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岩

坪

健

本
稿
は
『
源
氏
流
極
秘
奥
儀
抄
』
の
須
磨
（『
源
氏
物
語
』
第
一
二
帖
）
か
ら
絵
合
（
第
一
七
帖
）
ま
で
を
掲
載
す
る
。
各
帖
の
担
当

者
（
出
口
京
香
、
胡
鴻
洋
、
武
蔵
隼
斗
）
は
、
す
べ
て
本
学
博
士
課
程
在
学
者
で
あ
る
。
凡
例
な
ど
は
前
稿
と
同
じ
で
あ
る
の
で
省
略
す

る
。

ス

マ

十
二

須
磨

エ
ン

コ
ロ

ア
フ
キ

オ
ホ
ロ
ツ
キ
ヨ

ナ
イ
シ

ナ
リ

ケ
ン
シ

１ハナ花
の
宴
の
頃
、
扇
を
と
り
か
は
し
給
ひ
し
は
、
朧
月
夜
の
内
侍
の
か
み
也
。

２ミ
カ
ト

御
門
さ
し
も
時
め
か
せ
給
ふ
を
、
源
氏
を
か
し
給
ふ
と
聞

ハ
ラ

ス

マ

マ
キ

ナ

４

サ
カ
キ

マ
キ

え
て
、

３オン
ハ
ヽ
オ
ホ
イ

御
母
大
に
腹
た
ち
給
ひ
て
、
あ
し
き
さ
ま
に
い
ひ
、
須
磨
へ
な
が
し
給
ふ
に
よ
り
て
、
巻
の
名
と
な
れ
り
。
さ
て
榊
の
巻
に
、

ミ
ヤ

ト
コ
ロ

ケ
ン
シ

い
せ
へ
く
た
り
給
ひ
し
宮
す
所
よ
り
、
か
く
て
源
氏
の
お
は
し
ま
す
御
と
ふ
ら
ひ
に
御
つ
か
ひ
あ
り
。

５コノ
マ
キ

此
巻
は
五
十
四
帖
の
か
ん
も
ん
と

コ
ヽ
ロ
ウ

心
得
へ
し
。

６

イ

セ

ア
マ

（
マ
マ
）

ス

マ

ウ
ラ

う
き
め
か
る
伊
勢
を
の
蜑
を
お
も
へ
や
れ
も
し
ほ
た
る
て
ふ
須
磨
の
浦
に
て
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須
磨

７

８

９

御
伝
曰
、
此
花
形
、
狂
ひ
松
也
。
是
を
礒
馴
松
と
云
。
前
ニ

糸
芒
、
時
節
の
花
を
活
、
根
元
、
床
の
左
ニ

な
し
、
末
を
床
の
右
江

ゆ
く
や
う

モ
ノ
サ
ヒ

イ
ク

コ
ヽ
ロ
ウ

に
い
く
る
な
り
。
前
は
則
、
海
辺
と
み
る
へ
し
。
松
の
根
本
、
左
ニ

行
は
須
磨
、
右
江

な
る
は
明
石
な
り
。
い
か
に
も
物
淋
し
く
生
る
と
心
得

へ
し
。

グ
ア
ン
イ
ハ
ク

ト
キ

サ
ヒ

イ
ク

コ
ト

ナ
ラ
ヒ

イ
ロ

ハ
ナ

ト
ヲ

イ
ク

ス

オ
モ
ム
キ

愚
按
ニ

曰
、
サ
セ
ン

左
遷
サ
ス
ラ
ヘ

の
時
な
れ
は
淋
し
く
活
る
事
、
習
也
。
コ
ロ頃
は
三
月
廿
日
也
。
ム
ラ
サ
キ

紫

の
色
の
花
を
遠
く
活
る
も
よ
し
。
須
ま
江

趣
給
ふ

オ
リ

ム
ラ
サ
キ

ウ
エ

ヲ
ン
ナ
ゴ
リ

タ
マ

ト
コ
ロ

マ
ツ
カ
キ
ツ
バ
タ

ナ
ニ

ミ

キ

ク
サ
ハ
ナ

折
、
紫
の
上
に
御
名
残
を
し
み
給
へ
る
所
也
。
ソ
ナ
レ

礒
馴
松
ニ

杜
若
な
と
よ
し
。
マ
タ又
、
何
に
て
も
、
真
木
の
う
ら
よ
り
草
華
さ
し
た
る
も
よ

ハ
シ
ラ

オ
モ
カ
ゲ

ハ
ク
ク
ハ

タ
カ

イ
ク

ア
カ
ツ
キ

ツ
キ

エ
ン

し
。「
柱
が
く
れ
の
面
影
」
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
又
、
白
花
を
高
く
活
る
も
よ
し
。「
暁
か
け
て
い
つ
る
月
」
と
い
ふ
に
縁
あ
り
。
サ
ク
ラ
桜

ラ

ス

マ

イ
ヱ
ヰ

若
木
の
さ
く
ら
、
タ
ケ竹
た
け
の
か
き
、
マ
ツ松
松
の
は
し
ら
、
コ
レ是
等
は
須
磨
の
家
居
の
け
し
き
也
。
以
上
、
習
あ
り
。

な
い
し
の
か
み
な
い
し
の
つ
か
さ

【
訳
】
花
の
宴
の
頃
、（
光
源
氏
が
）
扇
を
交
換
さ
れ
た
の
は
、
朧
月
夜
の
尚
侍
（
内
侍
司
の
長
官
）
で
あ
る
。
朱
雀
帝
が
あ
れ
ほ
ど
ご
寵

愛
な
さ
れ
る
の
に
、
光
源
氏
が
関
係
を
持
ち
な
さ
る
と
噂
に
な
っ
て
、（
朱
雀
帝
の
）
母
君
は
た
い
そ
う
立
腹
な
さ
っ
て
、（
光
源
氏
を
）

悪
い
よ
う
に
言
い
、
須
磨
に
左
遷
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巻
の
名
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
賢
木
の
巻
で
伊
勢
へ
下
向
な
さ
っ
た
六
条
御

息
所
か
ら
、
こ
う
し
て
光
源
氏
が
（
須
磨
に
）
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
見
舞
い
に
御
使
者
が
あ
る
。
こ
の
巻
は
『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖
の
肝

要
と
理
解
し
な
さ
い
。

め

あ

ま

伊
勢
の
国
で
浮
き
海
布
（
浮
い
て
い
る
海
藻
）
を
刈
る
海
人
の
よ
う
に
、
憂
き
目
に
あ
っ
て
い
る
私
（
六
条
御
息
所
）
の
こ
と
を
思

い
や
っ
て
く
だ
さ
い
。（
海
人
が
）
藻
塩
を
垂
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
な
た
（
光
源
氏
）
が
涙
を
流
し
て
い
る
須
磨
の
浦
で
。

そ
な
れ
ま
つ

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
花
の
形
は
狂
い
松
で
あ
る
。
こ
れ
を
礒
馴
松
と
い
う
。
前
方
に
糸
薄
、
季
節
の
花
を
活
け
、
根
元
を
床
の
間
の
左

に
配
置
し
、
枝
の
先
を
床
の
間
の
右
に
い
く
よ
う
に
活
け
る
の
で
あ
る
。
手
前
と
は
つ
ま
り
、
海
辺
と
見
る
の
が
よ
い
。
松
の
根
元
が
左
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に
行
く
の
は
須
磨
、
右
に
な
る
の
は
明
石
で
あ
る
。
い
か
に
も
、
も
の
寂
し
く
活
け
る
と
理
解
し
な
さ
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、
左
遷
の
時
な
の
で
寂
し
く
活
け
る
事
が
し
き
た
り
で
あ
る
。
時
分
は
三
月
二
十
日
で
あ
る
。
紫
色
の
花
を
遠
く
に
活

か
き
つ
ば
た

け
る
の
も
よ
い
。
須
磨
に
赴
き
な
さ
る
折
、
紫
の
上
に
お
名
残
を
惜
し
み
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
礒
馴
松
に
杜
若
な
ど
も
よ
い
。

ま
た
何
で
あ
っ
て
も
（
活
け
花
の
）
中
心
の
木
の
裏
側
か
ら
草
花
を
挿
す
の
も
よ
い
。「
柱
に
隠
れ
て
い
る
姿
」
と
い
う
こ
と
が
（
物

語
に
）
あ
る
。
ま
た
、
白
い
花
を
高
く
活
け
る
の
も
よ
い
。「
明
け
方
に
か
け
て
出
る
月
」
と
い
う
こ
と
に
由
来
が
あ
る
。
桜
は
若
木

の
桜
、
竹
は
竹
の
垣
根
、
松
は
松
の
柱
、
こ
れ
ら
は
須
磨
の
住
ま
い
の
風
景
で
あ
る
。
以
上
、
伝
授
が
あ
る
。

【
注
】
１
「
こ
れ
は
け
ん
し
の
御
あ
に
朱
雀
院
、
御
く
ら
ゐ
の
時
、
は
な
の
え
ん
に
あ
ひ
そ
め
し
、
お
ほ
ろ
月
よ
の
内
侍
の
か
み
の
こ
と
」

（『
小
鏡
』）。「
花
の
ゑ
ん
の
頃
、
扇
を
取
か
わ
し
給
ふ
女
」（『
六
帖
』）。「
花
の
宴
」
は
８
花
宴
の
巻
で
催
さ
れ
た
、
花
見
の
宴
。「
朧
月

夜
の
尚
侍
」
は
右
大
臣
の
娘
で
、
弘
徽
殿
太
后
の
妹
。
花
宴
の
巻
で
、
朧
月
夜
は
光
源
氏
と
逢
瀬
を
交
わ
し
和
歌
を
贈
答
し
た
が
、
名
前

を
告
げ
な
か
っ
た
の
で
、
光
源
氏
は
扇
を
交
換
し
て
別
れ
た
。

２
「
御
門
の
、
さ
し
も
時
め
か
せ
給
ふ
な
い
し
の
か
み
を
、
け
ん
し
を

か
し
給
ふ
と
」（『
小
鏡
』）。
朱
雀
帝
が
た
い
そ
う
寵
愛
な
さ
る
朧
月
夜
の
尚
侍
に
光
源
氏
が
関
係
を
持
っ
た
こ
と
が
右
大
臣
に
知
ら
れ
、

噂
に
な
っ
た
。

３
「
う
ち
の
御
は
ゝ
、
大
に
御
腹
た
ち
給
ひ
て
、
あ
し
き
さ
ま
に
い
ひ
、
す
ま
へ
な
か
し
給
ふ
に
よ
り
、
す
ま
と
は
い

ふ
な
り
」（『
小
鏡
』）。「
た
ら
ち
め
の
御
不
興
あ
り
て
、
須
磨
の
浦
へ
う
つ
さ
れ
お
は
し
ま
せ
し
ゆ
へ
、
須
磨
の
巻
と
申
に
て
候
」（『
六

帖
』）。「
御
母
」
と
は
朱
雀
帝
の
実
母
で
、
朧
月
夜
の
姉
で
あ
る
弘
徽
殿
太
后
。
弘
徽
殿
は
朱
雀
帝
に
妹
の
朧
月
夜
を
入
内
さ
せ
よ
う
と

考
え
て
い
た
が
、
光
源
氏
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
た
め
激
怒
し
、
光
源
氏
の
左
遷
を
画
策
し
た
。

４
「
扨
も
、
さ
か
き
の

巻
に
、
い
せ
へ
く
た
り
給
ひ
し
宮
す
と
こ
ろ
よ
り
、
か
く
て
、
け
ん
し
の
お
は
し
ま
す
御
と
ふ
ら
ひ
に
、
御
つ
か
ひ
あ
り
」（『
小
鏡
』）。

い
き
り
ょ
う

「
み
や
す
所
、
い
せ
よ
り
御
音
信
の
和
歌
、
お
ほ
く
あ
り
ま
い
ら
せ
候
」（『
六
帖
』）。
六
条
御
息
所
は
９
葵
の
巻
で
生
霊
と
な
っ
て
葵
の
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上
を
死
に
追
い
や
り
、
光
源
氏
の
愛
を
失
っ
た
と
考
え
、
１０
賢
木
の
巻
で
光
源
氏
と
最
後
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
後
、
三
十
歳
で
伊
勢
に
下

っ
た
。
須
磨
に
い
る
光
源
氏
の
も
と
に
は
、
他
の
女
性
か
ら
も
手
紙
が
届
く
。

５
「
此
ま
き
、
五
十
四
帖
の
か
ん
も
ん
と
承
り
ま
い
ら

せ
候
」（『
六
帖
』）。「
か
ん
も
ん
」（
肝
文
）
は
重
要
な
こ
と
、
肝
要
の
意
。
こ
の
須
磨
の
巻
を
、『
源
氏
物
語
』
全
五
十
四
帖
の
中
で
重

要
な
巻
と
捉
え
て
い
る
。

６
巻
名
歌
。
和
歌
の
第
三
句
が
、『
小
鏡
』
と
『
六
帖
』
は
「
お
も
ひ
や
れ
」。
六
条
御
息
所
は
自
分
を
伊
勢

の
海
人
に
な
ぞ
ら
え
、
自
分
の
こ
と
を
思
い
や
っ
て
ほ
し
い
と
光
源
氏
に
詠
み
か
け
る
。「
藻
塩
垂
る
」
と
は
、
海
藻
に
海
水
を
か
け
る

こ
と
で
、
和
歌
で
は
「
潮
垂
る
」（
涙
を
流
す
）
を
掛
け
る
。
海
水
を
か
け
て
塩
分
を
多
く
含
ま
せ
て
か
ら
焼
い
て
水
に
溶
か
し
、
そ
の

上
澄
み
を
窯
で
煮
詰
め
て
塩
を
つ
く
る
。『
源
氏
物
語
』
須
磨
の
巻
の
一
節
、「
お
は
す
べ
き
所
は
、
行
平
の
中
納
言
の
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ

び
け
る
家
居
近
き
わ
た
り
な
り
け
り
」（
一
八
七
頁
）
を
踏
ま
え
る
。「
田
村
（
文
徳
天
皇
）
の
御
時
に
、
事
に
当
り
て
津
の
国
の
須
磨
と

い
ふ
所
に
籠
り
侍
り
け
る
に
、
宮
の
内
に
侍
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る
。
わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ

ぶ
と
答
え
よ
」（
古
今
和
歌
集
・
雑
下
・
行
平
・
九
六
二
）
が
前
提
に
な
る
。

７
「
此
か
た
、
く
る
い
松
也
」（『
六
帖
』）。「
礒
馴
松
」

と
は
海
浜
に
自
生
し
、
礒
を
吹
く
風
に
吹
か
れ
続
け
た
た
め
に
幹
や
枝
が
傾
い
て
伸
び
た
松
を
い
う
。

８
「
前
に
糸
す
ゝ
き
、
時
節
の

花
、
生
る
」（『
六
帖
』）。「
糸
芒
」
は
ス
ス
キ
の
一
変
種
で
、
茎
・
葉
・
根
と
も
に
全
体
に
小
ぶ
り
の
た
め
こ
の
名
が
あ
る
。

９
「
松

の
根
も
と
、
床
の
左
へ
な
し
、
末
を
床
の
右
へ
ゆ
く
や
う
に
生
る
也
」（『
六
帖
』）。「
床
」（
床
の
間
）
に
置
く
松
の
向
き
を
指
示
す
る
。

「
前
は
則
、
海
辺
と
見
る
へ
し
」（『
六
帖
』）。
活
け
花
の
手
前
を
須
磨
の
海
辺
に
な
ぞ
ら
え
る
。

「
松
の
根
も
と
、
左
に
ゆ
く
は

須
磨
、
右
へ
な
る
は
明
石
也
。
左
り
は
須
磨
、
右
は
明
石
と
知
る
へ
し
」（『
六
帖
』）。
次
の
明
石
の
巻
に
も
、「
左
り
は
須
磨
、
右
は
明

石
と
知
る
べ
し
」（
注
７
）
と
あ
り
、
松
の
根
元
の
向
き
は
二
巻
で
逆
に
な
る
。

「
い
か
に
も
、
も
の
さ
ひ
し
く
生
る
」（『
六

帖
』）。
須
磨
で
わ
び
住
ま
い
を
す
る
光
源
氏
の
様
子
を
表
わ
す
。

「
頃
は
三
月
廿
余
日
な
り
」（『
小
鏡
』）。
三
月
二
十
日
頃
に
光
源
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氏
は
都
を
離
れ
須
磨
へ
旅
立
っ
た
。

「
こ
れ
ら
は
、
須
磨
へ
お
も
む
き
給
ふ
折
な
り
。
む
ら
さ
き
の
上
に
御
名
残
お
し
み
給
ひ
し
お

り
の
こ
と
ば
な
り
」（『
小
鏡
』）。「
紫
の
色
の
花
」
は
都
に
残
さ
れ
た
紫
の
上
、「
遠
く
活
る
」
は
光
源
氏
と
遠
く
隔
た
っ
た
こ
と
を
表
現

す
る
。
須
磨
に
旅
立
つ
前
に
、
光
源
氏
は
紫
の
上
と
和
歌
を
詠
み
あ
い
別
れ
を
惜
し
む
。

「
礒
馴
松
」
は
注
７
に
同
じ
。「
杜
若
」

は
ア
ヤ
メ
科
で
湿
地
に
生
え
、
五
、
六
月
頃
に
濃
紫
色
の
花
を
二
、
三
個
咲
か
せ
る
。
そ
の
紫
色
の
花
を
紫
の
上
に
例
え
る
。

「
は

し
ら
か
く
れ
の
面
影
」（『
小
鏡
』
寄
合
語
）。「
真
木
」
は
中
心
と
な
る
木
、「
草
花
」
は
花
の
咲
く
草
の
こ
と
。『
源
氏
物
語
』
で
は
光
源

と

氏
が
紫
の
上
と
の
別
離
を
嘆
く
場
面
に
お
い
て
、
紫
の
上
は
「
別
れ
て
も
影
だ
に
留
ま
る
も
の
な
ら
ば
鏡
を
見
て
も
慰
め
て
ま
し
」
と
詠

み
、
柱
の
陰
に
隠
れ
て
座
り
涙
を
見
せ
ま
い
と
し
た
（
一
七
三
頁
）。「
真
木
」
の
裏
側
か
ら
挿
す
草
花
を
、
柱
に
隠
れ
た
紫
の
上
に
な
ぞ

ら
え
る
。

「
あ
か
つ
き
か
け
て
出
る
月
」（『
小
鏡
』
寄
合
語
）。
高
い
位
置
に
活
け
る
白
い
花
を
月
に
見
立
て
る
。
光
源
氏
と
の
別

れ
を
惜
し
む
紫
の
上
が
、
月
の
光
に
映
え
る
描
写
が
物
語
に
あ
る
（
一
八
五
頁
）。

「
わ
か
木
の
さ
く
ら
」（『
小
鏡
』
寄
合
語
）。
須

磨
で
初
め
て
新
春
を
迎
え
た
際
、
前
の
年
に
植
え
た
若
木
の
桜
が
咲
い
た
の
を
見
て
、
光
源
氏
は
都
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

「
た
け

の
か
き
」（『
小
鏡
』
寄
合
語
）。
須
磨
で
の
光
源
氏
の
住
ま
い
は
「
竹
編
め
る
垣
」
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

「
松
の
は
し
ら
」（『
小
鏡
』

ぼ
く

寄
合
語
）。
須
磨
の
住
居
に
は
「
松
の
柱
」
が
あ
る
。
注
１９
「
竹
の
垣
」
と
共
に
、
白
楽
天
が
「
香
鑪
峯
下
、
新
た
に
山
居
を
卜
し
、
草

た
ま
た
ま

堂
初
め
て
成
り
、
偶
々
東
壁
に
題
す
、
五
首
」
と
題
し
た
律
詩
の
第
一
首
、「
五
架
三
間
ノ
新
草
堂
、
石

、
桂
柱
、
竹
、
牆
ヲ
編
ム
」

（『
白
氏
文
集
』
巻
十
六
）
に
由
来
す
る
。「
桂
柱
」
が
「
松
の
柱
」
に
変
わ
っ
て
い
る
が
、
平
安
中
期
写
の
酒
井
宇
吉
氏
蔵
『
白
氏
長
慶

集
』
本
文
に
は
「
松
柱
」
と
あ
る
。「
竹
編
め
る
垣
」
も
「
松
の
柱
」
も
住
ま
い
が
唐
の
異
国
風
で
あ
り
、
こ
の
漢
詩
を
詠
ん
だ
と
き
左

（
仕
儀
）

遷
さ
れ
て
い
た
白
楽
天
に
光
源
氏
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
は
、
す
ま
の
い
ゑ
ゐ
の
し
き
な
り
」（『
小
鏡
』）。（

出
口
京
香
）
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ア
カ
シ

十
三

明
石

ノ
キ
ミ

ス
マ
ノ
ウ
ラ

サ
ス
ラ
ハ

コ
ロ

２

ニ
ウ
ド
ウ

ヒ
ト

ム
カ
ヒ
タ
テ
マ
ツ

ス

１ケ
ン
ジ

源
氏
君
、
須
磨
浦
に
左
遷
せ
ら
れ
給
ひ
し
は
、
御
と
し
廿
六
歳
の
頃
也
。
あ
か
し
の
入
道
と
い
ふ
人
、
迎
奉
る
に
よ
り
て
、
須
ま
よ
り

ウ
ラ

マ
キ

３

ニ
ウ
ト
ウ

ム
ス
メ
ア
カ
シ

ウ
ヘ

ナ
レ
タ
マ

オ
カ
ベ

ヤ
ド

タ
マ

あ
か
し
へ
浦
つ
た
ひ
給
ふ
に
よ
り
て
、
あ
か
し
の
巻
と
は
い
へ
り
。
さ
て
入
道
の
娘
明
石
の
上
に
あ
ひ
馴
給
ひ
、
岡
部
の
宿
江

通
ひ
給
ひ

ト
キ

ウ
マ

ユ
キ

ヨ

ミ
ヤ
コ

エ
イ

マ
キ

し
時
、
馬
に
の
り
て
行
給
ふ
に
、
あ
る
夜
、
都
な
つ
か
し
く
お
ほ
し
め
し
、
う
た
を
詠
し
給
ひ
し
は
、
い
と
�
�
あ
は
れ
な
る
巻
也
。

ツ
キ
ケ

コ
マ

ワ
カ

ク
モ
ヰ

ト
キ

マ

４アキ秋
の
よ
の
月
毛
の
駒
よ
我
こ
ふ
る
雲
井
を
か
け
れ
時
の
間
も
み
ん

ア
カ
シ

明
石

ネ
モ
ト

ト
コ

ヒ
タ
リ

キ
ノ
ス
ヱ

ト
コ

ミ
キ

ユ
ク

イ
ク
ル

６

ウ
ラ

カ
タ

シ
セ
ツ

ハ
ナ

イ
ト

御
伝
曰
、

５ソ
ナ

マ
ツ

馴
礒
松
、
根
本
、
床
の
左
、
木
末
、
床
の
右
江

行
や
う
に
生
。
そ
の
裏
の
方
ニ

時
節
の
花
、
糸
す
ゝ
き
、
あ
し
ら
ふ
へ
し
、

７ヒタ
リ
左

ス

マ

ミ
キ

シ
ル

サ
ト

ト
リ

サ
ユ
ウ

マ
ヘ

コ
レ

ミ
キ
マ
ヘ

ア
カ
シ

ウ
ラ

は
須
磨
、
右
は
あ
か
し
と
知
べ
し
。

８カイ
ヘ
ン

海
辺
、
里
の
取
や
う
は
、
左
右
に
て
、
う
し
ろ
、
前
也
。
是
に
て
右
前
に
な
る
也
。

９ス
マ
須
摩
明
石
は
浦

ツ
タ
ヘ
ナ
リ

チ
ン
ク
ハ

ニ
ウ
タ
ウ

ム
ス
メ

カ
キ
ツ
ハ
タ

の
伝
也
。
シ
セ
ツ

時
節
の
珍
花
は
入
道
の
娘
と
み
る
也
。
又
、
杜
若
も
よ
ろ
し
。

イ
ハ
ク

ツ
リ
フ
ネ

ニ
ウ
ト
ウ

ア
ン
ナ
イ

ケ
ン
シ

ヲ
ン
ム
カ
イ
フ
ネ

ト
コ
ロ

ク
ア
ン

愚
按

ニ

曰
、
釣
舟
よ
し
。
あ
か
し
の
入
道
よ
り
案
内
申
て
、
源
氏
を
よ
び
た
て
ま
つ
り
て
、
御
迎
舟
を
た
て
ま
つ
る
所
と
し
る
べ
し
。

サ
ン
ク
ハ
ツ

フ
ネ

バ
ラ
ン

マ

ホ

ツ
ル
ル
イ

イ
ク

コ
レ

ウ
ラ

ハ
ナ

イ
ク

コ
ロ頃
は
三
月
也
。
オ
イ
カ
セ

追
風
と
あ
れ
は
、
舟
に
馬
蘭
を
真
帆
に
い
く
る
も
よ
し
。
マ
タ又
、
蔓
類
を
活
る
。
是
を
浦
つ
た
ひ
の
花
と
い
ふ
。
松
を
活

コ
レ

ス
ミ

カ
ミ

コ
ト
ハ

エ
ン
キ
ン

ハ
ナ

る
。
是
は
、「
住
よ
し
の
神
の
あ
は
れ
と
や
、
お
も
ひ
給
ひ
け
ん
」
と
、
い
ふ
詞
に
よ
れ
り
、
マ
タ又
、
遠
近
の
花
を
い
く
る
。「
を
ち
こ

ス
ヽ
キ

ボ

イ
ク

コ
ト

ヒ
デ
ン

ニ
ウ
ド
ウ

ち
」
と
、
い
ふ
こ
と
あ
り
。
マ
タ又
、
芒
の
は
ら
み
穂
を
活
る
事
、
秘
伝
也
。
あ
か
し
の
入
道
の
む
す
め
六
月
の
こ
ろ
よ
り
、
た
ゞ
な
ら
ず

コ
ラ
ン

ミ
ヤ
コ

ナ
ミ
コ
シ

マ
ツ

イ
ケ
カ
タ

ス
ヽ
キ

モ
ト

コ
マ
ツ

な
り
た
り
し
を
御
覧
し
を
き
て
、
八
月
に
都
江

め
し
か
へ
さ
れ
給
ふ
也
。
又
、
波
越
の
松
と
い
ふ
活
方
あ
り
。
芒
波
ト
ミ
ル
也
の
下
に
小
松

イ
ク

を
活
る
也
。

う
ら
な
く
も
お
も
ひ
け
る
か
な
契
り
し
を
松
よ
り
な
み
は
こ
え
し
物
ぞ
と

【
訳
】
光
源
氏
が
須
磨
の
浦
に
左
遷
さ
れ
な
さ
っ
た
の
は
、
お
年
が
二
十
六
歳
の
頃
で
あ
る
。
明
石
の
入
道
と
い
う
人
が
、（
光
源
氏
を
）
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お
迎
え
し
て
、
須
磨
か
ら
明
石
へ
浦
伝
い
さ
れ
た
の
で
、
明
石
の
巻
と
言
う
。
さ
て
、（
光
源
氏
は
）
入
道
の
娘
で
あ
る
明
石
の
君
と
互

い
に
親
し
ま
れ
て
、（
明
石
の
君
の
住
ま
い
で
あ
る
）
岡
辺
の
家
に
通
い
な
さ
っ
た
時
、
馬
に
乗
っ
て
お
出
か
け
に
な
り
、
あ
る
夜
、
都

を
懐
か
し
く
お
思
い
に
な
り
、
和
歌
を
お
詠
み
に
な
っ
た
の
は
、
と
て
も
哀
れ
深
い
巻
で
あ
る
。

秋
の
夜
の
月
毛
の
駒
よ
、
わ
た
し
が
恋
い
慕
っ
て
い
る
雲
の
か
な
た
を
駆
け
て
お
く
れ
。
ほ
ん
の
束
の
間
で
も
（
恋
し
い
紫
の
上

を
）
見
よ
う
。

師
伝
に
よ
る
と
、
磯
馴
松
の
根
元
を
床
の
間
の
左
に
配
置
し
、
枝
の
先
を
床
の
間
の
右
に
行
く
よ
う
に
活
け
る
。
そ
の
裏
の
方
に
、
季
節

の
花
や
糸
薄
を
あ
し
ら
う
の
が
よ
い
。（
松
の
根
元
が
）
左
に
な
る
の
は
須
磨
、
右
に
な
る
の
は
明
石
と
理
解
し
な
さ
い
。
海
辺
、
人
里

の
捉
え
方
は
、
左
右
で
、
後
ろ
、
前
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
右
前
に
な
る
の
で
あ
る
。
須
磨
、
明
石
は
浦
の
伝
え
で
あ
る
。
季
節
の
珍
し

か
き
つ
ば
た

い
花
は
入
道
の
娘
と
見
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
杜
若
も
よ
ろ
し
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、
釣
船
が
よ
い
。
明
石
の
入
道
か
ら
お
取
次
ぎ
し
て
、
源
氏
を
お
招
き
し
て
、
お
迎
え
の
舟
を
さ
し
上
げ
る
所
と
知
り

な
さ
い
。
時
期
は
三
月
で
あ
る
。（
物
語
に
）
追
風
と
あ
る
の
で
、
舟
に
馬
蘭
を
、
真
帆
の
よ
う
に
活
け
る
の
も
よ
い
。
ま
た
、
蔓
の

類
を
活
け
る
。
こ
れ
を
浦
伝
い
の
花
と
言
う
。
松
を
活
け
る
。
こ
れ
は
、「
住
吉
の
神
が
（
光
源
氏
を
）
気
の
毒
に
思
わ
れ
た
の
だ
ろ

を
ち
こ
ち

う
か
」
と
い
う
言
葉
に
よ
る
。
ま
た
、
遠
近
の
花
を
活
け
る
。「
を
ち
こ
ち
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
ま
た
、
薄
の
は
ら
み
穂
を
活
け

る
こ
と
は
秘
伝
で
あ
る
。
明
石
の
入
道
の
娘
が
六
月
の
頃
か
ら
（
光
源
氏
の
子
を
）
身
ご
も
っ
た
の
を
（
光
源
氏
は
）
見
届
け
ら
れ

な
み
こ
し

て
、（
光
源
氏
だ
け
）
八
月
に
都
へ
呼
び
戻
さ
れ
な
さ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
波
越
の
松
と
い
う
活
け
方
が
あ
る
。
波
に
見
立
て
た
薄

の
下
に
、
小
松
を
活
け
る
の
で
あ
る
。

（
わ
た
し
は
あ
な
た
を
）
う
っ
か
り
安
心
し
て
信
じ
て
い
ま
し
た
よ
。
お
約
束
し
た
の
で
す
か
ら
、
松
を
波
が
越
え
な
い
よ
う
に
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浮
気
は
し
な
い
と
。

【
注
】
１
「
君
、
廿
六
才
の
頃
」（『
六
帖
』）。『
源
氏
物
語
』
で
は
左
遷
の
記
述
は
な
く
、
光
源
氏
が
謀
反
の
嫌
疑
で
除
名
処
分
を
受
け
る

こ
と
を
恐
れ
て
、
そ
う
な
る
前
に
自
ら
須
磨
に
引
退
し
た
と
あ
る
。

２
「
此
巻
に
源
氏
、
須
磨
よ
り
あ
か
し
の
う
ら
へ
、
う
ら
つ
た
ひ

給
へ
は
、
あ
か
し
の
巻
と
い
ふ
へ
し
」（『
小
鏡
』）。「
あ
か
し
の
何
か
し
の
入
道
と
い
ふ
人
、
君
を
む
か
へ
奉
る
に
よ
り
て
、
明
石
の
巻

と
申
候
」（『
六
帖
』）。
明
石
入
道
は
播
磨
国
の
元
国
司
で
、
出
家
し
て
明
石
の
浦
に
住
み
、
娘
（
明
石
の
君
）
を
都
の
貴
人
と
結
婚
さ
せ

た
い
と
考
え
て
い
た
。
光
源
氏
は
夢
の
中
で
亡
父
の
桐
壺
院
か
ら
、
住
吉
の
神
の
導
き
に
従
い
須
磨
を
離
れ
る
よ
う
に
諭
さ
れ
た
。
入
道

は
か
ね
て
夢
の
お
告
げ
で
光
源
氏
を
迎
え
よ
と
告
げ
ら
れ
、
船
を
用
意
し
て
光
源
氏
を
明
石
に
迎
え
た
。

３
「
入
道
の
娘
、
あ
か
し
の

上
に
あ
ひ
な
れ
給
ひ
、
岡
部
の
宿
へ
通
ひ
た
ま
ひ
し
時
、
都
な
つ
か
し
く
お
ほ
し
め
し
て
、「
秋
の
夜
の
月
け
の
駒
よ
」
と
、
よ
み
給
ひ

し
と
そ
。
い
と
あ
わ
れ
に
、
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
」（『
六
帖
』）。「
さ
て
、
と
か
く
い
ひ
よ
り
て
、
か
よ
は
せ
給
ふ
。
馬
に
て
、
か
よ
は

せ
給
ふ
に
、
あ
る
夜
、
都
も
こ
ひ
し
く
お
ほ
し
め
し
て
、
げ
ん
し
、「
秋
の
よ
の
つ
き
げ
の
こ
ま
よ
（
中
略
）
と
き
の
ま
も
み
ん
」
と
、

よ
み
給
ひ
し
な
り
」（『
小
鏡
』）。

４
巻
名
歌
。「
秋
の
夜
の
」
は
、「
月
毛
の
駒
」
の
「
月
」
を
導
く
序
詞
。「
月
毛
」
は
馬
の
毛
色
の

名
。
葦
毛
で
や
や
赤
み
を
帯
び
て
見
え
る
も
の
を
指
す
。

５
こ
の
活
け
方
で
は
、
須
磨
の
巻
の
「
松
の
根
本
、
床
の
左
ニ

な
し
、
末
を

床
の
右
江

ゆ
く
や
う
に
い
く
る
な
り
」
と
同
じ
に
な
る
。「
此
か
た
、
曲
ひ
松
、
根
、
床
の
右
へ
、
木
末
、
床
の
左
へ
ゆ
く
や
う
に
生
け
」

（『
六
帖
』）
が
正
し
い
。「
磯
馴
松
」
は
１２
須
磨
の
巻
の
注
７
参
照
。

６
「
そ
の
う
ら
の
方
に
時
節
の
花
に
糸
す
ゝ
き
、
応
答
す
へ
し
」

（『
六
帖
』）。
当
巻
で
は
松
の
裏
、
須
磨
の
巻
で
は
松
の
前
に
活
け
る
。「
糸
芒
」
は
１２
須
磨
の
巻
の
注
８
参
照
。

７
「
左
り
は
須
磨
、

右
は
明
石
と
知
る
へ
し
」（『
六
帖
』）。
１２
須
磨
の
巻
の
注
１１
参
照
。

８
「
海
辺
、
里
の
と
り
や
う
、
左
右
に
て
、
後
ロ
、
前
へ
な
り
。

こ
れ
に
て
右
、
ま
へ
に
な
る
な
り
」（『
六
帖
』）。
１２
須
磨
の
巻
に
「
前
は
則
、
海
辺
と
み
る
へ
し
」（
注
１０
）
と
あ
る
の
で
、
海
は
前
方
、
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人
里
は
後
方
。
当
巻
の
注
７
に
よ
る
と
右
は
明
石
を
指
す
の
で
、「
右
・
前
」
と
は
明
石
の
海
辺
を
示
す
か
。

９
「
須
磨
、
明
石
は
、

浦
の
伝
な
り
」（『
六
帖
』）。
須
磨
と
明
石
の
活
け
方
は
、
浦
の
伝
と
総
称
さ
れ
る
。

杜
若
は
紫
の
上
に
も
見
立
て
ら
れ
た
（
１２
須
磨

の
巻
の
注
１５
）。
明
石
の
君
の
、
都
の
貴
人
に
も
負
け
な
い
気
品
の
高
さ
を
表
わ
す
か
。

「
釣
船
」
は
吊
る
し
て
使
う
舟
形
の
花
器
。

『
源
氏
物
語
』
で
、
入
道
の
用
意
し
た
迎
え
船
を
光
源
氏
が
「
う
れ
し
き
釣
舟
を
な
む
」（
二
三
三
頁
）
と
言
っ
た
こ
と
に
ち
な
む
。

「
か
の
人
の
も
と
よ
り
案
内
申
て
、
け
ん
し
を
よ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
御
む
か
ひ
に
船
を
た
て
ま
つ
る
」（『
小
鏡
』）。

「
こ
れ
は
三

月
な
り
」（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
が
須
磨
か
ら
明
石
へ
移
っ
た
の
は
、
三
月
十
三
日
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
入
道
が
光
源
氏
を
迎
え
に

須
磨
へ
行
っ
た
時
も
、
明
石
に
戻
っ
た
時
も
、
不
思
議
な
追
い
風
（
順
風
）
が
吹
い
た
と
あ
る
（
二
三
二
・
二
三
三
頁
）。「
馬
蘭
」
は
７

紅
葉
賀
の
巻
の
注
１８
参
照
。
真
帆
は
追
風
を
受
け
て
帆
走
す
る
船
が
、
帆
面
を
船
首
尾
線
に
対
し
て
ほ
ぼ
直
角
に
張
る
帆
。
ち
な
み
に
片

帆
は
横
風
を
受
け
て
帆
走
す
る
時
の
帆
。

他
の
物
に
巻
き
つ
い
た
り
、
地
面
を
這
っ
て
伸
び
た
り
す
る
蔓
を
、
入
道
の
援
助
で
光
源

氏
が
須
磨
か
ら
明
石
へ
浦
伝
い
す
る
こ
と
に
見
立
て
る
。

「
む
こ
に
と
り
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
も
ふ
心
を
、
す
み
よ
し
の
神
の
あ
は

れ
と
や
お
も
ひ
給
ひ
け
ん
」（『
小
鏡
』）。
住
吉
の
神
は
海
上
安
全
の
神
。
松
は
住
吉
神
社
の
風
物
。

「
を
ち
こ
ち
」（『
小
鏡
』
寄
合

く
も
ゐ

こ
ず
ゑ

語
）。『
源
氏
物
語
』
で
は
光
源
氏
が
「
を
ち
こ
ち
も
知
ら
ぬ
雲
居
に
な
が
め
わ
び
か
す
め
し
宿
の
梢
を
ぞ
問
ふ
」（
二
四
八
頁
）
と
い
う

お
ち
こ
ち
ひ
と

和
歌
を
明
石
の
君
に
送
っ
た
。「
遠
近
」
と
い
う
花
は
不
明
だ
が
、「
遠
近
人
」
と
い
う
名
の
も
み
じ
は
あ
る
。

「
芒
の
は
ら
み
穂
」

と
は
、
穂
を
包
ん
で
い
て
膨
ら
ん
で
い
る
薄
を
妊
婦
に
例
え
る
。

「
扨
こ
の
む
す
め
、
六
月
の
こ
ろ
よ
り
、
た
ゝ
な
ら
す
な
り
た
り

し
を
御
覧
し
を
き
て
、
八
月
に
都
へ
め
し
か
へ
さ
れ
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。

「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も

越
え
な
む
」（
古
今
和
歌
集
・
東
歌
・
一
〇
九
三
）
に
よ
り
、
波
が
松
を
越
す
と
は
「
あ
だ
し
心
」（
浮
気
心
）
を
意
味
す
る
。

「
う

ら
な
し
」
は
相
手
を
疑
わ
ず
、
う
っ
か
り
安
心
し
て
い
る
意
。「
う
ら
」
に
「
浦
」
を
か
け
て
、「
波
」
の
縁
語
。
光
源
氏
か
ら
の
手
紙
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で
、
明
石
の
君
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
紫
の
上
が
詠
ん
だ
和
歌
。

（
胡
鴻
洋
）

ミ
ヲ
ツ
ク
シ

十
四

澪
標

ミ
ヤ
コ

ヲ
ン
ク
ラ
ヰ
ア
ラ
タ
マ

カ
ズ

ホ
カ

ゴ
ン
ダ
イ
ナ
ゴ
ン

ナ
イ
ダ
イ
シ
ン

２

サ
カ
ヘ

１ケ
ン
シ

源
氏
、
都
に
め
し
か
へ
さ
れ
、
も
と
の
御
位
に
改
り
、
数
よ
り
外
の
権
大
納
言
に
な
り
、
内
大
臣
か
け
給
ふ
。
い
み
し
く
栄
給
へ
り
。

３ス須

マ

カ
ミ
ナ
リ
オ
チ

オ
ン
ユ
メ

カ
ミ

オ
ン
チ
カ
イ
ナ
リ

コ
ロ

マ
ウ
デ

ソ
ノ
オ
リ

ウ
ヘ

ス
ミ
ヨ
シ
マ
ウ
デ

磨
に
て
雷
落
か
ゝ
り
た
る
御
夢
の
つ
げ
、

４スミ
ヨ
シ

住
吉
の
神
の
御
誓
也
と
秋
の
頃
、
詣
給
ふ
。
其
折
か
ら
、

５ア
カ
シ

明
石
の
上
も
住
吉
江

詣
給
ひ
て
、

６

ユ
キ

オ
ン
ク
ル
マ

フ
ネ

は
か
ら
ず
行
あ
ひ
給
ひ
し
に
、

７マツ
ハ
ラ

松
原
の
あ
た
り
に
御
車
を
た
て
つ
ゝ
け
て
、
い
み
し
き
さ
ま
な
れ
は
、

８ナ
ニ
ハ

難
波
に
船
さ
し
と
め
、
や
す
ら

ソ
ノ
ト
キ

ウ
タ

ひ
、
と
は
せ
給
ふ
。
其
時
の
歌
に
、

ナ
ニ
ハ

ミ

９カス数
な
ら
て
難
波
の
こ
と
も
か
ひ
な
き
に
な
に
身
を
つ
く
し
お
も
ひ
そ
め
け
ん

ミ
ヲ
ツ
ク
シ

澪
標

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

ニ
ホ
ン

シ
セ
ツ

ハ
ナ

ア
カ
シ
ロ
フ
タ
イ
ロ

イ

ク

ミ
ツ
ク
サ

ミ
ヲ
ツ
ク
シ

エ
ン

御
伝
曰
、
ワ
カ
マ
ツ

若
松
弐
本
、
時
節
の
花
、
赤
白
二
色
、
生
活
へ
し
。
ミ
ツ
ク
サ

水
草
に
て
も
よ
し
と
す
。
さ
て
、
水
草
は
澪
標
に
縁
あ
り
。
ウ
タ歌
に
は

ミ

マ
タ

デ
ミ
ヅ

シ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ク

シ

ク
ヰ

ミ
ヲ
ツ
ク
シ

イ
フ

「
身
を
つ
く
し
」
と
い
ふ
よ
み
か
け
、
又
、
出
水
の
丈
尺
を
知
る
杭
を
澪
標
と
云
也
。

グ
ア
ン
イ
ハ
ク

ミ
ヤ
コ

ホ
ト

ヲ
ン
ク
ラ
ヰ
ア
ラ
タ
マ

マ
タ

コ
ン
タ
イ
ナ
コ
ン

ナ
イ
タ
イ
シ
ン

愚
按
ニ

曰
、
ケ
ン
シ

源
氏
、
都
江

め
し
か
へ
さ
れ
て
、
程
な
く
も
と
の
御
位
に
改
り
、
又
、
権
大
納
言
に
な
り
、
内
大
臣
か
け
給
ふ
。
い
み
じ
く

サ
カ
ヘ
タ
マ

ハ
ナ

イ
ク

イ
ツ
ホ
ン

エ
ダ

モ
チ
フ

コ
レ

ラ
ク
ラ
イ

テ
イ

マ
ツ

ヲ
ク
ル
マ

イ
ク

マ
ツ
ハ
ラ

栄
給
ふ
。
シ
ウ
キ

祝
義
の
花
也
。
ス
ヽ
キ
芒
を
活
る
。
一
本
、
を
れ
枝
を
用
。
是
は
落
雷
の
躰
也
。
マ
タ又
、
松
に
小
車
を
活
る
も
よ
し
。「
松
原
あ
た

ヲ
ン
ク
ル
マ

フ
ネ

ナ
ニ
ハ

カ
タ

フ
ネ

タ
ヽ
シ

フ
ネ
ニ
ソ
ウ

り
に
御
車
た
て
つ
ゝ
け
て
」
と
あ
り
。
マ
タ又
、
舟
も
よ
し
。「
難
波
の
方
に
舟
さ
し
と
め
」
と
あ
り
。
但
、
舟
二
艘
也
。「
め
く
り
あ
ふ
」

ナ
ニ
ハ

フ
ネ

タ
ケ

オ
ヤ

ヒ
メ
キ
ミ

シ
チ
ヤ

「
難
波
の
舟
」な
と
あ
り
。
マ
タ又
、
竹
の
親
と （

マ
マ
）

ト子
を
い
く
る
も
よ
し
。
三
月
十
六
日
、
あ
か
し
の
う
へ
は
姫
君
う
み
奉
り
た
り
。
ウ
ブ
ヤ

産
屋
七
日

イ
ハ
ヒ

シ
ウ
キ

ハ
ナ

モ
チ

の
祝
等
も
祝
義
の
花
に
用
ふ
へ
し
。
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十
四

澪
標
。
若
松
、
時
の
紅
白
二
種
の
花
、
水
草
。

ご
ん
だ
い
な
ご
ん

【
訳
】
光
源
氏
は
、（
朱
雀
帝
の
勅
命
に
よ
り
）
都
に
召
し
返
さ
れ
、
以
前
の
官
位
に
戻
ら
れ
、（
さ
ら
に
昇
進
し
て
）
定
員
外
の
権
大
納
言

に
な
り
、
内
大
臣
を
兼
任
な
さ
れ
る
。
た
い
そ
う
栄
え
な
さ
っ
た
。
須
磨
で
雷
が
落
ち
た
と
き
の
（
光
源
氏
が
見
た
）
夢
の
お
告
げ
は
、

住
吉
の
神
の
御
誓
約
で
あ
る
と
し
て
、（
光
源
氏
は
）
秋
の
頃
、
住
吉
神
社
（
現
在
の
住
吉
大
社
）
に
参
詣
な
さ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、

明
石
の
君
も
住
吉
神
社
に
参
詣
な
さ
り
、（
光
源
氏
に
）
思
い
が
け
な
く
出
く
わ
さ
れ
た
が
、（
光
源
氏
の
一
行
が
）
松
原
の
あ
た
り
に
御

車
を
並
べ
て
、
立
派
な
様
子
な
の
で
、（
明
石
の
君
は
取
っ
て
返
し
て
）
難
波
に
船
を
泊
め
、（
光
源
氏
に
和
歌
を
送
る
か
ど
う
か
）
た
め

ら
っ
て
、（
手
紙
を
）
送
ら
れ
る
。
そ
の
時
の
和
歌
に
、

人
数
に
も
入
ら
な
い
身
の
上
で
、
何
の
生
き
る
甲
斐
も
な
い
こ
の
私
な
の
に
、
ど
う
し
て
身
を
尽
く
し
て
（
あ
な
た
を
）
思
い
始
め

て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

師
伝
に
よ
る
と
、
若
松
を
二
本
と
、
季
節
の
花
を
赤
と
白
の
二
本
、
活
け
る
の
が
よ
い
。（
赤
と
白
の
花
が
無
い
場
合
は
）
水
草
を
用
い

て
も
よ
い
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
水
草
は
澪
標
に
縁
が
あ
る
。
和
歌
に
は
（
澪
標
に
掛
け
て
）「
身
を
尽
く
し
」
を
詠
み
こ
み
、
ま
た
、

水
脈
や
水
深
を
知
ら
せ
る
杭
を
澪
標
と
い
う
の
で
あ
る
。

愚
案
に
よ
る
と
、
光
源
氏
は
、（
朱
雀
帝
の
勅
命
に
よ
り
）
都
に
召
し
返
さ
れ
、
程
な
く
し
て
以
前
の
官
位
に
戻
ら
れ
、
ま
た
（
さ
ら

に
昇
進
し
て
）
権
大
納
言
に
な
り
、
内
大
臣
を
兼
任
な
さ
る
。
た
い
そ
う
繁
栄
さ
れ
る
。
祝
儀
の
際
に
用
い
る
花
で
あ
る
。
薄
を
活
け

る
。（
そ
の
う
ち
の
）
一
本
は
、
枝
が
折
れ
た
の
を
用
い
る
。
こ
れ
は
、
落
雷
の
体
裁
で
あ
る
。
ま
た
、
松
に
小
車
を
活
け
る
の
も
よ

い
。「
松
原
あ
た
り
に
御
車
を
立
て
続
け
て
」
と
（
物
語
に
）
あ
る
。
ま
た
、
舟
も
よ
い
。「
難
波
の
方
に
船
を
泊
め
」
と
（
物
語
に
）

あ
る
。
た
だ
し
、
舟
は
二
艘
で
あ
る
。「
巡
り
会
う
」「
難
波
の
舟
」
な
ど
（
物
語
に
）
あ
る
。
ま
た
、
竹
の
親
と
子
（
筍
）
を
活
け
る
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の
も
よ
い
。
三
月
十
六
日
、
明
石
の
君
は
姫
君
を
お
産
み
し
た
。
出
産
七
日
目
の
祝
い
等
に
お
い
て
も
、
祝
儀
の
花
を
用
い
る
の
が
よ

い
。

【
注
】
１
「
け
ん
し
都
へ
め
し
か
へ
さ
れ
て
、
程
な
く
、
も
と
の
御
く
ら
ゐ
に
あ
ら
た
ま
り
、
か
す
よ
り
外
の
権
大
納
言
に
な
り
、
内
大

臣
か
け
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。
須
磨
に
身
を
退
い
て
い
た
光
源
氏
は
、
朱
雀
帝
の
退
位
に
伴
い
、
都
に
召
し
返
さ
れ
た
。
権
大
納
言
（
定
員

外
の
大
納
言
）
に
な
っ
た
の
は
明
石
の
巻
、
内
大
臣
（
左
右
大
臣
を
補
佐
す
る
大
臣
）
を
兼
任
し
た
の
は
澪
標
の
巻
で
あ
る
。

２
「
い

み
し
く
さ
か
へ
給
ふ
程
に
」（『
小
鏡
』）。

３
「
す
ま
に
て
、
か
み
な
り
お
ち
か
ゝ
り
た
る
夜
の
御
ゆ
め
の
さ
と
し
も
」（『
小
鏡
』）。

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
須
磨
を
暴
風
雨
が
連
日
襲
い
か
か
り
、
落
雷
の
あ
と
、
ま
ど
ろ
む
光
源
氏
の
夢
枕
に
亡
父
（
桐
壺
院
）
が
立
ち
、

「
住
吉
の
神
の
導
き
に
従
い
、
こ
の
浦
を
去
れ
」
と
告
げ
た
と
あ
る
。

４
「
す
み
よ
し
の
神
の
御
ち
か
ひ
と
お
ほ
し
て
、
秋
の
こ
ろ
、

（
詣
で
）

す
み
吉
へ
参
り
給
ふ
折
ふ
し
」（『
小
鏡
』）。「
君
、
都
へ
か
へ
り
給
ひ
し
は
住
吉
の
御
誓
ひ
と
よ
ろ
こ
ひ
、
も
ふ
て
給
ひ
し
折
か
ら
」

（『
龍
野
』）。『
源
氏
物
語
』
に
は
光
源
氏
が
、
都
に
無
事
戻
れ
た
こ
と
と
明
石
の
姫
君
の
誕
生
の
お
礼
参
り
と
し
て
、
住
吉
神
社
に
参
詣

し
た
と
あ
る
。

５
「
か
の
あ
か
し
の
御
か
た
も
、
は
る
秋
こ
と
に
、
お
さ
な
く
よ
り
御
お
や
、
い
た
し
立
て
、
す
み
よ
し
へ
参
ら
す
る

に
」（『
小
鏡
』）。『
源
氏
物
語
』
に
は
、
明
石
の
君
は
毎
年
恒
例
の
行
事
と
し
て
住
吉
神
社
に
参
詣
し
て
い
る
が
、
去
年
と
今
年
は
懐
妊

・
出
産
の
た
め
参
詣
を
怠
り
、
そ
の
お
詫
び
も
か
ね
て
思
い
立
っ
た
と
あ
る
。

６
「
し
ら
す
し
て
、
あ
か
し
よ
り
も
ま
い
り
た
れ
は
」

（『
小
鏡
』）。「
明
石
の
上
に
行
き
あ
ひ
給
ひ
し
事
を
」（『
龍
野
』）。
明
石
の
君
も
光
源
氏
も
、
同
日
に
住
吉
神
社
に
参
詣
す
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
。

７
「
松
原
の
あ
た
り
に
、
御
車
た
て
つ
ゝ
け
て
、
い
み
し
き
さ
ま
な
れ
は
」（『
小
鏡
』）。「
松
原
」
は
住
吉
神
社
付
近

の
松
林
。『
源
氏
物
語
』
に
は
、
数
多
く
の
官
人
た
ち
が
参
加
し
た
描
写
は
あ
る
が
、
光
源
氏
以
外
の
車
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
。

８
「
な
に
は
に
御
舟
さ
し
と
め
、
や
す
ら
ひ
、
と
は
せ
給
へ
は
」（『
小
鏡
』）。「
難
波
」（
大
阪
湾
の
一
部
）
は
祓
の
名
所
。『
源
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氏
物
語
』
で
は
明
石
の
君
は
い
つ
も
船
で
住
吉
神
社
に
参
詣
す
る
が
、
浜
辺
は
光
源
氏
の
一
行
で
あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
、
予
定
を
変
更
し

て
難
波
に
停
泊
し
た
と
あ
る
。

９
巻
名
歌
。
明
石
の
君
が
、
身
分
違
い
の
恋
だ
と
自
覚
し
な
が
ら
も
、
光
源
氏
を
恋
い
慕
い
始
め
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
和
歌
。「
難
波
」
と
「
何
は
」、「
身
を
尽
く
し
」
と
「
澪
標
」
が
掛
詞
。
物
語
で
は
光
源
氏
か
ら
届
い
た
和
歌
へ
の

返
歌
。

「
若
松
二
本
に
時
節
の
花
、
赤
白
二
色
、
生
へ
し
。（
中
略
）
此
二
色
ノ
花
ハ
、
光
君
ト
明
石
ノ
上
、
御
二
方
ノ
心
也
」

（
も
し
）

（『
龍
野
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
赤
い
花
と
白
い
花
は
光
源
氏
と
明
石
の
君
を
表
わ
す
。

「
若
、
な
き
時
は
、
水
草
二
種
そ
へ
、
生
へ

し
」（『
龍
野
』）

水
草
は
水
中
ま
た
は
水
辺
に
生
え
る
た
め
、
水
路
を
示
す
目
印
に
な
る
澪
標
と
縁
が
あ
る
。

澪
標
は
、
和
歌
で

は
「
身
を
尽
く
し
」
の
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
明
石
の
君
が
住
吉
に
参
詣
し
に
来
た
こ
と
を
知
っ
た
光
源
氏
は
、「
今

は
た
同
じ
難
波
な
る
」
と
口
ず
さ
ん
だ
。
そ
の
古
歌
は
、「
わ
び
ぬ
れ
ば
今
は
た
同
じ
難
波
な
る
身
を
つ
く
し
て
も
逢
は
む
と
ぞ
思
ふ
」

（
後
撰
和
歌
集
・
恋
五
・
九
六
〇
・
元
良
親
王
）。

注
１
を
参
照
。

注
２
を
参
照
。

「
祝
義
」
は
祝
儀
と
同
義
で
、
祝
い
の

儀
式
。

折
れ
た
薄
を
一
本
用
い
て
落
雷
を
表
現
す
る
が
、『
源
氏
物
語
』
で
雷
が
落
ち
た
の
は
、
１３
明
石
の
巻
で
あ
る
。

「
小

車
」
は
キ
ク
科
で
、
そ
の
名
は
花
を
小
さ
な
車
（
の
車
輪
）
に
見
立
て
た
こ
と
に
よ
る
。
松
に
小
車
は
、
松
原
の
あ
た
り
に
数
多
く
の
車

が
立
ち
並
ん
で
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
。

「
難
波
の
方
に
舟
さ
し
と
め
」
は
注
８
参
照
。
舟
を
二
艘
用
い
る
の
は
、
光
源
氏
と
明
石

の
君
の
舟
を
指
す
か
。「
す
み
よ
し
。
め
く
り
あ
ふ
。
な
に
は
の
舟
」（『
小
鏡
』
寄
合
語
）。

「
竹
の
親
と
子
」
は
十
分
に
生
長
し
た

竹
と
筍
を
指
し
、
明
石
の
姫
君
と
そ
の
親
を
表
わ
す
。

「
あ
か
し
の
う
へ
は
姫
君
、
三
月
十
六
日
に
う
み
た
て
ま
つ
り
給
へ
は
」

う
ぶ
や

う
ぶ
や
し
な

（『
小
鏡
』）。
三
月
十
六
日
、
明
石
の
君
は
女
児
（
明
石
の
姫
君
）
を
出
産
す
る
。

「
産
屋
」
は
「
産
養
ひ
」
に
同
じ
で
、
子
が
生

ま
れ
て
三
・
五
・
七
・
九
日
目
の
夜
に
催
す
祝
宴
。

（
武
蔵
隼
斗
）
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ヨ
モ
キ
フ

十
五

蓬
生

ウ
ツ
キ

ハ
ナ

ユ
キ

オ
リ
シ
モ

ス
ヘ

ハ
ナ

タ
ツ
ネ

１ケ
ン
シ
オ
ン

源
氏
御
と
し
廿
八
歳
の
四
月
、
花
ち
る
里
江

行
給
ふ
。
折
節
、
末
つ
む
花
の
こ
と
、
思
ひ
や
り
て
尋
給
ふ
。

２ニハ庭
に
よ
も
ぎ
し
げ
り

３ツユ露
し

ム
チ

ツ
ユ

５

ク
サ

げ
ゝ
れ
ば
、

４ウマ馬
の
鞭
に
て
露
打
は
ら
ひ
、
そ
れ
よ
り
あ
は
れ
み
た
ま
ふ
。

６ニハ庭
の
草
を
も
ひ
き
の
け
さ
せ
、
と
こ
ろ
�
�
つ
く
ろ
は
せ
な
ど

フ
タ
ト
セ
ミ
ト
セ

ニ
シ
ヤ
ウ

イ
ン
ヒ
ン
カ
シ

タ
イ

し
て
、
二
三
年
あ
り
て
二
条
ノ

院
東
の
対
に
う
つ
し
て
、
ふ
ち
し
奉
り
給
ひ
し
な
り
。

ワ
レ

ミ
チ

７タツ
ネ
尋
て
も
我
こ
そ
と
は
め
道
も
な
く
ふ
か
き
よ
も
き
か
も
と
の
心
を

ヨ
モ
キ
フ

蓬
生

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

ヨ
モ
キ

キ

シ
セ
ツ

チ
ン
ク
ハ

ア
イ
タ

イ
ト
ス
ス
キ

ヤ
マ
ス
ゲ

マ
シ
ヘ

御
伝
ニ

曰
、

８コノ
カ
タ

此
形
、
蓬
を
み
木
と
し
て
、
時
節
の
珍
花
を
間
へ
さ
す
べ
し
。

９マタ又
、
糸
薄
か
山
菅
、
山
か
や
に
て
も
、
さ
し
交
て
よ
し
。
頃

は
五
月
也
。

ハ
ナ

サ
ト

カ
タ

コ
グ
ハ
ツ

タ
マ

愚
按
曰
、
ア
カ
ハ
ナ

赤
花
末
つ
む
花

を
さ
し
、
ヨ
モ
キ
蓬
を
と
め
に
な
す
も
よ
し
。
是
は
花
ち
る
里
の
方
へ
五
月
ば
か
り
の
こ
ろ
、
わ
た
り
給
ふ
に
、
さ
み
だ
れ

ツ
ユ

ム
ク
ラ

イ
エ

ウ
チ

イ
リ

マ
タ

ハ

カ
サ

ナ
ソ
ラ

の
露
ふ
か
く
、
よ
も
き
葎
し
げ
り
ふ
る
き
家
あ
り
。「
ウ
マ馬
の
む
ち
に
て
露
打
は
ら
ひ
て
入
た
ま
ふ
」
と
あ
り
。
又
、
ハ
ス蓮
の
葉
を
笠
と
准

マ
タ

イ
ク

イ
フ
コ
ト
ハ

マ
タ

タ
カ

イ

イ
ケ

ふ
も
よ
し
。
又
、
す
ゝ
き
を
生
る
も
よ
し
。「
キ
ツ
ネ
狐
の
す
み
か
」
と
云
詞
に
よ
れ
り
。
又
、
た
け
高
き
ふ
と
葦
な
と
生
る
も
よ
し
。
か

ク
シ
ヤ
ク
ハ
カ
リ

シ
シ
ウ

コ
ノ
コ
ト

コ

シ

つ
ら
う
つ
く
し
く
九
尺
斗
な
ん
有
け
る
を
、
御
か
た
み
に
と
て
侍
従
に
た
ひ
し
な
り
。
此
事
を
故
事
と
す
。

十
五

蓬
生

夕
顔
の
君
。
蓬
、
時
節
ノ
花
、
糸
芒
、
山
菅
、
山
萓
、
蓮
ノ
葉
。

【
訳
】
光
源
氏
が
御
歳
二
十
八
歳
の
四
月
に
、
花
散
里
の
も
と
へ
お
出
か
け
に
な
る
。
そ
の
折
、
末
摘
花
の
こ
と
を
案
じ
て
（
末
摘
花
の

屋
敷
を
）
訪
問
さ
れ
る
。
庭
に
蓬
が
茂
り
露
が
多
い
の
で
、
馬
の
鞭
を
使
っ
て
露
を
打
ち
払
い
、
そ
れ
以
後
（
末
摘
花
の
）
面
倒
を
見
ら

れ
る
。（
光
源
氏
は
）
庭
の
草
も
取
り
除
け
さ
せ
、
あ
ち
こ
ち
修
繕
さ
せ
た
り
な
ど
し
て
二
、
三
年
の
後
、（
末
摘
花
を
）
二
条
院
の
東
の

対
に
移
ら
せ
て
、
援
助
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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探
り
訪
ね
て
で
も
私
の
方
か
ら
（
末
摘
花
を
）
訪
れ
よ
う
。
道
も
見
え
な
い
ほ
ど
蓬
が
生
い
茂
っ
て
い
る
、
そ
の
根
元
で
は
な
い

が
、
元
の
ま
ま
の
（
末
摘
花
の
）
心
を
。

い
と
す
す
き

や
ま
す
げ

や
ま
か
や

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
は
蓬
を
中
心
と
し
て
、
季
節
の
珍
し
い
花
を
間
に
挿
す
の
が
よ
い
。
ま
た
、
糸
薄
か
山
菅
、
山
萱
で
も
挿
し

て
混
じ
ら
せ
て
も
よ
い
。
頃
は
五
月
で
あ
る
。

愚
案
に
よ
る
と
、
赤
花
（
末
摘
花
）
を
挿
し
、
蓬
を
根
締
め
に
す
る
の
も
よ
い
。
こ
れ
は
（
光
源
氏
が
）
花
散
里
の
方
へ
五
月
ご
ろ
お

さ
み
だ
れ

出
か
け
に
な
る
時
に
、
五
月
雨
の
露
が
深
く
、
蓬
や
葎
が
生
い
茂
っ
た
古
い
家
が
あ
る
。「
馬
の
鞭
で
露
を
打
ち
払
っ
て
お
入
り
に
な

る
」
と
（
物
語
に
）
あ
る
。
ま
た
、
蓮
の
葉
を
笠
に
な
ぞ
ら
え
る
の
も
よ
い
。
ま
た
、
薄
を
活
け
る
の
も
よ
い
。「
狐
の
住
み
か
」
と

ふ
と
い

か
づ
ら

い
う
言
葉
に
よ
る
。
ま
た
、
丈
が
高
い
太
藺
な
ど
を
活
け
る
の
も
よ
い
。
鬘
（
抜
け
落
ち
た
髪
）
が
美
し
く
九
尺
ほ
ど
あ
っ
た
の
を
、

形
見
の
御
品
と
し
て
（
末
摘
花
が
）
侍
従
に
お
与
え
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
故
事
と
す
る
。

【
注
】
１
「
源
氏
、
廿
八
歳
の
四
月
に
、
須
磨
よ
り
御
の
ほ
り
有
て
、
花
散
里
へ
行
給
ふ
折
ふ
し
、
末
摘
は
な
の
事
、
お
も
ひ
や
り
て
、

尋
ね
給
ふ
」（『
龍
野
』）。「
す
ま
よ
り
か
へ
り
給
ひ
て
、
花
ち
る
さ
と
の
御
か
た
へ
、
五
月
は
か
り
の
こ
ろ
、
わ
た
り
給
ふ
に
」（『
小

鏡
』）。『
源
氏
物
語
』
で
は
光
源
氏
が
秋
に
明
石
か
ら
帰
京
し
て
、
翌
年
の
四
月
に
花
散
里
の
も
と
へ
行
く
途
中
、
た
ま
た
ま
末
摘
花
の

屋
敷
の
前
を
通
り
か
か
っ
た
と
あ
る
。『
龍
野
』
と
注
１
の
本
文
は
四
月
、『
小
鏡
』
と
注
１０
１３
の
本
文
は
五
月
と
す
る
。

２
「
庭
に
蓬

よ
も
ぎ

む
ぐ
ら

つ
る
く
さ

し
げ
り
て
」（『
龍
野
』）。「
よ
も
き
む
く
ら
し
け
り
」（『
小
鏡
』）。「
蓬
」
は
キ
ク
科
の
多
年
草
、「
葎
」
は
蔓
草
の
総
称
。
光
源
氏
が
訪

れ
た
と
き
、
末
摘
花
は
没
落
し
て
庭
に
は
蓬
や
葎
が
生
い
茂
っ
て
い
た
。
和
歌
の
世
界
で
は
、
蓬
も
葎
も
荒
れ
果
て
た
家
に
生
え
る
草
で

あ
る
。

３
「
露
ふ
か
く
見
へ
け
れ
は
」（『
龍
野
』）。「
さ
み
た
れ
の
露
ふ
か
く
」（『
小
鏡
』）。『
源
氏
物
語
』
で
は
何
日
か
雨
が
降
り
続

い
て
い
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。

４
「
打
は
ら
わ
せ
て
入
り
給
ふ
よ
り
」（『
龍
野
』）。「
御
と
も
の
人
の
む
ま
の
む
ち
に
て
、
露
打
は
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ら
ひ
て
入
た
ま
ふ
」（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
の
家
来
が
馬
の
鞭
を
振
っ
て
草
葉
に
宿
る
露
を
払
い
、
後
か
ら
来
る
光
源
氏
が
濡
れ
な
い
よ
う

に
し
た
。

５
「
そ
れ
よ
り
、
あ
わ
れ
み
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。
当
時
は
通
い
婚
で
、
花
嫁
の
実
家
が
花
婿
の
面
倒
を
見
る
の
が
通
例
な
の

で
、
光
源
氏
が
女
君
の
世
話
を
す
る
の
は
異
例
の
こ
と
。

６
「
に
は
の
草
を
も
ひ
き
の
け
、
と
こ
ろ
�
�
つ
く
ろ
は
せ
な
と
し
て
、
二

（
扶
持
）

三
年
あ
り
て
、
二
条
の
ゐ
ん
、
ひ
か
し
の
た
い
に
う
つ
し
て
、
ふ
ち
し
た
て
ま
つ
り
給
ひ
し
な
り
」（『
小
鏡
』）。
末
摘
花
は
光
源
氏
と
再

会
し
て
二
、
三
年
後
に
、
光
源
氏
が
建
て
た
別
邸
（
二
条
東
院
）
に
移
っ
た
。

７
巻
名
歌
。
蓬
が
生
い
茂
り
道
も
見
え
な
い
、
と
従
者

に
告
げ
ら
れ
た
際
、
訪
問
を
阻
む
よ
う
に
生
い
茂
る
草
に
も
め
げ
ず
、
心
変
わ
り
し
て
い
な
い
末
摘
花
に
会
い
に
行
こ
う
と
、
光
源
氏
が

も
と

決
心
し
た
独
詠
歌
。「
蓬
が
も
と
の
心
」
に
「
蓬
が
下
」
と
「
元
の
心
」
を
重
ね
る
。

８
「
此
か
た
、
蓬
を
身
木
に
し
て
、
時
節
の
珍

花
を
間
へ
さ
し
ま
し
へ
て
」（『
龍
野
』）。「
蓬
」
は
注
２
参
照
。「
珍
花
」
は
珍
し
い
花
の
意
だ
が
、
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
不
明
。

蓬
が
生
い
茂
る
屋
敷
に
住
む
末
摘
花
を
、
蓬
の
間
に
活
け
る
珍
花
に
例
え
る
。

９
「
糸
薄
か
山
か
や
に
て
も
、
さ
し
ま
し
へ
て
生
へ

や
ま
す
げ

し
」（『
龍
野
』）。「
糸
薄
」
は
ス
ス
キ
の
一
変
種
で
、
茎
・
葉
・
根
と
も
に
全
体
に
小
ぶ
り
の
た
め
こ
の
名
が
あ
る
。「
山
菅
」
は
山
に
生

や
ま
か
や

え
て
い
る
菅
の
類
。「
山
萱
」
は
山
に
自
生
す
る
ス
ス
キ
、
オ
ギ
、
チ
ガ
ヤ
な
ど
、
主
と
し
て
屋
根
を
葺
く
材
料
に
用
い
ら
れ
る
イ
ネ
科

の
植
物
の
総
称
。
い
ず
れ
も
粗
末
な
屋
根
を
葺
く
の
で
、
末
摘
花
の
廃
屋
に
な
ぞ
ら
え
る
。

「
五
月
は
か
り
の
こ
ろ
」（『
小
鏡
』）。

注
１
参
照
。

「
赤
花
」
は
ア
カ
バ
ナ
科
の
多
年
草
で
夏
に
紫
紅
色
の
花
が
咲
き
、
こ
こ
で
は
末
摘
花
の
赤
い
鼻
に
見
立
て
る
。
一
方

べ
に
ば
な

「
末
摘
花
」
と
い
う
植
物
は
「
紅
花
」
の
異
名
で
、「
赤
花
」
と
は
異
な
る
。

「
と
め
」
と
は
根
締
め
、
す
な
わ
ち
活
け
花
に
お
い
て

挿
し
た
花
や
枝
な
ど
の
根
元
を
締
め
、
形
を
整
え
る
花
材
を
指
す
。

「
花
ち
る
さ
と
の
御
か
た
へ
、
五
月
は
か
り
の
こ
ろ
、
わ
た
り

給
ふ
に
、
さ
み
た
れ
の
露
ふ
か
く
、
よ
も
き
む
く
ら
し
け
り
、
ふ
る
き
家
あ
り
」（『
小
鏡
』）。
注
１
２
３
参
照
。

「
む
ま
。
む
ち
」

（『
小
鏡
』
寄
合
語
）。
注
４
参
照
。

木
々
の
葉
に
置
く
露
が
雨
滴
の
よ
う
に
降
り
か
か
る
た
め
、
家
来
が
光
源
氏
に
「
御
傘
さ
ぶ
ら
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ふ
」（
お
傘
が
ご
ざ
い
ま
す
）
と
言
っ
た
。
蓮
の
葉
を
傘
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
、『
鳥
獣
戯
画
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

「
す
す
き
」

は
注
９
参
照
。

「
き
つ
ね
の
す
み
か
」（『
小
鏡
』
寄
合
語
）。
物
語
に
も
、
末
摘
花
の
あ
ば
ら
屋
は
「
狐
の
住
み
か
」（
三
二
七
頁
）

に
な
っ
た
と
あ
る
。
薄
は
穂
の
形
が
動
物
の
尾
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
名
「
尾
花
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
狐
の
尾
を
薄
に
例
え
る
。

は
な
む
し
ろ

「
ふ
と
葦
」
は
そ
の
名
の
通
り
、
茎
が
円
柱
形
で
太
く
、
茎
で
花
筵
な
ど
を
編
む
。

「
か
つ
ら
を
し
て
持
給
へ
る
。
い
と
う
つ
く

し
く
て
、
九
尺
は
か
り
な
ん
有
け
る
を
、
御
か
た
み
に
と
て
、
侍
従
に
た
ひ
し
な
り
」（『
小
鏡
』）。
末
摘
花
の
唯
一
の
相
談
相
手
で
あ
っ

た
乳
母
子
の
侍
従
が
京
を
去
る
時
、
形
見
と
し
て
与
え
る
着
慣
れ
た
衣
は
垢
じ
み
て
い
る
の
で
、
末
摘
花
は
自
分
の
髪
の
毛
を
取
り
集
め

て
作
っ
た
鬘
を
与
え
た
。
こ
の
九
尺
（
約
二
七
〇
セ
ン
チ
）
も
あ
り
美
し
い
鬘
を
、
丈
の
高
い
太
藺
に
例
え
る
。

（
出
口
京
香
）

セ
キ
ヤ

十
六

関
屋

マ
キ

ケ
ン
シ
ノ
キ
ミ

イ
シ
ヤ
マ

マ
ウ
テ

ト
キ

ム
カ
シ
ウ
ツ
セ
ミ

キ
コ

イ
ヨ
ノ
ス
ケ

ヒ
タ
チ

コ
ク
シ

ク
ダ

１セキ関
や
の
巻
は
源
氏
君
、
石
山
に
詣
給
ひ
し
時
、
せ
き
山
に
て
昔
空
蝉
と
聞
え
し
を
と
こ
の
伊
予
介
、
常
陸
の
国
司
に
な
り
て
、
下
り
し

ノ
チ

キ
ヤ
ウ

ア
ヒ

２

が
、
か
は
り
て
後
、
京
へ
の
ぼ
る
に
、
せ
き
山
に
て
逢
給
ひ
し
か
、
御
こ
ゝ
ろ
し
り
の
小
君
に
御
文
あ
り
。
空
せ
み
の
歌
、

セ
キ

セ
キ

ナ
カ

３アフ
サ
カ

逢
坂
の
関
や
い
か
な
る
関
な
れ
ば
し
げ
き
な
げ
き
の
中
を
わ
く
ら
ん

４

ミ
チ

タ
ノ
ミ

ナ
ヲ

シ
ホ

ウ
ミ

わ
く
ら
は
に
ゆ
き
あ
ふ
道
を
頼
し
も
猶
か
ひ
な
し
や
塩
な
ら
ぬ
海

５

ナ
ミ
タ

タ
ヘ

シ
ミ
ツ

ヒ
ト

ゆ
く
と
く
と
せ
き
と
め
か
た
き
涙
を
や
絶
ぬ
清
水
と
人
や
み
る
ら
ん

セ
キ
ヤ

関
屋

コ
テ
ン
イ
ワ
ク

ミ

オ
ナ

ハ
ナ

ソ

ナ
カ

ホ
カ

ハ
ナ

ホ
カ

ハ
ナ

キ
ラ

コ
ト

御
伝
ニ

曰
、

６コノ
カ
タ

此
形
、
真
キ
、
同
し
花
、
其
の
中
を
外
の
花
、
又
、
し
や
が
に
て
も
、
さ
し
き
る
也
。

７コレ是
、
外
の
花
に
て
は
嫌
ふ
事
也
。
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カ
ヘ
リ

モ
チ
フ

セ
キ
ヤ

イ

シ
ノ

タ
マ

コ
ヽ
ロ

８コノ
カ
タ

此
形
は
却
て
、
そ
れ
を
用
る
也
。

９コレ是
、
関
屋
の
意
也
。
ヒ
ト
メ

人
目
忍
ひ
給
ひ
し
心
也
。
シ
ウ
キ
祝
義
な
ら
す
。

ク
ア
ン
イ
ハ
ク

メ
ツ

ハ
ナ

ユ
キ
ア
イ

イ
ク

ナ
ラ

ウ
タ

ユ
キ

愚
按
ニ

曰
、
い
と
�
�
珍
ら
し
き
花
を
行
会
に
生
る
事
、
習
ひ
あ
り
。
又
、「
わ
く
ら
わ
に
」
と
い
ふ
歌
は
、
た
ま
�
�
め
つ
ら
し
く
行

ア
フ

ス
イ
サ
ウ

イ
ク

会
心
な
り
。
シ
ミ
ツ

清
水
に
よ
せ
て
水
草
を
活
る
も
よ
し
。

十
六

関
久
□

伊
予
之
介
。
時
ノ
花

鳶
尾
。

【
訳
】
関
屋
の
巻
は
光
源
氏
が
石
山
寺
に
詣
で
ら
れ
た
時
、
関
山
（
逢
坂
の
関
）
で
昔
、
空
蝉
と
知
ら
れ
た
（
女
の
）
夫
で
あ
る
伊
予
介

が
常
陸
の
国
司
に
な
っ
て
、（
任
国
へ
）
下
っ
て
い
た
が
、（
次
の
国
司
と
）
交
替
し
て
後
、
京
へ
上
る
時
、
関
山
で
（
光
源
氏
が
）
お
逢

い
に
な
っ
た
が
、（
光
源
氏
と
の
）
事
情
を
知
る
小
君
に
（
空
蝉
へ
の
）
お
手
紙
が
あ
る
。
空
蝉
の
和
歌
は
、

あ
ふ
さ
か

逢
う
と
い
う
名
の
逢
坂
の
関
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
関
所
ゆ
え
に
、
生
い
茂
る
木
々
の
間
を
か
き
分
け
て
、
こ
う
も
深
い
嘆
き

を
重
ね
る
の
で
し
ょ
う
。

あ
ふ
み
ぢ

た
ま
た
ま
行
き
逢
っ
た
所
が
近
江
路
だ
と
、
そ
の
名
か
ら
頼
も
し
く
存
じ
ま
し
た
の
に
、（
お
目
に
か
か
れ
ぬ
と
は
、）
や
は
り
か
い

の
な
い
こ
と
で
し
た
。（
琵
琶
湖
は
）
貝
の
住
む
塩
の
海
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
。

行
き
も
帰
り
も
、
せ
き
止
め
か
ね
る
私
の
涙
を
、
絶
え
ず
湧
き
出
る
関
の
清
水
と
光
源
氏
は
ご
覧
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

し
ゃ
が

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
は
中
心
と
同
じ
花
と
の
中
を
他
の
花
、
ま
た
は
射
干
で
も
遮
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
活
け
方
で
は
、
し
て

は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
（
関
屋
の
）
形
は
却
っ
て
、
そ
れ
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
関
所
の
意
味
で
あ
る
。（
光
源
氏
が
）

人
目
を
忍
ば
れ
た
趣
で
あ
る
。
祝
儀
（
祝
い
の
儀
式
）
で
は
な
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、
非
常
に
珍
し
い
花
を
出
会
う
よ
う
に
活
け
る
こ
と
は
、
習
わ
し
が
あ
る
。
ま
た
、「
わ
く
ら
ば
に
」
と
い
う
歌
は
、

た
ま
た
ま
珍
し
く
出
会
う
意
味
で
あ
る
。
清
水
に
事
寄
せ
て
水
草
を
活
け
る
の
も
よ
い
。

『
源
氏
流
極
秘
奥
儀
抄
』
注
釈
（
二
）
１２
須
磨
〜
１７
絵
合

― １２４ ―



【
注
】
１
「
け
ん
し
石
山
へ
参
り
給
ふ
に
、
せ
き
山
に
て
、
む
か
し
、
う
つ
せ
み
と
聞
え
し
人
の
お
と
こ
の
い
よ
の
介
、
ひ
た
ち
の
国
司

に
な
り
て
、
下
り
し
か
、
か
は
り
て
後
、
京
へ
の
ほ
る
に
、
せ
き
山
に
て
、
あ
ひ
給
ひ
し
か
は
」（『
小
鏡
』）。
空
蝉
は
伊
予
介
の
後
妻

で
、
２
帚
木
の
巻
で
光
源
氏
と
出
会
っ
た
。
夫
が
常
陸
（
現
在
の
茨
城
県
）
の
国
司
に
な
る
と
、
一
緒
に
下
向
し
て
、
任
期
が
終
わ
り
帰

京
し
た
と
き
、
石
山
寺
に
参
る
光
源
氏
の
一
行
と
偶
然
、
す
れ
違
っ
た
。

２
「
む
か
し
の
御
心
し
り
の
こ
き
み
を
め
し
て
、
御
文
あ

り
」（『
小
鏡
』）。
小
君
は
空
蝉
の
実
弟
で
、
３
空
蝉
の
巻
で
光
源
氏
に
頼
ま
れ
、
空
蝉
と
の
仲
を
取
り
持
っ
た
。
光
源
氏
が
須
磨
に
退
居

し
た
時
、
世
間
の
思
惑
を
憚
り
父
親
の
任
国
（
常
陸
）
に
下
っ
た
。

３
空
蝉
が
詠
ん
だ
巻
名
歌
で
、
注
４
「
わ
く
ら
ば
に
」
へ
の
返

歌
。「
逢
坂
の
関
」
に
「
逢
ふ
」
を
、「
嘆
き
」
に
「
木
」
を
響
か
せ
る
。
茂
る
木
々
に
、
繰
り
返
さ
れ
る
悲
嘆
の
重
苦
し
さ
を
託
す
。
逢

坂
の
関
は
、
滋
賀
県
大
津
市
の
逢
坂
山
に
置
か
れ
た
関
所
。
和
歌
で
逢
坂
の
関
を
越
え
る
と
は
、
男
女
が
契
り
を
交
わ
す
意
。

４
光
源

あ
ふ
み
ぢ

か

ひ

氏
が
空
蝉
に
送
っ
た
和
歌
。「
逢
ふ
道
」
に
「
近
江
路
」、「
甲
斐
な
し
」
に
「
貝
な
し
」
を
掛
け
る
。「
塩
な
ら
ぬ
海
」
は
淡
水
湖
で
、
近

江
に
あ
る
琵
琶
湖
を
指
す
。

５
空
蝉
の
独
詠
歌
。「
せ
き
」
に
「
関
」
と
「
堰
き
」
を
掛
け
る
。
逢
坂
の
関
に
あ
る
清
水
は
有
名
で
、

「
逢
坂
の
関
の
清
水
に
か
げ
見
え
て
今
や
引
く
ら
む
望
月
の
駒
」（
拾
遺
和
歌
集
・
秋
・
紀
貫
之
・
一
七
〇
）
と
い
う
名
歌
が
あ
る
。

６

「
此
形
、
身
木
、
同
し
花
、
そ
の
中
を
は
、
外
の
花
か
、
又
は
し
や
か
に
て
、
さ
し
切
ル
也
」（『
龍
野
』）。
中
心
に
す
る
花
と
、
そ
れ
と

「
同
じ
花
」
を
活
け
て
、
両
者
の
間
に
別
の
花
を
割
り
込
ま
せ
る
、
と
い
う
意
味
か
。
射
干
の
別
名
は
檜
扇
で
、
そ
れ
は
葉
が
檜
扇
を
広

こ
れ

げ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
の
葉
で
遮
る
か
。

７
「
是
、
外
の
花
形
に
は
嫌
ふ
事
也
」（『
龍
野
』）。「
是
」
は
注
６
の

こ
れ

「
さ
し
き
る
」
を
指
す
。

８
「
そ
れ
」
も
注
６
の
「
さ
し
き
る
」
を
指
す
。

９
「
是
」
が
示
す
「
さ
し
き
る
」
は
道
を
閉
ざ
す
の
意

味
で
、
関
所
に
例
え
る
。

「
人
目
忍
ひ
の
歌
な
と
送
り
給
ひ
し
な
れ
は
」（『
龍
野
』）。
光
源
氏
と
空
蝉
と
の
仲
は
、
手
紙
を
運
ぶ
小

君
以
外
に
は
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
秘
め
事
で
あ
る
。

「
無
祝
儀
な
り
」（『
龍
野
』）。

「
珍
し
き
」「
行
会
」
と
は
、
光
源
氏
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『
源
氏
流
極
秘
奥
儀
抄
』
注
釈
（
二
）
１２
須
磨
〜
１７
絵
合



と
空
蝉
と
の
偶
然
の
再
会
を
表
わ
す
。

光
源
氏
と
空
蝉
が
和
歌
を
贈
答
す
る
の
は
、
十
二
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。

「
水
草
」

は
淡
水
中
、
あ
る
い
は
そ
の
辺
に
生
え
る
草
。「
清
水
」
は
注
５
を
参
照
。

（
胡
鴻
洋
）

エ
ア
ハ
セ

十
七

絵
合

ミ
カ
ト

エ
ア
ハ
セ

ト
キ

キ
ミ

ム
カ
シ
ス

マ

ト
キ

ヲ
ン
ツ
レ
�
�

イ
ロ
�
�

１ヤ
ヨ
ヒ

弥
生
の
こ
ろ
、
御
門
冷
泉
院
に
絵
合
あ
り
し
時
、

２ゲ
ン
シ

源
氏
の
君
、
昔
須
磨
に
お
は
し
ま
し
ゝ
時
、
た
と
へ
な
き
御
徒
然
の
あ
ま
り
に
、
色
々

ウ
ラ

ヤ
マ

ミ
コ
ヽ
ロ

ウ
ヘ

コ
ノ
ト
キ

の
か
み
に
、
浦
の
け
し
き
、
山
の
た
ゝ
ず
ま
ゐ
を
、
御
心
の
ゆ
く
�
�
か
き
す
ま
し
給
ふ
を
、

３ムラ
サ
キ

紫

の
上
に
だ
に
も
、
み
せ
奉
ら
す
、
此
時

イ
ダ

ウ
ヘ

モ
ノ

コ

ト

オ
ン
カ
タ

け
う
に
出
さ
れ
た
り
。

４ムラ
サ
キ

紫

の
上
、「
お
そ
く
も
み
せ
給
ひ
し
物
か
な
」
と
、
う
ら
み
給
ひ
し
こ
と
あ
り
。

５ケ
ン
シ

源
氏
の
御
方
ひ
だ
り
、
か
ち

エ
ア
ハ
セ

給
ふ
に
よ
り
て
、
絵
合
と
い
ふ
。

６

マ
タ
ス
キ

ナ
ミ
タ

う
き
め
み
し
そ
の
を
り
よ
り
も
け
ふ
は
又
過
に
し
か
た
に
か
へ
る
涙
か

エ
ア
ハ
セ

絵
合

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

イ
ク

ナ
リ

カ
ミ
シ
モ
キ

サ
ウ
ク
ハ

ク
サ
ク
ハ

コ
ヽ
ロ
ウ

ハ
ナ

チ
カ

ヲ
ナ

イ
ク

御
伝
ニ

曰
、

７ニ
シ
ウ
キ
リ

二
重
切
に
て
生
る
也
。

８キ木
な
ら
は
上
下
木
、
草
花
な
ら
は
上
下
草
花
と
心
得
へ
し
。

９シヤ
ウ
ケ

上
下
花
は
違
へ
と
も
、
同
し
や
う
ニ

生
へ

ア
ハ
セ

ハ
ナ
イ
レ
フ
タ

ヤ
ヨ
ヒ

コ
ヽ
ロ
ウ

し
。
エ
ア
ハ
セ

絵
合
は
、
も
や
う
を
合
い
く
る
也
。
マ
タ又
、
花
入
二
つ
に
も
す
る
也
。
コ
ロ頃
は
三
月
十
日
頃
と
心
得
へ
し
。

ク
ア
ン
イ
ハ
ク

ウ
メ
ツ
ホ

エ
ア
ハ
セ

イ
ツ
ヘ
イ

カ
ウ
ハ
イ

ケ
ン
ジ

愚
按
ニ

曰
、
コ
ウ
キ
デ
ン

弘
喜
殿

（
マ
マ
）

と
梅
壷
と
絵
合
あ
り
。
ニ
ヘ
イ

二
瓶
に
し
て
一
瓶
は
紅
梅
梅
壷
と
云
に
か
た
と
る
、
イ
ツ
ヘ
イ

一
瓶
白
椿
こ
う
き
て
ん
ニ

か
た
と
る

。
さ
て
、
源
氏
の
さ
ま

ウ
ツ

エ

カ
チ

ワ
カ
ム
ラ
サ
キ

ウ
ヘ

ミ
ツ

�
�
写
し
給
ひ
し
絵
は
す
ぐ
れ
給
ひ
て
、勝
給
へ
り
。マ
タ又
、若
紫
の
上
、三
の
う
ら
み
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。三
瓶
の
う
ち
、藤
又
、杜
若
も
よ
し

ナ
ラ
ヒ

を
活
る
習
あ
り
。

十
七

絵
合

伊
予
之
介
女
房
。
草
花
二
種
（
紅
梅
、
白
椿
、
藤
）。
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て
も
ち
ぶ

さ

た

【
訳
】三
月
の
頃
、
冷
泉
帝
の
も
と
で
絵
合
が
あ
っ
た
時
、
光
源
氏
は
昔
、
須
磨
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
、
例
え
よ
う
も
な
い
御
手
持
無
沙
汰

の
あ
ま
り
に
、
様
々
な
色
の
紙
に
、
入
江
の
様
子
や
山
の
た
た
ず
ま
い
を
、
御
心
の
ゆ
く
ま
ま
立
派
に
描
か
れ
た
絵
を
、
紫
の
上
に
さ
え

も
お
見
せ
せ
ず
、
こ
の
時
の
座
興
に
お
出
し
に
な
っ
た
。
紫
の
上
は
、「（
光
源
氏
が
絵
を
）
遅
く
見
せ
な
さ
っ
た
も
の
よ
」
と
、
お
恨
み

に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。（
右
方
に
対
し
て
）
光
源
氏
の
左
方
が
勝
た
れ
た
の
に
ち
な
み
、（
こ
の
巻
を
）
絵
合
と
言
う
。

（
須
磨
で
）
辛
い
思
い
を
し
た
あ
の
時
よ
り
も
今
日
は
ま
た
、
過
ぎ
去
っ
た
日
々
を
思
い
出
し
て
涙
が
流
れ
る
こ
と
よ
。

師
伝
に
よ
る
と
、
二
重
切
を
用
い
て
活
け
る
の
で
あ
る
。
木
で
あ
れ
ば
上
下
と
も
に
木
を
、
草
花
で
あ
れ
ば
上
下
と
も
に
草
花
を
活
け
る

と
心
得
る
が
よ
い
。
上
下
で
花
が
違
っ
て
も
、
同
じ
よ
う
に
活
け
る
の
が
よ
い
。
絵
合
は
、
趣
を
合
わ
せ
て
活
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

花
入
れ
を
二
つ
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
頃
は
三
月
十
日
頃
と
心
得
る
が
よ
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、
弘
徽
殿
と
梅
壷
と
の
間
で
絵
合
が
あ
る
。
二
つ
の
花
入
れ
に
お
い
て
、
一
つ
は
梅
壷
に
か
た
ど
っ
て
紅
梅
を
活
け
、

も
う
一
つ
に
は
弘
徽
殿
を
か
た
ど
っ
て
白
椿
を
活
け
る
。
さ
て
、
光
源
氏
が
さ
ま
ざ
ま
に
描
か
れ
た
絵
は
優
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、

（
絵
合
の
勝
負
に
）
お
勝
ち
に
な
っ
た
。
ま
た
、
紫
の
上
に
は
、（
光
源
氏
に
対
す
る
）
三
つ
の
恨
み
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
三
つ
の
花

か
き
つ
ば
た

入
れ
の
う
ち
、
藤
、
も
し
く
は
杜
若
を
活
け
る
し
き
た
り
が
あ
る
。

（
左
右
）

【
注
】
１
「
こ
ろ
は
三
月
十
日
こ
ろ
な
れ
は
、
大
か
た
の
そ
ら
も
、
お
も
し
ろ
き
頃
、
こ
う
き
て
ん
と
梅
つ
ほ
と
、
さ
う
を
わ
か
ち
、
御

ゑ
あ
は
せ
あ
り
て
、
み
か
と
御
覧
あ
り
」（『
小
鏡
』）。「
弥
生
の
頃
、
御
門
に
絵
合
あ
り
し
時
」（『
龍
野
』）。「
絵
合
」
は
物
合
わ
せ
の
一

種
。
左
右
の
二
組
に
分
か
れ
、
互
い
に
持
ち
寄
っ
た
絵
を
出
し
合
い
、
そ
の
優
劣
を
競
う
遊
戯
。
勝
負
の
判
定
は
判
者
が
下
す
。

２

「
す
ま
に
お
は
し
ま
し
し
時
、
た
と
へ
な
き
御
つ
れ
�
�
の
あ
ま
り
に
、
色
々
の
か
み
に
、
う
ら
の
け
し
き
、
山
の
た
た
す
ま
ゐ
を
、
御

心
の
ゆ
く
�
�
か
き
す
ま
し
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。「
光
る
君
、
須
磨
に
て
書
給
ひ
し
絵
を
と
り
出
し
」（『
龍
野
』）。『
源
氏
物
語
』
に
は
、
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「
人
々
の
語
り
き
こ
え
し
海
山
の
あ
り
さ
ま
を
、（
光
源
氏
は
）
は
る
か
に
思
し
や
り
し
を
、
御
目
に
近
く
て
は
、
げ
に
及
ば
ぬ
磯
の
た
た

ず
ま
ひ
、
二
な
く
書
き
集
め
た
ま
へ
り
」（
須
磨
の
巻
、
二
〇
〇
頁
）
と
あ
る
。

３
「
む
ら
さ
き
の
上
に
た
に
も
、
み
せ
た
て
ま
つ
ら

（
興
）

す
。
此
と
き
、
け
う
に
出
さ
れ
た
り
」（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
は
須
磨
で
描
い
た
絵
を
、
紫
の
上
に
も
見
せ
ず
秘
蔵
し
て
い
た
。

４
「
お

そ
く
も
見
せ
給
ひ
し
と
、
う
ら
み
給
ひ
し
歌
な
と
、
お
は
し
ま
し
候
」（『
龍
野
』）。
光
源
氏
が
絵
を
今
ま
で
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
恨

あ

ま

か
た

み
言
と
し
て
、
紫
の
上
は
、「
ひ
と
り
ゐ
て
嘆
き
し
よ
り
は
海
人
の
す
む
か
た
を
か
く
て
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る
」
と
詠
ん
だ
。「
画
」（
絵

か
た

み

る

の
こ
と
）
と
「
潟
」
が
掛
詞
。「
見
る
」
に
「
海
松
」
を
響
か
せ
、「
海
人
」「
潟
」「
海
松
」
を
縁
語
と
す
る
。

５
「
こ
れ
に
よ
り
、
ひ

た
り
、
か
ち
給
ふ
。
さ
て
、
ゑ
あ
は
せ
と
い
ふ
」（『
小
鏡
』）。
い
ず
れ
も
劣
ら
ぬ
名
品
揃
い
で
絵
合
の
勝
負
の
判
定
は
難
航
を
極
め
た

が
、
最
後
に
出
品
さ
れ
た
光
源
氏
の
須
磨
の
日
記
絵
一
巻
が
梅
壷
女
御
を
圧
倒
的
勝
利
へ
と
導
い
た
。

６
巻
名
歌
。
注
４
に
引
く
和
歌

う

め

か
た

へ
の
返
歌
。「
憂
き
目
」
と
「
浮
き
海
布
」（
浮
い
て
い
る
海
藻
）、「
方
」
と
「
潟
」
が
掛
詞
。「
涙
」
に
「
波
」
を
響
か
せ
、
紫
の
上
の

歌
（
注
４
）
同
様
、
海
辺
に
関
す
る
縁
語
で
ま
と
め
た
。

７
「
二
重
切
に
生
ル
時
は
、
上
下
同
し
形
に
生
へ
し
」（『
龍
野
』）。「
二
重

切
」
と
は
、
竹
の
花
入
の
一
種
。
二
つ
の
節
間
に
各
々
窓
を
開
け
、
水
溜
も
二
か
所
つ
け
た
も
の
。

８
「
木
花
な
ら
は
両
方
木
花
、
草

花
な
ら
は
同
し
草
花
を
生
へ
し
」（『
龍
野
』）。

９
異
な
る
花
を
用
い
る
場
合
も
、
上
下
で
同
じ
よ
う
な
形
に
活
け
る
の
は
、
絵
合
で
左

（
模
様
）

右
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
絵
を
出
す
さ
ま
を
表
わ
す
。

「
絵
合
は
、
も
や
う
を
あ
わ
す
る
也
」（『
龍
野
』）。
二
組
が
絵
を
出
し
合
う
絵
合
に

な
ぞ
ら
え
て
、
上
下
で
形
を
合
わ
せ
る
。

二
重
切
の
代
わ
り
に
、
花
器
を
二
つ
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。

注
１
を
参
照
。

「
絵
合
」
は
注
１
を
参
照
。
光
源
氏
が
養
女
に
し
た
梅
壷
女
御
は
、
既
に
入
内
し
て
い
た
弘
徽
殿
女
御
と
帝
寵
を
二
分
し
た
。
入
内
当
初

は
弘
徽
殿
女
御
に
寵
愛
が
傾
い
て
い
た
が
、
絵
画
を
好
む
冷
泉
帝
は
、
絵
に
堪
能
な
梅
壷
女
御
に
次
第
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ

れ
に
焦
慮
し
た
権
中
納
言
は
、
帝
の
関
心
を
わ
が
娘
弘
徽
殿
女
御
に
引
き
戻
そ
う
と
、
当
代
有
数
の
絵
師
た
ち
を
集
め
、
贅
を
尽
く
し
て
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絵
画
を
製
作
さ
せ
た
。
絵
合
は
、
そ
の
よ
う
な
政
治
背
景
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。

「
紅
梅
」
は
梅
壺
女
御
に
見
立
て
る
。

「
白

椿
」
は
白
花
を
つ
け
る
椿
の
総
称
で
、
注
１４
の
紅
梅
と
対
応
す
る
。
赤
と
白
の
対
比
は
１４
澪
標
の
巻
の
注
１０
に
も
見
ら
れ
る
。

最
後

に
出
品
さ
れ
た
光
源
氏
の
絵
に
つ
い
て
『
源
氏
物
語
』
に
は
、「
か
か
る
い
み
じ
き
も
の
の
上
手
（
光
源
氏
）
の
、
心
の
限
り
思
ひ
澄
ま

し
て
静
か
に
描
き
た
ま
へ
る
は
、
た
と
ふ
べ
き
方
な
し
。
親
王
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
涙
と
ど
め
た
ま
は
ず
」（
三
八
七
頁
）
と

あ
る
。

「
さ
れ
は
、
む
ら
さ
き
の
上
の
三
の
う
ら
み
と
い
ふ
事
の
一
に
、
此
こ
と
は
り
な
り
と
心
え
へ
し
」（『
小
鏡
』）。
紫
の
上
の

（
一
に
は
カ
）

三
つ
の
恨
み
の
う
ち
、
ほ
か
の
二
つ
に
つ
い
て
『
小
鏡
』
に
は
、「
に
は
、
あ
か
し
の
上
の
か
た
へ
の
文
の
上
つ
ゝ
み
を
見
せ
給
は
ぬ
事
。

一
に
は
、
き
ぬ
く
は
り
に
、
あ
か
し
の
上
に
は
、
し
ろ
き
ゝ
ぬ
を
参
ら
せ
ら
れ
し
事
。
以
上
三
也
」
と
あ
る
。
前
者
は
光
源
氏
が
明
石
の

君
か
ら
の
手
紙
を
繰
り
返
し
見
て
溜
息
を
つ
い
て
い
る
こ
と
に
、
紫
の
上
が
不
満
を
漏
ら
し
た
箇
所
。『
小
鏡
』
に
は
、
明
石
の
君
へ
の

手
紙
の
上
包
み
を
光
源
氏
が
紫
の
上
に
見
せ
な
か
っ
た
と
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
は
、
こ
の
手
紙
は
明
石
の
君
か
ら
光
源
氏
に
届
い

た
も
の
で
あ
り
、
光
源
氏
は
紫
の
上
に
上
包
み
だ
け
を
見
せ
た
と
あ
る
（
１４
澪
標
の
巻
、
二
九
六
頁
）。
後
者
は
正
月
用
の
装
束
を
女
君

た
ち
に
贈
る
衣
配
り
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
明
石
の
君
に
選
ん
だ
白
い
小
袿
が
美
し
か
っ
た
こ
と
に
紫
の
上
が
嫉
妬
し
た
こ
と
を
指
す

（
２２
玉
鬘
の
巻
、
一
三
六
頁
）。

花
入
れ
を
三
つ
用
い
る
の
は
、
紫
の
上
の
三
つ
の
恨
み
に
な
ぞ
ら
え
て
か
。「
藤
」
は
四
〜
五
月
、

淡
紫
色
の
蝶
形
花
が
長
く
垂
れ
下
が
る
房
と
な
っ
て
咲
く
。「
杜
若
」
は
五
〜
六
月
頃
、
濃
紫
色
の
花
を
開
く
。
い
ず
れ
も
花
の
色
が
紫

で
、
紫
の
上
に
な
ぞ
ら
え
る
。

（
武
蔵
隼
斗
）
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