族
杜
會

に
於
け
る
戀
愛
醸
成
の
實
際
的
描
寫
で
あ
つ
た
か
も
知

れ

な
い
。
寫
實
主
義
の
小
設
と
見
る
以
上
、
或
は
さ
う
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

併
し
、
寃
實

が
現
實
に
内
在
す
る
意
味



●

の
描
出
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
點
に
ご
だ
は
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、我

々
は
去

つ
て
そ
の
構
域
的
精
帥

匸
猷
を
よ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
源
氏
物
語
は

一
卷

一
事
件
主
義

の
叙
事
法
に
依
つ
て
ゐ
る
と
私
は
恩
ふ
の
で
あ
る
。

如
何
な
る
卷
に
も
必
す
そ

こ
に
は

}
つ
の
山
を
な
す

事
件
が
織
り
こ
ま
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
が
事
件
と
し
て
如
何
な
る
特
殊
性
を
も
つ
か
は
、
卷
の
異
な
る
に
從
つ
て
違

つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
が
、

必
す

一
つ
の
中
心
點
が
つ
か
ま
れ
て
ゐ
る
。

私
は
こ
の

一
つ
の
申
心
點
に
依

つ
て
纏
め
ら
れ
て
ゐ
る

一
事
件
を
源
氏
物
語
構
成
の

一
單
位
と

見
る
べ
き
で
あ
る
と
思

ふ
。
か
う
い
ふ

一
單
位
を
暦

々
積
み
重
ね
て
全
篇
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
こ
の
積
み
重
ね
に
當
つ
て

は
、
よ
し
そ
れ
が
長
年
月
に
亙
つ
て
執
筆
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、

可
な
り
不
自
然
な
技
巧

(感

情
の
必
然
的
展
開
に
從
は

す
、
論
理
的
連
鎖
に
よ
つ
て
ゐ
る
。
)
も
使
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
單
に
啓
蒙
的
文
學
史
の
常
套
口
吻
、
「
對
照
の
妙
、
變
化

の
妙
、

連
鎖

の
妙
」
だ
け
で
は
蔽
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
源
氏
物
語
を
以
て
構
圖
の
大
き
い
作
品
だ
と
斷
す
る
こ
と
に
は
多
く

の
躍
躇
を
感
す
る
。

構
鬮
の
大
き

い
こ
と
が
許
さ
れ
る
た
め
に

は
、
全
體
の
企
書
の
統

一
に
蔘
す
る
容
量

の
大
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
源
氏
物
語
は
、
そ
の
事
象

の
經
過
年
月
、登
揚
人
物
の
數
量
、

卷
數
等
に
於
て
は
確
か
に
大
作
と
許
さ
れ
得
る
も
、
全
體
の
ス
ケ
ー
ル
に
於
て
大
を
許
す
こ
と
は
出
來
な
い
と
思

は
れ
る
。

た
璽
全
物
語
を

つ
ゝ
む
情
緒
的
雰
圍
氣

の
最
縁
の
ひ
ろ
が
ゆ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
卷

の
如
何
な
る
事
件

に
も
、

そ

の
情
緒
的
雰
圍
氣
が
霞
と
な

つ
て
そ
れ
に
お
ほ
ひ
か
ぶ
さ
つ
て
ゐ
る
。
我
々
は
作
者
の
こ
の
情
緒
的
包
攝
力
の
大
き
い
こ
と
に
は
驚
嘆
せ
す
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。

不
自
然

な
る
構
成
的
技
巧
が
讀
過
を
急
ぐ
讀
者
に
さ
ほ
ど
の
不
自
然
を
感
ぜ
し
め
な
い
の
は
、

所
々
に
展
開

さ
れ
る
美

し
い
倩
景
の
幻
惑
か
ら
で
は

な
い
。
全
軆

の
隅

々
に
ま
で
行
き
渡
つ
て
ゐ
る
こ
の
情
緒
の
浸
潤
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
試
み
に
源
氏
物
語
に
使
は
れ
て
ゐ
る
叙
事

の
進
行
法
の
主
な
る
も
の
を
列
舉
す
る
な
ら
ば
、

時
間
的
進
行
法
、
挿
話
法
、
因
果
法
、
伏
線

　
　
　

梅
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ニ
ニ
五
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構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
交
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六

式
照
應
法
、
並
列
法

(列
敍
法
)
、
交
錯
法
、
殘
存
法
、
省
略
法
、
等
を
數

へ
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
等
は
源
氏
物
語

の
み
が
持

つ
叙
事
法
で
は
無
い
か
も
知
れ
な

い
。
　
し
か
も
、
こ
れ
等

の
複
雜
な
る
論
理
的
混
成
的
使
用
法
は
、
や
は
り
源
氏
物
語

の
叙
事
法
の

一
つ
の

特
色
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
こ
れ
等
諸
法
の
混
用
は
、
往

々
讀
者
を
し
て
事
件
と
事
件
と
の
連
接
の
了
解
に
當

つ
て
、
不
淌
化
物
を
殘
滓

と
し
て
味
は
し
め
る
の
で
あ
る
。

反
面
よ
り
言

へ
ば
、
源
氏
物
語

の
叙
事
は
、
主
人
公
の
抒
情
的
展
開
法
に
依

つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點
は
源
氏
物
語
の
構
想
に
於
け
る

一
大
缺
點
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
こ
の
缺
點
に
溜
意
し
て
源
氏
物
語

の
構

想
を
論
じ
た
人
に
門
前
眞

一
氏
が
あ
る
。
(「源
氏
物
語
の
構
想
に
つ
い
て
」1
ー
「
國
語
國
丈
の
研
究
」
昭
利
四
年
咒
月
號
.七
月
號
。

「夕
顏
卷
『
お
の
が
い
と

め
で
た
し
と
呆

る
を
ば
』
の
『
を
ば
』
に
つ
い
て
」1

.鴨

糒
纓

鯔

念
論
蕘

L)
物
語
龕

に

一
個

の
統

鬲

焦

點
が
等

、
從

つ
て
籍

の

必
然
的
展
開
が
無
い
と
い
ふ
點
に
立
つ
て
の
構
想
力
の
貧
弱
さ
に
對
す
る
氏
の
檢
討
に
は
敬
意
を
表
す
る
。

而

し
て
、
私
は
こ
の
構
想
力
の

貧

溺
さ
は
作
者
式
部

の
罪
に
歸
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。

私
は
、
そ
れ
は
何
處
ま
で
も
式
部
の
把
持
し
て
ゐ
た
文
學
的
理
念
が

構
想
に
及
ぼ
し
た
結
果
だ
と
思

ふ
.
源
氏
物
語
は
筋
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
筋
よ
り
も
つ
と
大
切
な
も

の
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

否
、
そ
の
大
切
な
も

の
を
表
現
す
る
意
味
に
於
て
の
み
筋
が
必
要
だ

つ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
於
て
の
筋

を
作
る
こ
と
が
構
想
だ
つ
た

の
で
あ
る
。

問
題
は
構
成
に
使
用
し
た
事
象
の
現
實
的
合
理

の
計
算
で
は
な
く
て
、
作
者
の
抱
い
て
ゐ
た
理
念

の
具
象
化
の
方
法
に
あ
る
の

で
あ
る
。
夕
顏
を
と
り
殺
し
た
六
條
御
息
所
の
怨
念

の
發
生
徑
路
に
關
す
る
論
明
が
不
十
分
だ
と
い
は
れ
る
の
は
、

事
象
の
現
實
性
を
計
算

す

る
處
か
ら
起
る
不
滿
で
あ
る
。

夕
顏
は
怪
死
を
途
げ
れ
ば

い
ゝ
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
物
語
と
し
て
の
事
件
的
價
値
は
十
分
に
あ
る
の

で
あ
る
。　
あ
と
に
は
そ
れ
に
對
す
る
源
氏
の
情
緒
的
描
寫
が
待
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
夕
顏
卷
冒
頭
の
文
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六
條
わ
た
り
の
御
怨
あ
り
き
の
頃
、
内
裏
よ
り
ま
か
で
給
ふ
中
宿
に
、
大
貳
の
乳
母
の
い
た
く
煩
ひ
て
尼
に
な
り
に
け
る
、
と
ぶ
ら
は
む
と
て
、
五
條
わ
た
り

　

な
る
家
尋
ね
て
お
は
し
た
り
。

は
、
源
氏
と
六
條
御
息
所
と
の
關
係
を
最
初
に
暗
示
し
た
所
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
こ
れ
が
極
め
て
唐
突
で
あ

つ
て
、
何
等

の
準
備
的
工

作
が
こ
の
記
述

の
以
前

に
施
さ
れ
て
ゐ
な
い
た
め
に
、
即
ち
、
作
者
の
故
意

の
省
筆

の
た
め
に
、

夕
顏
を
と
り
殺
し
た
變
化
が
六
條
御
息
所

の
生
靈
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
が
不
明
に
な
る
と
い
ふ
不
徹
底
に
お
ち
て
、

構
想

の
破
綻
を
來
し
て
ゐ
る
と
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而

し

て
、
こ
の
護
者

の
知
識
を
豫
定
し
た
作
者

の
書
き
ぶ
り
は
、

主
人
公
の
生
涯

の
有
名
な
事
件
と
し
て
作
者
が
既
に
書
い
た
か
、
或
は
傳
説

と
し
て
凋
知
の
こ
と
で
あ
る
か
の
い

つ
れ
か
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
理
由

(勿
論
こ
れ
以
外
の
帚
木
卷
冒
頭

の
語
等

の
矛
盾
を
も
理

由

に
含
め
て
)
に
よ
つ
て
、

和
辻
哲
郎
氏
は
、
現
在

の
源
氏
物
語
は
紫
式
部

一
人
の
創
作
で
は
な
く
、
式
部

の
源
氏
物
語
以
前
に
、
凋
知
の

題
材

の
上
に
立
つ
た
短
い
原
作
源
氏
物
語
が
作
ら
れ
、

式
部
は
そ
れ
を
う
け
つ
い
で
書
き
、
式
部
以
後
更
に
多
く

の
人

の
手
に
よ
つ
て
さ
ま

ろ
丶

の
部
分
が
附
加
さ
れ
て
、

今
日
の
や
う
な
源
氏
物
語
に
な
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
論
じ
て
居
ら
れ
る
。

(「源
氏
物
語
に
つ
い
て
」ー

「
日
本
精
紳
史

の
研
究
」
所
收
)

け
れ

ど

も

、

こ

の
議

論

は
源

氏
物

語

の
文
學

性

に
就

い

て
論

す

る

と

い
ふ

立
揚

よ
り

す
れ

ば

、
殆

ど

意

味

の
な

い

議

論

で

あ

る

。

　

一
體

、
夕

顔

を

と

り

殺

し

た

變

化

が

六
條

の
御

息

所

の
生
靈

な

ど

で

は

な

く

て
、

廢

院

の
物

の
怪

で

あ

つ
た

と
も

考

く、
ら
れ

る

記
事

が

、

夕

顏

の
四

十

九

日

の
法

事

の
後

、
源

氏

の
夢

の
揚

面

の
読

明

の
中

に
見

え

て
ゐ

る

。

　

君

は
夢

に
だ

に
見
ば
や
と
思
し
渡

る
に
、

こ
の
法
事

し
給
ひ

て
叉

の
夜
、
ほ
の
か

に
か

の
あ
り
し
院
な
が
ら
、添

ひ
た
り
し
女

の
樣
も

同
じ
樣
に
見
え
け
わ
ば
、

　

荒

れ
た
り
し
所
に
仕

み
け
む
物

の
我
に
見
入
れ
け

む
便

に
、
斯
く

な
り
ぬ
る
事
、
と
思
し

い
つ

る
に
も
ゆ

ゝ
し
く
な
む
。

　

こ
れ

で
見

れ

ば
廢

院

の
物

の
怪

で

あ

つ
た

こ

と

は

明
瞭

で
あ

る

。

け

れ

ど

も

、
こ
れ

が

現
實

の
源

氏

の
目

に

う

つ

つ
た

も

の
で

は

な

く

て
、

　
　

　

構
想
よ
り
觀

た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　二
二
七
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構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八

源

氏
の
見
た
怪
し
き
夢
で
あ
つ
た
た
め
に
、
特
殊
の
解
釋
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
論
者
に
山
口
剛
氏
が
あ
る
。
(「源
氏
物
語
研
究
'T

ー
タ
顏

の
卷

に
現
は
れ
た
る
「
も

の
の
け
」
に
就

い
て
ー

-「
丈
學
思
想

研
究
」
第

】
卷
所
牧
)

　

物

の
怪

の
現

れ

る

に
先

だ

つ
夕

顏

の
卷

の
叙

述

は

次

の
如

く

で

あ

る

。

　

内
裏

に
い
か
に
求

め
さ
せ
給

ふ
ら
む
を

、
何
處

に
尋
ぬ
ら
む
、
と
思
し
遣
り
て
、

か

つ
は
あ

や
し

の
心
や
、
六
條

わ
た
り
に
も
、
い
か
に
思

ひ
亂
れ
給

ふ
ら
む
、

　

怨

み
ら
れ
む
も
苦
し
う
理
な
り
と
、
い
と
ほ
し
き
す
ぢ
は
ま
つ
思

ひ
出
で
聞
え
給

ふ
。
何

心
も
な
き

さ
し
む
か
ひ
を

あ
は
れ
と
思
す
ま

ゝ
に
、
あ
ま
り
心
深
く
、

　

見

る
人
も
苦
し
き
御
有
様
を
少
し
取
捨

て
ば

や
、
と
そ
思

ひ
く
ら

べ
ら
れ
給

ひ
け

る
。

　

こ

の
叙

述

は

、

源

氏

の

心
中

に
何

が

あ

つ
た

か

を

物
語

る
と

共

に

、

宵

す

ぐ

る
程

少

し
寢

入

つ
た

源

氏

の
夢

に

現
れ

た

女

と
相

通

す

る

心

理

的

連

繋

を

思

は

せ

る
も

の

で

あ

る
。

帥

ち

、

か

の
幽

怪

が

源

氏

の
胸

裏

に
存

在

す

る

も

の

の
投

影

で

あ

る
事

を

ほ

の
め

か

し

た

も

の
と
す

る

の
で

あ

る
。

と

同

時

に

、
作

者

式
部

は
平

安

朝

時

代

に
於

け

る
も

の

の
け

に

對

す

る
見

解

の
限

界

を

こ

の
作

に

反
映

し

、
魂

の
遊

離

を
信

じ

、

そ

の
仇

敵

に
迫

る

の
現

實

を

可

能

と

し

た

の
で

あ

る

と

す

る

の

で
あ

る
。

か
く

て
委

曲

の
考

察

を

こ

の
物

の
怪

に
加

へ
た

後

、

山

口
氏

は

結

論

と
し

て
次

の
如

く

論

す

る

の

で

あ

る

。

　

夕
顏

の
卷

の
も
の
の
け
は
、畢
竟

、
六
條
御
息
所

の
い
き
す
だ
ま
で
あ
る
。

さ
れ
ど
、
ま
た
源
氏

心
内
に
潜
在
す

る
も

の
ゝ
具
體
化
と
も
解
し
得
よ
う
。
作
者
、

　

こ
の
二
つ
の
關
係

を
交
錯
し
て
、
深
く
あ
な
ぐ
ら
ず

、
却

つ
て
、
院
内

に
棲

め
る
妖
怪
と
解
す
べ
き
餘
地
を
殘

し
た
。

こ
れ
、
作
者
が
わ
ざ
と
計

つ
て
、
讀
者

　

を
し

て
、
信
疑

の
間

に
彷
徨

せ
し
む
る
た
め
で
あ

つ
た
。
蓋
、
妖
怪
趣
味

と
、
探
偵

の
趣
味

と
は
、
共
に
、
み
つ
か
ら
を
知
識

の
迷
宮

の
中
に
お

い
て
、
無
聊

　

を
清
散
す
る
に
適
す

る
。
ま
し
て
、
も

の
の
け

の
如

き
、
平
安
時
代
に
於

て
は
特
殊

の
意
義
を
有
し
て
居
る
。
源
氏
物

語
の
長
篇
に
し
て
、
嘗
代
貴
族

の
玩
弄

　

た

る
べ
き
も
の
、
時

に
こ
の
種

の
要
素
を
挿
む
を
要
し

た
。

さ
れ
ば
夕
顏

の
怪

の
如

き
、
こ
れ
を
う

つ
し
て
、
夢

の
如
く
、
幻

の
如
く
、
現

の
如
く
、
六
條
御

　

息
所

の
如
く
、
源
氏
心
内

の
影
像

の
如
く
、
院
内

の
妖
怪

の
如
く

お
も
は
し
む
る
所

、
作
者

の
最
苦
心
し
た
所
で
あ
ら
う
。
し
か
も
、
事
を
構

へ
る
、

}
々
當
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時

の
人
々
の
信
ず

る
所
に
し
た
が

ふ
。
才
筆
測

り
難
き
も

の
が
あ
る
。

　

右

の
所

論

に

於

け

る
探
偵

趣

味

の
是

非

は

別

と

し

て
、

夕

顏

の
死

が

物

の
怪

で
あ

る
如

く

、

又

六

條

御
息

所

の
生
靈

の
如

く

扱

は
れ

て

ゐ

る

の
は

事

實

で
あ

る
。

そ

の
物

の
怪

が
葵

の
卷

に
來

て

夕
顏

の
卷

を

ふ
り

か

へ
る
時

、
六

條

御

息

所

で
あ

つ
た

こ

と
が

確

實

に

な

る
か

ら

、

と

の
理

由

の
み

に

ご
だ

は

つ

て
解

釋

す

る

の
は

、

文

學

の
も

つ
時

聞

的

特

性

へ
の
反

逆

で
あ

る
。

作

品

の
鑑

賞

は

叙

事

の
方

向

に
從

つ

て
な

さ
れ

る

べ
き

自

然

的

な

る
約

束

を

も

つ

て
ゐ

る
。

宇

治

十
帖

手
習

の
卷

に

於

て
、

投

身

し

た

る
淨

舟

が
發

見

さ
れ

で
、
僣

都

の
加

持

を

う

け

る

所

が

あ

る
が

、

我

々
は

、

浮

舟

は

薫

大

將

と

匂

宮

と

の
間

に

は

さ
ま

つ

て
苦

惱

や

る
方

な

く
宇

治

の
河
瀬

に
投

身

し

た

も

の
と
思

つ
て
謹

ん

で
來

る

に
も

拘

ら
す

、
僣

都

の
調
伏

に

あ

つ

て
物

の
怪

が

淨

舟

か

ら

現

れ

て
來

る
揚

面

に
逢

つ

て
驚

く

の
で

あ

る

。

　

己
は
、
此
處

ま
で
ま
う
で
來

て
、
か
く
調

ぜ
ら
れ
奉

る
べ
き
身
に
も
あ
ら
ず
。
普

は
行

せ
し
法
師

の
、

い
さ
ゝ
か
な
る
世

に
恨
を
留
め
て
、
漂
ひ
あ
り
き
し
程

　

に
、
よ
き
女

の
あ
ま
た
佳

み
給
ひ
し
所

に
仕
み

つ
き
て
、
か
た

へ
は
失
ひ
て
し
に
、

こ
の
人
は
心
と
世
を
恨
み
給

ひ
て
、
我

い
か
で
死
な
む
と

い
ふ
こ
と
を
、

　

よ
る
ひ
る

　

書

夜
宣

ひ
し

に
、
便
を
得

て
、

い
と
暗
き
夜
、　
一
人
も

の
し
給

ひ
し
を
取
り
て
し
な
り
。

さ
れ
ど
、
槻
菅
、
と
ざ
ま
か
う
ざ

ま
に
育
み
給

ひ
け
れ
ば
、
こ
の
櫓

　

都

に
負
け
奉
り
ぬ
。
今

は
ま
か
り
な
む
。

(手
習
)

　

こ

れ

は

そ

の
時

の
物

の
怪

の
言

葉

で

あ

る
。

當

時

に
於

け

る

死

と
物

の
怪

の
關

係

は

極

め

て
常

識

的

で
あ

つ
た

が

た

め

に

、
か

う

い

ふ
交

錯

を

起

し

て

ゐ

る

の
で

あ

つ
て

、

こ

ゝ
に

も

存

在

態

と

可
能

態

と

の
關

係

が

見

ら

れ

る

の

で
あ

つ

て

、

か

う

い

ふ
錯

誤

を

以

て
式

部

の
構

想

力

を

必
す

し

も

難

す

べ

き

で

は

な

い
と

思

ふ

の

で

あ

る
。

　

夕

顏

の
卷

に
於

て

、
冒

頭

に

六
條

あ

た

り

の
忍

び
歩

き

の
頃

の
出

來

事

だ

と

斷

つ
た

の

は

、

六
條

御

息

所

と
夕

顔

と

の
嫉

妬
關

係

を
暗

示

し

た

重

さ

よ
り

も

、

六
條

と

五
條

と

の
土

地

の
近

さ

を
示

す

事

の
方

が

重

か

つ
た

の

で

あ

ら
う

と
思

ふ
。

物

語

に
於

け

る
新

し

い
女

の
出

現

　

　
　

権
…」想
よ
り
觀

た
る
源
氏
物
語
の
夊
學
性
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権
…想
よ
リ
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
〇

に
は
、
な

る
べ
く
自
然
ら
し
さ
を
求
め
て
ゐ
る
の
が
作
者
で
あ
る
。
夕
顏
の
卷
に
於
て
は
、

六
條
御
息
所
よ
り
も
夕
顏

の
方
が
大
切
な
女
性

で
あ
る
。
御
息
所
の
こ
と
は
そ
れ
に
吸
牧
さ
れ
る
べ
き
性
質

の
も
の
で
あ
る
。

作
者
は
夕
顏
を
特
異
な
る
女
性
と
し
て
の
位
置
に
お
く
こ
と

を
張
く
意
鬪
し
て
ゐ
る
。　
こ
の
意
鬪
の
た
め
に
他

の
部
分
が
多
少
の
犧
牲
を
被

つ
て
ゐ
る
の
は
事
實
で
あ
る
。
た
と

へ
ば
、
變
化
の
言
つ
た

言
葉
は
變
化
自
身

の
身
の
上
に
關
し
て
の
怨
み
で
な
く
、

源
氏
が
或

る
女
に
對
し
て
冷
淡
な
の
を
怨
ん
で
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
或
る
女
と

い
ふ
の
は
誰
で
あ
る
か
、
而
し
て
、
こ
の
女
と
變
化
と
の
關
係
が
ど
う
で
あ
る
か
、

こ
れ
等
の
點
の
不
明
に
關
す
る
構
想
上
の
缺
點
の
如
き

は

こ
れ
で
あ
る
。

有
機
的
關
係
が
緊
密
で
あ
れ
ば
、
勿
論

こ
れ
等

の
缺
點
を
も
救
ひ
と
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
有
機
的
關
係
は
現

實

の
合
理
の
み
を
は
か
る
こ
と
で
な
く
、

作
者

の
表
現
意
圃

の
上
に
立
つ
て
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
夕
顔
に
逢

ふ
過
程
と
、
そ
の
不
思
議

な

る
死
と
、

そ
の
死
後

の
有
様
と
、
そ
れ
を
源
氏

の
心
情
を
通
し
て
心
理
的
に
計
算
す
る
意
味
に
於
て
考

へ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　

又
、
源
氏
物
語
構
成
に
於
け
る
緊
密
性
の
缺
如
、

物
語

の
主
。材
副
材

の
確
定
的
な
均
衡
の
と
れ
て
ゐ
な
い
點
等

の
證
左
と
し
て
、
桐
壷
卷

か
ら
夕
顏
卷
に
至
る
四
卷
は
後
に
書
き
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、

實
際

の
源
氏
物
語
は
、
若
紫
の
卷
か
ら
で
あ

る
と
い
ふ
や
う
な
考

へ
方

の
世
に
行
は
れ

て
ゐ
る
の
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
見
る
。　
こ
れ
は
面
白
い
證
左
の
活
用
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
考
慮
を
要
す
べ
き

問
題
が
あ
る
。

作
者

の
創
作
意
識
の
展
開
と
い
ふ
黜
か
ら
す
れ
ば
、

一
つ
の
物
語
に
於
て
、
そ
の
ど
れ
の
部
分
か
ら
執
筆
さ
れ
た
か
と
い
ふ

が
如
き
こ
と
は
問
題
で
は
な

い
。
そ
の
物
語
の
文
學
性
は
之
を
全
體

の
上
か
ら
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
創
作
作
業
の
進
行
中
に
は
、

意

圃

の
具
象
化
に
於
け
る
展
開
と
い
ふ
現
象
が
あ
る
。

執
筆
の
當
初
に
於
て
は
未
だ
明
瞭
な
形
を
と
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
意
識
が
、
創
作

の
進
行

と
共
に
、

漸
次
意
外
な
形
相
を
呈
露
し
て
來
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
創
作
意
識

の
自
律
的
展
開
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
豫
想
外
だ
と
か
意
外

だ
と
か
い
ふ
の
は
當
ら
な
い
の
で
、
無
意
識
な
る
も
の
が
識
域
の
上
に
う
か
び
上
り
、

又
、
必
然
な
る
生
々
發
展

の
動
的
現
象
で
あ
る
と
見
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る
べ
き
で
あ
る
。

奇
想
な
ど
は
決
し
て
天
外
か
ら
落
ち
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
内
的
啓
示
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
内
的
啓
示
の
進
展
に
つ

れ

て
、
こ
れ
を
包
攝
す
る
全
作
と
し
て
は
、

或
は
そ
の
事
件
の
未
だ
描
か
れ
ざ
る
以
前
に
た
ち
戻

つ
て
補
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知

れ

な
い
。

こ
れ
は
意
鬮
の
具
象
化
を
完
全
に
す
る
た
め
に
は
當
然
な
作
業
で
あ
つ
て
、
こ
の
た
め
に
執
筆
の
順
序

が
事
件

の
進
行
と
並
行
し

な

い
こ
と
は
考

へ
得
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
我

々
は
完
成
さ
れ
た
る
結
果
と
し
て
そ
の
全
作
を
考
察
の
對
象
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

試
み
に
五
十
四
帖

の
冒
頭
に
位
す
る
桐
壷
の

一
卷
を
見
る
が
よ
い
。

よ
し
そ
れ
が
後
に
書
き
加

へ
ら
れ
た
も
の
に
も
せ
よ
、
こ
ゝ
に
は
帖

頭

の

一
卷
と
し
て
の
特
性
を
發
見
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
つ
て
、

世
に
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
主
人
公
の
系
譜
や
地
位

の
説
明
と
し

て

の
み
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

帥
ち
、
先
づ
こ
の

一
卷
に
於
て
二
つ
の
著
し
い
特
性
を
發
見
す
る
。

　

　

　

一
叙
事

の
進
行
の
速
力
の
非
常
に
は
や
い
と
い
ふ
こ
と
。

　

バ

　

ニ
事
象

の
分
量
が
非
常
に
多
い
と
い
ふ
こ
と
。

　

,(

　

こ
の
二
つ
の
特
性
は
、

桐
壼

の
卷
が
源
氏
物
語
全
篇
に
對
し
て
如
何
な
る
必
然
性
を
そ
の
存
在

の
上
に
負
は
さ
れ

て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と

を
諡
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

然

ら
ば
そ
の
存
在
の
必
然
性
と
は
何

で
あ
る
か
。
こ
ゝ
に
又
二
つ
の
特
質
を
認
め
る
こ
と
が
出
來

る
。

　

　

　

一
桐
壷
の
巻
が
源
氏
物
語
全
篇

の
序
を
な
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
。

　

π

　

二
桐
壺

の
卷
が
源
氏
物
語
全
篇
の
文
學
性
を
晤
示
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
。

　

(

　
前
者
に
於
け
る
序
と
い
ふ
の
は
記
述
的
(叙
逋
的
)
順
序
に
於
け
る
先
行
を
意
味
す
る
。
叙
述
的
順
序
に
於
け
る
先
行
は
、
そ
の
内
面
的
意

義

に
於
て
も
、
單

に
筋
の
豫
示
に
止
ま
ら
す
、

そ
の
文
學
性
ー
ー

作
者

の
文
學
的
理
念
を
寓
含
し
て
ゐ
る
こ
と
は
自
然

の
數
で
あ
る
。
從

つ

て
後
者
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。

物
語

の
表
面
に
現
れ
た
る
具
體
的
事
象

の
根
柢
に
横
は
つ
て
ゐ
る
文
學
的
理
念
は
、
如
何
な
る

　
　
　

襁
　想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一ご
一=
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権
…想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
・文
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一ご
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卷

に
も
之
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
が
、

構
成
上
特
殊
な
る
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
卷

に
於
て
は
、
こ
と
に
明
瞭

に
之
を
見

る
こ
と

が
出
∵來
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
は
桐
蠹
卷
に
於
て
誕
生
よ
り
十
二
歳
ま
で
の
速
か
な
る
生
長
を
逾
げ

る
。
生
れ

て
か
ら
忽
ち
に
し
て

}
人
前

の
男
子
、
妻
帶
し
て
ゐ
る
男
子
と
な
り
お
ほ
せ
る
。　
こ
の
速
か
な
る
生
長
は
お
の
つ
か
ら
凋
圍
の
叙
事

の
進
行
を
は
や
め
る
こ
と
は
い
ふ
ま

で
も
な
い
。
作
者
は
早
く
源
氏
を

一
人
前

の
人
聞
に
し
て
物
語
の
本
筋
に
入
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

否
、
逆
に
言
つ
て
、

桐

壷
の
卷

が
全
篇

の
序
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

簡
單
に
そ
の
生
ひ
立
ち
を
叙
し
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
第
二
に
多
く

の
事
象

が
こ
の
一
卷
に
含
ま
れ

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

そ
の
速
力
性
か
ら
言

つ
て
常
然
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
源
氏
が

一
篇
の
主
人
公
で
あ
つ

て
み
れ
ば
、
作
者

の
文
學
的
理
念
を
寓
せ
し
む
べ
き
多
く

の
事
象
を
ま
つ
そ
の
序
卷
に
於
て
把
握
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

ラ

　

一
源
氏
は
帝

の
殊
寵
を
蒙

つ
た
桐
壷
更
衣
の
腹
よ
り
出
生
し
て
ゐ
る
こ
と
。

　

遅

　

二
源
氏
が
容
貌
に
於
て
も
性
質

に
於
て
も
す
ぐ
れ
て
め
で
た
き
人
物
で
あ
る
こ
と
。

　

只

　

三
桐
壷
更
衣
の
病
死
の
こ
と
。
こ
の
母
に
對
す
る
源
氏
の
無
意
識
な
る
追
慕
。

　

バ

　

四
源
氏
源
姓
を
た
ま
は
り
て
臣
下
に
下
る
こ
と
。

　

派

　

五
藤
壷
女
御
(桐
壷
更
衣
に
酢
似
し
て
ゐ
る
)入
内

の
こ
と
、
而
し
て
源
氏
の
親
近
。

　

X

　

六
源
氏
の
元
服
、
葵
上
を
妻
に
す
る
こ
と
。

　

(

　

作
者
が
事
象
を
多
く
扱

つ
た
の
は
、
前
述
の
如
く
作
者
の
理
念
の
寄
寓
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
象

の
性
質
を
輕
く
覗
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
理
念
の
具
體
相
で
あ
る
か
ら
。
こ
れ
で
み
る
と
作
者
は
相
當
事
件
や
筋
と
い
ふ
も
の
を
重
覗
し
て
ゐ
る
や
う

に
見
え
な
が
ら
、
事
件

や
筋
そ
の
竜

の
を
そ
れ

の
み
と
し
て
重
親
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
事
件
や
筋

の
曲
折

に
依
つ

て
生
す
る
情
緒
∵

匂
ひ

・
潤
ひ

・
味
ひ
を
重



ん
じ
て
ゐ
る
こ
と
が
分

る
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
全
篇
に
現
れ
て
來
る
事
象
に
對
し
、
そ
の
負
つ
て
來
る
も
の
、
そ

の
暈
ど
つ
プ、來
る
も
の
、

漂
は
せ
て
來
る
も
の
を
味
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

源
氏
物
語
は
實
に
繪
卷
物
で
あ
る
。
事
象
は
繪

の
材
料

に
す
ぎ
な
い
。
原
作
者
の

動
機
が

茘

を
た
ど
ら
せ
る
よ
り
も
、
に
ほ
ひ
の
ふ
ー
み
あ
ひ
、

色
の
響
き
あ
ひ
を
示
さ
つ
と
し
た
L
に
あ
る
と
見
、

「筋
を
寫
實
風

に
追

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ　　ヘ　　ヘ　　へ

つ
て
行
か
う
と
す
る
観
者
の
心
理
を
、
あ
る
局
面
に
於
て
は
ぐ
ら
し
て
、
成
る
べ
く
實
事
か
ら
く
る
實
感

に
み
ち
び
き
入
れ
ま
い
と
す
る
(申

略
)
意
匠
を
も

つ
て
、
ほ
と
ん
ど
全
篇
を
仕
組
ん
で
ゐ
る
と
言
つ
て
よ
い
。」
と
い
ひ
、
源
氏
物
語
を

「繪
卷
物
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
側
の

入

は
・　
一
篇

一
篇
を
仕
切
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の

一
齣
に
た

ゞ
よ
ふ
匂
ひ
、
色
、
情
景
、
た
ゝ
す
ま
ひ
な
ど
か
ら
這
入
つ
て
行
つ
て
、

そ

の
裏
面
(陰

の
も
の
)
を
想
像
す
る
。　
そ
の
想
像
の
ほ
と
ん
ど
限
り
な
き
漂
渺
さ
に
於
て
、
そ
の
事
、
そ
の
人
、
そ
の
揚
、
そ
の
夢
を
擴
げ

て
・
さ
う
し
て
ま
た
あ
ら
た
め
て
そ
の
繪
卷
物
の
上
に
眼
を
落
と
す
と
言

つ
た
味
ひ
方
を
し
て
、
そ
れ
で
滿
足
す

る
の
で
あ
る
。
」
と
論
じ
、

更

に
伊
勢
物
語
や
古
今
集
と
の
關
係

、

西
鶴
の
小
説
や
芭
蕉
の
連
句
と
の
關
係
な
ど
に
及
ん
だ
太
田
水
穗
氏
の
論

(「源
氏
物
語
の
劇
的
構
成
に

　

ρ

就
て
」i
⊥
、
短
歌
研
究
L昭
和
九
年

一
月
號
)
は
誠
に
輿
味
が
深
い
。
式
部
は
事
件

の
裏
と
隈
と
陰

の
見
え
る
作
家
で
あ

つ
た
。
喜
び
の
裏

の
悲
し

み
・
悲
し
み
の
裏
の
喜
び
、
形
よ
り
生
す
る
ひ
ゞ
き
、
形
な
き
も
の
よ
り
生
す
る
影
の
感
得
出
來

る
作
家
で
あ
つ
た
。

桐
壷

一
卷
に
ひ
ろ
げ

て
み
せ
た
愛
戀
・
嫉
靦
、
悲
嘆
、
慟
哭
、
思
慕
、
そ
れ
等
を
つ
ゝ
む
情
調
的
雰
園
氣
と
そ
の
含
蓄
・餘
情
は
、
績
い
て
來
る
卷
々
に
於

て
、
さ

ま
ろ
＼

の
姿
相
の
中
に
發
展
し
て
行
く

の
で
あ
る
。　
か
く

の
如
く
に
し
て
、
事
象
と
情
調
と
は
多
く
の
發
展
的
萠
芽
を
ふ
く
ん
で
、
桐
壷

一
'

卷

は
立
派
に
序
卷
の
意
義
を
果
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

源
氏
物
語
は
ど
の

一
卷
を
と
つ
て
も
、
そ
こ
に
は
情
調
の
全
體
性
が
に
じ
み
出
て
人
に
迫
つ
て
來
る
。

そ
の
情
調
は
作
中
の
主
人
公
の
抱

く
感
情
の
展
開

の
不
自
然
さ
を
十
分
に
救

つ
て
ゐ
る
。

そ
の
仝
體
性
は
人
生
を
仝
圓
的
に
見
よ
う
と
す
る
式
部

の
觀
照
態
度
と
和
應
じ
て
、

　
　
　
　
梅
想
よ
り
糊
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
三
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構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一こ
ご
四

一
卷

の
特
殊
性
を
全
篇
の
普
遍
性
た
ら
し
め
、

全
篇

の
文
學
性
を
人
闇
性

の
象
徴
に
ま
で
高
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
筋
や
事
件
と
し
て
は
、

短
篇

の
集
合
で
あ
り
な
が
ら
、
全
篇
と
し
て
情
緒

の
統

一
性
を
も
つ
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六

源

氏
物
語
正
篇
に
於
け
る
時
期
の
區
分
は
、
藤
岡
博
士
を
は
じ
め
と
し
て
、

沼
澤
氏

・
久
松
氏

・
池
田
氏
等
そ
れ
ぐ

異
液
つ
た
形
に
於
て

行

は
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
は
皆
そ
れ
み
＼

の
立
場
と
理
由
と
に
於
て
正
営
さ
を
も

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

な
る
べ
く
要
約
し
て
眺
め
た
い
と

思

ふ
私
は
、
久
松
氏
の
簡
單
な
る
に
從
は
う
と
思
ふ
。

・即
ち
次
の
通
り
で
あ
る
。

第

}
期

第
二
期

第
三
期

青
春
時
代

藤
岡
緯
士

沼

澤

氏

池

田

氏

榮
華
時
代

藤
岡
博
士

沼

澤

氏

池

田

氏

晩
年
時
代

藤
岡
博
士

桐

壷
　

　

明

石

(
十

三
帖

)

前
期
第

一
期

　
第
二
期

一
、
生
立

(美
し
き
少
年

の
日
)　

二
、
青
春

(花

や
か
な
る
人
生
の
春
)　

三
、
肚
年

(な
や
ま
し
き

六
歳
)

】
、
絲
心
を
噛過
ふ
源
氏

　
　二
、
ル大
膏
心
の
b源
氏

澪

標

　

　
藤

裏

葉

(
二
十

帖

)

前
期

第
三
期
　
中
期
全
部

四
、
初
老
前
後
(
思

ふ
ま

ゝ
な

る
世
)
の
大
部
分

三
、

二
條
院

に
於
け

る
榮
華
　
四
、
玉
鬘
を
中
心
と
す

る
戀
　
五
、
夕
霧
と
雲
井
雁
を
中
心
と
す
る
事
件

若

茱

(上
)
　

幻

(
八
帖

)

後
期

第

一
期

第

二
期
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沼

澤

氏
　
五
、
頽
齢
(わ
び
し
き
老
の
波
)

　
　
　
　
　
池

田

氏
　
六
、
女
三
宮
を
め
ぐ
る
悲
戀

　

私
は
右
の
第

一
期
青
春
時
代
は
こ
れ
を
原
因
の
卷
々
と
見
、

第
二
期
榮
華
時
代
は
こ
れ
を
過
程
の
卷

々
と
見
、
第
三
期
晩
年
時
代
は
こ
れ

を
結
果

の
卷

々
と
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

何
故
な
ら
ば
源
氏
を
中
心
と
す
る
重
要
な
る
女
性
は
殆
ど
全
部
が
第

一
期
に
出
て
し
ま

つ
て

を
り
、
第
二
期
は
そ
の
女
性
と
の
交
渉
の
結
末
を
つ
け
つ
ゝ
晩
年
時
代

へ
の
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

第
三
期

は
源
氏

一
生

の
結
末
を
つ

け

る
時
期
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
源
氏
と
交
渉
の
あ
る
女
性
、

葵
上
・室
蝉
・夕
顔
・紫
上
・藤
壷
・末
摘
花
・源
内
侍
・月
夜
内
侍
・
六
條
御

息

所
・花
散
里
・明
石
上
等
は
す
べ
て
第

「
に
扱
は
れ
、
第
二
期
は
こ
れ
等

の
女
性
が
源
氏
と
の
關
係
に
於
て
多
く
務

を
果
し
終

る
の
で
あ
る
。

帥
ち
澪
標
卷
に
は
六
條
御
息
所
の
逝
去
、
蓬
生
卷
に
は
末
摘
花

の
後
日
譚
、
關
屋
卷
に
は
塞
蝉

の
後
日
譚
、

薄
雲
卷
に
は
藤
壷
の
逝
去
、
槿

卷

に
は
源
内
侍

の
後
日
譚
が
あ
り
、
玉
鬘
卷
以
後
に
於

て
は
、
更
に
新
過
程
と
し
て
玉
鬘
を
中
心
と
す
る
物
語
が
起
り
、

事
件
を
第
三
期
に

運

ぶ
の
で
あ
る
。

第
三
期
は
女
三
宮
を
め
ぐ
る
悲
劇
を
中
心
と
し
て
紫
上
の
死
を
以
て
結
末
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
に
源
氏
の
年
齡

を
配
す
る
な
ら
ば
、

第

一
期
は
二
十
八
歳
ま
で
で
あ
り
、
第
二
期
は
三
十
九
歳
ま
で
、第
三
期
は
五
十
二
歳
ま
で
で
あ

つ
て
、
こ
れ
が
原
因
.

過

程
・結
末
と
あ
る
比
を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
而
し
て
、
こ
の
囚
果
の
理
法
は
源
氏
物
語
叙
事
進
行
の
重
要
法
則
で
あ
る
こ
と
は

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
試
み
に
源
氏
物
語
正
篇
續
篇

の
入
物
事
件

の
進
行
歌
態
を

一
つ
の
岡
形
に
し
て
示
し
て
見
れ
ば
次

の
如
く
に
な

る
。

　
こ
の
岡
式
に
依

つ
て
も
、
正
篇
が
源
氏
を
中
心
に
し
て
の
短
篇

の
集
合
で
あ
り
、

續
篇
が
薫

・
匂
宮

の
二
人
を
中
心
に
し
た

一
つ
の
纏
つ

た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分

る
。
併
し
、
こ
の
短
篇

の
集
合
は
、

大
和
物
語
が
打
聞
的
な
雜
纂
集
で
あ
る
の
と
は
全
然
そ
の
意
味
を
異
に
し

}

　
　
　

構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五
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概
…想
よ
り
蜘
拠
た
る
源
氏
物
語

の
丈
學
性

桐
　
　
顛
!

明
　
　
石
ー

澪
　
　
標

玉
　
　
鬘

藤

裏

葉

若
菓
(
'
6
i
)

光
源
氏隅

,【一 劇
.軸噸卿,OOO●

軸し

一齢一.

、

」一

齢　

●

鱒　

働

噺　

■

●　
　
鞍

　

幽

一駒

匂

官
」

　

　

　
}

橋

怖
.⊥

夢

淨
橋
ー
、

駒■

薫
大
警

匂
宮

『

　
　
　
　
　
　
　
　

二
三
六

貫

し

た

る
情

緒

的

統

一
が

あ

る

ば

か
り

で
な

く

、

主

人

公
光

源

氏

の
生

涯

の
時

聞

的

推

移

で
進

行

し

て
ゐ

る

こ

と

を
注

意

す

べ
き

で

あ

る
。

こ

の
意
味

で
私

は

鼓

常

良

氏

の
詭

を
肯

定

し

た

い

と
思

ふ
。

　

こ
れ
を
筋

の
統

一
と

い
ふ
側
か
ら
觀
察
す
れ
ば
、
矢
張

こ

　

れ
は
伊
勢
物
語

の
類
に
矚
す

る
の
で
あ
る
。
強

い
て
統

一

　

を
求
む
れ
ば
、
光
源
氏
な
る
主
人
公

に
よ

つ
て
な

さ
れ
て

　

ゐ
る
。

こ
れ
だ
け
を
以
.つ
て
筋

の
統
二

と
言

ふ
こ
と
は
難

　

し

い
。
光
君
を
中
心
と
し
て
或
は
肉
親
關
…係
或
は
戀
愛
關

幻
　
　
　
i

係

に
よ
り
そ

の
登
場
人
物

は

一
つ
の
絲
を
引
け
ば
白
か
ら
薬

つ
て
來

る
。
ま
た
事
件

に
し
て
も
因
果
癒
報

の
理
に
よ
り
親

合
は
さ
れ
ズ
ゐ
て
、
決
し
て
突
發
事

件

の
迚
續
で
は
な

い
。
然

し
か
う

い
ふ
こ
と
を
詩
的
統

一
と
解
す
る

の
は
附
會

の
説
で
、
か

ゝ
る
辨
護
は
贔
負

の
引
倒
し
で
あ
る
。
源
語
は
統

一
的
手
法
と
は

反
對

の
我
夊
藝
獨
得

の
手

法

に
よ

つ
て
成
立

つ
て
ゐ
る
の
で
、
所
謂
筋

の
統

一
が
な

い
と

こ
ろ
が
寧

ろ
そ

の
特
色

と
す

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
生
活
表

現

の
藝
術

の

】
典
型

で
あ

つ
て
、

こ
の
作

は
杢
雛
と
し
て
平
安
朝

の
宮
廷
生
活
を

そ
の
偏
切
取

つ
て
來

た
や
う
な
も

の
で
、
そ

の
統

一
と
名
づ
け
得
る
も

の
を

彊

ひ
て
求
む
れ
ば
、

そ
れ
は
吾

々
は
現
賀
生
活

に
そ
の
含

に
見
出
し
得
る
程

の
統

一
に
外

な
ら
な

い
。
源
氏

の
君
は
室
人
公
と

い
は
ば

い
へ
、
各
帖

の
主
人
公

て
は
な
く
、
中

心
が
全
然
傍
系

の
人
物

に
移

る
帖
も
数

々
あ

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
現
賓

生
活

そ
の
儘

の
概
…造
と
言
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。

源
語
は
筋

の
統

一
が
な

い
か
ら
、
作

の
結
末
を
作

る
の
に
ま
た
特
徴
を
生
じ
た
。
筋

の
統

一
が
な
く

て
、
主
人
公
が
杢
齢

の
統

…
を
司

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
當
然

の
結
果
と

し
て
作
は
主
人
公

の
死
を

以

つ
て
終
止
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
述
篇

の
四

十
四
帖

で
は
そ
の
機
會
を
逸
し
て
「
幻
」
に
「
匂
宮
」
以
下
三
帖



　

を
續

け
て
、

こ
の
物
語
は
二
代

に
渉
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
に
な
り
、
所
謂
宇

治
+
帖
な

る
後
篇

を
生
む

に
至

つ
た
。

そ
の
結
果
終

に
こ
の
大
雄
篇

に
終
結
ら
し

　

い
終
結
を
輿

へ
ず
に
、
中
止
し
た
か

の
や
う
な
外
觀
を
以
て

こ
の
大
作
は
終

つ
て
ゐ
る
。
本
常

の
結
末

の
な

い
と

こ
る
も
現
實
的
だ
と
も
言

へ
る
。
式
部

の
大

　

才
を
以
て
し
て
、
源
氏

の
君

の
死
を
以
て
終
結
を
作

る
に
都

今
の
よ

い
位

の
こ
と
に
氣
付
か
ぬ
筈

は
な
く
、

こ
れ
を
荷
續
け
て
薫
大
將
の
死
を
待

つ
如
き
迂
愚

　

な

る
こ
と
が
出
來
ぬ

こ
と
は
豫
め
承
知
し
て
ゐ
た
と
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に

こ
わ
は
杢
く
故
意

に
仕
組

ん
だ
技

巧
で
あ

つ
て
、
こ
わ
に
よ

つ
て
源
語

　

が
丈
・字
通
り
生
活
表

現
の
藝
術
と
な
り
、
無
限
界
的
に
終
結
す

る
こ
と
に
よ

つ
て
、
我
藝
術

の

一
大
特
色
た

る
、
「
=餘
韻
嫋

々
」
の
效
果
を
舉

げ
て
ゐ
る
の
で
あ

　

る
。
(「
臼
本
藝
術
樣
式
の
研
究
」
六
九
〇
頁
ー

六
九
三
丗貝
)

　

宇

治

十

帖

發

生

の
原

因

に
就

い
て

は

、

私

は
別

に
論

が

あ

つ

て
、

右

の
意

見

に
俄

か

に
贊

同

し

難

い

の
で

あ

る
が

、
斷

片

性

の
技

巧

を

偏

愛

す

る

が

た

め

に

、

筋

の
統

一
を
故

意

に
輕

硯

す

る
傾

向

が

あ

る

日
本

文

藝

の
特

質

が
源

氏

に

も

つ
よ
く

現

れ

て

ゐ

る

こ

と

と

、
源

氏

物
語

が

t

人

公

の
生

涯

の
生

活

表

現

を

以

て

重
大

な
創

作

大

綱

と

し

て
ゐ

る

と

い

ふ
論

に

は
同

感

で

あ

る

。

村

岡

典

嗣

氏

が

「
元

來

唯

美

主
義

は

一
つ
な
が
ら
、
枕
草
子
が
美
を
形
相
に
於
い
て
觀
た
の
に
對
し
て
、
源
語
は
美
を
展
開
に
於
い
て
描
い
た
。」

(「
源
氏
物
語
の
現
代
的
價
値
」i

「
文
學
」
昭
和
+
年
三
月
號
)
と
言
は
れ
た
の
も
こ
ゝ
に
結
び
つ
け
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
又
源
氏
物
語
が
文
學
形
態

の
上
か
ら
み
て
、

詩

歌
形
態
と
小
論
形
.態
と
の
中
間
形
態
で
あ
る
と
い
は
れ
る
こ
と
(久
松
潜

一
氏
「
源
氏
物
語
女
性
考
序
」)
、

こ
れ
を
構
想

の
上
に
う
つ
し
て
も
い

へ
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
恰
も
勅
撰
和
歌
集
が
種

々
の
部
立
を
も
ち
、

同
じ
部
立
の
も
と
に
ち
が
つ
た
作
者

の
歌
を
集
め
て
ゐ
る
の
と
同
じ

く
、
源
氏
は
多
く
の
短
篇
の
集
合
を

一
つ
の
情
緒
的
な
も
の
で
統

一
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
生
活
表
現

の
文
學
で
あ
る
こ
と
を
裏
書
す
る
著
し
い
事
實
と
し
て
、

作
中
に
多
く
の
入
の
死
を
描
い
て
ゐ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な

ら

な
い
。　
死
は
人
聞

一
生
の
終
結
で
あ
る
。
事
件
の
解
決
で
は
な
く
と
も
、
少
く
と
も
事
件
の
終
結
ず
は
あ
り
得

る
。
こ
れ
は
源
氏
自
身

の

　
　
　

権
…想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七
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構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
八

死
と
共
に
併
せ
考
ふ
ぺ
き
問
題
で
あ
る
。
從

つ
て
、
死
の
種

々
相
に
よ
つ
て
作
中
人
物
の
重
さ
、

延
い
て
は
登
揚
人
物
の
退
去
形
式
を
推
し

は
か
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

　
源
氏
物
語
が
編
年
體
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
既
に
人
も
言
は
れ
て
ゐ
る
し
、

こ
れ
を
賞
代
の
日
記
文
學
に
比
較

し
、
物
語
觀
が
非
現
實
的

な
も

の
に
反
對
す
る
立
揚
を
と
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ

て
、
源
氏
物
語

の
中
に
日
記
的
の
要
素
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
源
氏
物
語

が
冗
漫
な
作
品
で
あ
る
と
い
ふ
批
評
を
受
け
る
反
面
に
は
、　

一
貫
し
た

ス
ト
ー
リ
ー
の
な
い
日
記
と
如
何

に
近
し

い
も
の
で
あ
る
か
ゞ
晤
示

さ
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。」
(今
井
卓
爾
氏
著
「平
安
朝
日
記
の
研
究
」七
四
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
思
ひ
合
は
せ
て
、
人
聞
生
活
の
經
過
的
構
成

の
意
圃
の
彊
か
つ
た
こ
と
が
弧
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
岡
崎
義
惠
氏
の
興
味
あ
る
源
氏
の
道
心
論

(「
源
氏
物
語
研
究
」1

光
源
氏
の
道
心
に
つ
い

て
ー

「
日
本
丈
學
講
座
翫
物
語
小
説
篇
上
」)
も
、
や
は
り
そ
の
生
涯
論
的
觀
黜
に
於
て
眺
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
道
念

の
具
現
は
や
が
て
人
物
退
揚
の

結
果
と
な
る
こ
と
は
既
に
逑
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

源
氏
物
語
が
生
涯
論
的
構
成
に
立
つ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
當
然
次
の
如
き
こ
と
が
言
は
れ

る
と
思
ふ
。

　

　

　

一
各
短
篇
が

一
つ
の
事
件
を
中
心
と
し
て
描
か
れ
、
各
短
篇
聞
に
必
す
し
も
有
機
的
連
絡
が
無
く
て
も
や
む
を
得

な
い
。時

の
推
移
に
よ
つ

　

(

　

て
つ
な
が
つ
て
行
く
人
聞
の
生
涯

に
於
て
、

單

に
事
件
と
い
ふ
點
よ
り
す
れ
ば
、
連
繋
を
も
た
ぬ

一
年
や
二
年

の
存
す
る
こ
と
は
雷
然
で

　

あ
る
。
源
氏
物
語
第
二
期
の
中
か
ら
、
我
々
は
全
體
性
を
傷
け
る
こ
と
な
し
に

一
帖
や
二
帖
は
省
略
し
得
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
が
現

　

實
的
で
あ
る
點
と
も
言

へ
る
の
で
あ
る
。

　

　

　

二
宇
治
十
帖

の
發
生
に
就

い
て
は
次

の
如
く
考

へ
ら
れ

る
。

　

(

　

①
對
偶
意
識
か
ら

嵐
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京
都
に
對
す
る
宇
治
。

　
親

の
話
に
對
す
る
子
の
話
。

　
短
篇
集
に
對
し
て
纏

つ
た
長
篇
。

　
集
合
的
構
成
よ
り
有
機
的
構
成

へ
。

　
華
・や
か
さ
に
對
し
て
淋
し
さ
。

　
思
ひ
の
ま

ゝ
な
る
主
、人
公
に
對
し
て
思
ひ
の
ま
ゝ
に
な
ら
ぬ
主
、人
公
。

　
前
味
と
後
味
。

②
,右

の
う
ち
正
篇
が
源
氏

の

一
生
で
あ
る
に
對
し
て
、

績
篇
が
そ
の
子
を
主
人
公
に
し
て
ゐ
る
事
實
は
、
生
涯
的
小
説
、
生
活
表
現
の
小

　
詮
の

一
傾
向
と
し
て
注
意
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。

㈲
更

に
、
正
篇
が
短
篇
の
集
合
で
あ
る
に
對
し
て
、
續
篇
に
於
て
は
、

こ
れ
を
純
粹
に
ま
と
ま
つ
た

「
つ
の
有
機
的
構
成
を
も
つ
た
世
界

　
と
し
て
、
單
に
情
調
の
統

一
に
於
て
ば
か
り
で
な
く
、

筋

の
上
に
も
全
體
的
な
も
の
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
式
部
の
創

　
作
意
識

の
生
長
で
あ
り
、

發
展
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
意
味
よ
り
す
れ

ば
、
村
岡
氏
が
「
日
本
文
化
史
概
論
」
で

　
中
古
文
化
の
末
期
的
傾
向
が
源
氏
物
語

の
中
に
す
で
に
は
や
く
も
看
取
さ
れ

る
と
な
し
、

宇
治
十
帖
を
正
篇

と
比
較
し
て
考

へ
て
、「
そ

　

の
加
は
り
來
る

一
暦

の
哀
調
と
、
榮
華

や
戀
愛
の
享
樂
に
對
す
る
否
定
的
傾
向
と
は
、

ま
さ
し
く
作
者
が
時
代
に
先
立
つ
て
.
時
代
文

　
化

の
麟
趨
を
感
得
し
た
も
の
の
如
き
感
あ
ら
し
め
る
。
」
と
言
つ
て
を
ら
れ
る
の
は
、
考
慮
を
加

へ
て
受
け
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　三
「何
方

に
よ
り
は
つ
と
も
な
く
て
、
は
て
は
て
は
怪
し
き
事
ど
も
に
な
り

て
、
明
し
給
ひ
つ
。」
と
い
ふ
の
は
雨
夜
の
品
定

の
結
末
で
あ
る

(　
　

構
想
よ
り
槻
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
…性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
三
九
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構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　へ

　
が
、
こ
れ
は
恰
も
源
氏
全
篇

の
結
末
を
語
る
語
で
は
あ
る
ま
い
か
。
幻
の
卷
を
以
て
正
篇
を
む
す
び
、
夢
浮
橋

の
卷
を
以
て
續
篇
を
む
す

　
ん
だ
の
は
、
こ
れ
ま
た
人
開
生
涯

の
總
收
と
は
見
ら
れ
ま
い
か
。

　
　

　
四
作
者
は

一
つ
の
主
題
に
對
し
て
時

々
こ
れ
を
四
季
に
亙
つ
て
叙
逋
す
る
法
を
用
ひ
る
。　
こ
れ
は
古
今
集

の
部

立
に
負
ふ
所
が
多
い
と
す

　
(

　

る
見
方
も
あ
る
が
、
か
う

い
ふ
意
岡
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
點
に
注
意
を
拂

ふ
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
圃
の
最
も
よ
く
現
れ
て
ゐ
る
の

　
は
、
玉
鬘
を
中
心
と
す
る
部
分

の
中
に
、
初
晋
・胡
蝶
(春
)
、
螢
・常
夏
(夏
)
、
篝
火
・野
分
(秋
)
の
如
き
卷
の
排
列
が
あ
る
。
こ
ゝ
に
冬
が

　
缺
け
て
ゐ
る
の
は
、

槿

の
卷
と
の
重
複
を
遜
け
た
も
の
で
、
四
季

の
推
移
に
よ
る
叙
事

の
進
行
法
で
あ
る
。
又
、
幻
の
卷

に
於
け
る
紫
上

　
亡
き
あ
と
の
源
氏
の
深
い
悲
嘆

の
情
を
四
季
折

々
の
う
つ
り
變
り
を
背
景
と
し
て
書

い
た
如
き
、

景
情

の
緊
密
な
る
融
化
と
相
俟

つ
て
巧

　
な
手
法
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
こ
と
に
こ
の
源
氏

一
年

の
悲
嘆
を
以
て
そ
の
生
涯
を
終
ら
せ
た
の
は
、
含
蓄
・
徐
情
・
ひ
Ψ
き
の
上
か
ら
言

　

つ
て
も
こ
の
物
語
に
ふ
さ
は
し
い
結
末
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

源
氏
に
と
つ
て
こ
れ
以
上
の
迫
つ
た

一
年

が
あ
り
得
よ
う
か
。

　
右

の
如
き
主
人
公

の
生
涯
に
よ
る
事
件
の
進
行
を
構
成
の
原
理
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、

作
者

の
寫
實
的
態
度
と
密
接
な
關
係
を
も
つ
た
も

の
で
あ
つ
て
、
特
殊
な
る
人
生
の
相
を
寫
す
こ
と
に
依
つ
て
、

其
處
に
暗
示
さ
れ
、
代
表
さ
れ
、
縮
寫
さ
れ
て
ゐ

る
人
生
の
眞
實
を
啓
示
し

て
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

躑
ち
、
或

る
特
定
な
る
人
聞
の
生
活
相
が
、
人
生
そ
の
も

の
の
意
味
を
眞
實
と
し
て
示
す
た
め
に
は
、
そ
こ
に

因
果
の
理
法
と
運
命
の
不
思
議
と
を
件
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。

入
生
は

一
面
に
於
て
可
能
の
世
界
で
あ
る
と
共
に
、

一
面

に
は
可
能
を
超
越
し
た
る
不
思
議
な
る
世
界
で
あ
る
。

可
能
の
世
界
は
道
徳

の
世
界
に
つ
な
が
り
、
可
能
な
ら
ざ

る
世
界
は
遐
命
に
つ
な
が

る
の
で
あ
る
。

も
し
源
氏
物
語

に
於
て
、
内
面
に
道
徳
律

の
大
法
が
嚴
と
し
て
存
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
因
果
の
理
法
に
連
繋
す
る
も

の
で

あ
り
、
宿
命
觀
が
根
強
く
底
に
横
た
は
つ
て
ゐ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
運
命

の
不
可
思
議
の
上
に
於
て
で
あ
る
。
若

し
こ
れ
に
所
謂
物
の
哀
れ



觀
を
織
り
込
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
二
つ
の
方
面
を
調
和
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
眺
め
る
態
度
と
し
て
で
あ
る
。
久
松
氏
は

「、源
氏
物
語
女

性
考
」
(關
み
さ
を
氏
著
)
の
序
文
に
於
て
、
「作
者
が
源
氏
物
語

に
於
て
現
し
て
ゐ
る
生
活
理
想
・藝
術
理
想
・
教
育
觀

・
女
性
觀

の
基
調
を
な

す
も

の
は
調
和
を
求
め
る
精
紳
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
。

式
部
に
於
て
は

一
切
が
調
和
す
る
所
に
美
が
あ
り
理
想

が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。」

と
言

つ
て
を
ら
れ
る
。
こ
れ
は
正
し
い
見
解
と
思
ふ
。

且
つ
、
「
こ
の
調
和
を
求
め
る
精
神
は
式
部
に
と
つ
て
は
生
活
理
想
で
あ
り
、藝
術
理

想
で
あ
つ
た
と
と
も
に
、
道
徳
で
も
あ
り
宗
教
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
調
和
を
よ
き
と
い
ひ
菩
提
と
も
た
と

へ
て
居
り
、
然
ら
ざ

る

も
の
を
あ
し
き
と
い
ひ
煩
惱
と
も
た
と

へ
て
居
る
。
源
氏
物
語
を
單
に
宗
教
的
に
の
み
と
く
考

へ
、
勸
善
懲
悪
的
に
の
み
と
く
考

へ
は
當
ら
な

い
が

、
し
か
し
源
氏
物
語
の
巾
に
は
藝
術
と
し
て
の
美

の
追
求
が
あ
る
と
と
も
に
、

同
時
に
道
徳
を
求
め
宗
教
を
求

め
る
心
が
あ
つ
た
と
私

は
見
た
い
。

源
氏
物
語
も
人
生
の
表
現
で
あ
る
以
上
、
素
材
と
し
て
は
道
徳
と

一
致
し
な

い
事
柄
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
素
材
を

扱
ふ
態
度
に
於
て
道
徳
と

}
致
す
る
。

む
し
ろ
高
き
道
徳

へ
の
精
紳
を
見

る
の
で
あ
る
。
　
　
　

式
部
は
彼
女
自
ら

の
感
情
と
理
性
と
を
常

に
調
和
す
る
こ
と
に
努
め
て
ゐ
た
。
そ
の
點
を
彼
女
自
ら
の
生
活
理
想
と
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
源
氏
物
語

に
於
て
の
人
物
描
寫
に

於
て
も
現
れ
た
の
で
あ
る
。

理
性
と
感
情
と
め
調
和
、
形
式
と
内
容
と
の
調
和
、
自
然
と
人
生
と
の
調
和
、
寫
實
と
理
想
と
の
調
和
、
叙
事

と
抒

情
と
の
調
和
、
詩
と
小
論
と
の
調
和
、
藝
術
と
道
徳
と
宗
教
と
の
調
和
、　
こ
れ
が
源
氏
物
語

の
基
調
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
れ
は
平
安

時
代

の
藝
術
理
想
で
あ
り
、
生
活
理
想
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
本
民
族
精
神

の
重
要
な
特
質

の

一
つ
で
あ
ら
う
。

傳
統
的
精
紳
と
外
來
文
化

と
を
調
和
統

一
せ
し
め
て
新
し
い
文
化
を
創
造
せ
し
め
て
來
た
の
が
日
本
的
な
る
も

の
の
特
質

で
あ
る
。

源
氏
物
語

は
こ
の
點
に
於
て
日
本

的
な

る
も
の
を
基
調
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

こ
の
源
氏
物
語
の
基
調
と
な
る
も
の
を
本
居
宣
長
は

「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
ふ
詞
に
よ

つ

て
現
し
て
居

る
。

「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
形
式
と
内
容
と
の
調
和
、
理
想
と
感
情
と
の
調
和
、
自
然
と
文
化
と
の
調
和
を
求
め
て
や
ま
ぬ
精
神

　
　
　

構
想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
丈
學
性
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構
想
よ
り
觀
た
る
源
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學
性
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で
あ
る
點
に
於
て
、
以
上
の
や
う
な
源
氏
物
語

の
本
質
を

「
も

の
の
あ
は
れ
」
と
言
つ
た
の
は
至
當
で
あ
る
.

唐日一長

は
「
も
の
の
あ
は
朮
」
を

説
く

こ
と
に
よ
つ
て
源
氏
物
語
の
藝
術
と
し
て
の
本
質
を

一
鷹
中
世
の
宗
…教
や
近
世
の
道
徳
か
ら
離
し
た
と
と
も
に
、

よ
b
高
き
意
味
に
於

て
文
學
を
道
徳
や
宗
教
と
調
和
し
統

一
せ
し
め
た
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

宣
長
の
學
問
に
於
て

「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
棘
な
が

ら
の
道
、

部
ち
古
事
記
と
源
氏
物
語
と
が
矛
盾
な
き
體
系
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
居
る
の
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ

る
。L
(同
上
)
と
い
ふ
論

に
於
け
る
調
和
論

、
も
と
よ
り
大

い
に
聞
く
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、

た
ゞ
物
の
哀
れ
を
以
て
調
和
と
の
み
論
か
れ
る

の
で
あ
る
な
ら
ば
私
は

服
し
か
ね
る
。
物

の
哀
れ
は
調
和
の
中
に
見
出
さ
れ
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
調
和
し
能
は
ざ
る
も
の
の
中
に
こ
そ
發
見

せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

調
和
を
欲
し
つ
ゝ
、
途
に
調
和
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
物
事
を
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
、

そ
れ
は
物

の
哀
れ
の
立
揚
に
立
つ
て
物
事
を

見
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

叶
は
ぬ
戀

の
中
、
早
く
世
を
去

つ
て
行
つ
た
入
の
中
に
、
自
分
の
意
志
に
從
は
ぬ
人
の
中
に
、
思

ふ
ま

ゝ
な
る
世
界
の
中
に
思
ふ
ま

ゝ
に
な
ら
ぬ
世
界
を
發
見
す
る
時
に
、
源
氏
は
し
み
じ
み
と
物

の
哀
れ
を
痛
感
す

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

源
氏
物
語
は
、

物
語
の
世
界
に
於
け
る
因
果
關
係

の
均
衡
は
と
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
が
、
途
に
求
め
ら
れ
ざ
る
も
の
を
永
遠
の
課
題
と
し
て

現
實

の
中
に
發
見
す

る
こ
と
に
於
て
、
物

の
哀
れ
を
に
じ
み
出
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

亡
き
母
更
衣
を
追
慕
し
て
多
く
の
女
性
を
求
め
る

と
い
ふ
見
方
も
、
こ
の
課
題
と
し
て
の
み
意
味

が
あ

る
。

可
能
と
不
可
能
、
道
徳
と
宿
命
、
現
實
と
遞
世
、
意
志
と
感
情
、
理
知
と
感
性
、

そ
こ
に
相
刺
す
る
人
生
の
焦
慮

・
焦
躁
の
中
に
、
現
實
性
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
が
作
者
式
部

の
創
作
意
圃
で
は
あ
る
ま
い
か
。

源

氏
は
杢
て
を
得
た
る
が
如
く
に
し
て
杢
て
を
得
す
、

薫
も
亦
悟
逹

の
中
に
し
て
な
ほ
失
ふ
も
の
を
發
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
た

め
で
あ
る
。

さ
れ
ば
こ
そ
源
氏
物
語
は

一
つ
の
人
生
小
説
た
る
價
値
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
物

の
哀
れ
は
作
者
式
部
の
、
否
、
平

安
朝
時
代

の
通
じ
て
も
つ
た
大
き
な
美
的
槻
照

の
犬
度

で
あ

つ
た

こ

と

を
信
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
絶
え
す
悲
哀

の
原
意
に
於
て
生
き
か



へ
ら
せ
よ
う
と
欲
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
す
る
も
の
で
あ
る
。

(物
語
中

の
「
は
か
な
し
」
と
い
ふ
語
の
用
法
な
ど
實

に
微
妙
な
も

の
が
あ
る
。
)

　

然
る
に
、
こ
の
悲
哀
の
原
意
に
か

へ
る
事
を
以
て
、

帥
ち
、
　
「
途
げ
ら
れ
ざ
る
所
に
、
理
想

へ
の
思
慕
を
張
く
意
識
し
、
寧
ろ
途
ぐ
る
よ

り
も
、
途
げ
ら
れ
す
し
て
歎
く
心
的
歌
態
を
享
樂
し
て
ゐ
る
」
状
態
を
以
て
、
病
め
る
不
健
康
な
る
理
性
と
な
し
、　
こ
れ
を
以
て
戀
愛

の
技

巧
、
腐
敗
せ
る
感
情
と
な
す
詭

(岩
永
胖
氏
著
「
日
本
文
學
の
方
法
論
」)
も
あ
る
。

何
が
故
に
か
ゝ
る
美
的
觀
照
の
態
度
が
李
安
時
代

の
文
學
作

品

の
中
に
流
れ
た
か
と
い
ふ
こ
と
と
、
そ
の
美
的
親
照

の
本
質
が
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
と
は
分
け
て
考
ふ
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

源
氏
物

語

が
如
何
な
る
文
學
的
理
念
の
下
に
、
如
何
な
る
構
造
意
識
を
以
て
創
作
せ
ら
れ
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
、文
學
作
品

の
賞
體
限
り
に
於
て

一
應

決
算
の
つ
く
問
題

で
あ
る
。
文
學
作
品
の
中
に
耽
會
的

一
面
性

の
み
を
見
よ
う
と
す
る
態
度
は
純
粹
性
を
缺
い
て
ゐ
る
と
は
言
は
れ
.ま
い
か
。

　

こ
の
就
會
的

一
面
性
の
側
よ
り
源
氏
物
語
を
光
源
氏
の
生
涯
記
と
す
る
の
に
斷
乎
と
し
て
反
對
す
る
も
の
は
、

前
述

の
岩
永
胖
氏
の

「
日

本
文
學
の
方
法
論
」
中
の

「源
氏
物
語

の
方
法
と
そ
の
祉
會
的

一
面
性
」
な
る
章
で
あ
る
。

氏
は
光
源
氏
が
多
く

の
女
性
群
を
巡
禮
す
る
の

は
、
母
性
の
俤
を
ば
戀
愛
對
象
と
し
て
の
女
性

の
中

に
見
出
さ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
と
し
、

し
か
も
光
源
氏
が
途
に
そ
の
〔
的
を
達
し
得

す

、
徒
ら
に
釜
な
き
女
性
彷
律

の
努
力
を
つ
ビ
け
る
の
は
、
「
藤
原
氏
内
部

の
矛
盾
ー
i
帥
ち
、
か
の
隈
り
な
き
漁

色
の
世
界
ー

を
ば
、
一

の
諦
の
う
ち
に
、
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
意
鬮
」
を
作
者
が
も
つ
に
よ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
次
の
如
く
言

つ
て
ゐ
る
。

　

作
者

に
あ

つ
て
は
、
彼
岸

は
、
光
源
氏
を

し

て

そ

の
思
慕

の
拮
を
途
げ
さ
せ
る

こ
と
で
な
く
し
て
、
か

ゝ
る
女
性
群
を
彷
狸
す

る
不
合
理
挫
ー

-そ

の
こ
と

　

を
、
慨
性
思
慕

へ
の
歸
結

に
よ

つ
て
、
女
性

へ
の
蓮
命
的

な
、
不
可
避
的

な
不
幸
と
し
て
諦

め
よ
う
と
す

る
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
(
同
書

二
六

一
頁
)

　

か
く

論

じ

て
氏

は

、

紫

式

部

は
總

て

の
男

性

と
女

性

と

の
交

渉

を

、

男
性

が

そ

の
骨

性

を

慕

ふ

心

か
ら

も

た

ら

さ
れ

る

も

の
で

あ

る

と

信
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四
四

じ
、
ま
た
子
耋

す
る
親
心
が
鷲

久
遠
の
女
性
を
求
む
る
心
か
ら
來
る
も
の

と
し
、
「
母
性
崇
拜
轟

学

親
心
」
の
芫

論
暴

式
部
の

世
界
觀
と
す
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
こ
の
蝶

觀
を
物
語
蠖

(藤
原
氏
答

の
一
面
的
把
握
)
紜

み
入
れ
る
に
當
つ

て
は
・
方
法
と
し

て
、
神
秘
的
因
果
論
に
根
據
孟

い
た
と
す
る
奠

、あ
つ
て
、

こ
れ
を
以
て
禁

氏
の
不
合
響

合
理
化
す

る

一
作
用
で
あ
る
爵

す
る
の

で
あ
る
。
か
う
い
竟

方
は
、
や
が
て
物
の
哀
れ
に
對
し
て
も
、
禁

爨

華
の
讃
歌
の
聲
で
あ
る

と
か
・
矛
盾
羨

。
理
化
す
る
作
用
の
中

に
設
定
さ
れ
た
形
而
上
的
な
本
質
で
あ
る
と
か
い
ふ
の
で
あ
る
。

私
は
、
創
作
意
識
、
ひ
い
て
は
文
學
作
・㎜
の
特
性
を
、
肚
會
的
觀
點
、

そ
れ
も
吉

し
て
階
懇

識

の
み

よ
り
觀
よ
う
と
す
る
態
疼

は

少
か
ら
嶷

問
を
も
つ
て
ゐ
る
.

答

的

の
觀
念
形
態
妄

學
的
理
念
と
は
深
箱

關

々
係
を
も

つ
て
は
ゐ
よ
う
が
・
前
者
が
薯

窺

定

し
制
約
す
る
唯

}
の
も
の
だ
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
。

創
作
家

の
董

的
理
念
窺

定
す
る
も
の
は
、
勿
論
、
主
と
し
て
そ
の
簑

の
生
活
を
?

む
生
蘰

境
・

即
ち
時
代
飜

で
あ
ら
う
と

慧

ふ
が
、
併
し
、
時
代
精
爨

け
で
は
規
定
し
切
れ
な
い
、
内
的
生
命
の
握

慾
望
と
い
ふ

も

の
を
・

創
作
家
は
そ
の
個
性
の
中
に
も
つ

て
ゐ
る
こ
き

乞
忘
れ

て
は
な
る
ま

い
恵

ふ
。

こ
れ
あ
る
が
た
め
に
、
作
品
は
作
品
と
し
て
の
永
遠
性
を
人
生
暗

一尓
●
人
生
鰲

の
中
縫

得
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

私
は
、
作
者
式
部
は
禁

氏

の
時
代
嬉

き
て
ゐ
な
が
ら
・
そ
の
觀

照
を
通
し
て
人
生
の
内
面

的
意
義
を
把
握
し
て
ゐ
た
と
信
す
る
の
で
あ
る
.

を

信
す
る
が
故
に
、
私
は
源
氏
物
禁

;

の
人
生
藝
術

で
あ
り
・
そ
れ
が
饗

に
於

て
も
生
涯
論
的
立
場
を
持
し
て
ゐ
た
と
見

る
の
で
あ
る
。

七



最
後

に
、
次
の
數
項
を
以
て
結
び
に
代

へ
て
置
か
う
。

」
,全
體

の
筋
の
上
か
ら
い
ふ
と
、緊
密
な
有
機
的
統

一
が
必
す
し
も
保
た
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
構
成
原
理
を
事
件
の
外
的
論
理
に

(お
か
す
に
、
事
件
に
依
つ
て
動
く
入
間
の
内
面
心
理
に
お
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
從
つ
て
物
の
哀
れ
の
精
寫
に
は
、
極
め
て
緻
密
な
る
論
理

的
計
算
を
行

つ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

つ
物

の
哀
れ
の
精
寫
を
念
と
し
て
物
語
を
構
成
し
て
ゐ
な
が
ら
、因
果
の
糸

の
巧
み
な
る
伸
縮
に

一
篇

の
趣
向
を
凝
ら
し
た
の
は
、
時
代

の

(反
映
と
見
る
よ
り
は
、
作
者
の
人
生
批
判

の
意
識
の
現
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

人
生
批
判
の
標
準
は
時
代
性
と
個

人
性
と
の
交
は
つ
た

點
に
於
け
る
觀
照
力
に
立
つ
て
ゐ
る
。

ヨ
寫
實
主
義
的
構
成
に
立
ち
な
が
ら
、な
ほ
理
想
主
義
的
傾
向

の
看
取
さ
れ
る
と
言
は
れ
る
の
は
、
現
實
觀
照
の
立
揚

が
、

作
者
の
人
生
認

(識
力

の
張
さ
に
駆
倒
さ
れ
さ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

入
生
認
識
の
力
が
張

い
と
い
ふ
こ
と
は
、
觀
照
力
の
純
粹

を
殺
ぐ
と
い
ふ
こ
と

で
は
な

い
。

入
生
、熱
愛

の
度
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
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　四
素

材
に
戀
愛
や
權
勢
や
宗
教
な
ど
を
用
ひ
た
こ
と
は
、

作
者
が
時
代
に
動
か
さ
れ
た
り
、
時
代
に
お
も
ね
つ
た
り
し
た
こ
と
で
は
な
く

(て
、
時
代
の
感
覺

に
生
き
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

鋤
多
く
の
歴
史
的
事
實

に
準
據
を
も
つ
て
ゐ
る
と
言
は
れ
る
の
は
、
作
者
の
創
作
力
の
貧
翡
に
歸
す
べ
き
も

の
で
は
な
く
て
、偉
大
な
る
吸

(牧
力
と
淌
化
力
と
を
示
し
て
ゐ
る
と
見

る
べ
き
も
の
で
、

む
し
ろ
そ
の
體
驗
慾

の
旺
盛
に
驚
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
從

つ
て
、
研
究
と
し

て
、
そ
の
近
似
性
の
比
較
穿
鑿
は
文
學
性
探
究
の
意
味
が
薄

い
。

　六
多
く
の
先
蹤
文
學
を
集
大
成
し
て
ゐ
る
所
に
、文
學
自
.體

の
自
律
的
展
開

と
、
作
者

の
綜
合
統

一
力

の
偉
大
さ
を
認
め
る
事
が
出
來
る
。

(　
　
　
櫞
…想
よ
り
觀
た
る
源
氏
物
語
の
交
學
性
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　七
情
趣
世
界
の
描
出
に
多
く
の
談
理
を
交

へ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
つ
た
所
に
、

作
者
の
人
生
觀
世
界
觀
に
あ
る
思
想
的
統

一
を
求
め
て
ゐ

(た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、物
語
…構
成
に
於
け
る
情
趣
と
思
想

の
統

}
に
は
、
な
ほ
未
だ
缺
け
る
所
が
無
か
つ
た
と
は
い
へ
な
い
。
こ

れ
は
當
時

の
女
子
と
談
理
の
瓧
會
的
關
係
か
ら
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

　八
物

の
哀
れ
自
身
は
廣
い
人
生
觀
照
の
八
度
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
適
用
す
る
世
界
と
し
て
描
か
れ
た
舞
襃

が
局
限
せ
ら
れ

て
ゐ

(る
の
は
、作
者

の
硯
野
が
狹

小
で
あ
つ
た
と
見

る
よ
り
は
、
觀
照
の
對
象
に
選
擇
が
加

へ
ら
れ
、
そ
の
観
照
性
の
純
粹

を
保
た
う
と
し
た
も

の
で
あ
つ
た
と
見
た
い
。

　九
體
驗
世
界
の
廣

い
、
何
を
し
て
も
許
さ
れ
さ
う
な
、理
想
的
特
殊
的
な
主
人
公
を
用

ひ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
所

に
、
入
生
全
圓

へ
の

(暗
示

と
象
徴
と
を
念
と
し
て
ゐ
た
こ
と
と
、

文
學

の
價
、値
が
素
材
で
決
定
す
る
も
の
で
な
く
、
素
材
を
如
何
に
見
る
か
に
依
つ
て
決
定
す

る
も

の
で
あ
る
か
を
作
者
が
認
識
し
て
ゐ
た
こ
と
と
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　一〇構
想
上

の
缺
陥
不
備
と
見
ら
れ
る
べ
き
多
く
の
點
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
、

む
し
ろ
こ
の
作
が
現
實
的
な
人
生
藝

術
で
あ
る
と
見
ら
れ

(る
點
が
多
く
あ
る
樣
に
思
は
れ
る
。
主
.入
公
の
生
涯
に
依

つ
て
作
を
進
展
さ
せ
た
り
.終
結
に
ま
と
ま
り
ら
し
い
も
の
を
持
つ
て
ゐ
な
か
つ

た
り
す
る
所
に
、
こ
の
物
語
ら
し
い
相
貌
が
あ
る
と
見

る
べ
き
で
あ
る
と
思

ふ
。

而
し
て
、
こ
の
現
實
的
人
生
藝
術
は
、
作
者
が
觀
念
論

的
に
頭
か
ら
割
り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、

生
活
體
驗
か
ら
得
來
つ
た
人
生
實
則
に
依

つ
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。

　一
一物
語
が
何
か
を
教

へ
、何
か
を
喩
す
か
の
樣
な
仕
組
を
も

つ
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
の
は
、
人
聞
生
活

の
眞
意
が
そ

の
種
々
相
を
展
開
し

(て
ゐ
る
た
め
で
、
つ
ま
り
作
者
の
觀
照
の
鏡

の
曇
り
な
き
に
依

る
と
見

る
べ
き
も
の
で
、

作
者

の
制
作
動
機

の
巾
に
勸
懲
精
紳
が
あ
つ
た

か
ら

で
は
な
い
。

「
す
べ
て
あ
り
と
あ
る
事
を
ひ
ろ
く
か
け
る
な
れ

ば
、
其
中
に
は
、　
お
の
つ
か
ら
さ
る
こ
と
も
あ

る
べ
き
こ
と
わ
り
な



り

。」
と
い
ふ
宣
長
の
「
玉
の
小
櫛
」
の
説

で
つ
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

ラ
ノ源

氏
物
語
は
聲
を
あ
げ
て
讀
吟
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
使
は
れ
て
ゐ
る
言
語
自
身
が

一
種

の
膏
樂
的
效
果
を
も
た
ら
し
て
呉
れ
る
。　
こ

の
言
語
の
リ
ズ
ム
の
中
に
感
得
さ
れ
る
文
學
性
が
、
こ
の
物
語
全
體
の
文
學
性
を
象
徴
と
し
て
ゐ
る
と
言
つ
て
も
よ

い
。事
件
の
情
趣
化
、

意

味
の
情
緒
化
、
合
理
の
非
合
理
化
、
人
生
の
意
味
が
す

べ
て
詭
明
の
世
界
を
通
り
ぬ
け
て
、

美
的
情
緒

の
中

に
昇
華
き

れ
つ
く
し
て
ゐ

る
。
こ
の
點
で
は
音
樂
的
小
諡
と
い
つ
て
よ
い
。

從
つ
て
源
氏
の
劇
化
は
普
通
の
劇

に
す
る
よ
り
も
樂
劇
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　三
源
氏
物
語
は
女
子
が
書

い
た
も
の
で
あ
る
上
に
、
男
子
に
向

つ
て
よ
り
も
女
子
を
對
象
と
し
て
書

い
た
も

の
で
あ
る
と
い
ふ
點
に
、女
性

文
學
と
し
て
の
特
色
を
觀
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
文
學
作
品

の
性
別
的
色
彩
が
こ
れ
程
明
瞭
な
も
の
は
國
文
學
史
上
他

に
類
例
が
あ
る
ま
い
。

私
は
源
氏
物
語
の
中
で
は
御
法

の
卷
と
幻
の
卷
と
を
愛
す
る
。　
そ
れ
は
勿
論
最
も
源
氏
物
語
ら
し
い
筆
致
で
書

か
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

(る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

構
想
上
、
筋
な
き
物
語

の
終
結
と
し
て
、

一
大
樂
劇
の
幕
の
下
げ
方

の
趣
深
さ
の
た
め
か
ら
で
も
あ
る
。

本
稿

は
昨
年

十

一
月
二
十
四
日
、
京
大
文
學
部

創
立
三
十
週
年
記
念
國
文
學
會
講
演
會
に
於
け

る
講
演

の
要
項
で
あ
る
。
舊
稿
を
本
誌
に
羯
載
す

る
こ
と
は

望

ま
な

い
所

で
も
あ
り
、
恥
か
し
く
も
思

ふ
の
で
あ
る
が
、
近
時

身
邊
忽
忙
と
し
て
時
意

の
ま
丶
な
ら
ず
、
新

し
く
稿

を
起

し
得
な

か
つ
た
。
敢

へ
て
寛
恕

を
請

ふ
次
第
で
あ
る
。
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