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平
安
時
代
後
期
の
渡
唐
物
語
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
い
て
、
主
人
公
中
納
言

の
唐
后
思
慕
は
、
彼
の
渡
唐
体
験
の
中
核
か
つ
作
品
全
体
に
及
ぶ
主
題
的
展
開
と
し

て
、（
散
逸
巻
に
次
ぐ
現
存
）
巻
一
で
渡
っ
た
唐
土
で
の
垣
間
見
や
后
の
正
体
に
気
づ
か

な
い
ま
ま
の
一
夜
の
逢
瀬
等
を
初
め
、
帰
国
後
の
巻
二
以
降
、
転
生
夢
告
や
現
世
の

死
を
知
ら
せ
る
消
息
を
受
け
取
る
に
至
る
ま
で
様
々
な
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
唐
后
を
取
り
巻
く
唐
土
の
後
宮
事
情
、
彼
女
の
「
本
体
」
出
自

や
生
い
立
ち
、
美
質
を
め
ぐ
る
巻
一
の
渡
唐
時
の
叙
述
と
こ
れ
を
見
聞
す
る
中
納
言

の
以
降
の
関
わ
り
方
を
中
心
に
検
討
し
、
唐
后
思
慕
の
と
ら
え
直
し
を
図
る
。
そ
の

際
に
ま
ず
は
後
宮
事
情
と
見
聞
す
る
中
納
言
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』〈
引
用
〉
に
注

目
す
る
。
光
源
氏
と
そ
の
前
史
及
び
薫
に
つ
い
て
の
各
〈
引
用
〉

―
か
つ
て
は
こ

の
正
続
両
篇
の
主
人
公
や
各
相
手
の
女
君
を
む
や
み
に
な
ぞ
っ
た
も
の
と
批
判
的
に

指
摘
さ
れ
た①
個
々
の
特
徴

―
を
、
相
互
の
兼
ね
合
い
か
ら
検
討
し
、『
浜
松
中
納
言

物
語
』
独
特
の
作
品
構
造
や
主
人
公
と
唐
后
双
方
の
あ
り
方
に
考
察
を
加
え
る
。

一
、   唐
土
の
後
宮
事
情
と
見
聞
す
る
主
人
公
に
お
け
る

『
源
氏
物
語
』〈
時
代
差
〉
引
用
の
意
味

唐
后
を
取
り
巻
く
「
も
ろ
こ
し
」「
か
ら
く
に
」
唐
土
の
後
宮
事
情
は
、巻
一
初
め

に
后
の
「
髪
上
げ
う
る
は
し
き
」
装
い
、「
あ
ひ
い
み
じ
く
に
ほ
ひ
か
を
り
て
、
眉
も

の
よ
り
気
高
く
見
な
し
た
ま
ふ
」
美
貌
と
「
世
に
知
ら
ず
聞
こ
ゆ
る
」
琴き

ん

の
琴こ

と

弾
奏

を
中
納
言
が
初
め
て
垣
間
見
て
恋
心
を
抱
い
た
菊
見
の
場
面
（
Ｐ
158
〜
161
、
小
Ｐ
40
〜

42②
）
の
後
に
、
後
述
「
本
体
」
に
続
き
地
の
文
で
述
べ
ら
れ
る
。
唐
后
が
唐
帝
に
寵

愛
さ
れ
た
状
況
は
、後
宮
で
一
の
后
の
他
に
「
今
二
人
の
后
、十
人
の
女
御
」
の
「
あ

ま
た
の
人
に
の
ろ
は
れ
」
た
際
に
「
楊
貴
妃
と
い
ふ
昔
の
た
め
し
」
帝
の
寵
愛
を
恣

に
し
た
同
じ
唐
土
の
先
例
に
喩
え
ら
れ
非
難
さ
れ
る
。
し
か
も
、
唐
后
の
父
秦
の
親

王
が
娘
へ
の
他
の
后
妃
の
圧
迫
に
嫌
気
が
さ
し
大
臣
を
辞
任
し
山
寺
に
籠
居
し
、
唐

后
も
離
宮
住
ま
い
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
（
Ｐ
162
、
小
Ｐ
44
〜
45
）。
一
方
、
唐
帝
が
唐
后

に
中
納
言
送
別
の
宴
で
弾
琴
を
迫
る
際
に
、「
世
の
乱
れ
出
で
来
む
事
」
も
顧
み
ず
に

一
の
后
所
生
の
（
お
そ
ら
く
一
の
）
皇
子
が
既
に
立
坊
し
て
い
る
下
で
唐
后
所
生
の
三

の
皇
子
に
帝
位
を
譲
る
約
束
を
す
る
（
Ｐ
158
、
小
Ｐ
97
）。
先
に
も
后
の
父
に
意
思
を

伝
え
て
お
り
（
Ｐ
184
、
小
Ｐ
76
）、
新
た
な
政
治
的
「
乱
れ
」
を
呼
び
起
こ
す
決
定
で

あ
る
。
他
の
后
妃
に
よ
る
唐
后
圧
迫
の
様
は
、
見
聞
し
た
中
納
言
も
、
帰
国
九
ヶ
月

後
に
唐
后
の
美
質
を
断
片
的
に
日
本
の
当
帝
（
以
下
、
当
帝
）
に
語
り
公
的
な
場
で

披
露
し
た
〈
御
前
の
唐
語
り
〉
で
「
楊
貴
妃
な
ど
の
や
う
に
、
時
め
き
お
ぼ
さ
れ
な

が
ら
、
一
の
后
を
は
じ
め
、
あ
ま
た
の
御
方
々
に
そ
ね
み
う
れ
へ
ら
れ
て
〈
後
略
〉」

（
Ｐ
310
〜
311
、
小
Ｐ
265
）
と
や
は
り
楊
貴
妃
の
先
例
に
喩
え
簡
略
に
語
っ
て
い
る③
。

た
だ
、
諸
注
・
諸
論
で
指
摘
さ
れ
る④
通
り
、
他
の
后
妃
の
圧
迫
を
強
調
す
る
点
に

お
い
て
、「
後
宮
佳
麗
三
千
人　

三
千
寵
愛
在
一
身
」（『
長
恨
歌
』）
と
他
の
后
妃
等
の

数
に
比
べ
て
の
寵
愛
が
強
調
さ
れ
る
楊
貴
妃
そ
の
も
の
よ
り
も
、
先
行
し
て
「
楊
貴

妃
の
た
め
し
」
を
引
い
て
描
か
れ
た
『
源
氏
』
始
発
部
の
桐
壺
更
衣
へ
の
帝
寵
及
び

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
〈
渡
唐
体
験
〉
考

―
見
聞
す
る
主
人
公
中
納
言
に
と
っ
て
の
唐
后　
『
源
氏
物
語
』〈
引
用
〉
の
検
討
か
ら
の
視
座

―
松　

浦　

あ 

ゆ 

み
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周
囲
の
辛
い
仕
打
ち
（
桐
壺
一
‐
Ｐ
18
〜
20⑤
）
を
更
に
強
調
す
る
形
で
（
た
だ
し
、桐
壺

更
衣
が
死
に
至
る
環
境
を
唐
后
は
逃
れ
隠
棲
す
る
展
開
へ
変
奏
さ
れ
て⑥
）
描
か
れ
て
い
る
。

唐
帝
が
三
の
皇
子
に
帝
位
を
譲
る
表
明
に
し
て
も
、『
源
氏
』
で
二
の
皇
子
（
光
源
氏
）

立
坊
を
望
ん
だ
桐
壺
帝
が
立
坊
を
思
い
と
ど
ま
ら
な
い
発
展
形
へ
と
変
奏
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

対
す
る
見
聞
者
中
納
言
が
身
を
置
く
国
「
日
本
」「
日
の
本
」
で
は
、政
争
は
見
ら

れ
な
い
平
穏
な
政
治
事
情
で
あ
る
。
巻
五
の
作
品
末
尾
近
く
で
春
宮
（
新
編
全
集
・
全

注
釈
で
『
源
氏
』
の
故
前
坊
同
様
に
当
帝
の
弟
か
甥
と
推
定
）
が
即
位
し
な
い
ま
ま
亡
く

な
る
事
態
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
春
宮
亡
き
後
は
当
帝
の
嫡
子
で
中
納
言
の
恋
敵
の
現
式

部
卿
宮
が
立
坊
す
る
点
で
は
、
今
上
帝
の
治
世
で
二
の
皇
子
式
部
卿
宮
ば
か
り
か
薫

の
恋
敵
の
三
の
皇
子
匂
兵
部
卿
宮
ま
で
坊
が
ね
の
皇
位
継
承
事
情
（
諸
説
有
）
の
『
源

氏
』
続
篇
に
準
じ
た
状
況
だ
ろ
う⑦
。
し
か
も
、
薫
が
〈
兄
〉
夕
霧
や
冷
泉
院
に
重
ん

じ
ら
れ
、
恋
敵
は
い
て
も
表
立
っ
た
政
敵
は
不
在
の
立
場
も
、『
浜
松
』
の
中
納
言
は

高
官
を
縁
戚
に
持
つ
点
（
父
式
部
卿
宮
を
亡
く
し
た
と
は
い
え
母
方
が
摂
関
家
・
継
父
が
左

大
将
）
か
ら
す
れ
ば
、
散
逸
巻
の
詳
細
は
不
明
と
は
い
え
当
初
か
ら
な
ぞ
っ
て
よ
う
。

『
源
氏
』宿
木
巻
で
今
上
帝
が
殿
上
の
源
中
納
言
薫
を
召
し
て
女
二
宮
降
嫁
を
仰
せ
た

場
面
を
、『
浜
松
』
で
は
帰
国
後
の
巻
三
に
お
け
る
当
帝
の
皇
女
降
嫁
の
仰
せ
及
び
そ

の
発
端
前
述
〈
御
前
の
唐
語
り
〉
の
冒
頭
で
殿
上
の
「
源
中
納
言
」
を
召
す
場
面
（
Ｐ

309
、
小
Ｐ
263
）
で
踏
ま
え
て
お
り⑧
、「
あ
ま
た
」
あ
る
皇
女
の
一
人
で
女
御
所
生
（
Ｐ

314
、
小
Ｐ
269
）
の
降
嫁
に
過
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
当
帝
に
嘱
望
さ
れ
る
若
年
高
官
の
恵
ま

れ
た
立
場⑨
と
連
動
さ
せ
な
ぞ
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
四
十
で
朱
雀

院
女
三
宮
と
結
婚
し
た
準
太
上
天
皇
光
源
氏
よ
り
近
い
。
当
該
巻
一
の
渡
唐
に
関
し

て
は
故
郷
に
帰
る
の
が
困
難
な
須
磨
・
明
石
へ
退
居
し
た
光
源
氏
を
場
面
共
々
な
ぞ

り
な
が
ら
も
、「
二
位
の
中
納
言
」（
Ｐ
176
、
小
Ｐ
65
、
位
階
の
記
述
は
こ
こ
の
み
）
の
ま

ま
渡
唐
し
た
彼
は
、
渡
唐
前
に
当
帝
へ
「
三
年
が
内
に
行
き
帰
る
べ
し
」
と
奏
上
し

た
と
の
回
想
（
Ｐ
193
、
小
Ｐ
90
）
か
ら
す
れ
ば
渡
唐
の
勅
許
も
得
て
い
よ
う
。
高
官
位

を
失
っ
た（
諸
説
あ
り
）光
源
氏
の
よ
う
な
復
帰
の
必
然
性
を
生
じ
る
不
遇
さ
は
な
い
。

こ
の
状
況
下
で
、
禁
欲
的
な
薫
型
主
人
公
の
特
徴
は
周
知
の
『
無
名
草
子
』
評
以
来

現
代
の
諸
注
で
も
様
々
な
指
摘
が
あ
り
、
巻
一
も
唐
后
の
隠
し
子
若
君
出
産
か
ら
真

相
判
明
に
向
か
う
時
点
の
来
訪
場
面
に
至
っ
て
『
源
氏
』
橋
姫
巻
・
早
蕨
巻
・
東
屋

巻
の
薫
の
美
的
描
写
が
な
ぞ
ら
れ
る
点⑩
は
注
目
を
引
く
。
そ
の
人
物
造
型
継
承
に
密

接
に
関
わ
る
の
が
、
諸
論
で
指
摘
の
家
庭
的
に
満
た
さ
れ
な
い
苦
悩
と
孝
養
の
志
の

継
承
で
も
あ
る
。
散
逸
巻
で
の
父
宮
の
死
去
・
母
の
再
婚
を
め
ぐ
る
思
い
は
現
存
巻

で
断
片
的
に
窺
え
る
の
み
だ
が
、
薫
の
出
生
と
孝
養
の
苦
悩
を
引
き
継
ぎ
孝
養
を
実

現
し
た
形
に
な
る
。
即
ち
平
穏
な
政
治
事
情
下
の
恵
ま
れ
た
地
位
の
価
値
自
体
が
相

対
化
さ
れ
た
結
果
が
、
作
品
全
体
の
傾
向
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
通
り
、
京
中
心
の
現

世
的
な
欲
望
に
背
を
向
け
て
の
奥
山
み
吉
野
へ
の
遁
世
志
向
で
あ
り
、
端
的
な
表
れ

が
、
薫
で
す
ら
了
承
し
た
皇
女
降
嫁
の
仰
せ
に
対
す
る
辞
退
に
違
い
な
い⑪
。

た
だ
し
そ
の
一
方
で
、
薫
が
宇
治
に
隠
棲
し
て
勤
行
に
励
む
八
宮
の
「
俗
聖
」
と

し
て
の
生
き
方
に
憧
れ
つ
つ
も
、
宇
治
八
宮
の
よ
う
に
は
貴
族
社
会
の
栄
達
か
ら
の

半
離
脱
も
し
得
な
い
あ
り
方
も
な
ぞ
っ
た
形
で
あ
る
点
を
本
稿
で
は
確
認
し
て
お
き

た
い
。
帰
国
後
の
巻
二
末
の
時
点
に
は
中
納
言
は
大
将
大
君
と
日
々
勤
行
に
励
ん
で

お
り
、「
行
ひ
な
ど
人
に
目
と
ど
め
ら
る
ば
か
り
は
勤
め
ず
」（
橋
姫
五
‐
Ｐ
128
）
と
い

う
薫
の
よ
う
な
不
満
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
巻
四
の
み
吉
野
で
の
唐

后
母
の
服
喪
に
伴
う
忌
み
籠
も
り
で
も
「
わ
が
か
く
公
私
忘
ら
れ
て
」
の
行
い
と
思

う
中
納
言
の
心
情
（
Ｐ
339
、
小
Ｐ
305
）
は
、
自
然
と
忘
れ
て
い
る
と
思
い
つ
つ
も
日
本

の
貴
族
社
会
に
身
を
置
く
前
提
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
唐
后
・
中
納
言
双
方
の
特
徴
は
更
に
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
唐
后
を
め
ぐ
る
後
宮
事
情
は
、
異
国
で
の
全
く
新
し
い
見
聞

と
い
う
よ
り
も
、
中
納
言
が
な
ぞ
る
『
源
氏
』
の
薫
の
時
代
に
と
っ
て
〈
前
代
〉（
正

確
に
は
三
代
前
で
あ
る
桐
壺
朝
）
で
あ
り
、
薫
に
と
っ
て
名
義
上
の
父
光
源
氏
の
母
が

置
か
れ
て
い
る
状
況
（
を
更
に
極
端
に
し
た
設
定
）
な
の
で
あ
る
。
中
納
言
が
唐
土
へ
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渡
っ
た
の
は
、
亡
き
父
式
部
卿
宮
の
転
生
で
あ
る
唐
帝
三
の
皇
子
と
再
会
す
る
の
が

当
初
の
目
的
だ
が
、
そ
の
旅

―
異
郷
を
感
じ
京
の
日
常
生
活
や
逢
瀬
を
含
む
異
郷

訪
問
を
と
ら
え
直
す
意
味
合
い
で
薫
の
〈
父
〉
の
須
磨
・
明
石
退
居
を
な
ぞ
る
旅⑫

―

に
よ
り
父
宮
の
転
生
三
の
皇
子
の
母
后
が
身
を
置
く
〈
前
代
〉
か
つ
〈
父
の
子
供
時

代
〉
へ
と
あ
る
意
味
で
は

0

0

0

0

0

0

遡
っ
て
見
聞
す
る
結
果
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
。
禁
欲

的
で
遁
世
志
向
は
そ
の
ま
ま
な
が
ら
、
自
身
の
環
境
と
か
け
離
れ
た
〈
前
代
〉
に
は

起
こ
り
得
た
動
的
な
状
況
へ
招
き
寄
せ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
唐
后
を
め
ぐ
る
不
安
定

な
政
情
を
中
納
言
が
見
聞
す
る
意
義
と
は
、
平
穏
な
日
本
の
現
環
境
に
お
け
る
彼
の

恵
ま
れ
た
立
場
に
深
く
根
ざ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
こ
の
後
宮
事
情
を
見
聞
す
る
中
納
言
の
実
際
の
心
情
と
言
動
を
、
引
き
続

き
『
源
氏
』
引
用
の
あ
り
方
か
ら
見
て
い
こ
う
。

二
、  

唐
土
の
後
宮
事
情
・
唐
后
と
の
密
通
に
対
す
る
客
人
と
し
て

の
意
識
と
光
源
氏
的
〈
体
験
〉

日
本
の
高
官
で
あ
る
中
納
言
は
、
唐
土
で
は
日
本
か
ら
の
客
人
の
立
場
の
ま
ま
、

つ
ま
り
唐
土
の
倫
理
・
法
律
に
縛
ら
れ
な
い
ま
ま
距
離
を
置
い
て⑬
見
聞
し
て
い
る
。

唐
后
が
逢
瀬
で
懐
妊
し
密
か
に
出
産
す
る
た
め
に
蜀
山
に
籠
も
っ
た
時
点
で
、
彼
は

「
雍
州
の
内
裏
」
の
「
ほ
う
か
殿
」
に
お
け
る
七
月
七
日
宴
の
作
文
・
宴
遊
に
列
席
し

た
際
に
、
逢
瀬
の
真
相
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
唐
帝
に
対
し
次
の
推
測
を
す
る
。

　

こ
の
帝
、
御
か
た
ち
心
な
ま
め
き
て
、
遊
び
の
道
に
心
を
入
れ
、
強
く
さ
か

し
き
方
は
後
れ
て
や
も
の
し
給
ひ
け
む
、
一
の
大
臣
、
后
た
ち
に
、
よ
ろ
づ
劣

り
首
た
れ
て
、
さ
ば
か
り
御
心
に
入
れ
て
お
は
せ
る
河
陽
県
の
后
を
、
跡
絶
へ

て
も
の
し
給
ふ
は
、
強
き
所
ぞ
お
は
せ
ざ
る
べ
き
、
と
中
納
言
は
を
し
は
か
り

給
ふ
。（
Ｐ
187
、
小
Ｐ
81
〜
82
）

河
陽
県
の
離
宮
か
ら
今
回
さ
ら
に
内
裏
か
ら
遠
く
離
れ
た
蜀
山
へ
と
「
跡
絶
へ
て
」

籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
と
聞
く
後
宮
事
情
の
背
景
に
関
わ
り
、
唐
帝
が
、
他
の
后
達
や

一
の
后
の
父
で
あ
る
一
の
大
臣
に
「
よ
ろ
づ
劣
り
首
た
れ
て
」
頭
が
上
が
ら
な
い
で
、

「
強
く
さ
か
し
き
方
」
の
少
な
い
性
質
ゆ
え
と
中
納
言
は
極
め
て
率
直
に
「
を
し
は

か
」
っ
て
い
る
。
一
の
大
臣
に
つ
い
て
は
、早
い
段
階
か
ら
地
の
文
で
の
紹
介
で
「
恐

ろ
し
き
人
な
り
」
と
唐
后
入
内
を
当
初
は
固
辞
し
た
后
の
父
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ

て
は
い
る
（
Ｐ
162
、小
Ｐ
44
）
が
、お
そ
ら
く
は
父
三
の
皇
子
か
ら
の
情
報
に
よ
り
（
浜

松
の
会
注
）、
中
納
言
本
人
も
既
に
娘
五
の
君
と
の
対
面
を
頼
ま
れ
た
際
に
は
「
い
と

恐
ろ
し
と
聞
き
し
あ
た
り
」（
Ｐ
172
、
小
Ｐ
59
）
と
激
し
い
異
国
の
権
力
者
の
怖
さ
を

意
識
す
る
。
そ
の
延
長
上
で
山
陰
の
逢
瀬
後
の
当
該
時
点
に
至
っ
て
更
に
明
確
な
批

評
性
を
発
揮
し
た
推
測
で
あ
ろ
う
。
後
宮
勢
力
に
圧
さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
の
唐
帝

評
は
、
宮
田
和
一
郎
氏
（
注
①
論
文
）
や
浜
松
の
会
注
が
既
に
指
摘
す
る
通
り
、『
源

氏
』
の
「
若
う
お
は
し
ま
す
う
ち
に
も
、
御
心
な
よ
び
た
る
方
に
過
ぎ
て
、
強
き
と

こ
ろ
お
は
し
ま
さ
ぬ
な
る
べ
し
」
と
い
う
朱
雀
帝
の
〈
弱
い
〉
性
質
（
賢
木
二
‐
Ｐ
104
）

を
な
ぞ
っ
て
い
る
が
、叙
述
の
視
点
に
お
い
て
大
き
な
違
い
を
見
せ
る
。『
源
氏
』
の

場
合
は
、
同
様
の
描
写
の
須
磨
巻
共
々
地
の
文
に
お
け
る
〈
客
観
的
〉
な
叙
述
で
あ

り
、そ
の
後
の
対
面
で
父
院
の
面
影
を
見
出
し
慕
う
光
源
氏
本
人
の
心
情
（
賢
木
二
‐

Ｐ
123
）
と
は
明
ら
か
に
対
照
的
で
あ
る
。
前
掲
の
中
納
言
の
場
合
は
、
唐
土
の
統
治

者
た
る
唐
帝
を
客
人
の
目
か
ら
相
対
的
に
批
評
し
て
い
よ
う
。
こ
の
宴
遊
で
は
、
蜀

山
に
籠
っ
た
ま
ま
で
逢
え
な
い
后
を
唐
帝
が
思
い
を
馳
せ
『
長
恨
歌
』
の
詩
句
を
誦

す
様
子
に
、
再
会
が
困
難
な
帝
と
寵
妃
の
転
生
後
に
お
け
る
再
会
の
願
い
を
察
し
、

自
身
の
恋
情
と
相
ま
っ
て
共
感
し
和
歌
を
唱
和
し
て
お
り
、
后
と
恋
を
す
る
主
人
公

と
し
て
相
応
し
い
中
納
言
の
見
る
〈
力
〉
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う⑭
。

こ
の
時
点
に
先
行
す
る
春
三
月
、
唐
后
の
正
体
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
の
逢
瀬
は
、

実
際
の
行
為
と
し
て
は
、
光
源
氏
と
藤
壺
を
な
ぞ
っ
た
后
と
の
密
通
で
唐
土
の
皇
権

を
侵
す
も
の
で
あ
り
、
光
源
氏
以
上
に
宿
世=

運
命
の
予
言
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
、

美
貌
が
絶
賛
さ
れ
る
主
人
公
と
し
て
超
越
性
が
示
さ
れ
た
形
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
密
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通
に
よ
る
子
の
誕
生
で
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
と
罪
意
識
を
感
じ
る
（
大
系
解
）
の
は
元
来

『
源
氏
』
で
諸
論
の
指
摘
す
る
通
り
光
源
氏
よ
り
も
藤
壺
に
偏
っ
て
お
り
、『
浜
松
』

で
も
菊
池
仁
氏
（
注
⑮
論
文
）
や
新
編
全
集
注
、
浜
松
の
会
注
が
指
摘
す
る
通
り
、
唐

后
及
び
后
の
腹
心
の
女
房
が
専
ら
痛
感
す
る
。

た
だ
、
后
が
身
を
置
く
異
国
唐
土
の
政
治
的
不
穏
さ
を
増
す
可
能
性
を
作
り
な
が

ら
実
感
す
る
こ
と
な
く
真
の
当
事
者
と
な
り
得
な
い
ま
ま
唐
土
滞
在
を
終
え
る
中
納

言
の
あ
り
方
は
、
既
に
指
摘
の
通
り⑮
后
を
犯
す
禁
忌
の
な
さ
が
明
ら
か
で
あ
る
。
密

通
に
よ
る
懐
妊
が
発
覚
す
れ
ば⑯
桐
壺
更
衣
や
藤
壺
の
場
合
以
上
に
激
し
い
と
思
し
き

他
の
后
妃
の
迫
害
で
身
を
「
い
た
づ
ら
に
」
な
す
の
で
は
と
唐
后
が
恐
れ
る
政
治
状

況
（
Ｐ
183
、
小
Ｐ
75
等
）
と
、
中
納
言
が
拠
り
所
に
す
る
日
本
の
平
穏
さ
と
の
差
は
、

藤
壺
に
密
通
す
る
光
源
氏
と
異
な
り
依
然
際
立
つ
だ
ろ
う
。
確
か
に
中
納
言
は
正
体

不
明
の
女
と
逢
瀬
を
自
ら
欲
し
て
結
び
、
そ
の
「
春
の
夜
の
夢
の
名
残
り
」
を
訪
問

時
に
御
簾
越
し
の
后
の
芳
香
に
感
じ
愛
執
に
苦
悶
し
続
け
て
は
い
る
。
だ
が
、
后
の

正
体
を
知
ら
な
い
彼
に
は
唐
后
を
窮
状
に
置
く
自
分
の
行
為
を
自
覚
で
き
な
い
点
で

は
十
分
〈
体
験
〉
し
得
て
な
い
と
も
い
え
る
。
光
源
氏
が
一
夜
の
逢
瀬
後
素
姓
と
行

方
の
知
れ
な
い
朧
月
夜
を
慕
う
歌
と
状
況
を
な
ぞ
り
「
春
の
夜
の
月
の
ゆ
く
へ
を
知

ら
ず
し
て
む
な
し
き
空
を
な
が
め
わ
び
ぬ
る
」（
Ｐ
185
、
小
Ｐ
79
）
を
詠
む
な
ど⑰
真
相

を
知
ら
な
い
ゆ
え
の
恋
へ
変
奏
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
后
の
正
体
が
判

明
後
に
も
母
宛
の
文
箱
を
預
か
っ
た
帰
国
二
日
前
の
贈
答
歌
で
さ
え
、
夢
か
と
感
じ

る
密
通
の
儚
さ
を
詠
む
光
源
氏
・
藤
壺
の
贈
答
歌
（
若
紫
一
‐
Ｐ
231
）
を
『
伊
勢
物
語
』

六
十
九
段
共
々
継
承
す
る
点
は
両
者
同
じ
（
浜
松
の
会
注
）
で
も
、
唐
后
の
返
歌
「
夢

と
だ
に
何
か
思
ひ
も
出
で
つ
ら
む
た
だ
幻
に
見
る
は
見
る
か
は
」が
密
通
に
自
覚
的
・

否
定
的
な
捉
え
方
な
の
に
比
べ
、
中
納
言
の
贈
歌
「
ふ
た
た
び
と
思
ひ
合
は
す
る
方

も
な
し
い
か
に
見
し
夜
の
夢
に
か
あ
る
ら
む
」は
一
夜
の
逢
瀬
ゆ
え
后
が
相
手
と「
思

ひ
合
は
す
る
方
も
な
」
く
実
感
し
か
ね
る
心
情
だ
ろ
う
（
Ｐ
211
、
小
Ｐ
116
）。

も
ち
ろ
ん
、
彼
も
こ
れ
よ
り
先
に
后
の
正
体
を
知
っ
た
際
は
、
唐
后
の
密
通
発
覚

に
よ
り
政
情
の
乱
れ
る
事
必
定
の
「
恐
ろ
し
か
ん
め
る
知
ら
ぬ
世
」
恐
ろ
し
い
異
国

唐
土
で
の
重
大
さ
に
思
い
を
至
ら
せ
る
。

　

か
ば
か
り
恐
ろ
し
か
ん
め
る
知
ら
ぬ
世
に
、「
げ
に
い
さ
さ
か
も
事
の
聞
こ
え

出
で
来
な
ば
、
わ
が
た
め
人
の
た
め
、
い
み
じ
う
便
な
か
る
べ
き
こ
と
ぞ
か
し
」

（
Ｐ
206
、
小
Ｐ
108
）

つ
ま
り
前
述
の
後
宮
事
情
に
よ
り
密
通
発
覚
の
場
合
に
自
分
も
「
人
」
唐
后
も
「
便

な
か
る
」
迫
害
を
受
け
る
に
違
い
な
い
と
考
え
て
、
后
の
拒
絶
を
受
け
入
れ
再
度
逢

う
の
を
思
い
留
ま
る
。
結
局
、「
こ
の
世
の
人
に
思
ひ
お
と
さ
る
る
違
ひ
目
」
が
自
分

の
物
思
い
を
き
っ
か
け
に
生
じ
る
恐
れ
も
想
定
し
つ
つ
、
日
本
に
母
や
恋
人
大
将
大

君
を
置
い
て
「
た
け
う
漕
ぎ
離
れ
」
渡
唐
し
た
旅
を
振
り
返
り
、
帰
国
を
決
行
し
て

い
る
（
Ｐ
207
、
小
Ｐ
110
）。
后
へ
の
未
練
に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
も
中
納
言
を
律
す
る
の
は

や
は
り
無
理
を
押
し
て
離
れ
た
母
国
日
本
へ
帰
国
す
る
義
務
感
で
あ
り
、
唐
帝
へ
の

禁
忌
や
異
国
唐
土
に
留
ま
り
唐
后
と
関
わ
り
続
け
る
事
で
は
な
い
。
后
と
の
恋
を
十

分
〈
体
験
〉
し
得
な
い
の
は
客
人
の
立
場
ゆ
え
で
も
あ
ろ
う
。

以
上
、『
源
氏
』〈
引
用
〉
の
検
討
を
通
じ
て
、
恵
ま
れ
た
政
治
的
立
場
の
薫
を
な

ぞ
る
中
納
言
が
平
穏
な
政
情
の
日
本
か
ら
父
の
転
生
を
訪
ね
て
渡
唐
す
る
こ
と
で
、

あ
た
か
も
薫
が
時
を
遡
っ
て
〈
父
〉
光
源
氏
の
母
の
い
る
『
源
氏
』
桐
壺
朝
後
宮
を

〈
体
験
〉
し
た
よ
う
な
形
に
な
る
こ
と
、そ
れ
に
比
し
て
実
際
の
意
識
と
し
て
は
唐
后

を
苦
し
め
る
後
宮
事
情
を
、
光
源
氏
を
な
ぞ
っ
た
逢
瀬
の
意
味
も
自
覚
し
得
な
い
ま

ま
客
人
と
し
て
見
聞
し
続
け
る
あ
り
方
を
確
認
し
て
き
た
。
そ
の
中
納
言
が
后
の
正

体
を
知
っ
た
後
も
唐
后
と
の
再
逢
瀬
を
待
つ
気
持
ち
を
抑
え
帰
国
す
る
心
情
か
ら

は
、
眼
前
の
も
の
よ
り
も
遠
く
の
も
の
に
あ
く
が
れ
る
心
性
や
父
母
へ
の
各
孝
養
の

葛
藤⑱
を
読
み
取
れ
る
一
方
で
、
日
本
の
事
情
に
律
さ
れ
た
客
人
と
し
て
の
立
場
が
窺

え
る
。
更
に
、
前
述
帰
国
を
決
意
す
る
心
情
で
は
唐
土
で
唐
后
に
関
わ
り
続
け
る
欲

求
を
抑
え
る
の
に
、「
か
ば
か
り
に
思
ひ
立
ち
ぬ
る
道
を
、
心
弱
く
と
ま
る
べ
き
か
は

と
思
ひ
立
ち
し
は
、
か
か
る
契
り
の
あ
り
け
る
に
や
。」（
同
頁
）
と
渡
唐
の
意
義
が
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「
か
か
る
契
り
」若
君
を
生
し
た
他
な
ら
ぬ
唐
后
と
の
逢
瀬
の
宿
世
に
あ
る
と
考
え
た

点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
宿
世
重
視
の
傾
向
を
考
慮
す
る
時
、
唐
后
の
「
本
体
」

出
自
や
生
い
立
ち
と
帰
国
後
に
及
ぶ
中
納
言
の
見
聞
は
注
目
さ
れ
る
。

次
節
で
は
こ
の
点
に
限
り
、
主
人
公
の
心
情
と
未
分
化
な
地
の
文
の
叙
述
も
考
慮

し
つ
つ
概
観
す
る
。

三
、
唐
后
の
「
本
体
」
見
聞
か
ら
見
出
さ
れ
た
中
納
言
の
宿
縁

唐
后
の
「
本
体
」
出
自
や
生
い
立
ち
の
話
は
当
初
、
巻
一
に
お
い
て
前
述
後
宮
事

情
に
先
行
す
る
地
の
文
で
の
叙
述
で
あ
る
。
日
本
に
て
日
唐
各
国
の
皇
族
の
母
・
父

か
ら
生
ま
れ
、
母
と
幼
時
に
別
れ
て
父
「
秦
の
親
王
」
に
連
れ
ら
れ
唐
土
へ
渡
る
に

至
る
一
連
の
経
緯
が
巻
一
の
早
い
段
階
で
唐
后
の
苦
難
い
わ
ゆ
る
〈
流
離
〉
と
し
て

述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
帰
国
後
の
巻
三
に

及
ん
で
は
唐
后
の
母
吉
野
尼
君
の
苦
難
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
出
自
・
先
夫
「
秦
の

親
王
」
と
の
結
婚
・
子
別
れ
を
め
ぐ
る
詳
細
、
後
夫
と
の
契
り
・
隠
棲
と
剃
髪
・
吉

野
姫
君
出
産
・
み
吉
野
隠
棲
の
境
遇
に
至
る
現
在
ま
で
が
母
尼
君
の
〈
流
離
〉
と
し

て
新
た
に
吉
野
聖
の
話
と
地
の
文
で
語
り
直
さ
れ
て
い
る⑲
。

そ
の
「
本
体
」
を
め
ぐ
る
時
代
性
に
関
し
確
認
し
て
お
く
。
巻
一
で
は
唐
后
の
母

の
父
で
あ
る
日
本
の
「
筑
紫
に
流
さ
れ
給
へ
り
け
る
皇
子
」（
Ｐ
161
、小
Ｐ
43
）
が
、配

流
の
事
情
は
不
明
の
ま
ま
巻
三
で
吉
野
聖
の
話
で
「
上か

ん
つ
け野

宮の
み
や」

と
明
か
さ
れ
る
（
Ｐ

266
、小
Ｐ
202
）。「
上
野
宮
」
は
『
源
氏
』
宿
木
巻
の
前
述
薫
が
女
二
宮
降
嫁
の
仰
せ
を

受
け
た
発
端
場
面
に
も
点
描
さ
れ
（『
浜
松
』
巻
三
当
該
箇
所
に
お
け
る
新
編
全
集
指
摘
）、

殊
更
の
前
代
性
は
帯
び
な
い
の
だ
ろ
う⑳
。
た
だ
し
そ
の
反
面
、『
う
つ
ほ
』
の
「
古
親

王
」
上
野
宮
や
、『
源
氏
』
で
も
「
世
に
数
ま
へ
ら
れ
た
ま
は
ぬ
古
宮
」
宇
治
八
宮

（
橋
姫
五
‐
Ｐ
117
）
が
朱
雀
朝
の
弘
徽
殿
大
后
ら
の
十
宮
（
冷
泉
）
廃
太
子
を
企
む
政
争

に
巻
き
込
ま
れ
た
末
に
不
遇
の
身
と
な
っ
た
過
去
を
想
起
さ
せ
（
新
編
全
集
で
も
立
坊

擁
立
を
推
定
）、『
浜
松
』
の
中
納
言
が
身
を
置
く
時
代
よ
り
〈
前
代
〉
の
劇
的
な
事
情

に
設
定
さ
れ
て
い
よ
う
。
同
様
の
筑
紫
に
端
を
発
す
る
女
君
の
〈
流
離
〉
と
し
て
比

較
さ
れ
る
『
狭
衣
物
語㉑
』
で
「
親
た
ち
み
な
筑
紫
に
て
失
せ
に
け
る
」
と
語
ら
れ
る

飛
鳥
井
女
君
の
父
「
帥
の
平
中
納
言
」（
小
学
館
新
編
全
集
『
狭
衣
物
語
①
』
巻
二
〈
深

川
本
〉‐
Ｐ
249
）の
場
合
は
平
惟
仲〈
長
保
三
年（
一
〇
〇
一
）〜
寛
弘
二
年（
一
〇
〇
五
）

在
任
、
太
宰
府
で
没
〉
を
踏
ま
え
た
も
の
と
近
年
指
摘
さ
れ
る㉒
が
、『
浜
松
』
に
お
け

る
唐
后
の
祖
父
の
方
が
不
安
定
な
皇
位
継
承
事
情
を
想
起
さ
せ
る
皇
子
の
流
罪
と
い

う
点
、
し
か
も
巻
三
は
中
納
言
に
と
り
〈
父
〉
の
母
の
母
尼
君
の
来
歴
に
遡
っ
て
語

り
直
さ
れ
る
点
で
更
な
る
前
代
性
・
悲
劇
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
中
納
言
は
巻
三

で
「
鳥
の
音
だ
に
、
世
の
常
な
る
は
聞
こ
ゆ
べ
う
も
あ
ら
ぬ
世
界
」
京
と
は
隔
絶
さ

れ
た
奥
山
み
吉
野
（
Ｐ
264
、
小
Ｐ
200
）
に
旅
す
る
意
味
合
い
の
他
に
、
渡
唐
時
以
上
に

時
代
を
遡
る
追
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

唐
后
の
「
本
体
」
を
め
ぐ
る
こ
の
叙
述
に
関
し
て
は
、
共
鳴
す
る
見
聞
者
と
し
て

の
中
納
言
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
が
中
納
言
に
語
ら
れ
た
と
初
め
て
明
記

さ
れ
る
の
は
、
同
じ
巻
一
で
も
（
読
者
に
対
し
）
最
初
に
地
の
文
で
の
叙
述
で
明
か
さ

れ
た
時
か
ら
は
か
な
り
後
、
前
節
で
論
じ
た
唐
帝
を
め
ぐ
る
見
聞
と
同
じ
く
、
后
と

逢
瀬
を
結
ん
だ
も
の
の
正
体
を
知
ら
な
い
時
期
に
あ
た
る
。
中
納
言
は
、
后
の
隠
棲

す
る
蜀
山
を
訪
れ
た
際
に
唐
后
の
父
大
臣
が
「
こ
の
后
の
御
母
に
別
れ
し
ほ
ど
の
事

な
ど
語
り
出
で
た
る
」
の
を
「
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
」
と
聞
く
（
Ｐ
191
、
小
Ｐ
86
）。

逢
瀬
の
相
手
が
后
と
知
ら
さ
れ
た
後
で
帰
国
直
前
に
は
后
本
人
か
ら
も
、
母
宛
て
文

箱
を
預
か
っ
た
際
に「
身
の
あ
り
さ
ま
、を
の
づ
か
ら
聞
き
た
ま
ふ
や
う
も
侍
ら
ん
。」

と
切
り
出
さ
れ
て
日
本
に
い
る
母
の
事
情
を
聞
い
て
も
い
る
（
Ｐ
209
、
小
Ｐ
114
）。
こ

の
在
唐
時
の
見
聞
及
び
文
を
預
か
っ
た
経
緯
や
先
行
す
る
地
の
文
の
説
明
が
、
帰
国

半
年
後
の
巻
二
末
以
降
に
唐
后
と
は
日
唐
に
別
れ
て
暮
ら
す
母
吉
野
尼
君
と
異
父
妹

吉
野
姫
君
に
関
わ
る
「
本
体
」
の
詳
細
を
中
納
言
が
后
の
文
開
封
と
吉
野
行
き
で
見

聞
き
す
る
際
に
、
一
体
化
す
る
。
そ
の
際
、
唐
后
の
文
箱
を
届
け
る
巻
三
初
め
の
吉
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野
行
き
で
は
、
吉
野
聖
が
み
吉
野
に
隠
棲
す
る
母
尼
君
の
「
本
体
」
や
唐
土
で
后
と

し
て
「
飾
り
据
ゑ
ら
れ
給
へ
る
」
娘
唐
后
と
の
宿
縁
を
「
聞
き
所
多
く
」
語
り
聞
か

せ
る
の
を
、
日
唐
両
国
の
母
娘
の
「
こ
の
世
に
め
づ
ら
し
く
あ
り
が
た
き
御
契
り
」

に
「
聞
く
も
い
と
あ
は
れ
に
」
覚
え
る
様
が
描
か
れ
る
（
Ｐ
266
〜
268
、
小
Ｐ
202
〜
205
）。

「
聞
き
所
」の
語
句
は
巻
二
末
で
唐
后
の
弾
琴
を
評
価
す
る
際
に
続
き
用
い
ら
れ
る
注

目
す
べ
き
評
語
で
あ
り
、
母
娘
異
な
る
意
味
合
い
で
耳
新
し
く
聞
く
価
値
を
認
め
ら

れ
て
い
る㉓
。
今
度
は
地
の
文
だ
が
、聞
き
手
中
納
言
の
心
情
に
重
な
る
。「
あ
は
れ
な

り
」
の
反
応
は
視
点
人
物
的
で
簡
単
な
感
動
と
も
見
な
せ
る
が
、
見
聞
に
距
離
を
置

か
ず
共
鳴
す
る
、
言
い
表
し
難
い
心
情
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
中
納
言
と
后
の
異
父
妹

姫
君
の
接
近
が
唐
后
か
ら
母
尼
君
へ
の
孝
養
の
宿
世
と
夢
告
に
よ
り
導
か
れ
、
正
当

化
さ
れ
る
枠
組
み
へ
繋
が
る㉔
。同
時
に
、中
納
言
に
と
っ
て
は
自
身
の
境
遇
と
隔
た
っ

た
母
子
流
離
・
孝
養
の
物
語
を
見
聞
し
共
鳴
す
る
行
為
こ
そ
が
〈
体
験
〉
の
中
核
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
唐
后
と
尼
君
の
母
子
愛
の
見
聞
に
先
行
し
、
后
の
文
開
封
で
后
の
二
人

の
子

―
中
納
言
の
父
の
転
生
で
あ
る
唐
帝
三
の
皇
子
、
中
納
言
と
の
隠
し
子
若
君

―
を
介
し
中
納
言
が
当
事
者
と
な
る
感
動
が
加
わ
り
、
唐
后
か
ら
母
へ
、
中
納
言

か
ら
父
三
の
皇
子
へ
の
孝
養
の
志
が
絡
み
合
う
。
つ
ま
り
、『
源
氏
』
の
須
磨
・
明
石

退
去
と
恋
の
物
語
展
開
を
承
け
た
恋
や
孝
養
の
宿
世
の
と
ら
え
直
し
に
よ
る
融
合
の

進
行
で
あ
り
、
母
恋
い
の
面
影
と
子
別
れ
の
悲
し
さ
と
の
連
鎖
で
も
あ
る㉕
。

三
の
皇
子
に
つ
い
て
は
、
諸
論
の
指
摘
通
り
三
の
皇
子
個
人
と
し
て
み
る
限
り
、

中
納
言
と
〈
再
会
〉
し
た
後
は
言
及
が
少
な
く
な
る
が
、
三
の
皇
子
が
語
る
父
子
の

宿
縁
が
母
唐
后
の
親
近
感
を
呼
び
起
こ
し
結
果
的
に
は
よ
り
密
接
な
縁=

逢
瀬
を
結

ぶ
展
開
を
呼
び
起
こ
す
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
恋
の
き
っ
か
け
に

留
ま
ら
ず
、
巻
一
末
で
預
か
り
巻
二
末
で
中
納
言
に
開
封
さ
れ
る
母
尼
君
宛
て
の
唐

后
の
文
に
も
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。
中
納
言
と
三
の
皇
子
の
父
子
の
縁
を
明
か
し
た

上
で
「
こ
の
中
納
言
、
宮
を
世
の
常
な
ら
ず
い
み
じ
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
へ
る
ゆ

か
り
に
、ゆ
め
ゆ
め
を
ろ
か
に
は
侍
ら
じ
。」
と
「
宮
」
三
の
皇
子
に
対
す
る
中
納
言

の
孝
養
の
志
を
后
自
身
の
縁
と
感
じ
、
母
に
対
し
て
も
「
お
の
が
身
を
代
へ
て
渡
り

た
る
と
思
し
な
し
て
、
よ
ろ
づ
を
頼
み
思
し
め
せ
」
即
ち
后
自
身
の
転
生
と
も
思
え

と
ま
で
信
頼
の
意
を
表
し
て
い
る
（
Ｐ
259
、
小
Ｐ
190
）。
中
納
言
と
三
の
皇
子
に
お
け

る
父
子
の
縁
を
唐
后
と
三
の
皇
子
、
更
に
は
自
身
と
母
尼
君
と
の
母
子
の
各
縁
に
重

ね
「
こ
の
世
に
も
ま
た
そ
の
世
に
も
あ
ら
じ
か
し
か
か
る
親
子
の
中
の
契
り
は
」
と

「
親
子
の
中
の
契
り
」を
融
合
し
て
と
ら
え
直
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
を
読
む
中
納
言
の

反
応
は
「
す
べ
て
か
き
く
ら
し
、い
と
ど
し
き
涙
」
に
昏
れ
、み
吉
野
で
尼
君
の
「
本

体
」
を
聞
く
前
か
ら
既
に
、
言
い
表
し
難
い
思
い
に
感
動
し
て
い
る
（
Ｐ
260
、
小
Ｐ

191
）。一

方
の
若
君
に
つ
い
て
は
、
そ
の
唐
后
の
文
に
お
い
て
は
母
に
も
表
立
っ
て
出
生

の
秘
密
を
明
か
さ
な
い
で
、
異
父
妹
宛
の
文
に
「
思
ひ
す
つ
ま
じ
き
や
う
」
が
あ
る

ゆ
え
「
な
つ
か
し
う
お
ぼ
せ
」
と
頼
む
に
留
ま
る
（
Ｐ
261
、
小
Ｐ
192
）。
た
だ
、
巻
一

で
は
既
に
中
納
言
が
真
相
を
知
り
日
本
に
連
れ
て
帰
る
心
積
も
り
を
伝
え
た
時
点

で
、
唐
后
は
若
君
を
手
放
す
悲
し
さ
を
、
幼
き
日
の
后
が
母
に
味
わ
せ
た
子
別
れ
の

悲
し
さ
の
「
こ
と
の
報
い
」
と
考
え
て
い
る
（
Ｐ
208
、
小
Ｐ
111
）。
こ
の
時
点
で
は
唐

后
が
母
と
関
連
し
若
君
と
の
別
れ
の
宿
縁
を
思
い
悲
し
む
心
情
と
対
照
的
に
、
中
納

言
は
宿
世
に
楽
観
的
な
形
で
若
君
誕
生
に
よ
る
渡
唐
の
意
義
や
離
唐
後
の
期
待
を
感

じ
て
い
る
。
父
と
の
〈
再
会
〉
目
的
の
渡
唐
体
験
を
と
ら
え
直
し
、
唐
后
と
の
一
夜

の
逢
瀬
で
若
君
が
誕
生
し
た
宿
縁
即
ち
「
こ
の
契
り
に
ひ
か
れ
に
け
る
に
こ
そ
」
と

「
掻
き
く
ら
し
つ
つ
」
感
動
し
（
Ｐ
203
、
小
Ｐ
105
）、
ま
た
帰
国
を
決
断
す
る
（
前
節
末

言
及
）
一
方
で
帰
国
二
日
前
に
は
唐
后
と
簾
越
し
の
対
面
・
歌
贈
答
直
後
に
は
若
君

ゆ
え
「
我
を
ば
ひ
た
ぶ
る
に
思
し
放
た
ぬ
な
ん
め
り
。」
と
帰
国
後
の
望
み
を
つ
な
ぐ

心
情
（
Ｐ
212
、
小
Ｐ
118
）
に
な
る
。
そ
れ
が
巻
二
末
で
妹
宛
で
若
君
を
頼
む
后
の
文
を

読
む
際
は
、
や
は
り
「
身
に
染
み
返
り
、
あ
は
れ
に
か
な
し
と
は
世
の
常
な
り
」（
Ｐ

261
、
小
Ｐ
192
）
と
言
い
表
し
難
い
思
い
を
抱
き
、
み
吉
野
出
発
時
に
も
若
君
を
「
我
が
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方
ざ
ま
に
」
と
頼
ん
で
い
た
の
を
思
い
出
し
「
涙
と
ど
ま
ら
ず
」
と
感
動
を
蘇
ら
せ

る
（
Ｐ
263
、
小
Ｐ
194
）。
や
が
て
巻
三
半
ば
で
前
述
一
回
目
の
吉
野
行
き
か
ら
帰
京
し

た
後
は
、「
わ
れ
を
も
何
と
も
思
さ
ず
と
も
」
再
会
不
能
に
近
い
若
君
を
思
う
唐
后
の

心
を
「
思
い
遣
る
か
な
し
さ
、せ
む
方
な
し
。」
と
自
分
と
三
の
皇
子
の
父
子
の
宿
縁

と
重
ね
つ
つ
「
あ
は
れ
は
る
か
に
隔
た
り
、夢
の
や
う
に
て
別
れ
た
て
ま
つ
り
に
し
」

后
へ
の
思
慕
を
募
ら
せ
る
。
日
本
で
の
実
生
活
で
は
、
継
父
左
大
将
と
の
不
和
を
渡

唐
直
前
の
彼
の
娘
大
君
と
の
逢
瀬
を
め
ぐ
る
混
乱
に
よ
り
更
に
深
め
て
い
た
の
を
こ

の
時
点
で
は
ほ
ぼ
収
拾
し
て
い
る
が
、
円
満
に
な
れ
ば
な
る
程
、
家
庭
的
に
満
た
さ

れ
な
い
唐
后
の
宿
縁
と
思
い
比
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
Ｐ
307
、
小
Ｐ
260
〜
261
）。

以
上
、
渡
唐
に
よ
る
父
の
転
生
三
の
皇
子
と
の
〈
再
会
〉
が
、
新
た
な
縁
を
生
む

媒
と
し
て
そ
の
母
唐
后
と
の
逢
瀬
及
び
若
君
誕
生
を
導
き
、
唐
后
の
「
本
体
」
説
明

で
帰
国
後
に
詳
述
さ
れ
る
吉
野
尼
君
・
姫
君
と
の
親
子
の
宿
縁
の
片
端
に
中
納
言
も

三
の
皇
子
・
若
君
と
の
繋
が
り
を
介
し
連
な
る
の
を
、
彼
自
身
宿
縁
と
し
て
確
認
す

る
経
緯
を
概
観
し
た
。
こ
の
中
で
、
巻
二
末
で
開
封
さ
れ
た
唐
后
の
文
が
特
に
、
文

を
読
む
中
納
言
を
融
合
し
た
宿
世
と
し
て
、
思
慕
の
あ
り
方
共
々
と
ら
え
直
す
事
へ

導
く
点
は
注
目
さ
れ
る
。
唐
土
で
は
客
人
と
し
か
実
際
に
振
る
舞
い
よ
う
が
な
か
っ

た
中
納
言
が
、
文
に
綴
ら
れ
る
唐
后
の
思
い
に
絡
め
取
ら
れ
る
形
で
、
唐
后
の
祖
父

上
野
宮
〈
前
代
〉
に
起
因
す
る
「
本
体
」
を
見
聞
し
、
后
と
母
尼
君
親
子
の
宿
縁
を

日
唐
で
隔
た
る
流
離
の
宿
世
と
捉
え
返
す
中
で
、
三
の
皇
子
や
若
君
を
介
し
自
ら
連

な
り
得
た
事
に
「
あ
は
れ
に
か
な
し
」
と
語
り
得
な
い
感
動
を
覚
え
、
再
会
が
叶
わ

な
い
唐
后
へ
の
愛
執
を
再
構
築
し
て
い
よ
う㉖
。
地
の
文
の
叙
述
や
文
に
未
分
化
な
形

で
考
え
見
聞
す
る
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
唐
后
の
現
在
と
過
去
に
対
す
る
見
聞
者
中
納
言
の
関
わ
り
方
に
は
、
次
節

で
概
観
の
、
帰
国
後
の
京
の
日
常
生
活
で
彼
女
の
比
類
な
い
美
貌
と
弾
琴
を
語
り
草

と
し
て
意
識
す
る
経
緯
が
絡
ん
で
い
る
。

四
、
唐
后
の
美
質
を
語
る
価
値
を
め
ぐ
る
葛
藤
へ

一
節
冒
頭
で
掲
出
し
た
「
髪
上
げ
う
る
は
し
き
」
唐
后
の
「
あ
ひ
い
み
じ
く
に
ほ

ひ
か
を
り
て
、
眉
も
の
よ
り
気
高
く
見
な
し
た
ま
ふ
」
美
貌
及
び
「
世
に
知
ら
ず
聞

こ
ゆ
る
」
琴き

ん

の
琴こ

と

弾
奏
は
、
菊
見
の
姿
を
垣
間
見
し
た
時
以
来
、
中
納
言
が
「
名
残

の
匂
ひ
ま
で
わ
が
身
に
し
み
ぬ
る
心
地
」「
お
も
し
ろ
さ
さ
へ
耳
に
つ
き
つ
つ
」
と
極

私
的
な
恋
情
の
対
象
と
な
る
が
、
そ
れ
は
「
こ
の
世
に
か
か
る
事
を
見
る
や
」
と
唐

土
で
の
見
聞
と
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
事
柄
ゆ
え
で
も
あ
っ
た
（
Ｐ
158
〜
161
、
小
Ｐ
40

〜
42
）。

た
だ
、
中
納
言
の
こ
う
し
た
私
的
な
思
い
入
れ
に
留
ま
ら
ず
、
唐
后
の
美
質
が
唐

土
を
代
表
す
る
美
と
し
て
意
識
さ
れ
る
経
緯
も
注
目
さ
れ
る
。
中
納
言
帰
国
の
時
点

に
至
り
后
の
正
体
を
知
る
契
機
と
な
っ
た
未
央
宮
の
送
別
の
宴
で
、
一
節
前
述
「
世

の
乱
れ
」
の
危
険
を
冒
し
唐
后
弾
琴
を
企
て
る
唐
帝
の
心
情
は
見
過
ご
せ
な
い
。
類

い
希
な
中
納
言
が
唐
土
で「
め
づ
ら
し
う
聞
き
も
見
も
驚
く
こ
と
な
く
て
や
み
ぬ
る
」

と
帰
国
後
思
い
返
す
事
に
な
る
の
を
「
は
づ
か
し
か
る
べ
き
」
と
思
い
、
唯
一
「
驚

き
思
ふ
」
価
値
が
あ
る
も
の
と
し
て
中
納
言
に
唐
后
の
「
か
た
ち
、
あ
り
さ
ま
、
琴

の
声
」
を
見
聞
か
せ
「
我
が
世
の
思
ひ
出
で
に
思
は
せ
む
」
と
企
て
る
（
Ｐ
195
、小
Ｐ

93
）。
実
現
し
た
「
空
に
響
き
上
り
聞
こ
ゆ
」
弾
奏
に
、
中
納
言
は
逢
瀬
の
相
手
と
の

同
一
性
を
感
じ
、
正
体
を
見
定
め
る
行
動
を
起
こ
す
ま
で
に
恋
心
を
募
ら
せ
つ
つ
、

先
行
物
語
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
奇
瑞
を
招
い
た
俊
蔭
女
の
弾
琴
も
「
か
う
は
あ
ら
ず

や
あ
り
け
む
」
と
比
類
な
さ
を
準
え
、「
さ
ら
に
涙
と
ど
ま
ら
ぬ
」
感
動
を
覚
え
る
。

そ
の
様
子
を
見
た
唐
帝
は
、（
唐
后
と
の
逢
瀬
の
真
相
は
知
ら
ぬ
ま
ま
）
中
納
言
の
美
貌
・

才
と
併
せ
て
「
わ
が
世
に
、
か
く
め
づ
ら
し
き
こ
と
を
見
聞
く
よ
と
、
世
の
た
め
し

に
も
書
き
と
ど
め
、語
り
伝
へ
つ
べ
く
思
し
め
さ
る
。」
と
後
世
へ
書
き
語
り
伝
え
る

に
相
応
し
い
価
値
を
再
確
認
し
満
足
す
る
の
で
あ
る
（
以
上
Ｐ
200
、
小
Ｐ
99
〜
100
）。

中
納
言
が
唐
后
の
容
貌
と
弾
琴
に
つ
い
て
語
る
価
値
を
意
識
す
る
の
は
、
唐
土
か
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『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
〈
渡
唐
体
験
〉
考

555

ら
帰
国
半
年
後
の
時
点
、
巻
二
末
尾
近
く
で
あ
る
。
唐
后
の
「
菊
見
た
ま
ひ
し
夕
べ

の
御
か
た
ち
、
琴き

ん

の
音
ば
か
り
な
ど
」
を
、
唐
土
で
見
聞
し
た
体
験
の
中
で
も
「
い

み
じ
う
聞
き
所
あ
り
て
」
聞
き
手
を
感
動
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
「
語
り
た
ま
ふ
べ

き
物
語
」
と
し
て
価
値
を
認
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
心
の
う
ち
に
深
く
残
し

た
ま
ひ
て
」、「
尼
姫
君
」
剃
髪
後
も
関
係
を
修
復
し
正
妻
格
と
し
て
寝
起
き
を
共
に

す
る
大
将
大
君
に
、「
こ
の
世
の
事
も
か
の
世
の
事
も
」
日
本
ば
か
り
か
唐
土
の
体
験

す
ら
何
も
か
も
隔
て
な
く
「
長
き
寝
覚
め
に
」
話
す
中
で
も
、「
ま
づ
先
に
立
つ
涙
に

慎
ま
れ
て
」
全
く
言
い
出
せ
な
い
で
い
る
（
Ｐ
254
、小
Ｐ
185
〜
186
）。
こ
の
心
情
を
き
っ

か
け
に
、
中
納
言
が
帰
国
二
日
前
に
唐
后
か
ら
託
さ
れ
た
件
の
文
箱
を
開
封
し
、
吉

野
行
き
及
び
后
の
異
父
妹
吉
野
姫
君
の
登
場
へ
つ
な
が
る
。
吉
野
姫
君
と
の
直
接
の

対
面
が
ま
だ
実
現
し
な
い
巻
三
半
ば
で
、前
述
〈
御
前
の
唐
語
り
〉
を
き
っ
か
け
に
、

京
の
日
常
生
活
か
ら
離
れ
た
次
元
で
菊
や
春
の
夢
に
託
さ
れ
た
観
念
的
な
唐
后
の
イ

メ
ー
ジ
に
よ
る
思
慕㉗
へ
と
没
入
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
流
の
批
評
者
で
あ
る
客
人
中
納
言
に
唐
帝
が
対
抗
す
る
た
め
、

唐
后
の
容
貌
と
弾
琴
を
唐
土
で
世
に
伝
え
る
に
相
応
し
い
美
質
と
し
て
披
露
し
、
中

納
言
も
帰
国
し
た
日
本
で
語
り
伝
え
る
事
を
意
識
し
私
的
な
思
慕
と
の
間
で
葛
藤
を

覚
え
る
物
語
展
開
が
窺
え
る
。
帰
国
後
の
中
納
言
の
唐
后
思
慕
を
め
ぐ
る
主
題
的
展

開
に
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
思
慕
の
あ
り
方
は
、
帰
国
直
後
の
筑
紫
や

帰
京
後
の
日
常
生
活
に
お
け
る
変
化
に
つ
い
て
以
前
の
各
稿
で
論
じ
た㉘
通
り
、
中
納

言
が
語
る
の
を
躊た

め
ら躇

う
事
又
は
言
い
つ
く
ろ
う
事
そ
の
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
本

稿
に
お
け
る
以
上
の
検
討
を
考
慮
し
た
場
合
、
そ
の
躊
躇
い
に
は
、
異
国
の
后
の
美

質
へ
の
愛
執
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
特
別
な
唐
后
を
め
ぐ
る
特
別
な
親
子
の
繋
が

り
を
含
む
一
切
を
、
唐
土
に
て
客
人
の
立
場
だ
か
ら
こ
そ
得
た
見
聞
の
中
か
ら
中
納

言
自
身
が
組
み
込
ま
れ
得
る
も
の
と
し
て
求
め
て
い
く
恋
着
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

最
後
に
中
納
言
に
と
っ
て
の
唐
后
に
関
わ
る
見
聞
の
意
味
合
い
を
彼
の
渡
唐
体
験

全
体
か
ら
考
え
る
。

五
、〈
前
代
の
ゆ
ゑ
〉
の
見
聞
と
い
う
〈
渡
唐
体
験
〉

唐
后
に
関
わ
る
見
聞
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
渡
唐
し
た
数
少
な
い
日
本
人
で
あ
る

中
納
言
の
見
聞
に
お
け
る
唐
土
の
人
・
事
物
の
一
部
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
納
言
の

渡
唐
は
、
亡
き
父
宮
の
転
生
で
あ
る
唐
帝
三
の
皇
子
と
〈
再
会
〉
す
る
と
い
う
あ
く

ま
で
も
私
的
な
来
訪
で
あ
っ
た
。
客
人
で
あ
る
中
納
言
は
唐
土
の
宮
廷
生
活
面
で
唐

帝
の
招
請
が
あ
れ
ば
、「
と
う
て
い
」
の
行
幸
や
「
ほ
う
か
殿
」
に
お
け
る
七
夕
の
宴

の
儀
式
等
に
加
わ
る
も
の
の
、日
常
的
な
参
内
の
義
務
は
な
い
と
思
わ
れ
る㉙
。
結
局
、

父
式
部
卿
宮
の
転
生
た
る
三
の
皇
子
と
の
再
会
、
中
納
言
に
と
っ
て
唐
土
体
験
の
最

た
る
出
来
事
で
あ
る
皇
子
の
母
唐
后
と
の
一
夜
限
り
の
逢
瀬
及
び
正
体
判
明
を
め
ぐ

る
極
私
的
な
体
験
を
除
け
ば
、
彼
の
言
動
は
宮
廷
を
初
め
と
す
る
唐
土
全
般
の
見
聞

が
中
心
と
な
る
。
主
人
公
の
見
聞
で
は
時
に
は
い
わ
ゆ
る
地
の
文
の
叙
述
と
一
体
化

し
つ
つ
、
唐
土
の
権
力
者
一
の
大
臣
や
そ
の
娘
五
の
君
に
よ
る
率
直
な
言
動
等
に
対

し
日
本
と
の
対
比
で
批
判
も
す
る
一
方
で
、
唐
土
の
故
事
と
名
所
の
案
内
に
も
な
っ

て
い
る㉚
。
そ
の
際
、
渡
唐
物
語
と
し
て
『
浜
松
』
に
影
響
を
与
え
て
い
る
『
う
つ
ほ

物
語
』
で
は
全
く
の
異
郷
と
し
て
描
か
れ
る
の
と
は
対
照
的
で
、
日
本
を
専
ら
比
較

基
準
と
し
た
『
浜
松
』
に
お
け
る
唐
土
の
事
物
描
写
は
真
の
異
郷
に
は
見
な
し
得
な

い㉛
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
『
浜
松
』
の
渡
唐
に
お
い
て
は
、
唐
土
の
景
物
や
人
物
を
め
ぐ
る
出
来
事
か

ら
価
値
の
あ
る
来
歴
い
わ
ば
〈
ゆ
ゑ
〉
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
唐
土
の
宮
廷
の
〈
ゆ
ゑ
〉
で
あ
る
「
ほ
う
か
殿
」
の
七
夕
の
宴
に
ま

つ
わ
る
西
王
母
や
東
方
朔
の
故
事
は
紹
介
の
み
だ
が
、
渡
唐
二
年
目
の
新
春
に
訪
れ

た
「
桃
源
と
い
ふ
水
の
ほ
と
り
」
の
桃
林
が
岸
辺
に
「
う
る
は
し
く
並
み
立
ち
て
開

け
渡
り
た
る
さ
ま
」
を
見
た
中
納
言
の
感
動
は
、「
は
る
か
に
伝
へ
て
文
の
こ
と
ど
も
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を
見
し
を
、
あ
ら
た
に
見
つ
る
も
、
我
な
が
ら
め
づ
ら
し
く
、
人
よ
り
殊
に
お
ぼ
し

知
ら
る
」
で
あ
っ
た
（
Ｐ
169
、
小
Ｐ
55
）。
こ
の
場
合
の
〈
ゆ
ゑ
〉
は
日
本
に
伝
来
し

た
漢
籍
に
よ
り
既
知
と
は
い
え
、
故
事
の
舞
台
を
「
あ
ら
た
に
見
つ
る
」
ま
で
に
強

い
関
心
を
見
せ
て
い
よ
う
。

唐
后
に
関
わ
る
見
聞
に
つ
い
て
も
弾
琴
と
容
貌
の
す
ば
ら
し
さ
が
唐
土
の
至
上
の

美
と
し
て
語
り
伝
え
る
価
値
を
認
め
る
と
共
に
、
渡
唐
の
意
義
を
高
め
る
上
で
〈
ゆ

ゑ
〉
が
追
求
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
中
納
言
自
身
が
身
を
置

く
日
本
の
貴
族
社
会
か
ら
す
る
と
考
え
も
つ
か
な
い
『
源
氏
』
正
篇=

日
本
の
〈
前

代
〉
を
連
想
す
る
政
治
事
情
と
日
唐
両
国
に
わ
た
る
親
子
の
〈
流
離
〉
の
〈
ゆ
ゑ
〉

―
『
源
氏
』
を
超
え
る
程
の
劇
的
な
事
情

―
を
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

唐
后
と
、
元
来
傍
観
者
で
し
か
な
い
客
人
中
納
言
と
を
繋
ぐ
の
が
、
唐
后
の
「
本
体
」

を
め
ぐ
る
特
別
な
母
子
の
縁
に
加
え
て
、
中
納
言
自
身
と
父
宮
転
生
の
三
の
皇
子
及

び
若
君
と
の
繋
が
り
に
よ
り
中
納
言
自
身
の
〈
ゆ
ゑ
〉
も
組
み
込
ま
れ
た
か
け
が
え

の
な
い
宿
縁
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
の
唐
土
の
見
聞
の
場
合
と
は
異
な
り
語

り
草
に
し
て
し
ま
え
な
い
、「
あ
は
れ
に
か
な
し
」
と
心
惹
か
れ
愛
執
と
一
体
化
し
た

執
着
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
中
納
言
は
唐
土
到
着
時
に『
源
氏
』須
磨
巻
の
十
五

夜
場
面
を
な
ぞ
っ
て
異
国
に
お
け
る
望
郷
の
思
い
を
吐
露
し
て
は
い
る32
。
た
だ
し
、

不
遇
や
悲
哀
を
深
め
る
流
離
と
い
う
意
味
合
い
で
は
、
特
に
唐
后
と
の
逢
瀬
に
伴
い

若
君
を
介
し
て
親
子
の
宿
縁
へ
組
み
込
ま
れ
る
事
に
よ
り
近
し
く
な
っ
た
唐
后
親
子

の
真
の
流
離
を
、
帰
国
後
も
彼
女
の
文
を
見
る
事
・
母
の
「
本
体
」
を
聞
く
事
で
、

前
掲
「
身
に
し
み
返
」（
Ｐ
261
、
小
Ｐ
192
）
る
〈
体
験
〉
と
し
た
事
に
な
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

そ
の
中
納
言
が
帰
国
後
、
京
の
日
常
生
活
の
場
で
隔
て
な
く
〝
理
想
的
〞
に
語
ら

う
大
将
大
君
に
も
唐
后
に
関
わ
る
こ
と
を
語
り
得
な
い
の
は

―
唐
后
の
文
箱
を
開

封
へ
と
駆
り
立
て
る
心
情
と
な
り
得
る
の
は

―
、
恋
の
心
情
に
妨
げ
ら
れ
る
と
い

う
だ
け
で
な
い
だ
ろ
う
。そ
の
際
言
及
さ
れ
て
い
る
后
の
美
質
と
共
に
こ
う
し
た「
本

体
」
に
関
わ
る
秘
事
を
〈
ゆ
か
り
〉=

血0

縁
で
な
い
他
者
に
さ
ら
け
出
せ
ば
、
こ
の

後
見
聞
し
関
わ
る
中
で
唐
后
の
一
族
を
め
ぐ
る
劇
的
な
〈
流
離
〉
の
宿
世
の
中
に
組

み
込
ま
れ
て
い
く
中
納
言
自
身
の
〈
ゆ
ゑ
〉
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
こ
と
へ
の
躊
躇

い
と
巻
二
の
時
点
で
は
漠
然
と
連
動
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
。
そ
の
背
景
と
し

て
中
納
言
が
唐
土
で
見
聞
し
帰
国
後
も
追
い
求
め
る
と
こ
ろ
の
唐
后
に
劇
的
な
〈
流

離
〉
の
宿
世
と
深
い
親
子
の
情
を
呼
び
起
こ
す
〈
前
代
の
ゆ
ゑ
〉
が
、
現
実
に
身
を

置
く
京
の
日
常
生
活
即
ち
政
治
的
に
平
穏
な
日
本
の
貴
族
社
会
の
状
況
と
隔
た
り
過

ぎ
て
語
り
草
以
上
の
意
味
を
与
え
ら
れ
な
い
事
情
が
推
察
さ
れ
よ
う
。

本
稿
は
巻
一
中
心
に
渡
唐
の
意
味
を
論
じ
た
た
め
検
討
は
巻
三
前
半
に
留
ま
る

が
、
以
降
続
く
京
の
日
常
生
活
で
唐
后
の
事
を
語
る
こ
と
を
め
ぐ
り
中
納
言
が
躊
躇

う
あ
り
方
は
、
在
唐
時
の
客
人
と
し
て
の
見
聞
が
主
体
の
体
験
共
々
、『
源
氏
』
続
篇

に
準
じ
た
現
環
境
と
対
照
的
だ
か
ら
こ
そ
、『
源
氏
』
正
篇
を
超
え
た
〈
前
代
の
ゆ

ゑ
〉
を
強
く
求
め
る
渡
〈
唐
〉
物
語
た
る
特
徴
で
は
な
い
か
。

注①　
藤
岡
作
太
郎
『
平
安
朝
文
学
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
三
、四
章
Ｐ
536
〜
538
。
ま
た

宮
田
和
一
郎
『
物
語
文
学
攷
』
文
進
堂
、一
九
四
三
や
石
川
徹
『
古
代
小
説
史
稿
』
刀

江
書
院
、
一
九
五
八
等
の
論
有
。

②　
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
本
文
の
引
用
は
『
篁
物
語　

平
中
物
語　

浜
松
中
納
言
物
語　

日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
の
松
尾
聡
校
注
本
文
（
略
称
：
大
系
）

に
拠
り
、
池
田
利
夫
『
浜
松
中
納
言
物
語　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
、

二
〇
〇
一
（
略
称
：
新
編
全
集
。
引
用
時
小
Ｐ
と
し
て
該
当
頁
を
併
記
）、
中
西
健
治

『
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
（
略
称
：
全
注
釈
）、
稿
者
も
参

加
し
た
浜
松
中
納
言
物
語
の
会
『
浜
松
中
納
言
物
語
巻
一
注
釈
』
私
家
版
、二
〇
一
二

（
略
称
：
浜
松
の
会
注
）
等
を
参
考
に
表
記
を
改
め
た
。
当
該
頁
の
引
用
の
う
ち
、
傍

線
部
「
あ
ひ
」
は
新
編
全
集
で
「
あ
い
ぎ
ゃ
う
、」
に
校
訂
。
な
お
唐
后
の
美
質
は
垣

間
見
時
と
対
照
的
に
逢
瀬
後
は
日
本
の
「
な
つ
か
し
き
」
美
的
基
準
を
賞
賛
さ
れ
る
。

神
尾
暢
子
「
松
浦
宮
の
女
性
美
―
桐
壺
更
衣
と
楊
貴
妃
―
」（「
言
語
文
化
研
究
」
七
、



三
九

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
〈
渡
唐
体
験
〉
考
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二
〇
〇
〇
・
三
）。

③　

松
浦
後
掲
注
㉘
Ⅰ
論
文
で
語
り
方
を
検
討
。

④　

楊
貴
妃
に
喩
え
る
表
現
共
々
の
桐
壺
更
衣
継
承
は
、
全
注
釈
、
浜
松
の
会
注
、
岡
部

明
日
香
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
白
詩
の
受
容
―
唐
后
の
造
型
を
中
心
に
―
」

（「
白
居
易
研
究
年
報
」
八
、二
〇
〇
七
・
一
〇
）
で
指
摘
。

⑤　
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
等
は
阿
部
秋
生
他
『
源
氏
物
語　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

全
六
巻
に
拠
り
、
巻
名
と
冊
次
‐
頁
を
付
し
た
。

⑥　
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⑦　

式
部
卿
宮
が
当
帝
唯
一
の
男
宮
で
あ
る
点
は
更
に
平
穏
な
継
承
と
い
え
る
。た
だ
成

立
期
に
な
い
式
部
卿
宮
立
坊
に
敦
康
親
王
立
坊
を
望
む
史
的
背
景
を
読
み
取
る
久
下

裕
利
「
孝
標
女
の
物
語
」（『
平
安
後
期
物
語
の
新
研
究
』
新
典
社
、二
〇
〇
九
）
の
見

解
も
あ
る
。
前
春
宮
薨
去
例
の
少
な
さ
も
中
西
健
治
「
人
物
構
想
論
―
そ
の
序
説
・
式

部
卿
宮
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』
大
学
堂
書
店
、
一
九
八
三
）

で
指
摘
。摂
関
家
内
部
や
後
宮
の
対
立
等
の
政
情
を
含
め
兼
ね
合
い
を
考
え
る
必
要
は

あ
ろ
う
。

⑧　

西
本
寮
子
「
浜
松
中
納
言
物
語
に
お
け
る
皇
女
降
嫁
」（「
国
文
学
攷
」
一
一
六
、

一
九
八
七
・
一
二
）。

⑨　

神
尾
暢
子
「
官
職
呼
称
の
人
物
映
像
―
堤
中
納
言
の
権
中
納
言
―
」（『
王
朝
国
語
の

表
現
映
像
』
新
典
社
、
一
九
八
二
）。
中
納
言
の
年
齢
は
巻
四
最
初
の
時
点
で
皇
女
降

嫁
を
辞
退
す
る
言
葉
（
Ｐ
327
、小
Ｐ
289
）
か
ら
、全
注
釈
当
該
補
注
の
見
解
通
り
二
十
一

歳
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
官
職
は
、久
下
注
⑦
論
文
で
地
位
の
近
似
を
史
的
に
指
摘

す
る
摂
関
家
の
お
じ
衛
門
督
よ
り
相
当
年
下
で
の
任
官
だ
ろ
う
。
中
西
健
治「
浜
松
中

納
言
物
語
の
成
立
年
代
へ
の
一
視
点
」（『
浜
松
中
納
言
物
語
論
考
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
二
初
出
）
で
権
官
職
と
成
立
年
代
を
推
定
。

⑩　

蜀
山
の
唐
后
及
び
丁
里
の
女
王
の
君
（
后
の
女
房
）
を
訪
問
の
各
場
面
で
の
新
編
全

集
・
全
注
釈
指
摘

⑪　

伊
藤
守
幸
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
反
中
心
性
」（「
文
芸
研
究
」
九
七
、

一
九
八
一
・
五
）

⑫　

菊
地
仁
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
在
唐
巻
―
源
氏
物
語
か
ら
の
照
射
―
」（「
日
本

文
学
論
究
」
四
五
、一
九
八
六
・
三
）。
唐
帝
皇
子
へ
の
転
生
に
は
『
今
昔
物
語
集
』
清

範
説
話
の
影
響
が
勿
論
あ
ろ
う
。

⑬　

中
納
言
自
身
、女
性
関
係
一
般
で
唐
土
の
「
か
り
そ
め
の
ほ
か
の
人
」
と
自
覚
す
る

（
Ｐ
181
、
小
Ｐ
73
）。

⑭　

唐
帝
と
の
恋
情
の
共
有
に
よ
り
あ
た
か
も
后
と
の
恋
を
す
る
資
格
を
付
与
さ
れ
た

効
果
か
。
岡
部
注
④
論
文
は
、唐
后
に
『
長
恨
歌
』
引
用
に
よ
る
楊
貴
妃
に
加
え
上
陽

白
髪
人
及
び
桐
壺
更
衣
の
造
型
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
と
共
に
、中
納
言
の
返
歌
「
遠
山

鳥
」
歌
を
通
じ
て
唐
帝
と
の
愛
か
ら
遠
ざ
か
り
、中
納
言
と
の
愛
へ
と
移
行
さ
せ
て
い

る
と
論
じ
る
。
な
お
、
前
述
の
点
は
薫
の
見
る
意
味
合
い
と
異
な
る
。

⑮　

神
田
龍
身
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
幻
視
行
」（「
文
芸
と
批
評
」
五
‐
五
、一
九
八
〇
・

一
二
）、
菊
地
仁
「
浜
松
中
納
言
物
語
試
論
―
主
人
公
の
聖
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
日

本
文
学
論
究
」
四
五
、一
九
八
六
・
三
）。
な
お
、
中
納
言
が
帰
国
後
の
巻
四
で
「
官
位

を
と
ら
れ
、
お
ほ
や
け
の
罪
に
あ
た
ら
ん
、
苦
し
か
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。」（
Ｐ
334
、
小

Ｐ
298
）
と
思
い
つ
め
て
い
る
の
が
后
思
慕
に
対
す
る
禁
忌
（
大
系
・
全
注
釈
解
）
ゆ
え

だ
と
し
て
も
、
菊
池
論
文
の
指
摘
通
り
、
帰
国
後
に
生
じ
た
意
識
で
あ
ろ
う
。

⑯　

唐
帝
男
皇
子
三
人
の
予
言
で
密
通
露
顕
の
危
機
が
生
じ
る
が
、こ
の
点
で
は
密
通
に

よ
り
誕
生
し
た
薫
と
光
源
氏
の
子
三
人
の
予
言
と
の
関
連
に
似
る
。

⑰　
「
世
に
知
ら
ぬ
心
地
こ
そ
す
れ
有
明
の
月
の
ゆ
く
へ
を
空
に
ま
が
へ
て
」（
花
宴
一
‐

Ｐ
360
）
を
な
ぞ
る
。
菊
地
注
⑫
論
文
。
一
方
、朧
月
夜
の
人
物
設
定
継
承
を
諸
論
で
指

摘
の
一
の
大
臣
五
の
君
に
は
薫
的
な
禁
欲
的
態
度
を
取
る
。

⑱　

前
者
は
神
田
注
⑮
論
文
や
八
島
由
香
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
〈
あ
く
が

る
る
心
〉」（「
論
輯
」
二
八
、二
〇
〇
〇
）、
後
者
は
金
治
幸
子
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』

論
―
中
納
言
の
母
性
希
求
と
唐
后
の
造
型
を
め
ぐ
っ
て
」（「
日
本
文
芸
学
」

三
七
・
三
八
、二
〇
〇
一
・
二
〜
二
〇
〇
二
・
二
）
上
編
や
八
島
由
香
「『
浜
松
中
納
言
物

語
』
に
お
け
る
〈
不
孝
〉」（「
論
輯
」
三
一
、二
〇
〇
三
）
等
。

⑲　

中
西
健
治
「
唐
后
の
人
物
設
定
」（『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』
大
学
堂
書
店
、

一
九
八
三
）
や
金
治
注
⑱
論
文
下
編

⑳　

皇
位
継
承
か
ら
遠
い
親
王
の
名
誉
職
と
解
さ
れ
る
。上
野
宮
の
一
条
朝
以
降
例
及
び

親
王
の
筑
紫
配
流
例
は
未
見
。

㉑　

モ
チ
ー
フ
の
近
似
が
指
摘
さ
れ
る
二
作
品
の
先
後
関
係
は
後
藤
康
文
の
論
が
あ
る



四
〇
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が
今
後
更
に
検
討
を
要
す
。

㉒　
『
狭
衣
』
新
編
全
集
当
該
注
等
。
野
村
倫
子
「
飛
鳥
井
姫
君
の
九
州
」（『「
源
氏
物

語
」
宇
治
十
帖
の
継
承
と
展
開
』
和
泉
書
院
、一
九
八
八
初
出
）
で
叙
述
の
諸
相
を
検

討
。
な
お
浮
舟
の
継
承
も
課
題
。

㉓　

中
西
健
治
「「
聞
き
ど
こ
ろ
」
に
つ
い
て
」（『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』
大
学
堂

書
店
、
一
九
八
三
）

㉔　

伊
井
春
樹「
浜
松
中
納
言
物
語
の
方
法
」（『
源
氏
物
語
論
考
』風
間
書
房
、一
九
七
八

初
出
）
等

㉕　

恋
の
宿
世
の
捉
え
直
し
は
森
岡
常
夫
『
平
安
朝
物
語
の
研
究
増
補
版
』
風
間
書
房
、

一
九
八
一
や
菊
地
注
⑫
論
文
、孝
養
の
宿
世
融
合
は
安
藤
享
子
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』

に
お
け
る
恩
愛
」（「
和
洋
国
文
学
研
究
一
二
、一
九
七
九
）
や
八
島
由
香
「『
浜
松
中
納

言
物
語
』
に
お
け
る
親
子
の
つ
な
が
り
」（「
別
冊
論
輯
」
二
〇
〇
三
・
二
）、
母
恋
い
・

子
別
れ
の
連
鎖
は
金
治
注
⑱
論
文
。
久
下
晴
康
（
裕
利
）「
唐
后
転
生
へ
の
道
」（『
平

安
後
期
物
語
の
研
究 

狭
衣
浜
松
』
新
典
社
、
一
九
七
六
初
出
）

㉖　

助
川
幸
逸
郎
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
物
語
の
彼
岸
」（『
狭
衣
物
語 

空
間
／
移
動
』

翰
林
書
房
、
二
〇
一
一
）
は
、
渡
唐
ま
で
し
て
再
会
し
た
父
の
転
生
へ
の
失
望
の
代
償

と
し
て
論
じ
る
。

㉗　

菊
見
・
別
れ
の
宴
の
各
弾
琴
、
逢
瀬
時
の
心
象
融
合
の
流
れ
は
久
下
注
㉕
論
文
参
照

㉘　

松
浦
Ⅰ「『
浜
松
中
納
言
物
語
』巻
三
考
」（「
日
本
文
芸
学
」二
七
、一
九
九
〇
・
一
一
）、

Ⅱ
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
考
」（「
論
究
日

本
文
学
」
五
四
、一
九
九
一
・
五
）、Ⅲ
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
大
弐
考
」（『
平
安
後

期
物
語
の
新
研
究
』
新
典
社
二
〇
〇
九
）

㉙　
「
長
河
」
で
の
六
月
祓
な
ど
は
、
浜
松
の
会
注
で
示
す
通
り
、
三
の
皇
子
が
個
人
的

に
中
納
言
を
「
具
し
給
ひ
て
」
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
Ｐ
186
、
小
Ｐ
79
）。
唐
帝
は

限
定
的
に
連
続
し
て
登
場
す
る
場
面
内
を
除
け
ば
、主
語
の
明
記
な
し
に
登
場
す
る
こ

と
は
な
い
た
め
、
こ
の
六
月
祓
は
他
の
注
釈
で
解
す
る
よ
う
な
、
唐
帝
が
「
三
の
皇

子
・
中
納
言
具
し
給
ひ
て
」
の
行
幸
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
。

㉚　

三
角
洋
一
「
唐
土
に
た
た
ず
む
貴
公
子
た
ち
」（『
日
本
を
意
識
す
る
』
講
談
社
、

二
〇
〇
五
）。

㉛　

伊
藤
注
⑪
論
文

32　

菊
地
注
⑫
論
文
。

（
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）


