
は
じ
め
に

『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
一
二
〇
〇
成
立
の
『
無
名
草
子
』、
一
二
七
一
年
成
立
の
『
風
葉
和
歌

集
』
に
そ
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
一
二
〇
〇
年
以
前
に
成
立
し
た
擬
古
物
語
で
あ
る
。

作
者
に
つ
い
て
断
言
で
き
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
藤
原
定
家
が
書
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

藤
原
定
家
と
言
え
ば
、
現
代
で
は
歌
人
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
定
家
の
和
歌
に
関
す
る

数
々
の
功
績
を
鑑
み
れ
ば
、
当
然
、
彼
は
優
秀
な
優
秀
な
歌
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
定

家
は
古
典
研
究
者
と
し
て
の
顔
も
持
ち
、
定
家
が
書
き
写
し
て
き
た
作
品
群
は
、
平
安
・
鎌
倉
時

代
に
書
か
れ
た
数
多
の
物
語
が
、
現
代
ま
で
読
み
継
が
れ
る
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
と
言
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
定
家
は
文
学
作
品
の
書
写
や
注
釈
、
歌
人
と
し
て
の
仕
事
を

多
く
行
っ
て
き
た
。

『
松
浦
宮
物
語
』
を
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、『
源
氏
物
語
』
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
見
受
け
ら
れ

た
り
、『
松
浦
宮
物
語
』
主
人
公
・
氏
忠
の
遣
唐
使
と
し
て
の
活
躍
を
見
る
と
、
作
者
が
唐
に
対

し
て
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
た
先
人
の
書
い
た
作
品
へ
の
敬
愛
の
念

や
、
外
国
へ
の
憧
憬
を
、
現
実
的
な
問
題
と
比
較
し
て
諦
め
る
の
で
は
な
く
、
物
語
と
い
う
手
段

を
利
用
し
な
が
ら
、
作
者
な
り
に
新
し
い
形
で
落
と
し
込
も
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
者
の

願
望
と
、
努
力
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。

本
論
文
は
、『
源
氏
物
語
』
と
の
比
較
が
主
で
あ
る
。
文
中
の
繊
細
な
表
現
の
中
に
『
源
氏
物

語
』
の
影
響
が
見
ら
れ
、
物
語
と
向
き
合
い
続
け
た
定
家
の
真
面
目
な
人
柄
が
読
み
取
れ
る
。

今
回
は
、
そ
ん
な
『
松
浦
宮
物
語
』
中
に
見
え
隠
れ
す
る
、『
源
氏
物
語
』
の
「
玉
鬘
」
像
に

つ
い
て
、
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
章
『
松
浦
宮
物
語
』
と
作
者
に
つ
い
て

第
一
節

作
者
と
あ
ら
す
じ

先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
現
在
、
一
応
は
藤
原
定
家
の
作
品
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
、
藤
原
俊
成
卿
女
（
一
一
七
一
？
〜
一
二
一
一
年
没
）
の
作
と
さ
れ
る
『
無

名
草
子
』（
成
立
は
一
二
〇
〇
〜
一
二
〇
一
年
鎌
倉
初
期
）
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

⑴

『
無
名
草
子
』（256

）

「
ま
た
、
隆
信
の
作
り
た
る
と
て
、『
う
き
な
み
』
と
か
や
こ
そ
、
殊
の
外
に
心
に
入
れ
て
作

り
け
る
ほ
ど
見
え
て
、
あ
は
れ
に
は
べ
れ
ど
、
そ
も
、
な
ど
か
言
葉
遣
ひ
な
ど
手
づ
つ
げ
に

て
、
い
と
心
ゆ
き
て
お
ぼ
え
は
べ
ら
ず
。

ま
た
、
定
家
少
将
の
作
り
た
る
と
て
あ
ま
た
は
べ
め
る
は
、
ま
し
て
、
た
だ
気
色
ば
か
り

に
て
、
む
げ
に
ま
こ
と
な
き
も
の
ど
も
に
は
べ
る
な
る
べ
し
。『
松
浦
の
宮
』
と
か
や
こ
そ
、

ひ
と
へ
に
『
万
葉
集
』
の
風
情
に
て
、『
う
つ
ほ
』
な
ど
見
る
心
地
し
て
、
愚
か
な
る
心
も

及
ば
ぬ
さ
ま
に
は
べ
る
め
れ
。」（
傍
線
筆
者
）

文
中
に
「
定
家
少
将
の
作
り
た
る
と
て
」「『
松
浦
の
宮
』
と
か
や
こ
そ
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ

『
松
浦
宮
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て

平

瀬

し
の
ぶ

（１）



と
や
、『
無
名
草
子
』
の
作
者
と
定
家
が
血
縁
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
作

者
が
定
家
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
定
家
の
少
将
在
任
期
間
は
、
同
じ
く
『
無
名
草
子
』

の
注
釈
に
よ
る
と
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
一
一
月
〜
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
一
〇
月
ま
で

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
文
で
は
、
作
者
を
定
家
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

『
松
浦
宮
物
語
』
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
平
安
時
代
最
末
期
の
擬
古
物
語
。
三
巻
。
作
者
は
藤
原
定
家
か
。『
源
氏
物
語
』
以
後
そ
の

模
倣
作
が
多
い
な
か
で
、
時
代
を
奈
良
時
代
以
前
に
設
定
し
、
舞
台
を
日
本
と
中
国
と
に
広

げ
、
合
戦
場
面
を
取
り
入
れ
た
野
心
作
。
定
家
の
和
歌
美
学
に
通
う
余
情
妖
艶
の
恋
を
描

く
。
藤
原
京
の
時
代
（
六
九
四
〜
七
一
〇
）、
弁
少
将
橘
氏
忠
は
神
奈
備
の
皇
女
へ
の
初
恋

が
実
ら
ぬ
ま
ま
遣
唐
副
使
に
任
命
さ
れ
て
渡
唐
し
、
母
宮
は
九
州
松
浦
の
仮
宮
で
帰
朝
を
待

つ
。
少
将
は
文
皇
帝
の
妹
華
陽
公
主
に
琴
を
学
び
契
り
を
結
ぶ
が
、
仙
女
の
公
主
は
日
本
で

の
再
会
を
約
し
て
死
ぬ
。
文
皇
帝
が
崩
じ
内
乱
が
起
こ
る
と
、
少
将
は
幼
帝
と
母
后
に
従

い
、
住
吉
明
神
の
加
護
で
敵
将
を
倒
す
。
の
ち
梅
薫
る
山
里
で
謎
の
美
女
と
契
り
を
結
ぶ

が
、
や
が
て
母
后
こ
そ
謎
の
女
で
、
二
人
は
逆
賊
を
討
つ
た
め
天
帝
よ
り
遣
わ
さ
れ
た
こ
と

を
知
ら
さ
れ
る
。
帰
朝
後
公
主
と
再
会
し
、
母
后
を
形
見
の
鏡
に
し
の
ぶ
が
、
心
聡
い
公
主

か
ら
嫉
妬
さ
れ
る
。
恋
の
物
思
い
が
尽
き
な
い
少
将
で
あ
る
。」（『
日
本
大
百
科
全
書
』（
ニ

⑵

ッ
ポ
ニ
カ
）
三
角
洋
一
）

第
二
節
『
松
浦
宮
物
語
』
に
登
場
す
る
女
性
達
と
題
号

『
松
浦
宮
物
語
』
に
は
四
人
の
女
性
が
登
場
す
る
。
明
日
香
の
皇
女
・
神
奈
備
の
皇
女
・
華
陽

公
主
・
母
后
で
あ
る
。

●
明
日
香
の
皇
女

一
人
目
は
、
氏
忠
の
母
親
・
明
日
香
の
皇
女
で
あ
る
。

氏
忠
が
唐
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
場
面
に
、
息
子
を
思
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

氏
忠
の
両
親
は
、
彼
が
唐
に
行
く
こ
と
を
悲
し
み
、
共
に
太
宰
府
に
ま
で
来
て
い
る
。
明
日
香
の

皇
女
は
こ
の
時
三
十
四
歳
。

こ
の
母
宮
と
の
別
れ
の
場
面
が
『
松
浦
宮
物
語
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
繋
が
っ
て
い
る
。「
松

浦
」
と
聞
く
と
、
多
く
の
人
々
は
「
松
浦
佐
用
姫
伝
説
」
を
思
う
。
し
か
し
、
三
角
氏
は
こ
の
題

号
を
「
ず
れ
て
い
る
」
と
評
価
し
た
。

⑶

三
角
洋
一
著
「『
松
浦
宮
物
語
』
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
」

「
な
る
ほ
ど
、
日
本
と
唐
土
を
舞
台
と
す
る
弁
少
将
の
三
つ
の
恋
の
物
語
と
い
う
主
筋
の
う

え
か
ら
も
、
や
や
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
た
命
名
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
果
的
に
見

て
、
構
想
上
の
欠
陥
（
中
野
幸
一
氏
）、
実
験
小
説
の
舞
台
を
提
供
し
て
い
る
サ
ブ
プ
ロ
ッ

ト
（
萩
谷
朴
氏
）、
佐
用
姫
の
伝
説
が
恩
愛
の
悲
し
み
を
、
仙
媛
の
伝
説
が
物
語
の
主
題
を

あ
ら
わ
す
（
佐
々
木
理
氏
）、
な
ど
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。」（
傍
線
筆
者
）

こ
の
よ
う
に
、『
松
浦
宮
物
語
』
と
い
う
題
号
は
、
母
宮
と
の
別
れ
に
の
み
焦
点
を
当
て
た
作

品
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
た
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、『
松
浦
宮
物

語
』
は
全
体
を
通
し
て
出
会
い
と
別
れ
を
繰
り
返
す
物
語
と
な
っ
て
お
り
、
出
会
い
別
れ
の
象
徴

と
す
る
と
、
こ
の
題
号
で
問
題
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

●
神
奈
備
の
皇
女

次
に
登
場
す
る
の
は
、
氏
忠
の
初
恋
の
人
・
神
奈
備
の
皇
女
で
あ
る
。

彼
女
は
氏
忠
と
幼
な
じ
み
で
、
氏
忠
か
ら
の
好
意
に
気
付
い
て
い
た
よ
う
だ
が
、
彼
が
唐
に
行

く
前
に
入
内
し
て
し
ま
う
。
氏
忠
帰
国
後
、
和
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
も
の
の
、
氏
忠
は
あ
っ
さ

り
と
し
た
返
答
を
す
る
。

神
奈
備
の
皇
女
は
氏
忠
の
態
度
を
、「
あ
や
し
う
も
変
り
は
て
に
け
る
心
か
な
」
と
思
い
、
二

人
の
関
係
は
そ
れ
以
上
に
描
か
れ
る
事
は
無
い
。

●
華
陽
公
主

甲南女子大学大学院論集第 21号（2023年 3月） （２）



三
人
目
は
、
華
陽
公
主
で
あ
る
。
彼
女
は
唐
の
女
性
で
、
琴
の
名
手
で
あ
る
。
前
世
か
ら
琴
を

学
ん
で
お
り
、
現
世
で
は
自
身
よ
り
も
年
上
の
老
人
に
も
琴
を
教
え
て
い
る
。
唐
で
は
掟
に
よ
り

一
度
消
え
て
し
ま
う
が
、
日
本
で
氏
忠
と
再
会
す
る
。
嫉
妬
深
い
性
格
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

氏
忠
が
他
の
女
性
に
気
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
と
、
涙
を
流
し
て
嫉
妬
す
る
。

●
母
后

最
後
は
、
母
后
で
あ
る
。
彼
女
は
皇
后
で
あ
り
、
新
帝
・
華
陽
公
主
の
母
に
当
た
る
人
物
で
あ

る
。母

后
は
「
簫
の
女
」
と
し
て
氏
忠
の
前
に
登
場
し
、
逢
瀬
を
重
ね
る
。
最
終
的
に
、
自
分
か
ら

正
体
を
明
か
す
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
前
世
か
ら
の
縁
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
氏
忠
は
母
后
へ

の
思
い
を
抱
い
た
ま
ま
帰
国
し
、
葛
藤
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
る
。

母
后
は
軍
を
仕
切
る
能
力
も
長
け
て
お
り
、
戦
の
時
代
に
突
入
し
よ
う
と
す
る
、
定
家
の
生
き

た
年
代
の
背
景
を
よ
く
表
し
た
女
性
で
あ
る
。

第
二
章

女
性
た
ち
の
比
較

第
一
節

玉
鬘
と
の
比
較

当
論
文
で
は
、『
松
浦
宮
物
語
』
に
登
場
す
る
神
奈
備
の
皇
女
・
華
陽
公
主
と
、『
源
氏
物
語
』

に
登
場
す
る
「
玉
鬘
」
と
の
比
較
を
し
て
い
く
。

⑷

「
玉
鬘
」
と
い
う
女
性
に
関
す
る
説
明
は
、
丸
山

慶
子
著
「
源
氏
物
語
│
玉
鬘
に
つ
い
て
│
」

か
ら
引
用
。

「
帚
木
の
巻
に
お
け
る
あ
の
有
名
な
雨
夜
の
品
定
め
で
、
頭
中
将
は
人
々
の
話
に
つ
い
釣
り

こ
ま
れ
て
内
気
な
女
の
こ
と
を
語
っ
た
。
そ
し
て
、「
を
さ
な
き
も
の
な
ど
も
あ
り
し
に
」

と
、
そ
の
女
と
自
分
と
の
間
に
子
ま
で
な
し
た
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
頭
中
将
の
妻
の

実
家
で
あ
る
右
大
臣
家
か
ら
脅
迫
を
う
け
た
女
は
、
突
然
姿
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）

そ
の
後
、
源
氏
は
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
女
に
出
逢
い
、
お
互
い
に
素
性
は
隠
し
て

い
た
が
、
二
人
と
も
深
い
契
り
を
感
じ
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
女
が
、
頭
中
将
が
雨
夜
の
品
定
め
で
語
っ
た
、
あ
の
内
気
な
女
で
あ
る
こ
と
を
、
夕

顔
の
死
後
、
侍
女
の
右
近
か
ら
知
っ
た
源
氏
は
、
夕
顔
の
形
見
と
し
て
そ
の
遺
児
を
育
て
た

い
、
と
右
近
に
い
う
。」

こ
の
遺
児
が
、
玉
鬘
で
あ
る
。

当
時
の
人
々
が
玉
鬘
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
は
、『
無
名
草
子
』
で
確
認
で
き
る
。

『
無
名
草
子
』（194

）

「
玉
鬘
の
姫
君
こ
そ
、
好
も
し
き
人
と
も
聞
こ
え
づ
べ
け
れ
。
み
め
、
容
貌
を
は
じ
め
、
人

ざ
ま
、
心
ば
へ
な
ど
、
い
と
思
ふ
や
う
に
よ
き
人
に
て
お
は
す
る
上
に
、
世
に
と
り
て
と
り

ど
り
に
お
は
す
る
大
臣
た
ち
二
人
な
が
ら
左
右
の
親
に
て
、
い
づ
れ
も
お
ろ
か
な
ら
ず
数
ま

へ
ら
れ
た
る
ほ
ど
、
い
と
あ
ら
ま
は
し
き
を
、
そ
の
身
に
は
、
尚
侍
に
て
冷
泉
院
な
ど
に
お

ぼ
し
と
き
め
か
さ
れ
、
さ
ら
ず
は
、
年
ご
ろ
心
深
く
お
ぼ
し
入
り
た
る
兵
部
卿
宮
の
北
の
方

な
ど
に
て
も
あ
ら
ば
よ
か
り
ぬ
べ
き
を
、
い
と
心
づ
き
な
き
髭
黒
の
大
将
の
北
の
方
に
な
り

て
、
隙
間
も
な
く
ま
も
り
い
さ
め
ら
れ
て
、
さ
ば
か
り
め
で
た
か
り
し
後
の
親
も
見
た
て
ま

つ
る
こ
と
は
絶
え
て
過
ぐ
す
ほ
ど
ぞ
、
い
と
い
ぶ
せ
く
心
や
ま
し
き
。
ま
た
、
い
と
も
の
は

か
な
か
り
し
夕
顔
の
ゆ
か
り
と
も
な
く
、
あ
ま
り
に
誇
り
か
に
、
さ
か
さ
か
し
く
て
、『
こ

の
世
に
か
か
る
親
の
心
は
』
な
ど
言
へ
る
ぞ
、
あ
の
人
の
御
さ
ま
に
は
ふ
さ
は
し
か
ら
ず
お

ぼ
ゆ
る
。
ま
た
、
筑
紫
下
り
も
、
あ
ま
り
品
下
り
て
お
ぼ
ゆ
る
。
さ
れ
ど
、
大
方
の
人
ざ
ま

は
好
ま
も
し
き
人
な
り
」

玉
鬘
の
人
柄
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
夕
顔
の
娘
と
は
思
え
な
い
」
と
言

わ
し
め
る
ほ
ど
で
あ
る
。
玉
鬘
は
度
々
母
親
・
夕
顔
と
比
較
さ
れ
る
。
理
由
と
し
て
は
、
夕
顔
が

ど
こ
か
頼
り
な
げ
な
女
性
で
あ
っ
た
の
に
に
対
し
、
娘
で
あ
る
玉
鬘
は
、
自
分
の
意
志
で
道
を
切

り
開
い
た
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

平瀬しのぶ：『松浦宮物語』と『源氏物語』について（３）



第
二
節

神
奈
備
の
皇
女
と
玉
鬘

神
奈
備
の
皇
女
は
、
先
の
章
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
氏
忠
の
幼
な
じ
み
で
あ
り
、
初
恋
の
人
で

あ
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』
で
は
、
神
奈
備
の
皇
女
は
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』（16
）

「
神
奈
備
の
皇
女
と
聞
こ
え
て
、
后
腹
に
て
、
限
り
な
く
き
よ
ら
に
も
の
し
た
ま
ふ
を
な
む
、

い
は
け
な
く
よ
り
、
い
か
で
と
思
ふ
心
深
か
り
け
る
。」（
傍
線
筆
者
）

こ
れ
が
最
初
に
氏
忠
が
神
奈
備
の
皇
女
に
つ
い
て
述
べ
る
場
面
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

「
き
よ
ら
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

「
き
よ
ら
」
の
表
現
は
『
源
氏
物
語
』
で
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
き
よ
ら
」
の
意
味

⑸

を
理
解
す
る
。
旺
文
社
『
古
語
辞
典
』
第
九
版
の
「
き
よ
ら
」
の
説
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
。

「
き
よ
│
ら
【
清
ら
】〔
組
成
：
形
容
詞
「
清
し
」
の
語
幹
＋
接
尾
語
「
ら
」〕
一
（
形
動

ナ
リ
）
き
よ
ら
か
で
美
し
い
さ
ま
。
華
麗
な
さ
ま
。」

「
き
よ
ら
」
は
皇
族
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
言
葉
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
内
で
「
き
よ
ら
」

⑹

を
使
わ
れ
た
人
物
の
表
を
安
野
氏
よ
り
引
用
。【
表
１
参
照
】

玉
鬘
は
、
明
石
の
女
御
・
女
三
の
宮
と
同
じ
だ
け
「
き
よ
ら
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
明
石
の
女

御
と
女
三
宮
に
関
し
て
は
身
分
を
考
え
る
と
「
き
よ
ら
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て

も
、
出
自
が
低
い
玉
鬘
が
、
な
ぜ
二
人
と
並
ぶ
ほ
ど
「
き
よ
ら
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
安
野
氏
は
こ
う
結
論
づ
け
る
。

「
こ
れ
は
女
主
人
公
と
し
て
物
語
内
に
取
り
込
む
た
め
の
一
つ
の
手
法
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

ま
た
、
明
石
の
方
に
「
き
よ
ら
」
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

「
高
貴
の
身
分
で
な
い
人
物
を
女
主
人
公
と
し
て
物
語
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
そ
の
視
点

や
用
い
ら
れ
る
場
所
を
考
慮
し
た
上
で
、
意
図
的
に
こ
の
よ
う
な
「
き
よ
ら
」
の
特
性
を
付

与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
玉
鬘
と
同
様
に
、
地
方
で
養
育
さ
れ
て
か
ら
六
条
院

入
り
を
果
た
し
た
明
石
の
上
に
対
し
て
「
き
よ
ら
」
が
用
い
ら
れ
な
い
の
は
、
物
語
の
女
主

人
公
に
な
り
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。」

と
断
言
し
て
い
る
。

具
体
的
な
玉
鬘
の
「
き
よ
ら
」
の
例
を
見
て
い
く
。
次
の
文
は
、『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
の
乳

母
の
夫
の
遺
言
の
一
場
面
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
（92

）

「
そ
の
人
の
御
子
と
は
、
館
の
人
に
も
知
ら
せ
ず
、
た
だ
孫
の
か
し
づ
く
べ
き
ゆ
ゑ
あ
る
と

ぞ
言
ひ
な
し
け
れ
ば
、
人
に
見
せ
ず
、
限
り
な
く
か
し
づ
き
き
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
に
は
か
に
亡

せ
ぬ
れ
ば
、
あ
は
れ
に
心
細
く
て
、
た
だ
京
の
出
立
を
す
れ
ど
、
こ
の
少
弐
の
仲
あ
し
か
り

け
る
国
の
人
多
く
な
ど
し
て
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
怖
ぢ
憚
り
て
、
我
に
も
あ
ら
で
年
を
過

ぐ
す
に
、
こ
の
君
ね
び
と
と
の
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
母
君
よ
り
も
ま
さ
り
て
き
よ
ら
に
、
父
大

表
１

安
野
葵
著
「『
源
氏
物
語
』
の
形
容
表
現
か
ら
み
る
玉
鬘
の
人
物
造
型
│
「
き
よ
ら
」
に
関
し
て
│
」

男

き
よ
ら

け
う
ら

女

き
よ
ら

け
う
ら

源
氏

１８

０

紫
の
上

６

１

夕
霧

７

０

明
石
の
女
御

３

０

朱
雀
院

７

０

女
三
の
宮

３

０

冷
泉
院

５

０

玉
鬘

３

０

頭
中
将

１

０

三
条
の
大
宮

１

０

匂
宮

９

０

髭
黒
の
北
の
方

０

１

薫

４

１

浮
舟

１

３
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臣
の
筋
さ
へ
加
は
れ
ば
に
や
、
品
高
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。」（
傍
線
筆
者
）

先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
玉
鬘
が
母
・
夕
顔
と
比
較
さ
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

次
は
、
玉
鬘
の
幼
少
期
の
場
面
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
（88

）

「
さ
ら
ば
い
か
が
は
せ
む
、
若
君
を
だ
に
こ
そ
は
、
御
形
見
に
見
た
て
ま
つ
ら
め
、
あ
や
し

き
道
に
添
へ
た
て
ま
つ
り
て
、
遥
か
な
る
ほ
ど
に
お
は
せ
む
こ
と
の
悲
し
き
こ
と
、
な
ほ
、

父
君
に
ほ
の
め
か
さ
む
、
と
思
ひ
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
た
よ
り
も
な
き
う
ち
に
、「
母
君
の

お
は
し
け
る
方
も
知
ら
ず
、
尋
ね
問
ひ
た
ま
は
ば
、
い
か
が
聞
こ
え
む
」「
ま
だ
よ
く
も
見

馴
れ
た
ま
は
ぬ
に
、
幼
き
人
を
と
ど
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
む
も
う
し
ろ
め
た
か
る
べ
し
」

「
知
り
な
が
ら
、
は
た
、
率
て
下
り
ね
と
ゆ
る
し
た
ま
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
な
ど
、
お
の

が
じ
し
語
ら
ひ
あ
は
せ
て
、
い
と
う
つ
く
し
う
、
た
だ
今
か
ら
気
高
く
き
よ
ら
な
る
御
さ
ま

を
、
こ
と
な
る
し
つ
ら
ひ
な
き
舟
に
の
せ
て
漕
ぎ
出
づ
る
ほ
ど
は
、
い
と
あ
は
れ
に
な
む
お

ぼ
え
け
る
。」（
傍
線
筆
者
）

安
野
氏
は
同
論
文
で
こ
の
二
つ
の
「
き
よ
ら
」（『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
（92

）「
母
君
よ
り
も

ま
さ
り
て
き
よ
ら
に
」、『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
（88

）「
い
と
う
つ
く
し
う
、
た
だ
今
か
ら
気
高

く
き
よ
ら
な
る
御
さ
ま
」）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
注
目
す
べ
き
は
、「
き
よ
ら
」
と
評
し
た
人
物
が
二
例
と
も
「
玉
鬘
」
巻
に
お
け
る
「
乳
母

ら
」
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
の
二
例
以
降
、
玉
鬘
が
「
き
よ
ら
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

こ
の
次
に
は
「
き
よ
げ
」
が
玉
鬘
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
全
く
低
い
身
分
の
下
仕
え
人
に
と
っ
て
は
、
主
人
に
対
し
て
「
清
ら
」
と
「
清
げ
」
の
区

別
が
な
く
、
す
べ
て
「
清
ら
」
と
扱
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、「
清
ら
」
と
「
清
げ
」
と
は

必
ず
し
も
社
会
的
な
位
置
に
固
定
し
た
形
容
語
で
は
な
く
、
相
手
を
遇
す
る
使
い
手
の
意
識

に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」

『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
（117

）

「
容
貌
は
い
と
か
く
め
で
た
く
き
よ
げ
な
が
ら
、
田
舎
び
こ
ち
ご
ち
し
う
お
は
せ
ま
し
か
ば
、

い
か
に
玉
の
瑕
な
ら
ま
し
、
い
で
、
あ
は
れ
、
い
か
で
か
く
生
ひ
出
で
た
ま
ひ
け
む
」（
傍

線
筆
者
）

右
近
が
光
源
氏
に
玉
鬘
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
四
歳
か
ら
二
十
歳

ま
で
筑
紫
・
肥
前
で
育
っ
た
玉
鬘
の
こ
と
を
、「
田
舎
び
て
い
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
。

光
源
氏
も
玉
鬘
に
対
し
「
き
よ
げ
」
と
評
価
し
て
い
る
。

⑺

『
源
氏
物
語
』
初
音
巻
（147

）

「
ま
だ
、
い
た
く
も
住
み
馴
れ
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
よ
り
は
、
け
は
ひ
を
か
し
く
な
し
て
、
を
か

し
げ
な
る
童
べ
の
姿
ば
ま
め
か
し
く
、
人
影
あ
ま
た
し
て
、
御
し
つ
ら
ひ
あ
る
べ
き
か
ぎ
り

な
れ
ど
も
、
お
ま
や
か
な
る
御
調
度
は
、
い
と
し
も
と
と
の
へ
た
ま
は
ぬ
を
、
さ
る
方
に
も

の
き
よ
げ
に
住
み
な
し
た
ま
へ
り
。
正
身
も
、
あ
な
を
か
し
げ
と
ふ
と
見
え
て
、
山
吹
に
も

て
は
や
し
た
ま
へ
る
御
容
貌
な
ど
、
い
と
は
な
や
か
に
、
こ
こ
ぞ
と
曇
れ
る
と
見
ゆ
る
と
こ

ろ
な
く
、
隈
な
く
に
ほ
ひ
き
ら
き
ら
し
く
、
見
ま
ほ
し
き
さ
ま
ぞ
し
た
ま
へ
る
。
も
の
思
ひ

に
沈
み
た
ま
へ
る
ほ
ど
の
し
わ
ざ
に
や
、
髪
の
裾
す
こ
し
細
り
て
、
さ
は
ら
か
に
か
か
れ
る

し
も
、
い
と
も
の
き
よ
げ
に
、
こ
こ
か
し
こ
い
と
け
ざ
や
か
な
る
さ
ま
し
た
ま
へ
る
を
、
か

く
て
見
ざ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ほ
す
に
つ
け
て
は
、
え
し
も
見
過
ぐ
し
た
ま
ふ
ま
じ
く
や
。」

（
傍
線
筆
者
）

「
き
よ
ら
」
と
「
き
よ
げ
」
の
明
確
な
区
別
を
し
て
お
こ
う
。

「
き
よ
げ
【
清
げ
】」
に
つ
い
て
は
、

⑻

「
け
が
れ
な
く
美
し
い
さ
ま
。
き
れ
い
な
さ
ま
。→

清
（
き
よ
）
ら
」

平瀬しのぶ：『松浦宮物語』と『源氏物語』について（５）



と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
現
代
人
の
感
覚
で
は
「
き
よ
ら
」
と
の
区
別
が
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
薫
と
匂
宮
へ
の
使
用
例
か
ら
、『
源
氏
物
語
』『
松
浦
宮
物
語
』
執
筆
当
時
は
、
は
っ
き
り

と
し
た
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』
に
は
、
先
程
の
玉
鬘
の
評
価
と
は
、
実
に
対
照
的
な
一
文
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
氏
忠
が
唐
の
女
性
・
華
陽
公
主
を
初
め
て
見
た
時
の
場
面
で
あ
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』（40
）

「
古
里
に
て
い
み
じ
と
思
ひ
し
神
南
備
の
皇
女
も
、
見
あ
は
す
る
に
、
鄙
び
乱
れ
た
ま
へ
り

け
り
。」（
傍
線
筆
者
）

「
故
国
で
は
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
て
い
た
神
奈
備
の
皇
女
も
、
公
主
と
見
比
べ
る
と
、
い
な
か

く
さ
く
、
整
っ
て
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
玉
鬘
の
美
し
さ
は
「
い
か
に
玉
の
瑕
な
ら
ま
し
」
と
外
見
を
褒
め
て
い
る

が
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
神
奈
備
の
皇
女
は
「
見
あ
は
す
る
に
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
で
玉
鬘
が
「
鄙
び
乱
れ
た
ま
へ
り
け
り
」
と
表
現
さ
れ
た
の
に
対
し
、

『
松
浦
宮
物
語
』
の
神
奈
備
の
皇
女
は
「
田
舎
び
こ
ち
ご
ち
し
う
お
は
せ
ま
し
か
ば
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
、
母
・
夕
顔
の
姿
と
比
較
さ
れ
た
玉
鬘
と
、『
松
浦
宮
物
語
』
で
華
陽
公
主
と

比
較
さ
れ
た
神
奈
備
の
皇
女
は
、
常
に
他
人
と
比
較
さ
れ
る
と
い
う
点
に
於
い
て
は
類
似
し
て
い

る
が
、
評
価
は
真
逆
で
あ
る
。
で
は
、
華
陽
公
主
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

第
三
節

華
陽
公
主
と
玉
鬘

華
陽
公
主
は
唐
で
氏
忠
が
出
会
っ
た
女
性
で
あ
る
。
日
本
が
恋
し
く
な
っ
た
氏
忠
は
、
見
事
な

琴
の
演
奏
を
す
る
老
翁
に
出
会
う
。
こ
の
老
翁
の
紹
介
で
、
華
陽
公
主
と
出
会
い
、
別
れ
を
乗
り

越
え
て
、
日
本
で
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

老
翁
に
よ
る
と
、
華
陽
公
主
は
年
が
や
っ
と
二
十
歳
、
琴
の
名
手
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
度
掟

通
り
死
ぬ
が
、
日
本
で
再
開
す
る
。
次
が
そ
の
場
面
で
あ
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』（37

）

「
か
の
公
主
は
八
月
九
月
の
月
の
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
商
山
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
こ
も
り
て
、
琴

の
音
と
と
の
へ
た
ま
ふ
。
か
れ
は
、
年
は
じ
め
て
二
十
、
我
に
及
ば
ぬ
こ
と
六
十
三
年
。
女

の
身
な
れ
ど
、
前
の
世
に
琴
を
習
ひ
て
、
し
ば
し
こ
の
世
に
宿
り
た
ま
へ
る
ゆ
ゑ
に
、
お
の

づ
か
ら
さ
と
り
あ
り
て
、
そ
の
手
を
仙
人
に
伝
え
た
ま
へ
り
。」

比
較
の
対
象
で
あ
る
玉
鬘
も
ま
た
、
二
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
女
性
で
あ
る
。
年
齢
は
華
陽

公
主
と
玉
鬘
は
か
な
り
リ
ン
ク
し
て
お
り
、「
年
は
じ
め
て
二
十
」
と
二
十
歳
に
な
っ
た
「
ば
か

り
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
ざ
わ
ざ
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
共
通
点
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

次
に
、
二
人
の
外
見
を
見
て
い
く
と
、
華
陽
公
主
の
容
貌
は
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
氏
忠
が
華
陽
公
主
に
会
い
に
行
く
シ
ー
ン
で
あ
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』（39

）

「
こ
れ
は
鏡
の
ご
と
光
を
並
べ
、
い
ら
か
を
連
ね
て
造
れ
る
も
の
か
ら
、
屋
数
少
な
く
、
か

り
そ
め
な
る
屋
に
人
住
む
べ
し
と
見
ゆ
れ
ど
、
わ
ざ
と
木
陰
に
隠
れ
つ
つ
、
楼
を
尋
ね
登
れ

ば
、
言
ひ
し
に
変
ら
ず
、
え
も
言
は
ず
め
で
た
き
玉
の
女
、
た
だ
ひ
と
り
琴
を
弾
き
ゐ
た

り
。乱

る
る
心
あ
る
な
と
は
さ
ば
か
り
言
ひ
し
か
ど
、
う
ち
見
る
よ
り
物
お
ぼ
え
ず
、
そ
こ
ら

見
つ
る
舞
姫
の
花
の
顔
も
、
た
だ
土
の
ご
と
く
に
な
り
ぬ
。
古
里
に
て
い
み
じ
と
思
ひ
し
神

奈
備
の
皇
女
も
、
見
あ
は
す
る
に
、
鄙
び
乱
れ
た
ま
へ
け
り
。
あ
ま
り
こ
と
ご
と
し
く
も
見

ゆ
べ
き
か
ん
ざ
し
、
髪
上
げ
た
ま
へ
る
顔
つ
き
、
さ
ら
に
け
遠
か
ら
ず
。
あ
て
に
な
つ
か
し

う
、
き
よ
く
ら
う
た
げ
な
る
こ
と
、
た
だ
秋
の
月
の
く
ま
な
き
空
に
澄
み
の
ぼ
り
た
る
心
地

ぞ
す
る
に
、
い
み
じ
き
心
ま
ど
ひ
を
お
さ
え
て
、
念
じ
返
し
つ
つ
、
か
の
琴
を
聞
け
ば
、
よ

ろ
づ
の
物
の
音
ひ
と
つ
に
合
ひ
て
、
空
に
響
き
通
へ
る
こ
と
、
げ
に
あ
り
し
多
く
ま
さ
り
た

り
。」（
傍
線
筆
者
）

「
あ
ま
り
こ
と
ご
と
し
く
も
見
ゆ
べ
き
か
ん
ざ
し
、
髪
上
げ
た
ま
へ
る
顔
つ
き
、
さ
ら
に
け
遠
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か
ら
ず
」
と
あ
る
の
は
、
作
者
が
唐
の
女
性
を
描
こ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

作
者
が
藤
原
定
家
だ
と
す
る
と
、
定
家
の
時
代
の
女
性
が
日
常
的
に
簪
を
身
に
着
け
て
い
た
と
は

考
え
に
く
い
。
こ
う
し
た
「
か
ん
ざ
し
」「
髪
上
げ
」
と
い
っ
た
表
現
は
、『
紫
式
部
日
記
』
の
中

に
登
場
す
る
「
髪
上
げ
う
る
は
し
き
姿
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

⑼

萩
谷
朴
著
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈

上
巻
』

「「
髪
上
げ
、
う
る
は
し
き
」
と
く
ぎ
っ
て
、「
髪
上
げ
」
を
中
止
形
の
動
詞
と
し
、「
う
る
は

し
き
」
に
か
か
る
連
用
修
飾
語
と
し
て
「
髪
上
げ
を
し
た
端
麗
な
姿
」
と
す
る
『
全
釈
（
阿

部
）』（『
全
釈
（
小
室
）』
も
同
じ
）
や
、「
髪
上
げ
」
と
「
う
る
は
し
き
姿
」
と
を
並
列
名

詞
と
し
、「
髪
上
げ
や
端
麗
な
服
装
」
と
す
る
『
新
釈
』
も
あ
る
が
、「
髪
上
げ
」
を
名
詞
と

し
、「
う
る
は
し
き
」
を
そ
の
形
容
詞
と
し
て
、「
髪
上
げ
う
る
は
し
き
」
を
「
姿
」
に
か
か

る
連
体
修
飾
句
と
見
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
の
「
髪
上
げ
姿
」
は
、
第
一
六
節
の
お
湯

殿
に
奉
仕
し
た
女
蔵
人
や
、
第
二
〇
節
の
陪
膳
の
内
侍
や
御
膳
伝
取
の
女
蔵
人
の
よ
う
に
、

お
お
よ
そ
は
垂
髪
の
ま
ま
で
、
元
結
で
髻
だ
け
を
く
く
り
上
げ
、
釵
子
で
刺
し
留
め
る
「
一

も
と
あ
げ
た
」
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
剣
璽
の
内
侍
と
し
て
最
も
公
式
な
晴
れ
の
容
粧
を

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
髻
は
も
ち
ろ
ん
、
髷
も
前
髪
も
鬢
も
髱
も
あ
り
、
蔽
髪
・
釵

子
・
刺
櫛
・
簪
な
ど
を
つ
け
た
唐
風
の
本
格
的
な
髪
上
げ
姿
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
唐
風
の
ス
タ
イ
ル
は
、
い
か
に
も
格
式
張
っ
た
感
じ
が
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
髪
上
げ
自
体
が
「
う
る
は
し
き
髪
上
げ
姿
」
と
い
っ
て
も
結
果
は
同
じ
な
の
で
あ
る

が
、
整
髪
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
が
い
か
に
も
端
麗
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
、「
髪
上
げ

う
る
は
し
」
と
名
詞
を
先
に
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。」（
傍
線
筆
者
）

わ
ざ
わ
ざ
髪
や
簪
の
表
現
を
用
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
女
性
は
長
い
髪
の
美
し
さ
が
重
要
視
さ

れ
た
こ
と
・
唐
の
女
性
像
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
唐
衣
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
足
立
雍
子
著
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
裳
着
に
つ
い
て

⑽

の
一
考
察

裳
を
着
け
る
女
と
着
せ
ら
れ
る
姫
君
」
を
見
て
い
く
。

「
唐
衣
は
唐
の
御
衣
、
唐
装
束
と
も
言
い
、
藤
原
時
代
よ
り
の
宮
廷
女
子
の
正
装
で
あ
る
。

「
唐
衣
は
裳
が
そ
ふ
な
り
」
と
『
岷
江
入
楚
』
に
あ
る
よ
う
に
裳
と
と
も
に
着
け
、
晴
装
束

の
最
高
衣
で
あ
る
。
唐
衣
は
諸
説
あ
る
が
奈
良
時
代
の
背
子
の
変
化
し
た
も
の
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
袖
の
な
い
丈
の
短
い
上
衣
で
襟
と
袖
口
に
別
の
布
で
縁
取
り
の
あ
る
背
子
が
平
安

初
期
に
変
化
し
、
藤
原
時
代
の
唐
衣
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。「
な
ぞ
唐
衣
は
短
衣
と
い
へ

か
し
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
も
ろ
こ
し
の
人
の
着
る
も
の
な
れ
ば
、」（
枕
草
子137

段

270

）

に
有
る
よ
う
に
そ
の
名
の
お
こ
り
は
中
国
の
人
の
着
る
物
に
擬
し
た
と
見
る
説
も
古
く
か
ら

あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
其
の
形
は
中
国
の
背
子
と
は
違
う
も
の
で
幅
の
狭
い
一
幅
の
広
袖
を

つ
け
た
上
衣
で
上
半
身
丈
で
あ
る
」（
傍
線
筆
者
）

こ
の
よ
う
に
、「
唐
衣
は
短
衣
と
い
へ
か
し
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
も
ろ
こ
し
の
人
の
着
る
も
の
」

と
い
う
認
識
が
当
時
の
人
々
の
間
で
も
あ
り
、
華
陽
公
主
は
そ
う
し
た
認
識
の
上
で
作
り
上
げ
ら

れ
た
人
物
だ
と
言
え
よ
う
。

唐
の
表
現
を
用
い
た
の
は
華
陽
公
主
の
外
見
の
み
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
玉
鬘
と
華
陽
公
主
の

美
し
さ
の
表
現
に
つ
い
て
か
ら
も
伺
え
よ
う
。

『
松
浦
宮
物
語
』（40

）

「
あ
て
に
な
つ
か
し
う
、
き
よ
く
ら
う
た
げ
な
る
こ
と
、
た
だ
秋
の
月
の
く
ま
な
き
空
に
澄

み
の
ぼ
り
た
る
心
地
ぞ
す
る
に
、
い
み
じ
き
心
ま
ど
ひ
を
お
さ
へ
て
、
念
じ
返
し
つ
つ
、
か

の
琴
を
聞
け
ば
、
よ
ろ
づ
の
物
の
音
ひ
と
つ
に
合
ひ
て
、
空
に
響
き
通
へ
る
こ
と
、
げ
に
あ

り
し
に
多
く
ま
さ
り
た
り
。」（
傍
線
筆
者
）

ま
ず
、
冒
頭
の
「
あ
て
に
な
つ
か
し
う
、
き
よ
く
ら
う
た
げ
な
る
こ
と
」
に
注
目
し
た
い
。

「
ら
う
た
げ
…
ら
う
た
│
げ
・
な
り
【
形
容
動
詞
ナ
リ
活
用
】
活
用
｛
な
ら
／
な
り
・
に
／

な
り
／
な
る
／
な
れ
／
な
れ
｝
い
か
に
も
か
わ
い
ら
し
い
。」

『
源
氏
物
語
』
中
に
も
「
な
つ
か
し
う
」「
ら
う
た
げ
」
が
セ
ッ
ト
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
多
い
。

『
源
氏
物
語
』
桐
壷
巻
に
、
桐
壷
帝
が
桐
壷
更
衣
の
美
し
さ
を
語
っ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。

平瀬しのぶ：『松浦宮物語』と『源氏物語』について（７）



⑾

『
源
氏
物
語
』
桐
壷
巻
（35

）

「
絵
に
描
け
る
楊
貴
妃
の
容
貌
は
、
い
み
じ
き
絵
師
と
い
へ
ど
も
、
筆
限
り
あ
り
け
れ
ば
い

と
に
ほ
ひ
す
く
な
し
。
太
液
芙
蓉
、
未
央
柳
も
、
げ
に
か
よ
ひ
た
り
し
容
貌
を
、
唐
め
い
た

る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
を
思
し
出
つ
る

に
、
花
鳥
の
色
に
も
音
に
も
よ
そ
ふ
べ
き
方
ぞ
な
き
。」（
傍
線
筆
者
）

桐
壷
更
衣
に
対
し
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
「
あ
て
に
な
つ
か
し
う
、
き
よ
く
ら
う
た
げ
な
る
こ

と
」
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て

描
か
れ
る
点
や
桐
壷
巻
で
楊
貴
妃
の
例
え
が
用
い
ら
れ
る
点
は
、
唐
で
出
会
っ
た
氏
忠
と
華
陽
公

主
の
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
唐
の
女
性
像
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
に
は
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

華
陽
公
主
は
氏
忠
と
琴
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
唐
で
結
ば
れ
る
が
、
お
告
げ
通
り
、「
身
を

滅
ぼ
し
て
し
ま
う
」。
そ
の
後
、
泊
瀬
寺
で
氏
忠
と
再
会
す
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』（50

〜
）

「
つ
ひ
に
我
が
契
り
を
忘
れ
ず
、
の
た
ま
ふ
ま
ま
の
心
な
ら
ば
、
こ
の
玉
を
身
放
た
ず
持
ち

て
、
い
み
じ
き
雨
風
の
騒
ぎ
、
波
の
下
な
り
と
も
、
つ
ひ
に
落
と
し
失
は
で
、
我
が
国
に
帰

り
た
ま
へ
。

聞
け
ば
日
本
に
泊
瀬
寺
と
い
ひ
て
、
観
音
お
は
す
な
り
。
か
の
寺
に
こ
の
玉
を
持
て
参
り

て
、
三
七
日
そ
の
法
を
行
ひ
た
ま
へ
。
さ
て
の
み
あ
ん
、
こ
の
世
の
人
の
謗
り
を
負
は
で
、

か
な
ら
ず
ふ
た
た
び
あ
ひ
見
る
べ
き
」（
傍
線
筆
者
）

「
泊
瀬
寺
」
は
奈
良
県
桜
井
市
に
あ
る
「
長
谷
寺
」
の
こ
と
で
、
玉
鬘
が
都
に
行
く
途
中
で
寄

っ
た
寺
で
も
あ
る
。
引
用
し
た
『
松
浦
宮
物
語
』
本
文
中
に
「
聞
け
ば
日
本
に
泊
瀬
寺
と
い
ひ

て
、
観
音
お
は
す
な
り
」
と
あ
る
が
、
長
谷
寺
を
な
ぜ
異
国
の
女
性
で
あ
る
華
陽
公
主
が
知
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
、
玉
鬘
が
右
近
と
運
命
的
な
出
会
い
を
す
る

直
前
の
場
面
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
（104

）

「
う
ち
次
ぎ
て
は
、
仏
の
御
中
に
は
、
初
瀬
な
む
、
日
本
の
中
に
は
、
あ
ら
た
な
る
験
あ
ら

は
し
た
ま
ふ
と
、
唐
土
に
だ
に
聞
こ
え
あ
む
な
り
。
ま
し
て
、
わ
が
国
の
中
に
こ
そ
、
遠
き

国
の
境
と
て
も
、
年
経
た
ま
へ
れ
ば
、
若
君
を
ば
ま
し
て
恵
み
た
ま
ひ
て
ん
」

「
仏
の
な
か
で
は
、
初
（
泊
）
瀬
（
寺
）
が
、
日
本
国
内
で
、
あ
ら
た
か
な
霊
験
を
あ
ら
わ
し

な
さ
る
と
、
唐
土
に
ま
で
も
評
判
が
あ
る
よ
う
だ
。
ま
し
て
、
わ
が
国
内
で
こ
そ
、
遠
く
離
れ
た

日
本
の
田
舎
だ
、
と
は
い
っ
て
も
、
長
い
間
お
過
ご
し
な
さ
っ
た
の
で
、
わ
が
君
（＝

玉
鬘
）
を

前
に
も
ま
し
て
、
き
っ
と
お
恵
み
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
あ
る
。

華
陽
公
主
が
長
谷
寺
の
霊
験
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
作
者
が
『
源
氏
物
語
』
中
に
「
唐
土
に
だ

に
聞
こ
え
あ
む
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
と
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
華

陽
公
主
と
玉
鬘
を
重
ね
わ
せ
て
い
た
可
能
性
が
こ
こ
か
ら
も
伺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
玉
鬘
の
乳
母
の
夫
が
大
宰
府
で
亡
く
な
り
、
玉
鬘
と
乳
母
一
家
は
帰
京
す
る
だ
け
の

力
も
な
く
、
大
宰
府
が
あ
る
筑
前
の
国
か
ら
肥
前
の
国
へ
と
移
り
住
む
。
な
に
よ
り
興
味
深
い
の

は
、
玉
鬘
・
大
夫
監
・
玉
鬘
の
乳
母
の
三
人
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
（97

）

大
夫
監・

君
に
も
し
心
た
が
は
ば
松
浦
な
る
鏡
の
神
を
か
け
て
誓
は
む

乳
母・

年
を
経
て
い
の
る
心
の
た
が
ひ
な
ば
鏡
の
神
を
つ
ら
し
と
や
見
む

『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
に
お
い
て
、
大
夫
監
と
玉
鬘
の
乳
母
が
交
わ
し
た
歌
に
「
鏡
神
社
」
が

登
場
す
る
（
右
記
の
和
歌
に
登
場
す
る
「
松
浦
な
る
鏡
の
神
」
が
鏡
神
社
）。
玉
鬘
と
乳
母
一
家

が
京
へ
戻
り
、
玉
鬘
の
父
で
あ
る
内
大
臣
に
玉
鬘
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
神
仏
に
願
を

立
て
て
祈
っ
た
場
所
で
あ
る
。

次
の
場
面
は
、
氏
忠
が
帰
国
の
際
に
、
母
后
か
ら
形
見
に
渡
さ
れ
た
鏡
を
開
け
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
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『
松
浦
宮
物
語
』（135

）

「
堅
く
封
ぜ
ら
れ
て
、「
清
ま
は
り
、
静
か
な
る
と
こ
ろ
に
て
開
け
ら
る
べ
き
」
よ
し
を
書
き

つ
け
た
る
鏡
な
れ
ば
、
こ
の
御
祈
り
に
こ
と
づ
け
て
、
修
法
な
ど
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
寺
に

こ
も
り
た
ま
へ
る
つ
い
で
に
ぞ
、
こ
の
鏡
を
開
け
た
れ
ば
、
見
し
世
は
さ
だ
か
に
映
り
け

り
。」

「
鏡
神
社
」
の
「
鏡
山
」
の
名
称
は
、
神
功
皇
后
が
三
韓
遠
征
の
際
に
山
頂
に
鏡
を
祀
っ
た
こ

と
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
タ
イ
ト
ル
の
基
で
あ
る
、「
松

浦
佐
用
姫
伝
説
」
に
繋
が
る
。

こ
の
よ
う
に
、
玉
鬘
と
華
陽
公
主
の
人
生
は
、「
松
浦
」「
泊
瀬
寺
（
長
谷
寺
）」「
鏡
」
の
三
つ

の
ワ
ー
ド
が
共
通
す
る
。

第
六
節

神
奈
備
の
皇
女
と
華
陽
公
主
と
玉
鬘

初
め
て
華
陽
公
主
を
見
た
氏
忠
は
、「
え
も
言
は
ず
め
で
た
き
玉
の
女
」
と
評
価
す
る
。「
め
で

た
き
（
く
）」
と
い
う
表
現
は
先
の
章
で
も
挙
げ
た
通
り
、
玉
鬘
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

⑿

呉
羽
長
著
「
玉
鬘
論
│
そ
の
容
姿
・
性
格
表
現
と
物
語
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
│
」
に
は
次
の

よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
ま
ず
、「
玉
鬘
」
巻
で
は
、
玉
鬘
に
つ
い
て
「
め
で
た
し
」
が
多
用
さ
れ
（
五
例
）、
彼
女

を
格
別
に
美
し
い
人
で
あ
る
よ
う
に
印
象
付
け
て
い
る
。
筑
紫
へ
下
っ
て
二
十
歳
ほ
ど
に
な

っ
た
玉
鬘
に
つ
い
て
、「
い
と
あ
た
ら
し
く
め
で
た
し
」
と
そ
の
姿
が
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ

う
し
た
評
価
は
、
彼
女
が
育
っ
た
筑
紫
に
お
い
て
は
そ
の
地
の
人
々
の
比
較
を
絶
し
た
美
し

さ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
乳
母
ら
が
献
身
的
に
玉
鬘
を
都
に
連
れ
戻
そ
う
と
促
す
力
に
も
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、「
め
で
た
し
」
は
彼
女
の
六
条
院
入
り
前
、
右
近
に
よ
っ
て
は
、
ほ
か

に
「
き
よ
げ
」「
気
高
し
」（
各
一
例
）
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
形
容
は
、
玉
鬘
が

容
姿
・
性
格
と
も
に
優
れ
た
女
君
の
集
ま
る
六
条
院
に
据
え
ら
れ
る
高
貴
の
姫
君
と
し
て
の

資
質
・
魅
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
源
氏
か
ら
、「
め
や
す
し
」
と

見
ら
れ
る
例
が
二
例
あ
る
こ
と
も
同
じ
理
由
で
あ
ろ
う
。」（
傍
線
筆
者
）

『
源
氏
物
語
』
に
於
い
て
、
玉
鬘
の
美
し
さ
を
表
す
際
に
、「
め
で
た
し
」
は
六
条
院
の
光
源
氏

に
仕
え
て
い
る
右
近
が
使
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
薫
と
匂
宮
に
使
わ
れ
て
い
る
「
き
よ
ら
」
に
注
目
す
る
と
、
薫
に
も
「
き
よ

ら
」
は
使
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
表
現
は
「
薫
は
き
よ
ら
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
対⒀

し
、
源
氏
の
孫
で
あ
る
匂
宮
に
は
「
き
よ
ら
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
安
野
氏

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
こ
れ
は
薫
の
実
父
が
柏
木
で
あ
る
こ
と
に
根
拠
を
求
め
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
作
者
が
地

の
文
で
薫
の
「
き
よ
ら
」
な
美
し
さ
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
暗
に
源
氏
が
実
父
で
な
い
こ

と
、
薫
が
柏
木
の
血
筋
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

玉
鬘
は
、
田
舎
に
い
た
こ
ろ
は
「
き
よ
ら
」
と
乳
母
た
ち
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
。
身
分
の
低

い
人
物
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
が
、
光
源
氏
や
右
近
な
ど
、
都
に
住
む
高
貴
な
人
物
か

ら
は
、「
き
よ
げ
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
一
流
の
美
質
を
持
つ
光
源
氏
か
ら
す
る
と
、
皇
族
の

血
統
で
は
な
い
玉
鬘
は
、「
き
よ
げ
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
こ
の
「
き
よ
げ
」
は
多

用
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
目
を
通
し
て
も
、
そ
の
美
し
さ
は
秀
で
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
、『
松
浦
宮
物
語
』
に
登
場
す
る
二
人
の
女
性
の
評
価
も
変
化
し
て
い
る
。
神
奈
備
の

皇
女
は
「
き
よ
ら
」
と
言
わ
れ
た
の
に
対
し
、
華
陽
公
主
は
「
め
で
た
し
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、

玉
鬘
の
美
し
さ
の
評
価
と
同
じ
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
玉
鬘
一
人
に
「
め
で
た
き
」「
き
よ

ら
」「
き
よ
げ
」
が
使
わ
れ
た
の
に
対
し
、『
松
浦
宮
物
語
』
で
は
二
人
の
女
性
に
分
け
て
使
わ
れ

て
い
る
。

玉
鬘
が
光
源
氏
に
出
会
っ
て
か
ら
美
し
さ
の
評
価
が
上
が
っ
た
よ
う
に
、
氏
忠
も
華
陽
公
主
と

出
会
っ
た
こ
と
で
女
性
の
美
の
基
準
が
変
化
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

よ
っ
て
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
華
陽
公
主
と
神
奈
備
の
皇
女
は
、『
源
氏
物
語
』
の
玉
鬘
か
ら
の

影
響
も
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

平瀬しのぶ：『松浦宮物語』と『源氏物語』について（９）



お
わ
り
に

・『
松
浦
宮
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
玉
鬘
の
「
き
よ
ら
」

「
き
よ
げ
」
と
い
っ
た
、
表
現
上
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

・『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
唐
の
描
写
が
甘
い
点
が
や
や
気
に
な
る
も
の
の
、
定
家
が
『
紫
式
部
日

記
』
等
を
通
し
て
、
唐
を
再
現
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

・
今
後
は
、
主
人
公
・
橘
氏
忠
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

注⑴

樋
口
芳
麻
呂
・
久
保
木
哲
夫
著
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
四
〇
）
松
浦
宮
物
語
・
無
名
草
子
』

小
学
館

一
九
九
九
年
四
月

⑵
『
ス
ー
パ
ー
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
│
日
本
大
百
科
全
書
＋
国
語
大
辞
典
』
小
学
館

一
九
九
八
年
十
一
月

⑶

三
角
洋
一
著
「『
松
浦
宮
物
語
』
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
」
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告

人
文
科
学
編

（
二
四
）
ｐ
一
│
一
一

高
知
大
学

一
九
七
五
年

⑷

丸
山
慶
子
著
「
源
氏
物
語
│
玉
鬘
に
つ
い
て
│
」
た
ま
ゆ
ら
（
六
）
一
│
一
二
、
比
治
山
女
子
短
期

大
学
国
文
学
会

一
九
七
四
年
九
月

⑸

松
村
明
・
山
口
明
穂
・
和
田
利
政
編
『
古
語
辞
典
』
第
九
版

旺
文
社
二
〇
〇
一
年
一
〇
月

⑹

安
野

葵
著
「『
源
氏
物
語
』
の
形
容
表
現
か
ら
み
る
玉
鬘
の
人
物
造
形
│
「
き
よ
ら
」
に
関
し
て

│
」
古
典
教
育
デ
ザ
イ
ン
（
二
）、
一
│
一
一

古
典
教
育
デ
ザ
イ
ン
研
究
会

二
〇
一
七
年
三
月
一

五
日

⑺

阿
部
秋
生
・
秋
山

虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
著
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
二
二
）
源
氏

物
語
（
三
）』
小
学
館
一
九
九
六
年
一
月

⑻
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』
小
学
館

二
〇
〇
一
年
四
月

⑼

萩
谷

朴
著
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈

上
巻
』
角
川
書
店

一
九
七
一
年
一
一
月

⑽

足
立
雍
子
著
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
裳
着
に
つ
い
て
の
一
考
察
裳
を
着
け
る
女
と
着
せ
ら
れ
る
姫

君
」
埼
玉
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
（
二
六
）、
一
五
九
│
一
九
三
、
二
〇
一
九
年
九
月

⑾

阿
部
秋
生
・
秋
山

虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
著
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
二
〇
）
源
氏

物
語
（
一
）』
小
学
館
一
九
九
四
年
三
月

⑿

呉
羽
長
著
「
玉
鬘
論
│
そ
の
容
姿
・
性
格
表
現
と
物
語
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
人
物
で
読
む
源
氏

物
語
玉
鬘
』
勉
誠
出
版

二
〇
〇
六
年
五
月

⒀

安
野

葵
著
「『
源
氏
物
語
』
の
形
容
表
現
か
ら
み
る
玉
鬘
の
人
物
造
形
│
「
き
よ
ら
」
に
関
し
て

│
」
古
典
教
育
デ
ザ
イ
ン
（
二
）、
一
│
一
一

古
典
教
育
デ
ザ
イ
ン
研
究
会

二
〇
一
七
年
三
月
一

五
日
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