
1 光源氏の物語における舜譚利用

光
源
氏
と
弘
徽
殿
女
御
の
関
係
に
お
け
る
物
語
は
、
中
国
・
イ
ン
ド
伝
来
の

継
息
子
譚
の
利
用
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
継
息
子
譚
の
一
つ
で
あ
る

舜
譚
と
の
展
開
比
較
を
通
し
、
孝
思
想
と
の
関
わ
り
か
ら
、
物
語
の
利
用
方
法

を
考
察
す
る
。

弘
徽
殿
女
御
に
よ
る
圧
力
で
、
光
源
氏
は
都
か
ら
自
主
的
に
退
居
す
る
が
、

異
常
気
象
と
病
に
よ
り
弘
徽
殿
女
御
・
朱
雀
帝
は
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
光
源

氏
帰
京
後
、
二
人
の
病
は
回
復
し
、
光
源
氏
は
弘
徽
殿
女
御
側
を
支
援
し
、
後

に
准
太
政
天
皇
へ
至
る
。
こ
の
物
語
展
開
は
、
舜
譚
（
継
母
の
殺
害
計
画
を
受

け
舜
は
家
を
出
る
が
、
後
に
旱
と
病
に
苦
し
む
一
家
と
再
会
し
、
一
家
を
支
援

し
病
も
治
し
、
後
に
舜
は
天
子
へ
至
る
）
の
展
開
と
重
な
り
合
う
。

舜
譚
は
孝
子
譚
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
孝
思
想
が
あ
る
。
中
国
に
お
い
て

孝
は
国
家
統
一
理
念
で
あ
り
、
孝
子
は
王
に
近
い
人
間
で
あ
る
と
説
か
れ
、
孝

に
よ
る
治
世
を
実
現
し
た
人
物
は
明
王
と
し
て
尊
ば
れ
た
。
紫
式
部
は
孝
思
想

を
享
受
し
、
光
源
氏
の
王
と
し
て
の
素
質
を
表
現
し
、
光
源
氏
の
更
な
る
栄
華

を
期
待
さ
せ
、
光
源
氏
物
語
の
道
筋
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
舜
譚
は
そ
の
道
筋
を

構
成
す
る
素
材
の
一
つ
と
し
て
、
物
語
に
機
能
し
て
い
る
。

一　

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
に
「
継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
」（「
蛍
」

二
一
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
現
存
す
る
も
の
以
外
に
も
継
子
物
語
は
多

数
存
在
し
て
い
た
。『
住
吉
物
語
』・『
落
窪
物
語
』・『
宇
津
保
物
語
』
の
例

か
ら
も
、継
子
譚
が
平
安
期
物
語
に
お
い
て
多
大
な
影
響
力
を
も
ち
、人
々

の
関
心
あ
る
素
材
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
、物
語
の
中
心
的
人
物
か
ら
名
前
の
み
登
場
の
脇
役

ま
で
、
多
種
多
様
な
継
子
関
係
が
描
か
れ
る
。
そ
の
中
で
弘
徽
殿
女
御
の

関
係
に
お
け
る
光
源
氏
物
語
に
は
、
継
子
譚
の
利
用
が
見
ら
れ
、
多
く
の

先
行
研
究
が
継
子
譚
の
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
宮
中
関
係
に
お
い
て

「
継
子
」「
継
母
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
例
が
あ
り
、
ま
た
当
時
の
人
々
の

継
子
譚
に
対
す
る
認
識
を
考
え
る
と
、
光
源
氏
を
男
の
継
子
、
弘
徽
殿
女

御
を
継
母
と
す
る
見
方
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
上
で
、
拙
稿
に
お
い
て
二

（
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人
の
物
語
と
中
国
・
イ
ン
ド
伝
来
の
継
息
子
譚
の
比
較
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

実
子
安
泰
の
た
め
の
迫
害
発
端
、
継
子
の
追
放
・
殺
害
計
画
、
超
自
然
的

力
・
父
親
に
よ
る
救
出
、
復
讐
行
為
を
行
わ
ず
継
母
に
仕
え
る
結
末
、
と

い
っ
た
典
型
的
特
徴
が
二
人
の
物
語
に
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
光
源
氏
と

弘
徽
殿
女
御
の
物
語
素
材
と
し
て
中
国
・
イ
ン
ド
伝
来
の
継
息
子
譚
が
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

中
国
伝
来
の
継
息
子
譚
の
代
表
と
し
て
舜
譚
が
挙
げ
ら
れ
る
。
舜
は
中

国
古
代
の
伝
説
の
王
で
、
堯
と
並
ぶ
聖
代
の
王
と
例
に
さ
れ
る
。
日
本
に

お
い
て
聖
代
と
評
さ
れ
る
の
は
延
喜
・
天
暦
の
時
代
で
あ
り
、
こ
の
時
代

を
『
源
氏
物
語
』
が
準
拠
と
す
る
説
は
『
紫
明
抄
』『
河
海
抄
』
以
来
、引

き
継
が
れ
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
『
栄
花
物
語
』
に
気
に

な
る
一
文
が
あ
る
。

今
の
上
の
御
心
ば
へ
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
お
は
し
ま

し
け
り
。
醍
醐
の
聖
帝
世
に
め
で
た
く
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
ま
た

こ
の
帝
、
堯
の
子
の
堯
な
ら
む
や
う
に
、
お
ほ
か
た
の
御
心
ば
へ
の

雄
々
し
う
気
高
く
か
し
こ
う
お
は
し
ま
す
も
の
か
ら
、（
巻
一
「
月
の

宴
」
二
〇
頁
）

「
今
の
上
」
は
村
上
天
皇
を
指
す
が
、醍
醐
天
皇
の
子
で
あ
る
村
上
天
皇
を

堯
の
子
が
堯
で
あ
る
よ
う
に
と
例
え
る
。
堯
の
子
で
あ
る
丹
朱
は
能
力
的

に
劣
り
、
跡
継
ぎ
と
し
て
相
応
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
伝
承
を
受
け
て
の

記
述
で
は
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
醍
醐
天
皇
、
村
上
天
皇
の
二
人

に
堯
と
の
重
な
り
を
見
て
い
る
。
聖
代
視
さ
れ
た
延
喜
・
天
暦
と
中
国
の

聖
代
と
の
結
び
つ
け
は
自
然
な
連
想
で
あ
り
、『
栄
花
物
語
』
独
自
の
連
想

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
準
拠
と
し
て
延
喜
・

天
暦
の
時
代
が
設
定
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
に
も
、
中
国
聖
代
を
結
び
つ

け
る
見
方
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
物
語
を
見
た
際
に
、
舜
と
光

源
氏
の
重
な
り
が
浮
か
び
上
が
る
。
舜
の
継
息
子
的
立
場
、
臣
下
か
ら
天

子
に
な
る
点
な
ど
光
源
氏
物
語
と
の
類
似
点
は
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

中
国
の
継
息
子
譚
の
代
表
で
あ
る
舜
譚
と
比
較
を
行
い
、
物
語
に
お
け
る

利
用
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

二　

舜
譚
の
構
成

青
木
正
児
氏
は
、
舜
の
伝
説
は
斉
魯
の
地
方
に
関
係
が
深
く
、
元
々
は

そ
の
地
の
民
間
説
話
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
民
間
説
話
か
ら
発

生
し
た
と
想
定
さ
れ
る
舜
譚
は
様
々
な
書
物
に
所
収
さ
れ
て
お
り
、『
孟

子
』「
万
章
」、『
史
記
』「
五
帝
本
紀
」、『
列
女
伝
』「
有
虞
二
妃
」
な
ど
平

安
期
に
受
容
さ
れ
て
い
た
漢
籍
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
注
好

選
』、『
宝
物
集
』
な
ど
日
本
編
纂
の
説
話
集
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
中

国
に
留
ま
ら
ず
、
日
本
に
お
い
て
も
広
く
人
々
の
間
に
伝
わ
っ
た
話
で
あ

る
と
言
え
る
。
舜
譚
は
『
孝
子
伝
』
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。『
孝
子
伝
』

は
孝
子
説
話
を
集
め
た
中
国
幼
学
書
で
あ
り
、
日
本
に
は
陽
明
本
と
船
橋

（
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本
が
完
本
と
し
て
残
っ
て
い
る
。『
孝
子
伝
』は
日
本
編
纂
の
説
話
集
の
典

拠
利
用
に
も
使
用
さ
れ
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
取
り
込
み
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
平
安
時
代
に
教
養
書
と
し
て
受
容
さ
れ
て
き
た
書
物
で
あ
る
。
こ

の
『
孝
子
伝
』
の
最
初
の
説
話
と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
話
が
舜
譚
で
あ
る
。

増
田
欣
氏
は
、
日
本
に
見
ら
れ
る
舜
譚
の
構
成
に
は
孝
子
伝
型
構
成
と

史
記
型
構
成
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
孝
子
伝
型
の
構
成
が
圧
倒
的

に
多
く
、更
に
陽
明
文
庫
本
に
近
い
も
の
の
方
が
多
い
と
論
じ
て
い
る
。こ

の
指
摘
を
元
に
し
て
本
稿
に
お
い
て
は
、
陽
明
文
庫
本
の
『
孝
子
伝
』
を

比
較
す
る
際
の
基
本
の
形
と
し
て
使
用
し
、
他
に
見
ら
れ
る
舜
譚
の
記
述

も
適
宜
参
照
し
て
い
く
。
ま
ず
、陽
明
本
『
孝
子
伝
』「
帝
舜
」
を
全
文
挙

げ
る
。帝

舜
は
重
花
、
至
孝
な
り
。
其
の
父
瞽

、
頑
愚
に
し
て
聖
賢
を
別

か
た
ず
。
後
婦
の
言
を
用
い
て
、
舜
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
便
ち
屋
に

上
ら
し
め
、
下
よ
り
之
を
焼
く
。
乃
ち
飛
び
下
り
、
供
養
す
る
こ
と

故
の
如
し
。
又
井
を
治
め
し
め
て
井
を
没
め
、
又
舜
を
殺
さ
ん
と
欲

す
。
舜
乃
ち
密
か
に
知
り
、便
ち
傍
穴
を
作
る
。
父
畢
に
大
石
を
以
っ

て
之
を
塡
む
。
舜
乃
ち
泣
き
て
東
家
の
井
よ
り
出
ず
。
因
り
て
歴
山

に
投
じ
、
以
っ
て
躬
ら
耕
し
穀
を
種
う
。
天
下
大
い
に
旱
し
、
民
収

む
る
者
無
く
、
唯
だ
舜
の
種
う
る
者
の
み
大
い
に
豊
か
な
り
。
其
の

父
井
を
塡
む
る
の
後
、
両
目
清
盲
な
り
。
市
に
至
り
舜
に
就
き
糴
米

す
る
に
、
舜
乃
ち
銭
を
以
っ
て
還
し
米
の
中
に
置
く
。
是
く
の
如
く

す
る
こ
と
一
に
非
ず
。
父
是
れ
重
花
た
る
か
と
疑
う
。
人
を
借
り
て

朽
井
を
看
せ
し
む
る
に
、子
の
見
ら
る
る
无
し
。
後
に
又
糴
米
し
、対

し
て
舜
の
前
に
在
り
。
賈
を
論
じ
て
未
だ
畢
ら
ざ
る
に
、
父
曰
わ
く
、

君
は
是
れ
何
人
に
し
て
、
鄙
に
給
せ
ら
る
。
将
た
我
が
子
の
重
花
に

非
ず
や
と
。
舜
曰
わ
く
、是
れ
な
り
と
。
即
ち
父
の
前
に
来
た
り
、相

抱
き
号
泣
す
。
舜
衣
を
以
っ
て
父
の
両
眼
を
拭
う
に
、
即
ち
開
明
な

り
。
所
謂
孝
の
至
り
と
為
す
。
尭
之
を
聞
き
、妻
わ
す
に
二
女
を
以
っ

て
し
、
之
に
天
子
を
授
く
。
故
に
孝
経
に
曰
わ
く
、
父
母
に
事
え
て

孝
な
ら
ば
、
天
地
明
察
し
、
乾
霊
を
感
動
せ
し
む
る
な
り
と
。（『
孝

子
伝
』「
帝
舜
」
陽
明
本
）

舜
は
孝
子
で
あ
っ
た
。
継
母
の
提
言
に
よ
り
一
家
は
舜
の
殺
害
を
試
み
る

が
、
舜
は
そ
れ
を
回
避
し
、
一
家
は
そ
の
報
い
を
受
け
て
し
ま
う
。
舜
は

殺
害
未
遂
を
受
け
て
も
な
お
、
親
に
孝
を
示
し
、
無
償
で
尽
く
す
。
そ
の

孝
に
よ
り
一
家
は
救
わ
れ
、
更
に
舜
は
天
子
へ
と
至
る
。
話
の
主
眼
は
舜

の
孝
子
の
様
を
讃
え
る
こ
と
に
あ
る
。
舜
譚
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
舜
は
孝
子
で
あ
っ
た

②
継
母
が
舜
の
殺
害
を
計
画
、
父
が
賛
同

③
殺
害
計
画
の
実
行

④
舜
は
自
発
的
に
家
を
脱
出

⑤
舜
は
歴
山
へ
至
り
、
天
下
は
旱
り
の
中
、
舜
は
豊
か
に
過
ご
す

⑥
父
は
盲
目
に
な
る
（『
注
好
選
』
継
母
の
瘖

が
付
け
加
え
ら
れ
て
い

（
6
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る
）

⑦
一
家
を
舜
は
無
償
で
支
援
（
船
橋
本
・『
注
好
選
』
は
継
母
）

⑧
父
と
舜
が
再
会

⑨
舜
が
父
の
目
を
拭
い
、父
の
目
が
回
復
（『
注
好
選
』
は
継
母
の
瘖

も

治
る
）

⑩
舜
は
天
子
へ
と
至
る

三　

舜
譚
と
光
源
氏
物
語
の
比
較

前
節
で
挙
げ
た
舜
譚
の
展
開
を
追
う
と
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
光
源

氏
と
弘
徽
殿
女
御
の
物
語
と
の
類
似
に
気
づ
く
。
展
開
に
沿
い
な
が
ら
類

似
点
を
挙
げ
、
二
つ
の
比
較
を
行
っ
て
い
く
。

 

Ａ
光
源
氏
の
際
立
つ
父
へ
の
思
い 

桐
壺
院
に
は
大
勢
の
子
ど
も
が
い
た
が
、
そ
の
中
で
光
源
氏
の
父
へ
の

思
い
は
際
立
っ
て
い
た
。

中
宮
、
大
将
殿
な
ど
は
、
ま
し
て
す
ぐ
れ
て
も
の
も
思
し
わ
か
れ
ず
。

後
々
の
御
わ
ざ
な
ど
、
孝
じ
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
さ
ま
も
、
そ
こ
ら

の
親
王
た
ち
の
御
中
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
を
、こ
と
わ
り
な
が
ら
、い

と
あ
は
れ
に
、
世
人
も
見
た
て
ま
つ
る
。
藤
の
御
衣
に
や
つ
れ
た
ま

へ
る
に
つ
け
て
も
、限
り
な
く
き
よ
ら
に
心
苦
し
げ
な
り
。（「
賢
木
」

九
八
頁
）

桐
壺
院
崩
御
後
の
法
事
に
誰
よ
り
も
力
を
注
い
だ
の
は
光
源
氏
で
あ
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
光
源
氏
の
「
孝
じ
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
さ
ま
」
と
は
、子

と
し
て
父
親
の
追
善
供
養
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
思
想
か
ら
生
ま
れ

た
孝
は
仏
教
思
想
と
融
合
す
る
。
仏
教
伝
来
へ
の
強
い
反
発
の
あ
っ
た
中

国
に
お
け
る
仏
教
側
の
対
策
に
よ
っ
て
、孝
の
理
念
を
取
り
こ
ん
だ
書
物
・

教
典
が
生
み
出
さ
れ
、
盛
ん
に
死
後
の
読
経
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
親
の
追
善
供
養
は
孝
行
為
と
し
て
浸
透
し
て
い
く
こ
と
と
な

る
。
光
源
氏
の
父
親
へ
の
追
善
供
養
は
、
時
勢
変
化
へ
の
不
安
に
よ
る
も

の
も
大
き
い
だ
ろ
う
が
、
藤
の
喪
服
で
身
を
や
つ
し
、
心
苦
し
げ
な
様
子

は
、『
孝
経
』「
喪
親
章　

第
二
十
二
」
に
お
け
る
「
孝
子
の
親
に
喪
す
る

や
、
哭
し
て
依
せ
ず
、
礼
は
容
つ
く
る
亡
く
、
言
は
交
ら
ず
、
美
を
服
し

て
安
か
ら
ず
」
と
い
う
、
喪
に
服
す
る
孝
子
の
姿
と
通
じ
る
。

 

Ｂ
弘
徽
殿
女
御
に
よ
る
追
い
落
と
し
計
画
、
朱
雀
帝
が
従
う 

桐
壺
院
の
崩
御
に
よ
り
、
時
勢
は
大
き
く
変
化
す
る
。
右
大
臣
家
の
勢

い
は
増
し
、
光
源
氏
へ
の
圧
力
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

院
の
お
は
し
ま
つ
る
世
こ
そ
憚
り
た
ま
ひ
つ
れ
、
后
の
御
心
い
ち
は

や
く
て
、
か
た
が
た
思
し
つ
め
た
る
こ
と
ど
も
の
報
い
せ
む
と
思
す

べ
か
め
り
。
事
に
ふ
れ
て
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
出
で
来
れ
ば
、
か

か
る
べ
き
こ
と
と
は
思
し
し
か
ど
、
見
知
り
た
ま
は
ぬ
世
の
う
さ
に
、

立
ち
ま
ふ
べ
く
も
思
さ
れ
ず
。（「
賢
木
」
一
〇
一
頁
）

こ
の
圧
力
は
、
継
母
的
立
場
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
が
筆
頭
と
な
り
行
わ
れ （

9
）

（
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）



5 光源氏の物語における舜譚利用

た
。
舜
譚
に
お
け
る
継
母
が
継
子
の
殺
害
を
発
案
し
、
夫
を
や
り
こ
め
従

わ
せ
る
点
と
の
類
似
が
見
出
せ
る
。
舜
譚
の
場
合
、
計
画
に
従
う
の
は
舜

の
父
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
父
で
あ
る
桐
壺
院
は
光
源
氏
を

庇
護
す
る
存
在
で
あ
っ
た
上
に
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
追
い
落
と
し

計
画
に
従
わ
さ
れ
る
役
割
は
、
兄
で
あ
る
朱
雀
帝
に
課
せ
ら
れ
る
。
朱
雀

帝
は
桐
壺
院
か
ら
、
光
源
氏
に
関
す
る
遺
言
を
残
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
弘
徽
殿
女
御
の
意
向
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
父
が
兄
に
な
っ
て
い
る
点
は
『
源
氏
物
語
』
が
、
宮
中
を

舞
台
と
し
て
設
定
さ
れ
た
た
め
の
改
変
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
中
国
の
継
子

い
じ
め
譚
の
迫
害
要
因
と
し
て
実
子
の
家
督
・
財
産
・
帝
位
相
続
が
設
定

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
陽
明
本
・
船
橋
本
『
孝
子
伝
』
に
お
け
る
舜
譚
で

は
迫
害
要
因
は
明
記
さ
れ
な
い
も
の
の
、『
纂
図
附
音
本　

注
千
字
文
』
や

『
三
教
指
帰
集
注
』に
引
用
さ
れ
た
舜
譚
の
記
述
で
は
継
母
の
実
子
が
登
場

し
、
実
子
優
位
の
思
い
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
木
雅
博
氏
は
実
子

を
要
因
と
す
る
迫
害
設
定
が
本
来
的
な
舜
譚
の
あ
り
方
だ
っ
た
と
想
定
し

て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
の
場
合
も
、弘
徽
殿
女
御
の
光
源
氏
憎
悪
の
根
底

に
あ
る
の
は
右
大
臣
一
家
・
朱
雀
帝
の
安
泰
で
あ
る
。
在
位
時
、
ま
た
は

退
位
後
も
実
権
を
握
っ
て
い
た
桐
壺
院
の
及
ぼ
す
力
は
大
き
い
。
弘
徽
殿

女
御
側
か
ら
す
れ
ば
、か
つ
て
は
皇
太
子
立
坊
の
懸
念
要
因
で
あ
っ
て
、政

敵
左
大
臣
家
の
婿
で
あ
る
光
源
氏
に
対
す
る
桐
壺
院
の
寵
愛
は
、
右
大
臣

一
家
・
朱
雀
帝
の
地
位
へ
の
脅
か
し
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
舜
譚

同
様
に
父
親
桐
壺
院
を
従
わ
せ
る
展
開
を
設
定
す
れ
ば
、
後
の
物
語
は
続

か
な
い
。
絶
大
な
力
を
持
つ
桐
壺
院
従
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
右

大
臣
家
の
安
泰
は
約
束
さ
れ
、
弘
徽
殿
女
御
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
た
め
、

迫
害
を
加
え
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
舞
台
に
即
し
た

物
語
を
展
開
さ
せ
る
た
め
、
桐
壺
院
は
光
源
氏
を
庇
護
す
る
存
在
で
あ
り

続
け
、
弘
徽
殿
女
御
の
憎
悪
理
由
を
継
続
さ
せ
、
桐
壺
院
の
死
に
よ
り
迫

害
を
開
始
す
る
と
い
う
状
況
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
父
を
受
け

継
ぐ
者
と
し
て
兄
朱
雀
帝
が
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。

 

Ｃ
光
源
氏
の
除
名
処
分
、
流
罪
の
評
定 

舜
譚
で
は
、
継
母
は
舜
の
殺
害
を
願
い
、
小
屋
の
屋
根
に
登
ら
せ
火
を

つ
け
る
、
生
き
埋
め
に
す
る
と
い
っ
た
計
画
が
実
行
さ
れ
る
。『
源
氏
物

語
』
は
穢
れ
を
厭
う
宮
中
が
舞
台
で
あ
り
、
血
生
臭
い
こ
と
は
語
ら
れ
な

い
が
、
弘
徽
殿
女
御
側
は
社
会
的
に
光
源
氏
を
抹
消
す
る
た
め
の
策
略
を

練
り
計
画
を
進
め
る
た
め
、
継
母
に
よ
る
継
子
の
存
在
の
抹
消
行
為
と
し

て
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
し
て
か
く
官
爵
を
と
ら
れ
ず
、
あ
さ
は
か
な
る
こ
と
に
か
か
づ
ら

ひ
て
だ
に
、
公
の
か
し
こ
ま
り
な
る
人
の
、
う
つ
し
ざ
ま
に
て
世
の

中
に
あ
り
経
る
は
、咎
重
き
わ
ざ
に
外
国
に
も
し
は
べ
る
な
る
を
、遠

く
放
ち
つ
か
は
す
べ
き
定
め
な
ど
も
は
べ
な
る
は
、（「
須
磨
」一
六
五

頁
）

光
源
氏
は
官
位
を
失
い
、
更
に
は
流
罪
の
評
定
も
進
み
、
追
い
詰
め
ら
れ

（
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）
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て
い
る
。
仮
に
流
罪
に
処
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
死
罪
の
実
施
は
な
か
っ
た

た
め
、事
実
上
最
も
重
い
罪
に
処
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
一
度
、流

罪
に
処
さ
れ
た
者
が
再
び
、
都
に
戻
り
栄
え
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ

る
。
弘
徽
殿
女
御
は
光
源
氏
を
追
い
出
し
、
徹
底
的
に
勢
力
を
潰
し
に
か

か
っ
て
い
た
。
中
国
・
イ
ン
ド
の
継
子
譚
は
こ
の
よ
う
な
継
子
の
追
放
・

殺
害
が
盛
り
込
ま
れ
、
特
徴
的
で
あ
る
。

 

Ｄ
光
源
氏
の
自
主
的
退
居 

舜
譚
で
は
、
舜
は
一
家
の
殺
害
計
画
を
退
け
、
家
を
脱
出
す
る
。
こ
の

脱
出
は
、
一
家
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
な
く
密
か
に
行
っ
た
た
め
、
一
家
は

舜
が
死
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
。

三
月
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
な
む
都
離
れ
た
ま
ひ
け
る
。人
に
、い

ま
と
し
も
知
ら
せ
た
ま
は
ず
、
た
だ
い
と
近
う
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
た

る
か
ぎ
り
七
八
人
ば
か
り
御
供
に
て
、
い
と
か
す
か
に
出
で
立
ち
た

ま
ふ
。（「
須
磨
」
一
六
三
頁
）

光
源
氏
の
場
合
も
、
流
罪
が
言
い
渡
さ
れ
る
前
に
、
秘
密
裏
に
都
を
脱
出

す
る
。
他
人
に
は
日
を
告
げ
ず
、
極
々
少
数
に
の
み
知
ら
せ
た
だ
け
で
あ

る
。

 

Ｅ
光
源
氏
は
須
磨
、
後
に
明
石
へ　

異
常
気
象　

明
石
で
の
裕
福
な
暮
ら
し 

舜
は
脱
出
後
、
歴
山
に
至
り
、
農
作
を
行
う
。
こ
の
後
、
天
下
を
旱
が

襲
い
人
々
は
困
窮
し
、
舜
の
一
家
も
ま
た
旱
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
舜
の
周
り
の
み
は
豊
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

「
京
に
も
、
こ
の
雨
風
、
い
と
あ
や
し
き
物
の
さ
と
し
な
り
と
て
、
仁

王
会
な
ど
行
は
る
べ
し
と
な
む
聞
こ
え
は
べ
り
し
。
内
裏
に
参
り
た

ま
ふ
上
達
部
な
ど
も
、
す
べ
て
道
閉
ぢ
て
、
政
も
絶
え
て
な
む
は
べ

る
」
な
ど
、（「
明
石
」
二
二
四
頁
）

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
光
源
氏
が
須
磨
退
居
を
し
て
し
ば
ら
く
経
つ
と
、
異

常
気
象
が
襲
う
。
そ
れ
は
京
も
同
様
で
政
治
は
滞
り
、
世
の
終
わ
り
を
思

わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
最
初
は
光
源
氏
も
異
常
気
象
に
苦
し
む
点
は
舜

譚
と
は
異
な
る
。
こ
れ
は
自
身
も
「
須
磨
」
で
の
藤
壺
対
面
の
際
に
密
通

の
罪
を
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
、
罪
の
咎
め
を
一
度
受
け
る
必
要
が
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
だ
ろ
う
。
光
源
氏
物
語
を
構
成
し
て
い
る
の
は
継
息
子
譚

だ
け
で
は
な
い
。
藤
壺
と
の
物
語
を
組
み
込
む
た
め
の
展
開
を
作
り
上
げ

た
の
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
は
桐
壺
院
の
霊
、
住
吉
神
の
導
き
に
よ
り
救
出

さ
れ
、
光
源
氏
へ
の
咎
め
は
終
了
す
る
。
そ
の
後
に
明
石
入
道
と
出
会
い
、

明
石
へ
移
る
。

入
道
の
領
じ
め
た
る
所
ど
こ
ろ
、海
の
つ
ら
に
も
山
隠
れ
に
も
、時
々

に
つ
け
て
、
興
を
さ
か
す
べ
き
渚
の
苫
屋
、
行
ひ
を
し
て
後
の
世
の

こ
と
を
思
ひ
す
ま
し
つ
べ
き
山
水
の
つ
ら
に
、
い
か
め
し
き
堂
を
建

て
て
三
昧
を
行
ひ
、
こ
の
世
の
設
け
に
、
秋
の
田
の
実
を
刈
り
収
め

残
り
の
齢
積
む
べ
き
稲
の
倉
町
ど
も
な
ど
、
を
り
を
り
所
に
つ
け
た

る
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
し
集
め
た
り
。（「
明
石
」
二
三
三
頁
）

明
石
入
道
は
四
季
折
々
の
情
趣
を
生
か
し
た
造
り
の
土
地
で
、
米
倉
町
を

（
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営
み
万
事
に
備
え
て
お
り
豪
勢
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
光
源
氏

は
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
後
に
明
石
の
君
と
の
結
婚
も
進
め
ら
れ
、
光
源
氏

は
一
変
し
て
豊
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
前
と
し
て
宮
中

で
は
不
穏
な
こ
と
が
続
い
て
い
る
。
不
穏
な
宮
中
で
過
ご
す
弘
徽
殿
女
御

勢
力
と
、
対
照
的
な
光
源
氏
の
豊
か
な
暮
ら
し
。
舜
譚
に
お
け
る
旱
で
苦

し
む
継
母
一
家
と
、
対
照
的
な
舜
の
歴
山
で
の
豊
か
な
暮
ら
し
。
両
者
は

極
め
て
類
似
し
て
い
る
。

 

Ｆ
朱
雀
帝
の
眼
病
、
弘
徽
殿
女
御
も
病
を
患
う 

旱
に
苦
し
む
だ
け
で
は
な
く
、舜
の
父
親
は
舜
を
井
に
塡
め
た
後
に
、盲

目
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
舜
の
殺
害
未
遂
の
報
い
を
受
け
た
も
の
と

理
解
で
き
る
。

睨
み
た
ま
ひ
し
に
見
合
は
せ
た
ま
ふ
と
見
し
け
に
や
、
御
目
に
わ
づ

ら
ひ
た
ま
ひ
て
た
へ
が
た
う
悩
み
た
ま
ふ
。（
中
略
）大
宮
も
そ
こ
は

か
と
な
う
う
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
ほ
ど
経
れ
ば
弱
り
た
ま
ふ
や
う
な

る
、内
裏
に
思
し
嘆
く
こ
と
さ
ま
ざ
ま
な
り
。（「
明
石
」
二
五
二
頁
）

『
源
氏
物
語
』
の
場
合
も
、
朱
雀
帝
の
元
に
桐
壺
院
の
霊
が
現
れ
た
後
、
朱

雀
帝
は
眼
病
に
苦
し
む
。『
花
鳥
余
情
』
は
朱
雀
帝
の
眼
病
素
材
と
し
て
、

「
朱
雀
院
の
御
目
わ
つ
ら
ひ
給
ふ
事
は
三
条
天
皇
即
位
の
後
御
耳
目
あ
き

ら
か
な
ら
さ
る
こ
と
を
思
よ
せ
た
り
そ
れ
は
民
部
卿
元
方
の
霊
に
よ
れ
り

又
寛
算
供
奉
か
霊
と
も
い
へ
り
」
と
、
三
条
天
皇
の
眼
病
を
指
摘
し
て
い

る
。
桐
壺
院
は
朱
雀
帝
に
光
源
氏
の
処
遇
へ
の
恨
み
を
訴
え
、
偽
り
の
罪

に
よ
っ
て
追
い
落
と
し
た
こ
と
の
報
い
と
し
て
眼
病
が
表
れ
る
。
こ
の
朱

雀
帝
が
眼
病
に
苦
し
む
姿
は
、
舜
譚
に
お
け
る
罪
な
き
舜
へ
の
殺
害
計
画

を
実
行
し
た
こ
と
へ
の
報
い
と
し
て
、
盲
目
と
な
っ
た
父
親
の
姿
と
も
重

ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。
起
こ
し
た
行
動
の
報
い
が
、
目
に
表
れ
苦
し
め
る
点

が
舜
譚
と
重
な
り
合
う
。

ま
た
、『
注
好
選
』
の
舜
譚
の
場
合
は
、
父
の
盲
目
に
加
え
て
継
母
も
瘖

と
な
っ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
の
弘
徽
殿
女
御
が
病
に
苦
し
み
、朱
雀

帝
と
と
も
に
弱
っ
て
い
く
様
と
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 

Ｇ
光
源
氏
帰
京
後
、
朱
雀
帝
と
再
会 

旱
に
苦
し
む
一
家
に
気
づ
い
た
舜
は
、密
か
に
支
援
を
行
っ
て
い
た
。そ

の
後
、
父
は
無
償
で
米
を
与
え
る
人
物
が
舜
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
父

と
舜
は
再
会
を
喜
ぶ
。
再
会
は
父
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

上
も
、
恥
づ
か
し
う
さ
へ
思
し
め
さ
れ
て
、
御
よ
そ
ひ
な
ど
こ
と
に

ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
出
で
お
は
し
ま
す
。
御
心
地
例
な
ら
で
日
ご
ろ
経

さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
い
た
う
お
と
ろ
へ
さ
せ
た
ま
へ
る
を
、
昨
日

今
日
ぞ
す
こ
し
よ
ろ
し
う
思
さ
れ
け
る
。
御
物
語
し
め
や
か
に
あ
り

て
夜
に
入
り
ぬ
。
十
五
夜
の
月
お
も
し
ろ
う
静
か
な
る
に
、
昔
の
こ

と
か
き
く
づ
し
思
し
出
で
ら
れ
て
し
ほ
た
れ
さ
せ
た
ま
ふ
、
も
の
心

細
く
思
さ
る
る
な
る
べ
し
。（「
明
石
」
二
七
三
頁
）

『
源
氏
物
語
』
で
も
朱
雀
帝
は
光
源
氏
を
京
に
呼
び
寄
せ
、再
会
に
涙
を
流

し
喜
び
合
う
。
光
源
氏
の
呼
び
寄
せ
を
決
断
し
、
再
会
を
実
現
さ
せ
た
の

（
13
）
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は
朱
雀
帝
で
あ
る
た
め
、
自
分
か
ら
働
き
か
け
を
行
っ
た
舜
譚
の
父
親
と

の
重
な
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
帝
と
い
う
立
場
で
あ
る
朱
雀

帝
は
自
ら
光
源
氏
に
会
い
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
光
源
氏
が
朱

雀
帝
の
元
に
参
上
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

 

Ｈ
再
会
後
、
朱
雀
帝
の
眼
病
回
復 

舜
譚
で
は
父
と
再
会
後
、
舜
が
目
を
拭
う
こ
と
に
よ
り
、
父
の
盲
目
が

治
る
と
い
っ
た
奇
跡
が
描
か
れ
る
。
父
に
も
た
ら
さ
れ
た
報
い
は
、
舜
に

よ
り
許
さ
れ
る
。
迫
害
を
受
け
て
も
な
お
、
一
家
を
支
援
す
る
舜
の
孝
子

の
様
が
天
の
感
動
を
も
た
ら
し
、
奇
跡
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

帝
は
、
院
の
御
遺
言
を
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
、
も
の
の
報
い
あ
り
ぬ

べ
く
思
し
け
る
を
、
な
ほ
し
立
て
た
ま
ひ
て
、
御
心
地
涼
し
く
な
む

思
し
け
る
。
時
々
お
こ
り
な
や
ま
せ
た
ま
ひ
し
御
目
も
さ
わ
や
ぎ
た

ま
ひ
ぬ
れ
ど
、（「
澪
標
」
二
七
九
頁
）

光
源
氏
は
桐
壺
院
の
法
華
八
講
を
執
り
行
う
。
こ
の
後
、
朱
雀
帝
は
光
源

氏
を
元
の
地
位
に
戻
す
と
、
患
っ
て
い
た
眼
病
が
回
復
す
る
。
弘
徽
殿
女

御
の
病
気
は「
御
な
や
み
重
く
お
は
し
ま
す
う
ち
に
も
」（「
澪
標
」二
七
九

頁
）
と
あ
り
、こ
の
時
点
で
は
回
復
し
て
い
な
い
が
、弘
徽
殿
女
御
は
「
少

女
」
ま
で
長
生
き
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
後
に
回
復
へ
向
か
っ
て
い
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
光
源
氏
の
桐
壺
帝
へ
の
法
華
八
講
は
、
父
の
成
仏
を
願
う

追
善
供
養
、
す
な
わ
ち
孝
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
に
朱
雀
帝
が
「
も
の

の
報
い
」
の
意
識
、
眼
病
の
回
復
が
語
ら
れ
る
。
報
い
に
よ
る
罰
を
受
け
、

そ
の
許
し
の
契
機
と
し
て
継
子
の
孝
行
為
が
設
定
さ
れ
る
流
れ
は
共
通
し

て
い
る
と
言
え
る
。

 

Ｉ
弘
徽
殿
女
御
へ
の
支
援 

光
源
氏
は
帰
京
後
、
力
を
失
っ
た
弘
徽
殿
女
御
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
右
大
臣
を
急
に
亡
く
し
、
揺
ら
ぐ
右
大
臣
家
全
体
へ
の
支

援
に
も
繋
が
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

大
后
は
、
う
き
も
の
は
世
な
り
け
り
と
思
し
嘆
く
。
大
臣
は
事
に
ふ

れ
て
、い
と
恥
づ
か
し
げ
に
仕
ま
つ
り
心
寄
せ
き
こ
え
た
ま
ふ
も
、な

か
な
か
い
と
ほ
し
げ
な
る
を
、人
も
や
す
か
ら
ず
聞
こ
え
け
り
。（「
澪

標
」
三
〇
一
頁
）

こ
こ
で
の
「
心
寄
せ
」
と
は
、
対
象
の
人
物
に
対
す
る
賛
同
や
期
待
を
示

し
、
援
助
す
る
意
味
で
あ
る
。
光
源
氏
は
弘
徽
殿
女
御
に
寄
り
添
い
、
援

助
を
行
う
関
係
に
あ
り
、
弘
徽
殿
女
御
へ
物
質
的
支
援
を
行
い
、
味
方
を

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
光
源
氏
は
須
磨
退
居
の
際
に
、
冷
淡
な
対
応

を
と
っ
た
人
物
に
も
寛
容
な
様
は
見
せ
て
い
る
が
、
兵
部
卿
宮
や
小
君
に

対
す
る
対
応
か
ら
全
て
を
許
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
以
前
と
の
差
は

つ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
、
須
磨
退
居
に
追
い
込
ん
だ
弘

徽
殿
女
御
に
対
し
て
、
丁
重
に
仕
え
支
援
を
行
う
姿
は
異
例
の
対
応
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
舜
譚
に
お
い
て
自
分
の
殺
害
を
計
画
し
た
一
家
へ
、
無
償

の
支
援
を
行
っ
た
姿
と
類
似
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
Ｇ
、Ｈ
、

Ｉ
の
展
開
は
舜
譚
と
の
対
応
を
見
る
と
、順
番
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。こ

（
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れ
も
こ
れ
ま
で
の
変
更
同
様
の
理
由
が
想
定
で
き
る
。
帝
よ
り
先
に
、
弘

徽
殿
女
御
へ
の
仕
え
を
先
に
提
示
し
て
し
ま
え
ば
、
大
后
・
右
大
臣
一
家

を
帝
よ
り
も
優
先
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
の
最
優
先
事
項
は
、
朱

雀
帝
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
後
に
、
弘
徽
殿
女
御
と

の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
。
宮
中
へ
と
舞
台
を
移
し
た
際
の
変
更
が
こ
こ

で
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

Ｊ
光
源
氏
が
准
太
政
天
皇
の
位
を
得
る 

舜
は
孝
子
の
様
が
認
め
ら
れ
、堯
に
よ
り
天
子
の
位
を
譲
ら
れ
る
。『
史

記
』
に
よ
る
と
舜
は
先
祖
を
辿
る
と
帝
顓
頊
に
行
き
つ
く
が
、「
窮
蝉
自
従

り
以
て
帝
舜
に
至
る
ま
で
、皆
微
に
し
て
庶
人
た
り
。（『
史
記
』「
五
帝
本

紀
」）」
と
、
帝
顓
頊
の
子
窮
蝉
か
ら
舜
に
至
る
ま
で
は
皆
身
分
が
低
く
、

庶
人
で
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
舜
は
皇
位
に
つ
く
身
分
で
は
な
か
っ

た
が
、
孝
に
よ
っ
て
臣
下
か
ら
天
子
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
秋
、
太
政
天
皇
に
な
ぞ
ら
ふ
御
位
得
た
ま
う
て
、
御
封
加
は
り
、

年
官
、
年
爵
な
ど
み
な
添
ひ
た
ま
ふ
。（「
藤
裏
葉
」
四
五
四
頁
）

光
源
氏
の
治
世
者
と
し
て
の
相
・
宿
運
は
「
桐
壺
」
の
高
麗
の
相
人
の
言

葉
か
ら
始
ま
り
、
物
語
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
は
臣

下
の
身
分
と
さ
れ
、
一
度
は
官
位
も
失
っ
て
い
る
。
帝
位
か
ら
遠
ざ
け
ら

れ
た
は
ず
の
光
源
氏
で
あ
っ
た
が
、「
藤
裏
葉
」
で
准
太
政
天
皇
の
位
を
手

に
入
れ
る
。
太
政
天
皇
に
準
ず
る
位
と
い
う
、限
り
な
く
帝
位
に
近
い
、臣

下
の
身
分
か
ら
は
例
の
な
い
位
で
あ
っ
た
。
冷
泉
帝
の
苦
悩
も
あ
り
、
も

た
ら
さ
れ
た
位
で
あ
っ
た
が
、
臣
下
が
最
終
的
に
准
太
政
天
皇
に
至
る
と

い
っ
た
結
末
は
舜
譚
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。

舜
譚
と
弘
徽
殿
女
御
の
関
係
を
中
心
と
し
た
光
源
氏
物
語
と
の
対
応
を

改
め
て
示
す
と
以
下
の
通
り
に
な
る
。

 

舜
譚  

 『
源
氏
物
語
』 

①
舜
は
孝
子
で
あ
っ
た 

Ａ
光
源
氏
の
際
立
つ
父
へ
の
思
い

②
継
母
が
舜
の
殺
害
計
画 

Ｂ
弘
徽
殿
女
御
に
よ
る
追
い
落
と
し
計
画

　

父
が
賛
同 

　

朱
雀
帝
が
従
う

③
殺
害
計
画
の
実
行 

Ｃ
光
源
氏
の
除
名
処
分
・
流
罪
評
定

④
舜
は
自
発
的
に
家
を
脱
出 

Ｄ
光
源
氏
の
自
主
的
退
居

⑤
舜
は
歴
山
へ
至
り
、 

Ｅ
光
源
氏
は
須
磨
、
後
に
明
石
へ

　

天
下
は
旱
り
の
中
、 

　

異
常
気
象

　

舜
は
豊
か
に
過
ご
す 

　

明
石
で
裕
福
な
暮
ら
し

⑥
父
は
盲
目
に
な
る 

Ｆ
朱
雀
帝
の
眼
病

　
（『
注
好
選
』
継
母
の
瘖

） 　

弘
徽
殿
女
御
も
病
を
患
う

⑦
一
家
を
舜
は
無
償
で
支
援 

Ｉ
弘
徽
殿
女
御
へ
の
支
援

⑧
父
と
舜
が
再
会 

Ｇ
光
源
氏
帰
京
後
、
朱
雀
帝
と
再
会

⑨
舜
が
父
の
目
を
拭
い
、 

Ｈ
再
会
後
、
朱
雀
帝
の
眼
病
回
復

　

父
の
目
が
治
る

⑩
舜
は
天
子
へ
と
至
る 

Ｊ
光
源
氏
が
准
太
政
天
皇
の
位
を
得
る

こ
の
よ
う
に
舜
譚
と
、
弘
徽
殿
女
御
と
の
関
係
を
中
心
と
し
た
光
源
氏

（
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の
物
語
展
開
は
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
舜
譚
以
外
の
継
子
譚
や
、
継
子

譚
以
外
の
素
材
も
組
み
合
わ
さ
れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
物
語
だ
が
、
そ
の

中
で
も
舜
譚
は
、
展
開
の
骨
組
み
と
し
て
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
宮
中
舞
台
の
物
語
に
当
て
は
め
、
他
の
人
物
の
物
語
と
の

整
合
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
人
物
の
役
割
や
順
序
等
に
手
を
加
え
な
が

ら
、
物
語
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
元
の
素
材
に
手
を
加
え
る
こ
と
で
、
他

の
素
材
と
自
然
な
形
で
噛
み
合
わ
せ
、互
い
を
整
え
な
が
ら
、一
つ
の
『
源

氏
物
語
』
と
い
う
箱
の
中
に
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

国
家
統
治
理
念
と
し
て
の
孝

前
節
で
舜
譚
と
『
源
氏
物
語
』
の
展
開
の
対
応
を
見
た
が
、
舜
譚
が
孝

子
譚
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
話
を
支
え
る
孝
思
想
に
つ
い
て
確
認
し
た

い
。
舜
譚
を
収
録
す
る
『
孝
子
伝
』
は
数
多
く
作
成
さ
れ
、
現
存
本
と
は

異
な
る
系
統
の
『
孝
子
伝
』
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
逸
文
を
通
し
て

確
認
で
き
る
。
舜
譚
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、『
孝
子
伝
』
に

収
録
さ
れ
て
い
る
他
の
孝
子
説
話
も
多
数
の
類
話
・
同
話
が
見
受
け
ら
れ

る
。
こ
の
背
景
に
孝
思
想
を
奨
励
し
、
説
話
を
通
し
て
世
間
に
広
め
よ
う

と
す
る
動
き
が
想
定
さ
れ
る
。

夫
れ
孝
は
徳
の
本
な
り
。
教
の
由
つ
て
生
ず
る
所
な
り
。（『
孝
経
』

「
開
宗
明
義
章　

第
一
」）

『
孝
経
』
で
は
、
孝
を
あ
ら
ゆ
る
道
徳
の
根
本
で
あ
る
と
し
、
儒
教
思
想
の

基
本
理
念
と
説
い
て
い
る
。
基
本
理
念
で
あ
る
た
め
に
、
ど
の
立
場
の
人

間
に
も
当
て
は
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、天
子
か
ら
人
民
に
至
る
ま
で
、そ

の
立
場
に
即
し
た
孝
の
あ
り
か
た
が
述
べ
ら
れ
て
い
く
。『
礼
記
』に
お
い

て
も
、夫

れ
孝
は
之
を
置
き
て
天
地
に
塞
が
り
、
之
を
溥
め
て
四
海
に
横
は

り
、
諸
を
後
世
に
施
し
て
朝
夕
無
し
、
推
し
て
諸
を
東
海
に
放
り
て

準
ひ
、
推
し
て
諸
を
西
海
に
放
り
て
準
ひ
、
推
し
て
諸
を
南
海
に
放

り
て
準
ひ
、
推
し
て
諸
を
北
海
に
放
り
て
準
ふ
。
詩
に
云
ふ
、
西
よ

り
東
よ
り
、
南
よ
り
北
よ
り
、
思
ひ
て
服
せ
ざ
る
は
無
し
と
。
此
の

謂
な
り
。（『
礼
記
』「
祭
義　

第
二
十
四
」）

と
、
孝
は
一
度
使
用
さ
れ
る
と
世
間
に
広
く
行
き
わ
た
り
、
様
々
な
状
況
、

場
に
通
じ
る
正
道
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
孝
は
儒
教
思
想
の
根
幹
と
し
て

尊
重
さ
れ
、
そ
れ
は
世
間
を
伝
播
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
基
本
理
念
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
孝
で
あ
っ
た
が
、
特
に
実
践
が

求
め
ら
れ
た
の
は
天
子
で
あ
っ
た
。

子
曰
く
、
親
を
愛
す
る
者
は
、
敢
て
人
を
悪
ま
ず
。
親
を
敬
す
る
者

は
、
敢
て
人
を
慢
ら
ず
。
愛
敬
親
に
事
ふ
る
に
尽
し
て
、
然
る
後
徳

教
百
姓
に
加
は
り
、四
海
に
刑
る
。
蓋
し
天
子
の
孝
な
り
。（『
孝
経
』

「
天
子
章　

第
二
」）

『
孝
経
』
は
、
愛
と
敬
の
心
で
親
に
仕
え
、
そ
れ
が
後
に
天
下
万
民
に
広
く

（
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行
き
渡
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
天
子
の
孝
と
す
る
。
天
子
は
天
下
万
民
の

模
範
的
存
在
で
あ
り
、
率
先
し
て
孝
を
実
践
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
の
で

あ
る
。『
礼
記
』
に
お
い
て
も
、

至
孝
は
王
た
る
に
近
く
、
至
弟
は
覇
た
る
に
近
し
。
至
孝
は
王
た
る

に
近
し
と
は
、
天
子
と
雖
も
必
ず
父
有
れ
ば
な
り
。
至
弟
は
覇
た
る

に
近
し
と
は
、
諸
侯
と
雖
も
必
ず
兄
有
れ
ば
な
り
。
先
王
の
教
、
因

り
て
改
め
ず
、
天
下
国
家
を
領
す
る
所
以
な
り
。（『
礼
記
』「
祭
義　

第
二
十
四
」）

孝
子
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
天
下
の
王
に
近
い
存
在
で
あ
る
と
し
、
国
家
安

泰
の
道
に
孝
は
繋
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
孝
は
国
家
統
治
理
念
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
代
の
明
王
は
孝
の
実
践
に
よ
る
統
治

者
と
し
て
讃
え
ら
れ
て
い
る
。

故
に
生
け
る
に
は
則
ち
親
之
に
安
ん
じ
、
祭
に
は
則
ち
鬼
之
を
享
く
。

是
を
以
て
天
下
和
平
に
し
て
、
災
害
生
せ
ず
、
過
乱
作
ら
ず
。
故
に

明
王
の
孝
を
以
て
天
下
を
治
む
る
や
此
の
如
し
。（『
孝
経
』「
孝
治
章　

第
九
」）

孝
に
よ
る
統
治
が
天
下
太
平
を
作
り
上
げ
た
と
さ
れ
、
孝
は
治
世
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。孝
を
尽
く
す
こ
と
で
人
民
の
心
を
掴
み
、人

民
間
の
和
平
が
も
た
ら
さ
れ
、
先
祖
霊
の
尊
重
に
よ
り
、
災
害
の
起
き
な

い
世
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
、
明
王
た
る
所
以
を
孝
に
見
る
の
で
あ
る
。

舜
は
堯
と
並
び
称
さ
れ
、
中
国
の
聖
代
の
王
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ

れ
る
、
ま
さ
に
明
王
の
代
表
で
あ
る
。
舜
譚
が
各
書
に
引
用
さ
れ
る
の
も
、

そ
の
理
想
性
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。
臣
下
で
あ
っ
た
舜
が
天

子
の
位
を
手
に
入
れ
た
の
も
、
そ
の
孝
子
の
様
を
堯
が
讃
え
た
こ
と
に
よ

る
。
孝
子
説
話
の
広
が
り
の
背
景
に
は
、
国
を
治
め
る
人
物
に
必
要
な
素

質
と
し
て
の
孝
を
奨
励
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

光
源
氏
も
孝
行
為
に
励
む
様
が
描
か
れ
る
。
桐
壺
院
の
亡
き
後
、
光
源

氏
は
追
善
供
養
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
崩
御
後
の
法
事
を
行
う
様
は
、
子

の
誰
よ
り
も
際
立
っ
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
、「
澪
標
」
で
は
桐
壺
院
の
た

め
に
大
規
模
な
法
華
八
講
を
行
っ
て
い
る
。

さ
や
か
に
見
え
た
ま
ひ
し
夢
の
後
は
、
院
の
帝
の
御
事
を
心
に
か
け

き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
い
か
で
か
の
沈
み
た
ま
ふ
ら
ん
罪
救
ひ
た
て
ま

つ
る
こ
と
を
せ
む
と
思
し
嘆
き
け
る
を
、か
く
帰
り
た
ま
ひ
て
は
、そ

の
御
い
そ
ぎ
し
た
ま
ふ
。
神
無
月
に
御
八
講
し
た
ま
ふ
。
世
の
人
な

び
き
仕
う
ま
つ
る
こ
と
昔
の
や
う
な
り
。（「
澪
標
」
二
七
九
頁
）

こ
れ
は
世
間
の
関
心
を
集
め
、
多
く
の
人
が
仕
え
た
と
語
ら
れ
、
公
的
な

も
の
と
し
て
他
へ
発
信
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
法
華
八
講

に
お
け
る
光
源
氏
の
権
力
誇
示
の
読
み
取
り
も
重
要
で
あ
る
が
、
同
時
に

桐
壺
院
へ
の
孝
を
世
間
へ
と
知
ら
し
め
て
い
る
こ
と
も
読
み
と
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

孝
が
知
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
弘
徽
殿
女
御
へ
の
対
応
に
も
見

ら
れ
る
。
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大
后
は
、
う
き
も
の
は
世
な
り
け
り
と
思
し
嘆
く
。
大
臣
は
事
に
ふ

れ
て
、い
と
恥
づ
か
し
げ
に
仕
ま
つ
り
心
寄
せ
き
こ
え
た
ま
ふ
も
、な

か
な
か
い
と
ほ
し
げ
な
る
を
、人
も
や
す
か
ら
ず
聞
こ
え
け
り
。（「
澪

標
」
三
〇
一
頁
）

光
源
氏
の
対
応
を
見
て
、人
々
は
そ
れ
に
対
す
る
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。こ

の
態
度
に
は
報
復
の
意
味
合
い
も
読
み
取
ら
れ
て
い
る
が
、『
落
窪
物
語
』

や
『
住
吉
物
語
』
等
の
よ
う
な
、
継
子
側
が
継
母
に
実
害
を
も
た
ら
す
と

い
っ
た
報
復
行
為
で
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
心
寄
せ
」
を
行

う
主
体
の
根
底
に
あ
る
感
情
は
、対
象
に
対
す
る
好
意
で
あ
る
。そ
の
場
限

り
の
浅
い
感
情
で
は
な
く
、
対
象
へ
強
く
気
持
ち
が
傾
き
、
主
体
の
心
が

寄
り
添
っ
て
い
る
。「
澪
標
」
に
お
け
る
光
源
氏
の
「
心
寄
せ
き
こ
え
た
ま

ふ
」
様
は
、対
象
の
人
物
へ
の
賛
同
や
期
待
を
示
し
、援
助
す
る
例
の
「
心

寄
せ
」
と
し
て
の
理
解
が
適
当
で
、
光
源
氏
は
弘
徽
殿
女
御
に
寄
り
添
い
、

援
助
を
行
う
関
係
に
あ
り
、
弘
徽
殿
女
御
へ
物
質
的
支
援
を
行
い
、
味
方

を
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
報
復
・
勝
利
者
の
施
し
と
し
て
の
要

素
を
読
み
取
る
以
上
に
、
光
源
氏
が
弘
徽
殿
女
御
へ
寄
り
添
い
、
親
愛
を

示
す
様
を
読
み
と
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
継
母
的
立
場
で
あ
る

弘
徽
殿
女
御
の
支
援
と
い
う
点
で
考
え
る
と
、
光
源
氏
の
孝
子
の
様
と
し

て
の
理
解
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
孝
子
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
世
間
一
般
の
理

解
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
孝
子
の
理
想
性
と
、
そ
の
理
想
を
貶
め
て

い
た
敵
役
が
対
比
さ
れ
、
世
間
一
般
の
人
々
は
弘
徽
殿
女
御
を
憐
れ
む
こ

と
に
な
る
。

桐
壺
院
、
弘
徽
殿
女
御
の
両
者
へ
の
光
源
氏
の
孝
は
、
他
者
の
反
応
が

添
え
ら
れ
提
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
冷
泉
帝
の
後
見
人
で
あ
り
、
実
質
的
に

政
界
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
光
源
氏
の
孝
行
為
が
公
へ
と
広
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、『
孝
経
』
等
で
説
か
れ
る
孝
の
在
り
方
と
一
致

し
て
い
る
。
国
の
上
に
立
つ
者
と
し
て
率
先
し
て
孝
を
示
す
姿
は
、
天
子

の
孝
で
あ
り
、
天
下
安
泰
へ
の
導
く
王
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
と
重
な
り
合

う
。前

節
で
見
た
光
源
氏
物
語
と
舜
譚
の
重
な
り
と
合
わ
せ
て
、
光
源
氏
の

孝
行
為
と
天
子
の
孝
の
重
な
り
を
見
る
と
、
他
へ
知
ら
し
め
ら
れ
る
光
源

氏
の
孝
行
為
を
、
国
家
統
治
理
念
と
し
て
の
孝
の
知
識
を
踏
ま
え
た
、
光

源
氏
の
王
と
し
て
の
資
質
を
示
す
描
写
と
し
て
理
解
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
光
源
氏
の
治
世
者
と
し
て
の
相
・
宿
運
は
物
語
に
お
い
て
再
三
語

ら
れ
て
い
る
。「
澪
標
」
に
お
い
て
明
石
姫
君
が
誕
生
し
た
際
に
「
宿
世
遠

か
り
け
り
」（「
澪
標
」
二
八
六
頁
）
と
、
自
身
の
帝
位
へ
の
無
縁
さ
を
確

認
し
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
物
語
で
光
源
氏
の
王
と
し
て

の
資
質
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
光
源
氏
の
更
な
る
栄
華
の
示
唆
を
思

わ
せ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
『
孝
経
』
は
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
孝
に
お
け
る
国

家
統
治
の
理
想
性
は
受
容
さ
れ
た
。
律
令
に
よ
っ
て
、『
孝
経
』
は
学
者
の

基
本
書
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
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）
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）
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孝
経
、
論
語
ハ
、
学
者
兼
テ
習
ヘ
之
。（
中
略
）
孝
経
、
論
語
ハ
皆
須
シ

二

兼
テ
通
ス

一
。（『
令
義
解
』
巻
三
「
学
令
」）

ま
た
孝
謙
天
皇
の
天
平
宝
字
元
年
の
詔
で
は
、

治
メ

レ
民
ヲ
安
ス
ル
ハ

レ
国
ヲ
必
ス
以
テ
孝
ヲ
理
サ
ム
。
百
行
ノ
之
本
莫
シ

レ
先
ナ
ル
ハ

二

於
玆
ヨ
リ

一
。
宜
ク

下
令
シ
テ

二
天
下
ヲ

一
、
家
コ
ト
ニ
蔵
メ
テ

二
孝
経
一
本
ヲ

一
、
精

勤
誦
習
シ
、倍マ

ス
〳
〵
加
フ

中
教
授
ヲ

上
。
百
姓
ノ
間
ニ
有
ラ
ハ

二
孝
行
通
シ
テ

レ
人
ニ
、

郷
閭
欽
仰
ス
ル
者
一
。
宜
ク

レ
令
二
所
由
ノ
長
官
ヲ
シ
テ
、
具
ニ
以
テ
名
ヲ
薦
メ

一
。

（『
続
日
本
紀
』）

と
民
間
に
も
孝
経
の
学
習
を
求
め
、
孝
の
実
施
を
推
奨
し
て
い
る
。
ま
た

天
皇
に
と
っ
て
、
孝
が
思
考
を
支
え
る
重
要
思
想
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、

読
書
始
の
儀
の
教
科
書
の
定
番
が
『
孝
経
』
だ
っ
た
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ

る
。
田
中
徳
定
氏
は
、

『
孝
経
』
は
、平
安
時
代
に
お
け
る
天
皇
の
倫
理
観
の
基
盤
に
な
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、『
孝
経
』
に
説
か
れ
る
孝
思
想
は
、

天
皇
の
行
動
や
思
考
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
然
、
物
語
に
描
か
れ
る
天
皇
の
行
為
や
思
考

の
あ
り
か
た
に
も
反
映
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

と
、
平
安
時
代
の
天
皇
の
思
考
基
盤
に
孝
が
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
帝
の
描
写
に
孝
思
想
の
投
影
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
紫
式
部
の
父
、
藤

原
為
時
は
、
貞
元
二
年
の
師
貞
親
王
の
読
書
始
の
儀
で
尚
復
文
章
生
を
務

め
て
い
る
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
は
『
御
注
孝
経
』
で
あ
る
。

『
孝
経
』
に
造
詣
が
深
い
父
の
元
で
、紫
式
部
が
『
孝
経
』
や
孝
の
理
念
を

吸
収
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。『
紫
式
部
日
記
』の
敦
成
親
王
の
御

湯
殿
の
儀
式
の
記
述
に
お
い
て
、
夜
の
儀
式
を
実
際
に
目
に
は
し
て
い
な

い
に
も
関
わ
ら
ず
「
例
の
孝
経
な
る
べ
し
。」（『
紫
式
部
日
記
』
一
三
九

頁
）
と
推
測
し
て
い
る
こ
と
も
、『
孝
経
』
の
性
質
と
使
用
場
を
十
分
に
理

解
し
て
い
る
が
故
の
記
述
で
あ
る
と
言
え
る
。
紫
式
部
は
孝
思
想
を
理
解

し
、
明
王
の
素
質
表
現
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
へ
と
組
み
込
ん
だ
の
で
あ

る
。
紫
式
部
の
孝
思
想
へ
の
理
解
、
舜
譚
の
素
材
利
用
に
よ
り
、
光
源
氏

の
准
太
政
天
皇
へ
至
る
物
語
の
道
筋
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
光
源
氏
の
准

太
政
天
皇
へ
の
過
程
に
は
、
藤
壺
と
の
密
通
、
冷
泉
帝
の
苦
悩
な
ど
、
他

の
多
数
の
素
材
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
が
、
道
筋
を
支
え
る
素
材
の

一
つ
と
し
て
、
舜
譚
も
物
語
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』と
儒
教
を
関
連
付
け
る
研
究
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
理

由
と
し
て
津
田
左
右
吉
氏
の
、
平
安
時
代
に
儒
教
は
生
活
に
反
映
し
て
お

ら
ず
、
思
想
は
文
学
上
に
も
現
れ
な
い
と
い
う
指
摘
が
現
代
も
な
お
影
響

を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

儒
学
は
素
よ
り
宗
教
で
は
な
く
、
従
つ
て
仏
教
の
や
う
に
強
く
人
心

を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
も
か
く
も
仕
官
の
方
便
と
し
て

書
物
は
学
ば
れ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
仏
教
の
学
問
と
同
様
に
文
学

上
の
知
識
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
知
識
は
漢
文
を
つ
ゞ

り
漢
詩
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
家
の
権
を
振
ふ
具
と
な
り
、
権
家
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を
中
心
と
し
て
ゐ
る
文
化
の
装
飾
に
用
ゐ
ら
れ
た
の
み
で
あ
る
。
実

際
の
政
治
及
び
道
徳
の
上
に
は
何
等
の
交
渉
が
な
い
。

寺
内
清
之
介
氏
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
内
の
儒
教
的
表
現
を
具
体
的
に
挙

げ
影
響
を
論
じ
た
も
の
、
光
源
氏
の
人
物
造
型
や
物
語
展
開
に
儒
教
思
想

の
反
映
を
指
摘
す
る
も
の
な
ど
の
よ
う
に
、
儒
教
思
想
か
ら
の
分
析
の
試

み
は
少
な
い
な
が
ら
も
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、
西
村
富
美
子
氏
の
よ
う
に

『
源
氏
物
語
』
は
男
女
の
情
、
恋
を
テ
ー
マ
と
す
る
物
語
で
あ
り
、
儒

教
は
国
家
の
支
配
の
た
め
の
人
材
養
成
を
究
極
の
目
的
と
す
る
思
想

で
あ
り
、両
者
は
根
本
的
に
全
く
相
反
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。物

語
の
な
か
に
は
仏
教
思
想
の
影
響
は
濃
厚
で
あ
り
随
所
に
見
ら
れ
る

が
、
そ
れ
に
対
し
て
儒
教
思
想
の
影
響
は
明
確
に
は
指
摘
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
。
か
つ
て
津
田
左
右
吉
氏
が
説
か
れ
た
論
は
、
今
に

至
る
も
基
本
的
に
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
、『
源
氏
物
語
』
は
儒
教
全
般
と
相
反
す
る
性
質
の
も
の
と
捉
え
る
立
場

も
あ
る
。

し
か
し
、
文
学
知
識
に
お
い
て
の
儒
教
思
想
が
あ
っ
た
の
は
津
田
氏
も

既
に
認
め
て
い
る
通
り
で
あ
る
。『
孝
経
』
は
律
令
、詔
に
よ
っ
て
学
習
が

勧
め
ら
れ
た
必
読
書
で
あ
り
、
親
王
の
御
湯
殿
の
儀
、
読
書
始
に
使
用
さ

れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
文
学
知
識
と
し
て
の
意
義
は
大
き
い
。
舜
譚
な

ど
の
日
本
で
受
容
さ
れ
た
孝
子
説
話
の
存
在
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
実

行
の
有
無
は
別
に
し
て
も
、
説
話
と
同
時
に
背
景
の
儒
教
思
想
も
人
々
に

広
ま
っ
て
お
り
、
作
り
手
、
読
み
手
と
も
に
共
有
す
る
知
識
で
あ
っ
た
可

能
性
は
極
め
て
高
い
。
儒
教
と
平
安
文
学
を
結
び
付
け
る
試
み
は
必
要
で

あ
り
、
新
た
な
解
釈
を
導
き
だ
す
道
と
し
て
、
改
め
て
見
直
す
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

五　

ま
と
め

孝
に
よ
り
臣
下
が
帝
位
を
獲
得
す
る
舜
譚
は
、
弘
徽
殿
女
御
と
の
関
係

を
中
心
と
し
た
光
源
氏
の
物
語
に
お
け
る
展
開
の
骨
組
み
と
し
て
、
大
き

な
割
合
を
占
め
す
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
光
源
氏
と
舜
の
重
な
り
に

よ
っ
て
、
光
源
氏
の
孝
子
と
し
て
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
中
国

に
お
い
て
孝
は
国
家
統
一
理
念
で
あ
り
、
孝
子
は
天
子
に
近
い
人
間
で
あ

る
と
説
か
れ
、
孝
に
よ
る
治
世
を
実
現
し
た
人
物
は
明
王
と
し
て
尊
ば
れ

た
。
日
本
に
お
い
て
も
、『
孝
経
』
の
学
習
、
孝
の
実
施
が
奨
励
さ
れ
、
少

な
く
と
も
文
学
知
識
と
し
て
の
孝
思
想
は
受
容
さ
れ
た
。
紫
式
部
は
こ
の

孝
思
想
を
享
受
し
、
光
源
氏
の
物
語
に
組
み
込
み
、
光
源
氏
の
王
と
し
て

の
資
質
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
権
復
帰
し
た
光
源
氏
の
今
後
の

栄
華
を
期
待
さ
せ
、
光
源
氏
物
語
の
道
筋
を
作
り
上
げ
る
。
舜
譚
は
、
そ

の
道
筋
を
構
成
す
る
素
材
の
う
ち
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
が
、
確
か
に
『
源

氏
物
語
』
と
い
う
大
き
な
物
語
を
動
か
す
素
材
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）
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注
（
1
）『
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、
阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
、
今
井
源
衛
、
鈴

木
日
出
男
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
①
〜
⑥
』

（
小
学
館　

一
九
九
四
年
〜
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。

（
2
）
石
川
徹
「
継
子
も
の
と
そ
の
周
辺
―
落
窪
物
語
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
平

安
時
代
物
語
文
学
論
』
笠
間
書
院　

一
九
七
九
年
）、
日
向
一
雅
「『
源
氏

物
語
』
と
継
子
譚
」（『
源
氏
物
語
の
主
題
「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語

の
構
造
』
桜
楓
社　

一
九
八
三
年
）、
池
田
和
臣
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
継
子
譚
の
形
態
分
析
―
玉
鬘
物
語
の
解
析
の
た
め
に
―
」（『
源
氏
物
語　

表
現
構
造
と
水
脈
』
武
蔵
野
書
院　

二
〇
〇
一
年
）
ほ
か
。

（
3
）
拙
稿
「
継
息
子
の
物
語
と
し
て
の
光
源
氏
物
語
―
弘
徽
殿
女
御
と
の
関

係
を
中
心
に
―
」（『
国
語
国
文　

八
三
―
三
号
』
二
〇
一
四
年
三
月
）。
光

源
氏
と
弘
徽
殿
女
御
の
呼
称
と
し
て
「
継
子
」「
継
母
」
が
使
用
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
が
、「
桐
壺
」
で
桐
壺
帝
は
弘
徽
殿
女
御
の
御
簾
の
中
に
光
源
氏

を
入
れ
、
親
し
む
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
。
一
般
家
庭
の
継
子
関
係
と
は

同
列
に
で
き
な
い
が
、
こ
の
二
人
を
、
継
母
的
要
素
を
も
つ
人
物
、
継
子

的
要
素
を
も
つ
人
物
と
し
て
扱
い
、
以
下
論
じ
て
い
く
。

（
4
）
山
中
裕
、
秋
山
虔
、
池
田
尚
降
、
福
長
進
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集　

栄
花
物
語
①
』（
小
学
館　

一
九
九
五
年
）

（
5
）
青
木
正
児
「
堯
舜
伝
説
の
構
成
」（『
支
那
文
学
芸
術
考
』
弘
文
堂　

一
九
四
二
年
）
後
に
『
青
木
正
児
全
集
2
』（
春
秋
社　

一
九
七
〇
年
）
に

所
収
。

（
6
）『
孝
子
伝
』に
つ
い
て
は
黒
田
彰『
孝
子
伝
の
研
究
』（
思
文
閣　

二
〇
〇
一

年
）
に
詳
し
い
。

（
7
）
増
田
欣
「
虞
舜
至
孝
説
話
の
伝
承
―
太
平
記
を
中
心
に
―
」（『
中
世
文

芸　

二
二
号
』
一
九
六
一
年
八
月
）
後
に
『『
太
平
記
』
の
比
較
文
学
的
研

究
』（
角
川
書
店　

一
九
七
六
年
）
に
所
収
。

（
8
）
幼
学
の
会
『
孝
子
伝
注
解
』（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
三
年
）
以
下
、漢
文

引
用
は
書
き
下
し
文
に
よ
り
、
旧
漢
字
・
異
体
字
は
新
字
体
に
改
め
る
。

（
9
）
仏
教
の
儒
教
取
り
込
み
の
歴
史
に
つ
い
て
は
道
端
良
秀
『
仏
教
と
儒
教
』

（
第
三
文
明
社　

一
九
七
六
年
）
に
詳
し
い
。

（
10
）『
孝
経
』
の
本
文
引
用
は
栗
原
圭
介
著
『
新
釈
漢
文
大
系　

孝
経
』（
明

治
書
院　

一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。
底
本
は
古
文
孝
経
孔
氏
伝
旧
鈔
本
で

あ
る
。
清
和
天
皇
に
よ
り
『
孝
経
』
の
学
習
は
御
注
孝
経
の
使
用
が
定
め

ら
れ
、
平
安
時
代
の
公
式
な
場
で
の
使
用
は
御
注
孝
経
で
あ
る
が
、
重
野

安
繹
校
訂
『
漢
文
大
系　

御
注
孝
経
』（
冨
山
房　

一
九
一
〇
年
）
を
確
認

し
た
と
こ
ろ
、
本
文
に
関
し
て
両
者
の
大
き
な
異
同
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
11
）
三
木
雅
博
「
説
経
「
し
ん
と
く
丸
」「
あ
い
ご
の
若
」
の
成
立
と
中
国
伝

来
の
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
―
ク
ナ
ラ
太
子
譚
と
舜
譚
・
伯
奇
譚
の
接
合
に

よ
る
物
語
形
成
の
可
能
性
に
つ
い
て
―
」（
説
話
と
説
話
文
学
の
会
編
『
説

話
論
集
第
一
三
集　

中
国
と
日
本
の
説
話
Ⅰ
』
清
文
堂
出
版　

二
〇
〇
三

年
）

（
12
）
注
3
拙
稿
に
同
じ
。

（
13
）
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成　

松
永
本　

花
鳥
余
情
』（
桜
楓
社　

一
九
七
八
年
）

（
14
）
光
源
氏
の
弘
徽
殿
女
御
へ
の
態
度
へ
の
描
写
と
並
べ
て
、
光
源
氏
の
兵

部
卿
宮
へ
の
冷
淡
な
態
度
が
描
か
れ
て
い
る
。

 
　
　

  

兵
部
卿
の
親
王
、
年
ご
ろ
の
御
心
ば
へ
の
つ
ら
く
思
は
ず
に
て
、
た

だ
世
の
聞
こ
え
を
の
み
思
し
憚
り
た
ま
ひ
し
こ
と
を
大
臣
は
う
き
も

の
に
思
し
お
き
て
、
昔
の
や
う
に
も
睦
び
き
こ
え
た
ま
は
ず
。
な
べ
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て
の
世
に
は
あ
ま
ね
く
め
で
た
き
御
心
な
れ
ど
、
こ
の
御
あ
た
り
は
、

な
か
な
か
情
な
き
ふ
し
も
う
ち
ま
ぜ
た
ま
ふ
を
、（「
澪
標
」
三
〇
一

頁
）

 
ま
た
、
空
蝉
の
弟
・
小
君
は
、
か
つ
て
光
源
氏
と
空
蝉
の
間
を
取
り
持
つ

役
割
を
担
い
、
光
源
氏
も
世
話
を
や
い
て
い
た
が
、
須
磨
退
居
の
際
に
疎

遠
に
な
っ
て
し
ま
う
。

 

　
　

  

昔
、童
に
て
い
と
睦
ま
し
う
ら
う
た
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
し
か
ば
、か

う
ぶ
り
な
ど
得
し
ま
で
、
こ
の
御
徳
に
隠
れ
た
り
し
を
、
お
ぼ
え
ぬ

世
の
騒
ぎ
あ
り
し
こ
ろ
、
も
の
の
聞
こ
え
に
憚
り
て
常
陸
に
下
り
し

を
ぞ
、
す
こ
し
心
お
き
て
年
ご
ろ
は
思
し
け
れ
ど
、
色
に
も
出
だ
し

た
ま
は
ず
、
昔
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら
ね
ど
、
な
ほ
親
し
き
家
人
の
中

に
は
数
へ
た
ま
ひ
け
り
。（「
関
屋
」
三
六
一
頁
）

 

光
源
氏
は
帰
京
後
、
小
君
を
親
し
い
家
人
の
中
に
数
え
て
は
い
る
も
の
の
、

須
磨
退
居
時
に
も
随
っ
た
家
人
と
は
明
確
な
区
別
を
つ
け
、
昔
ほ
ど
の
心

遣
い
で
は
な
い
。

（
15
）
吉
田
賢
抗
著
『
新
釈
漢
文
大
系　

史
記
一
』（
明
治
書
院　

一
九
七
三

年
）

（
16
）『
礼
記
』
の
本
文
引
用
は
竹
内
照
夫
著
『
新
釈
漢
文
大
系　

礼
記　

上
〜

下
』（
明
治
書
院　

一
九
七
一
〜
一
九
七
九
年
）

（
17
）「
こ
こ
で
の
源
氏
は
一
面
で
は
、権
勢
家
と
し
て
の
風
貌
を
も
呈
し
は
じ

め
る
。
弘
徽
殿
へ
の
「
心
寄
せ
」
は
、
か
つ
て
の
非
道
に
対
す
る
、
今
は

優
位
に
立
つ
者
の
報
復
で
あ
り
、」（
新
編
全
集
「
澪
標
」
三
〇
二
頁
頭
注
）

（
18
）『
源
氏
物
語
』
に
は
「
心
寄
せ
（
名
詞
）」
は
三
四
例
、「
心
寄
す
（
動

詞
）」
は
三
四
例
（
う
ち
一
例
は
「
澪
標
」
の
例
）、「
心
を
寄
す
」
八
例
、

「
心
寄
せ
あ
り
顔
な
り
」
一
例
、「
心
寄
せ
わ
た
る
」
一
例
が
使
用
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
検
討
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
大
き
く
分
類
で

き
る
。

 

①
人
間
関
係
に
お
い
て
愛
情
、
親
愛
の
感
情
を
示
す
例

 
 

心
寄
せ 

・・・「
賢
木
」
一
四
八
頁
、「
薄
雲
」
四
四
六
頁
、「
若
菜
上
」
二

二
・
一
二
九
頁
、「
若
菜
下
」
一
六
〇
・
一
九
四
頁
、「
匂
兵
部
卿
」
一
七
・

二
一
・
二
五
頁
、「
椎
本
」
二
〇
九
頁
、「
総
角
」
三
三
一
頁
、「
浮
舟
」
一

七
八
頁　

 

心
寄
す 

・
・
・「
桐
壺
」
四
四
頁
、「
胡
蝶
」
一
七
四
頁
、「
藤

袴
」
三
二
九
頁
、「
若
菜
上
」
二
九
頁
、「
若
菜
下
」
一
五
七
頁
、「
竹
河
」

七
三
・
七
五
頁
「
総
角
」
三
一
三
頁
、「
早
蕨
」
三
六
三
頁
、「
浮
舟
」
一

八
一
頁
、「
蜻
蛉
」
二
五
六
・
二
六
四
頁　

 

心
を
寄
す 

・
・
・「
明
石
」
二

七
五
頁
、「
若
菜
上
」
二
二
頁　

 

心
寄
せ
あ
り
顔 

・
・
・「
竹
河
」
九
二
頁

 

②
人
間
以
外
の
も
の
に
対
す
る
愛
着
を
示
す
例

 
 

心
寄
せ 

・・・「
薄
雲
」
四
六
二
頁
、「
早
蕨
」
三
四
八
頁
、「
手
習
」
三
五
六

頁　

 

心
寄
す 

・
・
・「
野
分
」
二
六
三
頁
（
二
例
）、「
幻
」
五
三
一
頁　

 

心
を
寄
す 

・
・
・「
薄
雲
」
四
六
四
頁
、「
藤
裏
葉
」
四
三
七
頁
、「
手
習
」

二
八
四
頁

 

③
対
象
の
人
物
へ
の
賛
同
や
期
待
を
示
し
、
援
助
す
る
例

 
 

心
寄
せ 

・
・
・「
賢
木
」
九
一
・
一
四
八
頁
、「
澪
標
」
三
〇
〇
頁
、「
藤

袴
」
三
三
八
頁
、「
藤
裏
葉
」
四
四
七
・
四
五
三
頁
、「
若
菜
上
」
二
九
、
四

八
頁
、「
若
菜
下
」
一
七
七
頁
（
二
例
）、「
横
笛
」
三
六
二
頁
、「
総
角
」

二
四
八
・
二
七
六
頁
、「
早
蕨
」
三
五
三
・
三
六
九
頁
、「
寄
木
」
四
七
五

頁
、「
浮
舟
」
一
三
九
頁
、「
蜻
蛉
」
二
七
三
頁
、「
手
習
」
三
三
八
頁　

 
心
寄
す 

・
・
・「
須
磨
」
一
八
八
頁
、「
絵
合
」
三
八
五
頁
、「
朝
顔
」
四

八
五
頁
、「
少
女
」
三
一
頁
、「
若
菜
上
」
六
七
頁
、「
若
菜
下
」
一
六
九
、

二
一
〇
頁
、「
竹
河
」
一
〇
四
頁
、「
橋
姫
」
一
二
四
・
一
三
五
頁
、「
椎
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本
」
一
七
〇
・
一
七
八
頁
、「
早
蕨
」
三
五
一
頁
、「
浮
舟
」
一
〇
七
頁
、

「
蜻
蛉
」
二
二
七
・
二
七
三
頁　

 

心
を
寄
す 

・
・
・「
朝
顔
」
四
八
八
頁
、

「
竹
河
」
一
〇
五
頁
、「
総
角
」
二
六
〇
頁　

 

心
寄
せ
わ
た
る 

・
・
・「
藤

裏
葉
」
四
四
〇
頁

 

④
人
間
以
外
の
も
の
が
対
象
に
賛
同
、
期
待
を
示
し
、
援
助
す
る
例

 
 

心
寄
す 
・
・
・「
竹
河
」
八
〇
頁
、「
総
角
」
二
九
五
頁

（
19
）
黒
川
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

令
義
解
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
年
）

（
20
）
黒
川
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

続
日
本
紀
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
年
）

（
21
）
親
王
の
読
書
始
に
つ
い
て
は
、尾
形
裕
泰
「
就
学
始
の
史
的
研
究
」（『
日

本
学
士
院
紀
要　

第
八
巻
第
一
号
』
一
九
五
〇
年
三
月
）
に
よ
る
詳
し
い

調
査
が
あ
る
。

（
22
）
田
中
徳
定
「
光
源
氏
召
還
と
「
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
御
位
」
―
『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
天
皇
の
孝
心
―
」（
河
添
房
江
ほ
か
編
『
家
と
血
の
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
』
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
一
年
）

（
23
）『
日
本
紀
略
』「
廿
八
日
己
丑
、
東
宮
初
読
書
。
于
レ
時
太
子
御
‐
二
坐
閑

院
東
対
一
、学
士
権
左
中
弁
菅
原
朝
臣
輔
正
、尚
復
文
章
生
藤
原
為
時
（
貞

元
二
年
三
月
）」（
黒
川
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
紀
略
後
編
』

吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
年
）、『
兵
範
記
』「
御（
裏
書
）書
始
例
（
中
略
）
華
山
院

　

貞
元
二
年
四
月
廿
八
日
戌
申
、
於
閑
院
東
対
読
御
注
孝
経
、
十
歳
、
学
士

従
四
位
下
権
左
中
弁
菅
原
輔
正
、尚
複
本
宮
非
蔵
人
文
章
生
藤
原
為
時（
久

壽
二
年
一
二
月
）」（「
増
補
史
料
大
成
」
刊
行
会
『
史
料
大
成　

兵
範
記

二
』
臨
川
書
店　

一
九
六
五
年
）

（
24
）
藤
岡
忠
美
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

紫
式
部
日
記
』（
小

学
館　

一
九
九
四
年
）

（
25
）
津
田
左
右
吉
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究　

改
訂
版
』（
岩

波
書
店　

一
九
五
一
年
）
尚
、
引
用
の
際
に
、
旧
漢
字
・
異
体
字
は
新
字

体
に
改
め
た
。

（
26
）
寺
内
清
之
介
「
源
氏
物
語
と
儒
教
」（『
平
安
文
学
研
究　

三
九
号
』

一
九
六
七
年
一
二
月
）

（
27
）
清
水
好
子
『
源
氏
物
語
論
』（
塙
書
房　

一
九
六
六
年
）、田
中
隆
昭
「
光

源
氏
に
お
け
る
孝
と
不
孝
―
『
史
記
』
と
の
か
か
わ
り
か
ら
―
」（
後
藤
祥

子
ほ
か
編
『
東
ア
ジ
ア
の
中
の
平
安
文
学
』
勉
誠
社　

一
九
九
五
年
）、日

向
一
雅
「
光
源
氏
の
儒
教
的
形
象
―
『
九
条
右
丞
相
遺
誡
』
と
『
令
集
解
』

を
媒
介
に
し
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
準
拠
と
話
型
』
至
文
堂　

一
九
九
九

年
）

（
28
）
西
村
富
美
子
「
源
氏
物
語
の
儒
教
」（
増
田
繁
夫
ほ
か
編
『
源
氏
物
語
研

究
集
成
第
六
巻　

源
氏
物
語
の
思
想
』
風
間
書
房　

二
〇
〇
一
年
）




