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一

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
全
体
を
通
し
て
数
多
く
の
香
り
の
表
象
が
描
か

れ
て
い
る
。
そ
の
数
は
同
時
代
の
物
語
作
品
に
お
け
る
用
例
と
比
較
し
て

も
他
に
類
を
見
な
い
。

　

特
に
、
香
り
を
主
題
と
し
た
梅
枝
巻
前
半
の
薫
物
合
せ
に
お
い
て
は
、

入
内
を
控
え
た
明
石
の
姫
君
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
薫
物
の
香
り
が
、
多

様
な
表
現
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
入
内
準
備
に
没
頭
す
る
光
源

氏
が
、
正
月
の
閑
暇
に
薫
物
合
せ
を
企
図
し
、
薫
物
の
調
合
に
使
用
す
る

香
木
を
吟
味
し
女
君
に
薫
物
の
調
合
を
依
頼
し
た
こ
と
や
、
届
け
ら
れ
た

薫
物
の
香
り
を
居
合
わ
せ
た
蛍
兵
部
卿
宮
が
判
者
と
し
て
判
定
し
た
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

姫
君
の
入
内
準
備
が
梅
枝
巻
以
前
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
が
、
な
ぜ
入
内
を
直
前
に
控
え
た
最
後
の
準
備
と
し
て
、
薫
物
合

せ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
薫
物
合
せ
に
つ
い
て
の
論
考
は
多
い
が
、
い

ず
れ
も
薫
物
合
せ
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
有
す
る
意
味
や
、
そ
れ
が
な

ぜ
、
梅
枝
巻
の
明
石
の
姫
君
の
入
内
準
備
に
即
し
て
描
か
れ
る
必
要
が

あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
物
語
に
一
貫
す
る

流
れ
の
中
で
薫
物
合
せ
の
持
つ
意
味
を
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
梅
枝
巻
の
明
石
の
姫
君
の
入
内
準
備
に
際

し
て
、
な
ぜ
薫
物
合
せ
が
選
ば
れ
、
描
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
考

え
て
み
た
い
。

二

　

正
月
の
閑
暇
、
愛
娘
・
明
石
の
姫
君
の
入
内
に
向
け
た
準
備
の
一
環
と

『
源
氏
物
語
』
梅
枝
巻
に
お
け
る
香
り
の
表
象

─
薫
物
合
せ
の
意
義
─
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し
て
企
図
さ
れ
た
薫
物
合
せ
は
、
六
条
院
に
お
け
る
単
な
る
文
化
的
行
事

で
は
な
い
。
光
源
氏
の
娘
が
入
内
し
、
後
に
立
后
す
る
上
で
重
要
な
意
味

を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
源
氏
に
よ
っ
て
入
念
な
準
備
が
施
さ
れ
た
。
薫
物
と

い
う
性
格
上
、
様
々
な
香
り
を
細
や
か
に
表
象
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、

源
氏
が
次
巻
・
藤
裏
葉
巻
に
て
准
太
上
天
皇
と
な
り
栄
華
を
極
め
る
と
い

う
、
物
語
構
成
の
上
で
も
不
可
欠
な
、『
源
氏
物
語
』
の
主
題
に
結
び
つ

く
重
要
な
事
項
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
梅
枝
巻
は
源
氏
が
明
石
の
姫
君
の
入
内
準
備
に
向
け
て
、

調
度
品
の
設
え
を
入
念
に
行
っ
て
い
る
姿
や
、
女
君
た
ち
に
も
依
頼
を
し

た
薫
物
調
合
の
様
子
、
薫
物
合
せ
の
あ
と
に
男
性
官
人
た
ち
を
招
い
て
開

か
れ
た
月
下
の
宴
遊
、
そ
し
て
草
子
蒐
集
と
女
君
た
ち
の
筆
跡
を
評
す
る

書
道
論
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
梅
枝
巻
に
お
い
て
、
本
来
主
役
と
な
る
べ
き
肝
心
の
明
石
の

姫
君
の
姿
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
。
裳
着
の
前
日
に
は
、
源
氏
と

蛍
宮
と
の
会
話
に
お
い
て
、「
ま
た
も
な
か
め
る
人
」「
い
と
見
に
く
け
れ

ば
」（
梅
枝
③
─
四
〇
七（

1
（

）
と
い
う
形
容
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

姫
君
が
秋
好
中
宮
の
腰
結
に
よ
っ
て
裳
着
を
受
け
る
際
に
、「
大
殿
油
ほ

の
か
な
れ
ど
、御
け
は
ひ
い
と
め
で
た
し
と
宮
は
見
た
て
ま
つ
れ
た
ま
ふ
」

（
同
③
─
四
一
三
）と
、腰
結
を
す
る
秋
好
中
宮
が
、大
殿
油
が
薄
暗
く
は
っ

き
り
し
な
い
け
れ
ど
、
姫
君
の
様
子
は
立
派
な
も
の
だ
と
捉
え
る
視
点
、

そ
し
て
、
同
時
に
そ
の
場
に
い
る
源
氏
か
ら
中
宮
に
対
す
る
言
葉
の
中
で
、

思
し
棄
つ
ま
じ
き
を
頼
み
に
て
、
な
め
げ
な
る
姿
を
、
す
す
み
御
覧

ぜ
ら
れ
は
べ
る
な
り
。
後
の
世
の
例
に
や
と
、
心
せ
ば
く
忍
び
思
ひ

た
ま
ふ
る

 

（
梅
枝
③
─
四
一
三
）

と
、
姫
君
の
姿
が
略
装
ゆ
え
、
中
宮
の
前
に
出
る
に
は
失
礼
な
姿
だ
と
卑

下
す
る
言
葉
の
中
で
し
か
現
れ
な
い
。
中
宮
が
腰
結
役
を
務
め
る
裳
着
は

前
例
に
な
い
名
誉
で
あ
り
、異
例
の
盛
儀
で
あ
る
こ
と
か
ら
、源
氏
は
「
後

の
世
の
例
に
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
後
代
の
例
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
特
殊
な
事
例
と
し
て
も

更
な
る
詳
細
な
記
録
と
し
て
も
、
筆
を
割
い
て
語
ら
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な

も
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
明
石
の
姫
君
の
裳
着
の
様
子
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
省
筆
の

弁
を
述
べ
て
い
る
。

か
か
る
所
の
儀
式
は
、
よ
ろ
し
き
に
だ
に
、
い
と
事
多
く
う
る
さ
き

を
、
片
は
し
ば
か
り
、
例
の
し
ど
け
な
く
ま
ね
ば
む
も
な
か
な
か
に

や
と
て
、
こ
ま
か
に
書
か
ず
。

 

（
同
③
─
四
一
三
～
四
一
四
）

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
儀
式
は
実
に
煩
雑
で
面
倒
で
あ
る
た
め
、
ほ
ん
の

一
端
だ
け
と
り
と
め
な
く
伝
え
る
の
は
如
何
な
も
の
か
と
い
う
思
い
か
ら
、

細
か
に
書
く
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
来
語
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
明
石
の
姫
君
に
つ
い
て
、
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梅
枝
巻
で
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
。
梅
枝
巻
の
語
り
は
、
入
内
準

備
に
余
念
の
な
い
光
源
氏
が
中
心
に
据
え
ら
れ
た
構
造
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
源
氏
の
姿
と
六
条
院
の
様
相
に
視
点
が
注
が
れ
て
い
る
。
主
役
で
あ

る
は
ず
の
明
石
の
姫
君
よ
り
も
、
そ
の
姫
君
の
入
内
を
控
え
た
源
氏
が
、

い
か
に
し
て
盛
儀
を
荘
厳
に
す
る
か
と
い
う
点
に
重
き
を
置
か
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
の
入
内
準
備
に
あ
っ
て
薫
物
合
せ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
ひ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
第
一
部
の
終
結
を
迎
え
る
直
前
の

梅
枝
巻
に
お
い
て
、
な
ぜ
薫
物
合
せ
と
い
う
方
法
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

源
氏
は
明
石
の
姫
君
に
持
た
せ
る
調
度
品
の
雛
形
や
図
柄
に
到
る
ま
で

確
認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
面
の
優
れ
た
人
物
を
集
め
て
、
入
念
に
作
ら
せ

る
ほ
ど
の
熱
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
薫
物

合
せ
の
た
め
、
調
合
に
用
い
る
香
木
を
選
定
す
る
際
に
は
、
ま
ず
大
宰
府

の
大
弐
が
献
上
し
た
舶
来
の
品
々
を
見
聞
し
た
が
、「
な
ほ
い
に
し
へ
の

に
は
劣
り
て
や
あ
ら
む
」（
同
③
─
四
〇
三
）
と
、
古
の
も
の
に
は
劣
る

と
し
て
、
二
条
院
の
御
倉
に
し
ま
い
こ
ま
れ
て
い
た
唐
の
物
を
取
り
寄
せ
、

そ
れ
を
入
内
の
た
め
の
姫
君
の
調
度
品
に
用
い
、
今
回
の
大
弐
が
献
上
し

た
品
々
は
女
房
た
ち
に
下
げ
渡
し
た
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
古
の
も
の
を

珍
重
す
る
尚
古
趣
味
と
解
し
う
る
が
、「
香
ど
も
は
、
昔
今
の
取
り
並
べ

さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
方
々
に
配
り
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。「
二
種
づ
つ

合
は
せ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
。」（
同
③
─
四
〇
四
）

と
あ
る
よ
う
に
、
香
木
は
昔
の
も
の
と
今
の
も
の
を
取
り
並
べ
て
六
条
院

の
女
君
た
ち
に
配
り
、
薫
物
を
二
種
ず
つ
調
合
す
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い

る
。
唯
一
の
娘
の
入
内
に
際
し
て
、
昔
か
ら
所
有
し
て
い
た
良
質
な
品
と
、

大
弐
が
献
上
し
た
今
の
品
の
中
か
ら
、
よ
り
よ
い
も
の
を
取
り
揃
え
よ
う

と
い
う
源
氏
の
親
心
が
伺
え
る
。

　

こ
う
し
た
準
備
に
余
念
の
無
い
源
氏
の
姿
に
物
語
の
語
り
手
は
繰
り
返

し
視
点
を
当
て
て
い
る
。「
贈
物
、
上
達
部
の
禄
な
ど
、
世
に
な
き
さ
ま
に
、

内
に
も
外
に
も
事
し
げ
く
営
み
た
ま
ふ
」（
同
③
─
四
〇
四
）
と
い
う
よ

う
に
、
六
条
院
内
外
に
お
い
て
、
裳
着
当
日
の
配
り
物
が
用
意
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
明
石
の
姫
君
の
入
内
準
備
は
、
卓
抜
な
る
才

と
富
を
背
景
に
六
条
院
文
化
の
総
力
を
あ
げ
て
実
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

準
備
の
様
子
が
事
細
か
に
語
ら
れ
れ
ば
語
ら
れ
る
ほ
ど
、
明
石
の
姫
君
の

入
内
が
、
光
源
氏
だ
け
で
な
く
六
条
院
世
界
に
と
っ
て
い
か
に
一
大
事
で

あ
っ
た
の
か
が
わ
か
る
。

　

視
点
を
変
え
る
と
、
姫
君
自
身
に
つ
い
て
は
語
る
べ
き
こ
と
が
こ
の
時

点
に
お
い
て
は
あ
ま
り
な
い
た
め
、
薫
物
合
せ
の
よ
う
な
入
内
準
備
作
業

に
よ
っ
て
、
そ
の
姫
君
が
有
す
る
血
筋
の
良
さ
を
荘
厳
す
る
必
要
が
あ
っ

た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

梅
枝
巻
の
語
り
の
視
点
は
、
薫
物
合
せ
に
向
け
て
製
作
さ
れ
た
薫
物
の

調
合
の
様
子
と
、
各
々
が
調
合
し
た
薫
物
が
持
つ
「
薫
物
の
血
脈
」
に
つ

い
て
、
す
な
わ
ち
香
り
の
系
譜
に
も
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
女
君
た
ち
に

薫
物
の
調
合
を
依
頼
し
た
源
氏
自
身
、
一
人
寝
殿
に
離
れ
て
製
作
に
勤
し

む
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
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大
臣
は
、
寝
殿
に
離
れ
お
は
し
ま
し
て
、
承
和
の
御
い
ま
し
め
の
二

つ
の
方
を
、
い
か
で
か
御
耳
に
は
伝
へ
た
ま
ひ
け
ん
、
心
に
し
め
て

合
は
せ
た
ま
ふ
。

 

（
同
③
─
四
〇
四
）

　

源
氏
が
調
合
し
た
の
は
、
男
子
禁
制
と
さ
れ
る
「
承
和
の
御
い
ま
し
め

の
二
つ
の
方
」
に
よ
る
「
黒
方
」
と
「
侍
従
」
で
あ
っ
た
。「
承
和
」
は

仁
明
天
皇
の
治
世
の
年
号
で
、
薫
物
の
史
料
で
あ
る
『
薫
集
類
抄
上
』
の

八
条
宮
の
「
侍
従
」
の
項
に
は
、
調
合
に
用
い
る
材
料
の
分
量
を
記
し
た

あ
と
、此

二
方
者
不
傳
男
。
是
承
和
仰
事
也
。
延
喜
六
年
二
月
三
日
。

典
侍
滋
野
直
子
朝
臣
所
献
也
。

 

（『
薫
集
類
抄
上
』
─
五
三
〇（

2
（

）

と
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
く
薫
物
の
史
料
で
あ
る
『
後
伏
見
院
宸
翰
薫
物
方
』

に
も
、「
承
和
の
御
門
の
様
に
は
。
を
の
こ
ゞ
に
は
な
つ
た
へ
そ
と
ぞ
。

う
げ
い
の
な
い
し
の
す
け
の
ほ
う
に
は
あ
る
。」（『
後
伏
見
院
宸
翰
薫
物

方
』
─
五
六
九（

3
（

）
と
あ
る
。
こ
の
二
書
に
あ
る
「
此
二
方
者
不
傳
男
。
是

承
和
仰
事
也
」
と
「
を
の
こ
ゞ
に
は
な
つ
た
へ
そ
と
ぞ
」
か
ら
、
仁
明
天

皇
に
よ
っ
て
男
子
禁
制
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

滋
野
直
子
は
宇
多
朝
の
更
衣
、
続
い
て
醍
醐
朝
の
典
侍
で
、『
河
海
抄
』

に
よ
れ
ば
延
喜
六
年
に
「
合
香
方
」
を
献
上
し
、
子
の
公
忠
（
後
述
）
に

薫
物
の
調
合
を
伝
え
た
女
性
で
あ
る
。

　
「
い
か
で
か
御
耳
に
は
伝
へ
た
ま
ひ
け
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
が

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
男
子
禁
制
と
さ
れ
た
薫
物
の
調
合
法
を
知
り
得
た

の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
薫
物
に
お
い
て
も
高
名
な
仁
明
天
皇
の

秘
法
を
男
子
で
あ
り
な
が
ら
も
知
り
得
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
そ
の
二

種
を
実
際
に
調
合
す
る
こ
と
で
、
超
越
的
存
在
と
し
て
の
光
源
氏
が
よ
り

一
層
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
際
立
っ
た
存
在
が
称
揚
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

明
石
の
姫
君
の
養
母
格
で
あ
る
紫
の
上
は
、
薫
物
の
調
合
の
場
を
東
の

放
出
に
設
え
、「
八
条
の
式
部
卿
の
御
方
」
を
用
い
て
薫
物
を
調
合
し
て

い
る
。上

は
、
東
の
中
の
放
出
に
、
御
し
つ
ら
ひ
こ
と
に
深
う
し
な
さ
せ
た

ま
ひ
て
、
八
条
の
式
部
卿
の
御
方
を
伝
へ
て
、
か
た
み
に
い
ど
み
合

は
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
い
み
じ
う
秘
し
た
ま
へ
ば
、「
匂
ひ
の
深
さ
浅

さ
も
、
勝
負
の
定
め
あ
る
べ
し
」
と
大
臣
の
た
ま
ふ
。

 

（
同
③
─
四
〇
四
）

　

紫
の
上
は
、「
八
条
の
式
部
卿
の
御
方
」
を
用
い
て
「
黒
方
」「
侍
従
」「
梅

花
」
の
三
種
を
調
合
し
て
い
る
。
仁
明
天
皇
の
「
承
和
の
御
い
ま
し
め
の

二
つ
の
方
」
が
男
子
禁
制
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
女
で
あ
る
紫
の
上
が
調

合
し
た
「
黒
方
」
と
「
侍
従
」
の
薫
物
の
方
が
、
源
氏
よ
り
も
正
統
を
伝

え
て
い
る
と
い
え
る
。「
梅
花
」
に
つ
い
て
は
そ
の
二
種
の
よ
う
な
男
子
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禁
制
と
い
っ
た
規
制
は
な
い
が
、『
薫
集
類
抄
上
』
に
は
同
じ
く
八
条
宮

の
「
梅
花
」
の
調
合
法
が
記
さ
れ
て
お
り
、
紫
の
上
は
八
条
宮
の
調
合
法

に
則
り
、「
黒
方
」「
侍
従
」「
梅
花
」
の
三
種
を
調
合
し
た
の
で
あ
る
。

　

八
条
宮
は
『
薫
集
類
抄
上
』
に
て
、「
八
条
宮
。
本
康
。
一
品
式
部
卿
。

仁
明
天
皇
第
五
親
王
。
母
従
四
位
上
滋
野
縄
子
。
貞
主
女
也
。」（『
薫
集

類
抄
上
』
─
五
二
六
）
と
あ
り
、
天
皇
の
薫
法
を
伝
え
る
名
手
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
（
滋
野
縄
子
は
滋
野
直
子
の
姉
妹
）。
ま
た
、『
花
鳥
余
情
』

に
は
梅
枝
巻
の
「
八
条
の
式
部
卿
」
に
つ
い
て
、「
八
条
式
部
卿
宮
は
紫

上
の
父
式
部
卿
宮
に
な
す
ら
へ
て
い
へ
り
」（『
花
鳥
余
情
』
─
二
三
七（

4
（

）

と
あ
り
、
物
語
に
お
い
て
は
、
八
条
の
式
部
卿
を
紫
の
上
の
父
・
式
部
卿

に
な
ず
ら
え
、
父
・
式
部
卿
の
宮
か
ら
娘
・
紫
の
上
に
伝
え
ら
れ
た
と
い

う
設
定
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
明
石
の
君
も
薫
物
合
せ
に
際
し
て
、
古
法
を
用
い
て
「
薫
衣

香
」
を
調
合
し
て
い
る
。
薫
衣
香
は
、
衣
装
に
焚
き
染
め
て
使
用
す
る
薫

物
の
意
だ
が
、
こ
こ
で
は
皇
族
の
み
に
伝
わ
っ
た
特
殊
な
香
名
を
指
す
。

冬
の
御
方
に
も
、
時
々
に
よ
れ
る
匂
ひ
の
定
ま
れ
る
に
、
消
た
れ
ん

も
あ
い
な
し
と
思
し
て
、
薫
衣
香
の
方
の
す
ぐ
れ
た
る
は
、
前
の
朱

雀
院
の
を
う
つ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
公
忠
朝
臣
の
、
こ
と
に
選
び
仕
う

ま
つ
れ
り
し
百
歩
の
方
な
ど
思
ひ
え
て

 

（
梅
枝
③
─
四
〇
九
）

と
あ
る
く
だ
り
の
、「
前
の
朱
雀
院
」
を
「
宇
多
帝
」
と
と
る
か
、「
朱
雀

帝
」
と
と
る
か
古
来
よ
り
様
々
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
き
た（

5
（

。『
源
氏
物
語
』

に
「
朱
雀
院
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
は
、
当
該
条
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
譲

位
後
に
朱
雀
院
と
称
さ
れ
た
宇
多
帝
と
、
桐
壺
帝
の
子
で
光
源
氏
の
兄
で

澪
標
巻
に
て
冷
泉
帝
に
譲
位
し
院
と
な
っ
た
朱
雀
院
の
二
人
が
登
場
し
て

い
る
。
前
者
は
、
桐
壺
帝
の
父
か
兄
と
さ
れ
、
源
氏
に
と
っ
て
は
祖
父
か

叔
父
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
物
語
内
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
朱
雀
院
」

に
「
前
の
」
と
い
う
限
定
語
を
加
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
神
無
月
の

二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
、
六
条
院
に
行
幸
あ
り
。
紅
葉
の
盛
り
に
て
、

興
あ
る
べ
き
た
び
の
行
幸
な
る
に
、
朱
雀
院
に
も
御
消
息
あ
り
て
」（
藤

裏
葉
③
─
四
五
八
）
と
、
後
者
に
は
限
定
語
を
つ
け
ず
に
区
別
し
て
い
る

こ
と
に
鑑
み
て
も
、
宇
多
の
帝
の
調
合
法
を
、
今
の
朱
雀
院
が
お
引
き
継

ぎ
あ
そ
ば
し
て
、
公
忠
朝
臣
が
特
に
吟
味
し
て
お
作
り
申
し
た
も
の
が
あ

る
、
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

公
忠
朝
臣
は
、『
薫
集
類
抄
上
』
に
、「
右
大
弁
公
忠
。
従
四
位
下
大
蔵

卿
。
國
紀
男
。
仁
和
源
氏
也
。
母
典
侍
滋
野
直
子
也
。」（『
薫
集
類
抄
上
』

─
五
二
六
）
と
、
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
光
孝
天
皇
の
孫
・

源
公
忠
の
こ
と
で
、
醍
醐
・
朱
雀
帝
に
仕
え
た
合
香
の
名
人
で
あ
り
、
ま

た
、
そ
の
公
忠
の
父
で
あ
る
國
紀
は
宇
多
帝
の
異
母
兄
弟
で
あ
る
。

　

薫
衣
香
は
、「
常
陸
宮
と
、
朱
雀
院
な
い
し
は
朱
雀
院
か
ら
の
伝
承
と

い
ふ
か
か
は
り
に
於
て
し
か
、
物
語
に
現
れ
な
い
（
中
略
）
皇
室
関
係
の

特
殊
な
伝
承
と
作
者
は
考
へ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か（

（
（

。」
と
い
う
先
学
の

指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
薫
物
合
せ
に
お
い
て
明
石
の
君
が
調
合
し
た

薫
衣
香
の
法
も
、
代
々
皇
族
に
伝
わ
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
調
合
法
な
の
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で
あ
っ
た
。三

　

さ
ま
ざ
ま
な
調
合
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
薫
物
は
、
源
氏
の
も
と
に

集
め
ら
れ
、
入
内
準
備
の
忙
し
さ
へ
の
見
舞
い
の
挨
拶
に
訪
れ
て
い
た
蛍

兵
部
卿
宮
を
判
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
く
。

さ
ら
に
い
づ
れ
と
も
な
き
中
に
、
斎
院
の
御
黒
方
、
さ
い
へ
ど
も
、

心
に
く
く
静
や
か
な
る
匂
ひ
こ
と
な
り
。
侍
従
は
、
大
臣
の
御
は
、

す
ぐ
れ
て
な
ま
め
か
し
う
な
つ
か
し
き
香
な
り
と
定
め
た
ま
ふ
。
対

の
上
の
御
は
、
三
種
あ
る
中
に
、
梅
花
は
な
や
か
に
い
ま
め
か
し
う
、

す
こ
し
は
や
き
心
し
ら
ひ
を
添
へ
て
、
め
づ
ら
し
き
薫
り
加
は
れ
り
。

「
こ
の
ご
ろ
の
風
に
た
ぐ
へ
ん
に
は
、
さ
ら
に
こ
れ
に
ま
さ
る
匂
ひ

あ
ら
じ
」
と
め
で
た
ま
ふ
。
夏
の
御
方
に
は
、
人
々
の
香
心
々
に
い

ど
み
た
ま
ふ
な
る
中
に
、
数
々
に
も
立
ち
出
で
ず
や
と
、
煙
を
さ
へ

思
ひ
消
え
た
ま
へ
る
御
心
に
て
、
た
だ
荷
葉
を
一
種
合
は
せ
た
ま
へ

り
。
さ
ま
変
り
、
し
め
や
か
な
る
香
し
て
、
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
。

冬
の
御
方
に
も
、
時
々
に
よ
れ
る
匂
ひ
の
定
ま
れ
る
に
、
消
た
れ
ん

も
あ
い
な
し
と
思
し
て
、
薫
衣
香
の
方
の
す
ぐ
れ
た
る
は
、
前
の
朱

雀
院
の
を
う
つ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
公
忠
朝
臣
の
、
こ
と
に
選
び
仕
う

ま
つ
れ
り
し
百
歩
の
方
な
ど
思
ひ
え
て
、
世
に
似
ず
な
ま
め
か
し
さ

を
と
り
集
め
た
る
、
心
お
き
て
す
ぐ
れ
た
り

 

（
梅
枝
③
─
四
〇
九
）

　

蛍
宮
の
判
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
薫
物
の
調
合
法
を
評
価
す
る
だ
け
で
な

く
、
微
妙
な
香
り
の
違
い
を
判
定
し
、
調
合
者
で
あ
る
女
君
そ
の
人
の
個

性
に
結
び
つ
け
て
い
く
。
朝
顔
の
前
斎
院
が
調
合
し
た
黒
方
の
「
心
に
く

く
静
や
か
な
」
匂
い
を
、
奥
床
し
く
落
ち
着
い
て
い
て
格
別
と
し
、
源
氏

が
調
合
し
た
侍
従
の
「
す
ぐ
れ
て
な
ま
め
か
し
う
な
つ
か
し
き
」
香
り
の

優
雅
さ
と
や
さ
し
さ
を
讃
え
た
。
紫
の
上
が
調
合
し
た
三
種
の
薫
物
に
つ

い
て
は
、
梅
花
に
添
え
ら
れ
た
「
は
な
や
か
に
い
ま
め
か
し
」
く
鋭
く
匂

い
立
つ
よ
う
な
工
夫
を
誉
め
た
。
他
の
女
君
が
薫
物
で
競
う
中
、
多
く
を

調
合
す
る
こ
と
は
し
ま
い
と
思
い
花
散
里
が
調
合
し
た
荷
葉
の
「
さ
ま
変

り
、
し
め
や
か
な
る
香
」
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
薫
物
と
は
違
っ
た
趣
向

の
香
り
の
懐
か
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
石
の
君
の
薫
衣
香
の

「
世
に
似
ず
な
ま
め
か
し
さ
を
と
り
集
め
」
た
、
こ
の
世
の
も
の
と
は
思

わ
れ
な
い
ほ
ど
に
感
じ
ら
れ
る
趣
向
の
す
ば
ら
し
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
度
々
、
独
自
の
批
評
精
神
に
よ
っ
て
源
氏
の
美
的
風
流
心

と
共
鳴
し
、判
断
を
代
行
・
代
弁
し
て
き
た
蛍
宮
が
判
者
と
し
て
立
ち
会
っ

た（
（
（

。「
い
に
し
へ
」
よ
り
伝
来
す
る
香
木
を
使
用
し
て
調
合
さ
れ
た
薫
物

の
由
緒
と
文
化
性
を
評
価
・
確
認
す
る
こ
と
で
、
光
源
氏
や
六
条
院
の
女

君
た
ち
の
薫
物
の
嗜
み
の
良
さ
や
深
さ
を
も
物
語
っ
て
い
る
。
姫
君
が
皇

統
を
継
ぐ
に
相
応
し
い
証
左
を
薫
物
に
付
与
す
る
こ
と
を
求
め
た
源
氏
の

思
い
だ
け
で
な
く
、
古
法
に
則
っ
た
調
合
法
を
用
い
、
調
合
に
際
し
て
各

人
が
精
髄
を
加
え
た
薫
物
が
評
価
さ
れ
客
観
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
源
氏

の
思
い
を
汲
み
、
ま
た
分
か
ち
合
う
こ
と
の
で
き
る
蛍
宮
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

薫
物
の
判
者
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
に
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』
に
は
五
感
と
密
接
に
か
か
わ
る
よ
う

な
場
面
が
た
び
た
び
描
出
さ
れ
て
い
る
。
玉
鬘
巻
に
お
け
る
衣
配
り
＝
視

覚
・
触
覚
、
若
菜
下
巻
の
音
合
わ
せ
＝
聴
覚
、
そ
し
て
、
梅
枝
巻
の
薫
物

合
せ
＝
嗅
覚
と
い
っ
た
五
感
に
ま
つ
わ
る
表
象
が
繰
り
返
し
描
か
れ
る
こ

れ
ら
の
場
面
が
、
な
ぜ
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
香
り
の
表
象
だ
け
で
な
く
、
感
性
と
い
う
言
語
化
し
に
く
い

事
象
を
、
文
字
に
変
え
て
記
す
と
い
う
物
語
の
挑
戦
だ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
薫
物
と
い
う
目
に
見
え
な
い
香
り

を
有
す
る
も
の
の
背
景
に
あ
る
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
血
統
と
教
養
が

想
起
さ
れ
る
よ
う
に
記
す
こ
と
で
、
明
石
の
姫
君
の
皇
族
の
後
継
者
と
し

て
の
印
象
を
強
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　

同
様
に
、
目
に
見
え
ず
形
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
香
り
に
つ

い
て
、
多
彩
で
精
緻
な
表
現
に
よ
っ
て
言
葉
に
変
え
て
描
き
出
す
こ
と
、

つ
ま
り
、
蛍
宮
の
判
詞
と
い
う
形
を
通
し
て
香
り
の
質
の
違
い
を
言
葉
に

よ
っ
て
表
象
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
薫
物
は
先
に
も
見
た
よ
う
に
、

そ
の
調
合
法
も
多
岐
に
わ
た
り
、
同
じ
調
合
法
が
広
ま
り
伝
わ
っ
て
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
合
法
に
現
れ
る
個
性
や
味
わ
い
の
違
い
に
よ
っ
て
完

成
す
る
薫
物
の
香
り
に
は
差
異
が
生
じ
る
。
ま
し
て
や
言
語
に
よ
っ
て
表

象
し
に
く
い
香
り
を
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
形
容
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
香

り
を
享
受
す
る
共
同
体
が
感
覚
と
し
て
共
有
し
相
互
理
解
し
て
い
た
香
り

の
概
念
を
、
視
覚
化
可
能
な
文
字
と
言
葉
に
よ
っ
て
捉
え
直
す
こ
と
に
成

功
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
物
語
が
香
り
の
表
象
を
通
し

て
迎
え
た
一
つ
の
到
達
点
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

　

梅
枝
巻
に
見
ら
れ
る
、
光
源
氏
、
紫
の
上
、
明
石
の
姫
君
が
調
合
し
た

薫
物
の
調
合
法
は
、
い
ず
れ
も
実
在
の
時
代
や
人
物
名
を
冠
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
し
た
調
合
法
や
史
実
と
の
つ
な
が
り
が
こ
の
薫
物
合

せ
に
お
い
て
登
場
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
源
氏
が
調
合
を
依
頼
し
た
人
物
が
、
い
ず
れ
も

皇
族
に
連
な
る
人
物
や
、
そ
こ
に
あ
る
薫
物
の
伝
承
を
知
り
得
た
人
物
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
調
合
法
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
調
合
を

依
頼
さ
れ
た
花
散
里
の
「
荷
葉
」
と
、朝
顔
の
前
斎
院
の
「
黒
方
」
と
「
侍

従
」
も
、
皇
族
や
宮
家
に
伝
わ
る
調
合
法
を
用
い
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

　

花
散
里
は
、
物
語
の
中
で
そ
の
出
自
な
ど
が
詳
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
が
、
桐
壺
院
の
女
御
で
あ
る
麗
景
殿
を
姉
に
持
つ
こ
と
か
ら
、
そ
れ

相
応
の
家
格
の
人
物
で
あ
る
。
そ
う
し
た
家
に
は
、
そ
の
家
伝
来
の
調
合

法
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
朝
顔
の

前
斎
院
も
、
桐
壺
院
の
弟
・
桃
園
式
部
卿
宮
の
娘
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宮

家
伝
来
の
、
あ
る
い
は
皇
族
に
伝
わ
る
薫
物
の
調
合
法
を
有
し
て
い
た
可

能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

　

源
氏
は
裳
着
と
入
内
を
間
近
に
控
え
た
娘
の
姫
君
の
た
め
に
、
女
君
た

ち
に
依
頼
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
身
も
薫
物
の
調
合
を
行
っ
た
。
そ
の
薫

物
は
後
宮
に
入
っ
た
後
、
明
石
の
姫
君
の
側
近
く
に
常
に
あ
る
も
の
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
各
々
の
家
か
ら
細
事
に
至
る
ま
で
十
全
な
備
え
を
し
た
姫
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君
た
ち
が
集
う
後
宮
に
お
い
て
は
、
一
つ
一
つ
が
名
高
い
調
合
法
で
製
作

さ
れ
た
薫
物
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
寵
愛
の
深
さ
浅
さ
を
決
め
る
結

果
に
も
な
り
え
る
。

　

そ
れ
故
に
、
源
氏
は
香
木
の
数
々
を
慎
重
に
吟
味
し
、
古
今
の
名
品
を

選
び
整
え
て
女
君
た
ち
に
配
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
香
木
や
材
料
を
用
い

た
薫
物
は
、「
承
和
の
御
い
ま
し
め
の
二
つ
の
方
」
や
「
八
条
の
式
部
卿

の
御
方
」、
宇
多
帝
の
法
を
今
の
朱
雀
院
が
引
き
継
ぎ
、
公
忠
朝
臣
が
特

に
吟
味
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
な
ど
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
。
薫
物
と
そ

の
調
合
法
に
は
、
薫
物
の
調
合
に
お
い
て
も
名
を
馳
せ
た
仁
明
天
皇
、
宇

多
天
皇
、
朱
雀
院
、
八
条
宮
（
本
康
親
王
）、
源
公
忠
朝
臣
、
滋
野
直
子

と
い
っ
た
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
仁
明
天
皇
と
八
条
宮
が
親
子
で
あ
る

こ
と
や
、
公
忠
朝
臣
は
朱
雀
院
に
仕
え
て
い
た
こ
と
、
ま
た
彼
の
母
が
滋

野
直
子
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
薫
物
の
血

脈
」、
ひ
い
て
は
皇
統
の
系
譜
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

皇
族
に
伝
来
し
、
脈
々
と
伝
わ
っ
て
き
た
調
合
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た

薫
物
を
明
石
の
姫
君
が
所
有
す
る
こ
と
は
、
明
石
で
誕
生
し
た
故
に
卑
し

い
出
自
と
見
ら
れ
か
ね
な
い
明
石
の
姫
君
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、

皇
統
の
血
を
引
く
由
緒
正
し
い
身
分
で
あ
る
よ
う
に
上
書
き
す
る
効
果
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
入
内
の
後
、
後
宮
に
入
り
帝
の
寵
愛
を
競
い
、
将

来
の
立
后
と
次
代
の
皇
統
を
継
承
し
て
い
く
皇
子
を
産
む
に
相
応
し
い
確

固
た
る
存
在
感
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か（

8
（

。

　

明
石
の
姫
君
の
入
内
準
備
に
お
け
る
薫
物
合
せ
は
、
文
物
が
譲
ら
れ
る

と
い
う
形
で
は
な
く
、
目
に
見
え
な
い
香
り
を
有
し
、
物
そ
の
も
の
が
伝

来
す
る
わ
け
で
も
な
い
薫
物
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
血
統
と

教
養
と
い
う
形
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
の
継
承
者
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
強
く
す
る
の
で
あ
る
。
明
石
の
姫
君
の
入
内
と
将
来
の
立
后
の

正
統
性
を
付
与
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
薫
物
の
用
意
が
必
要
と
さ
れ

た
の
で
あ
る（

（
（

。

　

そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
に
准
拠
と
し
て
登
場
す
る
人
名
は
、
仁
明
天
皇
や

宇
多
天
皇
に
関
係
す
る
人
物
に
集
中
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
人
名
を
出

す
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
明
瞭
に
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
明
石
の

一
族
の
血
脈
を
規
定
し
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
皇
族
に
伝
わ
る
薫
物
の
調
合
法
を
明
石
の
君
が
知
り

え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
石
の
君
は
筝
の
琴
の
伝
承
に
お
い
て
、「
延
喜

の
御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
こ
と
三
代
に
な
ん
な
り
は
べ
り
ぬ
る
を
」（
明

石
②
─
二
四
二
）、「
か
の
前
大
王
の
御
手
に
通
ひ
て
は
べ
れ
」（
同
頁
）

と
明
石
巻
に
あ
る
よ
う
に
、
父
・
明
石
の
入
道
よ
り
教
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る（

（1
（

。
薫
物
の
調
合
に
つ
い
て
も
琴
の
奏
法
と
同
様
に
、
明
石
の

君
は
父
・
入
道
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

皇
族
に
伝
わ
る
薫
物
の
方
と
筝
の
琴
の
奏
法
を
、
ど
こ
で
、
い
つ
、
伝

え
聞
い
た
の
か
は
あ
く
ま
で
推
察
の
域
を
出
な
い
が
、
明
石
の
入
道
が
近

衛
中
将
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
入
道
の
父
が
大
臣
で
あ
っ
た
こ
と
、
明

石
の
尼
君
の
祖
父
が
中
務
卿
宮
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
も
と
も
と
こ
の
一

族
が
上
流
の
出
自
で
あ
る
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

須
磨
巻
に
お
い
て
、
明
石
の
君
の
父
で
あ
る
明
石
の
入
道
は
、「
故
母

御
息
所
は
、
お
の
が
を
ぢ
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
按
察
大
納
言
の
御
む
す
め
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な
り
。」（
須
磨
②
─
二
一
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
自
身
が
光
源
氏
の
遠
縁

に
あ
た
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
光
源
氏
の
母
・
桐
壺
更
衣
（
故
母
御
息

所
）
の
父
で
あ
る
按
察
大
納
言
は
入
道
の
叔
父
に
あ
た
り
、
自
身
の
父
で

あ
る
大
臣
と
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
松
風
巻
に
お
い
て
、
父
で
あ
る
明
石
の
入
道
に
対
し
、
明
石
の

君
の
母
で
あ
る
明
石
の
尼
君
は
、
中
務
宮
の
孫
で
あ
る
こ
と
が
、「
昔
、

母
君
の
御
祖
父
、
中
務
宮
と
聞
こ
え
け
る
が
領
じ
た
ま
ひ
け
る
所
」（
松

風
②
─
三
九
八
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
明
石
の
入
道
が
娘
・
明
石
の
君
の

た
め
に
大
堰
の
邸
を
修
築
す
る
場
面
で
の
記
述
で
あ
る
が
、
そ
の
邸
を
領

有
し
て
い
た
の
は
、
尼
君
の
祖
父
で
あ
る
中
務
宮
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
務

宮
に
つ
い
て
『
花
鳥
余
情
』
は
、「
醍
醐
御
子
中
務
卿
兼
明
親
王
山
荘
大

井
河
畔
号
雄
蔵
殿
也
此
親
王
を
明
石
の
上
の
母
君
の
祖
父
と
い
へ
り
」

（『
花
鳥
余
情
』
─
一
三
七
）
と
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
・
中
務
卿
兼
明
親
王

を
明
石
の
尼
君
の
祖
父
で
あ
る
と
す
る
。『
細
流
抄
』
で
は
、「
あ
か
し
の

あ
ま
の
お
ほ
ち
中
務
宮
也
兼
明
親
王
に
擬
し
て
か
け
る
歟
」（『
細
流
抄
』

─
一
五
九（

（（
（

）
と
、
明
石
の
尼
君
の
祖
父
・
中
務
宮
は
兼
明
親
王
に
擬
さ
れ

て
い
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
古
注
は
、
明
石
の
尼
君
の
祖
父
で
あ
る
中

務
宮
は
、
醍
醐
天
皇
の
第
十
六
皇
子
で
あ
る
兼
明
親
王
に
准
拠
す
る
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
兼
明
親
王
が
中
務
卿
を
辞
し
た
後
、
嵯
峨
野
に
山

荘
を
造
営
し
隠
棲
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
明
石
の
尼
君
の
祖
父
・
中

務
宮
に
、
兼
明
親
王
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
史

実
と
古
註
の
指
摘
に
加
え
、
前
に
も
引
い
た
「
か
の
前
大
王
の
御
手
に
通

ひ
て
は
べ
れ
」
と
い
う
伝
承
経
路
の
記
述
も
踏
ま
え
れ
ば
、
明
石
の
尼
君

の
家
系
は
、
醍
醐
天
皇
に
連
な
る
皇
族
の
出
自
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、
明
石
の
地
で
生
れ
、
そ
の
地
で
養
育
さ
れ
た
明
石
の
君
か
ら

生
れ
た
明
石
の
姫
君
は
劣
り
腹
で
あ
る
も
の
の
、
母
・
明
石
の
君
の
家
系

を
辿
る
と
、
母
方
も
醍
醐
天
皇
に
連
な
る
家
系
な
の
で
あ
っ
た
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
始
発
・
桐
壺
巻
か
ら
松
風
巻
あ
た
り
ま
で
の
物
語
に

お
い
て
は
、
桐
壺
帝
は
醍
醐
天
皇
に
、
そ
の
皇
子
で
あ
る
光
源
氏
は
、
源

高
明
や
兼
明
親
王
と
い
っ
た
准
拠
の
枠
組
み
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
桐
壺

更
衣
の
父
・
按
察
大
納
言
と
明
石
の
入
道
の
父
・
大
臣
の
兄
弟
の
家
系
に

つ
い
て
、
秋
山
虔
が
「
溯
源
す
れ
ば
帝
と
祖
を
一
に
す
る
王
家
流
に
属
す

る（
（1
（

」
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
よ
う
な
見
方
と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
明

石
の
地
に
土
着
し
た
受
領
と
い
う
に
留
ま
ら
な
い
明
石
の
一
族
の
背
景
と

し
て
、
作
者
が
想
定
し
て
い
た
出
自
が
見
え
て
く
る
。
源
氏
と
明
石
の
君

と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
で
あ
る
明
石
の
姫
君
が
、
藤
裏
葉
巻
に
て
朱
雀
系

の
春
宮
に
入
内
す
る
に
あ
た
り
、
光
源
氏
の
施
し
た
念
入
り
な
支
度
の
過

程
を
描
く
梅
枝
巻
の
薫
物
合
せ
の
場
面
で
は
、『
源
氏
物
語
』
が
描
か
れ
、

享
受
さ
れ
て
い
た
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
人
々
に
尊
崇
さ
れ
て
い
た
、
仁
明

天
皇
や
宇
多
天
皇
と
い
っ
た
歴
代
の
天
皇
の
御
代
を
想
起
さ
せ
る
事
象
が

散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
す
な
わ
ち
、
史
実
に
結
び
つ
く
表
現
が
頻
出
し

て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
王
家
、
そ
し
て
醍
醐
帝
に
連
な
る
明
石
の
姫
君
の

持
つ
血
筋
を
読
者
に
再
度
想
起
さ
せ
、
将
来
の
立
后
の
正
統
性
を
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
先
帝
の
四
の
宮
で
あ
る
藤
壺
中
宮
が
、

桐
壺
帝
の
女
御
と
し
て
入
内
し
た
の
ち
に
立
后
し
、
桐
壺
帝
の
弟
・
前
坊
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の
娘
で
あ
る
秋
好
中
宮
は
冷
泉
帝
に
入
内
し
立
后
し
た
。
そ
し
て
後
に
、

明
石
の
姫
君
は
今
上
帝
の
中
宮
と
し
て
立
后
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
皇
統
に
連
な
る
女
君
が
三
代
続
け
て
立
后
し
て
い
る
。
薫
物
合

せ
に
お
け
る
明
石
の
姫
君
の
血
筋
に
関
す
る
記
述
に
は
、
藤
壺
や
秋
好
中

宮
に
劣
ら
ぬ
高
貴
な
血
統
と
し
て
位
置
付
け
る
意
図
、
そ
し
て
、
皇
統
に

連
な
る
女
性
の
入
内
お
よ
び
立
后
を
正
統
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
論
理

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

　

桐
壺
帝
の
皇
子
で
あ
る
源
氏
の
人
物
造
形
や
、
桐
壺
更
衣
と
同
族
で
あ

る
と
い
う
設
定
の
下
に
明
石
の
一
族
の
出
自
を
語
る
松
風
巻
の
叙
述
で
は
、

延
喜
の
帝
と
そ
の
周
囲
へ
の
准
拠
と
い
う
枠
組
み
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

し
か
る
に
、
梅
枝
巻
で
は
准
拠
の
時
代
を
遡
る
よ
う
に
、
仁
明
・
宇
多
帝

を
意
識
し
た
歴
史
的
背
景
が
敷
設
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
こ

と
は
、
明
石
の
姫
君
の
入
内
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
る
新
し
い
時
代
の
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
に
お
け
る
時
代
設
定
に
微
妙
な
変
更

を
加
え
よ
う
と
す
る
物
語
作
者
の
意
図
の
表
れ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
内
に
お
け
る
皇
統
の
系
譜
は
、
桐
壺
帝
─
朱
雀
帝
─
冷

泉
帝
─
今
上
帝
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
桐
壺
帝
の
譲
位
に
伴
い
、
葵
巻

で
す
で
に
即
位
し
て
い
た
朱
雀
帝
の
東
宮
に
は
、
表
向
き
は
桐
壺
帝
の
第

十
皇
子
だ
が
、
実
際
は
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
に
よ
っ
て
産
ま
れ
た
冷
泉

帝
が
立
坊
し
た
。
朱
雀
帝
は
澪
標
巻
で
譲
位
し
、
冷
泉
帝
が
即
位
、
朱
雀

帝
の
皇
子
が
立
坊
し
た
。
梅
枝
巻
の
時
点
で
は
そ
の
冷
泉
帝
が
在
位
し
、

次
代
の
帝
で
あ
る
東
宮
へ
明
石
の
姫
君
が
入
内
す
る
た
め
の
準
備
が
描
か

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
梅
枝
巻
は
、
冷
泉
皇
統
が
皇
嗣
の
な
い
ま
ま
断
絶

し
、
朱
雀
院
の
皇
子
で
あ
る
東
宮
に
明
石
の
姫
君
が
入
内
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
朱
雀
皇
統
が
継
続
す
る
と
い
う
将
来
の
皇
統
譜
の
流
れ
が
見
通

せ
る
段
階
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
皇
統
の
変
化
の
兆
し
を
描
く
に
伴
っ
て
、

そ
れ
ま
で
の
醍
醐
朝
准
拠
と
い
う
枠
組
み
が
、
薫
物
の
相
伝
に
お
い
て
重

要
な
画
期
と
な
っ
た
仁
明
朝
か
ら
宇
多
朝
と
い
う
時
代
背
景
へ
微
妙
に
ず

ら
さ
れ
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
、
物
語
の
内
容
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
構
想
の
捉
え
直
し
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
姫
君
の
入

内
に
伴
う
薫
物
の
準
備
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
時
代
背
景
の
描
写
は
、
単

な
る
姫
君
の
権
威
付
け
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
物
語
の
片
隅

に
位
置
し
て
い
た
明
石
の
姫
君
が
物
語
世
界
の
中
心
に
据
え
ら
れ
、
明
石

の
姫
君
入
内
に
伴
う
新
た
な
時
代
の
始
ま
り
の
た
め
に
も
欠
か
せ
な
い
重

要
な
要
素
な
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
准
拠
の
枠
組
み
の
置
き
換

え
は
、
明
石
の
姫
君
の
入
内
と
そ
の
後
の
立
后
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る

新
た
な
物
語
の
構
想
を
、
物
語
が
こ
の
時
点
で
判
然
と
意
識
し
て
い
た
こ

と
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
先
に
描
か
れ
る
明
石
の
姫
君
の
入
内
と
立
后
は
、
次
巻
・

藤
裏
葉
巻
に
お
い
て
光
源
氏
が
皇
統
回
帰
す
る
と
い
う
、『
源
氏
物
語
』

第
一
部
の
長
編
的
構
想
の
終
着
点
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
桐
壺
帝
の
皇
子

と
し
て
生
ま
れ
る
も
、
立
坊
す
る
こ
と
な
く
臣
籍
降
下
し
た
光
源
氏
は
、

「
源
氏
」
の
姓
を
賜
っ
た
。
若
き
日
の
藤
壺
と
の
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
冷
泉
帝
が
即
位
し
た
こ
と
で
、
源
氏
は
潜
在
的
に
王
統
の
脈
絡
に
組
み
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込
ま
れ
て
い
た（

（1
（

。
そ
の
後
、
須
磨
と
い
う
異
境
へ
流
離
し
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、
そ
の
地
で
出
会
っ
た
明
石
の
君
と
の
間
に
生
ま
れ
た
明
石
の
姫

君
を
、
正
妻
格
で
あ
る
紫
の
上
に
託
し
て
養
育
さ
せ
た
。
源
氏
は
こ
の
時

か
ら
姫
君
の
将
来
の
入
内
と
立
后
を
睨
ん
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
少
し
ず

つ
準
備
を
整
え
て
き
た
源
氏
は
、
い
よ
い
よ
姫
君
の
入
内
に
際
し
て
、
皇

統
に
連
な
る
血
脈
を
有
す
る
薫
物
を
用
意
し
、
今
上
帝
の
中
宮
で
あ
る
秋

好
中
宮
に
よ
る
前
例
の
な
い
裳
着
を
実
現
さ
せ
た
。

　

物
語
の
主
題
や
構
想
と
い
う
視
座
に
お
い
て
と
ら
え
直
し
た
時
、
薫
物

合
せ
、
そ
し
て
、
香
り
の
表
象
は
、
物
語
の
主
題
的
連
関
や
構
想
の
継
ぎ

目
と
関
わ
る
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
物
語
に
通
底
す
る
長
編
的
構
想

が
結
実
す
る
藤
裏
葉
巻
の
前
に
置
か
れ
た
梅
枝
巻
に
お
い
て
、
明
石
の
姫

君
の
入
内
準
備
と
し
て
描
か
れ
た
薫
物
合
せ
は
、
姫
君
入
内
の
た
め
だ
け

で
な
く
、
光
源
氏
の
皇
統
回
帰
と
い
う
第
一
部
の
物
語
の
終
着
点
を
迎
え

る
た
め
に
も
、
ま
た
、
そ
の
先
の
物
語
の
可
能
性
を
担
保
す
る
上
で
も
、

重
要
な
意
味
を
も
つ
場
面
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
（
） 

本
稿
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
～
一
九
九
八
年
）
に
拠
り
、
そ
の
巻

名
と
頁
数
を
示
し
た
。
ま
た
、
本
文
中
の
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
。

（
1
） 『
薫
集
類
抄
』
の
引
用
は
、『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
に
拠
る
。『
薫
集
類
抄
』

は
、
十
二
世
紀
に
集
成
さ
れ
た
薫
物
の
史
料
で
、
藤
原
定
長
（
寂
蓮
法
師
・

一
一
三
九
頃
～
一
二
〇
二
）
の
撰
と
も
言
わ
れ
る
。

（
1
） 『
後
伏
見
院
宸
翰
薫
物
方
』
の
引
用
は
、『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
に
拠
る
。

『
後
伏
見
院
宸
翰
薫
物
方
』
は
、
後
伏
見
天
皇
（
一
二
八
八
～
一
三
六
六
）
の

著
作
と
さ
れ
る
香
書
。
練
香
に
関
す
る
細
か
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
1
） 『
花
鳥
余
情
』
の
引
用
は
、
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
第

二
巻
（
武
蔵
野
書
院
、一
九
七
八
年
）
に
拠
り
、頁
数
を
示
し
た
。
ま
た
、「
八

条
の
式
部
卿
」に
つ
い
て
は
、藤
河
家
利
昭「
八
条
の
式
部
卿
に
つ
い
て
」（『
広

島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
』
第
二
七
号
、
一
九
九
七
年
十
二
月
）
に
詳

し
い
。

（
5
） 

藤
河
家
利
昭
「
梅
枝
の
巻
の
「
前
の
朱
雀
院
」
に
つ
い
て
─
史
実
と
物
語

と
の
関
係
」（『
広
島
女
学
院
大
学
大
学
院
言
語
文
化
論
叢
』
第
三
号
、

二
〇
〇
〇
年
三
月
）

（
6
） 

石
田
穰
二
「
く
の
え
香
─
明
石
の
上
の
こ
と
─
」（『
源
氏
物
語
論
集
』
桜

楓
社
、
一
九
七
一
年
）

（
7
） 

鈴
木
日
出
男
「
光
源
氏
の
栄
華
─
光
源
氏
論
⑷
─
」（『
講
座
源
氏
物
語
の

世
界
』
第
六
集
、
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）

　

三
田
村
雅
子
「
梅
花
の
美
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
六
集
、
有
斐
閣
、

一
九
八
一
年
。
後
に
『
源
氏
物
語 

感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
、
一
九
九
六
年
に

所
収
）。

（
8
） 

先
行
研
究
に
お
い
て
、
史
実
上
の
人
物
名
や
事
象
、
お
よ
び
薫
物
や
そ
の

調
合
法
が
梅
枝
巻
で
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
河
添
房
江「
梅
枝
巻
の
光
源
氏
」（『
源
氏
物
語
の
喩
と
王
権
』

有
精
堂
、
一
九
九
二
年
）、
森
野
正
弘
「
源
氏
物
語
の
薫
物
合
せ
に
お
け
る
季

節
と
時
間
」（『
山
口
国
文
』
第
二
六
号
、二
〇
〇
三
年
三
月
）、勝
亦
志
織
「『
源
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氏
物
語
』「
梅
枝
」
巻
の
文
化
戦
略
」（『
日
本
文
学
』
第
五
七
巻
第
六
号
、

二
〇
〇
八
年
六
月
）
な
ど
を
参
照
。

　

本
稿
で
は
、
明
石
の
姫
君
の
入
内
準
備
、
つ
ま
り
調
度
品
の
一
つ
と
し
て
薫

物
が
用
意
さ
れ
た
が
、
な
ぜ
姫
君
の
た
め
に
そ
う
し
た
薫
物
を
用
意
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
問
題
と
し
て
論
じ
た
い
。

（
9
） 

な
お
、
先
行
研
究
で
は
、
梅
枝
巻
に
見
ら
れ
る
実
在
人
物
の
表
記
に
つ
い

て
、
吉
野
誠
「
実
名
表
記
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
№
1（
梅
枝
・

藤
裏
葉
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
が
、「
明
石
の
姫
君
の
入
内
を
よ
り
権
威

づ
け
る
が
、
文
化
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
付
与
す
る
だ
け
で
な
く
、「
聖
代
」
の
理

念
の
直
列
的
継
承
を
印
象
づ
け
る
機
能
を
持
つ
と
い
え
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
実
名
表
記
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
前
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
源
氏
が
明
石
の
姫
君
入
内
に
向
け
た
準
備
を
す
る
中
で
、
皇

統
を
継
承
し
て
い
く
に
相
応
し
い
確
固
た
る
証
左
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
薫

物
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
意
図
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
新

し
い
視
座
を
示
し
た
い
。

（
（1
） 「
延
喜
の
御
手
」
は
醍
醐
天
皇
の
こ
と
で
あ
る
。「
か
の
前
大
王
」
の
「
前

大
王
」
に
関
し
て
は
延
喜
帝
と
と
る
説
と
、
入
道
に
教
授
し
た
親
王
と
と
る

説
が
あ
る
が
、「
御
手
に
通
ひ
て
は
べ
れ
」
に
謙
譲
語
が
な
い
た
め
、
親
王
と

と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（（
） 『
細
流
抄
』
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
七
巻
（
桜
楓
社
、

一
九
八
〇
年
）
に
拠
り
、
頁
数
を
示
し
た
。

（
（1
） 

秋
山
虔
「
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
一
集
、

有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
）

（
（1
） 

源
氏
の
調
合
し
た
薫
物
は
「
右
近
の
陣
の
御
溝
水
の
ほ
と
り
に
な
ず
ら
へ

て
、
西
の
渡
殿
の
下
よ
り
出
づ
る
、
汀
近
う
埋
ま
せ
た
ま
へ
る
」（
梅
枝
④
─

四
〇
八
）
と
あ
っ
た
。『
薫
集
類
抄
下
』
に
は
薫
物
を
埋
め
る
日
数
に
つ
い
て
、

「
同
御
時
。
被
埋
右
近
陣
御
溝
邊
地
。
後
代
相
傳
不
變
其
處
云
云
。」（『
薫
集

類
抄
下
』
─
五
五
〇
）
と
あ
る
。「
同
御
時
」
は
「
承
和
」
の
こ
と
で
、
こ
う

し
た
記
述
に
お
い
て
も
、
仁
明
天
皇
の
治
世
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。

（
（1
） 

鈴
木
日
出
男
『
源
氏
物
語
へ
の
道
』（
小
学
館
、
一
九
九
八
年
）

（
た
け
い
・
た
つ
ゆ
き
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


