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『
源
氏
物
語
』「
蛍
」
の
巻
の
〈
物
語
論
〉
は
、『
源
氏
物
語
』
と
い

う
偉
大
な
「
物
語
」
が
「
物
語
」
が
進
行
す
る
な
か
で
「
物
語
」
を
論

じ
る
と
い
う
稀
有
の
論
で
あ
る
。
し
か
も
、
中
年
の
男
主
人
公
・
光
源

氏
が
物
語
に
熱
中
す
る
若
い
女
性
・
玉
鬘
を
相
手
に
笑
い
な
が
ら
語
る

と
い
う
も
の
で
、
冗
談
な
の
か
真
面
目
な
の
か
、
そ
の
位
置
づ
け
が
人

に
よ
っ
て
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
私
も
こ
れ
ま
で
に
こ
の
〈
物
語
論
〉
を
た
び
た
び
論
じ

て
き
た
（
１
）
が
、
と
り
わ
け
『
源
氏
物
語
』
で
唯
一
「
日
本
紀
」
と

い
う
言
葉
が
登
場
し
て
お
り
、
し
か
も
一
見
「
日
本
紀
」
を
否
定
す
る

か
の
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
が
な
さ
れ
る
な
ど
、〈
物
語
論
〉は
私
に
と
っ

て
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
障
壁
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
『
源
氏
物
語
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
論

じ
て
き
た
（
２
）
私
が
、
つ
づ
い
て
今
回
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』

 

と
の
関
係
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
記
紀
神
話
〉
が
『
源
氏
物

語
』
の
源
泉
で
あ
る
と
結
論
す
る
に
至
っ
た
。
今
こ
そ
、
満
を
持
し
て

発
言
す
べ
き
と
き
が
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
『
源
氏
物
語
』
の
〈
物
語
論
〉
を

取
り
上
げ
、
な
か
で
も
、

日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。

と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

一
　
源
氏
物
語
の
物
語
論

　

そ
も
そ
も
『
源
氏
物
語
』「
蛍
」
の
巻
に
お
さ
め
ら
れ
た
〈
物
語
論
〉

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

光
源
氏
は
、
夕
顔
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
玉
鬘
を
自
分
の
娘
と
し
て
六

条
院
に
迎
え
入
れ
、
そ
の
世
話
に
余
念
が
な
か
っ
た
。
五
月
、
五
月
雨

が
例
年
に
な
く
降
り
つ
づ
き
、
つ
れ
づ
れ
の
す
さ
び
に
物
語
を
読
む
こ

と
に
熱
中
し
て
い
る
と
き
、
玉
鬘
を
訪
ね
て
き
た
光
源
氏
は
、
物
語
に

熱
中
す
る
玉
鬘
を
相
手
に
「
物
語
」
に
つ
い
て
論
を
展
開
、
そ
の
挙
句

に
は
物
語
に
か
こ
つ
け
て
自
分
の
心
情
を
述
べ
、
口
説
い
て
み
せ
よ
う

と
す
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
源
氏
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
〈
物
語
論
〉
を
展
開

す
る
。（
３
）

　

数
あ
る
物
語
の
中
に
本
当
の
こ
と
は
至
っ
て
少
な
い
で
あ
ろ
う
に
、

一
方
で
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
と
る

〔
論　

説
〕

（ 1 ）
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に
た
り
な
い
話
に
人
は
う
つ
つ
を
抜
か
し
、
真
に
受
け
た
り
し
て
い
る

も
の
だ
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
昔
の
世
の
物
語
で
で
も
な
く
て
は
、

ど
う
し
て
紛
ら
わ
し
よ
う
の
な
い
所
在
な
さ
を
慰
め
る
す
べ
は
あ
る
ま

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
数
々
の
作
り
話
の
中
に
も
、
な
る
ほ

ど
そ
ん
な
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
し
み
じ
み
と
し
な
が
ら
、
わ
け
も
な
く

心
が
動
か
さ
れ
、
そ
ん
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
だ

と
思
い
な
が
ら
も
、
読
み
進
め
て
ゆ
く
う
ち
に
、
大
げ
さ
に
誇
張
し
て

あ
る
と
こ
ろ
で
は
思
わ
ず
目
を
奪
わ
れ
た
り
し
て
、
ふ
と
、
思
い
が
け

ず
感
心
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
語
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
。
そ
も
そ
も
神

代
の
昔
か
ら
世
の
中
に
あ
る
こ
と
を
書
き
記
し
て
お
い
た
も
の
の
よ
う

だ
。「
日
本
紀
」
な
ど
は
ほ
ん
の
一
面
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
物

語
に
こ
そ
、
道
理
に
も
叶
い
、
委
曲
を
尽
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
よ
い
こ
と
で
あ
れ
悪
い
こ
と
で
あ
れ
、
こ
の
世
を
生
き
て

ゆ
く
人
の
有
様
で
、
見
て
も
見
飽
き
ず
、
聞
い
て
も
聞
き
流
し
に
で
き

な
い
こ
と
や
、
後
の
世
に
ま
で
も
語
り
伝
え
さ
せ
た
い
数
々
の
事
柄
を

心
ひ
と
つ
に
包
ん
で
お
く
こ
と
が
で
き
ず
に
、
言
い
お
い
た
の
が
物
語

の
は
じ
ま
り
な
の
だ
。
物
語
の
中
の
人
物
の
こ
と
を
よ
く
言
お
う
と
す

る
場
合
に
は
そ
の
よ
い
こ
と
だ
け
を
選
び
出
し
、
ま
た
悪
く
言
お
う
と

す
る
場
合
に
は
悪
く
て
ま
っ
た
く
あ
り
そ
う
も
な
い
よ
う
な
こ
と
を
取

り
集
め
て
語
る
も
の
だ
が
、
そ
の
善
と
悪
と
は
み
な
い
ず
れ
も
本
当
の

こ
と
で
、
こ
の
世
に
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
異
国
の
物
語
で
さ
え
、

そ
の
書
き
よ
う
は
わ
が
国
の
も
の
と
違
っ
て
い
る
し
、
同
じ
日
本
の
物

語
で
あ
っ
て
も
、
昔
の
と
今
の
と
で
は
当
然
違
っ
て
い
て
、
そ
の
内
容

に
深
い
浅
い
の
相
違
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
を
む
や
み
に
嘘
だ
、

作
り
事
だ
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
物
語
の
実
情
を
無
視
し
た
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
仏
法
に
も
、
方
便
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
悟
り
の

な
い
者
は
あ
ち
こ
ち
が
矛
盾
す
る
と
い
う
疑
い
を
き
っ
と
抱
く
に
違
い

な
い
が
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
結
局
は
同
一
の
趣
旨
に
よ
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
菩
提
と
煩
悩
と
の
隔
た
り
と
い
う
も
の
は
、
丁
度
物
語
の
中

の
善
人
と
悪
人
と
の
相
違
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
だ
。
結
局
、
物
語
も
そ

う
だ
が
、
よ
い
意
味
に
解
す
れ
ば
、
す
べ
て
ど
ん
な
こ
と
で
も
無
益
な

も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　
「
蛍
」
の
巻
の
〈
物
語
論
〉
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
〈
物
語
論
〉
は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
研
究
史
を
辿
っ
て
み
る
と
、
こ
の
〈
物
語
論
〉
に
は
紫
式
部

が
『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
「
大
意
」
あ
る
い
は
「
本
意
」
が
示
さ
れ

て
い
る
と
い
う
見
解
が
『
海
河
抄
』
以
来
大
勢
を
占
め
て
来
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

此
物
語
一
部
の
大
意
作
者
巳
証
の
お
も
む
き
是
に
み
え
た
り

 

四よ
つ

辻つ
じ

善よ
し

成な
り

『
海か

河か
い

抄し
よ
う

』（
４
）

源
氏
一
部
の
意
こ
の
一
た
ん
に
い
へ
る
が
ご
と
し

 

一
条
兼か

ね

良ら

『
花か

鳥ち
よ
う

余よ

情せ
い

』（
５
）

紫
式
部
此
物
語
を
作
せ
る
大
意
を
あ
げ
て
い
へ
り

 

三
条
西
実さ

ね

隆た
か

『
細さ

い

流り
ゆ
う

抄し
よ
う

』（
６
）

　

本
居
宣
長
も
ま
た
こ
れ
ら
を
受
け
る
か
た
ち
で
次
の
よ
う
に
発
言
し

て
い
る
。

紫
式
部
が
、
此
物
語
か
け
る
本
意
は
、
ま
さ
し
く
螢
巻
に
か
き
あ

ら
は
し
た
る
を
、
そ
れ
も
た
し
か
に
さ
と
は
い
は
ず
し
て
、
例
の

ふ
る
物
語
の
う
へ
を
、
源
氏
君
の
、
玉
か
づ
ら
の
君
に
、
か
た
り

給
ふ
さ
ま
に
い
ひ
て
、
下
心
に
、
こ
の
物
語
の
本
意
を
こ
め
た
り

 

本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉た

ま

の
小お

櫛ぐ
し

」（
７
）

〔
現
代
語
訳
〕
紫
式
部
が
こ
の
物
語
を
書
い
た
本ほ

意い

は
、
ま
ざ
れ

（ 2 ）

杉浦一雄：源氏物語の物語論と記紀神話（上）

― 191 ―



も
な
く
「
螢
」
の
巻
に
書
き
あ
ら
わ
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
も
あ
ら

わ
に
そ
う
と
は
い
わ
ず
、
例
の
古
物
語
に
つ
い
て
光
源
氏
が
玉た

ま

鬘か
ず
ら

に
語
っ
て
き
か
せ
る
趣
に
し
て
、
暗
に
こ
の
物
語
の
本
意
を
こ
め

て
い
る
。（
８
）

　

宣
長
は
、
こ
こ
〈
物
語
論
〉
に
『
源
氏
物
語
』
の
「
本
意
」
つ
ま
り

真
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
従
来
か
ら
の
見
方
に
対
し
て
、
後
世
真
っ
向
か

ら
異
を
唱
え
る
見
解
が
出
さ
れ
た
。

物
語
や
小
説
の
主
題
は
、
そ
の
物
語
・
小
説
と
い
う
表
現
・
描
写

そ
の
も
の
を
通
じ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
の
こ
と
で
、物
語
・

小
説
の
途
中
で
、
作
者
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
物
語
・
小
説
の
主
題
は

こ
れ
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
論
を
し
た
り
、
説
明
を
す
る
こ
と
は
あ

ま
り
例
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
篇
の
作
品
の
中
で
、

終
末
近
く
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
さ
り
げ
な

く
主
題
を
語
っ
て
い
る
例
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。だ
か
ら
、

『
源
氏
物
語
』
の
主
題
が
物
語
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
え

な
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
蛍
の
巻
は
そ
う
い
う
も
の
を
語
る
に
相

応
し
い
巻
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
こ
の
物
語
の
主
題
が
語
ら
れ
る

こ
と
に
は
必
然
性
は
な
い
。
蛍
の
巻
と
い
う
よ
う
な
巻
の
中
に
、

『
源
氏
物
語
』
の
本
意
を
語
っ
て
い
る
言
葉
を
求
め
よ
う
と
す
る

こ
と
は
、
物
語
・
小
説
と
い
う
も
の
の
機
能
や
構
造
の
基
本
的
な

性
格
を
無
視
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
蛍
の

巻
の
こ
の
論
の
中
に
、「
源
氏
物
語
の
ま
な
こ
」
と
い
う
ほ
ど
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
は
却
っ
て
不
自
然
で
あ
る
。（
中
略
）
蛍

の
巻
の
論
は
、「
物
語
と
い
う
も
の
は
」と
い
う「
物
語
論
」で
あ
っ

て
、「
源
氏
物
語
論
」
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
の
論
に
は
、
物
語

と
い
う
も
の
の
基
本
的
性
格
が
陳
べ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
特

定
の
作
品
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
の
本
意
（
主
題
）
が
論
じ
ら

れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

 

阿
部
秋
生
「「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
論
」（
９
）

一
体
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
か
。
螢
巻
と
い
う
文
脈
の

な
か
に
あ
く
ま
で
置
い
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
部
分

だ
け
を
と
り
出
し
て
わ
れ
わ
れ
も
源
氏
と
一
緒
に
な
っ
て
、〝
物

語
〞
を
論
ず
る
よ
う
で
あ
っ
て
は
、
ど
こ
か
深
読
み
を
み
ず
か
ら

に
許
す
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
い
っ
た
い
『
源
氏
物
語
』
ほ
ど

の
雄
大
か
つ
複
雑
な
物
語
作
品
が
、
そ
の
創
作
意
図
の
全
貌
を
、

玉
鬘
あ
い
て
に
、
一
〜
二
頁
ほ
ど
の
こ
と
ば
で
、
語
り
つ
く
せ
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
源
氏
の
こ
と
ば
は
、
物
語
享
受
者
の
心
得
を

述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
物
語
の
創
作
意
図
に
ま
で
ほ
ん
と

う
に
立
ち
入
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
、
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
光

源
氏
は
、
も
っ
と
も
良
質
の
享
受
者
で
あ
っ
て
も
、
つ
い
に
創
作

者
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

 

藤
井
貞
和
「
物
語
論
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』（
10
）

　

阿
部
秋
生
氏
は
、
こ
の
「
物
語
論
」
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
の
「
本

意
（
主
題
）」
が
語
ら
れ
る
必
然
性
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
語
ら
れ
て
い

て
は
逆
に
「
不
自
然
」
だ
と
さ
れ
、「
蛍
」
の
巻
に
述
べ
ら
れ
た
物
語

論
は
け
っ
し
て
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
論
で
あ
っ
て
、

『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
を
論
じ
た
も
の
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
、
と

さ
れ
た
。

　

ま
た
藤
井
貞
和
氏
は
、「
蛍
」
の
巻
の
「
物
語
論
」
は
「
物
語
享
受

者
の
心
得
」
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
創
作
意
図

を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
ほ
ど
の
雄
大
か
つ

（ 3 ）
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複
雑
な
物
語
が
、
そ
の
創
作
意
図
の
全
貌
を
玉
鬘
相
手
に
わ
ず
か
の
こ

と
ば
で
語
り
尽
く
せ
る
筈
は
な
い
、
と
さ
れ
た
。

　

つ
ま
り
、
両
氏
は
い
ず
れ
も
こ
の
「
物
語
論
」
に
は
『
源
氏
物
語
』

の
「
主
題
」
も
「
創
作
意
図
」
も
語
ら
れ
て
は
い
な
い
と
結
論
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
蛍
」
の
巻
を
め
ぐ
っ
て
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
大

意
」
あ
る
い
は
「
本
意
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
と
す
る
見
方
が
あ
る

一
方
、『
源
氏
物
語
』
と
は
関
係
な
く
物
語
一
般
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
だ
け
で
、『
源
氏
物
語
』
の
創
作
意
図
な
ど
に
は
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
と
す
る
見
方
と
に
大
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
〈
物
語
論
〉
は
一
方
で
は
作
者
自
身
が
『
源
氏
物

語
』
の
本
質
を
開
示
し
た
「
源
氏
物
語
論
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
な

が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
は
『
源
氏
物
語
』
と
は
直
接
か
か
わ
る
こ
と
な

く
、
物
語
と
い
う
も
の
を
論
じ
た
「
一
般
論
」
と
見
做
さ
れ
、
そ
の
評

価
は
ま
さ
に
両
極
端
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
こ
の
〈
物
語
論
〉
は
分
量
と
し
て
は
わ
ず
か
な
も
の
で

あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
物
語
の
多
様
な
側
面
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
簡
潔

に
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
、
即
座
に
意
味
の
取
り
に
く
い
難
解
な
表
現

が
い
く
つ
も
見
受
け
ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
、〈
物
語
論
〉

を
高
く
評
価
し
、
こ
こ
に
『
源
氏
物
語
』
の
本
質
が
あ
る
と
説
く
見
解

に
し
て
も
、「
大
意
」「
本
意
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
と
し
か
い
い

よ
う
が
な
く
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
創
作
意
図
を
述

べ
た
も
の
で
は
な
い
と
説
く
見
解
に
し
て
も
賛
同
は
し
難
く
、
ひ
と
つ

の
論
と
し
て
ど
う
な
の
か
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、〈
物
語
論
〉
は
そ
の
難
解
で
き
わ
め
て
暗
示
的
な
表
現
に

阻
ま
れ
て
、
紫
式
部
が
こ
こ
に
込
め
た
真
意
は
今
も
っ
て
解
明
さ
れ
て

い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
。

二
　
紫
式
部
日
記
の
日
本
紀

　
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
で
あ
る
紫
式
部
を
め
ぐ
っ
て
は
二
つ
の
「
日

本
紀
」
が
存
在
し
て
い
る
。

　

そ
の
一
つ
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
記
さ
れ
た
一
条
天
皇
の
ご
発
言
に

お
い
て
で
あ
る
。

内う

裏ち

の
う
へ
の
、
源
氏
の
物
語
人
に
読
ま
せ
た
ま
ひ
つ
つ
聞
こ
し

め
し
け
る
に
、「
こ
の
人
は
日に

本ほ
ん

紀ぎ

を
こ
そ
読
み
た
る
べ
け
れ
。

ま
こ
と
に
才ざ

え

あ
る
べ
し
」
と
、
の
た
ま
は
せ
け
る
…
…
。

 

（
中
野
幸
一
校
注
・
訳
「
紫
式
部
日
記
」 ）（
11
）

〈
現
代
語
訳
〉
主
上
が
、『
源
氏
の
物
語
』
を
人
に
お
読
ま
せ
に

な
ら
れ
て
は
お
聞
き
に
な
っ
て
い
た
と
き
に
、「
こ
の
作
者
は
あ

の
む
ず
か
し
い
〝
日
本
紀
〞
を
お
読
み
の
よ
う
だ
ね
。
ほ
ん
と
う

に
学
識
が
あ
る
ら
し
い
」
と
仰
せ
ら
れ
た
…
…
。

　

あ
る
と
き
、
一
条
天
皇
が
お
供
の
者
に
『
源
氏
物
語
』
を
読
ま
せ
て

は
お
聴
き
に
な
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
ご
発
言
さ
れ
た
と
い
う
。
こ

の
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
「
日
本
紀
」
を
お
読
み
の
よ
う
だ
。
ま
こ

と
に
学
識
が
あ
る
ら
し
い
、
と
。
主
上
が
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
作
者

を
お
褒
め
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
「
日
本
紀
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

一
条
天
皇
は
『
源
氏
物
語
』
を
聴
き
な
が
ら
、「
長
恨
歌
」
で
も
『
白

氏
文
集
』
で
も
な
く
、「
日
本
紀
」
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
の
紛
れ

も
な
い
影
響
を
み
て
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
異
相
外
の
ご
発
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
紫

式
部
自
身
が
み
ず
か
ら
の
『
日
記
』
に
誇
ら
し
げ
に
書
き
記
し
て
い
る

以
上
誤
り
と
は
判
断
で
き
な
い
。

（ 4 ）

杉浦一雄：源氏物語の物語論と記紀神話（上）

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
が
「
日
本
紀
」
と
並
々
な
ら
ぬ
関
係
に

あ
る
こ
と
を
一
条
天
皇
は
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
こ
こ
に
い
う
「
日
本
紀
」
は
『
日
本
書
紀
』
と
は
い
っ

て
も
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
六
国
史
」「
官
撰
国
史
」「
漢

文
体
の
歴
史
書
」「
国
史
一
般
」
な
ど
と
拡
大
解
釈
さ
れ
、「
日
本
紀
」

が
『
源
氏
物
語
』
と
か
か
わ
る
こ
と
に
言
及
す
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
ご

発
言
自
体
を
見
当
は
ず
れ
な
も
の
と
見
做
す
見
解
さ
え
提
示
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
こ
こ
に
い
う
「
日
本
紀
」
は
あ
く

ま
で
も
『
日
本
書
紀
』
の
み
を
指
し
、『
日
本
書
紀
』
の
な
か
で
も
と

り
わ
け
そ
の
〈
神
話
〉
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』

が 

そ
の
主
要
な
人
物
か
ら
主
要
な
出
来
事
に
至
る
ま
で
『
日
本
書
紀
』

「
神
代
」
の
全
体
を
意
図
的
に
踏
ま
え
、
そ
れ
を
源
泉
と
し
て
創
作
さ

れ
た
「
物
語
」
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
創
作
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
踏
ま
え
ら
れ
た
作
品
は

夥
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
い
よ
う
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
部
分
的
、
表
面

的
な
影
響
で
あ
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
根

幹
部
分
に
位
置
し
、
内
部
か
ら
一
貫
し
て
支
え
て
い
る
も
の
は
他
に
見

当
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』
は
『
源
氏
物
語
』
に
と
っ

て
最
も
本
質
的
な
源
泉
で
あ
り
、
源
泉
中
の
源
泉
だ
と
考
え
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
条
天
皇
の
い
う
「
日
本
紀
」
は
『
日
本
書
紀
』

を
は
じ
め
と
す
る「
六
国
史
」「
官
撰
国
史
」「
漢
文
体
の
歴
史
書
」「
国

史
一
般
」
な
ど
で
は
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
『
日
本
書
紀
』
の
み
を
指

し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
一
条
天
皇
の
ご
発
言
の

正
し
さ
が
裏
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
条
天
皇
の
ご
発
言
は
、
決
し
て
見
当
は
ず
れ
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
の
本
質
を
う
が
っ
た
稀
に
み
る
卓
見
と
し
て
高

く
評
価
す
べ
き
ご
発
言
だ
っ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

私
の
研
究
は
こ
の
ご
発
言
を
正
当
に
受
け
取
っ
て
は
じ
め
た
も
の

で
、
こ
れ
は
、
私
の
源
氏
研
究
の
出
発
点
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

三
　
源
氏
物
語
の
日
本
紀

　

と
こ
ろ
が
、
紫
式
部
の
人
生
に
は
も
う
一
つ
「
日
本
紀
」
と
い
う
言

葉
が
関
係
し
て
い
る
。

　

紫
式
部
自
身
が
『
源
氏
物
語
』「
蛍
」
の
巻
、
し
か
も
〈
物
語
論
〉

の
た
だ
な
か
に
記
し
た
「
日
本
紀
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
光
源
氏
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
骨こ

ち

な
く
も
聞
こ
え
お
と
し
て
け
る
か
な
。
神か

み

代よ

よ
り
世
に
あ
る

こ
と
を
記
し
お
き
け
る
な
な
り
。
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば

ぞ
か
し
。
こ
れ
ら
に
こ
そ
道
々
し
く
く
は
し
き
こ
と
は
あ
ら
め
」

と
て
笑
ひ
た
ま
ふ
。 

（『
源
氏
物
語
』「
蛍
」
の
巻
）（
12
）

〈
現
代
語
訳
〉「
い
か
に
も
ぶ
し
つ
け
な
こ
と
を
申
し
て
物
語
を

け
な
し
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
物
語
と
い
う
も
の
は
神
代
か
ら
こ

の
か
た
世
間
に
起
っ
た
こ
と
を
書
き
残
し
た
も
の
だ
と
い
い
ま

す
。
日
本
紀
な
ど
は
ほ
ん
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
ら

物
語
に
こ
そ
、
道
理
に
も
か
な
い
、
委
曲
を
尽
し
た
事
柄
が
書
い

て
あ
る
の
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
お
笑
い
に
な
る
。

　

こ
こ
で
紫
式
部
は
「
日
本
紀
」
な
ど
は
神
代
か
ら
こ
の
か
た
世
間
に

起
っ
た
こ
と
の
ほ
ん
の
一
面
を
書
き
記
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
述

べ
、
物
語
に
こ
そ
道
理
に
も
か
な
い
、
委
曲
が
尽
く
し
た
こ
と
が
あ
る

と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
が
「
日
本
紀
」
と
並
々
な
ら
ぬ
関
係
に

あ
る
こ
と
を
一
条
天
皇
は
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
こ
こ
に
い
う
「
日
本
紀
」
は
『
日
本
書
紀
』
と
は
い
っ

て
も
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
六
国
史
」「
官
撰
国
史
」「
漢

文
体
の
歴
史
書
」「
国
史
一
般
」
な
ど
と
拡
大
解
釈
さ
れ
、「
日
本
紀
」

が
『
源
氏
物
語
』
と
か
か
わ
る
こ
と
に
言
及
す
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
ご

発
言
自
体
を
見
当
は
ず
れ
な
も
の
と
見
做
す
見
解
さ
え
提
示
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
こ
こ
に
い
う
「
日
本
紀
」
は
あ
く

ま
で
も
『
日
本
書
紀
』
の
み
を
指
し
、『
日
本
書
紀
』
の
な
か
で
も
と

り
わ
け
そ
の
〈
神
話
〉
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』

が 

そ
の
主
要
な
人
物
か
ら
主
要
な
出
来
事
に
至
る
ま
で
『
日
本
書
紀
』

「
神
代
」
の
全
体
を
意
図
的
に
踏
ま
え
、
そ
れ
を
源
泉
と
し
て
創
作
さ

れ
た
「
物
語
」
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
創
作
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
踏
ま
え
ら
れ
た
作
品
は

夥
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
い
よ
う
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
部
分
的
、
表
面

的
な
影
響
で
あ
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
根

幹
部
分
に
位
置
し
、
内
部
か
ら
一
貫
し
て
支
え
て
い
る
も
の
は
他
に
見

当
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』
は
『
源
氏
物
語
』
に
と
っ

て
最
も
本
質
的
な
源
泉
で
あ
り
、
源
泉
中
の
源
泉
だ
と
考
え
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
条
天
皇
の
い
う
「
日
本
紀
」
は
『
日
本
書
紀
』

を
は
じ
め
と
す
る「
六
国
史
」「
官
撰
国
史
」「
漢
文
体
の
歴
史
書
」「
国

史
一
般
」
な
ど
で
は
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
『
日
本
書
紀
』
の
み
を
指

し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
一
条
天
皇
の
ご
発
言
の

正
し
さ
が
裏
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
条
天
皇
の
ご
発
言
は
、
決
し
て
見
当
は
ず
れ
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
の
本
質
を
う
が
っ
た
稀
に
み
る
卓
見
と
し
て
高

く
評
価
す
べ
き
ご
発
言
だ
っ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

私
の
研
究
は
こ
の
ご
発
言
を
正
当
に
受
け
取
っ
て
は
じ
め
た
も
の

で
、
こ
れ
は
、
私
の
源
氏
研
究
の
出
発
点
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

三
　
源
氏
物
語
の
日
本
紀

　

と
こ
ろ
が
、
紫
式
部
の
人
生
に
は
も
う
一
つ
「
日
本
紀
」
と
い
う
言

葉
が
関
係
し
て
い
る
。

　

紫
式
部
自
身
が
『
源
氏
物
語
』「
蛍
」
の
巻
、
し
か
も
〈
物
語
論
〉

の
た
だ
な
か
に
記
し
た
「
日
本
紀
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
光
源
氏
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
骨こ

ち

な
く
も
聞
こ
え
お
と
し
て
け
る
か
な
。
神か

み

代よ

よ
り
世
に
あ
る

こ
と
を
記
し
お
き
け
る
な
な
り
。
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば

ぞ
か
し
。
こ
れ
ら
に
こ
そ
道
々
し
く
く
は
し
き
こ
と
は
あ
ら
め
」

と
て
笑
ひ
た
ま
ふ
。 

（『
源
氏
物
語
』「
蛍
」
の
巻
）（
12
）

〈
現
代
語
訳
〉「
い
か
に
も
ぶ
し
つ
け
な
こ
と
を
申
し
て
物
語
を

け
な
し
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
物
語
と
い
う
も
の
は
神
代
か
ら
こ

の
か
た
世
間
に
起
っ
た
こ
と
を
書
き
残
し
た
も
の
だ
と
い
い
ま

す
。
日
本
紀
な
ど
は
ほ
ん
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
ら

物
語
に
こ
そ
、
道
理
に
も
か
な
い
、
委
曲
を
尽
し
た
事
柄
が
書
い

て
あ
る
の
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
お
笑
い
に
な
る
。

　

こ
こ
で
紫
式
部
は
「
日
本
紀
」
な
ど
は
神
代
か
ら
こ
の
か
た
世
間
に

起
っ
た
こ
と
の
ほ
ん
の
一
面
を
書
き
記
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
述

べ
、
物
語
に
こ
そ
道
理
に
も
か
な
い
、
委
曲
が
尽
く
し
た
こ
と
が
あ
る

と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一
体
こ
れ
ま
で
に
「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。」
は

ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
代
表
的
と
思
わ
れ
る
も

の
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

日
本
紀
な
ど
は
た
ゞ
片
端
を
述
べ
て
ゐ
る
…
…
。

 
（
谷
崎
潤
一
郎
・
新
訳
『
源
氏
物
語
』
巻
五
）（
13
）

日
本
紀
な
ど
は
ほ
ん
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
さ
。

 

（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
五
巻
）（
14
）

日
本
紀
な
ど
は
ほ
ん
の
片
は
し
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
す
。

 

（
阿
部
秋
生　

秋
山
虔　

今
井
源
衛
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』
三

〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉）（
15
）

正
史
と
さ
れ
て
い
る
日に

本ほ
ん

紀ぎ

な
ど
は
、
そ
の
ほ
ん
の
一
部
分
に
す

ぎ
な
い
の
さ
。

 

（
円
地
文
子
・
訳
『
源
氏
物
語
』
巻
五
）（
16
） 

日
本
紀
と
い
つ
た
歴
史
の
書
物
な
ど
は
、
ほ
ん
の
一
端
を
し
か
し

る
し
て
ゐ
な
い
ん
だ
。

 

（
今
泉
忠
義
・
訳
『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
五
） （
17
） 

日
本
紀
な
ど
は
、
ほ
ん
の
片
端
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
す
。

 

（
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
校
注
『
源
氏
物
語
』
四
〈
新
潮
日
本
古

典
集
成
〉）（
18
）

日
本
紀
な
ど
は
そ
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
く
て
…
…
。

 

（
与
謝
野
晶
子
・
訳
『
源
氏
物
語
』）（
19
）

日
本
紀
な
ど
は
、
た
だ
、
片
端
を
述
べ
た
だ
け
ど
す
や
ろ
。

 （
中
井
和
子
・
訳
、
現
代
京
こ
と
ば
訳
『
源
氏
物
語
』
二
）（
20
）

日
本
紀
な
ど
は
ほ
ん
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

（
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
〉）（
21
）

 

正
史
と
い
わ
れ
る
日に

本ほ
ん

紀ぎ

な
ど
は
、
そ
の
ほ
ん
の
一
面
し
か
書
い

て
な
い
の
で
す
。

 

（
瀬
戸
内
寂
聴
・
訳
『
源
氏
物
語
』
巻
五
）（
22
）

日に

本ほ
ん

紀ぎ

な
ど
は
、
ほ
ん
の
一
端
を
記
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で

す
よ
。

 

（
佐
藤
定
義
・
訳
『
源
氏
物
語
』
７
）（
23
） 

日
本
紀
な
ど
は
、
ほ
ん
の
一
面
を
伝
え
る
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

（
室
伏
信
助
編
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』〈
国
文
学
「
解

釈
と
鑑
賞
」
別
冊
〉、
Ｎ
ｏ
．
18
初
音
・
胡
蝶
・
螢
）（
24
）

朝
廷
の
正
史
と
さ
れ
て
い
る
日
本
紀
（
日
本
歴
史
）
な
ど
は
、
如

何
に
も
ほ
ん
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
す
。

 
 （

上
野
榮
子
・
訳
『
源
氏
物
語
』
第
四
巻
）（
25
）

い
や
、
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
の
日に

本ほ
ん

紀ぎ

な
ど
の
真ま

こ
と

ら
し
い
史ふ

書み

に

し
て
か
ら
が
、
あ
れ
で
社
会
の
ほ
ん
の
一
面
を
書
き
綴つ

づ

っ
た
に
す

ぎ
な
い
の
さ
。

 

（
林
望
『
謹
訳 

源
氏
物
語
』
五
）（
26
）
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こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
た
だ
か
た
そ
ば
」と
い
う
言
葉
は「
た
ゞ
片
端
」

「
ほ
ん
の
一
面
」「
ほ
ん
の
片
は
し
」「
ほ
ん
の
一
部
分
」「
ほ
ん
の
一
端
」

「
ほ
ん
の
片
端
」「
一
部
分
」「
た
だ
、
片
端
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、「
か
た
そ
ば
」
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
「
日
本
紀
」

自
体
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
全
面

的
な
否
定
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
部
分
的
な
否
定
に
と
ど
ま
る
と
い

う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
紫
式
部
は
「
日
本
紀
」
が
世
の
中
の
ほ
ん
の
一
面
に
し
か
す

ぎ
な
い
こ
と
を
ま
る
で
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
言
葉
遣
い
で
明
言
し
て
い

る
。

　
『
紫
式
部
日
記
』
の
な
か
で
誇
ら
し
げ
に
記
し
た
「
日
本
紀
」
を
、

式
部
は
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
明
ら
か
に
貶お

と
し

め
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し

　

そ
も
そ
も
「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。」
の
「
か
た

そ
ば
」
と
い
う
語
を
辞
書
で
引
い
て
み
る
と
、「
①
物
の
一
方
の
は
し
。

片
は
し
。
②
物
事
の
一
部
分
。
一
面
。
一
端
。」（『
大
辞
林
』
第
四
版
）

（
27
）
と
あ
り
、「
日
本
紀
」
は
も
ち
ろ
ん
全
体
で
は
な
い
も
の
の
、「
か

た
そ
ば
」
で
は
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。 

　
『
源
氏
物
語
索
引
』
に
よ
る
と
、「
か
た
そ
ば
」
と
い
う
語
の
用
語
例

は
『
源
氏
物
語
』
の
「
明
石
」「
蛍
」「
梅
枝
」「
若
菜
上
」「
紅
梅
」「
総

角
」「
蜻
蛉
」
に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
あ
り
、
あ
わ
せ
て
「
七
例
」
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。（
28
）

　

た
と
え
ば
、
次
の
例
文
で
あ
る
。

…
…
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
い
と
ど
ほ
け
ら
れ
て
、
昼
は
日ひ

一ひ
と

日ひ

寝い

を
の
み
寝ね

暮
ら
し
、
夜よ

る

は
す
く
よ
か
に
起
き
ゐ
て
、「
数ず

珠ず

の
行ゆ

く
方へ

も
知
ら
ず
な
り
に
け
り
」
と
て
、
手
を
お
し
す
り
て
仰
ぎ
ゐ

た
り
。
弟で

子し

ど
も
に
あ
は
め
ら
れ
て
、
月
夜
に
出
で
て
行ぎ

や
う

道だ
う

す
る

も
の
は
、
遣や

り

水み
づ

に
倒た

ふ

れ
入
り
に
け
り
。
よ
し
あ
る
岩
の
片
そ
ば
に
、

腰
も
つ
き
そ
こ
な
ひ
て
病や

み
臥ふ

し
た
る
ほ
ど
に
な
ん
、
す
こ
し
も

の
紛
れ
け
る
。

 

（『
源
氏
物
語
』「
明
石
」
の
巻
）（
29
）

〈
現
代
語
訳
〉
…
…
入
道
は
娘
が
不ふ

憫び
ん

で
、
い
よ
い
よ
虚う

つ

け
た
よ

う
に
な
っ
て
、
昼
は
一
日
じ
ゅ
う
寝
て
暮
し
、
夜
に
な
る
と
し
ゃ

ん
と
起
き
て
い
て
、「
数じ

ゆ

珠ず

の
置
き
場
所
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」

と
言
っ
て
、
掌

て
の
ひ
ら

を
す
り
合
せ
て
仏
を
仰
い
で
す
わ
っ
て
い
る
。

弟
子
た
ち
に
ば
か
に
さ
れ
て
、
月
夜
に
出
て
行
道
し
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
、
こ
れ
は
し
た
り
、
遣や

り

水み
ず

の
中
に
こ
ろ
げ
落
ち
る
と
い
う

始
末
な
の
で
あ
っ
た
。
風
流
な
岩
の
角
に
腰
を
打
ち
つ
け
怪け

我が

を

し
て
寝
つ
い
て
い
た
間
だ
け
は
、
痛
み
に
少
し
悲
し
み
も
紛
れ
る

の
だ
っ
た
。

　

こ
こ
に
「
か
た
そ
ば
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

光
源
氏
が
帰
京
す
る
喜
び
と
は
裏
腹
に
、
偏
屈
者
で
知
ら
れ
る
明
石

の
入
道
が
徹
底
的
に
戯
画
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
月
夜
の
晩
に
行

道
し
よ
う
と
し
て
遣
水
の
中
に
落
ち
、
岩
の
角
に
腰
を
打
ち
つ
け
怪
我

を
し
て
寝
つ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

入
道
が
ど
の
よ
う
に
腰
を
打
ち
つ
け
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

岩
は
た
い
て
い
半
面
を
下
に
し
て
置
い
て
あ
る
た
め
、
腰
を
打
ち
つ
け

た
の
は
「
岩
の
角
」
少
な
く
と
も
せ
い
ぜ
い
岩
全
体
の
数
十
パ
ー
セ
ン

ト
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
「
岩
の
片
そ
ば
」
の
語
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
次
の
例
文
で
あ
る
。
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紫
の
上
を
前
に
し
た
源
氏
が
ご
機
嫌
な
な
め
の
紫
の
上
を
気
づ
か
い

な
が
ら
も
、
女
三
宮
か
ら
の
手
紙
を
見
せ
ま
い
と
す
る
場
面
で
あ
る
。

紅く
れ
な
ゐ

の
薄う

す

様や
う

に
あ
ざ
や
か
に
お
し
包
ま
れ
た
る
を
、
胸
つ
ぶ
れ
て
、

御
手て

の
い
と
若
き
を
、
し
ば
し
見
せ
た
て
ま
つ
ら
で
あ
ら
ば
や
、

隔
つ
と
は
な
け
れ
ど
、
あ
は
あ
は
し
き
や
う
な
ら
ん
は
、
人
の
ほ

ど
か
た
じ
け
な
し
、
と
思
す
に
、
ひ
き
隠
し
た
ま
は
む
も
心
お
き

た
ま
ふ
べ
け
れ
ば
、
か
た
そ
ば
広
げ
た
ま
へ
る
を
、
後し

り

目め

に
見
お

こ
せ
て
添そ

ひ
臥ふ

し
た
ま
へ
り
。

 
（『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
」
の
巻
）（
30
）

〈
現
代
語
訳
〉
紅
の
薄
様
の
紙
に
目
も
あ
ざ
や
か
に
包
ん
で
あ
る

の
で
、
傍
ら
の
女
君
の
手
前
胸
が
ど
き
り
と
し
て
、「
宮
の
御
筆て

跡
が
ま
っ
た
く
幼
い
の
を
、
し
ば
ら
く
は
お
見
せ
し
な
い
で
お
き

た
い
も
の
だ
。
他
人
行
儀
に
分
け
隔
て
を
す
る
と
い
う
の
で
は
な

い
け
れ
ど
、
浮
つ
い
て
み
え
る
の
だ
っ
た
ら
、
ご
身
分
か
ら
し
て

畏お
そ

れ
多
い
こ
と
に
な
る
」
と
お
思
い
に
な
る
が
、
お
手
紙
を
い
き

な
り
お
隠
し
に
な
っ
て
は
女
君
が
気
ま
ず
く
お
思
い
に
な
る
だ
ろ

う
か
ら
、
端
の
ほ
う
を
ひ
ろ
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
女
君
は
横

目
で
そ
れ
を
ご
ら
ん
に
な
り
な
が
ら
、
物
に
寄
り
臥ふ

し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
。

　

こ
こ
に
「
か
た
そ
ば
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

女
三
宮
の
あ
ま
り
に
も
幼
稚
な
筆
跡
を
そ
ば
に
い
る
紫
の
上
に
な
る

べ
く
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
急
に
見
せ
な
い

と
い
う
の
も
ど
う
か
と
思
っ
て
、
見
せ
る
よ
う
な
見
せ
な
い
よ
う
な
、

源
氏
が
女
三
宮
か
ら
の
手
紙
の
端
の
ほ
う
を
広
げ
て
い
る
と
い
う
場
面

で
あ
る
。
そ
こ
に
「
か
た
そ
ば
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

手
紙
は
分
け
隔
て
を
し
な
い
よ
う
に
広
げ
て
は
い
る
も
の
の
、「
片

は
し
」
あ
る
い
は
「
一
端
」
を
広
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
か
た
そ
ば
」
と
い
う
語
は
物
事
の
す
べ
て
で
は
な
い
も
の
の
、「
片

は
し
。」（『
源
氏
物
語
辭
典
』）（
31
）「
片
端
（
か
た
は
し
）。」 （『
日
本

国
語
大
辞
典　

第
二
版
』）（
32
）「
片
側
」（『
古
語
大
鑑
』）（
33
）
を

意
味
し
、「
一
端
。
一
部
分
。」（『
古
語
大
辞
典
』）（
34
）
を
意
味
す
る

語
で
も
あ
る
。「
物
事
の
一
面
。
わ
ず
か
な
一
部
分
。」（『
岩
波
古
語
辞

典
』）（
35
）
あ
る
い
は
「
ほ
ん
の
一
部
分
。」（『
角
川
古
語
大
辞
典
』）

（
36
）
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
全
面
的
な
否
定
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
か
た
そ
ば
」
は
漢
字
で
「
片
傍
」
あ
る
い
は
「
片
側
」
と
書
く
よ

う
に
、
片
は
し
で
は
あ
る
も
の
の
、
片
面
で
は
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

 

物
事
の
せ
い
ぜ
い
半
分
に
も
満
た
な
い
大
き
さ
だ
が
、
存
在
し
て
い
る

こ
と
は
確
実
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
表
現
だ
け
を
見
て
、「
日

本
紀
」
の
全
面
的
な
否
定
と
受
け
取
る
の
は
明
ら
か
に
間
違
え
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

で
は
、「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。」
に
お
け
る
「
日

本
紀
」
は
「
日
本
紀
」
だ
と
し
て
も
う
片
端
、
す
な
わ
ち
「
日
本
紀
」

の
も
う
一
方
の
「
か
た
そ
ば
」
と
な
る
の
は
何
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
「
物
語
」、〈
女
子
ど
も
の
親
し
む
有
象
無
象
の
物
語
〉
が

入
る
の
は
当
然
な
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
〈
物
語
論
〉
が
難
解
で
あ
る
の
は
、
こ
の
〈
女
子
ど
も
の

親
し
む
有
象
無
象
の
物
語
〉
の
実
態
が
何
な
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
。

　

実
は
、
作
者
は
『
日
本
書
紀
』
に
対
し
て
『
古
事
記
』
を
考
え
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

今
日
、
一
般
的
に
は
『
古
事
記
』
は
『
記
』『
紀
』
と
並
び
称
さ
れ

る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
正
史
と
さ
れ
る
『
日
本
書
紀
』
に
準
ず
る
最
初
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の
著
作
で
あ
り
史
書
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
代
に
は
、『
日
本
書
紀
』

は
「
正
史
」
と
扱
う
も
の
の
、
む
し
ろ
『
古
事
記
』
は
〈
女
子
ど
も
の

親
し
む
有
象
無
象
の
物
語
〉
の
仲
間
、
そ
の
筆
頭
に
く
る
べ
き
「
物
語
」

と
受
け
取
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　
「
神
代
よ
り
世
に
あ
る
こ
と
を
記
し
お
き
け
る
な
な
り
。」

　

物
語
と
い
う
も
の
は
神
代
か
ら
こ
の
か
た
世
間
に
起
っ
た
こ
と
を
書

き
残
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
は
〈
記
紀
神
話
〉
を
意
味
し
、「
日
本
紀

な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。」と
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、「
物
語
」

は
〈
記
紀
神
話
〉
の
な
か
で
も
『
古
事
記
』
を
意
味
し
て
い
る
と
受
け

と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ

ば
ぞ
か
し
。」
と
い
う
と
き
、『
日
本
書
紀
』
と
同
等
に
、
互
角
に
対
峙

で
き
る
、
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
の
「
か
た
そ
ば
」
と
な
り
得
る
作

品
は
『
古
事
記
』
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
　
記
・
紀
の
対
立

　
『
記
』『
紀
』
が
対
立
的
で
あ
る
こ
と
は
〈
玉
鬘
十
帖
〉
で
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

い
わ
ゆ
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
は
以
下
の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。

「
玉
鬘
」　

―
― 

『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
が
筑
紫
に
下
向
し
都
へ

舞
い
戻
る
。（『
日
本
書
紀
』に
お
も
に
存
在
す
る
話
）

「
初
音
」

「
胡
蝶
」

「
蛍
」　　

―
―
〈
物
語
論
〉

「
常
夏
」

「
篝
火
」

「
野
分
」

「
行
幸
」

「
藤
袴
」

「
真
木
柱
」
―
― 

『
古
事
記
』
ス
サ
ノ
ヲ
の
も
と
か
ら
オ
ホ
ク
ニ

ヌ
シ
に
よ
っ
て
ス
セ
リ
ビ
メ
が
奪
い
去
ら
れ
る
。

（『
古
事
記
』
に
だ
け
存
在
し
、『
日
本
書
紀
』

に
な
い
話
）

　
〈
物
語
論
〉
は
「
蛍
」
の
巻
に
あ
る
。
言
わ
ば
〈
玉
鬘
十
帖
〉
は
〈
物

語
論
〉
の
容
れ
物
だ
。

　

容
れ
物
の
は
じ
め
で
、
玉
鬘
が
幼
い
日
筑
紫
へ
と
下
り
、
そ
こ
で
成

長
、
と
こ
ろ
が
、
保
護
者
に
死
に
別
れ
、
敵
対
す
る
者
た
ち
の
な
か
に

取
り
残
さ
れ
る
。
美
し
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
土
地
の
豪
族
に
目
を
つ
け

ら
れ
、
追
っ
手
か
ら
逃
れ
て
い
の
ち
か
ら
が
ら
都
に
帰
り
つ
く
。
こ
こ

ま
で
の
玉
鬘
の
筑
紫
流
離
の
物
語
に
は
『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
神
功
皇

后
の
筑
紫
下
向
の
物
語
が
基
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
て

い
る
。（
37
）

　

 

神
功
皇
后
は
第
一
四
代
仲
哀
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
、
第
一
五
代
応
神

天
皇
の
生
母
で
あ
る
。『
記
』『
紀
』
の
い
ず
れ
に
も
登
場
し
て
い
る
も

の
の
、「
神
功
皇
后
」と
い
う
名
称
す
ら
な
い『
古
事
記
』と
は
違
っ
て
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
皇
太
子
の
摂
政
と
し
て
七
〇
年
近
く
政
務
を
と
る

な
ど
皇
后
と
し
て
は
異
例
の
一
巻
を
得
て
い
る
。皇
后
で
あ
り
な
が
ら
、

帝
紀
一
代
が
あ
る
の
は
神
功
皇
后
の
み
で
あ
っ
て
、
神
功
皇
后
は
『
日

本
書
紀
』
を
代
表
す
る
人
物
と
み
て
よ
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、〈
玉
鬘
十
帖
〉
と
い
う
容
れ
物
の
終
わ
り
に
は
、

光
源
氏
の
目
を
盗
ん
で
鬚
黒
大
将
が
玉
鬘
を
奪
い
去
る
話
が
あ
る
。
こ

の
話
は
根
之
堅
州
国
へ
と
わ
た
っ
た
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
ノ
カ
ミ
の
ち
の
オ

（ 9 ）
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ホ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
が
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
娘
で
あ
る
ス
セ
リ
ビ
メ

を
奪
い
去
る
話
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ

る
。（
38
）

　

ス
セ
リ
ビ
メ
は
、ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
娘
と
さ
れ
る
が
、『
古
事
記
』

に
し
か
登
場
し
な
い
話
で
、『
古
事
記
』
を
代
表
す
る
人
物
だ
と
い
え

よ
う
。

　

こ
の
両
者
を
つ
な
い
で
い
る
の
は
玉
鬘
と
い
う
女
性
で
あ
る
。

　

玉
鬘
は
、
幼
く
し
て
九
州
の
地
を
へ
め
ぐ
り
、
再
び
都
に
舞
い
戻
る

と
い
う
大
旅
行
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
光
源
氏
の
手

を
離
れ
、
鬚
黒
大
将
の
も
と
に
奪
い
去
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
六
条
院

を
あ
と
に
し
て
い
る
。
玉
鬘
は
、 
容
れ
物
の
は
じ
め
で
神
功
皇
后
に
扮

し
、容
れ
物
の
終
わ
り
で
ス
セ
リ
ビ
メ
を
見
事
に
つ
と
め
あ
げ
て
い
る
。

 

そ
れ
を
ひ
と
り
の
人
物
に
演
じ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
作
者
の
意
図
は

明
確
な
は
ず
だ
。

　

す
な
わ
ち
、
容
れ
物
の
は
じ
め
で
『
日
本
書
紀
』
を
踏
ま
え
、
容
れ

物
の
終
わ
り
で
『
古
事
記
』
を
踏
ま
え
る
。
こ
こ
に
は
、『
記
』『
紀
』

の
対
立
が
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。」

の
「
か
た
そ
ば
」
に
相
当
す
る
の
は
「
物
語
」、〈
女
子
ど
も
の
親
し
む

有
象
無
象
の
物
語
〉
だ
が
、
片
が
わ
に
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
筆
頭
の

作
品
を
求
め
る
な
ら 

『
記
』『
紀
』
の
対
立
か
ら
『
古
事
記
』
を
考
え

て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
か
た
そ
ば
」、
も
う
片
側
に
あ
る
も

の
と
は
『
古
事
記
』
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注

（
１
） 　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
の
創
造
」
中
央
大
学
附
属
高
等
学
校

『
教
育
・
研
究
』
第
一
〇
巻
、
一
九
九
六
年
一
二
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
物
語
の
起
源
」『
千
葉
商
大
紀
要
』

第
三
八
巻
第
二
・
第
三
合
併
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄「
源
氏
物
語
と
聖
徳
太
子
伝
暦
」『
千
葉
商
大
紀
要
』

第
四
六
巻
第
一
・
第
二
合
併
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
。

（
２
） 　

杉
浦
一
雄
「
日
本
紀
と
源
氏
物
語
」
中
央
大
学
附
属
高
等
学

校
『
教
育
・
研
究
』
第
五
号
、
一
九
九
一
年
一
二
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
の
源
泉
」『
千
葉
商
大
紀
要
』
第
三
七

巻
第
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
根
の
国
」『
千
葉
商
大
紀
要
』
第

三
八
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
。

（
３
） 　

以
下
は
、
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
、
二
一
〇
〜
二
一
三
頁
の
〈
現
代
語
訳
〉

を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
） 　

四
辻
善
成
「
海
河
抄
」
巻
一
〇
（
螢
）、 

四
〇
九
頁
。

（
５
） 　

一
条
兼
良
「
花
鳥
余
情
」
巻
一
四
（
螢
）、
中
野
幸
一
編
『
花

鳥
余
情　

源
氏
和
秘
抄　

源
氏
物
語
之
内
不
審
条
　々

源
語
秘

訣　

口
伝
抄
』
第
二
巻
〈
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
〉、
武
蔵
野
書

房
、
一
九
七
八
年
、
一
八
二
頁
。

（
６
） 　

三
条
西
実
隆
『
細
流
抄
』
巻
五
（
螢
）「
そ
の
人
の
う
へ
と
て
」

条
。

（
７
） 　

本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
一
の
巻
、『
本
居
宣
長
全

集
』
第
四
巻
、
責
任
編
集
・
大
野
晋
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、

一
八
六
頁
。

（
８
） 　

本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」〈
日
本
の
名
著
〉『
本
居

宣
長
』、
責
任
編
集
・
石
川
淳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
、

西
郷
信
綱
・
訳
、
三
八
八
頁
。

（
９
） 　

阿
部
秋
生
「「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
論
」『
源
氏
物
語
の
物
語

（ 10 ）
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ホ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
が
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
娘
で
あ
る
ス
セ
リ
ビ
メ

を
奪
い
去
る
話
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ

る
。（
38
）

　

ス
セ
リ
ビ
メ
は
、ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
娘
と
さ
れ
る
が
、『
古
事
記
』

に
し
か
登
場
し
な
い
話
で
、『
古
事
記
』
を
代
表
す
る
人
物
だ
と
い
え

よ
う
。

　

こ
の
両
者
を
つ
な
い
で
い
る
の
は
玉
鬘
と
い
う
女
性
で
あ
る
。

　

玉
鬘
は
、
幼
く
し
て
九
州
の
地
を
へ
め
ぐ
り
、
再
び
都
に
舞
い
戻
る

と
い
う
大
旅
行
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
光
源
氏
の
手

を
離
れ
、
鬚
黒
大
将
の
も
と
に
奪
い
去
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
六
条
院

を
あ
と
に
し
て
い
る
。
玉
鬘
は
、 

容
れ
物
の
は
じ
め
で
神
功
皇
后
に
扮

し
、容
れ
物
の
終
わ
り
で
ス
セ
リ
ビ
メ
を
見
事
に
つ
と
め
あ
げ
て
い
る
。

 

そ
れ
を
ひ
と
り
の
人
物
に
演
じ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
作
者
の
意
図
は

明
確
な
は
ず
だ
。

　

す
な
わ
ち
、
容
れ
物
の
は
じ
め
で
『
日
本
書
紀
』
を
踏
ま
え
、
容
れ

物
の
終
わ
り
で
『
古
事
記
』
を
踏
ま
え
る
。
こ
こ
に
は
、『
記
』『
紀
』

の
対
立
が
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。」

の
「
か
た
そ
ば
」
に
相
当
す
る
の
は
「
物
語
」、〈
女
子
ど
も
の
親
し
む

有
象
無
象
の
物
語
〉
だ
が
、
片
が
わ
に
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
筆
頭
の

作
品
を
求
め
る
な
ら 

『
記
』『
紀
』
の
対
立
か
ら
『
古
事
記
』
を
考
え

て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
か
た
そ
ば
」、
も
う
片
側
に
あ
る
も

の
と
は
『
古
事
記
』
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注

（
１
） 　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
の
創
造
」
中
央
大
学
附
属
高
等
学
校

『
教
育
・
研
究
』
第
一
〇
巻
、
一
九
九
六
年
一
二
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
物
語
の
起
源
」『
千
葉
商
大
紀
要
』

第
三
八
巻
第
二
・
第
三
合
併
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄「
源
氏
物
語
と
聖
徳
太
子
伝
暦
」『
千
葉
商
大
紀
要
』

第
四
六
巻
第
一
・
第
二
合
併
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
。

（
２
） 　

杉
浦
一
雄
「
日
本
紀
と
源
氏
物
語
」
中
央
大
学
附
属
高
等
学

校
『
教
育
・
研
究
』
第
五
号
、
一
九
九
一
年
一
二
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
の
源
泉
」『
千
葉
商
大
紀
要
』
第
三
七

巻
第
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
根
の
国
」『
千
葉
商
大
紀
要
』
第

三
八
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
。

（
３
） 　

以
下
は
、
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
、
二
一
〇
〜
二
一
三
頁
の
〈
現
代
語
訳
〉

を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
） 　

四
辻
善
成
「
海
河
抄
」
巻
一
〇
（
螢
）、 

四
〇
九
頁
。

（
５
） 　

一
条
兼
良
「
花
鳥
余
情
」
巻
一
四
（
螢
）、
中
野
幸
一
編
『
花

鳥
余
情　

源
氏
和
秘
抄　

源
氏
物
語
之
内
不
審
条
　々

源
語
秘

訣　

口
伝
抄
』
第
二
巻
〈
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
〉、
武
蔵
野
書

房
、
一
九
七
八
年
、
一
八
二
頁
。

（
６
） 　

三
条
西
実
隆
『
細
流
抄
』
巻
五
（
螢
）「
そ
の
人
の
う
へ
と
て
」

条
。

（
７
） 　

本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
一
の
巻
、『
本
居
宣
長
全

集
』
第
四
巻
、
責
任
編
集
・
大
野
晋
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、

一
八
六
頁
。

（
８
） 　

本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」〈
日
本
の
名
著
〉『
本
居

宣
長
』、
責
任
編
集
・
石
川
淳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
、

西
郷
信
綱
・
訳
、
三
八
八
頁
。

（
９
） 　

阿
部
秋
生
「「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
論
」『
源
氏
物
語
の
物
語

（ 10 ）
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論
―
―
作
り
話
と
史
実
―
―
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、

一
四
七
・
一
五
六
頁
。

（ 
10
） 　

藤
井
貞
和
「
物
語
論
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
五
集
、

有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
、
一
六
一
頁
。

（
11
） 　

藤
岡
忠
美　

中
野
幸
一　

犬
養
廉　

石
井
文
夫
校
注
・
訳
『
和

泉
式
部
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級
日
記　

讃
岐
典
侍
日
記
』

〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、

二
〇
八
頁
。

（
12
） 　

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
、
二
一
二
頁
。

（
13
） 　

山
田
孝
雄
校
閲
、
谷
崎
潤
一
郎
・
新
訳
『
源
氏
物
語
』
巻
五
、

中
央
公
論
社
、
一
九
五
二
年
、
一
六
頁
。

（
14
） 　

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
五
巻
、
角
川
書
店
、

一
九
六
五
年
、
三
三
五
頁
。

（
15
） 　

阿
部
秋
生　

秋
山
虔　

今
井
源
衛
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』

三
〈
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
七
二
年
、
二
〇
四

頁
。

（
16
） 　

円
地
文
子
・
訳
『
源
氏
物
語
』
巻
五
、
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
、

二
四
頁
。

（
17
） 　

今
泉
忠
義
・
訳
『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
五
、
桜
楓
社
、

一
九
七
五
年
、
四
二
頁
。

（
18
） 　

石
田
穣
二
・
清
水
好
子
校
注
『
源
氏
物
語
』
四
〈
新
潮
日
本

古
典
集
成
〉、
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
、
七
四
頁
。

（
19
） 　

与
謝
野
晶
子
・
訳
『
源
氏
物
語
』、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
八
年
、
二
八
九
頁
。

（
20
） 　

中
井
和
子
・
訳
、
現
代
京
こ
と
ば
訳
『
源
氏
物
語
』
二
、
大

修
館
、
一
九
九
一
年
、
七
八
六
頁
。

（
21
） 　

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
、
二
一
二
頁
。

（
22
） 　

瀬
戸
内
寂
聴
・
訳
『
源
氏
物
語
』
巻
五
、
講
談
社
、

一
九
九
七
年
、
二
三
頁
。

（
23
） 　

佐
藤
定
義
・
訳
『
源
氏
物
語
』
７
、
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
、

二
八
頁
。

（
24
） 　

監
修
・
鈴
木
一
雄
／
編
集
・
室
伏
信
助
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞

と
基
礎
知
識
』〈
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
〉、
Ｎ
ｏ
．18

初
音
・
胡
蝶
・
螢
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
四
頁
。

（
25
） 　

上
野
榮
子
・
訳
『
源
氏
物
語
』
第
四
巻
、
日
本
経
済
新
聞
出

版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
七
二
頁
。

（
26
） 　

林
望
『
謹
訳 

源
氏
物
語
』
五
、
祥
伝
社
、
二
〇
一
一
年
、

三
一
頁
。

（
27
） 　

松
村
明
編
『
大
辞
林
』
第
四
版
、
三
省
堂
、
一
九
八
八
年
初

版
発
行
、
二
〇
一
九
年
第
四
版
発
行
、
五
一
八
頁
。

（
28
） 　

柳
井
滋　

室
伏
信
助　

鈴
木
日
出
男　

藤
井
貞
和　

今
西
祐

一
郎
編
『
源
氏
物
語
索
引
』〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
別
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
五
七
頁
。

（
29
） 　

阿
部
秋
生　

秋
山
虔　

今
井
源
衛　

鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳『
源

氏
物
語
』
②
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
、
二
七
一
頁
。

（
30
） 　

阿
部
秋
生　

秋
山
虔　

今
井
源
衛　

鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳『
源

氏
物
語
』
④
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
、
七
二
頁
。

（
31
） 　

北
山
谿
太
編
『
源
氏
物
語
辭
典
』、
平
凡
社
、
一
九
五
七
年
、

二
二
三
頁
。

（
32
） 　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
三
巻
、
小
学
館
、
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一
九
七
二
年
、
縮
刷
版
一
九
七
九
年
、
第
二
版
二
〇
〇
一
年
、

七
一
六
頁
。

（
33
） 　

編
集
委
員
会
代
表
・
築
島
裕
編
『
古
語
大
鑑
』
第
二
巻
、
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
八
八
頁
。

（
34
） 　

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
、
三
六
四
頁
。

（
35
） 　

大
野
晋　

佐
竹
昭
広　

前
田
金
五
郎
編
『
岩
波
古
語
辞
典
』

机
上
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
二
九
九
頁
。

（
36
） 　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
第
一
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
、

七
七
六
頁
。

（
37
） 　

杉
浦
一
雄
「
玉
鬘
と
神
功
皇
后
―
玉
鬘
流
離
の
源
泉
―
」『
千

葉
短
大
紀
要
』
第
二
二
号
、
一
九
九
五
年
一
二
月
。

（
38
） 　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
一
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
四
巻
第
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
二
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
五
巻
第
一
号
、
二
〇
一
七
年
九
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
三
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
八
年
七
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
四
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
七
巻
第
三
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
。

　
　

  　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
五
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
八
巻
第
三
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
。

 

（
二
〇
二
二
．
九
．
二
〇
受
稿
、
二
〇
二
二
．
一
一
．
七
受
理
）
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〔
抄
　
録
〕

　
　
　

源
氏
物
語
の
物
語
論
と
記
紀
神
話
（
上
）

 

杉
浦　

一
雄

　
『
源
氏
物
語
』「
蛍
」
の
巻
の
〈
物
語
論
〉
は
、『
源
氏
物
語
』
と
い

う
偉
大
な
「
物
語
」
が
「
物
語
」
が
進
行
す
る
な
か
で
「
物
語
」
を
論

じ
る
と
い
う
稀
有
の
論
で
あ
る
。
と
り
わ
け
『
源
氏
物
語
』
で
唯
一
「
日

本
紀
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、
一
見
「
日
本
紀
」
を
否
定
す
る
か
の

よ
う
な
言
い
ま
わ
し
が
な
さ
れ
て
い
る
な
ど
私
に
と
っ
て
は
避
け
て
通

る
こ
と
の
で
き
な
い
障
壁
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
『
源
氏
物
語
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
関
係
に
つ
い

て
論
じ
、
つ
づ
け
て
今
回
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
の
関
係
に

言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
〈
記
紀
神
話
〉
が
『
源
氏
物
語
』
の

源
泉
で
あ
る
と
結
論
す
る
に
至
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
『
源
氏
物
語
』
の
〈
物
語
論
〉
を

取
り
上
げ
、
な
か
で
も
、

日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。

と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

　

紫
式
部
の
人
生
に
は
二
つ
の
「
日
本
紀
」
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
の
一
つ
が
紫
式
部
自
身
が
『
源
氏
物
語
』「
蛍
」
の
巻
〈
物
語
論
〉

の
た
だ
な
か
に
記
し
た
「
日
本
紀
」
で
あ
る
。
紫
式
部
は
物
語
と
い
う

も
の
は
神
代
か
ら
こ
の
か
た
世
間
に
起
っ
た
こ
と
を
書
き
残
し
た
も
の

で
、「
日
本
紀
」
な
ど
は
ほ
ん
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
述
べ
、
物

語
に
こ
そ
道
理
に
も
か
な
い
、
委
曲
を
尽
く
し
た
こ
と
が
あ
る
と
断
じ

て
い
る
。

　

こ
こ
に
い
う
「
か
た
そ
ば
」
と
は
物
事
の
す
べ
て
で
は
な
い
も
の
の
、

「
片
は
し
」「
片
が
わ
」
で
は
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

で
は
、「
日
本
紀
」
の
「
か
た
そ
ば
」
に
お
け
る
「
日
本
紀
」
の
も

う
一
方
の
「
か
た
そ
ば
」
と
な
る
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
日
本
紀
」
の
「
か
た
そ
ば
」
と
し
て
「
日
本
紀
」
と
同
等
の
価
値

を
も
つ
「
神
代
か
ら
こ
の
か
た
世
間
に
起
っ
た
こ
と
を
書
き
記
し
た
も

の
」
と
は
『
古
事
記
』
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
、『
古
事
記
』
以
外

に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

今
日
、
一
般
的
に
は
『
古
事
記
』
は
『
記
』『
紀
』
と
並
び
称
さ
れ

る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
正
史
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
に
準
ず
る
最
初
の

著
作
で
あ
り
史
書
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
代
に
は
、『
日
本
書
紀
』

は
「
正
史
」
と
し
て
扱
い
な
が
ら
も
、『
古
事
記
』
は
「
物
語
」
の
仲
間
、

そ
の
筆
頭
に
く
る
べ
き
「
物
語
」
と
受
け
取
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い

か
。

　

そ
こ
で
、『
古
事
記
』
は
『
日
本
書
紀
』
と
対
立
的
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
「
蛍
」
の
巻
を
含
む
い
わ
ゆ
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
に
は
、『
記
』『
紀
』

が
対
立
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
最
初
で
筑
紫
に
流
離
し
た
玉
鬘
は
、〈
玉
鬘
十
帖
〉

の
最
後
で
は
夫
で
あ
る
鬚
黒
大
将
に
奪
い
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
、神
功
皇
后
と
ス
セ
リ
ビ
メ
と
い
う『
記
』『
紀
』の
対
立
で
あ
り
、

「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。」
の
「
日
本
紀
」
の
「
か

た
そ
ば
」に
位
置
す
る
も
の
と
は
、「
物
語
」の
筆
頭
で
あ
る『
古
事
記
』

を
指
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
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