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一

五
月
雨
の
夜
、
宮
中
の
宿
直
所
に
参
集
し
た
光
源
氏
を
は
じ
め
と
す

る
男
た
ち
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
女
性
談
義
、
雨
夜
の
品
定
め
に
お

い
て
、
中
流
階
級
の
女
性
、
い
わ
ゆ
る

｢

中
の
品｣

の
女
性
論
に
熱
弁

を
ふ
る
う
男
、
左
馬
頭
。
こ
の
場
面
の
み
登
場
の
端
役
に
過
ぎ
な
い
人

物
で
あ
り
、
と
り
た
て
て
論
の
対
象
と
な
る
べ
き
存
在
で
も
な
い
が
、

端
的
に
言
え
ば
、
滑
稽
で
剽
軽
な
役
ど
こ
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か

(

注
１)

。

左
馬
頭
の
弁
舌
に
つ
い
て
、

馬
頭
、
物
定
め
の
博
士
に
な
り
て
、
ひ
ひ
ら
き
ゐ
た
り
。

(

帚
木

一
―
69
ペ
ー
ジ

(

注
２))

と
、｢

ひ
ひ
ら
く｣

な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『

類
聚
名
義
抄』

の

｢

嘶｣

の
訓
に

｢

イ
バ
ユ｣

｢

馬
イ
ナ
ヽ
ク｣

と
と
も
に

｢

ヒ
ヽ
ラ
ク｣

が
載
る

(

注
３)

こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、｢

馬｣

だ
か
ら

｢

嘶
く｣

と

官
職
名
に
ひ
っ
か
け
て
洒
落
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
で
は
な
く
、
こ
と

さ
ら

｢

馬｣

を
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
で
、
左
馬
頭
の
談
義
の
内
容
は

烏
滸
め
い
た
色
好
み
の
語
り
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

左
馬
頭
の
二
つ
の
体
験
談
、
嫉
妬
に
よ
っ
て
男
の
指
に
食
い
つ
い
た
女

の
話

(｢

指
喰
い
の
女｣

と
通
称
さ
れ
る)

と
、
自
分
以
外
に
も
男
を

通
わ
せ
て
い
た
女
の
話

(

こ
ち
ら
は

｢

木
枯
ら
し
の
女｣

と
通
称
さ
れ

る)

、
と
も
に
女
と
別
れ
た
話
で
あ
る
が
、
当
事
者
に
は
悲
哀
深
刻
で

あ
っ
て
も
、
別
れ
話
と
い
う
も
の
は
今
も
昔
も
無
責
任
な
他
人
に
は
ど

こ
と
な
く
滑
稽
味
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
左
馬
頭
の
お
ど
け
も

の
と
し
て
の
印
象
は
、
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
自
然
と
形
づ
く
ら
れ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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雨
夜
の
品
定
め
は
、
こ
う
し
た
滑
稽
で
剽
軽
な
左
馬
頭
の
物
語
を
契

機
の
一
つ
と
し
、
光
源
氏
の

｢

中
の
品｣

の
女
性
と
の
恋
愛
、
い
さ
さ

か
く
つ
ろ
い
だ
恋
愛
物
語
へ
の
端
緒
と
な
っ
た
と
さ
れ
る

(

注
４)

。
た
し
か
に

一
面
で
そ
れ
は
正
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
ん
な
る
道
化
役
と
思
わ

れ
が
ち
な
こ
の
左
馬
頭
、
な
か
な
か
喰
え
な
い
男
な
の
で
あ
る
。
以
下
、

｢

指
喰
い
の
女｣

の
逸
話
に
着
目
し
て
考
察
を
進
め
る
。

さ
て
、
左
馬
頭
の
語
る

｢
中
の
品｣

の
女
性
と
の
恋
愛
体
験
談
の
一

つ
め

｢

指
喰
い
女｣

の
話
に
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
左
馬
頭
が
ま

だ
若
く
、
身
分
の
低
か
っ
た
こ
ろ
、｢
も
の
怨
じ｣

｢

も
の
疑
ひ｣

、
つ

ま
り
嫉
妬
を
ひ
ど
く
す
る
女
と
付
き
合
っ
て
お
り
、
誠
実
さ
に
は
妻
と

し
て
頼
り
ど
こ
ろ
が
あ
る
と
一
方
で
は
思
い
な
が
ら
、
女
が
懲
り
る
よ

う
な
こ
と
を
し
て
、
な
ん
と
か
唯
一
の
欠
点
と
も
い
う
べ
き
嫉
妬
を
や

め
さ
せ
た
い
と
一
計
を
案
じ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
喧
嘩
と
な
り
、
売

り
言
葉
に
買
い
言
葉
、
収
拾
の
つ
か
な
い
あ
り
さ
ま
と
な
る
。

女
も
え
を
さ
め
ぬ
筋
に
て
、
指
ひ
と
つ
を
引
き
寄
せ
て
食
ひ
て
は

べ
り
し
を
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
か
こ
ち
て
、『

か
か
る
傷
さ
へ
つ

き
ぬ
れ
ば
、
い
よ
い
よ
ま
じ
ら
ひ
を
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
辱
め

た
ま
ふ
め
る
官
位
、
い
と
ど
し
く
何
に
つ
け
て
か
は
人
め
か
む
。

世
を
背
き
ぬ
べ
き
身
な
め
り』

な
ど
言
ひ
お
ど
し
て
、『

さ
ら
ば
、

今
日
こ
そ
は
限
り
な
め
れ』

と
、
こ
の
指

お
よ
び
を
か
が
め
て
ま
か
で
ぬ
。

(

帚
木

一
―
74
ペ
ー
ジ)

こ
こ
で
左
馬
頭
が

｢

指
を
か
が
め
て
ま
か
で｣

た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
ま
で
の
諸
注
、
こ
の
箇
所
に
言
及
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
わ
ず
か
に
、
萩
原
廣
道

『

源
氏
物
語
評
釋』

に
、

こ
の
お
よ
び
を
か
ゞ
め
て

(

釋)

こ
の
は
、
今
か
の
と
い
ふ
べ
き
所
也
。
か
の
く
は
れ
し

指
を
痛イ

タ

き
故
に
屈カ

ゞ

め
て
歸
り
し
と
戯
れ
て
い
へ
る
な
り

(

注
５)

。

と
あ
り
、
ま
た
、
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
が

｢

お
よ
び｣

に
新
し
く
注
を
施
し
て
、

か
み
つ
か
れ
た
指
を
大
げ
さ
に
痛
そ
う
に
曲
げ
て
見
せ
る
の
で
あ

ろ
う
。

と
す
る
程
度
で
あ
る
。
指
を
噛
ま
れ
た
男
が
、
そ
の
痛
さ
と
女
へ
の
当

て
つ
け
に
、
指
を
屈
し
た
ま
ま
捨
て
科
白
を
吐
き
、
そ
の
場
か
ら
立
ち

去
っ
た
と
い
う
理
解
は
、
こ
の
間
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言

え
る
。
ま
ず
も
っ
て
穏
当
で
、
異
を
唱
え
よ
う
の
な
い
解
釈
に
見
え
る

が
、
し
か
し
な
が
ら
、
喧
嘩
の
場
か
ら
指
を
屈
め
た
ま
ま
立
ち
去
る
と

い
う
行
動
自
体
、
い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
る
う
え
、
直
前
の
左
馬
頭
の

科
白
と
の
関
わ
り
が
、
痛
さ
ゆ
え
と
い
う
の
で
は
不
明
と
し
か
言
い
よ

う
が
な
い
。
こ
の
こ
と
の
せ
い
で｢

ま
じ
ら
ひ｣

が
出
来
な
い
と
い
い
、

｢

世
を
背
き
ぬ
べ
き
身｣

な
ど
と
な
ぜ
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
指
を
噛

ま
れ
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
新
全
集
の
注
す
る
よ
う
に
、
た
し
か
に

｢

大
げ
さ｣
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
左
馬
頭
が
そ
う
す
る
に
は
確
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た
る
理
由
が
あ
っ
た
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
、
指
を
噛
ん
だ
と
い

う
女
の
行
為
が
、
縁
を
切
る
た
め
の
正
当
な
理
由
と
な
り
う
る
こ
と
を

誇
示
す
る
左
馬
頭
の
確
信
犯
的
な
態
度
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
成
婚
・
離
婚
が
、
巷
間
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
男

性
の
恣
意
に
ま
か
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
律
令
の
規
定
に
従
う
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
虚
構
と
い
い
な
が
ら

『

源
氏
物
語』

も
そ
れ
に
従
っ
て

描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

(

注
６)

、
嫉
妬
で
離
婚

が
成
立
し
た
例
と
し
て
、
鬚
黒
大
将
の
北
の
方
と
指
喰
い
女
の
ば
あ
い

を
比
較
し
て
み
よ
う
。

に
は
か
に
起
き
上
が
り
て
、
大
き
な
る
籠こ

の
下
な
り
つ
る
火
取
を

と
り
寄
せ
て
、
殿
の
背
後

う
し
ろ

に
寄
り
て
、
さ
と
沃い

か
け
た
ま
ふ
ほ
ど
、

人
の
や
や
見
あ
ふ
る
ほ
ど
も
な
う
、
あ
さ
ま
し
き
に
、
あ
き
れ
て

も
の
し
た
ま
ふ
。
さ
る
こ
ま
か
な
る
灰
の
目
鼻
に
も
入
り
て
、
お

ぼ
ほ
れ
て
も
の
も
お
ぼ
え
ず
。
払
ひ
棄
て
た
ま
へ
ど
、
立
ち
満
ち

た
れ
ば
、
御
衣
ど
も
脱
ぎ
た
ま
ひ
つ
。
う
つ
し
心
に
て
か
く
し
た

ま
ふ
ぞ
と
思
は
ば
、
ま
た
か
へ
り
見
す
べ
く
も
あ
ら
ず
あ
さ
ま
し

け
れ
ど
、
例
の
御
物
の
怪
の
、
人
に
疎
ま
せ
む
と
す
る
事わ

ざ

と
、
御

前
な
る
人
々
も
い
と
ほ
し
う
見
た
て
ま
つ
る
。

(

真
木
柱

三
―
３
６
５
〜
３
６
６
ペ
ー
ジ)

玉
鬘
の
も
と
へ
出
か
け
よ
う
と
す
る
夫
鬚
黒
の
大
将
に
対
す
る
嫉
妬
に

端
を
発
し
た
北
の
方
の
行
状
は
、
物
の
怪
の
せ
い
と
さ
れ
、
後
に
は

｢

心
違た

が

ひ｣

と
も
表
現
さ
れ
る
て
い
る
が
、｢

戸
令｣

に
い
う
棄
妻
の
条

件
、

凡
そ
妻
棄
て
む
こ
と
は
、
七
出
の
状
あ
る
べ
し
。
一
に
は
子
無
き
。

二
に
は
淫
�
。
三
に
は
舅
姑
に
事
へ
ず
。
四
に
は
口
舌
。
五
に
は

盗
竊
。
六
に
は
妬
忌
。
七
に
は
悪
疾
。(

戸
令
第
八

28
条

(

注
７))

の
う
ち
、｢

妬
忌｣

に
該
当
す
る
。
北
の
方
の
よ
う
に
物
の
怪
が
つ
い

た
錯
乱
状
態
は
、
戸
令
で
は

｢

癲
狂｣

で
篤
疾
に
あ
た
る
。
悪
疾
に
つ

い
て
は
戸
令
第
八
の
７
条
に
別
途
規
定
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
鬚
黒
北

の
方
は
悪
疾
に
は
当
た
ら
な
い
。

一
方
、
指
喰
い
の
女
は
、｢

も
の
怨
じ
を
い
た
く
し｣

｢

例
の
腹
立
ち

怨
ず
る｣

と
深
く
嫉
妬
す
る
さ
ま
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

指
に
噛
み
つ
い
た
と
い
う
行
為
は
、｢

妬
忌｣

に
当
た
る
と
も
言
え
る
。

た
だ
し
嫉
妬
は
日
常
的
な
感
情
と
も
言
え
る
の
で
、
ど
の
程
度
な
ら
ば

七
出
の
状
に
い
う
妬
忌
に
あ
た
る
か
は
不
明
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ

ば
、
嫉
妬
よ
り
も
相
手
の
身
体
を
傷
つ
け
た
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
左

馬
頭
と
指
喰
い
の
女
の
別
れ
の
場
面
に
お
い
て
は
さ
ら
に
重
要
な
意
味

を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
は
食
い
ち
ぎ
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い

指
を
、
か
が
め
て
い
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
身
体
不
具

の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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二
『

源
氏
物
語』

に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
考
察
の
糸
口
と
な

る

(

注
８)

。｢

容
貌

か
た
ち

な
ど
は
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
、
い
み
じ
き
か
た
は
の

あ
れ
ば
、
人
に
も
見
せ
で
尼
に
な
し
て
、
わ
が
世
の
限
り
は
持
た

ら
む｣

と
言
ひ
散
ら
し
た
れ
ば
、｢

故
小
弐
の
孫
は
か
た
は
な
む

あ
ん
な
る
。
あ
た
ら
も
の
を｣
と
言
ふ
。

(

玉
鬘

三
―
92
ペ
ー
ジ)

大
夫
監
に
結
婚
を
迫
ら
れ
る
玉
鬘
が
、
結
婚
を
固
辞
す
る
に
あ
た
っ
て
、

み
ず
か
ら
が
不
具
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
。
在

地
の
権
力
者
で
あ
る
大
夫
監
に
対
し
、
角
を
立
て
る
こ
と
な
く
断
る
に

は
、
不
具
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
好
悪
と
い
う
個
人
の
事
情
を
排
除
し

て
の
、
社
会
的
に
容
認
さ
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
申
し
開
き
で
あ
る
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
が

｢

い
み
じ
き
か
た
は
あ
り
と
も
、

我
は
見
隠
し
て
持
た
ら
む｣
(

三
―
94
ペ
ー
ジ)

、｢

天
下
に
目
つ
ぶ
れ
、

足
折
れ
た
ま
へ
り
と
も｣

(

三
―
97
ペ
ー
ジ)

と
な
お
も
不
具
を
見
越

し
た
結
婚
を
迫
る
発
言
を
繰
り
返
す
こ
と
自
体
、
不
具
を
忌
避
す
る
当

時
の
社
会
の
あ
り
よ
う
を
裏
側
か
ら
あ
ざ
や
か
に
照
ら
し
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
入
水
し
た
浮
舟
が
発
見
さ
れ
、
人
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か

と
人
々
が
怪
し
み
、
薄
気
味
悪
く
思
う
と
こ
ろ
で
は
、｢

身
に
も
し
疵

な
ど
や
あ
ら
ん
と
て
見
れ
ど｣

(

手
習

五
―
２
８
９
ペ
ー
ジ)

と
、

行
き
倒
れ
か
自
死
か
と
疑
わ
れ
る
尋
常
な
ら
ざ
る
女
に
対
し
、
そ
う
し

た
状
況
に
陥
っ
た
原
因
と
し
て
ま
ず
不
具
で
あ
る
か
ど
う
か
が
脳
裏
に

浮
か
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
不
具
で
あ
る
こ
と
が
当
時
の
社
会
に
お
い

て
い
か
に
安
住
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

不
具
ゆ
え
に
追
わ
れ
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
世
を
逃
れ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
女
で
は
な
い
か
と
、
人
々
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

御
伽
草
子

『

鉢
か
づ
き』

で
は
、
鉢
が
頭
か
ら
取
れ
な
く
な
っ
た
姫

に
対
し
、
継
母
が
、｢

か
ゝ
る
不
思
議
の
か
た
わ
も
の
、
う
き
世
に
は

有
け
る
こ
と
よ
と
て
、
に
く
み
給
ふ
こ
と
限
り
な
し｣

(

61
ペ
ー
ジ

(

注
９))

と
、｢

か
た
は｣

ゆ
え
憎
み
、｢

あ
る
野
の
中
の
四
辻
へ
、
棄
て
ら
れ
け

る｣
(

62
ペ
ー
ジ)

と
な
る
。
四
辻
は
無
縁
の
場
、
異
界
と
の
接
点
と

さ
れ
る
か
ら
、
姫
が
四
辻
へ
棄
て
ら
れ
た
の
は
、
人
の
社
会
か
ら
追
放

さ
れ
、
通
常
の
社
会
か
ら
逸
脱
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
人
な
ら
ぬ
者
へ
の
転
落
で
あ
る
。
流
浪
す
る
姫
を
見
た
路

傍
の
者
た
ち
が
、｢

頭
は
鉢
、
下
は
人
な
り
。
い
か
な
る
山
の
奥
よ
り

か
、
久
し
き
鉢
が
変
化
し
て
、
鉢
か
づ
い
て
化
け
け
る
ぞ
。
い
か
さ
ま

人
間
に
て
は
な
し｣

と
指
さ
し
、
蔑
ん
で
い
る
よ
う
に
、｢

か
た
は｣

は
妖
怪
変
化
で
あ
っ
て
、
人
で
は
な
い
と
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る

(

注
�)

。

こ
の
よ
う
な
不
具
を
巡
る
当
時
の
社
会
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、

指
喰
い
の
女
に
立
ち
戻
る
な
ら
ば
、
左
馬
頭
と
し
て
は
、
指
を
喰
い
ち
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ぎ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
痴
話
喧
嘩
を
越
え
た
、
容
赦
し
が
た

き
事
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
最
悪
、
失
指
と
い
う
事
態
が

予
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
幸
い
指
は
軽
い
怪
我
で
す
ん
だ
よ
う
だ
が
、

後
日
に
障
害
が
遺
る
よ
う
な
傷
、
あ
る
い
は
全
損
と
い
う
事
態
す
ら
招

き
か
ね
な
い
、
女
の
行
為
で
あ
っ
た
。
指
の
障
害
に
つ
い
て
は
、

凡
そ
一
つ
の
目
盲
、
両
つ
の
耳
聾
、
手
に
二
つ
の
指
無
く
、
足
に

三
つ
の
指
無
く
、
手
足
に
大
き
な
る
拇
指
な
く

(

後
略)

(『

戸
令』

第
八

７
条)

と
あ
り
、
万
一
、
左
馬
頭
の
指
に
障
害
が
遺
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
条

に
照
ら
せ
ば

｢

残
疾｣

と
な
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
障
害
の
度
合
い

は

｢

残
疾
・
癈
疾
・
篤
疾｣

の
順
で
重
く
な
る
。

で
は
、
左
馬
頭
が

｢

残
疾｣

と
な
る
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
律
令
の
さ
ま
ざ
ま
な
条
項
に
お
い
て
疾
に

対
し
て
は
、
負
担
の
軽
減
、
あ
る
い
は
免
除
・
保
護
規
定
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
律
令
に
お
い
て
軽
減
・
免
除
・
保
護
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る

の
は
、｢

年
七
十
以
上
、
十
六
以
下
。
及
び
癈
疾｣

(

名
例
律
第
一

30

条)

、｢

年
八
十
以
上
及
び
篤
疾｣

(

賊
盗
律
第
七

１
条)

な
ど
で
あ
っ

て
、｢

人｣

と
し
て
社
会
の
構
成
員
と
は
見
な
さ
れ
な
い
老
人
・
童
で

あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
同
じ
く
免
除
対
象
と
な
っ
て
い
る

不
具
者
も
、
や
は
り
社
会
構
成
員
の
外
な
る
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
障
害
を
負
っ
た
不
自
由
さ
の
み
な
ら

ず
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
計
り
知
れ
な
い
蔑
視
と
差
別
の
中

で
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
官
吏
と
し
て
の
栄
達
は
ほ
ど
遠
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
左
馬
頭
が
指
喰
い
の
女
に
向
か
っ
て
、｢

い
よ

い
よ
ま
じ
ら
ひ
を
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず｣

と
言
う
の
は
、｢

ま
ほ｣

な

る
も
の
を
好
み｢

か
た
ほ｣

な
る
も
の
を
排
す
る
宮
廷
社
会
に
お
い
て
、

指
を
喰
い
切
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
官
吏
と
し
て
の
基
盤
を
根
こ
そ

ぎ
失
い
か
ね
な
い
目
に
遭
わ
さ
れ
た
の
と
同
義
だ
と
の
認
識
が
あ
っ
た

た
め
で
あ
ろ
う
。｢

朝
廷
の
交
際
上
さ
し
つ
か
え
る
欠
点
の
意
味
の

｢

き
ず｣｣

と
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
は
注
す
る
が
、｢

さ
し
つ
か

え
る｣

と
い
っ
た
生
易
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
当
時
の
社
会
背
景
か
ら
す
れ
ば
、
左
馬
頭
が

｢

お
よ

び
を
か
が
め
て
ま
か
で｣

た
理
由
は
、
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

貴
族
社
会
か
ら
の
逸
脱
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
体
を
損

な
う
よ
う
な
指
喰
い
の
女
の
仕
打
ち
は
、
冗
談
で
は
す
ま
さ
れ
ぬ
、
官

吏
左
馬
頭
の
一
生
を
左
右
す
る
事
態
に
発
展
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
指
を
か
が
め
て
退
出
し
た
の
は
、
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
不
具
者
と

な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
左
馬
頭
の
、
不
具
た
る
こ
と
へ
の
怖
れ
で
あ
り
、

そ
う
し
た
転
落
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
女
へ
の
や
り
場
の
な
い
怒
り
を
、

女
に
伝
え
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
痛
さ
で
指
を
曲
げ
て
い
た
と
い
う
よ

う
な
、
あ
る
意
味
場
当
た
り
な
行
動
と
見
る
だ
け
で
は
、
こ
の
場
面
の

男
女
別
れ
の
描
写
は
、
内
在
す
る
圧
倒
的
な
現
実
味
を
失
っ
て
し
ま
う
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と
言
え
よ
う
。
鬚
黒
の
大
将
の
北
の
方
の
描
写
が
、
当
時
の
現
実
の
離

婚
規
定
に
即
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
作
者
は
左
馬
頭
の
語

る
男
女
の
別
れ
話
に
も
、
そ
の
背
後
に
男
女
が
暮
ら
し
、
別
れ
て
い
く

に
あ
た
っ
て
の
、
現
実
社
会
の
な
ま
な
ま
し
い
あ
り
よ
う
を
し
っ
か
り

と
描
き
こ
ん
で
い
る
。

左
馬
頭
は
、｢

世
を
背
き
ぬ
べ
き
身
な
め
り｣

と
、
出
家
を
も
ほ
の

め
か
し
て
い
る
が
、
不
具
と
な
っ
て
貴
族
社
会
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
て

し
ま
え
ば
、
生
き
る
場
を
人
界
の
外
に
置
く
よ
り
な
く
、
左
馬
頭
も
貴

族
の
は
し
く
れ
、
残
さ
れ
た
道
は
出
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

汝
等
九
百
九
十
九
ハ
、
前
世
ニ
法
ヲ
謗
タ
ル
罪
ミ
ニ
依
テ
、
六
根

ヲ
全
ク
不
具
ズ
シ
テ
鼻
無
キ
果
報
ヲ
得
タ
リ
。
此
ノ
一
ノ
猿
ハ
前

生
ノ
功
徳
ニ
依
テ
六
根
ヲ
全
ク
具
セ
リ
。(『
今
昔
物
語
集』

巻
第

五
・
舎
衛
国
鼻
欠
猿
、
供
養
帝
釈
語
第
二
十
三

(

注
�))

と
、
不
具
は
前
世
の
罪
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
節
も
あ
る
。
ま
た
、

重
き
咎
に
よ
り
目
・
手
足
を
切
ら
れ
て
捨
て
ら
れ
た
盗
賊
が
、

我
等
五
百
人
、
命

(

稿
者
注：

｢

今
は｣

の
誤
写
と
い
う)
ハ
人

ニ
非
ヌ
者
ト
成
レ
リ
。
又
ハ
土
ノ
器
破
タ
ル
ガ
如
シ
。
現
世
ニ
片

輪
者
ト
成
テ
辛
苦
悩
乱
ス
。
又
、
後
生
ニ
三
悪
道
ニ
堕
テ
、
苦
ヲ

受
ム
事
疑
ヒ
無
シ
。

(『

今
昔
物
語
集』

巻
第
一
・
舎
衛
国
五
百
群
賊
語
第
三
十
八)

と
、
地
獄
に
堕
ち
て
苦
患
を
受
け
る
と
い
う
話
が
、
五
百
羅
漢
の
由
来

譚
の
一
つ
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
五
百
人
の
処
罰
さ
れ
た
盗

賊
は

｢

人
ニ
非
ヌ
者｣

と
な
っ
た
の
で
あ
り
、｢

土
ノ
器
破
タ
ル｣

よ

う
な
存
在
で
現
世
で
も
来
世
で
も
苦
患
の
中
に
あ
る
。
左
馬
頭
が
捨
て

科
白
で
出
家
を
口
に
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
不
具
者
の
罪
障
消
滅
と

い
う
通
念
に
従
っ
た
、
当
時
と
し
て
は
自
然
な
発
想
で
あ
り
、
現
実
に

根
ざ
し
た
表
現
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
他
愛
の
な
い
男
女
の
別
れ
話
に
、
仰
々
し
く
法
の
取
り
決
め

な
ど
持
ち
出
す
の
は
野
暮
の
き
わ
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
照
ら
す
な
ら

ば
、｢

凡
そ
闘
ひ
殴
ち
て
、
人
の
支
体
を
折
り
跌き

か

へ
、
及
び
そ
の
一
目

を
瞎け

つ

せ
ら
ば
、
徒
三
年｣

(

闘
訴
律
第
八

４
条)

と
、
相
手
を
骨
折
・

捻
挫
さ
せ
た
ば
あ
い
の
処
罰
も
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
妻
が
夫
を
殴
っ

た
ば
あ
い
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
戸
令

｢

殴
妻
之
祖
父
母｣

の
条
の
中

で
、｢

夫
を
害
せ
ら
む
と
せ
ら
ば
、
赦
に
会
ふ
と
雖
も
、
皆
義
絶
と
為

よ｣
(

戸
令
第
八

31
条)

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。『

令
集
解』

所
引
の

｢

古
記｣

に
よ
れ
ば
、｢

妻
殴
夫
者
徒
一
年｣

、｢

穴
記｣

に
よ
れ
ば

｢

殴

夫
杖
一
百｣

(

国
史
大
系
本

『

令
集
解』

巻
十

戸
令

３
１
０
ペ
ー

ジ)

。｢

害｣

は
謀
殺
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
左
馬
頭
と
指
喰
い

の
女
の
事
態
に
較
べ
れ
ば
非
常
に
重
く
深
刻
な
も
の
で
あ
る
が
、
男
と

女
の
喧
嘩
や
離
婚
も
、
法
の
網
が
そ
れ
な
り
に
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
男
女
の
仲
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
す
べ
て
が
法
に
則
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
は
ず
も
な
い
が
、
左
馬
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頭
は
女
の
蛮
行
に
乗
じ
て
、
自
分
に
有
利
な
よ
う
公
威
を
借
り
よ
う
と

し
て
い
る
と
も
言
え
、
さ
し
ず
め
現
代
で
言
え
ば
、
訴
訟
を
ち
ら
つ
か

せ
た
、
と
い
う
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
抜
け
目
の
な
い
、
喰
え

な
い
男
で
あ
る
。

三

当
該
部
分
、
本
文
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
大
島
本
を
も
っ
て
代
表

掲
出
す
る
な
ら
ば
、｢

か
ゝ
る
き
す
さ
へ
つ
き
ぬ
れ
は｣
｢

お
よ
ひ
を
か
ゝ

め
て｣

と
な
っ
て
お
り
、
仮
名
遣
い
を
除
け
ば
大
成
所
収
の
青
表
紙
本
・

河
内
本
・
別
本
す
べ
て
同
文
。
唯
一
、
国
冬
本
の
み

｢

き
す
さ
へ
つ
き

ぬ
る
は｣

に
作
る

(

注
�)

。
興
味
深
い
の
は

『

岷
江
入
楚』
で
、

か
た
わ
さ
へ
つ
き
ぬ
れ
ば
い
と
ゝ
し
く
ま
し
ら
ひ
を
す
へ
き
に
も

あ
ら
す

(

帚
木
二

１
４
１
ペ
ー
ジ

(

注
�))

と
い
う
本
文
を
持
ち
、｢

世
を
背
き
ぬ
べ
き｣

で
立
項
す
る
注
と
し
て
、

｢

か
た
わ
さ
へ
つ
き
ぬ
れ
ば
今
は
出
家
入
道
の
身
と
も
な
る
へ
き
と
女

を
お
ど
し
い
ふ
也｣

と
、
指
を
噛
ま
れ
た
左
馬
頭
の
不
具
に
関
わ
る
本

文
・
注
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『

岷
江
入
楚』

｢

諸
本
不
同｣

の

項
に
は
、｢

当
流
は
定
家
卿
の
青
表
紙
を
用
る
そ
紫
明
水
原
よ
り
河
海

な
と
ま
て
も
み
な
河
内
本
の
註
と
み
え
た
そ

さ
れ
と
も
そ
の
よ
き
所

を
は
当
流
に
も
用
る
そ｣

(

第
一
巻
17
ペ
ー
ジ
上
段)

と
す
る
が
、
も

と
よ
り
通
行
の
青
表
紙
本
・
河
内
本
と
は
異
な
る
本
文
で
あ
る
こ
と
、

前
記
の
通
り
で
あ
る
。
野
々
口
立
圃
に
よ
る
梗
概
書

『

お
さ
な
源
氏』

寛
文
十
二
年
版
も
、｢

我
ゆ
ひ
ひ
と
つ
く
ひ
き
り
た
り
こ
れ
は
い
か
な

る
事
そ
か
く
か
た
わ
に
な
り
て
は
世
の
ま
し
は
り
も
な
り
か
た
し
け
ふ

こ
そ
か
き
り
な
れ
と
い
ひ
て｣

(『

お
さ
な
源
氏』

一
之
上

巻
一
・
８

ウ

(

注
�))

の
本
文
を
持
つ
が
、
こ
の
よ
う
な
異
文
本
文
の
出
所
は
不
明
で
あ

る
。『

細
流
抄』

が

｢

か
く
か
た
わ
に
さ
へ
な
れ
は
よ
ろ
つ
か
ひ
な
し

(

注
�)｣

と
注
す
る
の
が
、『

明
星
抄』

を
経
て

『

岷
江
入
楚』

に
継
承
さ
れ
て

い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
事
情
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
通
行
の
本
文
と
は
別
の
、
指
を
噛
ま
れ
て
傷
つ

い
た
こ
と
を

｢

か
た
は｣

と
換
言
す
る
本
文
・
注
が
、
少
数
と
は
言
え

流
布
し
て
い
る
こ
と
は
、｢

お
よ
び
を
か
が
め
て｣

退
出
し
た
左
馬
頭

の
行
動
が
、
た
ん
な
る
夫
婦
喧
嘩
を
越
え
た
、
身
体
欠
損
の
問
題
に
深

く
関
わ
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
か
つ
て
は
ご
く
当
然
の

こ
と
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
理
解
が
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う

な
資
料
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
江
戸
期
延
宝
五
年(

一
六
七
七)

刊
の
評
判
記

『

も
え
く
ゐ』

は
、『

源
氏
物
語』

を
下
敷
き
に
し
て
書

か
れ
て
い
る
が
、
上
臈
の
遊
女
に
心
中
立
て
を
迫
る
客
を
描
い
た
箇
所

で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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ま
た
は
心
に
は
染
ま
ず
な
が
ら
逢
ふ
男
の
、
大
唸う

な

り
の
大
臣
に
て
、

｢
物
日
か
何
か
、
お
つ
と

�

｣

と
請
け
取
り
、
卑さ

も

し
け
れ
ど

財た
か
ら比

べ
に
も
、｢

銀か
ね

が
敵

か
た
き

じ
や｣

な
ど
と
い
ふ
や
う
な
る
力り

き

み
あ

り
て
、
行ゆ

く

末す
ゑ

の
寄
る
辺
に
も
、｢

必
ず
や

�

｣

と
懇

ね
も
ご
ろに
契
り

た
る
が
、
少
し
の
節ふ

し

よ
り
口
説

く
ぜ
ち

起
こ
り
て
、
今
は
の
時
身
を
痛
む

る
こ
と
は
、
鬱

い
ぶ
せ
く
堪
へ
難
く
は
思
ひ
な
が
ら
、
せ
め
て
の
勤
め
に
、

指
を
殺そ

ぎ
爪
を
削
る
も
あ
り
。(『

も
え
く
ゐ』

中

(

注
�))

｢

指
を
殺
ぎ｣

は
、
遊
女
の
心
中
立
て
の
証
し
と
し
て
、
指
を
切
っ
て

男
へ
差
し
出
す
こ
と
。｢

爪
を
削
る｣
も
同
じ
で
あ
る
が
、｢

指
を
殺
ぎ｣

よ
り
は
証
し
と
し
て
は
劣
る
も
の
で
あ
る
。
些
細
な
喧
嘩
が
も
と
で
別

れ
る
遊
女
と
客
の
や
り
と
り
が
、
帚
木
の
雨
夜
の
品
定
め
の
パ
ロ
デ
ィ

と
し
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
心
中
立
て
の
指
切
り
は
、
ほ
ん
と
う
に

指
を
切
っ
て
し
ま
う
、
す
な
わ
ち

｢

身
を
痛
む
る｣
の
で
、
左
馬
頭
の

ば
あ
い
と
違
っ
て
、
こ
の
遊
女
は
不
具
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
パ
ロ
デ
ィ
が
成
立
す
る
こ
と
自
体
、
左
馬
頭
の

｢

お
よ
び
を
か
が
め

て｣

退
出
し
た
姿
に
、
真
に
指
を
失
っ
た
男
を
透
視
し
て
い
る
、
江
戸

期
の『

源
氏
物
語』

理
解
と
享
受
の
一
端
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

参
考
の
た
め
に
記
す
れ
ば
、『

絵
入
源
氏
物
語』

の
帚
木
の
巻
の
こ
の

箇
所
の
挿
絵
、
指
を
曲
げ
て
退
出
す
る
左
馬
頭
の
姿
が
は
っ
き
り
と
描

か
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
あ
る
種
な
ま
な
ま
し
く
残
酷
と
も
言
え

る
読
み
は
、
近
代
の
注
釈
史
の
中
で
は
埋
没
し
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、

吉
澤
義
則
が

｢

不
具
者
に
ま
で
な
つ
た
か
ら

(

注
�)｣

と
注
し
て
以
降
、
顧
み

ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『

源
氏
物
語』

の
抒
情
美

の
う
ち
に
、
滑
稽
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
左
馬
頭

の
指
喰
い
の
女
と
の
別
れ
話
で
あ
る
が
、
当
時
の
社
会
の
現
実
に
照
ら

し
て
の
再
検
討
も
、
ま
だ
ま
だ
必
要
で
あ
る
。

四

指
喰
い
の
女
の
逸
話
に
お
い
て
、
左
馬
頭
が｢

お
よ
び
を
か
が
め
て｣

女
の
と
こ
ろ
か
ら
出
て
行
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

指
の
痛
さ
や
た
ん
な
る
女
へ
の
当
て
つ
け
な
ど
と
い
う
即
事
的
な
理
由

に
拠
る
の
で
は
な
い
。｢

か
た
は｣

な
る
こ
と
を
忌
む
当
時
の
貴
族
社

会
か
ら
、
官
吏
た
る
左
馬
頭
が
脱
落
・
放
逐
さ
れ
か
ね
な
い
行
為
に
及

ん
だ
女
へ
の
、
強
烈
な
当
て
こ
す
り
で
あ
る
。
指
を
失
う
と
い
う
こ
と

は
、
身
体
の
不
自
由
を
は
る
か
に
越
え
た
、
重
大
な
意
味
を
当
時
の
貴

族
社
会
で
は
持
っ
て
い
た
。
思
い
出
せ
ば
愚
か
に
も
面
白
い
、
若
気
の

い
た
り
の
別
れ
話
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
左
馬
頭

の
行
動
は
、｢

妬
忌｣

に
よ
る
離
婚
と
い
う
法
制
の
土
台
の
上
に
立
ち
、

不
具
と
い
う
こ
と
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
律
令
制
の

堅
固
な
社
会
体
制
の
中
に
正
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
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意
味
で
は
、
こ
の
左
馬
頭
の

｢

中
の
品｣

の
女
と
の
恋
愛
話
は
、
本
質

と
し
て
、
き
わ
め
て
社
会
的
な
あ
り
よ
う
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
個
人
の
恋
愛
を
社
会
的
と
い
う
の
は
、
少
し
奇
妙
に
響
く
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
離
別
の
一
連
の
表
現
が
、
社
会
や
法
の
基
盤
に

立
脚
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
社
会
的
な
の
で
あ
る
。『

源

氏
物
語』

が
写
実
的
・
現
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
左
馬

頭
の
別
れ
の
場
面
の
よ
う
な
微
細
な
描
写
に
お
い
て
も
、
当
時
の
社
会

の
現
実
や
通
念
が
、
端
々
ま
で
き
ち
ん
と
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
雨
夜
の
品
定
め
を
契
機
と
し
て
、
光
源
氏
の｢

中
の
品｣

の
女
性
と
の
物
語
が
始
ま
る
こ
と
は
、
現
在
お
お
か
た
の
共
通
理
解
と

言
え
る
が
、
そ
の
発
端
と
な
る
左
馬
頭
の
談
義
が
、
身
体
欠
損
と
い
う

社
会
構
造
に
深
く
関
わ
る
問
題
を
内
在
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
枠
組
み

と
し
て
備
え
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
む
ろ
ん
、
光
源
氏
の

中
の
品
の
女
性
と
の
交
渉
に
は
、
こ
う
し
た
社
会
の
ひ
ず
み
の
よ
う
な
、

な
ま
な
ま
し
い
も
の
は
内
包
さ
れ
て
い
な
い
が
、
左
馬
頭
の
ば
あ
い
と

の
対
比
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
の
物
語
の
純
粋
さ
と
い
う
も
の
が
際
立
つ

と
も
言
え
る
。
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
頭
の
中
将
の
北
の
方
に

よ
る
夕
顔
迫
害
も
、
光
源
氏
と
夕
顔
の
交
渉
の
場
と
比
較
す
れ
ば
、
同

じ
恋
物
語
と
い
い
な
が
ら
、
光
源
氏
の
ば
あ
い
に
は
そ
う
し
た
な
ま
な

ま
し
さ
は
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
左
馬
頭
の
体
験

談
、
頭
の
中
将
の
体
験
談
の
も
つ
現
実
の
厚
さ
を
背
景
に
、
主
人
公
光

源
氏
の
中
の
品
の
女
性
と
の
物
語
は
導
か
れ
る
。
な
に
ゆ
え

｢

お
よ
び

を
か
が
め
て｣

左
馬
頭
が
立
ち
退
い
た
か
、
そ
の
言
動
の
背
後
に
あ
る

不
具
を
め
ぐ
る
当
時
の
社
会
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
帚
木
の
巻
の

構
造
が
見
え
て
く
る
と
言
え
よ
う
。

注

注
１

室
伏
信
助
は
、｢

体
験
談
そ
の
も
の
の
表
現
は
、
要
約
で
は
ほ
と
ん
ど
伝

達
し
え
な
い
人
情
の
機
微
、
会
話
の
妙
味
を
存
分
発
揮
し
て
お
り｣

と

し
、
説
話
的
側
面
を
読
み
取
っ
て
い
る
。(｢

源
氏
物
語
の
女
性
論
―
雨

夜
の
品
定
め
―｣

『

源
氏
物
語
講
座』

第
五
巻

１
９
７
１
年

有
精
堂)

。

森
藤
侃
子

｢

帚
木｣

(｢

国
文
学｣

１
９
７
４
年
９
月)

は
、｢

一
方
に
は

す
き
事
と
し
て
茶
化
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
座
興
的
な
性
格
を
も
っ
て

い
る｣

と
す
る
。
稲
賀
敬
二

｢

雨
夜
の
品
定
め(

３)

―
体
験
談｣

(『

講

座
源
氏
物
語
の
世
界』

１
９
８
０
年

有
斐
閣)

は
、｢

茶
番
劇
に
も
な

り
か
ね
な
い
、
指
に
喰
い
つ
く
場
面
を
事
件
の
中
心
に
設
定
し｣

て
い

る
と
し
、
そ
の
結
末
に

｢

あ
は
れ｣

を
看
取
し
て
い
る
。
須
田
哲
夫
は
、

｢

き
わ
め
て
揶
揄
的
に

〝

指
喰
い
の
女〞

と
呼
ば
れ
る｣

(｢

む
ら
さ
き｣

第
33
輯

１
９
９
６
年

武
蔵
野
書
院)

と
す
る
。

注
２

『

源
氏
物
語』

本
文
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠

り
、
そ
の
巻
名
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。
古
代
學
協
會
・
古
代
學
研
究

所
編『

大
島
本
源
氏
物
語』

(

１
９
９
６
年

角
川
書
店)

の
影
印
に
よ
っ

て
表
記
を
一
部
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
、
同
じ
。

注
３

正
宗
敦
夫
編『

類
聚
名
義
抄』

佛
中
五
二(

１
９
８
６
年

風
間
書
房)

。

注
４

阿
部
秋
生
は
、｢｢

雨
夜
の
品
定｣

は
、
こ
の
十
六
帖(

稿
者
注：

帚
木
・

空
蝉
・
夕
顔
・
末
摘
花
・
蓬
生
・
関
屋
・
玉
鬘
十
帖)

の
物
語
の
発
端
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で
あ
り
、
又
基
礎
で
あ｣

る
と
言
う

(『

源
氏
物
語
研
究
序
説』

９
８
１

ペ
ー
ジ

１
９
５
９
年

東
京
大
学
出
版
会)

。
森
藤
侃
子
は

｢

こ
の
中

の
品
と
源
氏
と
の
関
係
を
成
り
た
た
せ
る
た
め
の
序
・
跋
で
あ
っ
た｣

と
言
う

(

前
掲
注
１
論
文)

。
こ
れ
に
対
し
、
高
橋
亨
は
、｢

無
前
提
に

源
氏
物
語
全
体
の
序
や
総
論
と
し
て
雨
夜
の
品
定
め
を
と
ら
え
る
べ
き

で
は
な
く
、
ま
ず
こ
の
三
巻
に
限
定
し
て
読
む
こ
と
が
前
提｣

と
述
べ

る

(｢

国
文
学
解
釈
と
鑑
賞｣

１
９
８
０
年
５
月)

。

注
５

『

源
氏
物
語
評
釋』
１
６
５
ペ
ー
ジ

(

國
文
註
釋
全
書
第
十
二
編

１
９

０
９
年
。
私
に
句
読
点
を
施
し
た
。)

注
６

工
藤
重
矩『

平
安
朝
の
結
婚
制
度
と
文
学』

(

１
９
９
４
年

風
間
書
房)

。

注
７

戸
令
の
引
用
は
、
日
本
思
想
大
系『
律
令』

(

１
９
７
６
年

岩
波
書
店)

の
訓
み
下
し
文
に
拠
っ
た
。

注
８

『

う
つ
ほ
物
語』

に
は
右
大
臣
源
正
頼
の
、
宮
を
産
み
育
て
て
い
る
娘
を

称
賛
す
る
発
言
に
、｢

こ
の
宮
た
ち
を
、
そ
こ
ば
く
、
疵
・
片
端

[

か
た

は]

な
く
生
ほ
し
奉
り｣

(

蔵
開
・
中

５
５
５
ペ
ー
ジ
。
室
城
秀
之

『

う
つ
ほ
物
語』

１
９
９
５
年

お
う
ふ
う)

の
例
が
あ
る
。

注
９

『

鉢
か
づ
き』

の
引
用
は
、
岩
波
書
店
日
本
古
典
文
学
大
系『
御
伽
草
子』

に
拠
り
、
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。
以
下
、
同
じ
。

注
10

『

日
本
紀
略』

長
保
二
年

(

１
０
０
０)

九
月
二
十
一
日
の
条
に
は
、

｢

廿
一
日
乙
未
。
今
夜
。
承
香
殿
築
垣
上
置
死
小
児
。
依
五
躰
不
具
。
為

七
日
穢｣

と
あ
る

(

国
史
大
系
本
に
拠
る)

。
触
穢
の
問
題
は
本
稿
と
は

直
接
関
わ
ら
な
い
の
で
、
今
は
措
く
。『

本
朝
文
粋』

巻
一
に
尾
の
な
い

牛
の
五
つ
の
徳
を
歌
っ
た

｢

無
尾
牛
歌｣

が
あ
り
、
老
荘
に
い
う

｢

無

用
の
用｣

の
ご
と
き
発
想
で
無
尾
牛
を
讃
え
る
。
蔑
視
へ
の
半
措
定
で

あ
ろ
う
。

注
11

『

今
昔
物
語
集』

の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
る
。

注
12

『

源
氏
物
語
大
成』

お
よ
び

『

源
氏
物
語
別
本
集
成』

(

伊
井
春
樹
・
伊

藤
鉄
也
・
小
林
茂
美
編

１
９
８
９
年

桜
楓
社)

に
拠
る
。

注
13

中
田
武
司
編

『

岷
江
入
楚』

第
一
巻

(

１
９
８
０
年

桜
楓
社)

に
拠

る
。

注
14

中
野
幸
一
編

『

源
氏
物
語
資
料
集
成』

10

(

１
９
９
０
年

早
稲
田
大

学
出
版
部)

に
拠
る
。

注
15

伊
井
春
樹
編

『

細
流
抄』

23
ペ
ー
ジ

(

１
９
８
０
年

桜
楓
社)

に
拠

る
。

注
16

『

も
え
く
ゐ』

の
引
用
は
、
岩
波
書
店
日
本
思
想
大
系

『

近
世
色
道
論』

に
拠
る
。

注
17

『

対
校
源
氏
物
語
評
釈』

巻
一

53
ペ
ー
ジ

(

１
９
５
２
年

平
凡
社)

。

(

さ
か
も
と

の
ぶ
ゆ
き
・
京
都
女
子
大
学
文
学
部
助
教
授)
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