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一
一

永
青
文
庫
蔵
『
源
氏
物
語
』
書
入
（
以
下
『
書
入
』
と
略
す
）
に
つ
い
て
は
、

『
斎
／
幽
源
氏
物
語
聞
書
』
と
し
て
、
野
口
元
大
・
徳
岡
涼
両
氏
に
よ
り
翻
刻
さ
れ

た
。
同
書
に
つ
い
て
徳
岡
氏
は
、
若
菜
巻
を
除
く
す
べ
て
の
巻
が
、
本
文
書
入
と

も
に
幽
斎
自
筆
で
あ
る
と
し
て
、
幽
斎
本
源
氏
物
語
と
称
す
る
こ
と
を
提
唱
さ
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
書
を
細
川
幽
斎
が
聞
書
し
た
書
と
す
る
こ
と
に
は
多

く
の
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
同
書
の
【
内
容
説
明
】
で
は
、
本
書
に
つ
い
て
「『
岷

江
入
楚
』
の
礎
を
築
い
た
、
幽
斎
の
源
氏
物
語
研
究
の
変
遷
を
今
に
伝
え
る
！
」

と
す
る
が
、
本
書
は
「『
岷
江
入
楚
』
の
礎
を
築
い
た
」
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
本
書
に
よ
り
「
幽
斎
の
源
氏
物
語
研
究
の
変
遷
を
」
知
る
事
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
花
宴
巻
に
つ
い
て
『
岷
江
入
楚
』
と
『
書
入
』
と

を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
書
入
』
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

（
1
）

（
₂
）

一
　『
書
入
』
の
【
内
容
説
明
】

『
書
入
』
に
は
次
の
【
内
容
説
明
】
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
源
氏
物
語
誕
生
1
0

0
0
年
！
」
な
ど
と
あ
る
一
部
を
省
略
し
、
私
に
番
号
を
付
す
。

①　

伝
授
さ
れ
た
源
氏
物
語
の
奥
義
と
古
注
釈
の
享
受
過
程
を
今
に
伝
え
る
！

【
内
容
説
明
】

②　

  

幽
斎
の
多
数
の
著
作
の
う
ち
『
源
氏
物
語
』
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
注
釈
部

分
を
翻
刻
し
公
刊
！

③　
  

中
院
通
勝
が
室
町
末
期
に
ま
と
め
た
源
氏
物
語
最
大
の
注
釈
書
『
岷
江
入

楚
』
の
礎
を
築
い
た
、
幽
斎
の
源
氏
物
語
研
究
の
変
遷
を
今
に
伝
え
る
！

④　

原
本
は
熊
本
大
学
付
属
図
書
館
寄
託
永
青
文
庫
蔵
細
川
幽
斎
源
氏
物
語
。

⑤　

  『
紫
明
抄
』『
河
海
抄
』『
和
秘
抄
』『
花
鳥
余
情
』『
弄
花
抄
』な
ど
の
古
注

小

髙

道

子

『
岷
江
入
楚
』
と
永
青
文
庫
蔵
『
源
氏
物
語
』
書
入

―
花
宴
巻
を
中
心
に
し
て

―



95教養教育研究院論叢　第 ₁ 巻第 ₁ 号

一
二

釈
か
ら
の
引
用
の
他
、
幽
斎
独
自
の
注
、
三
条
西
実
隆
・
宗
祇
・
紹
巴
・

兼
載
・
兼
如
ら
の
説
も
見
ら
れ
る
。

⑥　
  

幽
斎
の
書
き
入
れ
に
は
、
幽
斎
が
連
歌
師
か
ら
の
源
氏
物
語
講
釈
に
よ
っ

て
そ
の
解
釈
を
学
ん
だ
極
め
て
初
期
の
段
階
の
も
の
と
、
天
正
期
に
九
条

稙
通
か
ら
伝
授
を
受
け
る
と
同
時
に
、
三
条
西
家
か
ら
借
り
出
し
て
そ
の

収
集
に
努
め
、
古
注
集
成
の
志
を
抱
い
た
幽
斎
の
源
氏
学
の
中
核
を
な
す

も
の
が
反
映
さ
れ
、
幽
斎
の
生
涯
を
通
じ
て
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。

⑦　

  

彼
の
源
氏
学
は
、
や
が
て
慶
長
三
年
（
1
5
9
8
）
成
立
の
中
院
通
勝
の

『
岷
江
入
楚
』
に
引
き
継
が
れ
て
完
成
す
る
。

⑧　

  『
岷
江
入
楚
』
が
公
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
書
『
幽
斎
源
氏
物

語
聞
書
』
は
そ
の
礎
を
築
い
た
幽
斎
の
私
的
な
源
氏
物
語
研
究
の
変
遷
を

今
に
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。

二
　『
岷
江
入
楚
』
と
『
書
入
』

俊
成
が
六
百
番
歌
合
の
判
詞
で「
花
宴
の
巻
は
こ
と
に
え
ん
な
る
物
な
り
」と
記

し
た
」
こ
と
に
よ
り
、
源
氏
物
語
の
古
注
に
お
い
て
は
、
花
宴
巻
の
ど
こ
が
「
え

ん
」
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
記
述
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
中
世
歌
学

を
継
承
し
た
三
条
西
家
の
注
釈
書
を
集
成
し
た
『
岷
江
入
楚
』
に
お
い
て
は
、
俊

成
判
詞
を
念
頭
に
置
い
た
注
釈
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
俊
成
判
詞
』を
念
頭
に

置
い
た
こ
れ
ら
の
注
釈
は
、「
箋
」「
秘
」
と
い
っ
た
公
条
・
実
枝
の
注
と
し
て
継

承
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
花
宴
巻
に
つ
い
て
は
、「
歌
よ
み
と
源
氏
物
語
」に
お
い

て
検
討
を
加
え
た
。

（
3
）

ま
ず
『
六
百
番
歌
合
の
判
詞
』（
以
下
、『
俊
成
判
詞
』
と
略
す
）  

引
用
は
新
編

国
歌
大
観
に
よ
り
、
私
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
を
付
す
。

（
冬
上
）
十
三
番　

枯
野　

左
勝 

女
房

五
〇
五
見
し
あ
き
を
な
に
に
の
こ
さ
む
く
さ
の
は
ら
ひ
と
へ
に
か
は
る
野
辺

の
気
色
に

　
　
　
　

右 

隆
信

五
〇
六
し
も
が
れ
の
野
べ
の
あ
は
れ
を
見
ぬ
人
や
秋
の
色
に
は
こ
こ
ろ
と
め

け
む

右
方
申
云
、
く
さ
の
は
ら
き
き
よ
か
ら
ず
、
左
方
申
云
、
右
歌
ふ
る
め
か
し

判
云
、
左
、
Ａ
な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、
え
ん
に
こ
そ
侍

る
め
れ
、
右
方
人
草
の
原
難
申
之
条
、
尤
う
た
た
あ
る
事
に
や
、
Ｂ
紫
式
部

歌
よ
み
の
程
よ
り
も
物
か
く
筆
は
殊
勝
な
り
、
Ｃ
そ
の
う
へ
花
宴
の
巻
は
こ

と
に
え
ん
な
る
物
な
り
Ｄ
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
、
右
、
心

詞
あ
し
く
は
見
え
ざ
る
に
や
、
但
、
常
の
体
な
る
べ
し
、
左
歌
宜
し
、
勝
と

申
す
べ
し

『
岷
江
入
楚
』（『
岷
江
入
楚
』の
引
用
は
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
に
よ
り
、
源
氏

物
語
古
注
集
成
の
番
号
で
項
目
を
示
す
。
論
述
の
都
合
上
、
引
用
箇
所
に
私
に
番

号
を
付
し
、
古
注
集
成
の
番
号
を
（
）
内
に
記
し
た
）
は
、 

Ａ
「
草
の
原
」
に
つ

い
て
は（
₇₂
）「
う
き
身
よ
に
や
か
て
消
な
は
た
つ
ね
て
も
草
の
は
ら
を
は
と
は
し

と
や
お
も
ふ
」
の
注
で
「
弄
」「
秘
」「
箋
曰
」「
河
」、（
１８５
）「
心
い
る
か
た
な
ら

ま
せ
は
弓
は
り
の
月
な
き
空
に
ま
よ
は
ま
し
や
は
」
の
注
で
「
河
」「
花
」「
秘
」
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「
聞
書
」「
箋
曰
」、
と
肩
付
に
記
す
注
を
付
す
。「
弄
」「
河
」「
花
」「
秘
」「
聞
書
」

「
箋
曰
」
は
そ
れ
ぞ
れ
『
弄
花
抄
』『
河
海
抄
』『
花
鳥
余
情
』
三
条
西
公
条
説
、
紹

巴
説
、
三
条
西
実
枝
説
を
示
す
か
ら
、
諸
注
を
参
照
し
て『
俊
成
判
詞
』に
記
さ
れ

た
意
図
を
探
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｂ
「
紫
式
部
歌
よ
み
の
程
よ
り
も
物
か

く
筆
は
殊
勝
な
り
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
、（
１４９
）「
外
の
散
り
な
む
と
や
を
し
へ

ら
れ
た
り
け
ん
」
の
注
で
「
花
」「
箋
曰
」「
已
上
花
」「
已
上
箋
」「
秘
」「
花
鳥
に

み
え
た
り
」「
弄
同
」、（
6
）「
日
い
と
よ
く
は
れ
て
」
の
注
で
「
箋
曰
」「
秘
同
」

「
私
云
」
と
す
る
注
を
付
す
。
Ｃ
「
花
宴
の
巻
は
こ
と
に
え
ん
な
る
物
な
り
」・
Ｄ

「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
に
つ
い
て
は
（
１１６
）「
よ
に
し
ら
ぬ
心

ち
こ
そ
す
れ
有
明
の
月
の
行
衛
を
空
に
ま
か
へ
て
」（
１８７
）「
こ
と
う
れ
し
き
物
か

ら
」
で
考
証
し
て
い
る
。『
俊
成
判
詞
』
を
念
頭
に
置
い
て
、
歌
人
・
歌
学
者
と
し

て
『
源
氏
物
語
』
を
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
書
入
』
花
宴
巻
は
、『
岷
江
入
楚
』
の
（
₇₂
）（
１４９
）（
１８５
）

（
１８７
）
に
注
を
付
す
。
次
に
、
こ
の
四
カ
所
に
つ
い
て
、
両
者
を
比
較
し
て
み
よ

う
。『
岷
江
入
楚
』
の
通
し
番
号
、
見
出
し
で
項
目
・
注
釈
内
容
を
あ
げ
、
次
の
行

に
『
書
入
』
の
番
号
と
注
記
を
付
す
。

1
（
₇₂
）　  

う
き
身
よ
に
や
か
て
消
な
は
た
つ
ね
て
も
草
の
は
ら
を

は
と
は
し
と
や
お
も
ふ

○
『
岷
江
入
楚
』

弄　

此
ま
ゝ
は
か
な
く
消
な
は
草
の
原
ま
て
も
尋
給
へ
き
事
な
る
に
名
の
り

し
給
へ
と
あ
る
は
な
の
ら
す
は
た
つ
ね
給
ま
し
き
に
や
と
か
こ
ち
た
る
哥
也　

秘
同

箋
曰
し
き
り
に
名
を
尋
ら
る
ゝ
に
て
志
の
ふ
か
ゝ
ら
ぬ
は
し
ら
れ
た
る
也　

其
ゆ
へ
は
真
実
の
志
な
ら
は
な
き
跡
ま
て
も
尋
ら
る
へ
き
也　

今
に
か
き
る

へ
き
こ
と
か
は
と
也　

名
答
の
作
者
也　

な
の
ら
す
は
尋
給
ま
し
き
か
と
恨

た
る
也
河　

弄
秘
箋
大
略
同
し
義
也

○
『
書
入
』
₂₇
「
う
き
身
世
に
」

哥
ノ
心
ハ
サ
テ
ハ
名
ノ
ラ
ス
ト
ハ
ト
ハ
シ
ト
ス
ル
カ
ナ
ノ
ラ
ス
ト
モ
深
切
ノ

志
ア
ラ
ハ
ト
ヒ
給
ハ
ン
ト
云
心
也

俊
成
が「
な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、
え
ん
に
こ
そ
侍
る
め
れ
」

と
記
し
て
「
右
方
」
を
批
判
し
た
「
く
さ
の
は
ら
」
の
語
を
含
む
和
歌
の
注
で
あ

る
。
こ
の
和
歌
、
及
び
和
歌
に
続
く
「
と
言
ふ
さ
ま
、
艶
に
な
ま
め
き
た
り
」
に

つ
い
て
、
新
日
本
古
典
文
学
全
集
は
、「
源
氏
が
執
拗
に
名
を
問
う
の
に
応
じ
た
歌

だ
が
、
贈
答
歌
と
し
て
は
、
異
例
に
も
女
の
方
か
ら
詠
み
か
け
た
贈
歌
。
男
に
心

を
傾
け
て
し
ま
っ
た
女
の
、
相
手
の
情
愛
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
表
現
」と
記
す
。

そ
れ
に
対
し
て
『
岷
江
入
楚
』
は
「
し
き
り
に
名
を
尋
」
ね
る
こ
と
か
ら
「
志
」
が

「
ふ
か
ゝ
ら
ぬ
」
こ
と
が
「
し
ら
れ
た
る
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
「
真
実
の
志
な

ら
は
な
き
跡
ま
て
も
尋
ら
る
へ
き
」
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
名
を
尋

ね
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
切
返
し
た
こ
の
和
歌
を
「
名
答
の
作
者
也
」
と
記
し
て

い
る
。『
書
入
』
も
「
ナ
ノ
ラ
ス
ト
モ
深
切
ノ
志
ア
ラ
ハ
ト
ヒ
給
ハ
ン
ト
云
心
也
」

と
、「
深
切
ノ
志
」
が
あ
れ
ば
、
名
乗
ら
な
く
て
も
「
ト
ヒ
給
ハ
ン
」
と
、『
岷
江
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入
楚
』
と
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
。

2
（
１４９
）
外
の
散
り
な
む
と
や
を
し
へ
ら
れ
た
り
け
ん

○
『
岷
江
入
楚
』

花　

古
今
哥
に
外
の
散
り
な
ん
後
そ
さ
か
ま
し
と
よ
め
る
は
花
に
い
ひ
を
し

へ
た
る
心
な
れ
は
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け

る
也　

定
家
卿
の
哥
は
お
ほ
く
は
此
物
語
よ
り
出
た
り
と
み
え
侍
り　

い
こ

ま
山
い
さ
む
る
花
に
み
る
雲
の
う
き
て
思
ひ
の
た
ゆ
る
日
も
な
し　

と
よ
め

る
は
本
哥
の
雲
な
か
く
し
そ
と
い
へ
る
は
雲
を
い
さ
め
た
る
心
な
れ
は
や
か

て
心
を
と
り
て
い
さ
む
る
花
と
よ
み
侍
る
也　

こ
ゝ
の
詞
に
相
似
た
る
や
う

な
れ
は
よ
り
も
つ
か
ぬ
事
な
れ
と
筆
の
次
に
申
侍
る
也　

大
か
た
源
氏
な
と

を
一
見
す
る
は
哥
な
と
に
よ
ま
む
為
也　

よ
ま
む
に
と
り
て
は
本
哥
本
説
を

用
へ
き
や
う
を
し
ら
す
し
て
は
い
か
ゝ
と
思
ひ
給
へ
侍
れ
は
い
と
き
な
き
人

の
為
に
し
る
し
つ
け
侍
る
也

箋
曰　

み
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
は
な
外
の
散
り
な
む
後
そ
さ
か
ま
し　

後

そ
さ
か
ま
し
と
い
ふ
は
花
に
い
ひ
教
た
る
と
云
義
に
て
を
さ
へ
て
書
也　

定

家
卿
い
駒
山
い
さ
む
る
峯
に
ー
ー
雲
な
か
く
し
そ
と
云
は
い
さ
め
た
る
心
な

れ
は
如
此
用
る
也　

此
哥
の
取
や
う
外
の
ち
り
な
ん
の
引
哥
を
手
本
と
取
や

う
也　

已
上
花　

已
上
箋

秘
面
白
き
書
様
也　

古
今
の
本
哥
に
後
そ
さ
か
ま
し
と
を
し
へ
た
る
を
も
て

書
た
る
詞
也　

花
鳥
に
み
え
た
り　

弄
同

私
云　

此
取
や
う
尤
絶
｛
妙
の
事
と
そ　

心
を
付
へ
し
｝（
異
同
有
り
）

○
『
書
入
』
₅₃
「
ほ
か
の
ち
り
な
む
と
や
」

本
哥
見
ル
人
モ
ナ
キ
山
里
ノ
桜
花
ホ
カ
ノ
散
ナ
ン
後
ソ
サ
カ
マ
シ
伊
勢
カ
哥

也
定
家
ノ
哥
伊
駒
山
イ
サ
ム
ル
嶺
ニ
ヰ
ル
雲
ノ
ウ
キ
テ
思
ヒ
ノ
キ
ユ
ル
日
モ

ナ
シ　

此
詞
ヲ
惣
体
ニ
シ
テ
ヨ
メ
ル
ト
イ
ヘ
リ

こ
の
「
外
の
散
り
な
む
と
や
を
し
へ
ら
れ
た
り
け
ん
」
と
い
う
表
現
は
、『
古
今

和
歌
集
』
の
「
見
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
花
ほ
か
の
散
り
な
む
の
ち
ぞ
咲
か
ま
し
」

を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
古
今
集
』
の
和
歌
に
は
「
を
し
へ
」
と
い
う

言
葉
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
本
歌
と
す
る
和
歌
の
言
葉
に
は
な
い
言
葉
を
、
和

歌
の
意
味
を
用
い
て
詠
む
こ
と
の
例
と
し
て
定
家
の
「
い
こ
ま
山
い
さ
む
る
み
ね

に
ゐ
る
雲
の
う
き
て
思
ひ
は
き
ゆ
る
日
も
な
し
」（
拾
遺
愚
草
2
0
4
6
）
を
あ

げ
る
。
そ
し
て
、
定
家
の
和
歌
の
多
く
は
「
此
物
語
」
す
な
わ
ち
源
氏
物
語
「
よ

り
」
出
た
と
い
う
。
源
氏
物
語
な
ど
を
一
見
す
る
の
は
歌
な
ど
に
詠
む
た
め
で
有

り
、
詠
む
た
め
に
は
本
歌
本
説
の
用
い
方
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
書

き
付
け
た
と
花
鳥
余
情
は
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
様
な
歌
の
取
り
方
は
、「
外

の
ち
り
な
ん
」
と
記
し
た
こ
の
源
氏
物
語
の
本
文
を
「
手
本
」
と
し
て
い
る
と
、

「
花
」「
箋
」
が
記
し
て
い
る
と
『
岷
江
入
楚
』
は
記
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
書
入
』
は
、
も
と
に
な
っ
た
和
歌
を
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、

本
歌
の
取
り
方
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。『
岷
江
入
楚
』
が
引
用
す
る
『
花
鳥
余

情
』
以
降
の
注
釈
書
が
和
歌
の
詠
み
方
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

『
書
入
』
に
は
そ
う
し
た
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。『
書
入
』
の
「
内
容
説
明
」
に
は
、

「
③　

中
院
通
勝
が
室
町
末
期
に
ま
と
め
た
源
氏
物
語
最
大
の
注
釈
書
『
岷
江
入

楚
』
の
礎
を
築
い
た
、
幽
斎
の
源
氏
物
語
研
究
の
変
遷
を
今
に
伝
え
る
」
と
あ
る
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一
五

が
、
こ
の
項
を
比
較
す
る
限
り
、『
書
入
』
が
「『
岷
江
入
楚
』
の
礎
を
築
い
た
」

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

3
（
１８５
）
心
い
る
か
た
な
ら
ま
せ
は
弓
は
り
の
月
な
き
空
に
ま
よ

は
ま
し
や
は

○
『
岷
江
入
楚
』

河
・
・（
略
）

花　

比
は
や
よ
ひ
の
廿
日
あ
ま
り
な
れ
は
や
う
／
＼
弓
は
り
の
月
に
な
る
比

也　

ま
よ
ふ
と
い
ふ
は
心
に
い
ら
ぬ
故
に
こ
そ
あ
れ
と
源
の
哥
の
中
の
五
文

字
に
か
ゝ
り
た
る
返
哥
也　

弄
同

秘　

ふ
か
く
心
に
入
た
る
事
な
ら
は
た
つ
ね
ま
と
は
さ
ら
ま
し
と
也　

前
の

哥
の
ま
と
ふ
月
と
い
ふ
に
か
ゝ
り
た
る
返
哥
也　

朧
は
天
性
哥
よ
み
也　

弄

同聞
書　

此
中
の
五
文
字
に
か
ゝ
り
た
る
と
か
め
や
う
前
の
草
の
原
も
同
し
様

也　

面
白
也

箋
曰　

真
実
心
に
い
る
事
な
ら
は
た
と
る
義
は
有
ま
し
き
也　

源
の
ま
と
ふ

哉
と
あ
る
を
と
か
め
て
ま
と
ふ
と
ア
ル
ハ
う
は
の
空
な
る
心
か
ら
と
也　

比

は
廿
日
あ
ま
り
下
弦
の
月
也

○
『
書
入
』
₇₆
「
心
入
カ
タ
ナ
ラ
マ
セ
ハ
」

真
実
ニ
ヲ
モ
ヒ
入
ナ
ハ
マ
ト
ハ
シ
ト
也　

源
氏
ニ
ナ
ヒ
キ
タ
ル
哥
也

『
岷
江
入
楚
』
は
、
１８５
の
和
歌
も
、「
草
の
原
」
の
和
歌
と
同
様
に
、
こ
う
し
た

源
氏
の
「
志
」
に
対
す
る
不
審
を
切
返
し
た
和
歌
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
そ
し
て

「
朧
は
天
性
哥
よ
み
也
」
と
朧
月
夜
の
和
歌
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。『
書
入
』
は

「
真
実
ニ
ヲ
モ
ヒ
入
ナ
ハ
マ
ト
ハ
シ
ト
也
」
と
す
る
前
半
部
分
は
『
岷
江
入
楚
』
と

同
様
で
あ
る
が
、「
源
氏
ニ
ナ
ヒ
キ
タ
ル
哥
也
」
と
す
る
後
半
部
分
は
『
岷
江
入

楚
』
お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
注
釈
書
と
は
逆
の
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。

4
（
１８７
）
こ
と
う
れ
し
き
物
か
ら

○
『
岷
江
入
楚
』

花　

草
の
原
を
は
と
は
し
と
や
思
ふ
と
い
ひ
し
其
人
の
声
と
は
聞
き
な
せ
り　

う
れ
し
き
も
の
か
ら
の
結
語
お
も
し
ろ
く
書
な
せ
り　

か
つ
／
＼
う
れ
し
く

は
あ
れ
と
も
い
ま
た
六
の
君
と
は
た
し
か
に
し
ら
ぬ
心
を
ふ
く
ま
せ
た
り

箋
曰　

花
に
草
の
原
の
君
そ
と
凡
は
聞
な
し
た
れ
と
も
六
君
に
や
又
も
し
別

人
に
や
た
し
か
に
知
給
は
ぬ
心
云
　々

花
説
さ
も
有
ぬ
へ
し　

此
結
語
誠
に

物
語
の
眼
也　

源
氏
の
心
に
あ
く
か
れ
て
有
明
の
行
衛
を
尋
知
た
き
心
な
れ

は
此
時
其
人
と
た
し
か
に
知
ぬ
る
は
本
意
の
う
へ
の
本
望
也　

さ
れ
と
も
女

の
身
に
て
人
に
こ
そ
よ
れ
か
ろ
／
＼
し
き
事
や
と
心
に
浅
く
思
給
よ
し
也　

源
氏
の
性
万
事
に
お
い
て
か
く
の
こ
と
し　

眼
を
付
へ
し

秘　

花
鳥
説
面
白
し　

但
師
説
此
結
語
は
返
哥
を
し
給
事
は
う
れ
し
く
は
あ

れ
と
も
女
の
身
に
と
り
て
は
ち
と
か
ろ
／
＼
し
と
お
ほ
し
た
る
也　

是
源
氏

の
姓
也　

い
つ
く
に
も
此
心
あ
り

弄
尋
あ
ひ
た
る
は
う
れ
し
け
れ
と
も
女
の
返
事
す
へ
き
事
の
さ
ま
は
然
へ
か
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一
六

ら
す
と
思
ひ
給
心
あ
れ
は
物
か
ら
と
い
ひ
の
こ
し
た
り　

是
又
源
の
性
也　

花
鳥
の
説
も
其
故
あ
る
に
や　

五
六
の
間
未
分
明
云
　々

此
外
心
あ
り　

い

つ
れ
も
面
白
歟　

此
時
の
さ
ま
う
れ
し
け
れ
と
も
猶
あ
ち
き
な
く
物
思
ひ
な

る
へ
き
心
を
こ
め
て
物
か
ら
と
い
へ
る
に
や
云
　々

感
あ
る
に
や

聞
書
に
は
う
れ
し
き
物
か
ら
か
ろ
／
＼
し
き
と
也

箋
聞
に
は
五
六
君
未
分
明
事
云
々

さ
て
箋
聞
に
も
青
表
紙
の
義
退
而
思
ふ
時
は
か
ろ
／
＼
し
き
か
難
な
る
と
也　

師
説
云
々

私
云　

う
れ
し
き
物
は
か
ろ
／
＼
し
き
か
正
説
也　

花
に
五
六
分
明
な
ら
ぬ

と
弄
ノ
義
ニ
い
よ
／
＼
物
思
ひ
の
ま
す
と
云
は
異
説
也　

然
と
も
い
つ
れ
も

面
白
し
と
心
得
へ
し

箋
秘
凡
源
氏
物
語
の
中
に
も
此
巻
す
く
れ
た
る
と
也　

六
百
番
判
に
も
紫
式

部
は
哥
よ
み
の
程
よ
り
も
物
か
く
筆
は
殊
勝
の
上
花
の
艶
の
巻
は
こ
と
に
艶

な
る
物
也
云
々

○
『
書
入
』
₇₇
「
い
と
う
れ
し
き
物
か
ら
」

カ
ヤ
ウ
ノ
書
サ
マ
此
物
語
ニ
ヲ
オ
シ
ソ
ノ
人
ノ
声
ト
ハ
聞
タ
レ
ト
モ
タ
シ
カ

ニ
シ
ラ
ネ
ハ
ウ
レ
シ
キ
物
カ
ラ
カ
ナ
シ
キ
ト
也　

宗
祇
ノ
説
ニ
ハ
カ
ヤ
ウ
ニ

哥
ナ
ト
ヨ
ミ
カ
ハ
シ
ソ
ノ
人
ト
シ
ル
ハ
ウ
レ
シ
キ
也
サ
レ
ト
カ
ク
哥
ナ
ト
ヨ

ミ
カ
ハ
シ
ソ
ノ
人
ト
シ
ル
ハ
ウ
レ
シ
キ
也
サ
レ
ト
カ
ク
哥
ナ
ト
ヨ
ミ
カ
ハ
ス

ヘ
キ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ス
心
ア
サ
ク
ヲ
シ
メ
ス
也
藤
ツ
ホ
葵
上
ナ
ト
ニ
殊
外
心
ノ

カ
ハ
リ
タ
ル
事
（
古
の
下
に
又
）
也
好
む
不
捨
其
悪
悪
不
捨
其
善
ノ
心
也

「
草
の
原
」
は
、「
死
後
の
魂
の
あ
り
か
」（
全
集
注
）
と
い
う
意
味
か
ら
離
れ

て
、
源
氏
の
言
葉
を
と
ら
え
て
切
返
し
た
「
草
の
原
」
を
含
む
和
歌
を
指
す
言
葉

に
な
っ
た
。
そ
し
て
１８７
の
注
で
は
花
鳥
余
情
の
「
草
の
原
を
は
と
は
し
と
や
思
ふ

と
い
ひ
し
其
人
」
と
い
う
表
現
を
引
用
し
て
い
る
。『
岷
江
入
楚
』
は
『
花
鳥
余

情
』
な
ど
を
引
用
し
て
『
俊
成
判
詞
』
の
意
味
を
考
察
し
て
い
る
が
、『
書
入
』
は

『
俊
成
判
詞
』
と
は
無
縁
で
あ
る
が
、「
宗
祇
」
の
名
前
を
出
し
て
い
る
。「
宗
祇
ノ

説
」
は
、
誰
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
誰
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
　『
書
入
』
の
【
内
容
説
明
】
の
再
検
討

こ
れ
ら
の
比
較
を
も
と
に
し
て
『
書
入
』
の
【
内
容
説
明
】
で
記
さ
れ
た
内
容

を
、
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

①　

伝
授
さ
れ
た
源
氏
物
語
の
奥
義
と
古
注
釈
の
享
受
過
程
を
今
に
伝
え
る
！

『
書
入
』
に
記
さ
れ
た
内
容
は
出
典
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、

出
典
を
肩
付
に
明
示
し
た
『
岷
江
入
楚
』
と
異
な
り
、「
古
注
釈
の
享
受
過
程
」
を

知
る
事
は
で
き
な
い
。
ま
た
、「
伝
授
さ
れ
た
源
氏
物
語
の
」道
統
が
不
明
で
あ
る

た
め
、
そ
の
「
奧
義
」
の
位
置
付
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

【
内
容
説
明
】

②　

幽
斎
の
多
数
の
著
作
の
う
ち
『
源
氏
物
語
』
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
注
釈
部
分

を
翻
刻
し
公
刊
！
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一
七

『
書
入
』
に
翻
刻
さ
れ
た
内
容
は
、「
幽
斎
の
多
数
の
著
作
の
う
ち
『
源
氏
物
語
』

に
書
き
入
れ
ら
れ
た
注
釈
部
分
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
幽
斎
が
著
作
と
し

て
書
き
入
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
「
聞
書
」
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
書
物
の

題
名
の
よ
う
に
「
聞
書
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
講
釈
し
た
人
物
と
講
釈
を
聴
い

た
人
物
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
両
者
と
幽
斎
と
は
ど
の
様
な
関
係
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

③　

 

中
院
通
勝
が
室
町
末
期
に
ま
と
め
た
源
氏
物
語
最
大
の
注
釈
書『
岷
江
入
楚
』

の
礎
を
築
い
た
、
幽
斎
の
源
氏
物
語
研
究
の
変
遷
を
今
に
伝
え
る
！

花
宴
巻
の
『
俊
成
判
詞
』
に
関
る
部
分
を
比
較
す
る
限
り
、『
書
入
』
と
『
岷
江

入
楚
』
の
注
釈
内
容
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。『
書
入
』
の
内
容
が
『
岷
江
入

楚
』
作
成
に
活
か
さ
れ
た
と
は
想
定
で
き
な
い
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
再
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

④　

略

⑤　
『
紫
明
抄
』『
河
海
抄
』『
和
秘
抄
』『
花
鳥
余
情
』『
弄
花
抄
』な
ど
の
古
注
釈

か
ら
の
引
用
の
他
、
幽
斎
独
自
の
注
、
三
条
西
実
隆
・
宗
祇
・
紹
巴
・
兼
載
・
兼

如
ら
の
説
も
見
ら
れ
る
。

引
用
し
た
書
物
の
略
称
を
肩
付
に
記
し
た
『
岷
江
入
楚
』
と
異
な
り
、『
書
入
』

は
必
ず
し
も
引
用
書
目
を
記
し
て
は
い
な
い
。「
幽
斎
独
自
の
注
」
で
あ
る
こ
と

を
、
ど
の
様
に
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑥　

幽
斎
の
書
き
入
れ
に
は
、
幽
斎
が
連
歌
師
か
ら
の
源
氏
物
語
講
釈
に
よ
っ
て

そ
の
解
釈
を
学
ん
だ
極
め
て
初
期
の
段
階
の
も
の
と
、
天
正
期
に
九
条
稙
通
か
ら

伝
授
を
受
け
る
と
同
時
に
、
三
条
西
家
か
ら
借
り
出
し
て
そ
の
収
集
に
努
め
、
古

注
集
成
の
志
を
抱
い
た
幽
斎
の
源
氏
学
の
中
核
を
な
す
も
の
が
反
映
さ
れ
、
幽
斎

の
生
涯
を
通
じ
て
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。

徳
岡
氏
が
連
歌
師
の
注
を
継
承
し
た
と
す
る
根
拠
は
、『
岷
江
入
楚
』
真
木
柱

巻
「
な
か
め
す
る
う
た
か
た
」
の
「
聞
」
と
す
る
注
に
「
し
ば
し
」
と
あ
る
の
を

紹
巴
の
独
自
注
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
る
。『
書
入
』
の
「
聞
書
」
と
す
る
注

に
「
シ
バ
シ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
『
書
入
』
の
「
聞
書
」
と
す
る
注
は
紹
巴
の
注

で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
『
岷
江
入
楚
』
の
注
に
は
「
聞
」「
し
は
し
也
」

と
す
る
他
、「
私
云
」
と
し
て
「
し
は
し
と
い
ふ
心
」
と
注
を
付
す
。
ま
た
、
そ

れ
以
外
に
も
「
暫
時
」
と
す
る
注
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
注
は
、
読
み
方
を
示

す
注
で
は
な
く
。
解
釈
を
示
す
注
で
あ
る
か
ら
「
暫
時
」
と
「
し
ば
し
」
と
を
別

な
注
と
し
て
扱
う
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
．
さ
ら
に
『
永
禄
奥
書
源
氏
物
語
紹
巴

抄
』
に
「
う
た
か
た
し
は
し
也
（
略
）
暫
時
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
暫
時
」
と

「
し
ば
し
」
と
を
別
な
注
と
し
て
、「
し
ば
し
」
の
み
を
紹
巴
の
独
自
注
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
徳
岡
氏
は
『
長
珊
聞
書
』
の
同
項
に
「
暫
時
」「
し
ば
し
」
と
左

右
に
注
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
左
右
の
注
に
は
時
間
差
が
あ
る
と
さ
れ

た
。
そ
し
て
、「
し
ば
し
」
と
す
る
左
側
の
注
記
を
「
後
人
、
紹
巴
の
弟
子
で
あ
っ

た
兼
如
あ
た
り
の
所
作
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
」
と
推
定
さ
れ
た
が
従

（
₄
）
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え
な
い
。
幽
斎
の
源
氏
物
語
享
受
に
つ
い
て
、「
連
歌
師
か
ら
の
源
氏
物
語
講
釈
に

よ
っ
て
そ
の
解
釈
を
学
ん
だ
極
め
て
初
期
の
段
階
の
も
の
」「
天
正
期
に
九
条
稙
通

か
ら
伝
授
を
受
け
」
た
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
幽
斎

が
「
三
条
西
家
か
ら
借
り
出
し
て
そ
の
収
集
に
努
め
、
古
注
集
成
の
志
を
抱
い
た

幽
斎
の
源
氏
学
の
中
核
を
な
す
も
の
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
『
書
入
』
と
ど
の
様
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑦　

彼
の
源
氏
学
は
、
や
が
て
慶
長
三
年
（₁₅₉₈

）
成
立
の
中
院
通
勝
の
『
岷
江

入
楚
』
に
引
き
継
が
れ
て
完
成
す
る
。

『
岷
江
入
楚
』
を
見
る
限
り
、『
河
海
抄
』『
花
鳥
余
情
』
三
条
西
家
の
説
を
中
心

に
し
て
編
集
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。『
書
入
』
は
『
岷
江
入
楚
』
と
ど
の
様
な
関

係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
中
院
通
勝
に
よ
る
『
岷
江
入
楚
』
の
成
立
を
幽

斎
の
「
源
氏
学
」
の
「
完
成
」
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑧　
『
岷
江
入
楚
』
が
公
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
書
『
幽
斎
源
氏
物
語

聞
書
』
は
そ
の
礎
を
築
い
た
幽
斎
の
私
的
な
源
氏
物
語
研
究
の
変
遷
を
今
に
伝
え

る
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。

花
宴
巻
の
一
部
を
比
較
す
る
限
り
、『
書
入
』
が
『
岷
江
入
楚
』
の
「
礎
を
築
い

た
」
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、『
書
入
』
か
ら
「
幽
斎
の
私
的
な
源
氏
物
語
研
究
の

変
遷
を
」
知
る
事
は
、
到
底
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
書
入
』
の
【
内
容
説
明
】
に
は
首
肯
で
き
な
い
点
が
多
い
。
そ
の
内
容
に
つ
い

（
5
）

て
は
実
証
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）　
『
斎
／
幽
源
氏
物
語
聞
書
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
六
年
）

（
2
）　
「
伝
細
川
幽
斎
筆
『
源
氏
物
語
』
の
書
入
れ
に
つ
い
て
」（
上
智
大
学
国
文
学
論
集

₃₁
、
一
九
九
八
年
）「『
岷
江
入
楚
』
所
引
「
聞
」「
聞
書
」
に
つ
い
て
」（
同
右
₃₃
、

二
〇
〇
〇
年
）、「
細
川
幽
斎
は
い
か
に
源
氏
物
語
を
読
ん
だ
か
」（『
細
川
幽
斎
』〈
二

〇
一
〇
年　

笠
間
書
院
刊
〉
所
収
）

（
3
）　
『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
』（
二
〇
一
六
年
三
月
）

（
4
）　

引
用
は
広
島
平
安
文
学
研
究
会
編
「
平
安
文
学
資
料
稿
」
に
よ
る
。

（
5
）　

小
髙
「
岷
江
入
楚
の
「
聞
」「
聞
書
」」・「『
幽
斎　

源
氏
物
語
聞
書
』
の
書
入
れ

に
つ
い
て
」（『
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢
』
二
〇
一
四
年
十
一
月
）
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