
は
じ
め
に

『

源
氏
物
語』

宇
治
十
帖
は
物
語
の
続
編
に
あ
た
り
、
正
編
の
主
人

公
で
あ
る
光
源
氏
の
子
孫
が
中
心
人
物
と
な
る
。
本
稿
で
は

『

源
氏
物

語』

最
後
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
浮
舟
の
感
覚
、
特
に
聴
覚
に
焦
点
を
当

て
た
い
。
浮
舟
が
実
際
に
視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
を
使
っ
て
感
じ
取
っ
た

風
景
、
音
、
声
、
香
り
等
の
用
例
数
を
調
べ
て
み
る
と
、
視
覚
十
例
、

聴
覚
十
五
例
、
嗅
覚
五
例
の
用
例
が
見
つ
か
っ
た
。
浮
舟
自
身
が
感
じ

取
っ
て
い
る
感
覚
は
聴
覚
の
用
例
数
が
多
い
の
で
あ
る
。

『

源
氏
物
語』

に
は
全
体
を
通
し
て
多
く
の
音
が
描
か
れ
て
い
る
。

楽
器
の
演
奏
に
始
ま
り
、
鳥
の
さ
え
ず
り
や
虫
の
声
、
川
の
流
れ
る
音

に
、
風
が
吹
き
抜
け
る
音
や
人
の
声
が
あ
る
。
宇
治
十
帖
で
は
宇
治
が

中
心
的
な
舞
台
と
な
る
た
め
、
自
然
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
音
が
多
い
。

特
に
川
の
描
写
が
多
く
、
先
行
研
究
で
は
用
例
数
の
多
い
風
の
音
、
水

の
音
の
変
化
が
浮
舟
自
身
の
心
情
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
と
論
じ
ら

れ
て
い
る

(

１)

。

し
か
し
、
宇
治
十
帖
に
は
他
に
も
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て

い
な
い
音
が
多
く
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
寺
の
鐘
の
音
、
夜
明
け
を
告

げ
る
鶏
の
声
、
浮
舟
の
故
郷
で
あ
る
東
国
に
関
す
る
音
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
ら
の
音
が
浮
舟
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
の
か
、
場
面

状
況
や
心
情
を
ふ
ま
え
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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一
、
鐘
の
音

ま
ず
、
寺
の
鐘
の
音
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
鐘
の
音
は
正
編
に
三
例

(

末
摘
花
巻
、
明
石
巻
、
夕
霧
巻)

、
宇
治
十
帖
に
七
例

(

橋
姫
巻
、
椎

本
巻
、
総
角
巻
、
宿
木
巻
、
浮
舟
巻)

あ
る
。
宇
治
十
帖
に
鐘
の
音
の

用
例
が
集
中
し
て
お
り
、
宇
治
十
帖
で
の
鐘
の
音
は
何
ら
か
の
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宇
治
十
帖
で
の
鐘
の
音

の
用
例
を
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
浮
舟
に
と
っ
て
の
鐘
の
音
の
意
味
を
考

え
た
い
。
そ
の
中
で
重
要
と
な
る
の
は
、
浮
舟
が
聞
く
鐘
の
音
は
他
の

用
例
に
登
場
す
る
時
を
告
げ
る
鐘
と
は
違
い
、
誦
経
時
の
鉦
で
あ
る
。

時
を
告
げ
る
音
と
は
違
い
、
誦
経
時
に
鳴
ら
さ
れ
る
音
に
は
浮
舟
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
宇
治
十
帖
に
お
け
る
鐘
の
音
の
先
行
研
究
を
確
認
し
た
い
。
宇

治
十
帖
の
鐘
は
夕
暮
れ
の
鐘
で
は
な
く
、
夜
明
け
を
告
げ
る
鐘
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
よ
っ
て
、
鐘
の
音
に
注
目
し
た
数
少
な

い
論
文
の
中
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
る
時
間
帯
で

あ
り
、
当
時
の
鐘
の
音
と
言
え
ば
夕
暮
れ
に
響
く
鐘
の
音
が
主
流
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る

(

２)

。

ま
た
、
夕
暮
れ
の
鐘
で
は
な
く
、
夜
明
け
の
鐘
が
宇
治
十
帖
に
多
く

書
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
三
田
村
雅
子
氏
が
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る

(

３)

。宇
治
十
帖
の
鐘
の
音
が
物
語
の
時
間
で
あ
る
〈
夜
〉
を
、
日
常
の

世
俗
の
時
間
で
あ
る
〈
昼
〉
か
ら
区
切
り
と
る
よ
う
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
単
に
夜
と
昼
を
区
切
る

だ
け
で
あ
る
な
ら
、
入
相
の
鐘
の
声
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
も

の
を
、
そ
れ
を
避
け
て
、
夜
明
け
の
鐘
の
音
を
選
ぶ
の
は
、
物
語

が
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
一
般
的
な
無
常
観
に
解

消
し
て
い
く
の
を
避
け
る
用
意
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

夜
の
深
ま
り
と
と
も
に
、
水
の
音
・
風
の
音
に
触
発
さ
れ
る
よ
う

に
引
き
出
さ
れ
て
く
る
様
々
な
興
奮
と
欲
動
と
惑
い
は
、
夜
明
け

を
告
げ
る
鐘
の
音
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
層
そ
の
昏

迷
を
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
夜
登
場
人
物
の
だ
れ
か

れ
を
眠
ら
せ
な
か
っ
た
問
題
は
何
一
つ
解
決
し
た
わ
け
で
も
な
い

の
に
、
つ
き
つ
め
た
思
い
が
夜
明
け
と
と
も
に
棚
上
げ
さ
れ
、
日

常
の
世
界
へ
と
麻
痺
し
て
い
く
。
そ
の
直
前
の
束
の
間
の
疚
し
さ

を
喚
起
す
る
よ
う
に
鐘
の
音
は
響
く
。

(

一
四
〇
頁)
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で
は
、
こ
の
音
が
登
場
人
物
達
の
心
情
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た

ら
し
、
音
自
体
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
浮

舟
の
考
察
に
入
る
ま
え
に
、
そ
れ
以
外
の
登
場
人
物
の
用
例
を
検
討
し

た
い
。

①
は
俗
聖
と
し
て
宇
治
に
住
む
八
の
宮
に
強
い
関
心
を
持
つ
薫
が
、

八
の
宮
に
会
う
た
め
宇
治
を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
薫
が
宮

の
娘
で
あ
る
大
君
と
中
君
の
二
人
の
姫
君
を
垣
間
見
し
、
そ
の
後
に
邸

に
仕
え
る
弁
の
君
か
ら
自
分
の
出
生
の
秘
密
を
聞
き
、
残
り
の
話
も
聞

く
た
め
に
再
会
を
約
束
す
る
。
そ
し
て
立
ち
去
ろ
う
と
し
た
時
に
夜
明

け
の
鐘
の
音
を
聞
く
場
面
で
あ
る
。

①
立
ち
給
ふ
に
、
か
の
お
は
し
ま
す
寺
の
鐘
の
声
、
か
す
か
に
聞
こ

え
て
、
霧
い
と
深
く
立
ち
わ
た
れ
り
。

(

橋
姫
巻
⑧
一
一
六
頁)

こ
の
寺
の
鐘
の
音
は
、
本
文
の

｢

か
の
お
は
し
ま
す
寺
の
鐘
の
声｣

か
ら
八
の
宮
の
い
る
寺
の
鐘
の
音
が
か
す
か
に
響
い
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
検
討
す
る
鐘
の
音
は
明
確
に
示
し
て
い
な
い
例
も
あ
る
が
、

全
て
こ
の
寺
の
鐘
の
音
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
寺
の
鐘
の
音
が
鳴
り
、

霧
が
深
く
立
ち
わ
た
る
こ
の
場
面
は

｢

深
い
霧
の
中
に
く
ぐ
も
る
ご
と

く
聞
こ
え
て
く
る
鐘
の
声
が
、
薫
の
心
の
象
徴
。
わ
ず
か
に
分
か
っ
て

き
た
疑
惑
が
そ
の
ま
ま
封
じ
込
め
ら
れ
る
。｣

と
い
う
指
摘
が
あ
る

(

４)

。

次
に
あ
げ
る
②
の
場
面
は
山
寺
に
籠
る
八
の
宮
が
病
気
に
な
り
、
姫

君
た
ち
が
八
の
宮
の
病
状
を
心
配
し
て
い
た
頃
、
夜
が
明
け
て
蔀
を
あ

げ
る
と
鐘
の
音
が
響
く
。
同
時
に
八
の
宮
の
訃
報
が
届
く
場
面
で
あ
る
。

②
八
月
二
十
日
の
程
な
り
け
り
。
大
方
の
空
の
け
し
き
も
い
と
ゞ
し

き
頃
、
君
達
は
、
朝
夕
霧
の
晴
る
ゝ
間
も
な
く
、
思
し
嘆
き
つ
ゝ

な
が
め
給
ふ
。
有
明
の
月
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
て
、
水

の
面
も
さ
や
か
に
澄
み
た
る
を
、
そ
な
た
の
蔀
あ
げ
さ
せ
て
、
見

い
だ
し
給
へ
る
に
、
鐘
の
声
か
す
か
に
響
き
て
、
明
け
ぬ
な
り
、

と
聞
こ
ゆ
る
程
に
、
人
々
来
て
、｢

こ
の
夜
中
ば
か
り
に
な
む
、

う
せ
給
ひ
ぬ
る｣

と
泣
く
�
�
申
す
。

(

椎
本
巻
⑧
一
四
六
頁)

こ
の
鐘
は
①
と
同
じ
く
夜
明
け
の
鐘
と
分
か
る
。
夜
明
け
と
共
に
八
の

宮
の
訃
報
が
届
く
こ
と
か
ら
、
八
の
宮
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
象
徴
す

る
か
の
よ
う
な
鐘
と
も
な
っ
て
い
る
。

③
の
場
面
は
薫
が
想
い
人
で
あ
る
大
君
と
対
面
し
た
際
に
部
屋
に
押

し
入
り
、
何
事
も
な
い
ま
ま
夜
が
明
け
て
鐘
の
音
を
聞
く
場
面
で
あ
る
。

③
明
く
な
り
ゆ
き
、
む
ら
鳥
の
立
ち
さ
ま
よ
ふ
羽
風
近
く
き
こ
ゆ
。

よ
深
き
あ
し
た
の
鐘
の
音
か
す
か
に
ひ
ゞ
く
。｢

今
だ
に
。
い
と

見
ぐ
る
し
き
を｣

と
、
い
と
わ
り
な
く
恥
づ
か
し
げ
に
お
ぼ
し
た

り
。｢
こ
と
あ
り
顔
に
朝
露
も
え
分
け
侍
る
ま
じ
。
ま
た
、
人
は
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い
か
ゞ
お
し
は
か
り
聞
こ
ゆ
べ
き
。
例
の
や
う
に
な
だ
ら
か
に
も

て
な
さ
せ
給
ひ
て
、
た
ゞ
世
に
た
が
ひ
た
る
事
に
て
、
今
よ
り
の

ち
も
た
ゞ
か
や
う
に
し
な
さ
せ
給
ひ
て
よ
。
よ
に
う
し
ろ
め
た
き

心
は
あ
ら
じ
と
思
せ
。
か
ば
か
り
あ
な
が
ち
な
る
心
の
程
も
、
あ

は
れ
と
思
し
知
ら
ぬ
こ
そ
か
ひ
な
け
れ｣

と
て
、
い
で
給
は
む
の

け
し
き
も
な
し
。

(

総
角
巻
⑧
一
八
一
頁)

こ
の
鐘
の
音
に
つ
い
て
、
三
田
村
氏
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る

(

５)

。

八
の
宮
と
い
う
庇
護
者
を
失
っ
た
姫
君
達
を
世
俗
の
荒
波
が
襲
う

よ
う
に
、
波
の
音
は
響
き
、
薫
の
侵
入
を
く
い
と
め
き
れ
な
い
無

力
さ
を
か
み
し
め
る
涙
と
合
流
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
君
に
と
っ
て
は
、
惑
い
ど
こ
ろ
で
は
な
い
痛
切
な
悲
し
み
で
あ

り
、
そ
の
後
に
続
く
鐘
の
音
は
薫
の
場
合
と
は
違
っ
て
恐
怖
の
夜

が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
の
安
堵
の
思
い
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。

(

一
三
二
頁)

鐘
の
音
は
無
事
に
夜
が
明
け
た
こ
と
を
告
げ
、
大
君
に
安
堵
を
与
え
る

音
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
は
鐘
の
音
が
男

女
の
別
れ
を
促
す
役
割
を
果
た
す
異
例
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

次
の
④
は
、
薫
が
匂
宮
を
中
君
の
元
へ
手
引
き
し
た
後
、
大
君
を
口

説
く
も
再
び
拒
絶
さ
れ
、
夜
明
け
の
鐘
の
音
を
聞
く
場
面
で
あ
る
。

④
い
と
ゞ
し
き
水
の
音
に
目
も
さ
め
て
、
よ
は
の
あ
ら
し
に
山
鳥
の

こ
ゝ
ち
し
て
、
あ
か
し
か
ね
給
ふ
。

例
の
、
明
け
行
く
け
は
ひ
に
、
鐘
の
声
な
ど
聞
こ
ゆ
。
い
ぎ
た

な
く
て
出
で
給
ふ
べ
き
け
し
き
も
な
き
よ
、
と
、
心
や
ま
し
く
、

こ
わ
づ
く
り
給
ふ
も
、
げ
に
あ
や
し
き
わ
ざ
な
り
。

(

総
角
巻
⑧
二
〇
三
頁)

こ
の
鐘
は
①
〜
③
の
鐘
と
同
じ
、
夜
明
け
を
告
げ
る
鐘
で
あ
る
が
、

｢

例
の｣

と
③
の
場
面
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
鐘
の
音
を
描
く
こ
と
で
、

再
び
薫
と
大
君
が
結
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
君
に
と
っ
て
鐘
の
音
と
は
、
薫
に

迫
ら
れ
る
苦
痛
の
夜
か
ら
解
放
さ
れ
る
重
要
な
音
で
あ
り
、
一
方
、
薫

に
と
っ
て
は
大
君
の
も
と
か
ら
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

告
げ
る
合
図
と
な
る
。
薫
に
は
鳴
っ
て
ほ
し
く
な
い
、
大
君
と
別
れ
さ

せ
ら
れ
る
憂
鬱
な
音
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
は
、
大
君
が
亡
く
な
り
、
宇
治
に
籠
る
薫
が
月
を
見
上
げ
な
が
ら

向
か
い
の
寺
の
鐘
の
音
を
聞
く
場
面
で
あ
る
。

⑤
雪
の
か
き
く
ら
し
降
る
日
、
ひ
ね
も
す
に
な
が
め
く
ら
し
て
、
世

の
人
の
す
さ
ま
じ
き
事
に
い
ふ
な
る
十
二
月
の
月
夜
の
、
く
も
り

な
く
さ
し
出
で
た
る
を
、
す
だ
れ
巻
き
上
げ
て
見
給
へ
ば
、
む
か
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ひ
の
寺
の
鐘
の
声
、
枕
を
そ
ば
だ
て
て
、
け
ふ
も
暮
れ
ぬ
、
と
、

か
す
か
な
る
を
聞
き
て
、

｢
お
く
れ
じ
と
空
ゆ
く
月
を
し
た
ふ
か
な
つ
ひ
に
す
む
べ
き

こ
の
世
な
ら
ね
ば｣

風
の
い
と
は
げ
し
け
れ
ば
、
蔀
お
ろ
さ
せ
給
ふ
に
、
よ
も
の
山
の

鏡
と
見
ゆ
る
汀
の
氷
、
月
影
に
い
と
お
も
し
ろ
し
。
京
の
家
の
限

り
な
く
と
磨
く
も
、
え
か
う
は
あ
ら
ぬ
は
や
、
と
覚
ゆ
。
わ
づ
か

に
生
き
い
で
て
も
の
し
給
は
ま
し
か
ば
、
も
ろ
と
も
に
聞
こ
え
ま

し
、
と
思
ひ
つ
ゞ
く
る
ぞ
、
胸
よ
り
あ
ま
る
こ
ゝ
ち
す
る
。

(
総
角
巻
⑧
二
五
〇
頁)

こ
の
場
面
の
鐘
は
、｢

向
か
ひ
の
寺｣

と
音
の
す
る
場
所
が
明
確
に
示

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
夜
明
け
の
鐘
と
は
異
な
り
、
日
暮
れ
を
告

げ
る
鐘
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
日
暮
れ
の
鐘
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
、

無
常
観
を
表
し
薫
の
孤
独
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
は
大
君
の
没
後
、
匂
宮
に
京
へ
迎
え
ら
れ
た
中
君
が
八
の
宮
の
三

回
忌
に
宇
治
の
寺
の
鐘
の
音
を
聞
き
た
い
と
薫
に
頼
む
場
面
で
あ
る
。

⑥｢

世
の
憂
き
よ
り
は
、
な
ど
、
人
は
言
ひ
し
を
も
、
さ
や
う
に
思

ひ
く
ら
ぶ
る
心
も
こ
と
に
な
く
て
、
年
ご
ろ
は
過
ぐ
し
侍
り
し
を
、

今
な
む
、
な
ほ
い
か
で
静
か
な
る
さ
ま
に
て
も
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
く

思
う
給
ふ
る
を
、
さ
す
が
に
心
に
も
か
な
は
ざ
め
れ
ば
、
弁
の
尼

こ
そ
う
ら
や
ま
し
く
侍
れ
。
こ
の
二
十
日
あ
ま
り
の
程
は
、
か
の

近
き
寺
の
鐘
の
声
も
聞
き
わ
た
さ
ま
ほ
し
く
お
ぼ
え
侍
る
を
、
し

の
び
て
渡
さ
せ
給
ひ
て
む
や
、
と
聞
こ
え
さ
せ
ば
や
、
と
な
む
思

ひ
侍
り
つ
る｣

と
宣
へ
ば
、

(

宿
木
巻
⑨
五
五
頁)

中
君
は

｢

か
の
近
き
寺
の
鐘
の
声
も
聞
き
わ
た
さ
ま
ほ
し
く｣

と
あ
る

よ
う
に
、
八
の
宮
が
亡
く
な
る
時
に
い
た
山
寺
の
鐘
の
音
が
聞
き
た
い

と
薫
に
伝
え
る
。
中
君
と
鐘
の
音
が
関
わ
る
場
面
は
、
八
の
宮
の
訃
報

が
届
い
た
②
の
場
面
で
あ
る
。
鐘
の
音
は
中
君
に
と
っ
て
、
父
親
の
死

と
結
び
つ
い
て
い
る
音
で
あ
り
、
執
着
さ
れ
る
音
と
し
て
描
か
れ
て
い

る

(

６)

。以
上
が
浮
舟
を
除
く
鐘
の
音
の
用
例
で
あ
る
。
鐘
の
音
が
時
刻
を
告

げ
て
い
る
点
で
は
同
じ
だ
が
、
登
場
人
物
達
に
よ
っ
て
音
の
受
け
取
り

方
や
、
音
の
役
割
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
浮
舟

の
場
合
、
鐘
の
音
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
こ
こ
か
ら
浮
舟
が

聞
い
た
鐘
の
音
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。

⑦
は
浮
舟
が
入
水
の
覚
悟
を
決
め
た
頃
、
事
情
を
知
ら
な
い
母
親
か

ら
文
が
届
く
場
面
で
あ
る
。
内
容
は
母
親
が
見
た
夢
が
不
吉
な
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
浮
舟
の
身
を
不
安
に
思
い
、
近
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く
の
寺
に
誦
経
を
さ
せ
る
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
る
も
の
で
、
浮
舟
は
母

親
が
依
頼
し
た
誦
経
の
鉦
の
音
を
聞
き
な
が
ら
母
親
宛
て
の
和
歌
を
詠

む
。⑦

京
よ
り
母
の
御
文
も
て
来
た
り
。｢

寝
ぬ
る
夜
の
夢
に
、
い
と
さ

わ
が
し
く
て
見
え
給
ひ
つ
れ
ば
、
誦
経
所
々
せ
さ
せ
な
ど
し
侍
る

を
、
や
が
て
、
そ
の
夢
の
の
ち
、
寝
ら
れ
ざ
り
つ
る
け
に
や
、
た
ゞ

今
昼
寝
し
て
侍
る
夢
に
、
人
の
忌
む
と
い
ふ
こ
と
な
む
見
え
給
ひ

つ
れ
ば
、
お
ど
ろ
き
な
が
ら
奉
る
。
よ
く
つ
ゝ
し
ま
せ
給
へ
。
人

離
れ
た
る
御
住
ま
ひ
に
て
、
時
々
立
ち
寄
ら
せ
給
ふ
人
の
御
ゆ
か

り
も
い
と
お
そ
ろ
し
く
、
な
や
ま
し
げ
に
も
の
せ
さ
せ
給
ふ
折
し

も
、
夢
の
か
ゝ
る
を
、
よ
ろ
づ
に
な
む
思
う
給
ふ
る
。
参
り
来
ま

ほ
し
き
を
、
少
将
の
方
の
、
な
ほ
い
と
心
も
と
な
げ
に
、
物
怪
だ

ち
て
悩
み
侍
れ
ば
、
片
時
も
立
ち
去
る
こ
と
、
と
、
い
み
じ
く
言

は
れ
侍
り
て
な
む
。
そ
の
近
き
寺
に
も
御
誦
経
せ
さ
せ
給
へ｣
と

て
、
そ
の
料
の
物
、
ふ
み
な
ど
書
き
添
へ
て
持
て
来
た
り
。
か
ぎ

り
と
思
ふ
命
の
程
を
知
ら
で
、
か
く
言
ひ
続
け
給
へ
る
も
、
い
と

悲
し
と
思
ふ
。

寺
へ
人
や
り
た
る
ほ
ど
、
か
へ
り
ご
と
書
く
。
言
は
ま
ほ
し
き

こ
と
多
か
れ
ど
、
つ
ゝ
ま
し
く
て
、
た
ゞ
、

｢

の
ち
に
ま
た
あ
ひ
見
む
こ
と
を
思
は
な
む
こ
の
世
の
夢
に

心
ま
ど
は
で｣

誦
経
の
鐘
の
風
に
つ
け
て
聞
こ
え
来
る
を
、
つ
く
�
�
と
聞
き

臥
し
給
ふ
。

｢

鐘
の
お
と
の
絶
ゆ
る
ひ
ゞ
き
に
ね
を
そ
へ
て
わ
が
世
つ
き

ぬ
と
君
に
伝
へ
よ｣

く
わ
ん
ず
持
て
来
た
る
に
書
き
つ
け
て
、｢

今
宵
は
え
帰
る
ま
じ｣

と
言
へ
ば
、
も
の
の
枝
に
結
ひ
つ
け
て
置
き
つ
。

(

浮
舟
巻
⑩
八
一
頁)

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
そ
の
多
く
が
浮
舟
が
聞
く
鐘
を
寺
院

の
釣
り
鐘
と
し
て
解
釈
し
て
き
た

(

７)

。
し
か
し
、
⑦
か
ら
分
か
る
通
り
、

浮
舟
が
聞
い
た
鐘
の
音
は
時
を
告
げ
る
も
の
で
な
く
、
誦
経
時
に
鳴
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
誦
経
時
に
鳴
ら
す
鉦
の
音
と
し
て
考
え
る
方

が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浮
舟
が
聞
く
鉦
の
音
は
、
先
述
し
た
①

〜
⑥
の
鐘
と
比
較
す
る
と
、
鳴
ら
さ
れ
る
用
途
も
違
え
ば
種
類
も
異
な
っ

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
浮
舟
が
聞
く
誦
経
時
の
鉦
の
音
を
、
時
を
告
げ

る
鐘
と
は
全
く
別
の
音
と
し
て
捉
え
、
そ
の
音
は
浮
舟
に
と
っ
て
何
を

示
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

改
め
て
、
⑦
の
本
文
を
見
て
み
た
い
。
母
へ
の
返
事
を
書
い
て
い
る
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と
｢

誦
経
の
鐘｣

が
風
に
乗
っ
て
浮
舟
に
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
浮

舟
は
そ
の
音
色
を

｢

つ
く
�
�
と｣

聞
い
て
い
る
。
鐘
の
音
を
釣
り
鐘

と
し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
阿
部

好
臣
氏
は
、
前
掲
②
の
場
面
と
重
ね
て
読
む
こ
と
で
次
の
よ
う
に
解
釈

し
て
い
る

(

８)

。
こ
の
鐘
の
音
に
、
父
八
の
宮
の
死
を
告
げ
た
あ
の
響
き
を
重
ね

て
読
め
る
物
語
の
仕
組
み
を
見
つ
め
て
み
た
い
。
こ
の
後
、
浮
舟

は
失
踪
し
て
し
ま
い
、
後
で
こ
れ
が｢

物
の
怪
法
師｣

の
所
為
だ
っ

た
と
叙
さ
れ
る
の
だ
が
、
私
は
、
こ
の
鐘
の
音
が
父
八
の
宮
か
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
あ
り
、
浮
舟
を
救
い
に
来
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
の
だ
と
読
ん
で
い
る
。
と
も
あ
れ
、｢

鐘
の
音｣

は
、

憂
愁
に
囚
わ
れ
た
者
達
の
耳
に
響
く
、
仏
な
ら
ぬ
人
の
想
い
の
象

徴
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

鐘
の
音
を
八
の
宮
か
ら
の
救
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、

む
し
ろ
こ
の
鉦
の
音
は
浮
舟
を
あ
の
世
へ
送
り
出
す
鉦
の
音
と
し
て
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『

源
氏
物
語』

頭

注
で
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る

(

９)

。

男
女
の
愛
欲
に
傷
つ
き
、
死
の
淵
に
立
つ
浮
舟
で
あ
る
が
、
そ
の

耳
に
届
く
鐘
の
音
は
、
娘
の
息
災
を
祈
る
母
の
心
を
伝
え
な
が
ら
、

同
時
に
彼
女
を
死
へ
の
門
出
に
誘
う
も
の
。

こ
の
指
摘
の
通
り
、
母
親
の
娘
の
た
め
の
祈
り
に
よ
る
音
で
あ
り
な
が

ら
、
同
時
に
彼
女
を
死
へ
と
近
づ
け
て
い
く
音
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

鉦
の
音
を
聞
い
て
い
る
浮
舟
の
心
情
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
浮
舟
は

鉦
の
音
を

｢

つ
く
�
�
と｣

聞
い
て
い
る

(

�)

。『

源
氏
物
語』

全
体
で
、

こ
の
言
葉
は
二
十
八
例
あ
り
、
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
時
は
登
場
人
物

が
外
面
的
に
は
物
静
か
だ
が
、
心
中
で
は
深
い
悩
み
を
抱
え
、
物
思
い

に
沈
ん
で
い
る
状
態
が
多
い
。
浮
舟
も
ま
た
入
水
の
覚
悟
を
し
つ
つ
、

何
も
知
ら
な
い
母
親
が
自
分
の
身
を
心
配
す
る
文
を
読
み
、
悲
し
く
思

う
。
そ
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
深
い
悩
み
と
な
る
が
、
外
面
的
に
は
も
の

静
か
に
聞
き
臥
す
だ
け
な
の
で
誰
も
浮
舟
の
悩
み
に
気
づ
か
な
い
。

近
く
に
い
る
乳
母
も
右
近
も
こ
の
場
面
で
は
浮
舟
の
苦
悩
に
は
気
付

い
て
お
ら
ず
、
右
近
は
蜻
蛉
巻
に
て
浮
舟
が
自
分
に
悩
み
を
打
ち
明
け

て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
浮
舟
の
入
水
を
思
い
も
し
な
か
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
誰
に
も
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
浮
舟

の
深
い
悩
み
、
悲
し
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
浮
舟
の
詠
ん
だ
和
歌
を
よ
り
詳
し
く
考
察
す
る
。
浮
舟
の
和
歌

を
再
掲
し
、
そ
れ
に
対
す
る
各
注
釈
書
の
訳
を
示
し
た
。
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鐘
の
お
と
の
絶
ゆ
る
ひ
ゞ
き
に
ね
を
そ
へ
て
わ
が
世
つ
き
ぬ
と
君

に
伝
へ
よ

【
玉
上
評
釈
】
鐘
の
音
の
絶
え
て
ゆ
く
響
に
、
泣
く
声
を
そ
え
て
、
私

の
命
も
終
わ
っ
た
と
、
母
に
伝
え
て
下
さ
い
。

【
集
成
】
あ
の
誦
経
の
鐘
の
音
が
消
え
て
ゆ
く
響
き
に
、
私
の
泣
く
音

を
添
え
て
、
私
が
死
ん
で
い
っ
た
と
母
に
告
げ
て
ほ
し
い
。

【
新
大
系
】
山
寺
の
鐘
の
音
が
消
え
て
ゆ
く
余
韻
に
私
の
泣
く
声
を
添

え
て
、
私
の
命
は
終
わ
り
ま
し
た
と
母
君
に
伝
え
て
下
さ
い
。

【
新
全
集
】
鐘
の
音
の
消
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
響
き
に
泣
く
音
を
添
え

て
、
こ
の
私
の
命
も
尽
き
た
の
だ
と
、
母
君
に
伝
え
て
お
く
れ
。

鉦
に
つ
い
て
、
集
成
だ
け
が

｢

誦
経
時
の
鐘｣
と
す
る
が
、
他
の
注

釈
書
で
は

｢

鐘｣

と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
釣
り
鐘
の
方
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
先
述
の
通
り
鉦
の
音

と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
歌
は
、
浮
舟
の
泣
く
声
を
鉦
の
音
と
一
緒
に
母
親
へ
自
分
の
命

が
尽
き
る
こ
と
を
伝
え
て
ほ
し
い
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、｢

ね｣

と
は
浮
舟
の
泣
く
声
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
和

歌
に
は
絶
え
て
い
く
鉦
の
音
に
自
分
の
泣
き
声
を
そ
え
て
と
詠
ま
れ
て

お
り
、
こ
の

｢

そ
へ
て｣

と
い
う
言
葉
に
は

｢

な
ぞ
ら
え
る｣

と
い
う

意
味
が
あ
る

(

�)

。
こ
の
歌
は
鉦
の
音
が
徐
々
に
絶
え
て
い
く
こ
と
に
な
ぞ

ら
え
て
、
自
分
の
泣
き
声
自
身
も
絶
え
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
な
ぜ
泣
き
声
を

｢

そ
へ
る｣

の
か
。
下
の
句
に
は

｢

君
に
つ
た

え
よ｣

と
あ
り

｢

君｣

と
は
母
親
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
分
の
泣

く
声
を
母
親
に
聞
い
て
欲
し
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
浮

舟
は

｢

誦
経
の
鐘
の
風
に
つ
け
て
聞
こ
え
来
る
を｣

と
鉦
の
音
が
風
に

乗
っ
て
、
離
れ
て
い
る
こ
ち
ら
ま
で
届
い
て
く
る
の
を
聞
い
て
、｢

つ

く
�
�
と
聞
き
臥
し
給
ふ｣

と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
鉦
の
音
は

風
に
乗
っ
て
音
を
届
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
音
で
あ
る
と
思
い
、
誰
に

も
気
づ
か
れ
な
い
深
い
悩
み
に
よ
る
泣
き
声
を
母
親
に
鉦
の
声
と
と
も

に
伝
え
た
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が

｢

君
に
伝
え
よ｣

の

部
分
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

鉦
の
音
は
浮
舟
を
死
へ
と
誘
う
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
音
は
深

い
悲
し
み
や
悩
み
を
抱
い
て
い
る
彼
女
に
入
水
を
実
行
す
る
覚
悟
を
持

た
せ
る
音
と
な
る
。
そ
し
て
、｢

鐘
の
お
と
の
…｣

の
和
歌
に
詠
ま
れ

た
鉦
の
音
は
徐
々
に
途
絶
え
て
い
く
浮
舟
の
生
を
表
現
し
、
更
に
は
浮

舟
が
死
ん
だ
後
に
、
葬
儀
の
誦
経
で
鳴
ら
さ
れ
る
鉦
の
音
と
し
て
も
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
浮
舟
に
と
っ
て
鉦
の
音
は
自
分
の
死
を
表
現
す
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る
だ
け
で
な
く
、
自
分
を
葬
送
す
る
時
に
鳴
ら
さ
れ
る
音
と
し
て
も
聞

こ
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑦
で
描
か
れ
た
鉦
の
音
に
注
目
し
た
の
は
、
こ
の
誦
経
時
に
鳴
ら
さ

れ
る
音
は
浮
舟
に
と
っ
て
生
死
に
関
わ
る
音
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
浮
舟
以
外
の
登
場
人
物
が
鐘
の
音
を
聞
い
て
安
堵
を
得
た
り
、

過
去
に
執
着
し
た
り
す
る
例
以
上
に
、
宇
治
十
帖
最
後
に
書
か
れ
た
鉦

の
音
は
浮
舟
の
命
に
関
わ
る
重
要
な
音
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
じ

｢

か
ね｣

と
表
現
さ
れ
て
も
こ
の
場
面
の
音
は
他
の
用
例
と
は
異
な
る

重
要
な
音
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
鶏
の
声

次
に
浮
舟
の
聞
い
た
鳥
の
声
に
注
目
す
る
。
宇
治
十
帖
全
体
で
の
鳥

の
用
例
は

｢

と
り｣

と
表
記
さ
れ
て
い
る
例
が
十
例

(

和
歌
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
も
の
、
羽
ば
た
く
音
も
含
む)

、
登
場
人
物
達
が
実
際
に

聞
い
て
い
る
鳥
の
声
が
三
例
、
浮
舟
が
聞
い
た
鳥
の
声
は
一
例
だ
け
で

あ
っ
た
。
で
は
、
一
例
だ
け
見
ら
れ
た
浮
舟
が
鳥
の
声
を
聞
い
た
場
面

は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
そ
の
鳥
は
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑧
は
入
水
未
遂
を
し
た
浮
舟
が
横
川
の
僧
都
に
助
け
ら
れ
、
小
野
の

里
に
身
を
隠
し
て
い
る
手
習
巻
で
あ
る
。
小
野
の
尼
君
不
在
の
折
、
浮

舟
に
求
愛
し
て
い
る
中
将
が
訪
ね
て
く
る
。
困
っ
た
浮
舟
が
老
尼
君
の

眠
る
部
屋
で
夜
を
明
か
す
場
面
で
あ
る
。

⑧
か
ら
う
じ
て
、
と
り
の
鳴
く
を
聞
き
て
、
い
と
う
れ
し
。
母
の
御

声
を
聞
き
た
ら
む
は
、
ま
し
て
い
か
な
ら
む
、
と
思
ひ
あ
か
し
て
、

こ
ゝ
ち
も
い
と
あ
し
。
供
に
て
渡
る
べ
き
人
も
と
み
に
来
ね
ば
、

な
ほ
臥
し
給
へ
る
に
、
鼾
の
人
は
、
い
と
と
く
起
き
て
、
粥
な
ど

む
つ
か
し
き
事
ど
も
を
も
て
は
や
し
て
、｢

お
前
に
と
く
き
こ
し

め
せ｣

な
ど
、
寄
り
来
て
言
へ
ど
、
ま
か
な
ひ
も
い
と
心
づ
き
な

く
、
う
た
て
見
知
ら
ぬ
こ
ゝ
ち
し
て
、｢

な
や
ま
し
く
な
む｣

と
、

こ
と
な
し
び
給
ふ
を
、
し
ひ
て
言
ふ
も
い
と
こ
ち
な
し
。

(

手
習
巻
⑩
一
七
五
頁)

浮
舟
が
聞
い
て
い
る
鳥
の
声
は
夜
明
け
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
鶏

の
声
と
推
測
で
き
る
。
鶏
の
声
と
い
え
ば
一
般
的
に
は
恋
人
達
が
朝
に

別
れ
る
場
面
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
宇
治
の
邸
に
い
た
時
、
薫
と

匂
宮
そ
れ
ぞ
れ
が
浮
舟
に
逢
い
、
夜
を
明
か
す
場
面
は
い
く
つ
か
描
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
鶏
の
声
は
一
切
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
浮
舟
が
鶏

の
声
を
聞
く
の
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
で
は
こ
の
鶏
の
声
は
一
体
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何
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
。
上
野
氏
は
男
性
の
急
な
訪
問
に
よ

る
恐
怖
か
ら
の
解
放
と
し
て
捉
え
、｢

〈
闇
〉
の
終
焉
を
告
げ
る
鶏
の
声

に
安
堵
の
種
を
見
出
し
た
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
そ
れ
が
恐
怖
と
憂

慮
と
で
窒
息
寸
前
で
あ
っ
た
状
態
か
ら
の
、
当
面
の
解
放
な
い
し
は
救

済
を
意
味
し
て
い
た｣
と
論
じ
て
い
る

(

�)

。
筆
者
も
鶏
の
声
は
浮
舟
に
と
っ

て
解
放
、
救
済
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
。

宇
治
十
帖
に
は
同
じ
く
男
性
に
迫
ら
れ
て
恐
れ
な
が
ら
夜
を
迎
え
る

場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
君
と
薫
が
何
事
も
な
く
朝
を
迎
え
る
場
面
で

あ
る
。
前
掲
本
文
③
と
そ
れ
に
続
く
場
面
を
⑨
と
し
て
引
用
す
る
。

⑨
明
く
な
り
ゆ
き
、
む
ら
鳥
の
立
ち
さ
ま
よ
ふ
羽
風
近
く
き
こ
ゆ
。

よ
深
き
あ
し
た
の
鐘
の
音
か
す
か
に
ひ
ゞ
く
。｢

今
だ
に
。
い
と

見
ぐ
る
し
き
を｣

と
、
い
と
わ
り
な
く
恥
づ
か
し
げ
に
お
ぼ
し
た

り
。｢

こ
と
あ
り
顔
に
朝
露
も
え
分
け
侍
る
ま
じ
。
ま
た
、
人
は

い
か
ゞ
お
し
は
か
り
聞
こ
ゆ
べ
き
。
例
の
や
う
に
な
だ
ら
か
に
も

て
な
さ
せ
給
ひ
て
、
た
ゞ
世
に
た
が
ひ
た
る
事
に
て
、
今
よ
り
の

ち
も
た
ゞ
か
や
う
に
し
な
さ
せ
給
ひ
て
よ
。
よ
に
う
し
ろ
め
た
き

心
は
あ
ら
じ
と
思
せ
。
か
ば
か
り
あ
な
が
ち
な
る
心
の
程
も
、
あ

は
れ
と
思
し
知
ら
ぬ
こ
そ
か
ひ
な
け
れ｣

と
て
、
い
で
給
は
む
の

け
し
き
も
な
し
。｢

あ
さ
ま
し
く
、
か
た
は
な
ら
む｣

と
て
、｢

今

よ
り
の
ち
は
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
も
て
な
し
給
は
む
ま
ゝ
に
あ
ら
む
。

け
さ
は
、
ま
た
聞
こ
ゆ
る
に
従
ひ
給
へ
か
し｣

と
て
、
い
と
す
べ

な
し
と
思
し
た
れ
ば
、｢

あ
な
苦
し
や
。
あ
か
つ
き
の
別
れ
や
、

ま
だ
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
げ
に
ま
ど
ひ
ぬ
べ
き
を｣

と
嘆
き
が
ち

な
り
。
に
は
と
り
も
、
い
づ
か
た
に
か
あ
ら
む
、
ほ
の
か
に
お
と

な
ふ
に
、
京
思
ひ
出
で
ら
る
。

｢

山
里
の
あ
は
れ
知
ら
る
ゝ
声
々
に
と
り
あ
つ
め
た
る
あ
さ

ぼ
ら
け
か
な｣

女
君
、

｢

鳥
の
ね
も
聞
こ
え
ぬ
山
と
思
ひ
し
を
世
の
憂
き
こ
と
は
た

づ
ね
来
に
け
り｣

障
子
口
ま
で
送
り
奉
り
給
ひ
て
、
よ
べ
入
り
し
戸
口
よ
り
出
で
て
、

臥
し
給
へ
れ
ど
、
ま
ど
ろ
ま
れ
ず
。
な
ご
り
恋
し
く
て
、
い
と
か

く
思
は
ま
し
か
ば
、
月
ご
ろ
も
今
ま
で
心
の
ど
か
な
ら
ま
し
や
、

な
ど
、
帰
ら
む
こ
と
も
も
の
憂
く
覚
え
給
ふ
。

(

総
角
巻
⑧
一
八
一
頁)

こ
の
場
面
は
、
大
君
に
と
っ
て
薫
と
過
ご
す
こ
と
と
な
っ
た
辛
い
夜

で
あ
っ
た
。
何
事
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
鐘
の
音
は
薫
か
ら
迫
ら
れ

た
夜
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
音
で
あ
り
、
大
君
に
と
っ
て
、
と
て
も
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待
ち
遠
し
い
音
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
鐘
の
音
に
つ
い
て
三

田
村
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(

�)

。

更
に
追
い
う
ち
を
か
け
る
よ
う
に

｢

夜
深
き
朝
の
鐘
の
音｣

が
響

く
。
大
君
に
と
っ
て
恐
怖
の
一
夜
の
終
わ
り
を
告
げ
る
救
い
の
鐘

で
も
あ
る
が
、
同
時
に
男
と
つ
い
に
一
夜
を
明
か
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
後
悔
を
呼
び
起
こ
す
鐘
が
、
亡
き
父
宮
を
想
起
さ
せ
な
が

ら
響
く
。
そ
の
大
君
の
想
い
か
ら
遠
い
所
で
、
薫
は
、
夜
明
け
を

告
げ
る
鶏
の
声
に
、
京
を
思
い
出
し
、
疑
似
後
朝
的
気
分
を
楽
し

む
か
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
。

(

一
四
三
頁)

大
君
に
と
っ
て
、
男
性
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
安
堵
を
も
た
ら
す
鐘
の
音
に

対
し
、
薫
は
鶏
の
声
を
聞
き
そ
れ
を
和
歌
に
詠
む
。
こ
の
後
朝
的
雰
囲

気
の
鶏
の
声
を
浮
舟
は
全
く
異
な
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
聞
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
鐘
の
音
は
八
の
宮
を
想
起
さ
せ
る
音
で
あ
り

(

�)

、

一
で
確
認
し
た
本
文
②
の
よ
う
に
八
の
宮
の
死
と
繋
が
る
音
で
も
あ
る
。

一
方
、
鶏
の
声
に
つ
い
て
は
、
吉
海
氏
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る

(
�)

。

こ
こ
で
は

｢

暁
の
別
れ｣

と
表
現
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
も
男
女

の
後
朝
で
あ
る
か
の
よ
う
な
演
出
が
な
さ
れ
て
い
た

(『

事
あ
り

顔』

と
も
あ
っ
た)

。
た
と
え
実
体
を
伴
わ
な
い
疑
似
後
朝
で
あ

る
に
せ
よ
、
男
が
女
の
も
と
を
去
る
に
ふ
さ
わ
し
い
暁
の
時
間
帯

が
、｢

鶏
鳴｣

と
い
う
聴
覚
的
と
い
う
か
原
始
的
な
表
現
で
設
定

(

演
出)

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。(

一
〇
三
頁)

鐘
の
音
は
大
君
に
と
っ
て
男
性
に
迫
ら
れ
た
夜
の
解
放
を
意
味
し
つ

つ
、
そ
の
後
に
聞
こ
え
る
鶏
の
声
は
薫
と
大
君
の
疑
似
的
な
後
朝
に
す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
鐘
の
音
は
大
君
の
父
親
で
あ
る

八
の
宮
が
亡
く
な
る
際
に
聞
こ
え
て
き
た
音
と
つ
な
が
り
、
父
親
が
残

し
た
遺
言
に
背
い
て
男
性
と
一
夜
を
明
か
し
て
し
ま
っ
た
大
君
に
と
っ

て
は
、
鶏
の
声
よ
り
も
父
親
に
関
わ
る
鐘
の
音
の
方
が
よ
り
耳
に
入
っ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
大
君
に
と
っ
て
鐘
の
音
は
、
男
性
か
ら
の
解

放
の
音
で
あ
り
父
親
を
思
い
出
さ
せ
る
音
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
大
君
の
例
を
ふ
ま
え
、
浮
舟
の
聞
い
た
鶏
の
声
に
つ
い
て
考
え

た
い
。
諸
注
釈
書
で
も
、
こ
の
鶏
の
声
を
魔
物
が
支
配
す
る
夜
か
ら
の

解
放
や
夜
明
け
を
待
ち
焦
が
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

続
く

｢

母
の
御
声
を
聞
き
た
ら
む
は｣

と
の
関
わ
り
が
重
要
視
さ
れ
て

い
る

(

�)

。
で
は
こ
の
場
面
で
、
鶏
の
声
が
聞
こ
え
夜
が
明
け
る
こ
と
を

｢

い
と

う
れ
し｣

と
感
じ
た
浮
舟
は
何
を
恐
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
諸
注
釈

書
の
示
す
魔
物
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
、
浮
舟
が
過
ご
し
た
部
屋
で

眠
っ
て
い
る
老
尼
君
達
で
あ
る
。
次
の
⑩
は
夜
が
明
け
る
ま
で
の
浮
舟
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と
老
尼
君
達
の
様
子
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

⑩
姫
君
は
、
い
と
む
つ
か
し
と
の
み
聞
く
老
い
人
の
あ
た
り
に
う
つ

ぶ
し
臥
し
て
、
い
も
寝
ら
れ
ず
。
宵
ま
ど
ひ
は
、
え
も
い
は
ず
お

ど
ろ
�
�
し
き
鼾
し
つ
ゝ
、
前
に
も
う
ち
す
が
ひ
た
る
尼
ど
も
二

人
臥
し
て
、
劣
ら
じ
と
い
び
き
合
は
せ
た
り
。
い
と
恐
ろ
し
う
、

今
宵
、
こ
の
人
々
に
や
食
は
れ
な
む
、
と
思
ふ
も
、
惜
し
か
ら
ぬ

身
な
れ
ど
、
例
の
心
弱
さ
は
、
一
つ
橋
あ
や
ふ
が
り
て
帰
り
来
た

り
け
む
者
の
や
う
に
、
わ
び
し
く
覚
ゆ
。
こ
も
き
供
に
率
て
お
は

し
つ
れ
ど
、
色
め
き
て
、
こ
の
珍
し
き
男
の
、
艶
だ
ち
ゐ
給
へ
る

方
に
帰
り
い
に
け
り
。
今
や
来
る
今
や
来
る
と
待
ち
ゐ
給
へ
れ
ど
、

い
と
は
か
な
き
頼
も
し
人
な
り
や
。
中
将
、
い
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
帰

り
に
け
れ
ば
、｢

い
と
情
け
な
く
、
う
も
れ
て
も
お
は
し
ま
す
か

な
。
あ
た
ら
御
か
た
ち
を｣

な
ど
そ
し
り
て
、
皆
ひ
と
所
に
寝
ぬ
。

夜
中
ば
か
り
に
や
な
り
ぬ
ら
む
と
思
ふ
程
に
、
尼
君
、
し
は
ぶ

き
お
ぼ
ゝ
れ
て
起
き
に
た
り
。
ほ
か
げ
に
、
頭
つ
き
は
い
と
白
き

に
、
黒
き
物
を
か
づ
き
て
、
こ
の
君
の
臥
し
給
へ
る
を
あ
や
し
が

り
て
、
い
た
ち
と
か
い
ふ
な
る
も
の
が
さ
る
わ
ざ
す
る
、
額
に
手

を
あ
て
て
、｢

あ
や
し
。
こ
れ
は
誰
ぞ｣

と
、
執
念
げ
な
る
声
に

て
見
お
こ
せ
た
る
、
さ
ら
に
た
だ
今
食
ひ
て
む
と
す
る
と
ぞ
覚
ゆ

る
。
鬼
の
取
り
も
て
来
け
む
ほ
ど
は
、
も
の
の
覚
え
ざ
り
け
れ
ば
、

な
か
�
�
心
や
す
し
。
い
か
さ
ま
に
せ
む
、
と
覚
ゆ
る
む
つ
か
し

さ
に
も
、
い
み
じ
き
さ
ま
に
て
生
き
返
り
、
人
に
な
り
て
、
ま
た

あ
り
し
い
ろ
�
�
の
憂
き
事
を
思
ひ
乱
れ
、
む
つ
か
し
と
も
恐
ろ

し
と
も
物
を
思
ふ
よ
。
死
な
ま
し
か
ば
、
こ
れ
よ
り
も
恐
ろ
し
げ

な
る
も
の
の
中
に
こ
そ
は
あ
ら
ま
し
か
、
と
思
ひ
や
ら
る
。

(

手
習
巻
⑩
一
七
四
頁)

大
き
な
鼾
を
た
て
な
が
ら
寝
て
、
突
然
起
き
上
が
り
、
奇
妙
な
言
動

を
す
る
老
尼
君
達
の
そ
ば
に
浮
舟
は
寝
る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
。
浮

舟
が
出
て
こ
な
い
た
め
、
そ
も
そ
も
こ
こ
に
逃
げ
込
む
要
因
で
あ
っ
た

中
将
は
帰
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
逃
げ
込
ん
だ
場
所
で
浮
舟
は
、

｢

今
宵
、
こ
の
人
々
に
や
食
は
れ
な
む
、
と
思
ふ｣

や

｢

さ
ら
に
た
だ

今
食
ひ
て
む
と
す
る
と
ぞ
覚
ゆ
る｣

と
あ
る
よ
う
に
、
食
べ
ら
れ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
命
の
危
険
ま
で
も
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浮

舟
は
老
尼
君
達
を
こ
の
世
の
も
の
と
思
え
な
い
よ
う
な
恐
ろ
し
い
魔
物

と
感
じ
て
お
り
、
こ
の
魔
物
が
い
る
夜
の
終
わ
り
を
告
げ
る
の
が
鶏
の

声
で
あ
る
。
更
に
浮
舟
は
鶏
の
声
が
母
親
の
声
で
あ
っ
た
ら
と
思
う
。

浮
舟
に
と
っ
て
鶏
の
声
は
命
の
危
険
を
感
じ
る
恐
怖
の
夜
か
ら
の
解
放
、

そ
し
て
母
親
を
思
い
出
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
君
と
浮
舟
に
は
対
照
的
な
構
造
が
み
え
て
く

る
。
男
性
か
ら
迫
ら
れ
た
夜
が
明
け
た
際
に
聞
こ
え
る
と
い
う
点
で
は

二
つ
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
人
の
境
遇
は
親
を
拠
り
所
に
で
き

な
い
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
。
一
方
、
相
違
点
と
し
て
ま
ず
、
浮
舟
に

と
っ
て
待
ち
焦
が
れ
た
夜
明
け
は
、
男
性
か
ら
の
恐
怖
に
加
え
老
尼
君

達
と
い
う
魔
物
か
ら
の
解
放
で
あ
っ
た
。
浮
舟
自
身
に
と
っ
て
は
命
の

危
険
も
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
鶏
の
声
は
よ
り
待
ち
遠
し
い
も
の
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
大
君
は
父
親
を
、
浮
舟
は
母
親
を

思
い
出
す
違
い
が
見
ら
れ
る
。
鶏
の
声
を
通
し
て
、
二
人
に
は
対
照
的

な
描
か
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
恋
人
達
の
別
れ
を
促
す
役
割
が
一
般
的
な
鶏
の
声
に
対

し
て
、
恐
怖
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
例
は
稀
な
例
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。『

源
氏
物
語』

以
前
の
作
品
で
は
同
じ
役
割
の
鶏
の
声
は
見
つ
か

ら
ず
、『

源
氏
物
語』

正
編
の
中
に
の
み
同
じ
よ
う
な
例
が
一
例
だ
け

見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
夕
顔
巻
で
の
夕
顔
死
去
の
場
面
で
あ
る
。
本
文
⑪

は
長
い
夜
が
終
わ
り
、
よ
う
や
く
夜
が
明
け
て
源
氏
が
鶏
の
声
を
聞
く

場
面
で
あ
る
。

⑪
夜
中
も
過
ぎ
に
け
む
か
し
、
風
の
や
ゝ
あ
ら
�
�
し
う
吹
き
た
る

は
。
ま
し
て
松
の
ひ
び
き
木
ぶ
か
く
聞
え
て
、
け
し
き
あ
る
鳥
の

か
ら
ご
ゑ
に
な
き
た
る
も
、
ふ
く
ろ
ふ
は
こ
れ
に
や
と
お
ぼ
ゆ
。

う
ち
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、
こ
な
た
か
な
た
け
ど
ほ
く
う
と
ま
し
き

に
、
人
声
は
せ
ず
。
な
ど
て
、
か
く
は
か
な
き
宿
り
は
と
り
つ
る

ぞ
、
と
、
く
や
し
さ
も
や
ら
む
か
た
な
し
。
右
近
は
も
の
も
お
ぼ

え
ず
、
君
に
つ
と
添
ひ
奉
り
て
、
わ
な
ゝ
き
死
ぬ
べ
し
。
ま
た
こ

れ
も
い
か
な
ら
む
と
、
心
そ
ら
に
て
捕
ら
へ
給
へ
り
。
わ
れ
ひ
と

り
さ
か
し
き
人
に
て
、
お
ぼ
し
や
る
か
た
ぞ
な
き
や
。
灯
は
ほ
の

か
に
ま
た
ゝ
き
て
、
母
屋
の
き
は
に
立
て
た
る
屏
風
の
か
み
、
こ
ゝ

か
し
こ
の
く
ま
ぐ
ま
し
く
お
ぼ
え
給
ふ
に
、
も
の
の
足
音
ひ
し

�
�
と
踏
み
鳴
ら
し
つ
ゝ
、
う
し
ろ
よ
り
寄
り
く
る
こ
ゝ
ち
す
。

｢

惟
光
と
く
参
ら
な
む｣

と
お
ぼ
す
。
あ
り
か
定
め
ぬ
者
に
て
、

こ
ゝ
か
し
こ
尋
ね
け
る
程
に
、
夜
の
あ
く
る
ほ
ど
の
久
し
さ
は
、

ち
よ
を
過
ぐ
さ
む
こ
ゝ
ち
し
給
ふ
。

か
ら
う
じ
て
鳥
の
声
は
る
か
に
聞
ゆ
る
に
、｢

命
を
か
け
て
、

何
の
契
り
に
か
ゝ
る
目
を
見
る
ら
む
。
わ
が
心
な
が
ら
、
か
ゝ
る

す
ぢ
に
お
ほ
け
な
く
あ
る
ま
じ
き
心
の
報
い
に
、
か
く
来
し
か
た

行
く
先
の
た
め
し
と
な
り
ぬ
べ
き
こ
と
は
あ
る
な
め
り
。
し
の
ぶ

と
も
、
世
に
あ
る
こ
と
隠
れ
な
く
て
、
内
に
聞
こ
し
召
さ
む
を
は

じ
め
て
、
人
の
思
ひ
言
は
む
こ
と
、
よ
か
ら
ぬ
わ
ら
は
べ
の
口
す
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さ
び
に
な
る
べ
き
な
め
り
。
あ
り
�
�
て
、
を
こ
が
ま
し
き
名
を

と
る
べ
き
か
な｣

と
、
お
ぼ
し
め
ぐ
ら
す
。

(

夕
顔
巻
①
一
三
〇
頁)

傍
線
部

｢
か
ろ
う
じ
て
鳥
の
声
は
る
か
に
聞
ゆ
る
に｣

は
、
手
習
巻

の

｢

か
ら
う
じ
て
、
と
り
の
鳴
く
を
聞
き
て
、
い
と
う
れ
し
。｣

と
共

通
性
を
も
ち
、
こ
の
場
面
で
は
光
源
氏
も
浮
舟
と
同
じ
よ
う
に
命
の
危

機
を
感
じ
る
夜
を
過
ご
し
、
朝
を
告
げ
る
鶏
の
声
は
と
て
も
待
ち
遠
し

か
っ
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
場
面
は

『

伊
勢
物
語』
二
十
二
段
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い

る
が
、『

伊
勢
物
語』

で
の
使
い
方
は
や
は
り
恋
人
達
の
別
れ
を
示
す

鶏
の
声
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
生
死
に
関
わ
る
恐
怖
の
解
放
を
意
味
す

る
音
に
変
容
さ
せ
た
の
は
、『

源
氏
物
語』

の
独
自
性
と
い
っ
て
も
い

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
浮
舟
の
聞
い
た
鶏
の
声
に
つ
い
て
注
目
し
た
。
浮
舟
に
と
っ

て
鶏
の
声
と
は
恐
怖
か
ら
の
救
済
や
解
放
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
た
。

救
済
や
解
放
の
音
と
な
る
と
、
総
角
巻
に
描
か
れ
た
大
君
の
鐘
の
音
も

同
じ
だ
が
、
浮
舟
の
恐
怖
は
命
の
危
険
を
感
じ
る
程
の
、
よ
り
待
ち
遠

し
い
音
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
君
と
浮
舟
に
は
親
を
頼
れ
な
い

と
い
う
状
況
な
ど
共
通
点
は
多
い
が
、
聞
く
音
の
重
要
性
、
そ
し
て
思

い
出
す
父
親
と
母
親
の
違
い
が
対
立
し
た
構
造
で
描
か
れ
て
い
る
。

命
の
危
険
を
感
じ
る
状
況
で
解
放
を
意
味
す
る
鶏
の
声
は
夕
顔
巻
で

も
描
か
れ
て
い
た
。
源
氏
と
浮
舟
は
生
死
を
問
わ
れ
る
状
況
で
、
同
じ

よ
う
に
鶏
の
声
を
待
ち
続
け
た
。
二
人
に
と
っ
て
鶏
の
声
と
は
命
に
か

か
わ
る
重
要
な
音
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

鶏
の
声
が
こ
こ
ま
で
重
要
な
音
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は

『

源
氏
物

語』

に
し
か
用
例
が
な
い
。
こ
の
鶏
の
声
の
活
用
方
法
は『

源
氏
物
語』

の
独
自
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
東
国
の
音

最
後
に
浮
舟
の
聞
い
た
東
国
に
関
す
る
音
に
注
目
し
た
い
。
浮
舟
は

継
父
が
常
陸
介
で
あ
っ
た
た
め
、
幼
少
期
は
東
国
で
過
ご
し
、
二
十
歳

の
頃
に
京
へ
戻
っ
て
き
た
。
東
屋
巻
と
手
習
巻
で
、
浮
舟
は
東
国
に
関

す
る
音
や
声
を
聞
い
て
い
る
。
自
分
の
故
郷
に
関
わ
る
音
を
聞
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
場
面
で
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、
ま
た
音
の
役
割
に
つ
い
て

取
り
上
げ
た
い
。

本
文
⑫
は
二
条
院
か
ら
三
条
の
小
家
へ
移
さ
れ
た
浮
舟
が
寂
し
く
日
々

を
過
ご
す
場
面
で
あ
る
。
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⑫
た
び
の
宿
り
は
つ
れ
�
�
に
て
、
庭
の
草
も
い
ぶ
せ
き
心
地
す
る

に
、
い
や
し
き
あ
づ
ま
声
し
た
る
者
ど
も
ば
か
り
の
み
出
で
入
り
、

な
ぐ
さ
め
に
見
る
べ
き
前
栽
の
花
も
な
し
。
う
ち
あ
ば
れ
て
、
は

れ
�
�
し
か
ら
で
明
か
し
暮
ら
す
に
、
宮
の
上
の
御
有
様
思
ひ
い

づ
る
に
、
若
い
心
地
に
恋
し
か
り
け
り
。
あ
や
に
く
だ
ち
給
へ
り

し
人
の
御
気
配
も
さ
す
が
に
思
ひ
い
で
ら
れ
て
、
な
に
ご
と
に
か

あ
り
け
む
、
い
と
多
く
あ
は
れ
げ
に
宣
ひ
し
か
な
、
名
残
を
か
し

か
り
し
御
移
り
香
も
、
ま
だ
残
り
た
る
心
地
し
て
、
恐
ろ
し
か
り

し
も
思
ひ
い
で
ら
る
。

(

東
屋
巻
⑨
一
七
五
頁)

二
条
院
か
ら
移
さ
れ
た
東
屋
は
、
前
栽
に
花
も
無
く
、
荒
れ
果
て
た

状
態
で
あ
る
。
そ
ん
な
場
所
で

｢

い
や
し
き
あ
づ
ま
声｣

で
あ
る
東
国

の
訛
り
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
浮
舟
は
寂
れ
た
場
所
と
は
反
対
の
華
や

か
な
二
条
院
や
、
中
君
、
突
然
迫
ら
れ
た
匂
宮
を
思
い
出
す
。
ま
た
匂

宮
に
つ
い
て
は
そ
の
移
り
香
ま
で
残
っ
て
い
る
心
地
が
す
る
と
そ
の
恐

怖
を
思
い
出
し
て
い
る
。

次
に
あ
げ
る
⑬
は
横
川
の
僧
都
に
助
け
ら
れ
た
浮
舟
が
小
野
の
里
で

過
ご
す
場
面
で
あ
る
。

⑬
昔
の
山
里
よ
り
は
、
水
の
音
も
な
ご
や
か
な
り
。
作
り
ざ
ま
、
ゆ

ゑ
あ
る
所
の
木
立
お
も
し
ろ
く
、
前
栽
な
ど
も
を
か
し
く
ゆ
ゑ
を

つ
く
し
た
り
。
秋
に
な
り
ゆ
け
ば
、
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
な
り
。

門
田
の
稲
刈
る
と
て
、
所
に
つ
け
た
る
物
ま
ね
び
し
つ
ゝ
、
若
き

女
ど
も
は
歌
う
た
ひ
、
興
じ
あ
へ
り
。
引
板
ひ
き
鳴
ら
す
音
も
を

か
し
く
、
見
し
東
路
の
事
な
ど
も
思
ひ
出
で
ら
れ
て
。

(

手
習
巻
⑩
一
五
三
頁)

入
水
未
遂
を
し
、
横
川
の
僧
都
に
助
け
ら
れ
た
浮
舟
は
小
野
の
里
に

移
さ
れ
る
。
小
野
の
里
で
浮
舟
は
、
若
い
女
達
の
稲
刈
り
の
歌
声
や
引

板
の
音
を
聞
き
、
故
郷
の
東
国
を
思
い
出
し
て
い
る
。
こ
の
⑫
と
⑬
を

比
較
し
て
み
る
と
、
浮
舟
は
東
国
に
関
わ
る
音
を
聞
い
て
い
る
点
で
は

同
じ
だ
が
、
思
い
出
す
対
象
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。

⑫
の
東
屋
巻
で
は
、
三
条
の
小
家
の
侘
し
い
様
子
も
あ
っ
た
た
め
か
、

華
や
か
な
二
条
院
や
中
君
、
匂
宮
を
思
い
出
し
て
い
る
。
浮
舟
は
実
父

か
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
中
君
と
同
じ
く
八
の
宮
の
娘
で
あ
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
二
条
院
の
よ
う
な
邸
に
暮
ら
し
て
い
て
も
お
か
し

く
な
い
身
の
上
と
な
る
。
自
分
が
住
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
華
や
か

な
二
条
院
を
知
っ
た
こ
と
で
、
三
条
の
小
家
の
様
子
は
よ
り
受
け
入
れ

が
た
く
、
庭
の
草
に
も

｢

い
ぶ
せ
き
心
地｣

と
感
じ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
こ
で
継
父
の
家
来
た
ち
が
話
す
東
国
の

訛
り
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
浮
舟
は
こ
の
声
を｢

い
や
し
き
あ
づ
ま
声｣
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と
し
て
捉
え
て
い
る
。
二
条
院
で
は
決
し
て
聞
く
こ
と
の
な
か
っ
た
も

の
で
あ
り
、
都
の
人
に
は
分
か
ら
な
い
訛
り
で
あ
る
。
東
国
で
育
っ
た

浮
舟
に
は
お
そ
ら
く
話
の
内
容
が
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
二
条
院
に

代
表
さ
れ
る
都
の
華
々
し
さ
の
中
で
は
育
ち
得
な
か
っ
た
自
身
の
生
ま

れ
を
、｢

い
や
し
き
あ
づ
ま
声｣

に
よ
っ
て
実
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
手
習
巻
で
は
都
か
ら
離
れ
た
故
郷
の
東
国
を
思
い
出
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
浮
舟
は
同
じ
東
国
の
音
を
聞
い
て
も
、｢

引
板
ひ
き

鳴
ら
す
音
も
を
か
し
く｣

と
あ
る
よ
う
に
東
国
に
関
す
る
音
に
趣
が
あ

る
と
感
じ
て
い
る
。
井
野
氏
は
引
板
の
音
に
は
東
国
性
、
ま
た
記
憶
を

呼
び
覚
ま
す
機
能
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る

(

�)

。

手
習
巻
は
夕
霧
巻
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
意
味
を
も
生
み
出
し
て

い
る
。
傍
線
部
①
に

｢

見
し
東
国
路
の
こ
と
な
ど
も
思
ひ
出
で
ら

れ
て｣

と
あ
る
よ
う
に
、
浮
舟
は

｢

引
板｣

の
音
を
聞
い
て
、
か

つ
て
過
ご
し
た

｢

東
国
路｣

を
懐
か
し
く
思
い
出
す
。
夕
霧
巻
の

｢

引
板｣

は
あ
く
ま
で
も
小
野
の
風
物
で
あ
っ
た
が
、
手
習
巻
で

は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
東
国
の
風
物
へ
と
連
想
を
繋
げ
て
い
く
。

第
二
節

｢

歌
こ
と
ば

｢

引
板｣

の
表
現
史｣

で
述
べ
た
よ
う
に
、

｢

引
板｣

に
東
国
の
イ
メ
ー
ジ
を
吹
き
込
ん
だ
の
は

『

伊
勢
物
語』

一
〇
段
で
あ
っ
た
。
東
国
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
っ
た｢

引
板｣

を
、

聞
き
慣
れ
た
懐
か
し
い
音
と
し
て

｢

を
か
し｣

と
聞
い
て
し
ま
う

こ
と
自
体
が
、
浮
舟
の
東
国
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
浮
舟
が
思
い

出
し
た

｢

東
国
路｣

と
は

｢

常
陸｣

の
こ
と
で
あ
る
。
浮
舟
は

｢

ひ
た｣

と
い
う
名
称
の
響
き
か
ら
、
同
じ
響
き
を
持
つ

｢

ひ
た

ち｣

を
連
想
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、｢

常
陸｣

と
言

え
ば
浮
舟
の
母
の
名
で
も
あ
る
。｢

ひ
た｣

は

｢

ひ
た
ち｣

と
同

様
、
浮
舟
を
育
ん
だ
東
国
を
印
象
付
け
る
語
彙
と
言
え
よ
う
。

(

中
略)

そ
し
て
、
手
習
巻
が
新
た
に
取
り
入
れ
た
の
は

『

古
今

六
帖』

の

｢

記
憶
の
呼
び
覚
ま
し｣

の
趣
向
で
あ
る
。
手
習
巻
の

傍
線
部
①
の

｢

引
板
ひ
き
鳴
ら
す
も
を
か
し
。
見
し
東
国
路
の
こ

と
な
ど
も
思
ひ
出
で
ら
れ
て｣

の
部
分
は
、『

古
今
六
帖』

の

｢

引
板
の
音
が
人
を
驚
か
し
て
、
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
は
っ
と
気

づ
か
せ
る｣

と
い
う
趣
向
を
背
後
に
揺
曳
さ
せ
て
、
引
板
の
音
に

過
去
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
浮
舟
像
を
形
作
っ
て
い
る
の
だ
。

『

古
今
六
帖』

の
、
何
か
を
忘
れ
て
い
る
人
を
驚
か
す
引
板
の
音

は
、
浮
舟
の
心
に
強
く
激
し
く
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
過
去
を

｢

ひ

た
ぶ
る
に｣

｢

忘
れ｣

て
い
る
浮
舟
を｢

ひ
た
ぶ
る
に｣

｢

驚
か
し｣

、

か
つ
て
住
ん
で
い
た

｢

ひ
た
ち｣

を
思
い
出
さ
せ
る
わ
け
だ
。
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(

二
八
七
〜
二
八
八
頁)

引
板
の
音
を
聞
き
慣
れ
た
音
と
し
て
感
じ
る
の
は
、
浮
舟
が
東
国
で

育
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
引
板
の
音
は『

伊
勢
物
語』

一
〇
段
に
お
い
て
東
国
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
描
か
れ
、
そ
の
引
板
は

浮
舟
の
東
国
性
を
象
徴
さ
せ
る
音
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、

引
板
の
音
は
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
音
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
一
や
二
で
論
じ
た
鐘
や
鶏
の
声
に
も
、
誰
か
を
連
想
さ
せ

る
役
割
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
浮
舟
が
何
か
の
音
を
聞
く
こ
と
で
、
記

憶
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
の
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

引
板
の
音
を
聞
い
て
か
ら
浮
舟
は
自
分
の
母
親
や
乳
母
の
こ
と
な
ど
を

思
い
出
し
て
い
く
。
引
板
の
音
は
、
唯
一
浮
舟
の
故
郷
の
記
憶
と
結
び

つ
け
る
重
要
な
音
で
あ
り
、
入
水
未
遂
後
、
記
憶
を
思
い
出
す
初
め
の

音
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

東
屋
巻
で｢

あ
づ
ま
声｣

を｢

い
や
し
き｣

と
感
じ
て
い
た
浮
舟
は
、

手
習
巻
で
東
国
性
を
象
徴
す
る
音
に
趣
を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
浮
舟

に
と
っ
て
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
引
板
の
音
だ
け
で
は
な
く
、
東
屋
巻

に
描
か
れ
て
い
る
あ
づ
ま
声
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
浮
舟
の
東
国
の
音

に
対
す
る
感
じ
方
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
な
ぜ
、

こ
の
よ
う
な
感
じ
方
の
変
化
が
起
き
た
の
か
。
浮
舟
が
手
習
巻
で
聞
い

て
い
る
他
の
音
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。

本
文
⑬
で
、
浮
舟
は
引
板
の
音
と
は
違
う
音
も
聞
い
て
い
る
。
そ
れ

は
水
の
音
で
あ
る
。
浮
舟
は
手
習
巻
ま
で
に
水
の
音
を
何
回
か
聞
い
て

い
る
が
、
音
の
印
象
は
ま
る
で
違
う
。
本
文
⑭
は
、
匂
宮
と
の
関
係
に

悩
み
、
浮
舟
が
入
水
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
場
面
で
あ
る
。

⑭｢

な
ほ
わ
が
身
を
失
い
て
ば
や
。
つ
い
に
聞
き
に
く
き
事
は
出
で

き
な
む｣

と
思
ひ
続
く
る
に
、
こ
の
水
の
音
の
恐
し
げ
に
響
き
て

行
く
を
、｢

か
ゝ
ら
ぬ
流
れ
も
あ
り
か
し
。
世
に
似
ず
荒
ま
し
き

所
に
、
年
月
を
過
ぐ
し
給
ふ
を
、
あ
は
れ
と
思
し
ぬ
べ
き
わ
ざ
に

な
む｣

な
ど
、
母
君
し
た
り
顔
に
言
ひ
ゐ
た
り
。

(

浮
舟
巻
⑩
六
二
頁)

ま
た
⑮
は
、
横
川
の
僧
都
に
助
け
ら
れ
た
浮
舟
が
意
識
を
取
り
戻
し
、

入
水
時
を
回
想
す
る
場
面
で
あ
る
。

⑮
い
と
い
み
じ
と
物
を
思
ひ
嘆
き
て
、
み
な
人
の
寝
た
り
し
に
、
妻

戸
を
放
ち
て
出
で
た
り
し
に
、
風
は
激
し
う
、
川
波
も
荒
う
聞
こ

え
し
を
、
一
人
も
の
恐
ろ
し
か
り
し
か
ば
、
来
し
方
ゆ
く
先
も
覚

え
で
、
簀
子
の
端
に
足
を
さ
し
お
ろ
し
な
が
ら
、
行
く
べ
き
方
も

惑
は
れ
て
、
帰
り
入
ら
む
も
中
空
に
て
、
心
強
く
、
こ
の
世
に
失

せ
な
む
と
思
ひ
立
ち
し
を
、
を
こ
が
ま
し
う
て
人
に
見
つ
け
ら
れ
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む
よ
り
は
、
鬼
も
何
も
食
ひ
う
し
な
ひ
て
よ
、
と
言
ひ
つ
ゝ
、
つ

く
�
�
と
ゐ
た
り
し
を
、
い
と
清
げ
な
る
男
の
寄
り
来
て
、『

い

ざ
給
へ
。
お
の
が
も
と
へ』

と
言
ひ
て
抱
く
こ
ゝ
ち
の
せ
し
を
、

宮
と
聞
こ
え
し
人
の
し
給
ふ
と
覚
え
し
程
よ
り
、
こ
ゝ
ち
ま
ど
ひ

に
け
る
な
め
り
。

(

手
習
巻
⑩
一
五
〇
頁)

本
文
⑭
⑮
か
ら
は
入
水
前
の
浮
舟
は
水
の
音
を
恐
ろ
し
く
、
激
し
い

音
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。｢

は
じ
め
に｣

で
述
べ
た
よ

う
に
宇
治
十
帖
で
の
水
の
音
、
風
の
音
は
用
例
が
多
い
。
そ
し
て
、
音

の
変
化
は
浮
舟
の
心
情
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
と
先
行
研
究
で
論
じ

ら
れ
て
き
た

(

�)

。
⑬
で
水
の
音
が

｢

な
ご
や
か
な
り｣

と
穏
や
か
な
音
に

変
化
し
た
の
も
、
宇
治
か
ら
小
野
へ
と
場
所
が
変
化
し
た
か
ら
で
は
な

く
、
浮
舟
の
心
情
が
変
化
し
た
か
ら
こ
そ
、
違
っ
て
聞
こ
え
て
き
た
と

考
え
ら
れ
る
。
浮
舟
は
入
水
前
ま
で
匂
宮
と
薫
の
間
で
悩
み
、
極
限
ま

で
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
入
水
未
遂
か
ら
横
川
の
僧
都
に
よ

り
助
け
ら
れ
、
自
分
の
い
た
場
所
か
ら
離
れ
、
人
間
関
係
の
苦
悩
か
ら

も
解
放
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
心
が
落
ち
つ
き
、
そ
の
変
化
の
あ
ら
わ

れ
が
水
の
音
の
変
化
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
東
国
の
音
へ
の
心
情
の
変
化
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。
東
屋
巻
で
の
浮
舟
は
故
郷
の
東
国
に
も
、
母
親
の
元
へ
戻

る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
。
し
か
し
、
浮
舟
は
匂
宮
と
密
通
、
入
水
未
遂

を
し
て
東
国
ど
こ
ろ
か
母
親
の
元
に
も
戻
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

手
習
巻
で
の
浮
舟
は
、
帰
る
故
郷
も
戻
る
居
場
所
も
な
い
状
況
に
な
る
。

故
郷
へ
帰
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
た
結
果
、
引
板
の
音
を

き
っ
か
け
に
東
国
を
思
い
出
し
、
浮
舟
は
東
国
を
恋
し
く
思
う
よ
う
に

心
情
が
変
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
の
中
で
東
国
の
訛
り
声

を
理
解
で
き
て
し
ま
う
悲
し
さ
を
感
じ
て
い
た
浮
舟
は
、
入
水
未
遂
後

に
は
東
国
に
関
す
る
引
板
の
音
に
趣
を
感
じ
る
よ
う
に
変
化
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

宇
治
十
帖
に
お
い
て
水
の
音
や
風
の
音
に
浮
舟
の
心
情
の
変
化
を
読

み
取
る
先
行
研
究
は
既
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
浮
舟
の
育
っ
た
東

国
の
音
を
比
較
す
る
こ
と
で
も
心
情
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
論
で
は
、
浮
舟
の
聞
い
た
音
の
中
で
鐘
の
音
、
鶏
の
声
、
東
国
の

音
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

鐘
の
音
は
宇
治
十
帖
の
中
で
七
例
存
在
し
、
登
場
人
物
達
の
心
情
に
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よ
っ
て
、
亡
き
人
を
思
い
出
さ
せ
る
音
や
、
救
済
を
意
味
す
る
音
に
変

化
し
て
い
る
。
浮
舟
が
聞
い
た

｢

か
ね｣

の
音
は
、
宇
治
十
帖
の
中
で

も
一
例
し
か
な
い
、
誦
経
時
の
鉦
の
音
で
あ
っ
た
。
浮
舟
は
そ
の
鉦
の

音
を
、
入
水
の
覚
悟
を
決
め
る
、
死
の
世
界
へ
誘
う
音
と
し
て
聞
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浮
舟
に
と
っ
て
の
鉦
の
音
は
、
他
の
登
場
人

物
達
と
は
違
う
、
生
死
に
関
わ
る
重
要
な
役
割
を
持
つ
音
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
鶏
の
声
は
浮
舟
に
は
恐
怖
の
夜
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
、
そ

し
て
母
親
を
思
い
出
す
音
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
夜
か
ら
の
解
放
と

い
う
点
で
は
、
大
君
の
聞
く
鐘
の
音
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
浮
舟

は
鉦
の
音
と
同
様
に
、
鶏
の
声
を
命
に
関
わ
る
重
要
な
音
と
し
て
捉
え

て
い
る
。
ま
た
、
正
編
に
登
場
す
る
源
氏
も
物
の
怪
に
襲
わ
れ
る
夜
が

明
け
た
時
に
、
同
じ
く
鶏
の
声
を
聞
い
て
い
る
共
通
点
が
見
ら
れ
た
。

恋
人
と
の
朝
の
別
れ
に
使
わ
れ
る
の
が
一
般
的
な
鶏
の
声
が
、
生
死
に

関
わ
る
重
要
な
音
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、『

源
氏
物
語』

以
前

の
物
語
で
は
用
例
が
な
い
。
こ
の
鶏
の
声
の
描
き
方
は

『

源
氏
物
語』

の
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
注
目
し
た
東
国
に
関
す
る
音
で
は
、
浮
舟
に
よ
る
聞
き
方
の

変
化
が
見
ら
れ
た
。
東
屋
巻
で
自
分
の
育
っ
た
東
国
の
訛
り
声
を
理
解

で
き
て
し
ま
う
悲
し
さ
を
感
じ
、
華
や
か
な
二
条
院
を
思
い
出
し
て
い

た
。
し
か
し
、
入
水
未
遂
後
に
は
東
国
を
思
い
出
さ
せ
る
引
板
の
音
に

対
し
て
趣
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
分
を
取
り
巻
く

環
境
が
変
化
し
、
故
郷
に
対
す
る
感
情
が
変
化
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
恐
ろ
し
い
と
感
じ
て
い
た
水
の
音
が
心
情
に
よ
っ
て
聞
こ
え

方
に
変
化
が
現
れ
た
よ
う
に
、
東
国
の
音
に
も
同
じ
変
化
が
あ
ら
わ
れ

た
の
だ
ろ
う
。

宇
治
十
帖
で
は
水
や
風
の
音
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
三

種
類
の
音
に
焦
点
を
当
て
る
先
行
研
究
は
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、

本
論
で
注
目
し
た
三
種
類
の
音
も
、
何
気
な
い
音
で
あ
り
な
が
ら
、
聞

く
主
体
や
場
面
に
よ
っ
て
様
々
な
表
情
を
見
せ
て
き
た
。
同
じ
音
で
も
、

聞
く
主
体
が
違
え
ば
音
は
違
っ
て
聞
こ
え
、
主
体
の
心
情
と
密
接
な
関

係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

※
本
稿
に
引
用
し
た

『

源
氏
物
語』

本
文
は
、
い
ず
れ
も
玉
上
琢
彌
訳

注
『

源
氏
物
語』

(

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫)

に
よ
る
。
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注
(

１)

石
田
穣
二

｢『

源
氏
物
語』

に
お
け
る
聴
覚
的
印
象｣

(『

国
語
と
国

文
學』

二
六
巻

一
九
四
九
年
十
二
月)

、
鬼
束
隆
昭

｢

浮
舟
と
水
鳥

と
―
宇
治
十
帖
ノ
ー
ト
―｣

(『

平
安
文
学
研
究』

二
号

一
九
六
八
年

十
二
月)
、
吉
田
裕
美｢『

源
氏
物
語』

宇
治
十
帖
に
お
け
る
音
の
心
象｣

(『

日
本
文
学
ノ
ー
ト』

三
二
号

一
九
九
七
年
一
月)

、
大
胡
太
郎

｢

音
を
書
く
・
声
を
書
く
―『

源
氏
物
語』

の
〈
音
・
声
〉
体
験｣
(『

国

文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究』

四
八
号

二
〇
〇
三
年
一
月)

、
広
瀬

唯
二

｢

夕
顔
の
巻
の
物
の
怪
を
め
ぐ
っ
て
―
物
の
怪
と
鳥
の
声
―｣

(『

武
庫
川
国
文』

六
十
一
号

二
〇
〇
三
年
三
月)

、
前
田
速
夫

｢

川

荒
ま
し
き
瀬
音

『

源
氏
物
語』
宇
治
十
帖｣
(『

国
文
學

解
釈
と
教

材
の
研
究』

二
〇
〇
七
年
十
二
月)

、
喜
屋
武
翔
太

｢

宇
治
十
帖
大
君

考
察
―
〈
音
〉〈
声
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
―｣

(『

学
習
院
大
学
国
語

国
文
学
会
誌』

五
十
四
号

二
〇
一
一
年
三
月)
な
ど
。
な
お
本
稿
に

直
接
関
わ
る
先
行
研
究
は
以
下
の
注
で
示
し
た
。

(

２)

相
澤
雅
子

｢『

源
氏
物
語』

宇
治
十
帖
に
お
け
る
聴
覚
表
現
―｢

鐘
の

音｣

を
中
心
に
―｣
(『

共
立
女
子
大
学
大
学
院
文
芸
学
研
究
科
研
究
誌』

№
�

二
〇
〇
二
年
二
月)

(

３)

三
田
村
雅
子

『

源
氏
物
語

感
覚
の
論
理』

(

有
精
堂
出
版

一
九

九
六
年)

(

４)

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『

源
氏
物
語
⑤』

(

小
学
館

一
九
九
七

年)

当
該
本
文
頭
注
。

(

５)

注

(

３)

に
同
じ
。

(

６)
『

源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識

四
一

宿
木

(

前
半)』

(

至
文

堂

二
〇
〇
五
年)

当
該
本
文
鑑
賞
欄
。

(

７)

阿
部
好
臣

｢『

源
氏
物
語』

に
響
く

｢

鐘｣

の
音｣

(『

語
文』

一
三

一
号

二
〇
〇
八
年
六
月)

で
は
鐘
の
音
を
八
の
宮
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
八
の
宮
と
繋
が
る
鐘
は
釣
り
鐘
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
論
文
で
は
浮
舟
が
聞
い
た
鐘
を
釣
り
鐘
と
し
て

解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
底
本
で
は

｢

か
ね｣

と
平
仮

名
で
あ
る
が
、
現
代
注
釈
書
で
は

｢

鐘｣

の
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
⑦
の
浮
舟
の
和
歌
に
つ
い
て

『

新
潮

日
本
古
典
文
学
集
成』

を
除
く
現
代
注
釈
書
は
誦
経
時
の
鉦
で
は
な
く
、

釣
り
鐘
の
音
と
し
て
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
。

(

８)

前
掲
注

(

７)

阿
部
氏
の
論
に
同
じ
。

(

９)

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『

源
氏
物
語
⑥』

(

小
学
館

一
九
九
八

年)

当
該
本
文
の
頭
注
鑑
賞
欄
。

(

�)

馬
場
婦
久
子

｢

源
氏
物
語
の
和
歌
表
現
―
そ
の
位
置
、｢

秋
風｣

｢

鐘

の
声｣

を
中
心
に
―｣

(『

女
子
大
文
学

(

国
文
編)』

三
一
号

一
九

八
〇
年
三
月)

に
お
い
て
、｢

つ
く
�
�
と｣

と

｢

鉦｣

を
使
っ
た
表

現
は

『

和
泉
式
部
集』

に
も
あ
り
、
悲
哀
の
極
限
を
表
す
言
葉
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

(

�)

安
道
百
合
子

｢｢

鐘
の
音｣

に

｢

音
を
添
へ｣

る
と
き｣

(『

古
代
中

世
国
文
学』

二
三
号

二
〇
〇
七
年
三
月)

(
�)

上
野
英
子

｢『

源
氏
物
語』

に
お
け
る

｢

鶏
鳴｣

の
意
味

―
古
代

鶏
鳴
観
の
継
承
と
そ
の
文
化
的
深
化
―｣

(『

実
践
国
文
学』

二
三
号

一
九
八
三
年
三
月)

上
野
氏
は

｢

鶏
が
鳴
く｣

と
い
う
表
現
は
万
葉
集

に
用
例
が
あ
り
、｢

東｣

、｢

東
国｣

の
枕
詞
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
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て
い
る
。
し
か
し
、
本
論
の
鶏
鳴
の
用
例
と

｢

東
国｣

と
は
特
に
関
係

は
な
い
も
の
と
す
る
。

(

�)
注

(

３)

に
同
じ
。

(

�)
注

(
�)

と
同
じ
よ
う
な
指
摘
は
、
玉
上
琢
彌

『

源
氏
物
語
評
釈』

十
巻(
角
川
書
店

一
九
六
七
年)

に｢

晨
朝
の
鐘
が
聞
こ
え
て
来
る
。

山
の
阿
闍
梨
の
寺
の
鐘
で
あ
ろ
う
か
。
姫
は
朝
の
光
を
恥
じ
、
鐘
の
声

に
阿
闍
梨
を
思
う
。
阿
闍
梨
が
知
っ
た
ら
何
と
言
お
う
。｣

と
い
う
注

が
あ
る
。

(

�)

吉
海
直
人

『『

源
氏
物
語』

｢

後
朝
の
別
れ｣

を
読
む

音
と
香
り
に

み
ち
び
か
れ
て』

(

笠
間
書
院

二
〇
一
六
年)

。
ま
た
、
小
町
谷
照
彦

氏
の

｢

風
景
の
解
読

―｢

総
角｣
巻
の
表
現
構
造
―｣

(『

文
學』

五

〇
号

一
九
八
二
年
八
月)

で
も
、
総
角
巻
で
は
夜
明
け
の
鶏
の
声
は

後
朝
の
歌
に
お
い
て
典
型
的
な
歌
材
で
あ
っ
た
た
め
、
使
用
す
る
こ
と

で
疑
似
後
朝
の
歌
に
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

(

�)

例
え
ば
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
、
当
該
本
文
の
頭
注
に
、

｢｢

山
鳥
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
鳴
く
声
聞
け
ば
父
か
と
ぞ
思
ふ
母
か
と
ぞ
思
ふ｣

(

玉
葉
集
・
釈
教
・
行
基)

。
こ
の
歌
に
よ
り
、
母

(

中
将
の
君)
を
連

想
す
る｣

と
指
摘
す
る
。

(

�)

井
野
葉
子

『

源
氏
物
語

宇
治
の
言
の
葉』

(

森
話
社

二
〇
一
一

年)

(

�)

玉
上
琢
彌『

源
氏
物
語
評
釈』

十
二
巻(

角
川
書
店

一
九
六
八
年)

で
は
、
本
文
⑬
で
描
か
れ
る
水
の
音
を
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
比
較
し
、

｢｢

憂
し｣

と
い
う
語
に
か
よ
う
あ
の

｢

宇
治｣

の
山
里
で
は
、
恐
ろ
し

い
ば
か
り
の
川
波
の
音
に
寝
覚
め
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
今
の
住
ま
い
は

と
て
も
な
ご
や
か
な
気
持
で
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。｢

水
の
音｣

と
い

う
語
で
小
野
の
里
全
体
を
も
言
っ
て
い
る
。
川
の
高
さ
を
除
け
ば
、
宇

治
も
小
野
も
似
た
よ
う
な
風
景
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
の
人(

浮
舟)

を
め
ぐ
る
条
件
が
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
風
景
も
ち
が
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
外
界
の
事
物
の
美
は
人
間
の
心
の
反
映
で

あ
る
と
い
う
あ
の
感
情
移
入
の
原
理
な
の
だ
す
る｣

と

ま
た
、
馬
場

婦
久
子

｢｢

宇
治
十
帖｣

の
自
然
と
構
想｣

(『

中
古
文
学』

二
六
号

一
九
八
〇
年
十
月)

も

｢

自
殺
を
決
意
し
た
時
の
切
迫
し
た
心
情
に
比

べ
る
と
、
ず
っ
と
穏
や
か
で
あ
る
。
そ
の
心
の
変
化
が
、
宇
治
川
の
音

に
対
す
る
、
小
野
の

｢

水
の
音｣

で
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ

い
。｣

と
あ
り
、
本
文
⑬
の
水
の
音
は
浮
舟
の
心
情
の
変
化
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
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