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四
八

は
じ
め
に

自
著
十
帖
源
氏
の
評
判
が
高
く
な
る
と
共
に
こ
れ
を
真
の
源
氏
物
語
と
思
い
込
む

と
い
う
著
者
の
意
図
せ
ざ
る
事
態
に
発
展
す
る
こ
と
を
懸
念
し
、
日
な
ら
ず
し
て
改

め
て
作
り
直
し
、
こ
れ
こ
そ
婦
女
子
の
た
め
の
源
氏
物
語
よ
と
喧
伝
す
る
お
さ
な
源

氏
の
自
序
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

此
名
た
か
き
物
語
の
す
た
ら
を
か
た
の
こ
と
く
つ
ゝ
め
て
書
つ
ゝ
代
々
の
哥
人

さ
え
大
事
と
つ
た
へ
を
か
れ
た
る
ま
き

く
を
う
は
の
そ
ら
に
見
わ
く
へ
き
な

ら
ね
ば
か
す

く
の
う
そ
に
か
た
こ
と
を
と
り
ま
し
へ
て
お
さ
な
源
氏
と
名
付

た
りq

五
十
四
帖
の
源
氏
物
語
の
実
体
を
よ
く
知
ら
ぬ
者
に
は
真
の
源
氏
物
語
と
思
わ
せ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
分
量
と
文
言
を
十
帖
源
氏
が
擁
し
て
い
た
の
で
は
と
推
測

し
、
原
作
に
は
遠
く
及
ば
ぬ
分
量
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
錯
覚
を
生
ぜ
し
め
る

に
至
っ
た
主
た
る
要
因
の
一
は
雅
な
語
句
の
綴
り
合
わ
せ
に
幻
惑
さ
れ
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
、
原
作
と
十
帖
源
氏
双
方
の
文
章
を
比
較
対
照
さ
せ

る
作
業
か
ら
、
そ
の
推
測
の
妥
当
性
を
検
証
し
て
お
こ
う
。
い
ま
、
桐
壺
巻
の
冒
頭

を
出
し
て
お
く
。
上
段
が
原
作
、
下
段
が
十
帖
源
氏
で
、
文
言
の
重
な
る
箇
所
に
傍

線
を
付
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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西
　
　
健
　
　
治

い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
、
更
衣
あ

ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
中
に
、
い
と

や
ん
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
す
ぐ

れ
て
と
き
め
き
給
ふ
有
け
り
。
は
じ
め

よ
り
我
は
と
思
ひ
上
が
り
た
ま
へ
る
御

方

ぐ
、
め
ざ
ま
し
き
物
に
お
と
し
め

そ
ね
み
給
ふ
。
同
じ
程
、
そ
れ
よ
り
げ

ら
う
の
更
衣
た
ち
は
ま
し
て
安
か
ら

ず
。
朝
夕
の
宮
仕
へ
に
つ
け
て
も
人
の

心
を
の
み
動
か
し
、
う
ら
み
を
負
ふ
積

り
に
や
あ
り
け
む
、
い
と
あ
づ
し
く
な

り
ゆ
き
物
心
ぼ
そ
げ
に
里
が
ち
な
る

を
、
い
よ

く
あ
か
ず
あ
は
れ
な
る
物

に
思
ほ
し
て
、
人
の
譏
り
を
も
え
憚
ら

せ
給
は
ず
、
世
の
た
め
し
に
も
成
ぬ
べ

き
御
も
て
な
し
な
り
。w

い
つ
れ
の
御
時
に
か
女
御
か
う
ゐ
あ
ま

た
さ
ふ
ら
ひ
給
け
る
中
に
い
と
や
ん
こ

と
な
き
ゝ
は
に
は
あ
ら
ぬ
か
す
く
れ
て

と
き
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
（
い
つ
れ
の

御
時
と
は
醍
醐
天
皇
を
さ
し
て
い
へ
り

時
め
き
給
ふ
と
は
き
り
つ
ほ
の
更
衣
の
事

也
）
梨
壺
照
陽
舎

桐
壺
淑
景
舎

藤

壺
飛
香
舎

梅
壺
凝
花
舎

雷
鳴
壺
襲
芳
舎

此
き
り
つ
ほ
に
す
み
給
ふ
か
う
ゐ
を

御
て
う
あ
ひ
あ
れ
は
き
り
つ
ほ
の
み
か

と
ゝ
も
申
也
あ
ま
た
の
女
御
か
う
ゐ
そ

ね
み
て
あ
さ
ゆ
ふ
の
御
み
や
つ
か
へ
に

つ
け
て
も
心
を
の
み
う
こ
か
し
う
ら
み

を
を
ふ
つ
も
り
に
や
あ
つ
し
く
成
ゆ
き

（
を
も
き
病
也
）
物
心
ほ
そ
け
に
里
か

ち
な
る
を
み
か
と
い
よ

く
あ
は
れ
に

お
ほ
し
て
人
の
そ
し
り
を
も
え
は
ゝ
か

ら
せ
給
は
すe



物
語
全
体
の
冒
頭
故
の
状
況
設
定
描
写
の
必
要
か
ら
く
る
文
章
の
重
な
り
は
当
然
の

こ
と
で
は
あ
り
、
ま
た
十
帖
源
氏
の
側
に
多
少
の
注
釈
的
言
辞
が
織
り
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
差
し
引
く
と
、
十
帖
源
氏
が
原

作
本
文
を
適
当
に
摘
み
出
し
て
い
る
こ
と
が
判
然
と
し
よ
う
。
十
帖
源
氏
の
依
拠
し

た
本
文
は
寛
永
頃
に
刊
行
さ
れ
た
無
跋
無
刊
記
本
と
言
わ
れ
て
い
るr

こ
と
か
ら
、
原

作
と
十
帖
源
氏
双
方
の
本
文
を
ざ
っ
と
対
照
す
る
作
業
の
過
程
で
、
立
圃
が
そ
の
無

跋
無
刊
記
の
版
本
を
傍
ら
に
置
き
つ
つ
、
こ
れ
は
と
思
う
原
文
を
摘
録
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
姿
を
憶
測
さ
せ
る
に
十
分
な
検
討
結
果
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
で
は
十
帖
源
氏
の
著
者
野
々
口
立
圃
は
単
な
る
摘
録
の
み
を
こ
と
と

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
松
永
貞
徳
門
下
の
重
鎮
と
し
て
正
統
な
源
氏
学
の
伝
授
を

受
け
た
者t

が
、
摘
録
で
こ
と
を
終
わ
ら
せ
る
わ
け
が
な
い
と
は
予
想
で
き
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
原
文
を
陰
画
と
し
て
具
体
的
に
い
か
な
る
所
に
い
か
な
る
手
法
が
は
め
込

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
は
源
氏
物
語
享
受
の
相
を
具

体
的
に
把
握
す
る
た
め
に
必
須
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

一
　
摘
録
の
方
法

清
水
婦
久
子
氏
は
「『
十
帖
源
氏
』『
お
さ
な
源
氏
』
の
本
文
―
歌
書
と
し
て
の
版

本
―
」
と
題
す
る
最
近
の
論
考y

の
中
で
、
十
帖
源
氏
の
本
文
の
特
徴
を
「
要
約
の
方

法
」
と
い
う
章
を
設
け
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

q

本
文
の
改
変
を
極
力
避
け
、
複
雑
な
部
分
を
削
る
こ
と
に
よ
っ
て
縮
小
化
を
図

っ
て
い
る
。

w

物
語
を
複
雑
に
し
て
い
る
心
情
描
写
な
ど
を
省
く
こ
と
で
ス
ト
ー
リ
ィ
が
自
然

に
流
れ
る
よ
う
に
し
、
わ
か
り
や
す
い
文
章
に
し
て
い
る
。

e

本
文
の
特
徴
は
挿
絵
画
面
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。

r

和
歌
に
関
わ
ら
な
い
所
を
集
中
的
に
削
除
し
、
和
歌
を
残
し
つ
つ
全
体
の
五
分

の
一
に
縮
小
し
て
い
る
。

さ
き
に
示
し
た
十
帖
源
氏
の
摘
録
の
姿
勢
こ
そ
は
清
水
氏
の
指
摘
さ
れ
る
q
w
に
重

な
る
も
の
で
あ
る
が
、
子
細
に
み
れ
ば
、
例
え
ば
原
作
に
あ
る
修
飾
句
を
削
除
し
た

り
、
曖
昧
な
表
現
に
説
明
を
加
え
た
り
、
主
語
を
明
示
し
た
り
、
さ
ら
に
は
文
章
の

組
み
替
え
を
行
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
、

原
作
を
た
だ
単
純
に
抽
出
し
て
い
く
の
で
は
な
く
て
、
作
品
を
的
確
に
解
釈
し
た
う

え
で
の
摘
録
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

○
　
玉
か
つ
ら
を
源
の
御
む
す
め
と
お
ほ
し
て
君
た
ち
に
も
も
し
さ
や
う
の
名
の
り

す
る
人
あ
ら
は
み
ゝ
と
ゝ
め
よ
な
と
の
給
ふ
　
　
　
　
（
蛍
・
五
・
二
〇
オ
）u

内
大
臣
は
玉
鬘
の
評
判
を
聞
く
に
つ
け
て
も
、
ど
こ
か
に
素
晴
ら
し
い
自
分
の
娘
が

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
子
息
た
ち
に
語
る
場
面
。
原
作
に
は
「
玉
か
つ
ら
を
源

の
御
む
す
め
と
お
ほ
し
て
」
は
無
く
、
立
圃
が
付
加
し
た
注
釈
的
な
文
言
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
内
大
臣
の
焦
燥
の
根
拠
が
明
ら
か
に
な
り
、
読
解
の
便
宜
が
図
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
多
い
。
い
ま
十
帖
源
氏
・
巻
五
の
野
分
巻
を
例

と
し
て
目
に
つ
く
も
の
だ
け
を
示
す
な
ら
ば
、「【
中
将
は
】
い
ま
参
り
た
る
や
う
に

こ
は
づ
く
り
て
」（
二
六
オ
・
【
】
内
は
十
帖
源
氏
に
あ
っ
て
原
作
に
な
い
文
言
。
以
下
同

じ
）、「【
中
宮
の
お
ま
へ
に
は
】
わ
ら
は
へ
お
ろ
さ
せ
て
」（
二
六
ウ
）、「【
源
む
ら
さ

き
の
上
に
】
き
の
ふ
風
の
ま
ぎ
れ
に
」（
二
七
ウ
）、「【
明
石
の
上
は
】
さ
う
の
こ
と

を
ま
さ
ぐ
り
」（
同
）、「
風
に
を
ぢ
さ
せ
給
て
【
紫
の
御
か
た
に
お
は
し
ま
す
】
と

め
の
と
申
す
」（
二
九
オ
・
ウ
）、「
す
ゝ
り
こ
ひ
て
【
雲
井
の
雁
へ
の
御
文
か
ゝ
せ
給

ふ
】」（
二
九
ウ
）、「
御
物
か
た
り
の
つ
い
て
に
【
今
姫
君
（
近
江
）
の
事
】
き
こ
え

給
ふ
」（
同
）
な
ど
、
よ
り
わ
か
り
や
す
い
語
句
が
補
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
示
す
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こ
と
だ
け
で
も
十
帖
源
氏
の
本
文
の
性
格
の
一
端
は
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

○
　
少
弐
任
は
て
ゝ
の
ほ
り
な
ん
と
す
る
に
を
の
こ
子
三
人
あ
る
に
此
君
（
玉
）
を

京
に
ゐ
て
奉
り
て
さ
る
へ
き
人
に
も
し
ら
せ
奉
れ
と
い
ひ
て
姫
君
十
は
か
り
の

比
少
弐
は
う
せ
ぬ

（
玉
鬘
・
五
・
二
ウ
）

少
弐
が
困
窮
の
た
め
上
京
を
躊
躇
っ
て
い
る
う
ち
に
病
を
得
て
死
に
そ
う
に
な
り
、

玉
鬘
の
こ
と
を
不
安
に
思
っ
て
子
供
た
ち
に
遺
言
を
す
る
と
い
う
、
新
大
系
で
は
十
行

分
の
文
章
に
相
当
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
弐
の
不
安
と
遺
言
と
を
一
緒
に
し
て

語
順
を
変
え
簡
潔
明
瞭
な
一
文
と
し
て
い
る
。
同
じ
く
玉
鬘
巻
で
、
肥
後
の
大
夫
監
が

玉
鬘
に
求
婚
に
来
て
勝
手
に
四
月
二
十
日
頃
に
訪
問
す
る
と
決
め
る
場
面
、
原
作
に
は

大
夫
監
と
乳
母
と
の
贈
答
歌
を
巡
っ
て
の
や
り
と
り
、
乳
母
の
子
供
た
ち
の
監
へ
の
恐

れ
、
筑
紫
か
ら
の
脱
出
、
そ
し
て
そ
の
後
に
監
が
四
月
二
十
日
頃
と
日
を
選
ん
で
来
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
等
々
を
、新
大
系
で
は
約
二
頁
ほ
ど
の
分
量
で
記
し
て
い
る
の
を
、

十
帖
源
氏
で
は
両
者
の
贈
答
歌
の
あ
と
、「（
監
詞
）
都
の
人
と
て
も
何
は
か
り
か
あ
ら

ん
あ
な
づ
り
そ
四
月
廿
日
の
程
に
む
か
へ
に
こ
ん
と
い
ひ
て
か
へ
り
ぬ
ふ
ん
こ
の
介
と

兵
部
の
君
と
い
ふ
む
す
め
そ
ひ
て
よ
る
に
げ
て
舟
に
の
り
け
り
」（
四
オ
）
と
、
物
語

の
展
開
の
大
筋
の
み
を
原
作
の
叙
述
順
を
無
視
し
、
登
場
人
物
の
動
揺
す
る
内
面
描
写

を
す
べ
て
摘
録
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
う
え
で
簡
潔
に
縮
約
摘
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は

清
水
氏
が
指
摘
さ
れ
た
r
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
で
、
十
帖
源
氏
が
あ
え
て
摘
録
の
対

象
と
し
な
か
っ
た
場
面
が
い
か
な
る
箇
所
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
分
量
が
い
か
に

多
い
も
の
で
あ
る
の
か
を
も
実
証
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

二
　
巻
々
の
冒
頭
箇
所
へ
の
対
応
方
法
（
そ
の
一
）

物
語
が
連
綿
と
し
て
展
開
す
る
形
式
で
あ
る
以
上
、
い
わ
ば
重
要
な
導
入
箇
所
と

し
て
の
巻
の
冒
頭
表
現
に
は
、
読
者
を
即
座
に
捕
捉
す
る
効
果
が
期
待
さ
れ
る
性
格

が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
源
氏

物
語
の
各
巻
の
冒
頭
表
現
が
十
帖
源
氏
で
は
ど
の
よ
う
に
吸
収
さ
れ
置
換
さ
れ
て
い

る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
立
圃
の
創
作
意
図
を
窺
う
こ
と

は
十
分
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
先
に
引
用
し
た
桐
壺
巻
の
よ
う
に
原
作
と

全
く
の
同
文
を
冒
頭
に
置
く
巻
が
他
に
花
宴
、
明
石
の
計
三
巻
が
あ
る
が
、
他
は
何

ら
か
の
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
残
り
の
五
十
一
の
巻
々
が
ど
の
よ
う
な
形
式

に
改
変
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
大
別
で
き
よ
う
か
。

Ａ
　
基
本
的
に
は
原
作
の
冒
頭
表
現
に
ほ
ぼ
沿
っ
た
か
た
ち
を
と
る

（
一
七
）

紅
葉
賀
・
絵
合
・
松
風
・
薄
雲
・
朝
顔
・
玉
鬘
・
常
夏
・
梅
枝
・
柏
木
・
横

笛
・
鈴
虫
・
匂
宮
・
椎
本
・
早
蕨
・
浮
舟
・
手
習
・
夢
浮
橋

Ｂ
　
原
作
の
冒
頭
表
現
を
縮
約
、
摘
録
な
ど
何
ら
か
の
手
を
加
え
る

（
二
一
）

空
蝉
・
夕
顔
・
若
紫
・
末
摘
花
・
葵
・
榊
・
須
磨
・
澪
標
・
少
女
・
胡
蝶
・
野

分
・
行
幸
・
藤
袴
・
真
木
柱
・
若
菜
上
・
夕
霧
・
御
法
・
幻
・
総
角
・
宿
木
・

蜻
蛉

Ｃ
　
原
作
の
冒
頭
表
現
と
異
な
っ
て
大
幅
に
改
変
す
る

（
一
三
）

帚
木
・
花
散
里
・
蓬
生
・
関
屋
・
初
音
・
蛍
・
篝
火
・
藤
裏
葉
・
若
菜
下
・
紅

梅
・
竹
河
・
橋
姫
・
東
屋

Ａ
の
絵
合
巻
の
冒
頭
は
「
前
斎
宮
の
御
ま
い
り
の
事
、
中
宮
の
御
心
に
入
れ
て
も
よ
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を
し
き
こ
え
給
ふ
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
十
帖
源
氏
は
「
前
斎
宮
の
入
内
の
事
入

道
の
宮
（
藤
壺
中
宮
）
御
心
に
入
て
も
よ
ほ
し
聞
え
給
ふ
」（
三
・
四
二
オ
）
と
あ
っ

て
、「
御
ま
い
り
の
事
」
と
は
冷
泉
帝
の
女
御
と
し
て
の
入
内
を
意
味
す
る
も
の
で
、

十
帖
源
氏
が
「
入
内
の
事
」
と
す
る
の
は
ま
っ
た
く
正
し
く
、
ま
た
、「
入
道
の
宮
」

と
称
す
る
こ
と
も
、
新
大
系
の
脚
注
で
「
賢
木
巻
の
出
家
以
降
、
須
磨
、
明
石
、
澪

標
巻
で
は
『
入
道
の
宮
』
と
呼
ば
れ
た
が
、
本
巻
で
は
再
び
『
中
宮
』
の
呼
称
が
用

い
ら
れ
る
」i

と
注
さ
れ
る
よ
う
に
、
十
帖
源
氏
の
呼
称
が
正
し
く
、
話
の
大
筋
が
正

確
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
薄
雲
巻
は
原
作
に
は
「
冬

に
な
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
川
づ
ら
の
住
ま
ゐ
い
と
ゞ
心
ぼ
そ
さ
ま
さ
り
て
、
う
は
の
空

な
る
心
ち
の
み
し
つ
ゝ
明
か
し
暮
ら
す
を
・
・
・
」
と
あ
る
箇
所
、
十
帖
源
氏
で
は
、

「
明
石
の
上
は
冬
に
成
ゆ
く
ま
ゝ
に
川
つ
ら
の
す
ま
ゐ
は
心
ほ
そ
し
」（
四
・
六
ウ
）

と
主
語
を
明
示
し
、
物
語
の
状
況
を
明
瞭
に
さ
せ
て
い
る
。
同
様
な
例
は
梅
枝
巻
で

「
明
石
の
姫
君
十
二
才
御
も
ぎ
の
事
お
ほ
し
い
そ
く
」（
六
・
二
オ
）
と
、
原
作
に
主

語
を
付
加
し
た
冒
頭
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
早
蕨
巻
の
よ
う
に
原
作
冒
頭

に
は
、「
藪
し
わ
か
ね
ば
」
と
、
宇
治
に
も
京
に
も
差
別
無
く
日
の
光
が
さ
し
こ
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
古
今
集
巻
十
七
・
雑
上
・
布
留
今
道
・
八
七
〇
「
日
の
光

藪
し
分
か
ね
ば
石
上
ふ
り
に
し
里
に
花
も
さ
き
け
り
」
の
第
二
句
を
引
用
し
て
叙
情

的
に
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
十
帖
源
氏
は
「
中
宮
は
春
の
ひ
か
り
を
見
給
ふ
に

も
い
か
て
か
く
な
か
ら
へ
け
る
と
夢
の
や
う
に
の
み
お
ほ
え
給
ふ
」（
九
・
二
オ
）
と

平
易
な
表
現
に
置
き
換
え
て
い
る
。
物
語
の
中
の
和
歌
を
全
部
収
載
し
よ
う
と
し
、

物
語
の
和
歌
的
世
界
を
重
視
す
る
立
圃
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
和
歌
引
用
を
劈
頭
に
据

え
る
雅
や
か
な
叙
述
の
巻
を
こ
そ
歓
迎
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
無
視
さ

れ
、
代
わ
り
に
主
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
十
帖
源
氏
は
清
水
氏
も
指
摘
さ
れ
るo

よ
う

に
、
歌
書
と
し
て
の
側
面
を
濃
厚
に
持
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
物
語
中
の
作

中
人
物
が
詠
ん
だ
和
歌
を
一
義
的
に
再
確
認
し
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
早
蕨

巻
の
よ
う
な
特
別
な
語
り
出
し
は
お
よ
そ
一
般
的
で
な
い
と
判
断
し
て
避
け
、
平
易

な
表
現
に
改
め
換
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
原
作
の
地
の
文
に
お
け
る
引
用
和
歌
や
歌
語

表
現
な
ど
に
は
さ
ほ
ど
の
関
心
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
摘
録
に
あ
た
っ
て
立
圃
は
、
物
語
の
筋
は
筋
、
和
歌
は
和
歌
と
、
一
線
を
画
す

る
理
解
を
し
た
う
え
で
記
述
す
る
手
法
を
と
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
れ

ば
こ
そ
、
巻
に
よ
っ
て
は
和
歌
の
み
が
連
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
何
と
も
不
自
然
に

見
え
る
背
景
の
一
端
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

三
　
巻
々
の
冒
頭
箇
所
へ
の
対
応
方
法
（
そ
の
二
）

十
帖
源
氏
の
縮
約
・
摘
録
と
い
う
手
法
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
Ｂ
も
、
Ａ
と
内
容

的
に
は
通
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
Ａ
が
原
作
の
冒
頭
文
と
ほ
ぼ
等
量
で
あ
る
の
に
対

し
、
Ｂ
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
十
帖
源
氏
の
空
蝉
巻
の
冒
頭

は
「
源
は
寝
ら
れ
給
は
す
小
君
も
涙
を
こ
ほ
し
て
ふ
し
た
り
」（
一
・
二
六
オ
）
と
あ

る
の
に
対
し
、
原
作
で
は
、「
寝
ら
れ
た
ま
は
ぬ
ま
ゝ
に
は
、『
我
は
か
く
人
に
に
く

ま
れ
て
も
な
ら
は
ぬ
を
、
こ
よ
ひ
な
む
は
じ
め
て
う
し
と
世
を
思
ひ
知
り
ぬ
れ
ば
、

は
づ
か
し
く
て
な
が
ら
ふ
ま
じ
う
こ
そ
思
ひ
な
り
ぬ
れ
』
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、
涙
を

さ
へ
こ
ぼ
し
て
臥
し
た
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
一
文
の
前
後
の
語
句
に
主
語
を
付
し

た
の
が
十
帖
源
氏
の
冒
頭
で
あ
る
と
わ
か
る
。
十
帖
源
氏
・
夕
顔
巻
の
「
同
し
き
年

の
夏
六
条
の
御
休
所
へ
し
の
ひ
て
か
よ
ひ
給
ふ
中
や
と
り
に
源
の
め
の
と
惟
光
が
母

い
た
く
わ
つ
ら
ひ
て
あ
ま
に
成
た
る
を
と
ふ
ら
は
ん
と
て
五
条
な
る
家
に
お
は
し
た

り
」（
二
・
二
オ
）
は
原
作
に
な
い
時
期
の
記
述
、
大
弐
の
乳
母
に
つ
い
て
の
系
譜
的

説
明
を
加
え
て
い
る
。
原
作
の
記
述
に
な
い
時
期
を
冒
頭
に
記
す
例
は
他
に
若
紫
巻

（「
源
十
七
才
の
春
わ
ら
は
や
み
に
わ
つ
ら
ひ
給
て
」
二
・
一
七
オ
）
も
あ
り
、
ま
た
、
須

磨
巻
冒
頭
の
「
世
の
中
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
」
と

あ
る
の
を
、
十
帖
源
氏
で
は
「
藤
つ
ほ
の
御
事
か
ん
の
君
密
通
な
と
に
つ
け
て
世
の

中
わ
つ
ら
は
し
く
お
ほ
す
」（
三
・
一
一
オ
）
と
原
作
の
文
言
に
対
す
る
立
圃
の
解
釈

421

五
一

十
帖
源
氏
攷



を
敷
衍
し
具
体
的
説
明
を
記
す
こ
と
か
ら
巻
を
起
す
例
も
あ
る
。
十
帖
源
氏
・
末
摘

花
巻
の
冒
頭
は
、「
夕
か
ほ
の
上
の
事
お
ほ
し
わ
す
れ
す
」（
二
・
二
五
オ
）
と
き
わ

め
て
簡
潔
な
表
現
で
記
し
て
い
て
、
原
作
に
あ
る
亡
き
夕
顔
へ
の
源
氏
の
尽
き
る
こ

と
の
な
い
執
着
の
記
述
を
、
さ
ら
に
そ
の
核
心
の
み
を
摘
出
す
る
こ
と
で
鮮
明
化
さ

せ
て
い
よ
う
。
Ａ
と
し
て
分
類
し
て
い
る
玉
鬘
巻
に
も
同
じ
よ
う
な
冒
頭
表
現
が
あ

り
（「
年
月
へ
た
ゝ
り
ぬ
れ
と
夕
か
ほ
の
事
わ
す
れ
給
は
す
」
五
・
二
オ
）、
夕
顔
に
つ
な

が
る
巻
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
総
角
巻
の
冒
頭
は
「
あ
ま
た
年

耳
馴
れ
た
ま
ひ
に
し
川
風
も
、
こ
の
秋
は
い
と
は
し
た
な
く
も
の
が
な
し
く
て
、
御

は
て
の
事
い
そ
が
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
十
帖
源
氏
は
「
姫
君
た
ち
此
秋

は
物
か
な
し
く
宮
の
御
は
て
の
事
共
中
納
言
殿
あ
ざ
り
も
参
給
て
つ
か
う
ま
つ
り
給

ふ
」（
八
・
二
一
オ
）
と
あ
り
、「
姫
君
た
ち
」「
中
納
言
殿
」
と
い
う
主
語
を
提
示
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
冒
頭
表
現
に
関
し
て
原
作
と
十
帖
源
氏
と
を
比
較
対
照
さ
せ
て
み
る

と
、
概
ね
原
作
の
表
現
を
踏
襲
し
よ
う
と
し
て
い
る
Ａ
Ｂ
に
分
類
さ
れ
る
各
巻
か
ら

は
、
十
帖
源
氏
が
主
語
を
明
瞭
に
し
つ
つ
説
明
的
あ
る
い
は
解
釈
的
文
言
を
付
加
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
平
易
で
簡
潔
な
再
構
成
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
よ

う
。
も
ち
ろ
ん
作
中
和
歌
に
つ
い
て
は
別
扱
い
で
あ
る
。

四
　
巻
々
の
冒
頭
箇
所
へ
の
対
応
方
法
（
そ
の
三
）

と
こ
ろ
で
、
巻
全
体
と
し
て
み
れ
ば
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
手
法
で
梗
概
化
さ
れ

て
は
い
る
も
の
の
、
こ
と
冒
頭
表
現
だ
け
を
み
る
な
ら
ば
Ａ
に
も
Ｂ
に
も
属
さ
な
い

巻
が
十
三
も
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
立
圃
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち

で
巻
を
起
筆
す
る
か
は
何
と
言
っ
て
も
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
帚
木
巻
冒
頭
は
、「
筆
記
編
集
す
る
作
者
が
、
語
る
古
女
房
を
『
も
の
い
ひ

さ
が
な
し
』
と
批
評
」!0

す
る
一
文
と
そ
れ
に
続
く
源
氏
そ
の
人
の
批
評
の
一
文
、

「
光
源
氏
名
の
み
こ
と

く
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
咎
多
か
な
る
に
、
い
と
ゞ
、

か
ゝ
る
す
き
ご
と
ど
も
を
末
の
世
に
聞
き
伝
へ
て
、
か
ろ
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と

忍
び
給
け
る
隠
ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
語
り
伝
へ
け
む
、
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
。

さ
る
は
、
い
と
い
た
く
世
を
憚
り
ま
め
だ
ち
給
け
る
ほ
ど
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き

は
な
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
笑
は
れ
給
け
む
か
し
」
と
あ
る
の
に
一
切
触
れ
ず
、

「
源
は
藤
つ
ほ
に
御
心
さ
し
あ
れ
は
」（
一
・
一
〇
オ
）
と
い
う
原
文
に
見
ら
れ
な
い

語
句
か
ら
始
め
て
い
る
。
帚
木
、
空
蝉
、
夕
顔
の
三
帖
は
帚
木
の
並
び
の
巻
と
し
て

一
括
り
の
内
容
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
立
圃
が
採
っ
た
の
は
藤
壺

へ
の
秘
め
た
る
思
い
の
せ
い
で
左
大
臣
邸
へ
の
通
い
が
間
遠
に
な
っ
て
い
た
と
す
る

解
釈
を
冒
頭
に
置
き
、
十
帖
源
氏
・
桐
壺
巻
の
末
尾
「
お
と
な
に
な
り
給
て
の
ち

は
・
・
・
内
す
み
の
み
こ
の
ま
し
う
お
ほ
え
給
ふ
」
に
直
結
す
る
よ
う
に
仕
立
て
た

の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
帚
木
巻
冒
頭
を
受
け
る
形
の
夕
顔
巻
末
尾
で
あ
る
「
か
や
う

の
く
だ

く
し
き
事
は
、
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
び
給
し
も
い
と
を
し
く
て
」
以
下

の
文
言
も
十
帖
源
氏
に
は
、
当
然
採
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
と
同
様
な
例
は
竹
河
巻

に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
原
作
の
巻
頭
に
新
大
系
で
五
行
に
わ
た
っ
て
記
さ

れ
る
い
わ
ゆ
る
語
り
手
の
前
口
上
に
相
当
す
る
記
述
を
十
帖
源
氏
は
一
切
無
視
し

て
、「
玉
か
つ
ら
の
内
侍
の
か
み
の
御
は
ら
に
お
と
こ
三
人
女
二
人
お
は
し
け
る
」

と
起
筆
し
た
の
で
あ
る
。
先
も
見
た
よ
う
に
、
十
帖
源
氏
の
方
法
と
し
て
は
物
語
に

お
け
る
主
語
、
あ
る
い
は
人
物
を
明
示
し
、
そ
の
動
静
を
記
述
す
る
こ
と
こ
そ
主
た

る
関
心
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
原
作
に
あ
る
総
括
的
な
、
あ
る
い
は
修

辞
的
に
凝
っ
た
冒
頭
表
現
は
む
し
ろ
梗
概
化
の
対
象
と
し
て
は
馴
染
ま
な
い
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
れ
い
け
い
て
ん
は
宮
た
ち
も
お
は
せ
す
」（
花
散
里
）、「
末

つ
む
は
源
を
ま
ち
う
け
給
ふ
」（
蓬
生
）
、「
源
須
磨
よ
り
か
へ
り
給
て
」（
関
屋
）
、

「
玉
か
つ
ら
は
お
と
ゝ
の
思
ひ
の
ほ
か
な
る
」（
蛍
）、「
八
の
宮
は
お
ほ
や
け
わ
た
く

し
に
よ
り
所
な
く
」（
橋
姫
）、「
ひ
た
ち
の
か
み
の
子
と
も
も
と
ば
ら
此
は
ら
五
六

人
あ
る
中
に
」（
東
屋
）
な
ど
の
冒
頭
文
は
、
い
ず
れ
も
帚
木
巻
・
竹
河
巻
と
同
様
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に
、
ま
ず
は
い
か
な
る
人
物
が
ど
う
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
巻
の
最
初
に
確
定
す

る
方
法
を
採
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中

に
は
紅
梅
巻
の
よ
う
に
、
原
作
で
は
「
そ
の
比
、
按
察
大
納
言
と
聞
こ
ゆ
る
は
、
故

致
仕
の
お
と
ゞ
の
次
郎
な
り
、
亡
せ
給
に
し
右
衛
門
督
の
さ
し
つ
ぎ
よ
、
・
・
」
と

い
う
唐
突
な
系
譜
の
紹
介
で
始
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
十
帖
源
氏
で
は
「
按
察
大

納
言
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、「
ひ
け
く
ろ
の
お
ほ
き
お
と
ゝ
の
御
む
す
め
ま
き
は
し

ら
の
君
は
故
蛍
兵
部
卿
の
宮
に
あ
は
せ
姫
君
一
人
ま
う
け
給
へ
り
し
を
宮
う
せ
給
て

後
故
ち
し
の
お
と
ゝ
の
二
郎
君
あ
ぜ
ち
の
大
納
言
」
と
、
今
ま
で
馴
染
み
の
あ
っ
た

鬚
黒
大
将
な
り
真
木
柱
な
り
の
人
物
を
語
り
だ
し
て
、
そ
の
人
物
と
関
係
さ
せ
る
こ

と
で
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
立
圃
の
思
案
は
、
ま
ず
は
物
語
に

お
け
る
人
物
が
い
か
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の
か
と
い
う
点
を
よ
り
鮮

明
に
す
る
こ
と
に
関
心
の
中
心
が
あ
っ
た
と
読
み
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

五
　
野
々
口
立
圃
の
関
心

十
帖
源
氏
の
挿
画
の
特
徴
は
「
俳
人
・
雛
人
形
師
と
し
て
の
立
圃
の
特
性
を
反
映

し
、
生
き
生
き
と
動
き
の
あ
る
表
情
と
人
物
を
描
く
俳
画
の
技
法
」
に
あ
り
、「
大

衆
向
け
版
本
ゆ
え
に
、
古
来
の
伝
統
的
図
様
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
な
画
面
」
が
展
開

さ
れ
て
い
る
と
清
水
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る!1

こ
と
は
肯
綮
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
俳
人
・
雛
人
形
師
と
し
て
の
意
識
は
当
然
、
原
文
摘
録
の
際
に
も
反
映
さ
れ
て

い
る
。
末
摘
花
巻
の
末
尾
、
源
氏
が
雛
遊
び
を
し
て
い
る
紫
上
の
許
を
訪
れ
る
場
面
、

「
む
ら
さ
き
の
上
の
か
た
へ
お
は
し
て
ひ
い
な
あ
そ
ひ
ゑ
な
と
か
き
て
い
ろ
ど
り
か

み
の
な
か
き
女
を
か
き
て
」（
二
・
二
九
ウ
）
は
い
か
に
も
漏
ら
す
こ
と
な
く
、
ま
た
、

服
飾
記
事
へ
の
関
心
も
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
描
い
て
い
る
。
服
飾
記
事
と
い
え
ば

ま
ず
玉
鬘
巻
の
い
わ
ゆ
る
衣
配
り
の
場
面
で
あ
ろ
う
。
十
帖
源
氏
で
は
「
恋
ひ
わ
た

る
」
の
歌
か
ら
次
の
「
来
て
み
れ
ば
」
ま
で
の
十
一
行
（
正
確
に
は
「
来
て
み
れ
ば
」

の
歌
の
二
行
後
ま
で
）
は
す
べ
て
配
ら
れ
た
衣
裳
の
記
述
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
の

他
、
夕
霧
が
玉
鬘
を
垣
間
見
す
る
条
の
玉
鬘
の
衣
裳
、
玉
鬘
の
裳
着
へ
の
贈
り
物
な

ど
は
原
作
本
文
に
か
な
り
忠
実
に
従
っ
て
い
て
、
立
圃
の
関
心
の
在
り
所
が
那
辺
に

あ
る
か
が
窺
わ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

立
圃
は
俳
人
で
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
三
条
西
家
に
つ
な
が
る
正
統
の
源
氏
学

（
九
条
稙
通
―
松
永
貞
徳
―
野
々
口
立
圃
）
を
継
承
す
る
人
物
の
ひ
と
り
で
も
あ
っ
た!2

の

で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
歌
人
と
し
て
も
大
い
に
重
き
を
な
す
位
置
に
い
る

人
物
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
十
帖
源
氏
が
歌
書
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
も
一
方
の
重
要
な
性
格
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
所
収
和
歌
の

全
て
を
そ
の
ま
ま
採
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
そ
の
こ
と
を
裏

付
け
て
お
り
、
物
語
の
梗
概
を
説
く
と
同
時
に
、
物
語
中
の
和
歌
を
も
知
ら
し
め
る

も
の
で
あ
っ
た
。「
代
々
の
哥
人
さ
え
大
事
と
つ
た
へ
を
か
れ
た
る
」
物
語
と
し
て

の
源
氏
物
語
を
「
お
と
な
に
成
て
も
ま
こ
と
の
た
よ
り
」
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と

自
著
、
お
さ
な
源
氏
の
序
に
記
し
た
の
は
、
七
年
前
（
承
応
三
年
）
に
既
に
跋
文
を

書
き
上
げ
て
い
な
が
ら
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
た
十
帖
源
氏
と
時
を
同
じ
く
す
る
寛
文

元
年
（
一
六
六
一
）
で
あ
っ
て
、
韜
晦
し
た
表
現
の
裡
に
立
圃
周
辺
の
人
々
の
間
に

広
ま
っ
て
い
た
十
帖
源
氏
へ
の
高
い
評
価
に
支
え
ら
れ
た
自
信
の
程
が
窺
え
、
十
帖

源
氏
の
方
法
に
確
固
た
る
矜
持
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
俳
諧

修
学
の
た
め
に
は
古
典
文
学
を
習
得
す
る
必
要
を
感
じ
、
古
典
中
心
主
義
を
採
っ
て

来
た
人
」!3

と
し
て
の
立
圃
の
執
念
が
二
つ
の
梗
概
書
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

中
核
が
両
書
共
に
全
和
歌
を
収
載
し
、
画
を
添
え
る
と
い
う
方
法
と
な
っ
て
表
れ
た

の
で
あ
る
。
画
の
問
題
に
つ
い
て
は
機
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
和

歌
に
つ
い
て
一
、
二
言
及
し
て
お
き
た
い
。

十
帖
源
氏
が
物
語
中
の
全
和
歌
を
収
載
す
る
こ
と
を
初
発
か
ら
め
ざ
し
て
い
た
こ
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と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
お
さ
な
源
氏
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
物
語
の
梗
概
化
を
め
ざ
し
た
十
帖
源
氏
を
さ
ら
に
平
易
な
か
た
ち
に
圧
縮
し
た

お
さ
な
源
氏
に
と
っ
て
は
、
全
和
歌
を
収
め
る
方
針
を
と
る
以
上
、
作
品
全
体
に
対

し
て
和
歌
の
占
め
る
割
合
が
十
帖
源
氏
よ
り
も
格
段
に
大
き
く
な
り
、
そ
の
た
め
に

和
歌
の
背
景
や
和
歌
と
和
歌
の
つ
な
が
り
な
ど
が
不
鮮
明
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

「『
お
さ
な
源
氏
』
は
一
見
、『
十
帖
源
氏
』
を
叩
き
台
と
し
た
改
作
と
も
見
ら
れ
よ

う
が
、
述
作
の
目
的
は
一
般
庶
民
の
婦
女
子
に
わ
か
り
易
く
書
き
改
め
よ
う
と
、
立

圃
の
創
作
力
を
働
か
せ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
自
然
と
作
品
と
し
て
の
性

格
が
、
改
作
の
意
識
を
超
越
し
た
文
学
的
草
子
と
も
見
ら
れ
る
作
品
に
な
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。」!4

と
言
わ
れ
る
が
、
こ
と
和
歌
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
十
帖
源
氏

よ
り
も
多
く
の
比
率
で
和
歌
を
採
り
入
れ
、
一
見
何
の
脈
絡
も
な
く
和
歌
が
列
挙
し

て
あ
る
よ
う
に
見
え
る
箇
所
か
ら
は
必
ず
し
も
「
文
学
的
草
子
」
と
は
言
い
難
く
、

む
し
ろ
や
や
縁
遠
い
も
の
の
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
十
帖
源

氏
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
原
作
巻
末
が

和
歌
で
は
終
わ
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
歌
を
引
用
す
る
形
式
で
巻
の
梗

概
の
結
末
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
余
韻
を
残
す
形
式
、
あ
る
い
は
歌
物
語
の
形

式
を
採
っ
て
い
る
と
は
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
原
作
の
形
式
を
変
更
し
て
い
る
こ
と

は
立
圃
が
作
品
構
成
を
自
身
の
作
品
と
し
て
い
か
に
再
構
成
す
る
か
の
方
法
意
識
の

反
映
に
異
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
十
帖
源
氏
の
巻
末
を
和
歌
を
掲
げ
る
形
で
終
わ

っ
て
い
る
巻
は
、
空
蝉
巻!5

、
夕
顔
巻
、
若
紫
巻
、
末
摘
花
巻
、
紅
葉
賀
巻
、
花
宴
巻
、

葵
巻
、
花
散
里
巻
、
薄
雲
巻
、
朝
顔
巻
、
藤
袴
巻
、
真
木
柱
巻
、
梅
枝
巻
、
若
菜
上

巻
、
夕
霧
巻
、
幻
巻
、
東
屋
巻
、
蜻
蛉
巻
の
十
八
巻
で
あ
る
。
こ
れ
が
お
さ
な
源
氏

に
な
る
と
、
さ
き
の
巻
々
に
帚
木
巻
、
明
石
巻
、
胡
蝶
巻
、
常
夏
巻
、
篝
火
巻
、
野

分
巻
、
藤
裏
葉
巻
、
柏
木
巻
、
鈴
虫
巻
、
御
法
巻
、
竹
河
巻
、
総
角
巻
、
早
蕨
巻
、

浮
舟
巻
の
十
四
巻
が
加
わ
っ
て
三
十
二
巻
と
な
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
う
ち
の
十
八
巻

が
贈
答
歌
を
巻
末
に
置
く
形
式
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
圃
が
源
氏
物
語
の
和

歌
を
特
段
に
意
識
し
て
巧
妙
に
構
成
引
用
し
て
歌
物
語
的
形
式
に
し
て
は
い
る
も
の

の
、
単
独
に
こ
れ
ら
の
作
品
を
読
む
限
り
に
お
い
て
は
な
か
な
か
充
足
し
た
読
解
は

期
待
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
十
帖
源
氏
・
紅
葉
賀
巻
末
の
歌
の

後
、
新
皇
子
の
素
晴
ら
し
い
容
貌
に
触
れ
る
記
事
、
藤
袴
巻
末
の
玉
鬘
の
歌
の
後
に

付
さ
れ
た
男
た
ち
の
恋
煩
い
の
総
括
的
言
辞
な
ど
を
除
け
ば
、
十
帖
源
氏
の
末
尾
が

歌
に
な
っ
て
い
る
巻
は
原
作
自
体
が
巻
末
、
あ
る
い
は
末
尾
近
く
が
歌
で
終
わ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば

四
首
の
歌
が
あ
る
花
散
里
巻
の
よ
う
に
、
四
首
目
の
歌
の
後
に
描
か
れ
て
い
る
麗
景

殿
女
御
の
妹
君
で
あ
る
花
散
里
と
の
逢
瀬
を
十
帖
源
氏
も
お
さ
な
源
氏
も
言
及
し
て

い
な
い
の
は
原
作
と
乖
離
し
た
省
略
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
作
中
歌
を
重

視
す
る
こ
と
に
よ
る
い
び
つ
な
梗
概
化
現
象
の
生
じ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

歌
物
語
的
な
形
式
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
十
帖
源
氏
や
お
さ
な
源
氏
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
そ
の
主
た
る
生
命
線
は
和
歌
そ
の
も
の
に
あ
り
、
し
か
も
原
作
の
全
和
歌
収
載

を
こ
こ
ろ
が
け
て
い
る
編
集
方
針
か
ら
す
れ
ば
、
和
歌
の
詞
に
は
当
然
神
経
が
注
が

れ
て
い
る
は
ず
で
は
あ
ろ
う
し
、
清
水
氏
が
お
さ
な
源
氏
に
つ
い
て
、「
原
文
と
異

な
る
こ
と
ば
も
見
ら
れ
る
が
、
和
歌
は
原
文
通
り
に
掲
載
し
」、「（
松
会
版
お
さ
な
源

氏
の
＝
筆
者
注
）
和
歌
は
地
の
文
と
別
に
一
行
書
き
で
す
べ
て
掲
載
し
、
本
文
も
歌

数
も
初
版
の
『
十
帖
源
氏
』
と
変
わ
ら
な
い
」!6

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
傾
聴
に

値
す
る
指
摘
で
あ
ろ
う
。
い
ま
立
圃
自
筆
の
お
さ
な
源
氏
の
本
文
の
確
認
を
す
る
余

裕
を
も
た
な
い
ま
ま
述
べ
る
の
は
慚
愧
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
容
易

に
知
り
得
る
資
料!7

か
ら
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
清
水
氏
の
御
見
解
に
若
干
の
修
正

を
付
加
し
得
る
点
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
松
会
開
版
の
お
さ
な
源
氏
の
和
歌
表
記
形

式
は
、
宿
木
巻
の
末
尾
（
巻
九
・
十
八
オ
・
ウ
）
の
「
す
べ
ら
き
の
」、「
よ
ろ
づ
よ
を
」、

「
き
み
が
た
め
」、「
よ
の
つ
ね
の
」
の
四
首
（
十
八
オ
）、「
か
ほ
ど
り
の
」
の
一
首

（
十
八
ウ
）
に
つ
い
て
の
表
記
は
十
帖
源
氏
と
同
じ
く
和
歌
の
み
独
立
し
た
二
行
書
き
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に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
和
歌
の
数
に
つ
い
て
は
、
お
さ
な
源
氏
が
十
帖
源
氏

に
比
べ
て
三
首
少
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
夕
霧
巻
の
「
い
づ
れ
と
か
」、
竹
河
巻
の

「
竹
河
の
」「
流
れ
て
の
」
の
、
計
三
首
が
お
さ
な
源
氏
に
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
う

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
お
さ
な
源
氏
が
十
帖
源
氏
の
和
歌
に
注
目
し
て
お
れ
ば
こ
の
よ

う
な
過
誤
は
防
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
和
歌
本
文
に
つ
い
て
も
両
者
は
密
接
な
関
係

に
あ
る
も
の
の
、
な
お
、
若
干
の
異
同!8

が
あ
り
、
立
圃
が
前
作
の
十
帖
源
氏
の
和
歌

を
お
さ
な
源
氏
に
忠
実
に
引
き
写
そ
う
と
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
自
分
の
記
憶
に
頼

っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
の
こ
と
か
と
も
疑
わ
せ
る
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
。

お
わ
り
に

十
帖
源
氏
を
原
作
と
照
合
す
る
作
業
か
ら
あ
ら
あ
ら
と
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
十

帖
源
氏
そ
の
も
の
を
一
作
品
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
と

し
て
、
ま
ず
は
十
帖
源
氏
の
め
ざ
し
た
と
こ
ろ
は
原
作
の
叙
情
的
な
場
面
を
絵
と
共

に
簡
潔
平
易
に
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
守
随
憲
治
氏
は
「
古
典
源
氏
物
語
が
近

世
の
庶
民
社
会
に
享
入
れ
ら
れ
た
方
法
は
、
直
接
原
典
に
依
る
外
に
、
筋
書
式
の
十

帖
源
氏
と
か
小
鏡
と
か
忍
草
と
か
い
ふ
類
の
頒
布
が
相
当
強
力
に
働
い
て
ゐ
た
と
思

は
れ
る
。」!9

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
物
語
の
内
容
を
適
正
に
ま
と
め
た

書
物
と
し
て
は
北
村
湖
春
の
源
氏
忍
草
が
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
だ
、
絵
を
取
り
入
れ
て
い
な
か
っ
た
忍
草
が
、
元
禄
初
年
頃
に
完
成
し
な
が

ら
も
刊
行
さ
れ
た
の
は
そ
の
約
百
五
十
年
後
の
天
保
五
年
の
一
回
き
り
の
こ
と
で
、

そ
の
間
は
細
々
と
書
写
さ
れ
て
い
っ
た@0

の
に
比
べ
、
上
方
版
と
江
戸
版
と
で
数
回
の

刊
行
を
み
た
十
帖
源
氏
、
お
さ
な
源
氏@1

や
多
く
の
版
や
写
本
が
現
存
す
る
源
氏
小
鏡

の
類
は
、
源
氏
忍
草
に
比
し
て
よ
り
深
い
反
響
を
も
た
ら
し
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

十
帖
源
氏
が
作
品
と
し
て
成
功
を
か
ち
え
た
の
は
、
出
版
と
い
う
点
か
ら
も
裏
付
け

ら
れ
よ
う
。

注q

中
野
幸
一
氏
編
『
源
氏
物
語
資
料
影
印
集
成
　
10
』
所
収
、
五
頁
。

w

新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
以
下
、
源
氏
物
語
の
本
文
は
本
書
を
使
用
す
る
。

e

野
々
口
立
圃
自
筆
版
下
本
複
製
の
古
典
文
庫
に
よ
る
。
上
・
七
、
八
頁
。

r

清
水
婦
久
子
氏
「『
十
帖
源
氏
』『
お
さ
な
源
氏
』
の
本
文
　
―
歌
書
と
し
て
の
版

本
―
」（「
文
学
」
二
〇
〇
三
年
七
・
八
月
号
）

t

木
村
三
四
吾
氏
「
野
々
口
立
圃
」（『
俳
句
講
座
２
』
所
収
）
な
ど
。
立
圃
に
関
す

る
資
料
は
松
尾
真
知
子
氏
「
野
々
口
立
圃
研
究
文
献
目
録
稿
」（「
大
阪
俳
文
学
研
究

会
会
報
」
第
三
十
一
号
）
に
詳
し
い
。

y

注
r
に
同
じ
。

u

中
野
幸
一
氏
編
『
源
氏
物
語
資
料
影
印
集
成
　
11
・
12
』
所
収
に
よ
っ
て
、
巻
名
、

巻
数
、
丁
数
、
表
裏
を
示
す
。

i

注
w
に
同
じ
。（
二
）
一
六
八
頁
。

o

注
r
に
同
じ
。

!0

玉
上
琢
彌
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
一
）
一
五
七
頁
。

!1

注
r
に
同
じ
。

!2

注
t
に
同
じ
。

!3

吉
田
幸
一
氏
『
絵
入
源
氏
物
語
考
　
上
』
二
一
一
頁
。

!4

注
!3
に
同
じ
。

!5

立
圃
自
筆
本
で
は
和
歌
の
左
傍
下
に
「
是
は
伊
勢
か
家
の
集
の
哥
也
」
と
あ
っ
て
、

本
文
と
は
別
扱
い
を
し
て
い
る
の
で
、
和
歌
を
巻
末
に
置
い
て
い
る
と
解
し
た
。

!6

注
r
に
同
じ
。

!7

お
さ
な
源
氏
は
近
世
文
芸
叢
書
（
第
七
巻
・
擬
物
語
）
と
近
代
日
本
文
学
大
系

（
一
　
仮
名
草
子
集
）
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
末
尾
に
「
松
会
開
板
」
と
あ

っ
て
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
版
を
底
本
と
し
て
い
る
よ
う
で
、
後
者
の
底
本
は
定
か
で
な

い
が
、
解
題
に
「
寛
文
十
年
板
」
と
あ
る
の
を
底
本
と
し
て
い
る
と
み
る
と
、
こ
れ

は
上
方
本
の
よ
う
で
あ
る
。

!8

葵
巻
「
く
や
し
く
も
」
の
歌
、
十
帖
源
氏
は
「
く
や
し
く
も
」
と
あ
る
の
に
対
し

て
お
さ
な
源
氏
は
「
く
や
し
く
ぞ
」、
朝
顔
巻
「
つ
れ
な
さ
を
」
の
第
三
句
「
こ
こ
ろ

こ
そ
」
は
、
十
帖
源
氏
が
「
こ
こ
ろ
に
て
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
お
さ
な
源
氏
は

「
こ
こ
ろ
こ
そ
」、
初
音
巻
「
ふ
る
さ
と
の
」
の
初
句
、
十
帖
源
氏
は
「
ふ
る
こ
と
の
」、
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お
さ
な
源
氏
は
「
ふ
る
さ
と
の
」
と
あ
る
な
ど
。

!9

守
随
憲
治
氏
「
源
氏
物
語
と
近
世
文
学
」（
東
京
大
学
源
氏
物
語
研
究
会
編
『
源
氏

物
語
講
座
　
下
巻
』
所
収
）

@0

拙
著
『
平
安
末
期
物
語
攷
』
所
収
「
第
四
章
　
物
語
の
享
受
」
参
照
。

@1

慶
応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
編
『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成

（
一
）
〜
（
三
）』
に
よ
る
と
、
十
帖
源
氏
は
寛
文
五
（
六
）
年
、
寛
文
十
年
、
寛
文

十
一
年
、
延
宝
三
年
、
天
和
元
年
、
貞
享
二
年
、
元
禄
五
年
、
元
禄
九
年
、
元
禄
十

二
年
、
宝
永
六
年
に
、
ま
た
、
お
さ
な
源
氏
は
寛
文
十
年
、
寛
文
十
一
年
、
延
宝
三

年
、
天
和
六
年
、
貞
享
二
年
、
元
禄
五
年
、
元
禄
九
年
、
元
禄
十
二
年
、
宝
永
六
年
、

正
徳
五
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

付
記十

帖
源
氏
と
書
名
に
あ
る
本
は
他
に
寺
本
直
彦
氏
が
紹
介
さ
れ
た
「
後
土
御
門
院
十

帖
源
氏
」
や
国
会
図
書
館
蔵
「
十
帖
源
氏
」
が
あ
る
。
前
者
は
「『
源
氏
大
鏡
』
の
類

な
い
し
そ
の
周
辺
資
料
と
い
わ
れ
る
も
の
の
系
列
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」（
寺

本
直
彦
氏
『
源
氏
物
語
論
考
　
古
注
釈
・
受
容
』
四
三
七
頁
）
玉
鬘
と
そ
の
并
十
帖

に
わ
た
る
一
冊
本
で
あ
り
、
後
者
は
源
氏
大
鏡
の
二
類
本
系
統
の
五
冊
の
写
本
で
あ

る
。

（
相
愛
大
学
人
文
学
部
教
授
）
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