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源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
四
）
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渡
り
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玉
鬘
が
鬚
黒
大
将
に
よ
っ
て
六
条
院
か
ら
奪
い
去
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
数
か
月
前
、
光
源
氏
が
六
条
院
に
あ
る
玉
鬘
の
部
屋
を
お
と
ず
れ
、

諦
め
き
れ
な
い
恋
ご
こ
ろ
を
ほ
の
め
か
す
場
面
が
あ
る
。
す
で
に
鬚
黒

と
の
結
婚
が
本
決
ま
り
と
な
り
、〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
が
一
応
の
決
着
を

み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
矢
先
、
こ
の
ま
ま
他
人
の
も
の
と
し
て
手
放
し

て
し
ま
う
こ
と
が
い
ま
さ
ら
な
が
ら
に
悔
や
ま
れ
る
源
氏
は
、
玉
鬘
に

む
か
っ
て
次
の
よ
う
な
一
首
を
詠
み
あ
げ
る
。

お
り
た
ち
て
汲く

み
は
み
ね
ど
も
渡
り
川
人
の
せ
と
は
た
契
ら
ざ
り

し
を

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
）（
１
）

〔
現
代
語
訳
〕
お
り
た
ち
て
…
…
（
あ
な
た
と
は
立
ち
入
っ
て
親
し
い

仲
に
は
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
な
た
が
三さ

ん

途ず

の
川
を
渡
る
と

き
、
ま
さ
か
他
の
男
に
手
を
取
ら
せ
よ
う
と
は
約
束
し
な
か
っ
た

の
に
）

　

こ
こ
に
「
渡
り
川
」
の
語
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。 

　

こ
の
「
渡
り
川
」
に
つ
い
て
、
辞
書
類
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
三
途
（

さ
ん

づ

）
の
川
。」（
大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
編
『
岩

波
古
語
辞
典
』）（
２
）「（
死
後
必
ず
そ
こ
を
渡
っ
て
あ
の
世
に
行
く
川

の
意
で
）
三
途
（

さ
ん

ず

）
の
川
。」（
中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄

編
『
古
語
大
辞
典
』）（
３
）「
死
者
が
彼
岸
に
行
く
た
め
に
渡
る
川
。」

（
秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』）（
４
）、
北
山
谿
太
氏
の
『
源
氏
物
語

辭
典
』
に
は
「
み
つ
せ
が
は
（
三
瀬
川
）
に
同
じ
。」
と
あ
る
た
め
「
み

つ
せ
が
は
」
を
引
く
と
、「
死
し
て
冥
土
に
赴
く
途
中
に
あ
り
と
い
ふ

川
。」（
５
）と
あ
り
、『
広
辞
苑
』に
は
、「「
三
途

さ
ん

ず

の
川
」
に
同
じ
。」

と
あ
る
た
め
「
三
途
の
川
」
を
引
く
と
、「
人
が
死
ん
で
七
日
目
に
渡

る
と
い
う
、
冥
土
へ
の
途
中
に
あ
る
川
。
川
中
に
三
つ
緩
急
の
異
な
る

瀬
が
あ
っ
て
、
生
前
の
業ご

う

の
如
何
に
よ
っ
て
渡
る
所
が
異
な
る
。
川
の

ほ
と
り
に
奪だ

つ

衣え

婆ば

と
懸け

ん

衣え

翁お
う

が
い
て
死
者
の
衣
を
奪
う
と
い
う
。」（
６
）

と
あ
る
。

　

要
す
る
に
、「
渡
り
川
」
は
「
み
つ
せ
川
」
と
同
様
、
冥
土
を
流
れ

る
〈
三
途
の
川
〉
を
指
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
光
源
氏
は
こ

こ
で
、
玉
鬘
に
向
か
っ
て
〈
三
途
の
川
〉
の
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
少
々
異
様
な
光
景
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と

え
玉
鬘
本
人
が
新
郎
を
好
ま
し
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
す

く
な
く
と
も
結
婚
相
手
が
決
ま
り
、
ま
が
り
な
り
に
も
幸
福
の
絶
頂
に

〔
論　

説
〕

（ 1 ）
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あ
る
は
ず
の
若
い
女
性
に
む
か
っ
て
、〈
三
途
の
川
〉
の
歌
を
詠
み
か

け
る
と
い
う
の
は
縁
起
で
も
な
く
、
あ
ま
り
に
も
ぶ
し
つ
け
な
行
為
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
歌
い
か
け
て
い
る
光
源
氏
自

身
は
冗
談
の
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
場
違
い
の
感
は

否
め
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
注
釈
書
の
な
か
に
は
、

只
川
の
事
歟か三

条
西
実さ

ね

隆た
か

『
弄ろ

う

花か

抄し
よ
う

』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉（
７
）

わ
た
り
川
は
三
途
也な

り

さ
れ
と
こ
ゝ
に
て
は
只
川
と
見
て
可べ
レ
然し

か
ル

歟か

三
条
西
実
隆
『
細さ

い

流り
ゆ
う

抄し
よ
う

』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉（
８
）

と
記
し
、
こ
こ
に
い
う
「
渡
り
川
」
を
「
三
途
の
川
」
の
こ
と
と
は
受

け
取
ら
ず
に
、一
般
的
な「
た
だ
の
川
」だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

話
題
が
冥
府
に
お
よ
ぶ
の
を
避
け
る
解
釈
す
ら
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、〈
三
途
の
川
〉
を
意
味
す
る
「
渡
り
川
」「
み
つ
せ
川
」

の
語
は
こ
の
場
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
や
、
だ
か
ら
こ
そ
、
私
に
は
か
え
っ
て
〈
三
途

の
川
〉
の
歌
が
こ
こ
に
お
い
て
堂
々
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
大

き
な
意
義
が
あ
る
と
思
う
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
六
条
院
は
「
根
の

国
・
妣は

は

の
国
」
を
想
定
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
六
条
院
は
〈
記
紀
神
話
〉

に
お
け
る
「
根
の
国
・
妣
の
国
」
す
な
わ
ち
〈
死
者
の
国
〉
を
根
底
に

す
え
て
成
立
し
た
神
話
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
を
仏
教
的
に
言
い
換
え
る

な
ら
ば
〈
極
楽
浄
土
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
世
と

来
世
と
の
は
ざ
ま
に
は
、
そ
れ
ら
を
へ
だ
て
る
〈
三
途
の
川
〉
が
流
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
亡
く
な
っ
た
人
び
と
が
来
世
に
わ
た
る
と
き
に
は

か
な
ら
ず
わ
た
る
川
で
あ
る
と
と
も
に
、逆
に
、来
世
か
ら
現
世
に
戻
っ

て
く
る
場
合
に
も
か
な
ら
ず
わ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
川
が〈
三
途
の
川
〉

な
の
で
あ
る
。

　

い
ま
、
六
条
院
に
住
ん
で
い
る
玉
鬘
は
鬚
黒
に
よ
っ
て
六
条
院
の
そ

と
へ
と
奪
い
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
玉
鬘
が
六
条
院

を
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
六
条
院
と
い
う
彼
岸
を
去
っ
て
現
世
と
い
う

此し

岸
へ
と
わ
た
っ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
、
玉
鬘
は
当

然
、
そ
の
境
を
流
れ
る
〈
三
途
の
川
〉
を
わ
た
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ

ゆ
え
、
当
然
、
こ
こ
〈
死
者
の
国
〉
六
条
院
に
お
い
て
〈
三
途
の
川
〉

の
歌
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
渡
り
川
」
の
語
も
「
み
つ
せ
川
」
の
語
も
、『
源
氏
物
語
』
中
こ
の

一
例
の
み
の
用
例
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
一
語
で
は
あ
っ
て
も
、

こ
の
語
が
六
条
院
で
披
露
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
六
条
院
が
ま

ぎ
れ
も
な
く
〈
極
楽
浄
土
〉
言
い
換
え
れ
ば
「
根
の
国
・
妣
の
国
」
で

あ
る
こ
と
を
如
実
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

十
三　

女
性
を
背
負
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ

　

し
か
し
、
こ
の
歌
で
着
目
す
べ
き
点
は
、
こ
こ
六
条
院
が
〈
記
紀
神

話
〉
に
お
け
る
「
根
の
国
・
妣
の
国
」
で
あ
る
こ
と
を
も
の
が
た
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
男
主
人

公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
共
通
し
て
描
か
れ

て
い
る
点
な
の
で
あ
る
。

　

歌
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
を
も
う
少
し
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
「
お
り
た
ち
て
汲く

み
は
み
ね
ど
も
渡
り
川
人
の
せ
と
は
た
契
ら

ざ
り
し
を

キ

（ 2 ）
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思
ひ
の
ほ
か
な
り
や
」
と
て
、
鼻
う
ち
か
み
た
ま
ふ
け
は
ひ
、

な
つ
か
し
う
あ
は
れ
な
り
。
女
は
顔
を
隠
し
て
、

み
つ
せ
川
わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
い
か
で
な
ほ
涙
の
み
を
の
あ

わ
と
消
え
な
ん

「
心こ

こ
ろ

幼を
さ
な

の
御
消
え
所
や
。
さ
て
も
、
か
の
瀬
は
避よ

き
道み

ち

な
か
な

る
を
、
御
手
の
先
ば
か
り
は
、
引
き
助
け
き
こ
え
て
ん
や
」
と

ほ
ほ
笑ゑ

み
た
ま
ひ
て
…
…
。

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
五
四︲

三
五
五
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕「
お
り
た
ち
て
…
…
（
あ
な
た
と
は
立
ち
入
っ
て
親
し

い
仲
に
は
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
な
た
が
三さ

ん

途ず

の
川
を
渡
る

と
き
、
ま
さ
か
他
の
男
に
手
を
取
ら
せ
よ
う
と
は
約
束
し
な
か
っ

た
の
に
）

こ
ん
な
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
の
で
す
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
、
鼻
を
か
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
気
配
は
、
し
み
じ
み
と
思
い

を
そ
そ
る
も
の
が
あ
る
。
女
は
顔
を
隠
し
て
、

み
つ
せ
川
…
…
（
三
途
の
川
を
渡
ら
ぬ
さ
き
に
、
ど
う
ぞ
し
て
悲

し
み
の
涙
の
川
の
水み

脈お

の
泡あ

わ

と
な
っ
て
消
え
失
せ
て
し
ま
い
た
い

と
思
い
ま
す
）

大
臣
は
、「
そ
ん
な
場
所
で
消
え
て
お
し
ま
い
に
な
ろ
う
と
は
幼
い
お

考
え
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
三
途
の
川
は
ど
う
し

て
も
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
そ
う
で
す
か
ら
、
せ
め
て
あ
な
た
の
お
手

の
先
ぐ
ら
い
は
引
い
て
お
助
け
申
し
た
い
も
の
で
す
」
と
笑
顔
を
つ
く

ら
れ
て
…
…
。

こ
の
〈
三
途
の
川
〉
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
の
背
景
に
は
、
古
く
か
ら

語
ら
れ
て
き
た
俗
信
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
女
性

が
〈
三
途
の
川
〉
を
わ
た
る
際
に
は
、
は
じ
め
て
契
っ
た
男
性
に
背
負

わ
れ
て
わ
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
地
蔵
菩
薩
発ほ

つ

心し
ん

因い
ん

縁ね
ん

十
王
経
』
に
は
、〈
三
途
の
川
〉

を
わ
た
る
女
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

尋
テ

初
テ

開
ク

男
ヲ

、
負

ヒ
其

ノ
女
人

ヲ
…
…
（
９
）

初
て
開
く
男
を
尋
て
、
そ
の
女
人
を
負
ひ
…
…

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
亡
く
な
っ
た
女
性
が
、
死
後
、〈
三
途
の
川
〉
を
わ

た
る
際
に
は
、
は
じ
め
て
契
っ
た
男
性
に
背
負
わ
れ
て
わ
た
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
玉
鬘
と
の
あ
い
だ
に
実
事
が
な
か
っ
た
源

氏
は
、
玉
鬘
が
〈
三
途
の
川
〉
を
わ
た
る
と
き
に
は
、
玉
鬘
を
背
負
う

こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
せ
め
て
指
の
先
だ
け
で
も
引
い
て
わ
た
り
た

い
と
冗
談
め
か
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う
と
い
え
ば
、
す
ぐ
に
思
い
出

さ
れ
る
の
が
『
伊
勢
物
語
』
第
六
「
芥あ

く
た

河が
は

」
の
段
（
10
）
で
あ
る
。

在
原
業な

り

平ひ
ら

と
お
ぼ
し
き
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
「
昔
男
」
は
、
の

ち
に
清
和
天
皇
の
皇
后
「
二
条
の
后き

さ
き

」
と
な
る
高
貴
の
女
性
高た

か
い

子こ

を
盗

み
出
し
、
そ
の
女
性
を
背
に
負
っ
て
夜
道
を
ひ
た
走
り
に
走
る
。
芥
河

と
い
う
川
の
ほ
と
り
ま
で
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
雷
鳴
も
と
ど
ろ
き
、

雨
も
ざ
あ
ざ
あ
と
降
っ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
、
誰
も
い
な
い
倉
の
な
か

に
女
性
を
押
し
入
れ
、
自
分
は
「
弓
、
胡や

な
ぐ
ひ簶

」
を
身
に
つ
け
て
そ
の
戸

口
を
守
る
こ
と
に
し
た
。
よ
う
よ
う
夜
も
明
け
て
き
た
の
で
倉
の
な
か

を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
す
で
に
女
性
の
姿
は
跡
形
も
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
、
男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う
と
い
う
モ
チ
ー

フ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の

根
源
は
、
一
体
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

二

一

二

一

（ 3 ）
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あ
る
は
ず
の
若
い
女
性
に
む
か
っ
て
、〈
三
途
の
川
〉
の
歌
を
詠
み
か

け
る
と
い
う
の
は
縁
起
で
も
な
く
、
あ
ま
り
に
も
ぶ
し
つ
け
な
行
為
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
歌
い
か
け
て
い
る
光
源
氏
自

身
は
冗
談
の
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
場
違
い
の
感
は

否
め
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
注
釈
書
の
な
か
に
は
、

只
川
の
事
歟か

 

三
条
西
実さ

ね

隆た
か

『
弄ろ

う

花か

抄し
よ
う

』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉（
７
）

わ
た
り
川
は
三
途
也な

り

さ
れ
と
こ
ゝ
に
て
は
只
川
と
見
て
可べ
レ
然し

か
ル

歟か

 

三
条
西
実
隆
『
細さ

い

流り
ゆ
う

抄し
よ
う

』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉（
８
）

と
記
し
、
こ
こ
に
い
う
「
渡
り
川
」
を
「
三
途
の
川
」
の
こ
と
と
は
受

け
取
ら
ず
に
、一
般
的
な「
た
だ
の
川
」だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

話
題
が
冥
府
に
お
よ
ぶ
の
を
避
け
る
解
釈
す
ら
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、 〈
三
途
の
川
〉
を
意
味
す
る
「
渡
り
川
」「
み
つ
せ
川
」

の
語
は
こ
の
場
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
や
、
だ
か
ら
こ
そ
、
私
に
は
か
え
っ
て
〈
三
途

の
川
〉
の
歌
が
こ
こ
に
お
い
て
堂
々
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
大

き
な
意
義
が
あ
る
と
思
う
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
六
条
院
は
「
根
の

国
・
妣は

は

の
国
」
を
想
定
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
六
条
院
は
〈
記
紀
神
話
〉

に
お
け
る
「
根
の
国
・
妣
の
国
」
す
な
わ
ち
〈
死
者
の
国
〉
を
根
底
に

す
え
て
成
立
し
た
神
話
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
を
仏
教
的
に
言
い
換
え
る

な
ら
ば
〈
極
楽
浄
土
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
世
と

来
世
と
の
は
ざ
ま
に
は
、
そ
れ
ら
を
へ
だ
て
る
〈
三
途
の
川
〉
が
流
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
亡
く
な
っ
た
人
び
と
が
来
世
に
わ
た
る
と
き
に
は

か
な
ら
ず
わ
た
る
川
で
あ
る
と
と
も
に
、逆
に
、来
世
か
ら
現
世
に
戻
っ

て
く
る
場
合
に
も
か
な
ら
ず
わ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
川
が〈
三
途
の
川
〉

な
の
で
あ
る
。

　

い
ま
、
六
条
院
に
住
ん
で
い
る
玉
鬘
は
鬚
黒
に
よ
っ
て
六
条
院
の
そ

と
へ
と
奪
い
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
玉
鬘
が
六
条
院

を
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
六
条
院
と
い
う
彼
岸
を
去
っ
て
現
世
と
い
う

此し

岸
へ
と
わ
た
っ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
、
玉
鬘
は
当

然
、
そ
の
境
を
流
れ
る
〈
三
途
の
川
〉
を
わ
た
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ

ゆ
え
、
当
然
、
こ
こ
〈
死
者
の
国
〉
六
条
院
に
お
い
て
〈
三
途
の
川
〉

の
歌
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
渡
り
川
」
の
語
も
「
み
つ
せ
川
」
の
語
も
、『
源
氏
物
語
』
中
こ
の

一
例
の
み
の
用
例
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
一
語
で
は
あ
っ
て
も
、

こ
の
語
が
六
条
院
で
披
露
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
六
条
院
が
ま

ぎ
れ
も
な
く
〈
極
楽
浄
土
〉
言
い
換
え
れ
ば
「
根
の
国
・
妣
の
国
」
で

あ
る
こ
と
を
如
実
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

十
三　

女
性
を
背
負
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ

　

し
か
し
、
こ
の
歌
で
着
目
す
べ
き
点
は
、
こ
こ
六
条
院
が
〈
記
紀
神

話
〉
に
お
け
る
「
根
の
国
・
妣
の
国
」
で
あ
る
こ
と
を
も
の
が
た
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
男
主
人

公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
共
通
し
て
描
か
れ

て
い
る
点
な
の
で
あ
る
。

　

歌
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
を
も
う
少
し
引
用
し
て
み
よ
う
。

　

 「
お
り
た
ち
て
汲く

み
は
み
ね
ど
も
渡
り
川
人
の
せ
と
は
た
契
ら

ざ
り
し
を

キ

（ 2 ）

杉浦一雄：源氏物語と古事記神話（四）

　

 

思
ひ
の
ほ
か
な
り
や
」
と
て
、
鼻
う
ち
か
み
た
ま
ふ
け
は
ひ
、

な
つ
か
し
う
あ
は
れ
な
り
。
女
は
顔
を
隠
し
て
、

　
　
　

 

み
つ
せ
川
わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
い
か
で
な
ほ
涙
の
み
を
の
あ

わ
と
消
え
な
ん

　

 「
心こ

こ
ろ

幼を
さ
な

の
御
消
え
所
や
。
さ
て
も
、
か
の
瀬
は
避よ

き
道み

ち

な
か
な

る
を
、
御
手
の
先
ば
か
り
は
、
引
き
助
け
き
こ
え
て
ん
や
」
と

ほ
ほ
笑ゑ

み
た
ま
ひ
て
…
…
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
五
四︲

三
五
五
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕「
お
り
た
ち
て
…
…
（
あ
な
た
と
は
立
ち
入
っ
て
親
し

い
仲
に
は
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
な
た
が
三さ

ん

途ず

の
川
を
渡
る

と
き
、
ま
さ
か
他
の
男
に
手
を
取
ら
せ
よ
う
と
は
約
束
し
な
か
っ

た
の
に
）

こ
ん
な
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
の
で
す
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
、
鼻
を
か
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
気
配
は
、
し
み
じ
み
と
思
い

を
そ
そ
る
も
の
が
あ
る
。
女
は
顔
を
隠
し
て
、

　
　

 

み
つ
せ
川
…
…
（
三
途
の
川
を
渡
ら
ぬ
さ
き
に
、
ど
う
ぞ
し
て
悲

し
み
の
涙
の
川
の
水み

脈お

の
泡あ

わ

と
な
っ
て
消
え
失
せ
て
し
ま
い
た
い

と
思
い
ま
す
）

大
臣
は
、「
そ
ん
な
場
所
で
消
え
て
お
し
ま
い
に
な
ろ
う
と
は
幼
い
お

考
え
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
三
途
の
川
は
ど
う
し

て
も
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
そ
う
で
す
か
ら
、
せ
め
て
あ
な
た
の
お
手

の
先
ぐ
ら
い
は
引
い
て
お
助
け
申
し
た
い
も
の
で
す
」
と
笑
顔
を
つ
く

ら
れ
て
…
…
。

　

こ
の
〈
三
途
の
川
〉
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
の
背
景
に
は
、
古
く
か
ら

語
ら
れ
て
き
た
俗
信
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
女
性

が
〈
三
途
の
川
〉
を
わ
た
る
際
に
は
、
は
じ
め
て
契
っ
た
男
性
に
背
負

わ
れ
て
わ
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば 

、『
地
蔵
菩
薩
発ほ

つ

心し
ん

因い
ん

縁ね
ん

十
王
経
』
に
は
、〈
三
途
の
川
〉

を
わ
た
る
女
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

尋
テ

初
テ

開
ク

男
ヲ

、
負

ヒ
其

ノ
女
人

ヲ
…
…
（
９
）

初
て
開
く
男
を
尋
て
、
そ
の
女
人
を
負
ひ
…
…

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
亡
く
な
っ
た
女
性
が
、
死
後
、〈
三
途
の
川
〉
を
わ

た
る
際
に
は
、
は
じ
め
て
契
っ
た
男
性
に
背
負
わ
れ
て
わ
た
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
こ
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
玉
鬘
と
の
あ
い
だ
に
実
事
が
な
か
っ
た
源

氏
は
、
玉
鬘
が
〈
三
途
の
川
〉
を
わ
た
る
と
き
に
は
、
玉
鬘
を
背
負
う

こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
せ
め
て
指
の
先
だ
け
で
も
引
い
て
わ
た
り
た

い
と
冗
談
め
か
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う
と
い
え
ば
、
す
ぐ
に
思
い
出

さ
れ
る
の
が
『
伊
勢
物
語
』
第
六
「
芥あ

く
た

河が
は

」
の
段
（
10
）
で
あ
る
。

　

在
原
業な

り

平ひ
ら

と
お
ぼ
し
き
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
「
昔
男
」
は
、
の

ち
に
清
和
天
皇
の
皇
后
「
二
条
の
后き

さ
き

」
と
な
る
高
貴
の
女
性
高た

か
い

子こ

を
盗

み
出
し
、
そ
の
女
性
を
背
に
負
っ
て
夜
道
を
ひ
た
走
り
に
走
る
。
芥
河

と
い
う
川
の
ほ
と
り
ま
で
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
雷
鳴
も
と
ど
ろ
き
、

雨
も
ざ
あ
ざ
あ
と
降
っ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
、
誰
も
い
な
い
倉
の
な
か

に
女
性
を
押
し
入
れ
、
自
分
は
「
弓
、
胡や

な
ぐ
ひ簶

」
を
身
に
つ
け
て
そ
の
戸

口
を
守
る
こ
と
に
し
た
。
よ
う
よ
う
夜
も
明
け
て
き
た
の
で
倉
の
な
か

を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
す
で
に
女
性
の
姿
は
跡
形
も
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
も
、
男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う
と
い
う
モ
チ
ー

フ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の

根
源
は
、
一
体
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

二

一

二

一

（ 3 ）
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を『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
、『
古
事
記
』の
神
話
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
に
よ
る
と
、
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

は
、
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

が

居
眠
り
を
は
じ
め
た
す
き 

に「
根ね

之の

堅か
た

州す

国く
に

」か
ら
の
脱
出
を
決
行
す
る
。

其そ

の
神
の
髪か

み

を
握と

り
、
其
の
室む

ろ

に
椽た

り
き

ご
と
に
結ゆ

ひ
著つ

け
て
、
五い

百ほ

引び
き

の
石い

は

を
其
の
室
の
戸
に
取
り
塞ふ

さ

ぎ
、
其
の
妻め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
負お

ひ
て
、
即す

な
は

ち
其
の
大お

ほ

神か
み

の
生い

く

大た

刀ち

と
生い

く

弓ゆ
み

矢や

と
、
其
の
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
り
持
ち
て
、
逃
げ
出い

で
し
…
…
。

 
（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」）（
11
）

〔
現
代
語
訳
〕
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

は
そ
の
大お

お

神か
み

の
髪
を
手
に
取
っ
て
、
そ
の

室む
ろ

に
椽た

る
き

ご
と
に
結
び
つ
け
て
、
五
百
人
か
か
っ
て
や
っ
と
引
け
る
ほ
ど

の
巨
大
な
岩
で
そ
の
室
の
入
り
口
を
と
り
塞ふ

さ

ぎ
、
そ
の
妻 

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
背
負
い
、
す
ぐ
に
そ
の
大
神
の
生い

く

大た

刀ち

と
生い

く

弓ゆ
み

矢や

と
、
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

と

を
取
っ
て
持
っ
て
逃
げ
出
し
た
…
…
。

　

大
穴
牟
遅
神
は
、
妻
で
あ
る
須
勢
理
毘
売
を
背
に
負
っ
て
「
根
之
堅

州
国
」
を
逃
げ
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
、
男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う

と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
原
点
に
『
古
事
記
』
の
神
話
が
位
置
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
〈
三
途
の
川
〉
を
わ
た
ろ
う
と
す
る
女
性
に
も
、

さ
ら
に
高
貴
な
女
性
を
盗
み
出
し
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
『
伊
勢
物
語
』

に
も
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
す
が
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
玉
鬘
を
奪
い
去
ろ
う
と
す
る

鬚
黒
大
将
の
背
に
玉
鬘
が
負
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
も

ま
た
そ
の
系
譜
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

な
ぜ
な
ら
、『
古
事
記
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
に
は

い
く
つ
か
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
男
主
人
公
に
よ
っ
て
連
れ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
女
性

が
そ
の
家
の
「
実
の
娘
」
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
点
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
『
伊
勢
物
語
』
で
盗
み
出
さ
れ
る
二
条
の
后
高た

か
い

子こ

は
、
五
条
の
后
順

子
が
暮
ら
す
邸
の
西
の
対
に
住
ん
で
は
い
た
が
、
も
と
も
と
五
条
の
后

順
子
の
「
姪
」
で
あ
っ
て
、「
実
の
娘
」
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
奪
い
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
玉
鬘
も
ま
た
、
は
じ

め
こ
そ
光
源
氏
の
「
娘
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
は
源
氏
の
「
実

の
娘
」で
は
な
い
こ
と
が
公
言
さ
れ
る
に
至
る
。そ
の
点
で
、『
古
事
記
』

 

の
須
勢
理
毘
売
は
、
唐
突
に
登
場
し
系
譜
に
も
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い

な
ど
、
須
佐
之
男
の
「
実
の
娘
」
と
い
う
に
は
大
い
に
疑
問
が
残
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、〈
嫁
盗
み
〉
の
対
象
と
な
っ
た
女
性
た
ち
は
い
ず
れ

も
そ
の
家
の
「
実
の
娘
」
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
女
性
を
連
れ
出
す
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
武
器
に
か
か
わ

り
を
も
っ
て
い
る
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話 

に
お
け
る
大
穴
牟
遅
神
は
、
逃
げ
る
に
あ
た
っ

て
須
勢
理
毘
売
を
背
負
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
大
刀
」や「
弓
矢
」と
い
っ

た
武
器
を
た
ず
さ
え
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
「
昔
男
」
も
ま
た
、

愛
す
る
女
性
を
背
に
負
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
弓
」 「
胡や

な
ぐ
い簶

」
を
た
ず
さ

え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、「
昔
男
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

在
原
業
平
が
「
近
衛
中
将
」
と
い
う
武
官
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で

は
な
い
よ
う
だ
。

　

そ
の
点
で
は
、
た
し
か
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
玉
鬘
を
さ
ら
っ

て
逃
げ
る
鬚
黒
か
ら
は
武
器
を
携
帯
し
て
い
た
と
い
う
記
述
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
鬚
黒
は
、「
右
大
将
」
と
い
う

武
官
の
地
位
に
あ
り
、
当
然
、
武
器
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
っ
て
、そ
の
こ
と
は
玉
鬘
が
は
じ
め
て
鬚
黒
を
目
撃
し
た「
行

幸
」
の
場
面
に
お
い
て
も
、
鬚
黒
が
武
器
で
身
を
か
た
め
て
い
た
こ
と

（ 4 ）
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で
明
ら
か
だ
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、「
行
幸
」
の
場
面
に
お
い
て
、

玉
鬘
が
は
じ
め
て
実
際
に
目
に
し
た
鬚
黒
が
武
器
を
携
行
し
て
い
た
と

い
う
事
実
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
表
現
だ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て

わ
か
る
。
そ
れ
は
、
鬚
黒
が
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
に
と
っ
て
重
要
な
人
物

で
あ
る
こ
と
を
も
の
語
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
鬚
黒
こ
そ
が
六
条
院
か

ら
玉
鬘
を
奪
い
去
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
強
烈
に
示
唆
す
る
表
現
で

あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
と
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
影
響
は
小
さ
く
な

い
が
、
こ
と
こ
の
場
面
に
限
っ
て
は
、〈
記
紀
神
話
〉
が
物
語
の
根
底

に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。し
か
も
、〈
記

紀
神
話
〉
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
話
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
ま
っ
た

く
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
『
古
事
記
』
の
神
話
に
基
づ
い
て

書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〈
死
者
の
国
〉
か
ら
主
宰
者
の
目
を
ぬ
す
ん
で
愛
す
る
妻
を
奪
い
去

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』
は
『
古
事
記
』
と
見
事
に
一

致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』の〈
六
条
院
逃
走
の
物
語
〉の
原
点
に
は
、

『
古
事
記
』
の
〈
根
之
堅
州
国
逃
走
の
神
話
〉
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た

と
あ
ら
た
め
て
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

十
四　

琴
の
音

 　

⑧
重
要
な
小
道
具
と
し
て
い
ず
れ
も
「
琴
」
が
登
場
し
て
い
る
点
。

　

玉
鬘
を
突
然
奪
わ
れ
、
六
条
院
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
光
源
氏

は
、
寝
て
も
覚
め
て
も
玉
鬘
の
面
影
が
目
に
う
か
び
、
何
か
に
つ
け
て

玉
鬘
の
こ
と
ば
か
り
が
恋
し
く
思
い
出
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

雨
が
ひ
ど
く
降
り
つ
づ
い
て
し
ん
み
り
と
し
た
気
分
の
こ
ろ
、
源
氏

は
玉
鬘
の
か
つ
て
の
部
屋
に
お
越
し
に
な
る
と
、
当
時
の
様
子
な
ど
が

た
ま
ら
な
く
恋
し
く
な
り
、
胸
の
張
り
裂
け
る
よ
う
な
心
地
に
な
る
。

　

そ
ん
な
お
り
、
光
源
氏
は
や
る
せ
な
い
懸け

想
の
思
い
を
ま
ぎ
ら
わ
せ

る
か
の
よ
う
に
琴
を
手
に
と
る
。

さ
ま
し
わ
び
た
ま
ひ
て
、
御
琴こ

と

掻か

き
鳴
ら
し
て
、
な
つ
か
し
う
弾ひ

き
な
し
た
ま
ひ
し
爪つ

ま

音お
と

思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ふ
。
あ
づ
ま
の
調
べ

を
す
が
掻が

き
て
、「
玉た

ま

藻も

は
な
刈
り
そ
」
と
う
た
ひ
す
さ
び
た
ま

ふ
も
、
恋
し
き
人
に
見
せ
た
ら
ば
、
あ
は
れ
過
ぐ
す
ま
じ
き
御
さ

ま
な
り
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
九
二︲

三
九
三
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕
あ
き
ら
め
よ
う
と
な
さ
っ
て
も
、
そ
れ
が
お
で
き
に
な

れ
な
い
の
で
、
お
琴
を
か
き
鳴
ら
さ
れ
る
と
、
あ
の
女
君
が
や
さ
し
く

お
弾
き
に
な
っ
た
爪つ

ま

音お
と

を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
れ
な
い
。
和わ

琴ご
ん

の
調
べ
を
す
が
が
き
に
し
て
、「
玉た

ま

藻も

は
な
刈
り
そ
」
と
謡
い
興
じ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
つ
け
て
も
、
そ
の
姿
を
恋
し
い
あ
の
お
方
に
見
せ

た
ら
、
き
っ
と
心
を
動
か
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
御
有
様
で
あ
る
。

　

玉
鬘
が
い
な
く
な
っ
た
が
ら
ん
と
し
た
部
屋
の
な
か
で
、
源
氏
は
玉

鬘
の
こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
手
す
さ
び
に
琴
を
掻
き
鳴
ら
さ
れ
る
。
す
る

と
、
そ
の
琴
の
響
き
が 

玉
鬘
の
爪
音
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
か
え
っ
て
玉

鬘
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
、
二
年
前
の
夏
、「
常
夏
」
の
巻
に
お
い
て
、

源
氏
が
玉
鬘
に
和
琴
の
教
授
を
し
た
こ
と
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、『
源

氏
物
語
』
に
は
玉
鬘
が
琴
を
奏
で
る
場
面
そ
の
も
の
は
描
か
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
、
玉
鬘

の
琴
の
爪
音
が
源
氏
の
耳
の
な
か
に
い
つ
ま
で
も
反
響
す
る
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
は
、『
古
事
記
』
の
神
話
に
も
琴
が
登
場
し
、「
琴
の
音
」
が
重

（ 5 ）
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を『
源
氏
物
語
』の
作
者
は
、『
古
事
記
』の
神
話
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話
に
よ
る
と
、
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

は
、
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

が

居
眠
り
を
は
じ
め
た
す
き 

に「
根ね

之の

堅か
た

州す

国く
に

」か
ら
の
脱
出
を
決
行
す
る
。

其そ

の
神
の
髪か

み

を
握と

り
、
其
の
室む

ろ

に
椽た

り
き

ご
と
に
結ゆ

ひ
著つ

け
て
、
五い

百ほ

引び
き

の
石い

は

を
其
の
室
の
戸
に
取
り
塞ふ

さ

ぎ
、
其
の
妻め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
負お

ひ
て
、
即す

な
は

ち
其
の
大お

ほ

神か
み

の
生い

く

大た

刀ち

と
生い

く

弓ゆ
み

矢や

と
、
其
の
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
り
持
ち
て
、
逃
げ
出い

で
し
…
…
。

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」）（
11
）

〔
現
代
語
訳
〕
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

は
そ
の
大お

お

神か
み

の
髪
を
手
に
取
っ
て
、
そ
の

室む
ろ

に
椽た

る
き

ご
と
に
結
び
つ
け
て
、
五
百
人
か
か
っ
て
や
っ
と
引
け
る
ほ
ど

の
巨
大
な
岩
で
そ
の
室
の
入
り
口
を
と
り
塞ふ

さ

ぎ
、
そ
の
妻 

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
背
負
い
、
す
ぐ
に
そ
の
大
神
の
生い

く

大た

刀ち

と
生い

く

弓ゆ
み

矢や

と
、
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

と

を
取
っ
て
持
っ
て
逃
げ
出
し
た
…
…
。

　

大
穴
牟
遅
神
は
、
妻
で
あ
る
須
勢
理
毘
売
を
背
に
負
っ
て
「
根
之
堅

州
国
」
を
逃
げ
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
、
男
主
人
公
が
愛
す
る
女
性
を
背
に
負
う

と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
原
点
に
『
古
事
記
』
の
神
話
が
位
置
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
〈
三
途
の
川
〉
を
わ
た
ろ
う
と
す
る
女
性
に
も
、

さ
ら
に
高
貴
な
女
性
を
盗
み
出
し
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
『
伊
勢
物
語
』

に
も
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
す
が
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
玉
鬘
を
奪
い
去
ろ
う
と
す
る

鬚
黒
大
将
の
背
に
玉
鬘
が
負
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
も

ま
た
そ
の
系
譜
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

な
ぜ
な
ら
、『
古
事
記
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
に
は

い
く
つ
か
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
男
主
人
公
に
よ
っ
て
連
れ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
女
性

が
そ
の
家
の
「
実
の
娘
」
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
点
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
『
伊
勢
物
語
』
で
盗
み
出
さ
れ
る
二
条
の
后
高た

か
い

子こ

は
、
五
条
の
后
順

子
が
暮
ら
す
邸
の
西
の
対
に
住
ん
で
は
い
た
が
、
も
と
も
と
五
条
の
后

順
子
の
「
姪
」
で
あ
っ
て
、「
実
の
娘
」
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
奪
い
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
玉
鬘
も
ま
た
、
は
じ

め
こ
そ
光
源
氏
の
「
娘
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
は
源
氏
の
「
実

の
娘
」で
は
な
い
こ
と
が
公
言
さ
れ
る
に
至
る
。そ
の
点
で
、『
古
事
記
』

 

の
須
勢
理
毘
売
は
、
唐
突
に
登
場
し
系
譜
に
も
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い

な
ど
、
須
佐
之
男
の
「
実
の
娘
」
と
い
う
に
は
大
い
に
疑
問
が
残
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、〈
嫁
盗
み
〉
の
対
象
と
な
っ
た
女
性
た
ち
は
い
ず
れ

も
そ
の
家
の
「
実
の
娘
」
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
女
性
を
連
れ
出
す
男
主
人
公
が
い
ず
れ
も
武
器
に
か
か
わ

り
を
も
っ
て
い
る
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
『
古
事
記
』
の
神
話 

に
お
け
る
大
穴
牟
遅
神
は
、
逃
げ
る
に
あ
た
っ

て
須
勢
理
毘
売
を
背
負
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
大
刀
」や「
弓
矢
」と
い
っ

た
武
器
を
た
ず
さ
え
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
「
昔
男
」
も
ま
た
、

愛
す
る
女
性
を
背
に
負
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
弓
」 「
胡や

な
ぐ
い簶

」
を
た
ず
さ

え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、「
昔
男
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

在
原
業
平
が
「
近
衛
中
将
」
と
い
う
武
官
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で

は
な
い
よ
う
だ
。

　

そ
の
点
で
は
、
た
し
か
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
玉
鬘
を
さ
ら
っ

て
逃
げ
る
鬚
黒
か
ら
は
武
器
を
携
帯
し
て
い
た
と
い
う
記
述
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
鬚
黒
は
、「
右
大
将
」
と
い
う

武
官
の
地
位
に
あ
り
、
当
然
、
武
器
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
っ
て
、そ
の
こ
と
は
玉
鬘
が
は
じ
め
て
鬚
黒
を
目
撃
し
た「
行

幸
」
の
場
面
に
お
い
て
も
、
鬚
黒
が
武
器
で
身
を
か
た
め
て
い
た
こ
と
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で
明
ら
か
だ
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、「
行
幸
」
の
場
面
に
お
い
て
、

玉
鬘
が
は
じ
め
て
実
際
に
目
に
し
た
鬚
黒
が
武
器
を
携
行
し
て
い
た
と

い
う
事
実
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
表
現
だ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て

わ
か
る
。
そ
れ
は
、
鬚
黒
が
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
に
と
っ
て
重
要
な
人
物

で
あ
る
こ
と
を
も
の
語
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
鬚
黒
こ
そ
が
六
条
院
か

ら
玉
鬘
を
奪
い
去
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
強
烈
に
示
唆
す
る
表
現
で

あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
と
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
影
響
は
小
さ
く
な

い
が
、
こ
と
こ
の
場
面
に
限
っ
て
は
、〈
記
紀
神
話
〉
が
物
語
の
根
底

に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。し
か
も
、〈
記

紀
神
話
〉
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
話
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
ま
っ
た

く
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
『
古
事
記
』
の
神
話
に
基
づ
い
て

書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〈
死
者
の
国
〉
か
ら
主
宰
者
の
目
を
ぬ
す
ん
で
愛
す
る
妻
を
奪
い
去

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』
は
『
古
事
記
』
と
見
事
に
一

致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』の〈
六
条
院
逃
走
の
物
語
〉の
原
点
に
は
、

『
古
事
記
』
の
〈
根
之
堅
州
国
逃
走
の
神
話
〉
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た

と
あ
ら
た
め
て
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

十
四　

琴
の
音

 　

⑧
重
要
な
小
道
具
と
し
て
い
ず
れ
も
「
琴
」
が
登
場
し
て
い
る
点
。

　

玉
鬘
を
突
然
奪
わ
れ
、
六
条
院
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
光
源
氏

は
、
寝
て
も
覚
め
て
も
玉
鬘
の
面
影
が
目
に
う
か
び
、
何
か
に
つ
け
て

玉
鬘
の
こ
と
ば
か
り
が
恋
し
く
思
い
出
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

雨
が
ひ
ど
く
降
り
つ
づ
い
て
し
ん
み
り
と
し
た
気
分
の
こ
ろ
、
源
氏

は
玉
鬘
の
か
つ
て
の
部
屋
に
お
越
し
に
な
る
と
、
当
時
の
様
子
な
ど
が

た
ま
ら
な
く
恋
し
く
な
り
、
胸
の
張
り
裂
け
る
よ
う
な
心
地
に
な
る
。

　

そ
ん
な
お
り
、
光
源
氏
は
や
る
せ
な
い
懸け

想
の
思
い
を
ま
ぎ
ら
わ
せ

る
か
の
よ
う
に
琴
を
手
に
と
る
。

さ
ま
し
わ
び
た
ま
ひ
て
、
御
琴こ

と

掻か

き
鳴
ら
し
て
、
な
つ
か
し
う
弾ひ

き
な
し
た
ま
ひ
し
爪つ

ま

音お
と

思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ふ
。
あ
づ
ま
の
調
べ

を
す
が
掻が

き
て
、「
玉た

ま

藻も

は
な
刈
り
そ
」
と
う
た
ひ
す
さ
び
た
ま

ふ
も
、
恋
し
き
人
に
見
せ
た
ら
ば
、
あ
は
れ
過
ぐ
す
ま
じ
き
御
さ

ま
な
り
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
、
三
九
二︲

三
九
三
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕
あ
き
ら
め
よ
う
と
な
さ
っ
て
も
、
そ
れ
が
お
で
き
に
な

れ
な
い
の
で
、
お
琴
を
か
き
鳴
ら
さ
れ
る
と
、
あ
の
女
君
が
や
さ
し
く

お
弾
き
に
な
っ
た
爪つ

ま

音お
と

を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
れ
な
い
。
和わ

琴ご
ん

の
調
べ
を
す
が
が
き
に
し
て
、「
玉た

ま

藻も

は
な
刈
り
そ
」
と
謡
い
興
じ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
つ
け
て
も
、
そ
の
姿
を
恋
し
い
あ
の
お
方
に
見
せ

た
ら
、
き
っ
と
心
を
動
か
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
御
有
様
で
あ
る
。

　

玉
鬘
が
い
な
く
な
っ
た
が
ら
ん
と
し
た
部
屋
の
な
か
で
、
源
氏
は
玉

鬘
の
こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
手
す
さ
び
に
琴
を
掻
き
鳴
ら
さ
れ
る
。
す
る

と
、
そ
の
琴
の
響
き
が 

玉
鬘
の
爪
音
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
か
え
っ
て
玉

鬘
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
、
二
年
前
の
夏
、「
常
夏
」
の
巻
に
お
い
て
、

源
氏
が
玉
鬘
に
和
琴
の
教
授
を
し
た
こ
と
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、『
源

氏
物
語
』
に
は
玉
鬘
が
琴
を
奏
で
る
場
面
そ
の
も
の
は
描
か
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
、
玉
鬘

の
琴
の
爪
音
が
源
氏
の
耳
の
な
か
に
い
つ
ま
で
も
反
響
す
る
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
は
、『
古
事
記
』
の
神
話
に
も
琴
が
登
場
し
、「
琴
の
音
」
が
重

（ 5 ）
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要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

大お
お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

は
、須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

が
居
眠
り
を
し
て
油
断
し
た
す
き
に
、

須
佐
之
男
命
の
髪
を
椽た

る
き

に
し
ば
り
つ
け
、
妻
の
須
勢
理
毘
売
を
背
負
う

と
、 
須
佐
之
男
命
の
「
生い

く

大た

刀ち

」「
生い

く

弓ゆ
み

矢や

」
そ
れ
に
「
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

」

と
を
と
り
も
っ
て
、「
根ね

之の

堅か
た

州す

国く
に

」
を
一
目
散
に
逃
げ
出
す
。

…
…
大
神
の
生い

く

大た

刀ち

と
生い

く

弓ゆ
み

矢や

と
、
其
の
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
り
持

ち
て
、
逃
げ
出
で
し
時
に
、
其
の
天
の
沼
琴
、
樹き

に
払ふ

れ
て
、

地つ
ち

、
動と

よ

み
鳴な

り
き
。
故か

れ

、
其
の
寝い

ね
た
る
大お

ほ

神か
み

、
聞
き
驚
き
て
、

其
の
室む

ろ

を
引
き
仆た

ふ

し
き
。
然し

か

れ
ど
も
、
椽た

り
き

に
結ゆ

へ
る
髪
を
解
く
間あ

ひ
だ

に
、
遠と

ほ

く
逃
げ
き
。

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
三︲

八
四
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕
…
…
大
神
の
生い

く

大た

刀ち

と
生い

く

弓ゆ
み

矢や

と
、
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
っ

て
持
っ
て
逃
げ
出
し
た
時
、
そ
の
天
の
沼
琴
が
、
樹き

に
触
れ
て
、
大
地

が
揺
れ
鳴
り
わ
た
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
寝
て
い
た
須す

佐さ

之の

男お
の

大お
お

神か
み

が

こ
れ
を
聞
き
驚
い
て
、
そ
の
室
を
引
き
倒
し
た
。
け
れ
ど
も
、
椽た

る
き

に
結

び
つ
け
ら
れ
た
髪
を
ほ
ど
い
て
い
る
間
に
、
大
穴
牟
遅
神
は
遠
く
へ
逃

げ
た
。

　
「
生
大
刀
」「
生
弓
矢
」
と
と
も
に
「
天
の
沼
琴
」
を
た
ず
さ
え
て
大

穴
牟
遅
神
は
逃
げ
た
が
、
そ
の
際
に
「
天
の
沼
琴
」
の
絃
が
た
ま
た
ま

樹
に
触
れ
て
し
ま
い
、
大
地
を
揺
る
が
す
ほ
ど
に
鳴
り
響
い
た
た
め
、

期
せ
ず
し
て
須
佐
之
男
命
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

こ
の 

「
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

」
に
つ
い
て
は
、「
宗
教
的
支
配
力
を
象
徴
し
た

も
の
」（
倉
野
憲
司
「
古
事
記
」）（
12
）「
宗
教
的
権
威
を
象
徴
し
た
呪

器
。」（
荻
原
浅
男
校
注
・
訳
「
古
事
記
」）（
13
）「
君
主
と
し
て
の
宗

教
的
支
配
力
を
象
徴
す
る
も
の
」（
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』）

（
14
）「
神
託
の
呪
器
。 」（
西
宮
一
民
校
注
『
古
事
記
』）（
15
）
な
ど

と
そ
の
宗
教
的
・
呪
術
的
意
義
が
説
か
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
何
よ
り

も
ま
ず
「
琴
の
音
」
で
あ
る
点
で
『
源
氏
物
語
』
と
同
等
な
の
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、「
天
の
沼
琴
」
を
た
ず
さ
え
て
い
た
の
は
大
穴
牟
遅
神

で
あ
っ
て
、
須
勢
理
毘
売
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
琴
の
音
」
が
鳴
り
わ
た
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て 

須
佐
之
男
を
目
覚
め
さ

せ
、 

須
勢
理
毘
売
が
奪
い
去
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
点
で
、「
琴
の
音
」
は
女
主
人
公
の
存
在
と
一
体
化
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
光
源
氏
が
「
琴
の
音
」
を
媒
介

と
し
て
玉
鬘
を
想
起
す
る
と
い
う
場
面
の
根
底
に
は
、
須
佐
之
男
命
が

「
琴
の
音
」
に
よ
っ
て
須
勢
理
毘
売
の
存
在
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
と

い
う
『
古
事
記
』
の
神
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
「
琴
の
音
」
は
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
を
つ
な
ぐ
証
左
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。

十
五　

新
た
な
る
正
妻

 　

⑨
女
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
「
正
妻
」
に
な
っ
て
い
る
点
。

　

鬚
黒
に
よ
っ
て
奪
い
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
玉
鬘
は
、
の
ち
に
鬚
黒
の

「
正
妻
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

事
件
か
ら
二
年
後
、
光
源
氏
の
四
十
の
賀
に
際
し
て
、
玉
鬘
は
源
氏

に
若
菜
を
献
上
す
る
と
い
う
大
役
を
お
お
せ
つ
か
る
こ
と
と
な
る
。
こ

の
と
き
、
玉
鬘
は
鬚
黒
の
「
北
の
方
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

正
月
二
十
三
日
、
子ね

の
日
な
る
に
、
左
大
将
殿
の
北
の
方
、
若
菜

ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。

（ 6 ）

杉浦一雄：源氏物語と古事記神話（四）

 

（『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
」
の
巻
、
五
五
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕
正
月
二
十
三
日
、
そ
の
日
は
子ね

の
日
な
の
で
、
左
大
将

殿
の
北
の
方
が
若
菜
を
献
上
な
さ
る
。

　

こ
こ 

に
い
う
「
左
大
将
殿
」
と
は
鬚
黒
の
こ
と
で
あ
り
、「
左
大
将

殿
の
北
の
方
」
と
は
玉
鬘
の
こ
と
で
あ
る
。
玉
鬘
は
鬚
黒
の
「
北
の
方
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
北
の
方
」
と
は
、「
貴
人
の
正
妻
の
部
屋
。
ま
た
、
そ
こ
に
い
る
妻
。

も
と
、
寝
殿
造
の
北
に
あ
る
対た

い

屋の
や

の
こ
と
で
あ
る
が
、
転
じ
て
そ
こ
に

住
む
正
妻
の
称
と
な
る
。」（  

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編『
角

川
古
語
大
辞
典
』）（
16
）「
貴
人
の
正
妻
の
敬
称
。」（
大
野
晋
編
『
古

典
基
礎
語
辞
典
』）（
17
）
と
あ
る
よ
う
に
、
貴
人
の
「
正
妻
」
を
表
わ

す
語
で
あ
る
。
数
あ
る
妻
の
な
か
で
も
「
北
の
方
」
を
名
乗
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
正
妻
に
の
み
許
さ
れ
た
特
権
だ
と
い
え
よ
う
。
玉
鬘
は

名
実
と
も
に
鬚
黒
の
「
正
妻
」
の
地
位
に
就
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』の
神
話
に
は
、須
勢
理
毘
売
が
数
あ
る
妻
の
な
か
で
も「
正

妻
」
と
し
て
遇
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
命
じ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。

　

大
穴
牟
遅
神
を
追
っ
て
黄よ

も
つ泉

ひ
ら
坂さ

か

ま
で
や
っ
て
き
た
須
佐
之
男
命

は
、
須
勢
理
毘
売
を
背
負
っ
て
は
る
か
か
な
た
へ
逃
げ
去
ろ
う
と
す
る

大
穴
牟
遅
神
に
む
か
っ
て
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

「
其
の
、
汝な

む
ち

が
持
て
る 

生い
く

大た

刀ち

・
生い

く

弓ゆ
み

矢や

以も
ち

て
、
汝
が
庶ま

ま

兄は
ら
か
ら弟

を

ば
坂
の
御み

尾を

に
追
ひ
伏
せ
、
亦ま

た

、
河
の
瀬
に
追
ひ
撥は

ら

ひ
て
、
お
れ
、

大お
ほ

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

と
為な

り
、
亦
、
宇う

都つ

志し

国く
に

玉た
ま
の

神か
み

と
為な

り
て
、
其
の
我あ

が

女む
す
め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
適む

か

妻ひ
め

と
為し

て
…
…
」

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
五
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕「
お
前
が
持
っ
て
い
る
そ
の
生い

く

大た

刀ち

・
生い

く

弓ゆ
み

矢や

で
、
お

前
の
腹
違
い
の
兄
弟
を
ば
、
坂
の
裾す

そ

に
追
い
伏
せ
、
ま
た
川
の
瀬
に
追

い
払
っ
て
、き
さ
ま
は
大お

お

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

と
な
り
、ま
た
宇う

都つ

志し

国く
に

玉た
ま
の

神か
み

と
な
っ

て
、
そ
の
わ
が
娘
須す

世せ

理り

毘び

売め

を
正
妻
と
し
て
…
…
」

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
最
後
の
部
分
で
あ
る
。

「
…
…
其
の
我あ

が
女む

す
め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
適む

か

妻ひ
め

と
為し

て
…
…
」

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
五
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕「
…
…
そ
の
わ
が
娘
須
世
理
毘
売
を
正
妻
と
し
て
…
…
」

　

こ
こ
に
い
う「
適む

か
ひ
め妻

」に
つ
い
て
、諸
注
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
正
妻
・
嫡
妻
。」（
神
田
秀
夫
・
太
田
善
麿
校
註
『
古
事
記
』）

（
18
）「「
向
ひ
妻
（
め
）」
の
義
で
、
正
妻
の
こ
と
。」（
尾
﨑
暢
殃
『
古

事
記
全
講
』）（
19
）「
正
妻
の
こ
と
。
字
鏡
に
も
名
義
抄
に
も
嫡
を
ム

カ
ヒ
メ
又
は
モ
ト
ツ
メ
と
す
る
。
夫
に
向
う
意
で
あ
る
。」（
西
郷
信
綱

『
古
事
記
注
釈
』）（
20
）。

　

要
す
る
に
、「
適
妻
」
の
「
適
」
は
「
嫡
」
の
こ
と
で
、「
正
妻
」「
本

妻
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

須
佐
之
男
命
は
、
娘
を
奪
い
去
る
大
穴
牟
遅
神
に
向
か
っ
て
、
わ
が

娘
須
勢
理
毘
売
を
か
な
ら
ず
「
正
妻
」
に
す
る
よ
う
強
く
求
め
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、『
古
事
記
』
は
こ
の 

言
に
添
う
か
た
ち
で
物
語
を
展
開
し
、

こ
の
の
ち
、
須
勢
理
毘
売
は
大
穴
牟
遅
神
あ
ら
た
め
大
国
主
神
の
「
適お

ほ

后き
さ
き

」
と
な
り
、
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
「
正
妻
」
と
し
て
立
派
に
処
遇

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
も
ま
た
、
こ
の
言
に
添
う
か
た
ち
で
物
語
を
展
開
し

て
い
く
。

　

玉
鬘
と
結
ば
れ
た
鬚
黒
に
は
す
で
に
正
妻
で
あ
る
「
北
の
方
」
が
い

た
。
そ
の
た
め
鬚
黒
は
当
初
、
玉
鬘
と
「
北
の
方
」
と
の
円
満
な
同
居

（ 7 ）
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要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

大お
お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

は
、須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

が
居
眠
り
を
し
て
油
断
し
た
す
き
に
、

須
佐
之
男
命
の
髪
を
椽た

る
き

に
し
ば
り
つ
け
、
妻
の
須
勢
理
毘
売
を
背
負
う

と
、 

須
佐
之
男
命
の
「
生い

く

大た

刀ち

」「
生い

く

弓ゆ
み

矢や

」
そ
れ
に
「
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

」

と
を
と
り
も
っ
て
、「
根ね

之の

堅か
た

州す

国く
に

」
を
一
目
散
に
逃
げ
出
す
。

…
…
大
神
の
生い

く

大た

刀ち

と
生い

く

弓ゆ
み

矢や

と
、
其
の
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
り
持

ち
て
、
逃
げ
出
で
し
時
に
、
其
の
天
の
沼
琴
、
樹き

に
払ふ

れ
て
、

地つ
ち

、
動と

よ

み
鳴な

り
き
。
故か

れ

、
其
の
寝い

ね
た
る
大お

ほ

神か
み

、
聞
き
驚
き
て
、

其
の
室む

ろ

を
引
き
仆た

ふ

し
き
。
然し

か

れ
ど
も
、
椽た

り
き

に
結ゆ

へ
る
髪
を
解
く
間あ

ひ
だ

に
、
遠と

ほ

く
逃
げ
き
。

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
三︲

八
四
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕
…
…
大
神
の
生い

く

大た

刀ち

と
生い

く

弓ゆ
み

矢や

と
、
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

と
を
取
っ

て
持
っ
て
逃
げ
出
し
た
時
、
そ
の
天
の
沼
琴
が
、
樹き

に
触
れ
て
、
大
地

が
揺
れ
鳴
り
わ
た
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
寝
て
い
た
須す

佐さ

之の

男お
の

大お
お

神か
み

が

こ
れ
を
聞
き
驚
い
て
、
そ
の
室
を
引
き
倒
し
た
。
け
れ
ど
も
、
椽た

る
き

に
結

び
つ
け
ら
れ
た
髪
を
ほ
ど
い
て
い
る
間
に
、
大
穴
牟
遅
神
は
遠
く
へ
逃

げ
た
。

　
「
生
大
刀
」「
生
弓
矢
」
と
と
も
に
「
天
の
沼
琴
」
を
た
ず
さ
え
て
大

穴
牟
遅
神
は
逃
げ
た
が
、
そ
の
際
に
「
天
の
沼
琴
」
の
絃
が
た
ま
た
ま

樹
に
触
れ
て
し
ま
い
、
大
地
を
揺
る
が
す
ほ
ど
に
鳴
り
響
い
た
た
め
、

期
せ
ず
し
て
須
佐
之
男
命
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

こ
の 

「
天あ

め

の
沼ぬ

琴こ
と

」
に
つ
い
て
は
、「
宗
教
的
支
配
力
を
象
徴
し
た

も
の
」（
倉
野
憲
司
「
古
事
記
」）（
12
）「
宗
教
的
権
威
を
象
徴
し
た
呪

器
。」（
荻
原
浅
男
校
注
・
訳
「
古
事
記
」）（
13
）「
君
主
と
し
て
の
宗

教
的
支
配
力
を
象
徴
す
る
も
の
」（
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』）

（
14
）「
神
託
の
呪
器
。 」（
西
宮
一
民
校
注
『
古
事
記
』）（
15
）
な
ど

と
そ
の
宗
教
的
・
呪
術
的
意
義
が
説
か
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
何
よ
り

も
ま
ず
「
琴
の
音
」
で
あ
る
点
で
『
源
氏
物
語
』
と
同
等
な
の
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、「
天
の
沼
琴
」
を
た
ず
さ
え
て
い
た
の
は
大
穴
牟
遅
神

で
あ
っ
て
、
須
勢
理
毘
売
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
琴
の
音
」
が
鳴
り
わ
た
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て 

須
佐
之
男
を
目
覚
め
さ

せ
、 

須
勢
理
毘
売
が
奪
い
去
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
点
で
、「
琴
の
音
」
は
女
主
人
公
の
存
在
と
一
体
化
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
光
源
氏
が
「
琴
の
音
」
を
媒
介

と
し
て
玉
鬘
を
想
起
す
る
と
い
う
場
面
の
根
底
に
は
、
須
佐
之
男
命
が

「
琴
の
音
」
に
よ
っ
て
須
勢
理
毘
売
の
存
在
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
と

い
う
『
古
事
記
』
の
神
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
「
琴
の
音
」
は
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
を
つ
な
ぐ
証
左
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。

十
五　

新
た
な
る
正
妻

 　

⑨
女
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
「
正
妻
」
に
な
っ
て
い
る
点
。

　

鬚
黒
に
よ
っ
て
奪
い
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
玉
鬘
は
、
の
ち
に
鬚
黒
の

「
正
妻
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

事
件
か
ら
二
年
後
、
光
源
氏
の
四
十
の
賀
に
際
し
て
、
玉
鬘
は
源
氏

に
若
菜
を
献
上
す
る
と
い
う
大
役
を
お
お
せ
つ
か
る
こ
と
と
な
る
。
こ

の
と
き
、
玉
鬘
は
鬚
黒
の
「
北
の
方
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

正
月
二
十
三
日
、
子ね

の
日
な
る
に
、
左
大
将
殿
の
北
の
方
、
若
菜

ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。

（ 6 ）

杉浦一雄：源氏物語と古事記神話（四）

 

（『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
」
の
巻
、
五
五
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕
正
月
二
十
三
日
、
そ
の
日
は
子ね

の
日
な
の
で
、
左
大
将

殿
の
北
の
方
が
若
菜
を
献
上
な
さ
る
。

　

こ
こ 
に
い
う
「
左
大
将
殿
」
と
は
鬚
黒
の
こ
と
で
あ
り
、「
左
大
将

殿
の
北
の
方
」
と
は
玉
鬘
の
こ
と
で
あ
る
。
玉
鬘
は
鬚
黒
の
「
北
の
方
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
北
の
方
」
と
は
、「
貴
人
の
正
妻
の
部
屋
。
ま
た
、
そ
こ
に
い
る
妻
。

も
と
、
寝
殿
造
の
北
に
あ
る
対た

い

屋の
や

の
こ
と
で
あ
る
が
、
転
じ
て
そ
こ
に

住
む
正
妻
の
称
と
な
る
。」（  
中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編『
角

川
古
語
大
辞
典
』）（
16
）「
貴
人
の
正
妻
の
敬
称
。」（
大
野
晋
編
『
古

典
基
礎
語
辞
典
』）（
17
）
と
あ
る
よ
う
に
、
貴
人
の
「
正
妻
」
を
表
わ

す
語
で
あ
る
。
数
あ
る
妻
の
な
か
で
も
「
北
の
方
」
を
名
乗
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
正
妻
に
の
み
許
さ
れ
た
特
権
だ
と
い
え
よ
う
。
玉
鬘
は

名
実
と
も
に
鬚
黒
の
「
正
妻
」
の
地
位
に
就
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』の
神
話
に
は
、須
勢
理
毘
売
が
数
あ
る
妻
の
な
か
で
も「
正

妻
」
と
し
て
遇
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
命
じ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。

　

大
穴
牟
遅
神
を
追
っ
て
黄よ

も
つ泉

ひ
ら
坂さ

か

ま
で
や
っ
て
き
た
須
佐
之
男
命

は
、
須
勢
理
毘
売
を
背
負
っ
て
は
る
か
か
な
た
へ
逃
げ
去
ろ
う
と
す
る

大
穴
牟
遅
神
に
む
か
っ
て
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

「
其
の
、
汝な

む
ち

が
持
て
る 

生い
く

大た

刀ち

・
生い

く

弓ゆ
み

矢や

以も
ち

て
、
汝
が
庶ま

ま

兄は
ら
か
ら弟

を

ば
坂
の
御み

尾を

に
追
ひ
伏
せ
、
亦ま

た

、
河
の
瀬
に
追
ひ
撥は

ら

ひ
て
、
お
れ
、

大お
ほ

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

と
為な

り
、
亦
、
宇う

都つ

志し

国く
に

玉た
ま
の

神か
み

と
為な

り
て
、
其
の
我あ

が

女む
す
め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
適む

か

妻ひ
め

と
為し

て
…
…
」

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
五
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕「
お
前
が
持
っ
て
い
る
そ
の
生い

く

大た

刀ち

・
生い

く

弓ゆ
み

矢や

で
、
お

前
の
腹
違
い
の
兄
弟
を
ば
、
坂
の
裾す

そ

に
追
い
伏
せ
、
ま
た
川
の
瀬
に
追

い
払
っ
て
、き
さ
ま
は
大お

お

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

と
な
り
、ま
た
宇う

都つ

志し

国く
に

玉た
ま
の

神か
み

と
な
っ

て
、
そ
の
わ
が
娘
須す

世せ

理り

毘び

売め

を
正
妻
と
し
て
…
…
」

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
最
後
の
部
分
で
あ
る
。

「
…
…
其
の
我あ

が
女む

す
め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
適む

か

妻ひ
め

と
為し

て
…
…
」

 

（『
古
事
記
』
上
巻
「
大
国
主
神
」、
八
五
頁
）

〔
現
代
語
訳
〕「
…
…
そ
の
わ
が
娘
須
世
理
毘
売
を
正
妻
と
し
て
…
…
」

　

こ
こ
に
い
う「
適む

か
ひ
め妻

」に
つ
い
て
、諸
注
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
正
妻
・
嫡
妻
。」（
神
田
秀
夫
・
太
田
善
麿
校
註
『
古
事
記
』）

（
18
）「「
向
ひ
妻
（
め
）」
の
義
で
、
正
妻
の
こ
と
。」（
尾
﨑
暢
殃
『
古

事
記
全
講
』）（
19
）「
正
妻
の
こ
と
。
字
鏡
に
も
名
義
抄
に
も
嫡
を
ム

カ
ヒ
メ
又
は
モ
ト
ツ
メ
と
す
る
。
夫
に
向
う
意
で
あ
る
。」（
西
郷
信
綱

『
古
事
記
注
釈
』）（
20
）。

　

要
す
る
に
、「
適
妻
」
の
「
適
」
は
「
嫡
」
の
こ
と
で
、「
正
妻
」「
本

妻
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

須
佐
之
男
命
は
、
娘
を
奪
い
去
る
大
穴
牟
遅
神
に
向
か
っ
て
、
わ
が

娘
須
勢
理
毘
売
を
か
な
ら
ず
「
正
妻
」
に
す
る
よ
う
強
く
求
め
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、『
古
事
記
』
は
こ
の 

言
に
添
う
か
た
ち
で
物
語
を
展
開
し
、

こ
の
の
ち
、
須
勢
理
毘
売
は
大
穴
牟
遅
神
あ
ら
た
め
大
国
主
神
の
「
適お

ほ

后き
さ
き

」
と
な
り
、
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
「
正
妻
」
と
し
て
立
派
に
処
遇

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
も
ま
た
、
こ
の
言
に
添
う
か
た
ち
で
物
語
を
展
開
し

て
い
く
。

　

玉
鬘
と
結
ば
れ
た
鬚
黒
に
は
す
で
に
正
妻
で
あ
る
「
北
の
方
」
が
い

た
。
そ
の
た
め
鬚
黒
は
当
初
、
玉
鬘
と
「
北
の
方
」
と
の
円
満
な
同
居

（ 7 ）
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生
活
を
画
策
す
る
。と
こ
ろ
が
鬚
黒
が
、物
の
怪け

に
や
み
わ
ず
ら
う「
北

の
方
」
を
嫌
悪
し
、
若
く
て
美
し
い
玉
鬘
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
に
お
よ

ん
で
家
庭
内
不
和
が
勃
発
、
と
う
と
う
鬚
黒
に
愛
想
を
つ
か
し
た
「
北

の
方
」
が
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
実
家
へ
と
戻
っ
て
し
ま
い
、
正
妻
に

の
み
許
さ
れ
て
い
た
「
北
の
方
」
と
い
う
首
座
を
は
か
ら
ず
も
明
け
わ

た
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
の
ち
、
鬚
黒
に
よ
っ
て
奪
い
去
ら
れ
た
妻
玉
鬘
が
鬚
黒
と
同
居

す
る
に
い
た
り
、
玉
鬘
は
内
大
臣
（
昔
の
頭
中
将
）
の
娘
で
あ
り
、
太

政
大
臣
（
光
源
氏
）
の
養
女
で
あ
る
な
ど
申
し
分
の
な
い
家
格
の
出 

で

あ
る
こ
と
か
ら
、
名
実
と
も
に
鬚
黒
の
「
北
の
方
」
す
な
わ
ち
「
正
妻
」

の
座
に
お
さ
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、『
伊
勢
物
語
』「
芥
河
」
の
段
は
高
貴
な
女
性
を
盗
み
出

し
逃
走
す
る
点
で
『
源
氏
物
語
』
と
類
似
し
た
話
で
は
あ
る
も
の
の
、

結
局
盗
み
出
さ
れ
た
女
性
は
途
中
で
連
れ
も
ど
さ
れ
、「
正
妻
」
の
座

に
つ
く
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
奪
い
去
ら
れ
た
女
性
が
夫
の
家
に
お
い
て
新
た
な

る
「
正
妻
」
と
し
て
む
か
え
ら
れ
た
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
物
語
展

開
に
は
、
娘
を
か
な
ら
ず
「
正
妻
」
に
せ
よ
と
い
う
『
古
事
記
』
の
神

話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
） 　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳『
源

氏
物
語
』
③
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
、
三
五
四
頁
。

（
２
） 　 

大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
編
『
岩
波
古
語
辞
典
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
三
九
四
頁
。

（
３
） 　  

中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』
小

学
館
、
一
九
八
三
年
、
一
七
六
六
頁
。

（
４
） 　

秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』
理
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

四
八
六
頁
。

（
５
） 　  

北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辭
典
』 

平
凡
社
、
一
九
五
七
年
、

七
五
三︲

七
五
四
頁
。

（
６
） 　 

新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
第
七
版
、
机
上
版
あ
ー
そ
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
八
年
、
一
二
二
一
頁
。

（
７
） 　

伊
井
春
樹
編
『
弄
花
抄
』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉、
桜
楓
社
、

一
九
八
三
年
、
一
四
五
頁
。

（
８
） 　

伊
井
春
樹
編
『
細
流
抄
』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉、
桜
楓
社
、

一
九
八
〇
年
、
二
四
二
頁
。

（
９
） 　

本
居
宣
長
「
玉
勝
間
」
十
の
巻
〈
本
居
宣
長
全
集
〉
第
一
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
三
〇
七
頁
。

（
10
） 　

片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子
校
注
・
訳『
竹

取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』〈
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
一
一
七︲

一
一
九
頁
。

（
11
） 　

山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
『
古
事
記
』〈
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、
八
三
頁
。

（
12
） 　

倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注
『
古
事
記　

祝
詞
』〈
日
本
古
典

文
学
大
系
〉、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
九
八
頁
。

（
13
） 　

荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
校
注
・
訳『
古
事
記　

上
代
歌
謡
』〈
日

本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
七
三
年
、
九
八
頁
。

（
14
） 　

倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
三
巻
、
上
巻
篇

（中）
、
三
省
堂
、

一
九
七
六
年
、
二
三
三
頁
。

（
15
） 　

西
宮
一
民
校
注『
古
事
記
』〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
〉、新
潮
社
、

一
九
七
九
年
、
六
四
頁
。

（
16
） 　

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』

第
二
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
、
四
六
頁
。
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（
17
） 　

大
野
晋
編
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
一
年
、
四
一
〇
頁
。

（
18
） 　 

神
田
秀
夫
・
太
田
善
麿
校
註『
古
事
記
』上〈
日
本
古
典
全
書
〉、

朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
二
年
、
二
三
二
頁
。

（
19
） 　

尾
﨑
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』
加
藤
中
道
館
、
一
九
六
六
年
、

一
四
七
頁
。

（
20
） 　

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
、

五
一
頁
。

 

（
二
〇
二
〇
．
一
．
二
八
受
稿
、
二
〇
二
〇
．
三
．
一
八
受
理
）

〔
抄　

録
〕源

氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
四
）

 

杉
浦　

一
雄

　
『
源
氏
物
語
』
の
い
わ
ゆ
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
は
、
玉
鬘
を
中
心
に
六

条
院
を
舞
台
と
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
を
本
旨
と

し
て
い
る
。〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
掉
尾
を
か
ざ
る
「
真
木
柱
」
の
巻
に
は
、

鬚
黒
大
将
が
光
源
氏
の
目
を
盗
ん
で
玉
鬘
を
自
邸
へ
と
奪
い
去
る
〈
六

条
院
逃
走
の
物
語
〉
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
私
は
、『
源
氏
物
語
』
の
根
底
に
は
〈
記
紀
神
話
〉
が

深
く
関
与
し
、『
源
氏
物
語
』
は
〈
記
紀
神
話
〉
を
源
泉
と
し
て
執
筆

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
も
し
も
そ
の
発
想
に
基
づ
く

な
ら
ば
、
六
条
院
を
舞
台
と
す
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
結
末
に
も
、
そ
の

根
底
に
〈
記
紀
神
話
〉
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は

な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
か
ら
玉
鬘
と
鬚
黒
大
将

と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
鬚
黒
大
将
に
よ
る
〈
六
条
院
逃

走
の
物
語
〉
が
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
大
国
主
神
に
よ
る
〈
根
之
堅

州
国
逃
走
の
神
話
〉
を
源
泉
と
し
て
造
型
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
み
た
い
と
思
う
。

　

玉
鬘
を
め
ぐ
る
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
の
共
通
点
に
つ
い

て
以
下
論
述
す
る
。

　

⑧
重
要
な
小
道
具
と
し
て
い
ず
れ
も
「
琴
」
が
登
場
し
て
い
る
点
。

　

⑨
女
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
「
正
妻
」
に
な
っ
て
い
る
点
。
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生
活
を
画
策
す
る
。と
こ
ろ
が
鬚
黒
が
、物
の
怪け

に
や
み
わ
ず
ら
う「
北

の
方
」
を
嫌
悪
し
、
若
く
て
美
し
い
玉
鬘
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
に
お
よ

ん
で
家
庭
内
不
和
が
勃
発
、
と
う
と
う
鬚
黒
に
愛
想
を
つ
か
し
た
「
北

の
方
」
が
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
実
家
へ
と
戻
っ
て
し
ま
い
、
正
妻
に

の
み
許
さ
れ
て
い
た
「
北
の
方
」
と
い
う
首
座
を
は
か
ら
ず
も
明
け
わ

た
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
の
ち
、
鬚
黒
に
よ
っ
て
奪
い
去
ら
れ
た
妻
玉
鬘
が
鬚
黒
と
同
居

す
る
に
い
た
り
、
玉
鬘
は
内
大
臣
（
昔
の
頭
中
将
）
の
娘
で
あ
り
、
太

政
大
臣
（
光
源
氏
）
の
養
女
で
あ
る
な
ど
申
し
分
の
な
い
家
格
の
出 

で

あ
る
こ
と
か
ら
、
名
実
と
も
に
鬚
黒
の
「
北
の
方
」
す
な
わ
ち
「
正
妻
」

の
座
に
お
さ
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、『
伊
勢
物
語
』「
芥
河
」
の
段
は
高
貴
な
女
性
を
盗
み
出

し
逃
走
す
る
点
で
『
源
氏
物
語
』
と
類
似
し
た
話
で
は
あ
る
も
の
の
、

結
局
盗
み
出
さ
れ
た
女
性
は
途
中
で
連
れ
も
ど
さ
れ
、「
正
妻
」
の
座

に
つ
く
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
奪
い
去
ら
れ
た
女
性
が
夫
の
家
に
お
い
て
新
た
な

る
「
正
妻
」
と
し
て
む
か
え
ら
れ
た
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
物
語
展

開
に
は
、
娘
を
か
な
ら
ず
「
正
妻
」
に
せ
よ
と
い
う
『
古
事
記
』
の
神

話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
） 　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳『
源

氏
物
語
』
③
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
、
三
五
四
頁
。

（
２
） 　 

大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
編
『
岩
波
古
語
辞
典
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
三
九
四
頁
。

（
３
） 　  

中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』
小

学
館
、
一
九
八
三
年
、
一
七
六
六
頁
。

（
４
） 　

秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』
理
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

四
八
六
頁
。

（
５
） 　  

北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辭
典
』 

平
凡
社
、
一
九
五
七
年
、

七
五
三︲

七
五
四
頁
。

（
６
） 　 

新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
第
七
版
、
机
上
版
あ
ー
そ
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
八
年
、
一
二
二
一
頁
。

（
７
） 　

伊
井
春
樹
編
『
弄
花
抄
』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉、
桜
楓
社
、

一
九
八
三
年
、
一
四
五
頁
。

（
８
） 　

伊
井
春
樹
編
『
細
流
抄
』〈
源
氏
物
語
古
注
集
成
〉、
桜
楓
社
、

一
九
八
〇
年
、
二
四
二
頁
。

（
９
） 　

本
居
宣
長
「
玉
勝
間
」
十
の
巻
〈
本
居
宣
長
全
集
〉
第
一
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
三
〇
七
頁
。

（
10
） 　

片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子
校
注
・
訳『
竹

取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』〈
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
一
一
七︲

一
一
九
頁
。

（
11
） 　

山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
『
古
事
記
』〈
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、
八
三
頁
。

（
12
） 　

倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注
『
古
事
記　

祝
詞
』〈
日
本
古
典

文
学
大
系
〉、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
九
八
頁
。

（
13
） 　

荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
校
注
・
訳『
古
事
記　

上
代
歌
謡
』〈
日

本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
七
三
年
、
九
八
頁
。

（
14
） 　

倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
三
巻
、
上
巻
篇

（中）
、
三
省
堂
、

一
九
七
六
年
、
二
三
三
頁
。

（
15
） 　

西
宮
一
民
校
注『
古
事
記
』〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
〉、新
潮
社
、

一
九
七
九
年
、
六
四
頁
。

（
16
） 　

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』

第
二
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
、
四
六
頁
。

（ 8 ）

杉浦一雄：源氏物語と古事記神話（四）

（
17
） 　

大
野
晋
編
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
一
年
、
四
一
〇
頁
。

（
18
） 　 

神
田
秀
夫
・
太
田
善
麿
校
註『
古
事
記
』上〈
日
本
古
典
全
書
〉、

朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
二
年
、
二
三
二
頁
。

（
19
） 　

尾
﨑
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』
加
藤
中
道
館
、
一
九
六
六
年
、

一
四
七
頁
。

（
20
） 　

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
、

五
一
頁
。

 

（
二
〇
二
〇
．
一
．
二
八
受
稿
、
二
〇
二
〇
．
三
．
一
八
受
理
）

〔
抄　

録
〕源

氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
四
）

 

杉
浦　

一
雄

　
『
源
氏
物
語
』
の
い
わ
ゆ
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
は
、
玉
鬘
を
中
心
に
六

条
院
を
舞
台
と
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
〈
玉
鬘
求
婚
譚
〉
を
本
旨
と

し
て
い
る
。〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
掉
尾
を
か
ざ
る
「
真
木
柱
」
の
巻
に
は
、

鬚
黒
大
将
が
光
源
氏
の
目
を
盗
ん
で
玉
鬘
を
自
邸
へ
と
奪
い
去
る
〈
六

条
院
逃
走
の
物
語
〉
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
私
は
、『
源
氏
物
語
』
の
根
底
に
は
〈
記
紀
神
話
〉
が

深
く
関
与
し
、『
源
氏
物
語
』
は
〈
記
紀
神
話
〉
を
源
泉
と
し
て
執
筆

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
も
し
も
そ
の
発
想
に
基
づ
く

な
ら
ば
、
六
条
院
を
舞
台
と
す
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
結
末
に
も
、
そ
の

根
底
に
〈
記
紀
神
話
〉
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は

な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
か
ら
玉
鬘
と
鬚
黒
大
将

と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
鬚
黒
大
将
に
よ
る
〈
六
条
院
逃

走
の
物
語
〉
が
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
大
国
主
神
に
よ
る
〈
根
之
堅

州
国
逃
走
の
神
話
〉
を
源
泉
と
し
て
造
型
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
み
た
い
と
思
う
。

　

玉
鬘
を
め
ぐ
る
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
の
共
通
点
に
つ
い

て
以
下
論
述
す
る
。

　

⑧
重
要
な
小
道
具
と
し
て
い
ず
れ
も
「
琴
」
が
登
場
し
て
い
る
点
。

　

⑨
女
主
人
公
が
ど
ち
ら
も
「
正
妻
」
に
な
っ
て
い
る
点
。
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