
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

末摘花に投影された作者紫式部

中島, あや子
鹿児島大学法文学部講師

https://doi.org/10.15017/12096

出版情報：語文研究. 44/45, pp.54-60, 1978-06-01. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



●

末
摘
花
に
投
影
さ
れ
た
作
者
紫
式
部

中

島

あ

や

子

螢
巻

に
お
け

る
物
語
論
は
、

言
う
な
れ
ば
、
源
氏
物
語

に
向
か
う
作
者
紫
式

部

の
姿
勢
を
光
源
氏
に
代
弁
さ
せ
た
も

の
と
も

一
般

に
考
え
ら
れ

て
い
る
も

の

で
あ
り
、

そ
の
主
旨
は
、

日
本
紀
な
ど

の
史
書
よ
り
も
上
位

に
あ
る
と
ま

で
い

う
作
り
物

語
の
真
実
性

に
あ
る
。
そ
う
し

て
、
そ
の
虚
構

の
物
語
の
真
実
性
を

作
品

の
内
側
か
ら
支
え

て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
多
く
の
人
伝

て
の
話
や
読
書

に
よ
る
知
識
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、

何
と
い

っ
て
も
作
者
自
身

の
現
実
体
験
と

そ
れ
に
よ

っ
て
触

発
さ
れ

る
日
々
の
感
懐

の
投
入
が
、
そ
の
中
心
的
な
要
素
と

な

っ
て
い
る

こ
と
は
疑

え
な

い
で
あ
ろ
う
。

右

の
よ
う
な
視
点

に
立

っ
て
、
以
前
、
式
部

の
越
前
の
旅
と

い
う
離
京

の
体

験

が
、
源
氏
の
須
磨
請
居

の
描
出

に
影
を
落

と
し

て
い
る
こ
と
を
述

べ
た
こ
と

が
あ

る
幌
「
)
こ
う
し
た
視
点
は
作
申
人
物
論

に
も
深
く
関
わ

っ
て
く
る
も
の
で

あ
り
、

こ
れ
ま
で
も
源
氏
物
語
中

の
人
物
に
作
者
紫
式
部
像
を
み
よ
う
と
す
る

指
摘

が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

本
稿

で
は
、
そ
う
し

た
視
点
か
ら
見
て
、
従
来
比
較
的
問
題
視

さ
れ
な
か

っ

た
末
摘
花
と
い
う
人
物
を
と
り
あ
げ
、

作
者
紫
式
部
が

い
か
に
投
影
さ
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
再
検
討
を
試

み
た

い
。

一

は
じ
め
に
、
や
や
長
文
に
わ
た
る
が
、

源
氏
物
語
と
紫
式
部
日
記
の
記
述

の

(注
2
)

酷
似
す
る
箇
所
を
左
に
引
用
す
る
。

〈
源
氏
物
語
V

①

〔は
か
な
き
ふ
る
歌
・
物

口な
ど
や
う
の
す
さ

び
ご
と
に
て
こ
そ
、
っ
れ
ぐ

を
嘉

ら
は
し
、

(
か

、
る
す
ま

ひ
を
も
)

思
ひ
慰
む
る
わ
ざ
な
め

れ
。
さ
様

の
こ
と
に
も
、

心
お
そ
く

て
物

し

給

ふ
。
〕
②

〔わ
ざ
と
好
ま
し
か
ら
ね
ど
、
お

の
つ

か
ら
、ま
た
急
ぐ
こ
と
な
き
程
は
、封
禦

文
通
は
し
な
ど
う
ち
し
て
こ
そ
、
若

き
人
は
、
木

・
草

に
つ
け

て
も
心
を
慰
め
給
ふ
べ
け
判
ど
、
親

の
も

て

か
し
づ
き
給
ひ
し

御
心

お
き
て
の

ま

、

に
、
世

(
の
)
中
を
、
「
つ
、
ま
し
き
物
」
に
お
ぽ

し
て
、
ま
れ
に
も
言
通
ひ
給
ふ
べ
き
御
あ
た
り
を

も
.

さ
ら
に
馴
れ
給

は
ず
。
〕
①

〔
ふ
り
に
た
る

御
厨
子
あ
け
て
、
唐
守

。
競
姑
射

の
刀
自

・
か
ぐ

や

の

語
の
絵

に
も

一
き
た
る
を
ぞ
、
時
く

の
ま
さ
ぐ
り
物

に
し
給
ふ
。
古
歌
と

て
も
、
を
か

〈
業
式
部
日
記
V

②

〔見
ど
こ
ろ
も
な
き
ふ
る
さ
と
の
木
立
を
見
る

に
も
、
も
の
む
つ
か
し
う
思
ひ
み
だ
れ
て
、
年
ご

ろ
の
つ
れ
づ
れ
に
な
が
め
あ
か
し
暮
ら
し
つ
～
、

職
春
秋
に
劇
剖
=碧

月
の

霜

を
見
て

そ
の
と
き
来
に

け
り
と
ば
か
り
思
ひ
わ
き
つ
つ
、
い
か
に
や
い
か

に
と
ば
か
り
、
行
く
す
ゑ
の
心
ほ
そ
さ
は
や
る
か

た
な
き
も
の
か
ら
、
は
か
な
き

脚な
ど
に
つ
け

て
う
ち
語
ら
ふ
人

お
な
じ
心
翼

霜

に
書
き
か
は
し
、
す

こ
し
け
ど

ほ
き
た
よ
り
ど
も

を
、
た
つ
ね
て
も

い
ひ
け
る
を
、
た
だ

こ
れ
を
さ

ま

ま
に
あ

し
ら
ひ

そ
翌

づ

を
ぱ
な
ぐ
さ
め

つ
つ
、
世
に
あ
る

べ
き
人
か
ず

と
は
思
は
ず
な
が
ら
、
さ
し
あ

た
り
て
、
は
つ
か

し
、
い
み
じ
と
思
ひ
し
る
か

た
ば
か
り
の
が
れ
た

一54一



し
き
や
う
に
選
り
出
で
、

魎
を
も
読
人
を
も
、
あ

ら
は
し
、
心
得

た
る

こ
そ
、

見
所
も
あ
り
け
れ
、

う
る
は
し
き
紙
屋
紙

・
陸
奥
紙
な
ど

の
ふ
く
だ
め

る
に
、
ふ
る
ご
と
ど
も
の
、

目
馴
れ

た

る

な

ど

は
、
い
と
、
す
さ
ま
じ
げ
な
る
を
、
せ
め
て
な

が

め
給
ふ
折
く

は
、
引

(
き
)
ひ
ろ
げ
給
ふ
。
〕

③

〔今
の
、
世
の
人
の
す
め
る
、
罫

-

行
ひ
な
ど
も
ふ
こ
と
は
、

い
と

恥
づ

し
く
し

給
ひ
て
、
見

た
て
ま

つ
る
人
も
な
け

ど
、
数

な
ど

と
り
よ

は

か
や
う
に
、
う

る
は

し
く

(
ぞ
)
、
物
し
給

ひ
け
る
。
〕

(蓬
生
巻
)

②

〔
「
あ
ま
り
、
う
た
て
も
あ
る
か
な
。
さ
や
う

な
る
住

ひ
す
る
人
は
、
物
、
お
も
ひ
知
り

た
る
気

色
、
は
か
な
き
木
草

・
空

の
気
色
に
つ
け

て
も
、

双
り
な
し
な
ど
し
て
、
心
ば
せ
、
お
し
は
か
ら
る

ゝ
、
を
り
く

あ
ら
む

こ
そ
、
あ
は
れ
な
る

べ
け

れ
。
重
し
と
て
も
、

い
と
か
う
、

あ
ま
り
埋
も
れ

た
ら
ん
は
、
心
づ
き
な
く
、
わ
る
び
た
り
」
〕

(末
摘
花
巻
)

り
し
を
、
さ
も
残
せ
る
こ
と
な
く
思
ひ
し
る
身
の

「う
さ
か
な
。
〕

(十

一
月
某
日
の
条
)

①

〔大
き
な
る
厨
子

よ
う
ひ
に
、
ひ
ま
も
な
く

積
み
て
侍
る
も
の

ひ
と
つ
に
は
ふ
る
歌

物
語

の
え
も
い
は
ず
轟
の
巣
に
な
り
に
た
る
、
む
つ
か

し
く
は
ひ
ち
れ
ば
、
あ
け
て
見
る
人
も
侍
ら
ず
。〕

(中
略
)
③

〔よ
う
つ
づ
れ
つ
れ
な
る
人
の
、
ま

ぎ
る
る
に
と
な
き
ま
ま
に
、
古
き
反
古
ひ
き
さ
が

し
、
行
ひ
カ
ち
に

日
ひ
ひ
ら

し

の

口

高
き
な
ど
、
い
と
心
づ
き
な
く
見
ゆ
る
わ

な
り

と
思
ひ
給
へ
て
、
心
に
ま
か
せ
つ
べ
き
こ
と
を
さ

へ

わ
が
つ
か
ふ
人
の
目
に
は
ば
か
り

心
に
つ

づ
州
。
〕

(消
息
文
)

物
語
は
蓬
生
巻
が
末
摘
花

の
佗
住
居

の
描

写
、
末
摘
花

巻
が
頭
中
将

の
末
摘

花

評
で
あ
り
、

日
記
は
寛

弘
五
年
十

一
月
某

日
に
里
居

に
あ
る
式

部

の

感

懐

と
、
今

一
つ
は
い
わ
ゆ
る
消
息
文
中

の
記
述
の

一
部

で
あ
る
。
物

語
、

日
記
両

者

の
記
述

が
近
似
す
る

こ
と
は
早
く
島
津
久
基
氏

が
触
れ

て
、

「
あ
の
御
化
け

屋
敷
の
末
摘
花

の
住
居
が
、

全
然
紫
女

の
空
想
か
ら
の
み
出
た
の

で

は

な

く

て
、
意
外

に
も
実
は
作
者
自

身
の
体
験
と
そ
の
住
居

が
そ
の
主
要
な
素
材

で
あ

る
な
ど
は
、
頗

る
興
味
あ
る
事
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
結
論

づ

け
、

続

い

て
、

こ
の
両
者
が
影
響
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
玉
婁
系

で
あ

る
末

摘
花

・
蓬
生
両
巻
は
日
記
の
記
事

の
寛
弘
五
年
以
降

に
成

っ
た
と
し
て
、
後
期

(注
3
)

挿
入
説
の
証
左
と
し
て
お
ら
れ
る
。
氏

の
説
の
前
半
は
首
肯
で
き
る
が
、
そ
れ

を
す
ぐ
に
玉
髪
系
後
期
挿
入
説

に
導
か
れ
る
後
半

に
は
疑
問
が
あ
る
。
日
記
の

記
述
が
必
ず

し
も
物
語

の
描
写
に
先
行
す
る
も
の
と
は
決
め
難
く
、
末
摘
花

の

住
居

の
描
写
が
先

に
あ
り
、
後
、

日
記
に
同
じ
よ
う
な
佗
住
居

の
さ
ま
を

記
述

す

る
時
、
物

語
の
そ
れ
を
材
料

と
し
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
は
な

い

で
あ
ろ
う
。
訪
れ
る
人
と
て
め

っ
た
に
な

い
蓬
屋
に
、

と
り
と
め
も
な
い
こ
と

に
気
を
ま
ぎ
ら
わ
し

つ
つ
日
を
送
る
佗
し

い
生
活
は
、
式
部

に
と

っ
て
、

日
記

を
書
く
後
年
に
な

っ
て
か
ら
始
ま

っ
た
も

の
で
は
な
く
、
早
く
、
夫
宣
孝
を
な

く
し
寡
婦
に
な

っ
て
以
来
続

い
て
い
る
こ
と
は
家
集

に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
夫
を
な
く
し

た
昔
か
ら
変
わ

る
こ
と
の
な
い
佗
住

居

の

さ

ま

を
、
後
年

日
記
に
記
述
す

る
時
、
以
前
に
年
若

い
頃

の
自
身

の
生
活
を
素
材
と

し
て
投

入
し

た
物
語
の
末
摘
花

の
生
活
描
写
に
材
料
を
得
た
も
の
と
考
え
る

こ

と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
物

語
、

日
記
両
者

の
類
似
の
関
係
を
す
ぐ

に
玉
鍵
系
後
期
挿
入
説
の
証
左

の

一
つ
と
す
る
わ
け

に
は

い
か

な

い
。

問

題

は
、
そ
う
し

た
影
響
の
先
後
関
係
を
超
え
て
、
字
句
に
ま
で
及
ん
で
両
者
が
似

通
う

こ
と
の
意
味

の
検
討
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

各

々
類
似
す

る
本
文
箇
所
に
便
宜
上
、
①
③
③

の
番
号
を
付
し
て

〔

〕

で

く
く
り
、
両
者
共
通
す
る
字
句

に
傍
線
を
付
し
て
、

こ
れ
を
整
理
す
る
と
、

つ
れ
づ
れ
な

る
住
居
す
る
人
は
、
自
ら

の
心
を
慰
め

る
よ
す
が
と
し

て
、

①
古
く
な

っ
た
厨
子
か
ら
古
歌

・
物
語
な
ど
を
出
し
て
読
む
。

②
四
季

に
移
り
変
わ
る
空
の
気
色
や
、
木
草
花
鳥
な
ど
、
と
り
と
め
も
な

い
こ

と

に
つ
け
て
も
、
同
じ
よ
う
に
所
在
な
く
日
を
過
す
人
と
互
い
に
文
を
通
わ

し
、
語
り
合

う
。

③
数
珠
を
と
り

よ
せ
、
経
を
読
ん
で
、
勤
行
を
す
る
。

と
な
る
。
夫

々
の
項
目
に

つ
い
て
本
文

に
即
し
て
細

か
く
見

て
い
く
。

①
に

つ
い
て
、

日
記

の
文
章
は
、
轟

の
巣
に
な

っ
て
い
る
古
歌

・
物

語
を
あ

一55一



け

て
み
よ
う
と
も
し
な
い

こ
と
を
い

っ
て
い
る
が
、
消
息
文
を
書
く
頃

の
式
部

は
、
か
な
り
老

い
を
意
識
し

つ
つ
あ
り
、
そ

の
た
め
に
、

そ
う
し
た
気

の
ま
ぎ

ら
せ
方

さ
え
も
億
劫
に
感
じ
ら
れ
る
気
持
ち

の
ま
ま

日
を
過
し

て
い
た
も

の
と

考
え
ら
れ
る
。
が
、
自

ら
の
心
を
慰
め
る
た
め
に
、
今
も
古
歌

・
物
語
を
常

に

手

元
に
置

い
て
お
り
、

こ
の
生
活
習
慣
は
年
若

い
頃

か
ら
続

い
て

い

る

も

の

で
、

そ
れ

が
後

に
源
氏
物

語
を
創
作
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
の

一
端

と
な

っ

て
い
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易

に
想
像
で
き
よ
う

。
末
摘
花
の
場
合
は
、

こ
う

し
た
行
為

が
か
え

っ
て
古
体

の

「
唐
衣
」
の
歌
し

か
詠
め
な
い
、

か

た

く

な

な
、
髄
脳
本
位

の
和
歌
の
発
想

の
原
因
と
も
な

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
式
部
自

身

の
体
験

か
ら
、
そ
う
し
た
弊
害

の
あ
り
が
ち
な

こ
と
を
物

語
の
末
摘
花

の
所

業

と
し
て
描

い
た
も

の
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
が
、
こ
う
し
た
心
慰
め

る
方
法
も
積

極
的

に
は
し
よ
う
と
し
な
い
末
摘
花
を
描
出
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。

次

に
②

に
つ
い
て
は
、
似
通

っ
た
記
述
が
、
今

一
つ
、
早
蕨
巻
冒
頭
部
分
に

あ
る
。行

き
か
ふ
時

く

に
従

ひ
、
花

・
鳥
の
色
を
も
音
を
も
、
お
な
じ
心
に
、

お
き
臥
し
見

つ
ゝ
、
は
か
な
き
事
を
も
、
本
末
を
と
り
て
言

ひ
か
は
し
、

心
細
き
、
世

の
憂

さ
も

つ
ら
さ
も
、
う
ち
語
ら
ひ
合
は
せ
聞

え

し

に

こ

そ
、
な
ぐ
さ
む
方
も
あ
り
し
か
。

父
八
宮

の
死
後
、
世

の
憂
さ
を
同
じ
心
に
感
じ
入
か
な
が
ら
も
、

日
々
と
り
と

め
も
な
い

こ
と
を
も
互

い
に
語
り
合
う

こ
と

で
、
何
と
か
心
を
慰
め
合

っ
て
い

た
姉
が
も
は
や
こ
の
世

に
い
な
い
こ
と
を
悲
嘆
す
る
中
君
を
描

い
た
も

の
で
あ

る
。

日
記
に
み
え
る
、
人
数
で
な

い
我

が
身

の
憂
さ
を
、

そ
う
し
た
行
為
を
す

る
こ
と
で
、
さ
し
あ
た

っ
て
は
思
い
の
が
れ
よ
う
と
す

る
、
式
部
の
消
極
的
な

意
味

で
の
生
活
信
条
と

い
え
る
も
の
が
、
中
君

の
そ
れ
に
投
じ
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
が
、

そ
う
し
た
心
に
痛

み
を
持

っ
て
い
る
者

が
す

る
最
も

一
般
的
な

気

の
ま
ぎ

ら
せ
方
さ
え
も
あ
え
て
し
よ
う
と
し
な
い
人
物
が
、
作
者
紫
式
部

の

描
く
末
摘
花

で
あ
る
。
自

分
の
や

っ
た
消
息
に
対
し

て
返
事
も
し
な
い
末
摘
花

に
対

す
る
頭
中
将

の
批
評
は
、
零
落
し

て
世

の
憂
わ
し
さ
を
思

い
知

っ
た
で
あ

ろ
う
今

に
あ

っ
て
も
、
な

お
以
前

の
お
姫
様

育
ち
そ
の
ま
ま
に
、
世

間
知
ら
ず

で
、

い
わ
ば
弱
み
を
見
せ
な

い
末
摘
花
に
対
す

る
非
難

で
あ
る
。

③

に
移

る
と
、

一
般
的

に
今

の
世

の
人
が
気
を
ま
ぎ
ら
せ
よ
う
と
心

に
ま
か

せ
て
す

る
勤
行
ま
で
も
、

つ
つ
ま
し
き
身
を
思

っ
て
、
人

の
目
を
は
ば
か
り
お

し

つ
つ
む
と

こ
ろ
は
両
者

同
趣

で
あ
る
。
式
部

が
出
家
を
志
向

し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
躊
躇
し
て
い
た
こ
と
は
左
の
日
記
の
記
述
等

に
よ
り
、
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
ひ
た
み
ち

に
そ
む
き

て
も
、
雲

に
の
ら
ぬ
ほ
ど
の
た
ゆ
た
ふ
べ
き
や

う
な
む
侍
る

べ
か
な

る
。
そ
れ
に
や
す
ら
ひ
侍
る
な
り

。
年
も
は
た
よ
き

ほ
ど
に
な
り
も

て
ま
か
る
。
い
た
う

こ
れ
よ
り
老

い
ほ
れ

て
、
は
た
め
く

ら
う
て
経

よ
ま
ず
、
心
も
い
と
ど

た
ゆ
さ
ま
さ
り
侍
ら
む
も

の
を
。
心
深

き
人
ま
ね
の
や
う
に
侍
れ
ど
、

い
ま
は
た

讐
、

か
か
る
か
た

の
こ
と
を

ぞ

思
ひ
給

ふ
る
、

そ
れ
、
罪
ふ
か
き
人
は
、
ま
た
か
な
ら
ず
し
も
か
な
ひ
侍

ら
じ
。

無
論
、
末
摘
花

の
場
合
は
、
式
部

の
こ
う
し
た
動
行

の
迷

い
の
域
に
あ
る
も

の

で
は
な

く
、
お
姫
様
育
ち
の
古
風

さ
が

そ
の
ま
ま

に
、

た
だ
ひ
た
す
ら
世

の
中

を

つ
つ
ま
し
く
思
う
性
格

か
ら
き

て
い
る

の
で
は
あ

る
が
、
物

語
と
日
記
の
記

述
が
酷
似
す
る

こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
式
部

の
生
活
風
景

・
感
情

の

一
端
を

末
摘
花

に
移
し
入
れ
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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二

こ
こ
で
、
前
節

に
つ
い
て
検
討

す
る
手

が
か
り
と
し
て
、
源
氏
物
語
全
体

に

描
か
れ

て
い
る

つ
れ
づ
れ

人
が
、

ど
の
よ
う

に
し

て
自

ら
の
心
を
慰
め

て
い
る

か
に

つ
い
て
、
具
体
的
な
例
を
あ
げ

て
整
理
し
て
み
た
い
。

(
A
)
和
歌
、
物

語
、
楽
器
、
碁
な
ど
、
は
か
な
き
遊
び

に
う
ち
興
じ

る
。

ホ

(源
氏
は
)
い
ろ
く

の
紙
を

つ
ぎ

つ
ゝ
、
手
習
を
し
給

ふ
。
珍
し
き
さ

ま
な
る
唐

の
綾
な
ど
に
、
さ
ま
ぐ

の
絵
ど
も
を
、
書
き
す
さ
み
給

へ

る
、
屏
風

の
お
も
て
ど
も
な
ど
、

い
と
め
で
た
く
見
所
あ
り
。

(須
磨
)

*

(八
宮
は
)

雅
楽
寮

の
、
物

の
師
ど
も
な
ど
や
う
の
、
す
ぐ
れ
た
る
を
、

召
し
寄

せ

つ
ゝ
、
は
か
な
き
遊
び

に
心
を
入
れ
、
生

ひ
出

で
給

へ
れ
ば

(橋
姫
)

*

(源
氏
は
)
碁

う
ち
、
扁
附
な
ど
し

つ
ゝ
、

日
を
暮
ら
し
給

ふ
に

(葵
)

(
B
)
草
花
な
ど
自
然

の
景
物
を
な

が
め

て
心
を
慰
め

る
。

寧
所
　

に
つ
け
た
る
花

・
紅
葉

の
、
色
を
も
香

を
も
、

(中
君
は
大
君
と
)

お
な
じ
心
に
、
見
は
や
し
給

ひ
し

に
こ
そ
、
な
ぐ
さ
む

こ

と

も

多

け

れ
。
(橋
姫
)

(C
)
気
持
ち
の
通
じ
合
う
相
手
と
互
い
に
文
を
通
わ
し
、

語
り
合
う

。

傘

(薫
)
「
つ
れ
　
＼

と
の
み
過
ぐ
し
侍
る
世

の
物
語
も
、
き

こ
え
さ
せ
ど

こ
ろ

に
頼
み
聞
え
さ
せ
、
又
、
(大
君
が
)

か
く
、
世
離
れ
て
眺
め

さ
せ

給

ふ
ら
む
、

御

心
の
紛
ら
は
し
に
も
、

さ
し
も

驚
か
さ
せ
給

ふ

ば
か

り
、
き

こ
え
馴
れ
侍
ら
ば
、

い
か
に
思
ふ
さ
ま
に
侍
ら

ん
」
(橋
婚
)

(D
)
子
供
を
養
育
、
後
見
す
る

こ
と
で
気
を
ま
ぎ
ら
わ
す
。

ホ

(明
石
上
)

「
(明
石
姫
君
の
)

手
を
は
な
ち
、
う
し
ろ
め
た

か

ら

ん

こ

 と
、

つ
れ
ぐ

も
慰
む
方
な
く
て
は
、

い
奪

、

明
か
し
暮
ら
す

べ
か

ら
む
」
(薄
雲
)

(E
)

勤
行
に
心
を
入
れ

る
。

*
風
の
音

さ

へ
、
た

ゴ
な
ら
ず
な
り
ゆ
く
頃
し
も
、

(源
氏
は
)

御
法

の
い

と
な
み
に
て
、
朔

日
ご
ろ
は
、
ま
ぎ
ら
は
し
げ
な
り

。
(幻
)

以
上
、
五
項
目
に
ま

と
め

て
み
た
が
、
他

に
、

つ
れ
づ
れ
の
慰

め
に
男
が
女
の

も

と
に
通
う
例
が
頻
繁

に
み
ら
れ
る

こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
そ
こ
で
、

こ

の

(
A
)
～

(
E
)
の
五
項
目
と
前
節

の
①
～
③

の
三
項
目
と
を
比

べ
る
と
、

①
が

(
A
)

に
、
②
が

(
B
)
と

(
C
)

に
、
③

が

(E
)
に
夫

々
相
当
し
、

(
D
)
の
子
供

の
養
育
、
後
見

の
ほ
か
は
、
第

一
節

で
み
た
つ
れ
づ
れ
人
の
生

活
描
写

の
要
素

と
ほ
ぽ

一
致
す
る
。
と

い
う

こ
と
は
、
第

一
節
で
み
た
生
活
風

景
は

つ
れ
づ
れ
人
の
そ
れ
と
し
て
極

め
て

一
般
的
な
も
の
で
、
そ
う
し
た
要
素

が
凝
縮
し
た
形
で
記
述

さ
れ

た
も

の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
源

氏
物
語
作
者
紫
式
部
に
お
い
て
は
そ

の
よ
う

に
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
し

て
よ
さ

そ
う
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
物
思
わ
し

い
日
々
を
所
在
な
く
過
す
人

の

一
般
的
な
生
活

ぷ
り
が
、
字
句

の

一
致
を

と
も
な

っ
て
、

凝
縮

さ

れ

た

形

で
、
末
摘
花

・
蓬
生
両
巻
、
紫
式
部

日
記
夫

々
の
記
述
に
符

合
度

が
高

い
こ
と

の
意
味
を
あ
ら
た
め

て
検
討
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
再
び
第

一
節
に
挙
げ

た
末
摘
花

の
生
活
描
写
を

み
る
と
、
①
和
歌

・

物
語
な
ど

の
は
か
な
き
遊
び
を
す
る
、
③
季
節

の
移
り
変

わ
り
な
ど
と
り
と
め

も
な

い
こ
と
に

つ
け
て
も
、
気
持
ち
の
通
じ
合
う
人
と
文

を
通
わ

し

語

り

合

う
、
③
勤
行
を
す
る
、
と
い
う
記
述
が
日
記
の
字
句
と
ほ
ぽ

一
致
す

る
心
慰
め

の
方
法
を
提
示
し

つ
つ
、

そ
れ
を

=

否
定
し
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ

る
。

三

 

末
摘
花
巻
は
、
日
本
の
物
語
の
習
慣
と
し
て
色
好
み
の
男
の
を
こ
な
物
語
を
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作
者

が
書

い
た
も

の
で
あ
る

こ
と
は
疑
う

べ
く
も
な
い
が
、
蓬
生
巻

へ
の
変
貌

に
つ
い

て
は
し
ば
し
ば
問
題
に
な

る
。

「
俗
物
的
現
実

と
、

こ
れ
と
全
く
異

っ

た
非
現
実
的

人
間
と

の
対
照
の
滑
稽

で
あ
」
り
、
末
摘
花

の

「
白
痴
的
な
頑
固

(
注

4
)

さ
」

「
愚
か
さ
」
を
御
指
摘
に
な
る
今
井
源
衛
先
生
等
の
立
場
と
、

一
方
、
蓬

(注

5
)

生
巻

の
末
摘
花

像
に
あ

る
達
成
を
見
よ
う
と
す

る
立
場
と
に
大
別
さ
れ

る
。
後

者

の
立
場

の
う
ち
、
末
摘
花
巻
と
蓬
生

巻
と
の
両
巻

に
お
け
る
末
摘
花

の
描
か

れ
方

の
違

い
を
、

物

語
の

主
題
性

の

要
請

と
い
う
観
点
か
ら

説
か
れ

た
森

一

郎
氏

の
御
指
摘
は
示
唆
に
富

ん
だ
も

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
氏

説
を
要
約
す

る
。

末
摘
花
巻

の
末
摘
花
造
型
は
、

「
帯
木
に
は
じ
ま

る
中

の
品

の
女
性
遍
歴

の

一

環
を
彩
な
す
女
主
人
公
の
物

語
と
い
う
構
想
の
中

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
」

で
あ

る
が
、
蓬
生
巻

で
は
、
欠
点

を
嘲
笑

の
対
象
と
す

る
描
か
れ
方
で
は
な
く
、

「

朴

念
仁
の
美
質
と

で
も
い
う

べ
き
も

の
が
描
か
れ

て
」
お
り
、

「
環
境

の
変
化

に
く
ず

れ
ず
、
あ
く
ま
で
昔

風
の
姫
君
と
し

て
の
生
き
方
を
保
守
す
る
末
摘
花

は
、
高
貴
な
貴
族
精
神

の
典
型
と
称
う

べ
き
も

の
が
あ
る
」

が
、

こ
れ
は
、

「

源
氏

の
須
磨

退
居

の
折

に
見
せ
た
人

々
の
心
、

そ
れ
に
対
す

る
源
氏

の
対
応
と

い
う
物
語

の
構
想

の
必
然
性

の
中

で
蓬
生

一
巻
が
構
想
さ
れ
、
誠
実
さ
を
讃
美

す

る
主
題

に
お
い
て
、
末
摘
花
が
女
主
人
公
と
し

て
そ
の
唯

一
最
上

の
美
質
を

讃
美

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
な
お
、
両
巻

の
造
型

の
違
い
を
末
摘
花

の
成
長
と

考

え
る
こ
と
は
、
蓬

生
巻
以
後

の
巻

々
で
再
び
嘲
笑

の
対
象

と
な

っ
て
い
る
こ

と
を
み
る
と
無
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
末
摘
花

・
蓬
生

両
巻

の
構
想
、

主

題

が
全
然
別
個
で
あ
る
と
こ
ろ

に
、

「
同

一
人
物

の
性
格

へ
の
照
明

の
当

て
方

が
違

っ
て
き
た
」
と
御
指
摘

に
な

っ
て
い
る
。

前
述

の
、
蓬
生

巻
と
紫
式
部

日
記
と
の
記
述

の
類
似
は
、
森

氏
の
こ
う
し
た

視
点

の
中

に
位
置
づ
け
ら

れ
る
も

の
と
考
え
る
。
蓬
生
巻

の
前
挙

の
記
述
は
、

零
落

し
た
今
と
な

っ
て
も
、
な
お
世
間
の

つ
れ
づ
れ
人
が
す
る
心
慰
め
も
あ
え

て
し
よ
う
と
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
古
風

で

一
徹
な
姫
君
気
質
を
変
え
よ
う
と
し
な

い
末
摘
花

の
生
活
描
写
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
し
作
者
は
、

「
さ
様

の
こ
と
に

も
、
心
お
そ
く
て
物
し
給
ふ
」

「
親

の
も

て
か
し
づ
き
給

ひ
し
御
心
お
き
て
の

ま

ゝ
に
、
世

(の
)
中
を
、

『
つ
ゝ
ま
し
き
物
」
に
お
ぽ
し

て
、
ま
れ
に
も
言
通

ひ
給
ふ

べ
き
御

あ
た
り
を
も
、
さ
ら
に
馴
れ
給
は
ず
」

「
か
や
う
に
、
う
る
は

し
く

(ぞ
)
、
物
し
給
ひ
け
る
」
と
批

評
す

る
が
、

こ
れ
は
前
挙

の
頭
中
将
の
末

摘
花
評
等
、
末
摘
花
巻

に
お

い
て
人
々
の
口
を
通
し
て
述

べ
ら
れ
る
非
難
と
は

比

べ
よ
う
も
な
く
好
意
的

で
あ

る
。

源
氏
物
語
作
者
紫
式
部
は
、

こ
う
し
た
守
旧
的
態
度

を
必
ず
し
も
讃
美
し
な

い
。
末
摘
花
巻
、

あ
る
い
は
蓬
生
巻
以
後

の
巻

々
に
描
か
れ

る
末
摘
花
を
含

め

て
、

時
代

に
適
応
で
き
な

い

愚
か
な
人
間
に
対
す

る
嘲
り

が

目
立

つ
。

作
者

は
、

や
は
り
、
世
の
中

に
対
し
聡
明
な
判
断

が
で
き
、
平
衡
の
と
れ
た
思
考
を

す
る
人
物
を
賞
讃
し
て
い
る
。
し
か
し
、

一
方
、
式
部
は
、

身
を
お
も

は
す
な
り
と
な
け
く
こ
と

の
、
や
う
く

な

の
め
に
、

ひ
た
ふ
る
の
さ
ま
な

る
を
お
も
ひ
け

る

(54
)

か
す
な
ら
ぬ
こ

ゝ
う

に
身
を
は
ま

か
せ
ね
と

身

に
し
た
か
ふ
は
心
な
り
け
り

(55
)

こ

ゝ
う
た
に
い
か
な

る
身

に
か

ゝ
な

ふ
ら
む

(注
6
)

お
も
ひ
し
れ
と
も

お
も

ひ
し
ら
れ
す

と

い
う
紫

式
部
集
収
載
歌
に
も
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
自
身

の
期

待
す
る

「
心
」

と
は
異

っ
て
、
現
在
あ
る
環
境

に
置
か
れ
た
我
が

「
身
」
相
応
に
生
き

る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
世

の
中

を
諦
め

つ
つ
も
、
な

お
良
し
と
し
難

い

気

持

ち

を
、
夫
宣
孝
没
後
、
寡
婦
生
活
、
宮
仕
時
代
を
通
じ

て
持
ち
続

け
て
い
た
こ
と

は
大
方

が
認
め

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
守

旧
的
な
精
神
が
、
表
面
は
す

く
よ
か
に
あ
ろ
う
と
す
る
式

部
の
奥
深

い
部
分
に
あ

っ
た
こ
と
も
又
事
実

で
あ
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稔

7
)

森
氏

の
御
指
摘

に
な
る

よ
う

に
、
物

語
の
主
題
性

の
要
請

と
し
て
、
蓬
生
巻

に
お
け
る
末
摘
花

の
古
風
な
生
き
方
が
美
質
と
し
て
賞
讃
さ
れ
る
必
然
性
が
生

じ
、

そ

こ
に
作
者
自
身

の
深

い
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
守
旧
的
な
精
神

が
投
影
し
た

こ
と
の
結
果
が
、
蓬
生
巻
と
紫
式
部

日
記
両
者
の
記
述

の
類
似
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

源
氏
物
語
の
中

で
、
頑
固
な
古
風

さ
を
特

に
是
認
し
な

い
作
者
が
、
蓬
生
巻

一
巻

の
末
摘
花
造
型

に
つ
い
て
は
、

そ
れ
を
非
難
せ
ず
、
自
身

の
生
活
風
景

の

投

入
を
も
し

て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
理
由

に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。

四

式
部
は
、
末
摘
花

に
自
身
を
投
入
す
る
に
あ

た

っ
て
、

右
の
よ
う
な
屈
折
し

た
方
法

の
ほ
か
に
、
極

め
て
素
直
に
自
身
を
移
し
入
れ

て
い
る
箇
所
が

一
、
二

あ
る
。
そ
の

一
は
、
末
摘
花
巻

の
源
氏
の
後
朝

の
歌
で
、

そ
の
夜
訪
問

で
き
な

い

こ
と
を
告
げ

る
、

「
夕
霧

の
は

る

ゝ
気
色
も
ま

だ
見

ぬ
に
い
ぶ
せ
さ
添
ふ
る

よ
ひ

の
雨

か
な
」

に
返
し
た
末
摘
花
歌

は
れ
ぬ
夜

の
月
待

つ
里
を
お
も

ひ
や
れ

同
じ
心
に
な
が
め
せ
ず
と
も

が
、
紫

式
部
集
収
載
歌
中

の
式
部
歌
、

又
、

お
な
し
す
ち
、
九
月

ミ
あ
か
き
夜

(94
)
お
ほ
か
た
の
あ
き

の
あ
は
れ
を
思

ひ
や
れ

月
に

こ
ゝ
ろ
は
あ
く
か
れ
ぬ
と
も

を
材
料
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者

が
影
響
関
係
に
あ
る
こ
と
は
既
に

今
井
源
衛
先
生
が
指
摘

さ
れ

て
雅
菊

家
集

の
こ
の
歌
は
、
前
歌

(92
)

「
い

る
か
た
は
」
(
93
)
「
さ
し
て
ゆ
く
」
と
と
も

に

一
つ
の
歌
群
を
な
し
、
新
婚
の

頃
を
過
ぎ
、
だ
ん
だ
ん
と
夫
宣
孝
の
夜

が
れ
が
目
立
ち
始
め
、

そ
れ
を
諦
め

つ

つ
あ

る
心
で

日
を
過
ご
し

て
い
た
長
保

二
年
秋
頃
の
式
部

が
、
夫

の
夜
が
れ
を

弱

々
し
く
も
難
詰
し
た
詠
歌
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
歌
は
、
初
出
仕

の
折

の
詠

歌

(56
)
以
降
、
家
集
後
半
の
宮
仕
時
代

の
歌
群
の
中
に
あ
り
、
錯
簡
か
あ
る

い
は
意
識
的

に
年
代

順
配
列
を
変
え
た
も

の
か

の
論
議
が
あ
り
、
筆
者
は
後
者

の
立
場

に
賛
同
す
る
も

の
で
あ
る
幌
り
)歌
そ
の
も
の
の
詠
歌
年
時

・
事
情
に
は

特
に
問
題
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。

両
者
は

「
月
」

の
比
愉

が
、
末
摘
花
歌

で
は
相
手

の
男

(光
源
氏
)
、
家
集
で

は
男

(宣
孝
)
が
通

っ
て
行
く
相
手

の
女
と
、

そ
の
た
と
え
方

に
違

い
が
あ
る
も

の
の
、
第
三
句

「
お
も
ひ
や
れ
」
、
結
句

「
1

と
も
」
と
い
う
修
辞
上

の

一

致
を
と
も
な

っ
て
、
自

分
の
も
と

に
訪
れ
て
こ
な

い
男

に
対
し
て
、
諦
め

つ
っ

も
な
お
懇
望
す

る
女

の
心
痛
を
訴

え
た
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
は
同
趣
で
あ

る
。

一

方
が
後
朝

の
歌
、
他
方
が
夫
の
夜

が
れ

の
つ
れ
づ
れ

に
慣
ら
さ
れ
始
め

た
頃

の

歌
と

の
相
違

は
み
ら
れ
る
が
、
夫

に
か
え
り
み
ら
れ
な

い
妻

の
心

情

と

し

て

は
、
そ
う
し
た
状
況

の
違
い
を
超
え

て
相
通
ず

る
も

の
が
あ
り
、

そ
れ
が
要
因

と
な

っ
て
、

旧
作

(
94
)

歌
が
物

語
の
末
摘
花

歌
に
素
材
を
与

え
た
も

の
と

い

え
よ
う
。

今

一
つ
は
、
蓬
生
巻

の
歌
で
、
須
磨
か
ら
帰
京
後
も
久
し
く
訪
れ
な
い
源
氏

を

ひ
た
す
ら
待
ち
続
け

る
末
摘
花
邸

に
や

っ
と
訪
れ
た
折

の
源
氏
歌

「
藤
波

の

う

ち
過
ぎ
が
た
く
見
え

つ
る
は
ま

つ
こ
そ
宿

の
し
る
し
な
り
け

れ
」

に

対

し

て
、
詰

っ
て
返
し
た
末
摘
花
歌
、

年
を
経

て
ま

つ
し

る
し
な
き
我

(が
)
宿
を

花

の
た
よ
り
に
す
ぎ

ぬ
ば
か
り

か

が
、
同
じ
く
家
集

収
載
歌
中

の
式
部
歌
、

(79
)
た
か
さ
と
も

と
ひ
も
や
く
る
と
ほ
と

ゝ
き
す
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こ

ゝ
ろ
の
か
き
り
ま
ち
そ
わ
ひ
に
し

を
素
材

と
し

た
も

の
の
よ
う
で
あ

る
。

こ
の
両
者

の
影
響

の
関
係

に

つ

い

て

は
・

以
前
述

べ
た
こ
と
が
あ
る
嬢

.
要

約
す
る
と
、

(97
)
整

つ
い
て
は
諸

説
あ
る
が
、
卑
見

に
よ
れ
ば
、
歌
を

や

っ
た
相
手
は
夫
宣
孝

で
、
長
保
二
年
夏

頃
、
夫

の
夜

が
れ
に
慣
ら
さ
れ
始

め
た
頃
、
そ
れ
を
難

詰
し

た
式
部

の
詠
歌
と

考
え
ら
れ
、

詠
歌
事
情
は
末
摘
花

歌
の
そ
れ
と
趣
を

一
に
す

る
。
式
部
と
状

況

は
異
な
る
が
、
末
摘
花

の
場
合
も
夫
の
久

し
い
夜
が
れ
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り

が
な

い
。
又
、

(97
)
歌
は
、
古
今
集

・
恋
四

・
七

一
○

・
不
知

の
、

た
が
里

に
よ
が
れ
を
し

て
か
時
鳥

唯

こ

ゝ
に
し
も
ね
た
る
声
す

る

を
本
歌

と
し

て
詠
ま
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
末
摘
花
歌
と

の
間
に
は
、
花

の

も
と
に
訪
れ
る
鳥

に
、女
と
男
の
寓
意

の
あ
る

こ
と
が
共
通
す
る
。
家
集

の
「
た

か
さ
と
も
と
ひ
も

や
く
る
」
と

「
ま
ち

そ
わ
ひ
に
し
」

の
結
び

つ
き
が
、
物
語

の

「
ま

つ
し
る
し
な
き
」

と

「
我

(が
)
宿
を
花

の
た
よ
り

に
す
ぎ
ぬ

ば
か
り

か
」

の
如
く
上

下
句
転
換
し
た
形
で
用
語

の
対
応
関
係

が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ

れ
も
前
例
と
同
様

に
、
自
身

の
苦
い
体
験
を
末
摘
花
に
移

し
た
も

の
と
み
て
さ

し

つ
か
え
あ
る
ま
い
。
末
摘
花
に
式
部
自
身
を
移

し
入
れ
た
こ
の
二
例
は
、

い

ず
れ
も
夫

の
夜

が
れ

の

つ
れ
づ
れ
を
嘆
息
す
る
妻
の
心
境
を
吐
露
し
た
も
の
で

あ
る
。
第

一
・
二

・
三
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
終
始
か
わ
る
こ
と

の
な
い

つ

れ
づ
れ
な
る
作
者
自
身

の
生
活
風
景
を
屈
折
し

た
形
で
投
影

さ
せ
た
末
摘
花
と

い
う

人
物
は
、
又
、
夫

の
夜
が
れ
が
原
因
す

る
つ
れ
づ
れ
な

る
思

い
を
素
直
に

投

入
す

る
に
値
す
る
対
象

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

部
像
と
は
む
し
ろ
対
立
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き

た
感

の
強

い
末
摘

花

と
い
う
人
物

が
、
意
外

に
そ
の
造
型
の
深

い
と

こ
ろ
に
式

部
自
身

が
投
影
さ

れ
て
い
る
こ
と
の

一
端
を
指
摘

で
き
る
よ
う

に
思
う
。
作
者

の
体
験
、
そ
れ
に

ま

つ
わ

る
感
懐
が
屈
折
し
た
形
で
あ
れ
、

こ
の
よ
う

に
投
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、

物
語
に
真
実
性
を
賦
与
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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