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岩

坪

健

近
年
︑
本
学
の
所
蔵
に
な
っ
た
三
件
の
源
氏
物
語
絵
に
つ
い
て
紹
介
す
る
︒

い
ず
れ
も
彩
色
画
付
き
の
完
本
で
あ
る
︒

一
︑
源
氏
物
語
絵
巻

一
巻

箱
の
蓋
に
﹁
源
氏
之
繪

詞
書
在

土
佐
光
信
筆
﹂
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
が
︑

極
め
書
き
な
ど
は
な
い
︒
光
信
は
土
佐
派
中
興
の
祖
と
さ
れ
︑
一
五
世
紀
か
ら

一
六
世
紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
︒
一
方
︑
詞
書
は
江
戸
前
期
写
と
推
定
さ
れ
る
︒

巻
子
本
一
巻
で
表
紙
は
緞
子
︑
見
返
し
は
金
銀
箔
・
野
毛
散
ら
し
︑
詞
書
は
天

青
地
紫
の
内
曇
り
の
料
紙
︑
絵
は
淡
彩
色
画
で
天
地
に
金
泥
霞
︑
紙
背
は
金
銀

砂
子
散
ら
し
︒
詞
書
も
絵
も
五
枚
ず
つ
あ
る
︒
表
紙
の
寸
法
は
縦
三
四
・
四
︑

横
二
七
・
二
セ
ン
チ
︑
料
紙
の
横
の
サ
イ
ズ
は
詞
書
も
絵
も
四
八
セ
ン
チ
前
後

で
あ
る
︒

五
図
と
も
名
場
面
が
選
ば
れ
て
い
る
が
︑
描
き
方
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
︒
第

一
図
︵
紅
葉
賀
の
巻
︶
は
光
源
氏
と
頭
中
将
が
青
海
波
を
舞
う
件
で
︑
そ
の
舞

で
は
袍
の
右
肩
を
脱
ぐ
と
決
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
図
で
は
脱
い
で
い
な
い
︒

第
二
図
︵
乙
女
の
巻
︶
は
五
節
の
舞
姫
が
舞
う
場
面
で
︑
そ
の
場
所
は
宮
中
の

殿
内
で
あ
る
は
ず
だ
が
︑
本
図
で
は
庭
に
降
り
る

階
き
ざ
は
し

を
背
景
に
地
上
で
五
人

が
舞
っ
て
い
る
︒
第
三
図
︵
常
夏
の
巻
︶
は
涼
ん
で
い
る
光
源
氏
た
ち
に
魚
を

調
進
し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
︑
そ
の
場
所
は
﹁
東
の
釣
殿
﹂
と
詞
書
に
も
記
さ

れ
て
い
る
︒
絵
も
床
が
水
流
の
上
に
張
り
出
し
て
は
い
る
が
︑
格
子
が
す
ぐ
横

に
あ
る
の
で
釣
殿
で
は
な
い
︒
第
四
図
︵
若
菜
上
の
巻
︶
は
蹴
鞠
を
し
て
い
る

と
き
猫
が
飛
び
出
し
た
と
こ
ろ
で
︑
物
語
に
は
﹁
か
ら
猫
の
い
と
ち
い
さ
く
お

か
し
げ
な
る①

﹂
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
本
図
の
猫
は
大
き
く
て
縞
模
様
が
あ
り
︑

ま
る
で
虎
の
よ
う
に
見
え
る
︒
最
後
の
第
五
図
︵
橋
姫
の
巻
︶
は
薫
が
︑
琴
・

琵
琶
を
合
奏
す
る
姉
妹
を
垣
間
見
る
条
で
あ
る
が
︑
琵
琶
を
弾
く
女
君
し
か
描

か
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
物
語
に
は
﹁
す
い
が
い
の
戸
を
す
こ
し
を
し
あ
け
て
﹂

︿
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︵﹃
湖
月
抄
﹄︶
薫
は
見
た
と
あ
る
の
で
︑
薫
は
地
面
に
立
っ
て
い
る
︒
し
か
し

本
図
で
は
簀
子
に
上
が
り
扇
を
左
手
に
持
ち
︑
両
手
を
肩
の
あ
た
り
ま
で
上
げ

て
い
る②

︒
こ
の
よ
う
に
源
氏
物
語
絵
の
決
ま
り
事
に
外
れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ

る
の
で
︑
源
氏
絵
を
お
家
芸
に
し
た
土
佐
家
の
当
主
︑
土
佐
光
信
の
筆
で
は
な

か
ろ
う
が
︑
画
風
な
ど
か
ら
土
佐
派
の
流
れ
を
汲
む
と
推
定
さ
れ
る
︒

本
作
品
の
よ
う
に
源
氏
物
語
か
ら
数
場
面
を
選
ん
で
絵
巻
に
仕
立
て
た
作
品

は
支く
ち

子な
し

文
庫
︵
九
州
大
学
付
属
図
書
館
蔵
︶
に
も
あ
り
︑
四
季
と
賀
・
祝
の
六

図
か
ら
成
る
︒
本
作
の
各
図
の
時
季
を
第
一
図
か
ら
示
す
と
︑
十
月
・
十
一

月
・
六
月
・
三
月
・
秋
の
末
で
あ
り
季
節
の
順
で
は
な
く
︑
こ
れ
は
巻
の
順
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

詞
書
の
本
文
に
つ
い
て
調
べ
る
と
︑
常
夏
の
巻
以
外
は
青
表
紙
本
系
統③

と
見

な
せ
る
︒
問
題
の
箇
所
を
翻
刻
し
て
︑
次
に
漢
字
を
当
て
た
り
濁
点
を
付
け
た

り
な
ど
し
た
本
文
を
︵

︶
内
に
記
す
︒

に
し
か
は
よ
り
た
て
ま
つ
れ
る
あ
ゆ
御
ま
へ
に
て
て
う
し
ち
か
き
河
の
い

し
ふ
し
な
と
や
う
の
も
の
せ
う
よ
う
し
給

(西
川
よ
り
た
て
ま
つ
れ
る
鮎
︑
御
前
に
て
調
じ
︑
近
き
川
の
い
し
ぶ
し

な
ど
や
う
の
物
︑
逍
遥
し
給
ふ
︶

﹁
西
川
よ
り
た
て
ま
つ
れ
る
鮎
﹂
の
箇
所
は
大
き
な
異
同
が
な
い
の
で
︑

﹁
鮎
﹂
以
下
の
本
文
に
読
点
を
付
け
て
系
統
別
に
列
挙
す
る
︒

○
青
表
紙
本
︵﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄
の
底
本
︶

あ
ゆ
︑
ち
か
き
か
は
の
い
し
ふ
し
や
う
の
も
の
︑
お
ま
ゑ
に
て
ゝ
う
し
て

ま
い
ら
す

○
河
内
本
︵
尾
州
家
本
の
影
印
に
よ
る
︶

あ
ゆ
︑
お
ま
へ
に
て
ゝ
う
し
︑
ち
か
き
か
は
の
い
し
ふ
し
�な

と

や
う
の
せ
う

よ
う
し
給
に

両
系
統
で
は
本
文
が
異
な
り
︑
青
表
紙
本
に
は
﹁
逍せ
う

遥え
う

﹂︵
楽
し
む
と
い
う

意
︶
と
い
う
言
葉
が
な
く
︑
本
絵
巻
は
河
内
本
の
本
文
﹁
な
ど
や
う
の
﹂
の
続

き
に
﹁
も
の
﹂
を
付
け
足
し
て
い
る
︒
二
系
統
に
分
類
さ
れ
な
い
別
本
で
も
︑

﹁
物
﹂
と
﹁
逍
遥
﹂
を
併
せ
持
つ
写
本
は
保
坂
本
し
か
な
い
︒

○
保
坂
本
︵
影
印
に
よ
る
︶

あ
ゆ
︑
い
し
ふ
し
な
と
や
う
の
物
︑
御
ま
へ
に
て
て
う
し
て
ま
い
ら
す
︑

せ
う
よ
う
し
た
ま
ふ
に

し
か
し
な
が
ら
保
坂
本
は
青
表
紙
本
か
ら
﹁
近
き
川
の
﹂
を
削
り
︑
代
わ
り

に
﹁
逍
遥
し
た
ま
ふ
﹂
を
追
加
し
た
よ
う
な
本
文
で
あ
る
の
で
︑
本
絵
巻
は
保

坂
本
よ
り
河
内
本
に
近
い
︒
室
町
時
代
に
な
る
と
和
歌
の
世
界
で
は
藤
原
定
家

が
崇
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
に
と
も
な
い
源
氏
物
語
も
定
家
が
校
訂
し

た
青
表
紙
本
が
優
勢
に
な
り
︑
江
戸
時
代
に
な
る
と
河
内
本
は
国
学
者
で
さ
え

実
見
し
た
こ
と
の
な
い
幻
の
伝
本
に
な
る④

︒
け
れ
ど
も
本
作
品
に
よ
り
︑
源
氏

絵
の
詞
書
に
河
内
本
の
本
文
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
︑
そ
の
意
味

で
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
︒

︿
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二
︑
源
氏
物
語
画
帖

一
帖

折
帖
装
で
︑
表
紙
の
中
央
に
貼
ら
れ
た
題
簽
に
﹁
古
土
佐
源
氏
五
拾
四
状
画

賛
﹂
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
︒
布
表
紙
は
萌
黄
地
に
牡
丹
唐
草
金
襴
︑
寸
法
は
縦

が
三
〇
・
八
︑
横
が
一
四
・
八
セ
ン
チ
で
あ
る
︒
五
四
帖
か
ら
一
場
面
ず
つ
選

ば
れ
︑
詞
書
も
絵
も
各
五
四
枚
揃
っ
た
完
本
︒
各
面
に
詞
書
と
絵
の
色
紙
が
一

枚
ず
つ
上
下
に
貼
ら
れ
︑
第
二
七
帖
︵
篝
火
の
巻
︶
ま
で
は
絵
が
上
︑
第
二
八

帖
︵
行
幸
の
巻
︶
以
後
は
逆
に
絵
が
下
に
な
っ
て
い
る
︒
各
面
に
は
巻
名
を
記

し
た
付
箋
が
付
い
て
い
て
︑
東
屋
の
巻
の
み
な
い
が
︑
こ
れ
は
剥
が
れ
た
の
で

あ
ろ
う
︒
巻
の
順
を
調
べ
る
と
︑
た
と
え
ば
源
氏
物
語
の
梗
概
書
で
近
世
に
も

版
を
重
ね
た
﹃
源
氏
小
鏡
﹄
は
関
屋
の
次
に
蓬
生
︑
竹
河
の
次
に
紅
梅
が
続
く

が
︑﹃
湖
月
抄
﹄
は
そ
れ
ぞ
れ
逆
で
あ
り
︑
本
画
帖
は
﹃
湖
月
抄
﹄
と
同
じ
順

序
で
あ
る
︒
色
紙
の
大
き
さ
は
詞
書
も
絵
も
同
じ
で
︑
縦
一
四
・
〇
︑
横
一

二
・
六
セ
ン
チ
︒
絵
は
金
泥
彩
色
画
で
上
等
な
顔
料
が
使
わ
れ
︑
天
地
に
金
箔

霞
︒
詞
書
の
料
紙
は
す
べ
て
無
地
の
薄
い
紅べ
に

殻が
ら

色
で
︑
書
風
は
江
戸
時
代
中
期

と
推
定
さ
れ
る
︒

絵
に
関
し
て
は
古
来
︑
描
き
継
が
れ
て
き
た
場
面
が
多
い
︒
次
に
取
り
上
げ

る
八
図
も
︑
そ
の
巻
を
代
表
す
る
場
面
で
は
あ
る
が
︑
本
作
品
に
は
肝
心
な
モ

チ
ー
フ
が
抜
け
て
い
る
︒
そ
れ
ら
を
巻
の
順
に
列
挙
す
る
と
︑
使
者
が
持
つ
箱

の
中
の
紅
葉
︵
少
女
の
巻
︶︑
琴
︵
篝
火
の
巻
︶︑
夕
霧
が
手
に
持
つ
藤
袴
︵
藤

袴
の
巻
︶︑
柏
木
が
持
つ
藤
の
花
︵
藤
裏
葉
︶
︑
猫
︵
若
菜
上
︶
︑
手
紙
︵
幻
︶
︑

琴
︵
橋
姫
︶︑
手
習
い
の
机
︵
手
習
︶
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
う
ち
藤
袴
と
藤
︑

そ
し
て
机
は
巻
名
に
も
関
わ
る
重
要
な
小
道
具
で
あ
る
︒
ま
た
︑
紅
葉
が
な
い

と
贈
り
物
に
な
ら
な
い
し
︑
猫
が
い
な
い
と
垣
間
見
は
起
き
な
い
︒
篝
火
の
巻

で
物
語
に
は
源
氏
と
玉
鬘
は
琴
を
枕
に
し
て
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
絵
で
は
琴

が
な
い
た
め
寝
て
い
る
の
か
起
き
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
︒
幻
の
巻
で
は

焼
き
捨
て
る
手
紙
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
︑
囲い

炉ろ

裏り

に
両
手
を
広
げ
た
女
房

達
は
︑
ま
る
で
手
を
か
ざ
し
て
暖
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
︒
橋
姫
の

巻
で
琴
を
省
略
し
て
琵
琶
だ
け
描
く
の
は
︑
前
掲
の
源
氏
物
語
絵
巻
と
共
通
す

る
の
で
︑
こ
う
い
う
描
き
方
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
白
描
源
氏
物

語
団
扇
貼
付
屏
風
︵
高
津
古
文
化
会
館
蔵
︒
後
掲
の
﹃
源
氏
絵
集
成
﹄
所
収
︶

で
も
琴
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
琵
琶
を
弾
く
女
君
は
簾
を
高
く
上
げ
て
い
る
の
で

露
わ
に
見
え
︑
そ
の
隣
に
い
る
女
君
は
簾
を
下
ま
で
下
ろ
し
て
い
る
︒
本
来
は

簾
越
し
に
琴
も
描
か
れ
て
い
た
が
︑
や
が
て
琴
︑
そ
し
て
琴
を
弾
く
女
君
も
消

え
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
画
竜
点
睛
を
欠
く
絵
の
ほ
か
︑
場
面
が
特
定
で
き
な
い
図
も
あ

る
︒
た
と
え
ば
賢
木
の
巻
の
詞
書
は
︑
光
源
氏
が
野
宮
で
榊
の
葉
を
差
し
出
す

名
場
面
で
あ
り
︑
室
内
に
い
る
男
性
は
源
氏
だ
け
で
あ
る
が
︑
本
作
品
の
図
は

室
内
に
冠
直
衣
姿
が
二
人
︑
女
君
と
女
房
も
一
人
ず
つ
お
り
︑
皆
で
畳
の
上
に

敷
い
た
白
い
紙
の
上
に
置
か
れ
た
榊
の
枝
を
見
て
い
る
︒
ま
た
野
分
の
巻
で
は
︑

︿
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詞
書
は
童
に
虫
籠
を
持
た
せ
て
庭
に
降
り
さ
せ
る
と
い
う
︑
よ
く
絵
画
化
さ
れ

た
箇
所
で
あ
る
が
︑
本
画
帖
の
絵
は
室
内
に
虫
籠
を
二
つ
並
べ
て
置
き
︑
そ
れ

を
冠
直
衣
の
人
︵
野
分
の
見
舞
い
に
訪
れ
た
夕
霧
か
︶・
女
君
︵
秋
好
中
宮

か
︶・
女
房
・
女
童
・
少
年
の
五
人
が
見
て
い
る
︑
と
い
う
物
語
に
は
書
か
れ

て
い
な
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
ほ
か
須
磨
の
巻
の
詞
書
は
︑
須
磨
に
い

る
光
源
氏
を
頭
中
将
が
訪
れ
た
件
だ
が
︑
絵
で
は
室
内
に
烏
帽
子
直
衣
姿
と
少

年
が
一
人
ず
つ
︑
屋
外
に
文
箱
と
笠
を
持
ち
蓑
を
着
た
素
足
の
男
性
が
一
人
い

る
︒
物
語
で
は
頭
中
将
が
須
磨
を
訪
ね
た
折
︑
海
士
が
貝
や
海
藻
を
持
っ
て
き

た
と
あ
る
の
で
︑
そ
れ
が
文
箱
に
写
し
崩
れ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は

蓑
と
笠
に
注
目
す
る
と
︑
次
の
明
石
の
巻
の
冒
頭
に
紫
の
上
か
ら
の
使
者
は

﹁
あ
や
し
き
姿
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
身
な
り
は
﹁
此
御
使
也
︒
蓑
笠
な
ど
の
躰
な

る
べ
し
﹂
と
﹃
湖
月
抄
﹄
所
収
の
﹃
細
流
抄
﹄
が
注
を
付
け
て
い
る
︒
そ
の
場

合
︑
本
作
に
は
須
磨
の
図
が
な
く
︑
代
わ
り
に
明
石
の
図
が
二
枚
あ
る
こ
と
に

な
る
︒

こ
の
ほ
か
東
屋
の
巻
も
場
面
が
確
定
し
に
く
い
︒
詞
書
に
は
浮
舟
の
結
婚
相

手
に
は
左
近
少
将
が
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
母
親
が
︑
浮
舟
に
返
事
を
さ
せ

た
と
書
か
れ
︑
絵
に
も
巻
紙
を
両
手
で
広
げ
て
見
て
い
る
浮
舟
︑
そ
の
母
親
と

三
人
の
女
房
が
描
か
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
箇
所
は
絵
画
化
さ
れ
た
例
が

見
当
た
ら
ず
︑
ま
た
絵
に
な
る
箇
所
を
集
め
た
﹃
源
氏
物
語
絵
詞⑤

﹄
に
も
掲
載

さ
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
浮
舟
が
持
つ
巻
紙
に
は
文
字
で
は
な
く
草
花
の
よ

う
な
図
が
描
か
れ
て
い
る
︒
も
し
そ
れ
が
絵
巻
物
な
ら
ば
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻

に
も
採
ら
れ
た
場
面
︑
す
な
わ
ち
物
語
絵
に
見
入
る
浮
舟
︑
浮
舟
を
見
つ
め
る

異
母
姉
の
中
の
君
︑
物
語
を
朗
読
す
る
女
房
な
ど
に
な
る
が
︑
本
画
帖
に
は
物

語
の
冊
子
は
見
当
た
ら
な
い
︒
構
図
が
似
た
絵
を
佐
野
み
ど
り
氏
編
﹃
源
氏
絵

集
成
﹄︵
藝
華
書
院
︑
平
成
二
三
年
︶
か
ら
探
す
と
︑
①
土
佐
派
源
氏
物
語
色

紙
画
帖
︵
出
光
美
術
館
蔵
︶
の
第
三
六
図
︑
②
源
氏
物
語
色
紙
貼
付
屏
風
︵
斎

宮
歴
史
博
物
館
蔵
︶︑
③
源
氏
物
語
色
紙
画
帖
︵
海
の
見
え
る
杜
美
術
館
蔵
︶
︑

④
白
描
源
氏
物
語
団
扇
貼
付
屏
風
︵
高
津
古
文
化
会
館
蔵
︶
が
あ
る
︒
い
ず
れ

も
女
君
が
両
手
で
持
っ
て
い
る
巻
物
に
は
草
花
な
ど
の
絵
が
描
か
れ
︑
物
語
を

朗
読
す
る
女
房
は
い
な
い
︒
ま
た
︑
②
の
詞
書
は
浮
舟
が
物
語
を
見
て
い
る
箇

所
︑
③
の
詞
書
は
巻
名
歌
の
み
で
︑
そ
れ
は
薫
が
浮
舟
の
隠
れ
住
む
三
条
の
小

家
を
訪
れ
た
際
の
詠
歌
で
あ
る
︒
①
～
④
の
解
説
︵﹃
源
氏
絵
集
成
﹄
所
収
︶

に
よ
る
と
︑
い
ず
れ
も
土
佐
派
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
︑
本
画
帖
も
土
佐
派
と
推

測
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
初
音
の
巻
の
図
は
元
日
に
光
源
氏
が
明
石
の
君
を
訪
れ
た
件
で
︑
よ

く
絵
に
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
詞
書
は
光
源
氏
が
年
始
回
り
で
末
摘
花
を
訪
問

し
た
箇
所
で
︑﹃
源
氏
物
語
絵
詞
﹄
に
も
採
ら
れ
て
い
な
い
︒
初
音
の
巻
で
は

め
で
た
い
場
面
が
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
末
摘
花
を
取
り
上
げ
る
の
は
珍

し
い
が
︑
土
佐
一
得
筆
﹁
源
氏
物
語
色
紙
貼
交
屏
風
﹂︵﹃
源
氏
絵
集
成
﹄
所

収
︶
左
隻
の
第
三
扇
の
絵
と
第
六
扇
の
詞
は
本
画
帖
と
共
通
す
る
︒

︿
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次
に
詞
書
を
見
る
と
︑
一
例
だ
け
本
文
が
中
略
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
朝
顔

の
巻
で
︑
和
歌
の
直
前
に
あ
る
手
紙
の
文
章
を
欠
く
︒
そ
の
巻
も
含
め
い
ず
れ

の
巻
も
お
お
む
ね
青
表
紙
本
系
統
と
見
ら
れ
る
が
︑
明
ら
か
に
違
う
本
文
が
数

例
あ
る
︒
最
も
異
な
る
の
は
総
角
の
巻
で
︑
大
君
が
頑
な
に
薫
を
拒
み
朝
を
迎

え
た
と
き
︑
薫
と
大
君
が
交
わ
し
た
贈
答
歌
の
間
に
本
先
品
に
は
︑﹁
か
ゝ
る

た
め
し
世
に
有
け
む
や
と
の
給
へ
は
心
か
ら
に
う
く
そ
聞
給
ふ
﹂
の
一
節
が
入

る
︒

(薫
は
和
歌
を
詠
み
大
君
に
︶﹁
か
か
る
た
め
し
︑
世
に
あ
り
け
む
や
﹂
や

と
の
た
ま
へ
ば
︑︵
大
君
は
︶
心
か
ら
に
憂
く
ぞ
聞
き
た
ま
ふ
︒︵
以
下
︑

大
君
の
返
歌
︶

﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄
の
底
本
は
﹁
か
ゝ
る
た
め
し
世
に
あ
り
け
む

や
と
の
給
へ
は
﹂︵
一
六
一
九
頁
�

行
目
︶
の
み
で
︑
詞
書
の
﹁
心
か
ら
に
う

く
そ
聞
給
ふ
﹂
が
な
い
︒
河
内
本
系
統
も
そ
の
一
節
を
欠
く
が
︑
青
表
紙
本
系

統
の
う
ち
肖
柏
本
︵
牡
丹
花
肖
柏
筆
本
︶
は
﹁
の
た
ま
へ
は
心
か
ら
と
に
く
ゝ

そ
き
ゝ
給
ふ
﹂︑
別
本
の
平
瀬
本
は
﹁
の
給
へ
は
心
か
ら
と
に
く
ゝ
き
ゝ
給
﹂

で
︑
二
本
と
も
詞
書
の
本
文
に
近
い
︒
も
し
詞
書
の
﹁
に
う
く
﹂
が
﹁
に
く

く
﹂
の
誤
写
な
ら
ば
︑
さ
ら
に
肖
柏
本
に
近
づ
く
︒

そ
の
ほ
か
花
散
里
の
巻
の
本
文
で
﹁
聞
す
﹂
は
河
内
本
の
﹁
き
か
す
﹂
と
同

じ
で
︑
青
表
紙
本
の
﹁
か
き
く
づ
す
﹂
と
は
異
な
る
︒
も
う
一
例
示
す
と
︑
竹

河
の
巻
で
薫
が
詠
ん
だ
和
歌
︑

て
に
か
く
る
物
に
し
あ
ら
は
藤
の
花
ま
つ
よ
り
こ
ゆ
る
色
を
み
ま
し
や

の
第
四
句
が
﹁
こ
ゆ
る
﹂
で
あ
る
の
は
河
内
本
系
統
で
︑
青
表
紙
本
系
統
は

肖
柏
本
が
﹁
こ
ゆ
る
﹂
で
あ
る
以
外
は
﹁
ま
さ
る
﹂
︵
た
だ
し
陽
明
家
本
は

﹁
ま
さ

こ

ゆ

る

〻

〻

る
﹂︶
で
あ
る
︒
青
表
紙
本
系
統
の
中
で
も
肖
柏
本
と
次
に
取
り
上
げ
る

三
条
西
家
本
は
︑
河
内
本
と
共
通
す
る
本
文
が
散
見
さ
れ
る
︒

三
︑
源
氏
八
景
絵
巻

一
巻

本
作
品
は
桐
の
二
重
箱
入
り
で
︑
外
箱
に
も
内
箱
に
も
﹁
源
氏
八
景
﹂
と
直

に
墨
書
き
さ
れ
て
い
る
︒
内
箱
の
中
に
極
め
書
き
が
入
れ
ら
れ
︑
そ
れ
は
縦
四

五
セ
ン
チ
余
り
︑
横
六
三
・
六
セ
ン
チ
の
檀
紙
を
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
で
︑

開
け
る
と
﹁
外
題

九
條
左
大
臣
﹇
尚
實
公
]
／
筥
銘

綾
小
路
中
将
﹇
俊
資

朝
臣
﹈﹂︵
／
は
改
行
︑﹇

﹈
内
は
傍
記
を
示
す
︶︑
次
い
で
﹁
源
氏
八
景
筆

者
﹂
と
題
し
て
︑
﹁
箒
木
夜
雨

閑
院
弾
正
尹
宮
﹇
美
仁
親
王
]
／
須
磨
秋
月

西
園
寺
前
内
大
臣
﹇
賞
季
公
]
／
明
石
晩
鐘

庭
田
前
大
納
言
﹇
重
熈
卿
]／
松

風
帰
帆

野
宮
中
納
言
﹇
定
和
卿
]／
朝
顔
暮
雪

石
井
前
中
納
言
﹇
行
忠
卿
]

／
乙
女
初
雁

四
辻
前
大
納
言
﹇
公
亨
卿
]
／
玉
葛
晴
嵐

油
小
路
大
納
言

﹇
隆
前
卿
]
／
夕
霧
夕
照

伏
見
兵
部
卿
宮
﹇
邦
頼
親
王
﹈
﹂
と
墨
書
さ
れ
て
い

る
︒
傍
書
さ
れ
た
人
名
は
別
筆
か
も
し
れ
な
い
が
︑
官
職
と
照
合
す
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
︒
外
題
を
記
し
た
九
条
尚
実
が
左
大
臣
を
務
め
た
の
は
一
七
五

九
～
一
七
七
八
年
の
間
︑
箱
書
き
し
た
綾
小
路
俊
資
が
中
将
に
就
任
し
た
の
は
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一
七
七
六
年
で
あ
る
︒
よ
っ
て
両
者
の
期
間
が
重
な
る
の
は
︑
一
七
七
六
～
七

八
年
の
三
年
間
に
限
定
さ
れ
る
︒
次
に
源
氏
八
景
の
執
筆
者
を
調
べ
る
と
︑
野

宮
定
和
が
中
納
言
に
任
命
さ
れ
た
の
は
安
永
六
年
︵
一
七
七
七
︶
八
月
二
〇
日
︑

石
井
行
忠
が
亡
く
な
っ
た
の
は
同
年
一
一
月
二
九
日
で
あ
る
︒
よ
っ
て
本
作
品

の
成
立
時
期
は
︑
安
永
六
年
八
月
二
〇
日
か
ら
一
一
月
二
九
日
ま
で
の
三
か
月

に
絞
ら
れ
る
︒
当
時
の
年
齢
を
数
え
で
示
す
と
︑
九
條
尚
實
は
六
一
歳
︑
綾
小

路
俊
資
と
美
仁
親
王
は
二
〇
歳
︑
西
園
寺
賞
季
は
三
五
歳
︑
庭
田
重
熈
は
六
一

歳
︑
野
宮
定
和
は
三
六
歳
︑
石
井
行
忠
は
六
二
歳
︑
四
辻
公
亨
は
五
〇
歳
︑
油

小
路
隆
前
は
四
八
歳
︑
邦
頼
親
王
は
四
五
歳
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
最
年
少
で
あ

る
綾
小
路
俊
資
の
実
父
は
︑﹁
明
石
晩
鐘
﹂
を
担
当
し
た
庭
田
重
熈
で
あ
る
︒

源
氏
八
景
の
起
源
は
︑
中
国
の
伝
統
的
な
画
題
で
あ
る
瀟
湘
八
景
に
由
来
す

る
︒
日
本
に
は
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
瀟
湘
八
景
図
が
伝
わ
り
︑

近
江
八
景
や
金
沢
八
景
な
ど
が
選
ば
れ
た
︒
源
氏
八
景
は
巻
の
順
に
並
び
替
え

ら
れ
て
い
る
の
で
︑
瀟
湘
八
景
と
近
江
八
景
を
源
氏
八
景
の
順
に
示
す
と
︑
瀟

湘
夜
雨
・
唐
崎
夜
雨
︑
洞
庭
秋
月
・
石
山
秋
月
︑
烟
寺
晩
鐘
・
三
井
晩
鐘
︑
遠

浦
帰
帆
・
矢
橋
帰
帆
︑
江
天
暮
雪
・
比
良
暮
雪
︑
平
沙
落
雁
・
堅
田
落
雁
︑
山

市
晴
嵐
・
粟
津
晴
嵐
︑
漁
村
夕
照
・
瀬
田
夕
照
と
な
り
︑﹁
落
雁
﹂
が
源
氏
八

景
で
は
﹁
初
雁
﹂
に
変
更
さ
れ
た
以
外
は
一
致
す
る
︒
乙
女
の
巻
に
﹁
初
雁
﹂

と
い
う
言
葉
は
な
い
が
︑﹁
落
雁
﹂
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う⑥

︒
源
氏
八
景
の
伝
本
の
多
く
は
詞
書
の
み
で
絵
を
伴
わ
な
い
が
︑
本
学
所
蔵

品
は
絹
本
の
絵
巻
物
で
あ
る
︒

本
絵
巻
の
表
紙
は
蜀
江
錦
で
︑﹁
源
氏
八
景
﹂
と
墨
書
さ
れ
た
題
簽
が
貼
ら

れ
て
い
る
︒
見
返
し
は
極
彩
色
で
金
箔
や
金
泥
に
よ
る
霞
引
き
が
施
さ
れ
︑
詞

書
は
素す

槍や
り

霞
が
す
み

・
白
び
ゃ
く

緑ろ
く

の
雲
・
金
切
箔
散
ら
し
の
美
料
紙
︑
紙
背
に
も
一
面
に

金
銀
箔
が
押
さ
れ
て
い
る
︒
絵
も
ま
た
天
地
に
金
銀
雲
を
あ
し
ら
っ
た
金
銀
泥

彩
色
画
で
顔
料
も
上
質
で
あ
り
︑
御
用
絵
師
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た

軸
の
端
は
黒
漆
塗
で
︑
若
松
の
唐
草
文
様
が
金
蒔
絵
で
装
飾
さ
れ
︑
極
め
て
豪

華
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
詞
書
か
ら
安
永
六
年
︵
一
七
七
七
︶
成
立
と
推
定

さ
れ
る
な
ら
ば
︑
ま
さ
に
田
沼
時
代
︵
一
七
六
七
～
一
七
八
六
年
︶
に
制
作
さ

れ
た
名
品
で
あ
る
︒
表
紙
の
寸
法
は
縦
が
三
一
・
八
︑
横
が
四
〇
・
四
セ
ン
チ
︑

絵
の
横
幅
は
最
終
図
が
一
〇
〇
セ
ン
チ
で
あ
る
以
外
は
︑
い
ず
れ
も
七
四
セ
ン

チ
強
で
あ
る
︒
詞
書
の
幅
は
不
揃
い
で
︑
小
数
点
以
下
を
略
し
て
第
一
紙
か
ら

列
挙
す
る
と
︑
九
七
︑
五
七
︑
六
四
︑
五
四
︑
一
〇
四
︑
八
四
︑
五
七
︑
九
七

セ
ン
チ
で
あ
る
︒
最
初
と
最
終
の
料
紙
が
長
い
の
は
筆
者
が
親
王
で
あ
る
か
ら

だ
が
︑
最
長
の
紙
が
最
も
官
位
の
低
い
石
井
前
中
納
言
で
あ
る
の
は
最
年
長
者

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
︒

詞
書
と
絵
の
内
容
は
︑
い
ず
れ
も
一
致
し
て
い
る
︒
第
一
図
﹁
箒
木
夜
雨
﹂

は
雨
夜
の
品
定
め
が
始
ま
る
箇
所
で
︑
光
源
氏
宛
の
手
紙
を
頭
中
将
が
見
て
い

る
と
こ
ろ
︒
雨
が
細
い
直
線
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
浮
世
絵
に
は
見
ら
れ
る
が
︑

源
氏
絵
に
は
珍
し
い
︒
第
二
図
は
﹁
須
磨
秋
月
﹂
に
合
わ
せ
て
詞
書
は
﹁
月
の

︿
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い
と
は
な
や
か
に
さ
し
い
て
た
る
に
﹂
か
ら
始
ま
る
︒
物
語
で
は
そ
の
直
前
に

飛
ぶ
雁
を
見
て
従
者
た
ち
が
和
歌
を
詠
む
件
が
あ
り
︑
絵
で
は
雁
の
方
が
よ
く

選
ば
れ
る
が
︑
本
図
で
は
月
の
み
で
雁
は
見
ら
れ
な
い
︒
こ
れ
は
第
六
図
﹁
乙

女
初
雁
﹂
の
テ
ー
マ
が
雁
で
あ
る
た
め
︑
重
複
を
避
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

第
三
図
﹁
明
石
晩
鐘
﹂
は
光
源
氏
が
初
め
て
明
石
の
君
を
訪
れ
た
条
で
︑﹁
光

起
が
︑
男
女
の
出
会
う
直
前
の
景
を
選
ん
で
絵
画
化
し
た
︑
他
に
類
例
の
な
い

場
面⑦

﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
も
し
源
氏
八
景
が
光
起
の
活
躍
し
た
十
七
世
紀
よ

り
前
に
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
光
起
は
源
氏
八
景
か
ら
選
ん
だ
可
能
性
も
考

え
ら
れ
よ
う
︒
第
四
図
﹁
松
風
帰
帆
﹂
も
﹁
意
外
に
絵
に
さ
れ
て
い
な
い
﹂

︵
注
⑦
に
同
じ
︶
が
︑
こ
れ
は
源
氏
物
語
絵
は
婚
礼
道
具
に
さ
れ
た
た
め
︑
明

石
の
入
道
だ
け
が
明
石
に
留
ま
り
上
京
す
る
家
族
を
見
送
る
と
い
う
別
れ
の
場

面
は
避
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
第
五
図
﹁
朝
顔
暮
雪
﹂
は
当
巻
を
代
表
す

る
絵
で
︑
大
き
な
雪
玉
の
そ
ば
に
女
童
が
二
︑
三
人
︑
少
し
離
れ
て
小
さ
な
雪

玉
を
持
つ
女
童
が
一
人
と
い
う
の
が
定
型
で
あ
る
︒
し
か
し
本
作
品
は
大
き
な

雪
玉
に
は
二
人
だ
け
で
︑
離
れ
た
一
人
は
手
ぶ
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
地
面
に
置

か
れ
た
扇
は
詞
書
の
﹁
あ
ふ
き
な
と
も
お
と
し
て
﹂
に
合
う
し
︑
第
六
図
﹁
乙

女
初
雁
﹂
の
竹
や
第
八
図
﹁
夕
霧
夕
照
﹂
の
竜
胆
に
虫
も
︑
本
文
に
合
わ
せ
て

丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
︒
第
七
図
﹁
玉
葛
晴
嵐
﹂
で
は
玉
鬘
は
衣
の
裾
だ
け
で

示
さ
れ
︑
貴
人
に
扱
わ
れ
て
い
る
︒
人
物
の
顔
の
描
き
方
な
ど
か
ら
推
す
と
︑

狩
野
派
の
作
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

詞
書
の
本
文
は
青
表
紙
本
系
統
の
三
条
西
家
本⑧

に
近
い
が
︑
当
写
本
は
河
内

本
の
本
文
と
一
致
す
る
部
分
が
散
在
す
る
︒
た
と
え
ば
古
来
︑
青
表
紙
本
と
河

内
本
の
相
違
点
と
し
て
有
名
な
箇
所
の
一
つ
が
︑
第
三
図
の
﹁
明
石
晩
鐘
﹂
の

詞
書
に
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
明
石
の
入
道
が
娘
の
住
む
館
の
戸
口
を
︑
青
表
紙

本
で
は
﹁
け
し
き
ば
か
り
﹂︑
河
内
本
で
は
﹁
け
し
き
こ
と
に
﹂︵
河
内
本
︶
押

し
開
け
た
︑
と
い
う
件
で
あ
る⑨

︒
本
作
品
は
﹁
け
し
き
こ
と
に
﹂
で
︑
そ
の
本

文
は
河
内
本
系
統
の
ほ
か
青
表
紙
本
系
統
の
三
本
︵
横
山
本
・
陽
明
家
本
・
三

条
西
家
本
︶
に
も
見
ら
れ
る
︒
﹁
明
石
晩
鐘
﹂
の
ほ
か
の
箇
所
に
も
︑
似
た
現

象
が
指
摘
で
き
る
︒
詞
書
に
は
﹁
お
も
ひ
の
こ
す
こ
と
は
あ
ら
し
と
す
ら
む
と

お
ほ
し
や
ら
る
ゝ
に
﹂
と
あ
り
︑
青
表
紙
本
系
統
の
三
本
︵
前
掲
の
三
本
︶
は

同
文
だ
が
︑
ほ
か
の
青
表
紙
本
諸
本
は
傍
線
部
の
﹁
す
ら
む
と
﹂
を
欠
く⑩

︒
そ

の
ほ
か
第
二
図
﹁
須
磨
秋
月
﹂
で
は
︑
本
作
品
と
三
条
西
家
本
・
河
内
本
系
統

は
﹁
の
た
ま
ひ
し
﹂
︑
三
条
西
家
本
以
外
の
青
表
紙
本
系
統
は
﹁
の
た
ま
は
せ

し
﹂
と
分
か
れ
る
︒
三
条
西
家
本
の
転
写
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
三
件
も
あ
り
︑

朝
廷
で
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る⑪

︒
本
絵
巻
は
堂
上
に
お
け
る
源
氏
物

語
本
文
の
享
受
と
い
う
点
に
お
い
て
も
︑
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

注①

源
氏
物
語
の
本
文
は
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
に
刊
行
さ
れ
流
布
し
た
﹃
湖
月

抄
﹄︵
同
志
社
大
学
所
蔵
の
版
本
︶
に
よ
る
︒

︿
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②
本
学
所
蔵
の
別
の
源
氏
物
語
画
帖
に
お
い
て
も
薫
は
簀
子
に
立
っ
て
い
る
が
︑
扇
は

手
に
し
て
い
な
い
し
︑
ま
た
両
手
を
広
げ
て
も
い
な
い
︒
そ
の
画
帖
に
関
し
て
は
︑

小
稿
﹁
源
氏
物
語
画
帖
﹃
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹄︵
同
志
社
大
学
所
蔵
︶
の
紹
介
﹂

︵﹁
同
志
社
国
文
学
﹂
第
八
一
号
︑
平
成
二
六
年
一
一
月
︶
で
紹
介
し
た
︒

③

近
年
︑
青
表
紙
本
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄
に
収
め
ら
れ
た
諸
本
を
指
す
こ
と
に
す
る
︒

④

本
居
宣
長
も
﹃
紫
文
要
領
﹄
に
お
い
て
︑﹁
た
し
か
に
河
内
本
見
た
る
人
も
な
し
﹂

と
記
し
て
い
る
︒

⑤

片
桐
洋
一
氏
・
大
阪
女
子
大
学
物
語
研
究
会
編
著
﹃
源
氏
物
語
絵
詞

︱
翻
刻
と

解
説

︱
﹄︑
大
学
堂
書
店
︑
昭
和
五
八
年
︒

⑥

宮
川
葉
子
氏
は
︑﹁
夕
霧
と
雲
井
雁
の
幼
恋
は
落
雁
で
は
な
く
初
雁
で
あ
る
と
判

断
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
推
定
さ
れ
た
︵﹁﹁
源
氏
八
景
﹂
に
つ
い
て

︱
長
野

善
光
寺
本
を
中
心
に

︱
﹂︑
同
氏
﹃
源
氏
物
語
の
文
化
史
的
研
究
﹄
所
収
︑
風
間

書
房
︑
平
成
九
年
︒
同
氏
﹁
源
氏
八
景
帖
﹂︑﹃
善
光
寺
本
坊

大
勧
進
寶
物
集
﹄
所

収
︑
平
成
一
一
年
︑
郷
土
出
版
社
︶︒

⑦

﹃
豪
華
源
氏
物
語
﹄︵
学
研
︑
昭
和
六
三
年
︶︑
田
口
榮
一
氏
氏
の
解
説
︒

⑧

現
在
は
日
本
大
学
所
蔵
で
︑﹃
日
本
大
学
蔵

源
氏
物
語
﹄︵
八
木
書
店
︑
平
成
六

～
八
年
︶
の
影
印
に
よ
る
︒
な
お
︑
書
陵
部
に
も
三
条
西
家
旧
蔵
本
が
あ
り
新
典
社

か
ら
影
印
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
︑
日
本
大
学
本
と
は
本
文
を
異
に
す
る
︒

⑨

今
川
了
俊
が
師
の
冷
泉
為
秀
の
説
に
私
見
を
加
え
て
著
わ
し
た
﹃
師
説
自
見
集
﹄

に
は
︑﹁
け
し
き
ば
か
り
﹂
の
一
節
は
﹁
源
氏
一
の
詞
な
り
と
そ
定
家
卿
は
申
さ
れ
﹂︑

﹁
け
し
き
こ
と
に
﹂
の
本
文
で
は
﹁
よ
情
の
は
る
か
に
お
と
り
て
﹂
と
評
し
て
い
る
︒

詳
し
く
は
小
著
﹃
源
氏
物
語
古
注
釈
の
研
究
﹄︵
和
泉
書
院
︑
平
成
一
一
年
︶
参
照
︒

⑩

ち
な
み
に
河
内
本
は
﹁
あ
ら
し
と
お
ほ
し
や
ら
る
ゝ
に
﹂
の
箇
所
が
︑﹁
あ
ら
し

か
し
と
す
む
覧
人
の
心
お
も
ひ
や
る
に
﹂
で
あ
る
︒
源
氏
八
景
の
伝
本
の
中
に
は
︑

そ
の
河
内
本
の
本
文
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
︵
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
﹃
夜
の

燈
﹄
所
収
本
な
ど
︶
︒

⑪

た
と
え
ば
一
八
世
紀
に
活
躍
し
た
冷
泉
為
村
も
︑
そ
の
透
写
本
を
所
持
し
て
い
た
︒

詳
細
は
﹁
源
氏
物
語

柏
木
﹂
の
解
題
︵
岩
坪
担
当
︶
参
照
︵﹃
冷
泉
家
時
雨
亭
叢

書
﹄
第
九
九
巻
︑
朝
日
新
聞
出
版
︑
平
成
二
七
年
六
月
︶︒

︹
付
記
︺

美
術
面
の
考
察
に
お
い
て
は
︑
雨
宮
六
途
子
氏
の
ご
指
導
を
仰
ぎ
ま
し
た
︒

末
筆
な
が
ら
︑
ご
芳
名
を
挙
げ
て
深
謝
い
た
し
ま
す
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
同
志
社
大
学
所
蔵

源
氏
物
語
絵
の
紹
介
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