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一
　
は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
方
面
か
ら
優
れ
た
業
績
が
蓄
積
し

て
き
た ）

1
（

。
し
か
し
、
古
代
中
国
と
日
本
に
お
け
る
古
典
意
象
論
か
ら
見
る
と
、
ま

だ
新
た
に
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
。
意
象
論
は
人
間
の
心
意
と
物
象
を
融
合
し
た
審

美
的
な
方
法
で
あ
る ）

2
（

。
こ
の
観
点
か
ら
若
紫
巻
に
関
す
る
物
語
の
構
成
や
登
場
人

物
の
造
型
の
方
法
を
考
察
し
て
み
た
い
。

若
紫
巻
の
物
語
は
、
主
人
公
で
あ
る
十
八
歳
の
源
氏
が
「
わ
ら
は
病
」
に
か
か
り
、

病
気
を
治
す
た
め
に
北
山
を
訪
れ
、
そ
の
際
、
藤
壺
と
似
て
い
る
少
女
を
垣
間
見
た
。

こ
の
少
女
は
母
が
亡
く
な
り
祖
母
の
尼
君
の
と
こ
ろ
に
生
活
し
て
い
る
。
少
女
の
父

は
藤
壺
の
兄
の
式
部
卿
宮
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
少
女
が
藤
壺
に
似
て
い

る
理
由
は
血
縁
で
あ
る
が
、
ま
た
興
味
深
い
こ
と
は
、
祖
母
や
源
氏
ら
が
少
女
の
こ

と
を
「
若
草
」
や
「
初
草
」
と
し
て
和
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
つ
ま
り
少
女
の
こ
と
を
草

に
比
喩
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
は
祖
母
の
尼
君
と
相
談
し
、
こ
の
若

草
の
よ
う
な
少
女
を
引
き
取
り
二
条
院
に
迎
え
、
少
女
を
養
う
こ
と
を
決
心
し
た
の

『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
意
象
考
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で
あ
る
。
こ
の
少
女
は
の
ち
の
源
氏
と
一
生
を
伴
う
紫
上
と
い
う
女
性
で
あ
る
。

こ
こ
で
留
意
し
た
い
こ
と
は
、
源
氏
自
身
の
心
の
中
に
恋
の
悩
み
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
桐
壺
巻
か
ら
発
生
し
た
源
氏
と
藤
壺
の
恋
の
問
題
で
あ
る
。

し
か
も
若
紫
巻
で
は
藤
壺
が
源
氏
の
子
供
を
懐
妊
し
て
い
た
の
で
、
藤
壺
は
源
氏
を

避
け
、
源
氏
は
恋
し
い
藤
壺
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
日
々
湧
き
上
が
っ

て
く
る
思
慕
を
満
た
す
方
法
が
な
い
源
氏
で
あ
る
。
帚
木
巻
か
ら
頭
中
将
な
ど
の
先

輩
の
経
験
を
受
け
て
、
源
氏
は
空
蟬
と
い
う
女
性
に
出
会
っ
た
が
、
こ
の
女
性
に
拒

絶
さ
れ
た
。
ま
た
頭
中
将
と
の
間
に
娘
を
持
つ
夕
顔
を
と
会
っ
た
が
、
夕
顔
は
急
に

亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
心
境
の
中
で
若
紫
巻
の
幕
が
開
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

究
明
し
た
い
疑
問
は
な
ぜ
「
若
紫
」
な
の
か
。「
若
」
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。

な
ぜ
少
女
を
草
に
比
喩
す
る
の
か
。
な
ぜ
作
者
が
「
紫
草
」に
注
目
し
た
の
か
。
い
っ

た
い
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
な
ぜ
源
氏
が
強
い
て
紫

草
の
少
女
を
奪
い
二
条
院
に
迎
え
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
稿
は
、

古
典
意
象
論
の
視
点
か
ら
改
め
て
試
み
て
み
た
い
。
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二
　
先
行
研
究
と
問
題
の
提
起
：
な
ぜ
草
を
少
女
に
喩

若
紫
巻
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
最
も
重
要
な
巻
の
一
つ
で
あ
る ）

3
（

。

で
は
、
先
行
研
究
の
中
で
如
何
に
若
紫
巻
を
解
読
さ
れ
て
き
た
の
か
。
主
な
論
点

を
確
認
し
て
み
た
い
。

ま
ず
巻
名
の
若
紫
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
玉
上 

琢
彌
は
『
源
氏
物
語
評
釈
』
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

巻
名
は
作
者
が
命
名
し
た
の
だ
、
と
考
え
る
と
、「
わ
か
む
ら
さ
き
」
の
巻

名
に
、
作
者
の
意
図
を
よ
む
試
み
を
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
語
「
わ

か
む
ら
さ
き
」
は
『
伊
勢
物
語
』
初
段
に
初
め
て
見
え
る
。『
後
撰
集
』
に
、「
武

蔵
野
は
袖
ひ
づ
ば
か
り
分
け
し
か
ど
若
紫
は
尋
ね
わ
び
に
き
」（
巻
十
六
、
雑

歌
二
、一
一
七
八
）
と
「
ま
だ
き
か
ら
思
ひ
こ
き
色
に
そ
め
む
と
や
若
紫
の
根

を
尋
ぬ
ら
む
」（
巻
十
八
、
雑
歌
四
、一
二
七
八
）
と
い
う
二
首
が
見
え
る
。
と

も
に
、
題
し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
、
で
あ
る
。
こ
の
『
後
撰
集
』
の
歌
も
、『
伊

勢
物
語
』
の
歌
に
依
る
も
の
で
あ
る ）

4
（

。

玉
上
は
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
と
『
後
撰
集
』「
若
紫
」
は
い
ず
れ
も
『
伊
勢
物
語
』

初
段
か
ら
出
典
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
玉
上
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
の
構
想
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

い
ま
、
作
者
は
、
巻
名
を
「
わ
か
む
ら
さ
き
」
と
記
し
、
読
者
に
『
伊
勢
物

語
』第
一
段
を
想
起
せ
し
め
る
。
出
典
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。
い
ま
、作
者
は
、

読
者
の
期
待
の
う
ち
に
、
出
典
を
離
れ
る
。
読
者
は
、
巻
頭
の
一
語
か
ら
、『
伊

勢
物
語
』
初
段
を
想
起
し
つ
つ
、
そ
れ
と
の
相
違
点
を
注
意
ぶ
か
く
数
え
て
ゆ

か
な
く
て
は
な
ら
な
い ）

5
（

。

念
の
た
め
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
確
認
の
便
宜
上
、

初
段
の
本
文
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。引
用
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

　

む
か
し
、
男を

と
こ

、
初う

ひ
か
う
ぶ
り冠

し
て
、
奈
良
の
京き

や
う

春か
す
が日

の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
、

狩か
り

に
い
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女を

ん
な

は
ら
か
ら
す
み
け
り
。

こ
の
男
か
い
ま
み
て
け
り
。
思
ほ
え
ず
、
ふ
る
里
に
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り

け
れ
ば
、
心こ

こ
ち地

ま
ど
ひ
に
け
り
。
男
の
、
着
た
り
け
る
狩か

り

衣ぎ
ぬ

の
裾す

そ

を
き
り
て
、

歌
を
書
き
て
や
る
。
そ
の
男
、
信し

の
ぶ
す
り

夫
摺
の
狩
衣
を
な
む
着
た
り
け
る
。

春か
す
が
の

日
野
の
若
む
ら
さ
き
の
す
り
ご
ろ
も
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず

と
な
む
お
ひ
つ
き
て
い
ひ
や
り
け
る
。
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
と
も
や
思
ひ

け
む
。み

ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な

く
に

と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
な
り
。
昔む

か
し
び
と人

は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け

る ）
6
（

。

都
の
男
が
垣
間
見
た
女
に
心
が
惹
か
れ
て
、
自
ら
の
若
紫
の
摺
り
衣
に
歌
を
書
い

て
、
女
に
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
歌
語
と
し
て
の
「
若
紫
」
は
「
若
紫
」
の
巻
名
と
一
致

し
、
ま
た
若
紫
巻
の
源
氏
も
最
初
に
垣
間
見
た
少
女
の
行
為
も
『
伊
勢
物
語
』
と
似

て
い
る
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
玉
上
の
指
摘
は
否
定
で
き
な
い
が
、で
は
具
体
的
に
「
若

紫
」は
ど
う
い
う
意
味
を
内
包
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
伊
勢
物
語
』

初
段
の
若
紫
は
何
を
指
し
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。例
え
ば
、

福
井
貞
助
は
頭
注
の
中
で
、「
わ
か
む
ら
さ
き
」
は
、「
若
々
し
い
紫
草 ）

7
（

」
と
注
記
し

て
い
る
。
同
様
な
注
釈
は
他
の
『
伊
勢
物
語
』
注
釈
に
も
見
ら
れ ）

8
（

、
こ
の
よ
う
な
解

釈
は
す
で
に
古
註
釈
か
ら
も
見
え
る
。
例
え
ば
、
北
村
季
吟
の
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』

の
中
に
次
の
よ
う
な
注
釈
が
あ
る
。

紫
は
草
の
名
也
。
武
蔵
野
に
あ
り
。
春
日
野
に
も
な
ど
か
な
か
ら
ん ）

9
（

紫
草
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫
は
『
伊
勢
物
語
私
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て

い
る
。

（3）

『源氏物語』「若紫」意象考

わ
か
む
ら
さ
き　

紫
草
の
、
若
い
根
の
色
の
深
く
な
い
の
を
取
っ
て
、
色
々
す

り
出
す
の
が
、「
わ
か
紫
の
す
り
衣
」で
あ
る
。
野
に
は
紫
草
が
あ
る
か
ら
し
て
、

春
日
野
の
と
言
う
た
の
で
、
何
も
紫
草
が
春
日
野
村
の
産
物
に
限
つ
た
こ
と
で

は
な
い ）

10
（

。

以
上
の
如
く
、
若
紫
巻
の
「
若
紫
」
の
由
来
は
『
伊
勢
物
語
』
初
段
と
深
く
関
係
が

あ
り
、
ま
た
「
若
紫
」
の
意
味
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
の
通
り
に
紫
の
色
の
草
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
紫
草
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
素
朴
な
疑
問
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
な
ぜ
作
者
が
「
若
紫
」
を

紫
草
に
断
り
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
論
じ
で
お
き
た
い
が
、

と
り
あ
え
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
若
紫
巻
の
草
を
少
女
に
指
す
と
い
う
場
面
を
取
り

上
げ
て
確
認
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
次
の
よ
う
な
六
つ
の
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
本
文
に
A
、
B
、
C
、
D
、
E
、
F
を
付
け
て
お
く
。
引
用
文
は
、
阿
部
秋
生
・

秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
』
①

（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。
引
用
文
の
文
末
の
（　

）
に
は
該
当
す
る
巻
名
・

頁
数
を
示
し
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
字
体
は
稿
者
が
付
け
た
。
以
下
同
。

A
幼を
さ
な
ご
こ
ち

心
地
に
も
、
さ
す
が
に
う
ち
ま
も
り
て
、
伏
し
目
に
な
り
て
う
つ
ぶ
し
た
る

に
、
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
髪
つ
や
つ
や
と
め
で
た
う
見
ゆ
。

生お

ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
ん
そ
ら
な
き

 

（
若
紫
・
二
〇
八
頁
）

B
ま
た
ゐ
た
る
大お

と
な人
、「
げ
に
」
と
う
ち
泣
き
て
、

初は
つ
く
さ草

の
生
ひ
ゆ
く
末す

ゑ

も
知
ら
ぬ
間ま

に
い
か
で
か
露
の
消
え
ん
と
す
ら
む

　

と
聞
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
僧そ
う
づ都
あ
な
た
よ
り
来
て
、「
こ
な
た
は
あ
ら
は
に
や
は

べ
ら
む
。
今け

ふ日
し
も
端は
し

に
お
は
し
ま
し
け
る
か
な
。

 

（
右
同
）

C
う
ち
出
で
む
声こ

わ

づ
か
ひ
も
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、「
い
か
な
る
方か
た

の
御
し
る
べ
に

か
は
。
お
ぼ
つ
か
な
く
」
と
聞
こ
ゆ
。「
げ
に
、
う
ち
つ
け
な
り
と
お
ぼ
め
き

た
ま
は
む
も
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、

初は
つ
く
さ草

の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
つ
ゆ
ぞ
か
わ
か
ぬ

　

と
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
む
や
」
と
の
た
ま
ふ
。

 

（
若
紫
・
二
一
五
〜
二
一
六
頁
）

D
入
り
て
聞
こ
ゆ
。「
あ
な
、
い
ま
め
か
し
。
こ
の
君
や
世
づ
い
た
る
ほ
ど
に
お

は
す
る
と
ぞ
思
す
ら
ん
。
さ
る
に
て
は
、
か
の
若
草
を
、
い
か
で
聞
い
た
ま
へ

る
こ
と
ぞ
」
と
さ
ま
ざ
ま
あ
や
し
き
に
心
乱
れ
て
、
久
し
う
な
れ
ば
、
情な
さ
け

な

し
と
て
、

「
枕
ゆ
ふ
今こ

よ
ひ宵

ば
か
り
の
露
け
さ
を
深み

や
ま山

の
苔こ

け

に
く
ら
べ
ざ
ら
な
む

　

ひ
が
た
う
は
べ
る
も
の
を
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

 

（
若
紫
・
二
一
六
〜
二
一
七
頁
）

E
こ
の
若
草
の
生お

ひ
出
で
む
ほ
ど
の
な
ほ
ゆ
か
し
き
を
、
似
げ
な
い
ほ
ど
と
思
へ

り
し
も
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
、
言
ひ
よ
り
が
た
き
こ
と
に
も
あ
る
か
な
、
い
か
に

か
ま
へ
て
、
た
だ
心
や
す
く
迎
へ
と
り
て
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
見
ん
、
兵ひ
や
う
ぶ部

卿き
や
う
の
み
や宮
は
、
い
と
あ
て
に
な
ま
め
い
た
ま
へ
れ
ど
、
に
ほ
ひ
や
か
に
な
ど
も
あ

ら
ぬ
を
、
い
か
で
か
の
一ひ
と
ぞ
う族
に
お
ぼ
え
た
ま
ふ
ら
む
、
ひ
と
つ
后き
さ
き

腹ば
ら

な
れ
ば

に
や
、
な
ど
思
す
。
ゆ
か
り
い
と
睦む
つ

ま
し
き
に
、
い
か
で
か
、
と
深
う
お
ぼ
ゆ
。

 

（
若
紫
・
二
二
七
〜
二
二
八
頁
）

F
秋
の
夕ゆ
ふ
べ

は
、
ま
し
て
、
心
の
い
と
ま
な
く
思
し
乱
る
る
人
の
御
あ
た
り
に
心

を
か
け
て
、
あ
な
が
ち
な
る
ゆ
か
り
も
た
づ
ね
ま
ほ
し
き
心
ま
さ
り
た
ま
ふ
な

る
べ
し
、「
消
え
ん
そ
ら
な
き
」
と
あ
り
し
夕ゆ
ふ
べ

思
し
出
で
ら
れ
て
、
恋
し
く
も
、

ま
た
、
見
ば
劣
り
や
せ
む
と
さ
す
が
に
あ
や
ふ
し
。

手
に
摘つ

み
て
い
つ
し
か
も
見
む
紫
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野の

べ辺
の
若
草

 

（
若
紫
・
二
三
九
頁
）
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二
　
先
行
研
究
と
問
題
の
提
起
：
な
ぜ
草
を
少
女
に
喩

若
紫
巻
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
最
も
重
要
な
巻
の
一
つ
で
あ
る ）

3
（

。

で
は
、
先
行
研
究
の
中
で
如
何
に
若
紫
巻
を
解
読
さ
れ
て
き
た
の
か
。
主
な
論
点

を
確
認
し
て
み
た
い
。

ま
ず
巻
名
の
若
紫
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
玉
上 

琢
彌
は
『
源
氏
物
語
評
釈
』
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

巻
名
は
作
者
が
命
名
し
た
の
だ
、
と
考
え
る
と
、「
わ
か
む
ら
さ
き
」
の
巻

名
に
、
作
者
の
意
図
を
よ
む
試
み
を
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
語
「
わ

か
む
ら
さ
き
」
は
『
伊
勢
物
語
』
初
段
に
初
め
て
見
え
る
。『
後
撰
集
』
に
、「
武

蔵
野
は
袖
ひ
づ
ば
か
り
分
け
し
か
ど
若
紫
は
尋
ね
わ
び
に
き
」（
巻
十
六
、
雑

歌
二
、一
一
七
八
）
と
「
ま
だ
き
か
ら
思
ひ
こ
き
色
に
そ
め
む
と
や
若
紫
の
根

を
尋
ぬ
ら
む
」（
巻
十
八
、
雑
歌
四
、一
二
七
八
）
と
い
う
二
首
が
見
え
る
。
と

も
に
、
題
し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
、
で
あ
る
。
こ
の
『
後
撰
集
』
の
歌
も
、『
伊

勢
物
語
』
の
歌
に
依
る
も
の
で
あ
る ）

4
（

。

玉
上
は
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
と
『
後
撰
集
』「
若
紫
」
は
い
ず
れ
も
『
伊
勢
物
語
』

初
段
か
ら
出
典
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
玉
上
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
の
構
想
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

い
ま
、
作
者
は
、
巻
名
を
「
わ
か
む
ら
さ
き
」
と
記
し
、
読
者
に
『
伊
勢
物

語
』第
一
段
を
想
起
せ
し
め
る
。
出
典
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。
い
ま
、作
者
は
、

読
者
の
期
待
の
う
ち
に
、
出
典
を
離
れ
る
。
読
者
は
、
巻
頭
の
一
語
か
ら
、『
伊

勢
物
語
』
初
段
を
想
起
し
つ
つ
、
そ
れ
と
の
相
違
点
を
注
意
ぶ
か
く
数
え
て
ゆ

か
な
く
て
は
な
ら
な
い ）

5
（

。

念
の
た
め
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
確
認
の
便
宜
上
、

初
段
の
本
文
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。引
用
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

　

む
か
し
、
男を

と
こ

、
初う

ひ
か
う
ぶ
り冠

し
て
、
奈
良
の
京き

や
う

春か
す
が日

の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
、

狩か
り

に
い
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女を

ん
な

は
ら
か
ら
す
み
け
り
。

こ
の
男
か
い
ま
み
て
け
り
。
思
ほ
え
ず
、
ふ
る
里
に
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り

け
れ
ば
、
心こ

こ
ち地

ま
ど
ひ
に
け
り
。
男
の
、
着
た
り
け
る
狩か

り

衣ぎ
ぬ

の
裾す

そ

を
き
り
て
、

歌
を
書
き
て
や
る
。
そ
の
男
、
信し

の
ぶ
す
り

夫
摺
の
狩
衣
を
な
む
着
た
り
け
る
。

春か
す
が
の

日
野
の
若
む
ら
さ
き
の
す
り
ご
ろ
も
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず

と
な
む
お
ひ
つ
き
て
い
ひ
や
り
け
る
。
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
と
も
や
思
ひ

け
む
。み

ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な

く
に

と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
な
り
。
昔む

か
し
び
と人

は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け

る ）
6
（

。

都
の
男
が
垣
間
見
た
女
に
心
が
惹
か
れ
て
、
自
ら
の
若
紫
の
摺
り
衣
に
歌
を
書
い

て
、
女
に
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
歌
語
と
し
て
の
「
若
紫
」
は
「
若
紫
」
の
巻
名
と
一
致

し
、
ま
た
若
紫
巻
の
源
氏
も
最
初
に
垣
間
見
た
少
女
の
行
為
も
『
伊
勢
物
語
』
と
似

て
い
る
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
玉
上
の
指
摘
は
否
定
で
き
な
い
が
、で
は
具
体
的
に
「
若

紫
」は
ど
う
い
う
意
味
を
内
包
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
伊
勢
物
語
』

初
段
の
若
紫
は
何
を
指
し
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。例
え
ば
、

福
井
貞
助
は
頭
注
の
中
で
、「
わ
か
む
ら
さ
き
」
は
、「
若
々
し
い
紫
草 ）

7
（

」
と
注
記
し

て
い
る
。
同
様
な
注
釈
は
他
の
『
伊
勢
物
語
』
注
釈
に
も
見
ら
れ ）

8
（

、
こ
の
よ
う
な
解

釈
は
す
で
に
古
註
釈
か
ら
も
見
え
る
。
例
え
ば
、
北
村
季
吟
の
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』

の
中
に
次
の
よ
う
な
注
釈
が
あ
る
。

紫
は
草
の
名
也
。
武
蔵
野
に
あ
り
。
春
日
野
に
も
な
ど
か
な
か
ら
ん ）

9
（

紫
草
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫
は
『
伊
勢
物
語
私
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て

い
る
。

（3）

『源氏物語』「若紫」意象考

わ
か
む
ら
さ
き　

紫
草
の
、
若
い
根
の
色
の
深
く
な
い
の
を
取
っ
て
、
色
々
す

り
出
す
の
が
、「
わ
か
紫
の
す
り
衣
」で
あ
る
。
野
に
は
紫
草
が
あ
る
か
ら
し
て
、

春
日
野
の
と
言
う
た
の
で
、
何
も
紫
草
が
春
日
野
村
の
産
物
に
限
つ
た
こ
と
で

は
な
い ）

10
（

。

以
上
の
如
く
、
若
紫
巻
の
「
若
紫
」
の
由
来
は
『
伊
勢
物
語
』
初
段
と
深
く
関
係
が

あ
り
、
ま
た
「
若
紫
」
の
意
味
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
の
通
り
に
紫
の
色
の
草
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
紫
草
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
素
朴
な
疑
問
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
な
ぜ
作
者
が
「
若
紫
」
を

紫
草
に
断
り
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
論
じ
で
お
き
た
い
が
、

と
り
あ
え
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
若
紫
巻
の
草
を
少
女
に
指
す
と
い
う
場
面
を
取
り

上
げ
て
確
認
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
次
の
よ
う
な
六
つ
の
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
本
文
に
A
、
B
、
C
、
D
、
E
、
F
を
付
け
て
お
く
。
引
用
文
は
、
阿
部
秋
生
・

秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
』
①

（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。
引
用
文
の
文
末
の
（　

）
に
は
該
当
す
る
巻
名
・

頁
数
を
示
し
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
字
体
は
稿
者
が
付
け
た
。
以
下
同
。

A
幼を
さ
な
ご
こ
ち

心
地
に
も
、
さ
す
が
に
う
ち
ま
も
り
て
、
伏
し
目
に
な
り
て
う
つ
ぶ
し
た
る

に
、
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
髪
つ
や
つ
や
と
め
で
た
う
見
ゆ
。

生お

ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
ん
そ
ら
な
き

 

（
若
紫
・
二
〇
八
頁
）

B
ま
た
ゐ
た
る
大お

と
な人
、「
げ
に
」
と
う
ち
泣
き
て
、

初は
つ
く
さ草

の
生
ひ
ゆ
く
末す

ゑ

も
知
ら
ぬ
間ま

に
い
か
で
か
露
の
消
え
ん
と
す
ら
む

　

と
聞
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
僧そ
う
づ都
あ
な
た
よ
り
来
て
、「
こ
な
た
は
あ
ら
は
に
や
は

べ
ら
む
。
今け

ふ日
し
も
端は
し

に
お
は
し
ま
し
け
る
か
な
。

 

（
右
同
）

C
う
ち
出
で
む
声こ

わ

づ
か
ひ
も
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、「
い
か
な
る
方か
た

の
御
し
る
べ
に

か
は
。
お
ぼ
つ
か
な
く
」
と
聞
こ
ゆ
。「
げ
に
、
う
ち
つ
け
な
り
と
お
ぼ
め
き

た
ま
は
む
も
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、

初は
つ
く
さ草

の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
つ
ゆ
ぞ
か
わ
か
ぬ

　

と
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
む
や
」
と
の
た
ま
ふ
。

 

（
若
紫
・
二
一
五
〜
二
一
六
頁
）

D
入
り
て
聞
こ
ゆ
。「
あ
な
、
い
ま
め
か
し
。
こ
の
君
や
世
づ
い
た
る
ほ
ど
に
お

は
す
る
と
ぞ
思
す
ら
ん
。
さ
る
に
て
は
、
か
の
若
草
を
、
い
か
で
聞
い
た
ま
へ

る
こ
と
ぞ
」
と
さ
ま
ざ
ま
あ
や
し
き
に
心
乱
れ
て
、
久
し
う
な
れ
ば
、
情な
さ
け

な

し
と
て
、

「
枕
ゆ
ふ
今こ

よ
ひ宵

ば
か
り
の
露
け
さ
を
深み

や
ま山

の
苔こ

け

に
く
ら
べ
ざ
ら
な
む

　

ひ
が
た
う
は
べ
る
も
の
を
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

 

（
若
紫
・
二
一
六
〜
二
一
七
頁
）

E
こ
の
若
草
の
生お

ひ
出
で
む
ほ
ど
の
な
ほ
ゆ
か
し
き
を
、
似
げ
な
い
ほ
ど
と
思
へ

り
し
も
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
、
言
ひ
よ
り
が
た
き
こ
と
に
も
あ
る
か
な
、
い
か
に

か
ま
へ
て
、
た
だ
心
や
す
く
迎
へ
と
り
て
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
見
ん
、
兵ひ
や
う
ぶ部

卿き
や
う
の
み
や宮
は
、
い
と
あ
て
に
な
ま
め
い
た
ま
へ
れ
ど
、
に
ほ
ひ
や
か
に
な
ど
も
あ

ら
ぬ
を
、
い
か
で
か
の
一ひ
と
ぞ
う族
に
お
ぼ
え
た
ま
ふ
ら
む
、
ひ
と
つ
后き
さ
き

腹ば
ら

な
れ
ば

に
や
、
な
ど
思
す
。
ゆ
か
り
い
と
睦む
つ

ま
し
き
に
、
い
か
で
か
、
と
深
う
お
ぼ
ゆ
。

 

（
若
紫
・
二
二
七
〜
二
二
八
頁
）

F
秋
の
夕ゆ
ふ
べ

は
、
ま
し
て
、
心
の
い
と
ま
な
く
思
し
乱
る
る
人
の
御
あ
た
り
に
心

を
か
け
て
、
あ
な
が
ち
な
る
ゆ
か
り
も
た
づ
ね
ま
ほ
し
き
心
ま
さ
り
た
ま
ふ
な

る
べ
し
、「
消
え
ん
そ
ら
な
き
」
と
あ
り
し
夕ゆ
ふ
べ

思
し
出
で
ら
れ
て
、
恋
し
く
も
、

ま
た
、
見
ば
劣
り
や
せ
む
と
さ
す
が
に
あ
や
ふ
し
。

手
に
摘つ

み
て
い
つ
し
か
も
見
む
紫
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野の

べ辺
の
若
草

 

（
若
紫
・
二
三
九
頁
）
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が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
初
草
」
は

二
例
全
て
、
紫
上
を
指
す
。「
若
草
」
は
八
例
中
の
四
例
は
こ
の
巻
で
紫
上
を
、

他
の
四
例
の
う
ち
紅
葉
賀
巻
「
大お

ほ
い
ど
の殿

に
は
、
騒
が
れ
た
ま
ふ
、
い
と
ど
か
の
若

草
尋
ね
と
り
た
ま
ひ
し
を
、「
二
条
院
に
は
人
迎
へ
給
ふ
な
り
」
と
人
の
き
こ

え
け
れ
ば
」（
①
三
一
六
）
の
例
は
、紫
上
で
あ
る
。
他
の
三
例
は
、胡
蝶
巻
「
う

ち
と
け
て
ね
も
み
ぬ
も
の
を
若
草
の
こ
と
あ
り
顔
に
む
す
ぼ
ほ
る
ら
む
」（
③

一
九
〇
）
は
、
慕
情
を
告
白
し
た
源
氏
が
詠
ん
だ
歌
で
、
玉
鬘
の
こ
と
、
柏
木

巻
「
庭
も
や
う
や
う
青
み
出
づ
る
若
草
み
え
わ
た
り
」（
④
三
三
六
）
と
あ
る

の
は
植
物
、
さ
ら
に
総
角
巻
の
「
若
草
の
ね
み
む
も
の
と
は
思
は
ね
ど
む
す
ぼ

ほ
れ
た
る
心
地
こ
そ
す
れ
」（
⑤
三
〇
五
）
は
、
匂
宮
が
戯
れ
に
（
禁
忌
へ
の

危
惧
を
込
め
つ
つ
）
詠
ん
だ
歌
で
、
女
一
宮
を
指
す
。
若
紫
巻
に
お
い
て
、
こ

の
「
若
草
」「
初
草
」
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る
。

　

前
に
贈
答
の
場
面
を
垣
間
見
た
光
源
氏
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
尼
君
方
の

女
房
に「
初は

つ
く
さ草

の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
つ
ゆ
ぞ
か
わ
か
ぬ
」

（
①
二
一
六
）
と
消
息
の
伝
言
を
頼
む
、
そ
れ
を
い
ぶ
か
し
む
尼
君
が
「
…
…

か
の
若
草
を
、
い
か
で
聞
い
た
ま
へ
る
こ
と
ぞ
」（
同
）
と
思
う
場
面
が
、
続

い
て
次
に
あ
る
。
前
段
の
「
若
草
」「
初
草
」
を
、「
初
草
」「
若
草
」
と
逆
に

し
た
躰
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、「
初
草
の
若
葉
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、

光
源
氏
の
贈
歌
は
、「
初
草
」「
若
草
」
を
合
体
さ
せ
た
趣
も
な
い
で
は
な
い
。

だ
か
ら
、
尼
君
の
答
歌
「
枕
ゆ
ふ
今こ

よ
ひ宵

ば
か
り
の
露
け
さ
を
深み

や
ま山

の
苔
に
く
ら

べ
ざ
ら
な
む
」（
同
）
に
、
両
語
が
見
え
な
い
の
で
も
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
光

源
氏
の
贈
歌
を
故
意
に
は
ぐ
ら
か
し
た
の
で
は
あ
る
が
。
そ
し
て
、
三
番
目
の

例
に
お
い
て
は
、
始
め
の
贈
答
と
光
源
氏
の
思
い
に
分
断
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、
合
体
す
る
よ
う
な
叙
述
を
生
ん
で
い
る
。「
こ
の
若
草
の
生
ひ
出
て
む
ほ

ど
の
な
ほ
ゆ
か
し
き
を
（
略
）
迎
へ
取
り
て
、明
け
暮
れ
の
慰
め
に
見
ん
（
略
）

右
の
A
、
B
、
C
、
D
、
E
、
F
の
六
箇
所
に
は
、
若
草
は
（
A
・
D
・
E
・

F
）
四
箇
所
、
初
草
は
（
B
・
C
）
二
箇
所
。
A
「
若
草
」
は
祖
母
の
尼
君
が
和
歌
の

中
で
詠
ん
だ
孫
娘
の
少
女
の
こ
と
。
B
「
初
草
」
は
女
房
が
祖
母
の
尼
君
に
対
す
る

答
歌
の
中
で
詠
ん
だ
A
の
少
女
の
こ
と
。
C
「
初
草
」
は
源
氏
の
歌
の
中
で
詠
ん
だ

A
、
B
の
少
女
の
こ
と
。
D
「
若
草
」
は
前
の
A
、
B
、
C
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
少

女
の
こ
と
。
E
「
若
草
」
は
前
述
し
た
A
〜
D
の
少
女
の
こ
と
。
F
「
若
草
」
は
源
氏

が
和
歌
の
中
で
詠
ん
だ
A
〜
E
の
少
女
の
こ
と
。
こ
れ
ら
の
A
〜
F
の
「
若
草
」
と

「
初
草
」
の
意
味
は
す
べ
て
草
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
尼
君
の
孫
娘
の
少
女
を
指
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
A
と
B
の
間
に
表
し
た
「
若
草
」
と
「
初
草
」
と
い
う

表
現
に
つ
い
て
、
鈴
木
宏
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

歌
こ
と
ば
「
若
草
」
と
「
初
草
」
に
つ
い
て
補
足
す
る
。「
若
草
」
は
定
着
し

た
歌
こ
と
ば
だ
が
「
初
草
」
は
珍
し
く
、平
安
和
歌
で
は
『
伊
勢
物
語
』
の
一
例
、

若
紫
巻
の
二
例
、「
堀
川
百
首
」
の
一
例
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。『
伊
勢

物
語
』
四
十
九
段
で
は
、兄
の
「
若
草
」
を
受
け
て
妹
が
「
初
草
」
と
返
す
が
、

「
初
草
の
」
は
「
め
づ
ら
し
き
」
に
掛
か
る
枕
詞
で
あ
る
と
い
う
表
現
上
の
必

然
性
が
あ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
若
紫
巻
の
場
合
、贈
歌
の
「
若
草
」
を
「
初

草
」
に
置
き
換
え
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、贈
答
歌
内
部
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

「
若
草
／
初
草
」
と
い
う
対
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
影
を
強
く
示
唆
す
る
徴
な
の

だ
と
考
え
ら
れ
る ）

11
（

。

鈴
木
は
「
若
草
」
と
「
初
草
」
と
い
う
「
対
」
の
表
現
は
、『
伊
勢
物
語
』
と
の
密
接

な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
阿
部
好
臣
の
分
析

が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
、
阿
部
の
要
点
を
取
り
上
げ
て

お
き
た
い
。

　

紫
上
は
、
若
草
の
君
で
あ
る
。
紫
上
の
呼
称
は
螢
巻
（
③
二
一
四
）
ま
で
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
末
摘
花
巻
（
①
三
〇
五
）
に
「
紫
の
君
」
の
呼
称

（5）

『源氏物語』「若紫」意象考

ゆ
か
り
い
と
睦む

つ

ま
し
き
に
、
い
か
で
か
、
と
深
う
お
ぼ
ゆ
」（
①
二
二
七
、八
）。

あ
の
分
断
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
張
り
つ
め
て
い
た
も
の
が
、「
若
草
」「
初

草
」
と
い
う
『
伊
勢
物
語
』
の
禁
忌
侵
犯
的
な
様
相
を
離
れ
、
別
な
も
の
に
変

質
し
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
若
草
」「
ゆ
か
り
」
が
結
び
つ
い
て
「
草
の
ゆ

か
り
」
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
の
だ ）

12
（

。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
作
者
が
「
若
紫
」
の
意
味
は
「
若
草
」
や
「
初
草
」

な
ど
の
よ
う
な
紫
草
を
少
女
に
指
す
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

で
は
、
な
ぜ
作
者
が
紫
草
を
少
女
に
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
理
由

を
如
何
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
ど
の
よ
う
に

理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
な
ぜ
源
氏
が
強
い
て
紫
草
の
少
女
を
二
条
院
に

迎
え
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
意
象
論
の
視
点
か
ら
新
た
に
試
み
て
み
た
い
。

三
　
若
紫
↓
若
草
・
初
草
↓
紫
草
↓
病
気
を
治
す
↓
草
薬
の
意
象

前
節
に
見
た
よ
う
に
、
若
紫
を
簡
単
に
言
う
と
紫
草
で
あ
る
。
な
ぜ
作
者
が
紫
草

に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
結
果
を
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
紫
草
が
草
薬
の
一
種
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
病
気
を
治
す
効
果
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
後
に
詳
し
く
論
証
す
る
。先
に
「
若
紫
」の
「
若
」に
つ
い
て
は
草
の
意
象
と
重
な
っ

て
い
る
こ
と
を
見
て
み
た
い
。

従
来
で
は
「
若
紫
」
の
「
若
」
は
「
若
々
し
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
意
象
論
の

視
点
か
ら
見
る
と
、「
若
」
の
文
字
は
草
の
意
味
も
見
え
る
。
例
え
ば
、
平
安
時
代
の

『
新
撰
字
鏡
』
の
中
で
は
、「
若
」
の
解
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
新
撰
字
鏡
』若
 二
月
作
而
灼
反
壮
若
也
比
也
 
汝
也
如
也
善
也
。
加
太
波
美 ）

13
（

右
の
「
若
」
は
、
和
文
で
「
加
太
波
美
」（
か
た
ば
み
）
と
呼
ば
れ
、
つ
ま
り
草
の

一
種
で
あ
る
。
平
安
時
代
で
は
珍
し
い
物
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
清
少
納
言
は
『
枕

草
子
』
第
六
四
段
「
草
は
」
の
章
段
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

　

草
は
菖さ

う
ぶ蒲

。
菰こ

も

。
葵あ

ふ
ひ

、
い
と
を
か
し
。
神か

み
よ代

よ
り
し
て
、
さ
る
挿か

ざ
し頭

と
な

り
け
む
、
い
み
じ
う
め
で
た
し
。
物
の
さ
ま
も
、
い
と
を
か
し
。
お
も
だ
か
は
、

名
の
を
か
し
き
な
り
。
心
あ
が
り
し
た
ら
む
と
思
ふ
に
、
三み

く稜
草り

。
ひ
る
む
し

ろ
。
苔こ

け

。
雪ゆ

き
ま間

の
若
草
。
こ
だ
に
。
か
た
ば
み
、
綾あ

や

の
紋
に
て
あ
る
も
、
こ
と

よ
り
は
を
か
し ）

14
（

。

か
た
ば
み
は
葉
が
三
つ
を
分
け
て
、
そ
の
形
を
紋
の
よ
う
に
見
え
る
。『
日
本
国

語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
（
図
一
）。

か
た
ば
み 【
酢
漿
草
・
酸
漿
草
】

カ
タ
バ
ミ
科
の
多
年
草
。
各
地
の
庭
や
道
ば
た
に
生
え
る
。
茎
は
地
を
は
い
、

ま
た
は
斜
め
に
立
っ
て
、
長
さ
一
〇
〜
三
〇
セ
ン
チ
㍍   
に
な
る
。
全
体
に
細

毛
を
生
じ
る
。
葉
は
長
柄
を
も
ち
、
三
個
の
小
葉
か
ら
な
る
複
葉
。

 
 

 

図
一
「
か
た
ば
み ）

15
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」

清
少
納
言
と
同
じ
よ
う
に
草
の
意
象
か
ら
連
想
し
て
、
す
ぐ
「
か
た
ば
み
」
を
書

い
た
如
く
、
紫
式
部
は
「
若
紫
」
を
設
定
し
た
際
に
同
じ
字
で
あ
る
「
若
」
か
ら
容
易

に
「
か
た
ば
み
」
の
よ
う
な
草
の
花
を
連
想
し
た
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
『
白
氏
文
集
』
を
中
宮
彰
子
に
教
え
て
い
た ）
16
（

紫
式
部
に
は
、
有

名
な
香
草
で
あ
る
杜ト
ジ
ャ
ク若
の
意
象
も
自
然
と
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。『
日
本
国
語

大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
杜
若
の
読
み
方
は
「
か
き
つ
ば
た
」
と
い
う
。
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が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
初
草
」
は

二
例
全
て
、
紫
上
を
指
す
。「
若
草
」
は
八
例
中
の
四
例
は
こ
の
巻
で
紫
上
を
、

他
の
四
例
の
う
ち
紅
葉
賀
巻
「
大お

ほ
い
ど
の殿

に
は
、
騒
が
れ
た
ま
ふ
、
い
と
ど
か
の
若

草
尋
ね
と
り
た
ま
ひ
し
を
、「
二
条
院
に
は
人
迎
へ
給
ふ
な
り
」
と
人
の
き
こ

え
け
れ
ば
」（
①
三
一
六
）
の
例
は
、紫
上
で
あ
る
。
他
の
三
例
は
、胡
蝶
巻
「
う

ち
と
け
て
ね
も
み
ぬ
も
の
を
若
草
の
こ
と
あ
り
顔
に
む
す
ぼ
ほ
る
ら
む
」（
③

一
九
〇
）
は
、
慕
情
を
告
白
し
た
源
氏
が
詠
ん
だ
歌
で
、
玉
鬘
の
こ
と
、
柏
木

巻
「
庭
も
や
う
や
う
青
み
出
づ
る
若
草
み
え
わ
た
り
」（
④
三
三
六
）
と
あ
る

の
は
植
物
、
さ
ら
に
総
角
巻
の
「
若
草
の
ね
み
む
も
の
と
は
思
は
ね
ど
む
す
ぼ

ほ
れ
た
る
心
地
こ
そ
す
れ
」（
⑤
三
〇
五
）
は
、
匂
宮
が
戯
れ
に
（
禁
忌
へ
の

危
惧
を
込
め
つ
つ
）
詠
ん
だ
歌
で
、
女
一
宮
を
指
す
。
若
紫
巻
に
お
い
て
、
こ

の
「
若
草
」「
初
草
」
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る
。

　

前
に
贈
答
の
場
面
を
垣
間
見
た
光
源
氏
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
尼
君
方
の

女
房
に「
初は

つ
く
さ草

の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
つ
ゆ
ぞ
か
わ
か
ぬ
」

（
①
二
一
六
）
と
消
息
の
伝
言
を
頼
む
、
そ
れ
を
い
ぶ
か
し
む
尼
君
が
「
…
…

か
の
若
草
を
、
い
か
で
聞
い
た
ま
へ
る
こ
と
ぞ
」（
同
）
と
思
う
場
面
が
、
続

い
て
次
に
あ
る
。
前
段
の
「
若
草
」「
初
草
」
を
、「
初
草
」「
若
草
」
と
逆
に

し
た
躰
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、「
初
草
の
若
葉
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、

光
源
氏
の
贈
歌
は
、「
初
草
」「
若
草
」
を
合
体
さ
せ
た
趣
も
な
い
で
は
な
い
。

だ
か
ら
、
尼
君
の
答
歌
「
枕
ゆ
ふ
今こ

よ
ひ宵

ば
か
り
の
露
け
さ
を
深み

や
ま山

の
苔
に
く
ら

べ
ざ
ら
な
む
」（
同
）
に
、
両
語
が
見
え
な
い
の
で
も
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
光

源
氏
の
贈
歌
を
故
意
に
は
ぐ
ら
か
し
た
の
で
は
あ
る
が
。
そ
し
て
、
三
番
目
の

例
に
お
い
て
は
、
始
め
の
贈
答
と
光
源
氏
の
思
い
に
分
断
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、
合
体
す
る
よ
う
な
叙
述
を
生
ん
で
い
る
。「
こ
の
若
草
の
生
ひ
出
て
む
ほ

ど
の
な
ほ
ゆ
か
し
き
を
（
略
）
迎
へ
取
り
て
、明
け
暮
れ
の
慰
め
に
見
ん
（
略
）

右
の
A
、
B
、
C
、
D
、
E
、
F
の
六
箇
所
に
は
、
若
草
は
（
A
・
D
・
E
・

F
）
四
箇
所
、
初
草
は
（
B
・
C
）
二
箇
所
。
A
「
若
草
」
は
祖
母
の
尼
君
が
和
歌
の

中
で
詠
ん
だ
孫
娘
の
少
女
の
こ
と
。
B
「
初
草
」
は
女
房
が
祖
母
の
尼
君
に
対
す
る

答
歌
の
中
で
詠
ん
だ
A
の
少
女
の
こ
と
。
C
「
初
草
」
は
源
氏
の
歌
の
中
で
詠
ん
だ

A
、
B
の
少
女
の
こ
と
。
D
「
若
草
」
は
前
の
A
、
B
、
C
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
少

女
の
こ
と
。
E
「
若
草
」
は
前
述
し
た
A
〜
D
の
少
女
の
こ
と
。
F
「
若
草
」
は
源
氏

が
和
歌
の
中
で
詠
ん
だ
A
〜
E
の
少
女
の
こ
と
。
こ
れ
ら
の
A
〜
F
の
「
若
草
」
と

「
初
草
」
の
意
味
は
す
べ
て
草
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
尼
君
の
孫
娘
の
少
女
を
指
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
A
と
B
の
間
に
表
し
た
「
若
草
」
と
「
初
草
」
と
い
う

表
現
に
つ
い
て
、
鈴
木
宏
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

歌
こ
と
ば
「
若
草
」
と
「
初
草
」
に
つ
い
て
補
足
す
る
。「
若
草
」
は
定
着
し

た
歌
こ
と
ば
だ
が
「
初
草
」
は
珍
し
く
、平
安
和
歌
で
は
『
伊
勢
物
語
』
の
一
例
、

若
紫
巻
の
二
例
、「
堀
川
百
首
」
の
一
例
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。『
伊
勢

物
語
』
四
十
九
段
で
は
、兄
の
「
若
草
」
を
受
け
て
妹
が
「
初
草
」
と
返
す
が
、

「
初
草
の
」
は
「
め
づ
ら
し
き
」
に
掛
か
る
枕
詞
で
あ
る
と
い
う
表
現
上
の
必

然
性
が
あ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
若
紫
巻
の
場
合
、贈
歌
の
「
若
草
」
を
「
初

草
」
に
置
き
換
え
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、贈
答
歌
内
部
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

「
若
草
／
初
草
」
と
い
う
対
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
影
を
強
く
示
唆
す
る
徴
な
の

だ
と
考
え
ら
れ
る ）
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。

鈴
木
は
「
若
草
」
と
「
初
草
」
と
い
う
「
対
」
の
表
現
は
、『
伊
勢
物
語
』
と
の
密
接

な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
阿
部
好
臣
の
分
析

が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
、
阿
部
の
要
点
を
取
り
上
げ
て

お
き
た
い
。

　

紫
上
は
、
若
草
の
君
で
あ
る
。
紫
上
の
呼
称
は
螢
巻
（
③
二
一
四
）
ま
で
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
末
摘
花
巻
（
①
三
〇
五
）
に
「
紫
の
君
」
の
呼
称

（5）

『源氏物語』「若紫」意象考

ゆ
か
り
い
と
睦む

つ

ま
し
き
に
、
い
か
で
か
、
と
深
う
お
ぼ
ゆ
」（
①
二
二
七
、八
）。

あ
の
分
断
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
張
り
つ
め
て
い
た
も
の
が
、「
若
草
」「
初

草
」
と
い
う
『
伊
勢
物
語
』
の
禁
忌
侵
犯
的
な
様
相
を
離
れ
、
別
な
も
の
に
変

質
し
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
若
草
」「
ゆ
か
り
」
が
結
び
つ
い
て
「
草
の
ゆ

か
り
」
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
の
だ ）

12
（

。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
作
者
が
「
若
紫
」
の
意
味
は
「
若
草
」
や
「
初
草
」

な
ど
の
よ
う
な
紫
草
を
少
女
に
指
す
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

で
は
、
な
ぜ
作
者
が
紫
草
を
少
女
に
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
理
由

を
如
何
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
ど
の
よ
う
に

理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
な
ぜ
源
氏
が
強
い
て
紫
草
の
少
女
を
二
条
院
に

迎
え
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
意
象
論
の
視
点
か
ら
新
た
に
試
み
て
み
た
い
。

三
　
若
紫
↓
若
草
・
初
草
↓
紫
草
↓
病
気
を
治
す
↓
草
薬
の
意
象

前
節
に
見
た
よ
う
に
、
若
紫
を
簡
単
に
言
う
と
紫
草
で
あ
る
。
な
ぜ
作
者
が
紫
草

に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
結
果
を
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
紫
草
が
草
薬
の
一
種
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
病
気
を
治
す
効
果
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
後
に
詳
し
く
論
証
す
る
。先
に
「
若
紫
」の
「
若
」に
つ
い
て
は
草
の
意
象
と
重
な
っ

て
い
る
こ
と
を
見
て
み
た
い
。

従
来
で
は
「
若
紫
」
の
「
若
」
は
「
若
々
し
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
意
象
論
の

視
点
か
ら
見
る
と
、「
若
」
の
文
字
は
草
の
意
味
も
見
え
る
。
例
え
ば
、
平
安
時
代
の

『
新
撰
字
鏡
』
の
中
で
は
、「
若
」
の
解
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
新
撰
字
鏡
』若
 二
月
作
而
灼
反
壮
若
也
比
也
 
汝
也
如
也
善
也
。
加
太
波
美 ）

13
（

右
の
「
若
」
は
、
和
文
で
「
加
太
波
美
」（
か
た
ば
み
）
と
呼
ば
れ
、
つ
ま
り
草
の

一
種
で
あ
る
。
平
安
時
代
で
は
珍
し
い
物
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
清
少
納
言
は
『
枕

草
子
』
第
六
四
段
「
草
は
」
の
章
段
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

　

草
は
菖さ

う
ぶ蒲

。
菰こ

も

。
葵あ

ふ
ひ

、
い
と
を
か
し
。
神か

み
よ代

よ
り
し
て
、
さ
る
挿か

ざ
し頭

と
な

り
け
む
、
い
み
じ
う
め
で
た
し
。
物
の
さ
ま
も
、
い
と
を
か
し
。
お
も
だ
か
は
、

名
の
を
か
し
き
な
り
。
心
あ
が
り
し
た
ら
む
と
思
ふ
に
、
三み

く稜
草り

。
ひ
る
む
し

ろ
。
苔こ

け

。
雪ゆ

き
ま間

の
若
草
。
こ
だ
に
。
か
た
ば
み
、
綾あ

や

の
紋
に
て
あ
る
も
、
こ
と

よ
り
は
を
か
し ）

14
（

。

か
た
ば
み
は
葉
が
三
つ
を
分
け
て
、
そ
の
形
を
紋
の
よ
う
に
見
え
る
。『
日
本
国

語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
（
図
一
）。

か
た
ば
み 【
酢
漿
草
・
酸
漿
草
】

カ
タ
バ
ミ
科
の
多
年
草
。
各
地
の
庭
や
道
ば
た
に
生
え
る
。
茎
は
地
を
は
い
、

ま
た
は
斜
め
に
立
っ
て
、
長
さ
一
〇
〜
三
〇
セ
ン
チ
㍍   
に
な
る
。
全
体
に
細

毛
を
生
じ
る
。
葉
は
長
柄
を
も
ち
、
三
個
の
小
葉
か
ら
な
る
複
葉
。

 
 

 

図
一
「
か
た
ば
み ）

15
（

」

清
少
納
言
と
同
じ
よ
う
に
草
の
意
象
か
ら
連
想
し
て
、
す
ぐ
「
か
た
ば
み
」
を
書

い
た
如
く
、
紫
式
部
は
「
若
紫
」
を
設
定
し
た
際
に
同
じ
字
で
あ
る
「
若
」
か
ら
容
易

に
「
か
た
ば
み
」
の
よ
う
な
草
の
花
を
連
想
し
た
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
『
白
氏
文
集
』
を
中
宮
彰
子
に
教
え
て
い
た ）
16
（

紫
式
部
に
は
、
有

名
な
香
草
で
あ
る
杜ト
ジ
ャ
ク若
の
意
象
も
自
然
と
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。『
日
本
国
語

大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
杜
若
の
読
み
方
は
「
か
き
つ
ば
た
」
と
い
う
。
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か
き
つ
ば
た 【
燕
子
花
・
杜
若
】

（
和
名
は
書
付
花
（
か
き
つ
け
ば
な
）
の
変
化
し
た
も
の
で
、
昔
は
、
そ
の

花
の
汁
で
布
を
染
め
た
と
こ
ろ
か
ら
い
う
。
ふ
つ
う
「
燕
子
花
・
杜
若
」
と

書
く
が
、
漢
名
と
し
て
は
い
ず
れ
も
誤
用 ）

17
（

）
ア
ヤ
メ
科
の
多
年
草
。

 
 

 
 

　
　

図
二
「
か
き
つ
ば
た ）

18
（

」

つ
い
で
に
白
居
易
が
『
白
氏
文
集
』
巻
三
﹇
〇
一
三
七
﹈
諷
諭
詩
「
昆
明
春
水
満
」

の
中
で
、
杜
若
の
香
を
使
っ
て
、
次
の
よ
う
な
詩
句
が
見
え
る
。
詩
句
の
漢
字
は
日

本
の
常
用
漢
字
に
直
し
た
。
以
下
同
。

今
来
緑
水
照
ニ

青
天
一 

今こ
ん
ら
い来　

緑り
ょ
く
す
い水　

青せ
い
て
ん天

を
照て

ら
し
、

游
魚
撥
撥
蓮
田
田 

游い
う
ぎ
ょ魚

撥は
つ

撥は
つ

と
し
て
、
蓮は

す
で
ん田

田で
ん

た
り
。

洲
香
杜
若
抽
レ

心
長 

洲す

香か
ん
ば

し
く
し
て　

杜と
じ
や
く若

心し
ん

を
抽ぬ

く
こ
と
長な

が

く
、

沙
暖
鴛
鴦
鋪
レ

翅
眠 

沙す
な
あ
た
た暖

か
に
し
て
、
鴛ゑ

ん
あ
う
つ
ば
さ

鴦
翅
を
鋪し

き
て
眠ね

む

る ）
19
（

。

確
か
に
清
少
納
言
は
「
か
き
つ
ば
た
」を
『
枕
草
子
』第
八
四
段
「
め
で
た
き
も
の
」

の
章
段
の
中
で
も
書
い
た
が
、
紫
色
の
花
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
ら
し
い ）
20
（

。
だ

が
「
め
で
た
き
も
の
」
に
明
記
さ
れ
、
当
時
で
は
す
で
き
な
植
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
に
も
見
え
る ）
21
（

。

こ
れ
ら
の
よ
う
な
背
景
か
ら
見
る
と
、
作
者
の
紫
式
部
が
若
紫
巻
に
お
い
て
若
草

と
初
草
を
少
女
に
比
喩
し
た
紫
草
に
関
す
る
「
若
紫
」
の
背
後
に
あ
る
多
様
な
草
の

意
象
を
読
み
取
れ
る
こ
と
が
明
解
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
十
分
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
作
者
が
紫
草
か
ら
草
薬
の
意
象
を
受
け
た
と

い
う
展
開
点
で
あ
る
。
そ
の
由
来
は
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
古
典
文
学
に
お
け
る
紫

草
の
意
象
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
出
雲
国
風
土
記
」
の
「
飯
石
の
郡
」
に
次
の
よ
う

な
紫
草
が
見
え
る
。

幡は
た
く
ひ
や
ま

咋
山
。
郡こ

ほ
り
の
み
や
け家

の
正ま

み
な
み南

五
十
二
里さ

と

な
り
。
紫む

ら

草さ
き

あ
り ）

22
（

。

同
じ
「
出
雲
国
風
土
記
」
の
「
仁
多
の
郡
」
で
も
次
の
三
つ
の
場
所
に
も
紫
草
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。

志し

努ぬ

坂さ
か
の野

。
郡こ

ほ
り
の
み
や
け家

の
西に

し
み
な
み南

卅
一
里さ

と

な
り
。
紫む

ら

草さ
き

少す
こ
し
く々

あ
り
。

城ま

せ紲
野の

。
郡こ

ほ
り
の
み
や
け家

の
正ま

み
な
み南

一
十
里さ

と

な
り
。
紫む

ら

草さ
き 

少す
こ
し
く々

あ
り
。

大お
ほ
う
ち
の

内
野
。
郡こ

ほ
り
の
み
や
け家

の
正ま

み
な
み南

廿
二
里さ

と

な
り
。
紫む

ら

草さ
き

少す
こ
し
く々

あ
り ）

23
（

。

勅
撰
和
歌
集
で
は
「
む
ら
さ
き
」
が
た
く
さ
ん
詠
ま
れ
た
と
は
言
え
な
い
が
、『
古

今
和
歌
集
』
の
中
で
は
次
の
二
首
が
見
え
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
七
﹇
八
六
七
﹈

 

題
し
ら
ず 

よ
み
人
し
ら
ず

紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
へ（

ゑ
）に

武む
さ
し
の

蔵
野
のゝ
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る ）

24
（

同
前
﹇
八
六
八
﹈

妻め

の
お
と
う
と
を
持も

て
侍

（
は
べ
り
）

け
る
人
に
、
袍

う
へ
の
き
ぬ

を
贈ゝ

く

る

と
て
、
よ
み
て
、
遣や

り
け
る 

業な
り
ひ
ら
の平

朝
臣

む
ら
さ
き
の
色
こ
き
時
は
め
も
は
る
に
野
な
る
草く

さ

木
ぞ
わ
か
れ
ざ
り
け
る ）

25
（

右
の
よ
う
に
、
紫
草
は
武
蔵
野
の
草
を
指
す
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意

し
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
『
万
葉
集
』
の
中
に
し
ば
し
ば
登
場
さ
れ
た
紫
草
の
意
象

で
あ
る
。
特
に
次
の
二
一
番
の
和
歌
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
巻
第
一
﹇
二
一
﹈

皇
太
子
答
御
歌　

明
日
香
宮
御
宇
天
皇
、
諡
曰
ニ

天
武
天
皇
一

紫む
ら

草さ
き

能の　

尓に

保ほ

敝へ

類る

妹い
も

乎を　

尓に

苦く

久く

有あ
ら

者ば　

人ひ
と

嬬づ
ま

故ゆ
ゑ

尓に　

吾あ
れ

恋こ
ひ

目め

八や

方も

（7）

『源氏物語』「若紫」意象考

紀
曰
、
天
皇
七
年
丁
卯
夏
五
月
五
日
、
縦
ニ

獦
於
蒲
生
野
一

。
于
レ

時
、

大
皇
弟
諸
王
内
臣
及
群
臣
、
皆
悉
従
焉
。

皇わ
う
た
い
し

太
子
の
答こ

た

ふ
る
御み

う
た歌　

明あ
す
か
の
み
や

日
香
宮
に
天あ

ま

の
下し

た

治を
さ

め
た
ま
ひ
し
天
皇
、

諡お
く
り
な

を
天て

ん
む武

天
皇
と
い
ふ

紫む
ら

草さ
き

の　

に
ほ
へ
る
妹い

も

を　

憎
く
あ
ら
ば　

人ひ
と
づ
ま妻

故ゆ
え

に　

我あ
れ

恋
ひ
め
や
も

紀
に
曰
く
、「
天
皇
の
七
年
丁て

い

卯ば
う

の
夏
五
月
五
日
、
蒲か

生ま
ふ
の野

に
縦み

か
り猟

す
。

時
に
、
大
皇
弟
・
諸
王
・
内
臣
ま
た
群
臣
、
皆
悉

こ
と
ご
と

従
ふ
」
と
い
ふ
。

明あ

す

か
日
香
清き

よ

御み
は
ら
の
み
や

原
宮
の
天て

ん
わ
う皇

の
代み

よ

天あ
ま
の
ぬ
な
は
ら
お
き
の

渟
中
原
瀛
真ま

ひ
と人

天
皇　

諡
お
く
り
な

を
天て

ん
む武

天
皇
と

い
ふ ）

26
（

右
の
歌
に
示
し
た
紫
草
は
、
古
代
日
本
の
天
皇
が
夏
の
五
月
五
日
に
郊
外
に
草
薬

を
取
る
と
い
う
つ
な
が
り
が
見
え
る
。
つ
ま
り
紫
草
は
草
薬
の
一
種
と
し
て
、
草
か

ら
草
薬
の
意
象
に
展
開
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
続
日
本
紀
』
巻
第
十

に
聖
武
天
皇
の
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
草
薬
に
関
す
る
記
録

が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

辛
未
、
始
置
ニ

皇
后
宮
職
施
薬
院
一

。
令
下

諸
国
以
ニ

職
封
并
大
臣
家
封
戸
庸

物
一

充
レ

価
、
買
ニー

取
草
薬
一

、
毎
年
進
上

之
。

〔
辛十

七

未日

、
始は

じ

め
て
皇く

わ
う
ぐ
う

后
宮
職し

き

に
施せ

や
く薬

院ゐ
ん

を
置お

く
。
諸く

に
ぐ
に国

を
し
て
職し

き
ふ
あ
は

封
并
せ
て

大だ
い
じ
ん
け

臣
家
の
封ふ

う

戸ご

の
庸よ

う

の
物も

の

を
価あ
た
ひ

に
充あ

て
、
草さ
う

薬や
く

を
買か

ひ
取と

り
て
毎と
し
ご
と年
に
進
ら

し
む ）
27
（

。〕

ま
た
草
薬
を
取
る
際
、
判
断
す
る
基
準
は
唐
代
の
蘇
敬
の
『
新
修
本
草
』
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
十
九
で
は
、
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
五
月
の
記
録
が

次
の
よ
う
に
残
さ
れ
て
い
る
。

戊
戌
、
典
薬
寮
言
、
蘇
敬
注
新
修
本
草
、
与
ニ

陶
隠
居
集
注
本
草
一

相
検
、
増
ニ

一
百
余
条
一

。
亦
今
採
用
草
薬
。
既
合
ニ

敬
説
一

。
請
行
ニー

用
之
一

。
許
焉
。

〔
戊十

五

戌日

、
典て

ん

薬や
く

寮れ
う

言ま
う

さ
く
、「
蘇そ

敬け
い

が
注し

る

す
新し

ん
し
ゆ修

本ほ
ん
さ
う草

は
、
陶と

う

隠い
ん
き
よ居

が
集し

ふ
し
ゆ注

の

本ほ
ん
さ
う草

と
相あ

ひ
し
ら検

ぶ
る
に
、
一
百
餘
条
を
増ま

せ
り
。
亦ま

た

今い
ま

採と

り
用も

ち

ゐ
る
草さ

う

薬や
く

は
、
既す

で

に
敬け

い

が
説せ

つ

に
合か

な

へ
り
。
請こ

は
く
は
、こ
れ
を
行お

こ
な

ひ
用も

ち

ゐ
む
こ
と
を
」
と
も
う
す
。

焉こ
れ

を
許ゆ

る

す ）
28
（

。〕

平
安
時
代
で
は
『
新
修
本
草
』
は
極
め
て
重
要
な
教
科
書
で
あ
る
。
医
生
に
な
る

人
は
必
ず
蘇
敬
『
新
修
本
草
』
を
精
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

『
延
喜
式
』
に
は
次
の
よ
う
に
明
記
し
て
い
る
。

巻
第
十
八　

式
部
省
上

凡
医
生
、
皆
読
ニ

蘇
敬
注
新
修
本
草
一

、

〔
凡
そ
医
生
は
、
皆
蘇そ

敬け
い

の
新し

ん
し
ゅ
う修

本ほ
ん
ぞ
う草

を
読
め ）

29
（

。〕

し
か
も
学
習
者
が
『
新
修
本
草
』
の
必
修
時
間
も
、『
延
喜
式
』
巻
第
三
十
七　

典

薬
寮
の
中
で
次
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

凡
応
レ

読
ニ

医
経
一

者
、
大
素
経
限
ニ

四
百
六
十
日
一

、
新
修
本
草
三
百
十
日
、

〔
凡
そ
医
経
を
読
む
べ
く
は
、
大だ

い
そ素

経き
よ
う

は
四
百
六
十
日
を
限
れ
、
新し

ん
し
ゆ
う修

本ほ
ん
ぞ
う草

は
三
百
十
日 ）

30
（

、〕

興
味
深
い
こ
と
に
、
紫
草
は
『
新
修
本
草
』
の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

唐
・
新
修
本
草　

草
部　

中
品
之
上
巻　

第
八　

187　

紫
草 ）

31
（

平
安
時
代
『
本
草
和
名
』
に
は
「
紫
草
」
の
読
み
方
は
「
ム
ラ
サ
キ
」
と
い
う
。

紫
草　

和
名　

牟
良
佐
岐 ）

32
（

当
時
の
医
学
者
で
あ
る
丹
波
康
頼
の
『
医
心
方
』
の
中
に
は
い
ず
れ
も
「
杜
若
」
と

「
紫
草
」
が
見
え
る
。

杜と
じ
や
く若　

唐　

現
代
漢
方
名
は
杜と

こ
う衡

（
杜
若
の
別
名
の
一
つ ）

33
（

）。

紫し

草そ
う　

和
名
ム
ラ
サ
キ
。
ム
ラ
サ
キ
科
多
年
草
ム
ラ
サ
キ
ソ
ウ
の
根 ）

34
（

。

紫
草
の
薬
用
に
つ
い
て
、『
国
史
大
辞
典
』
で
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

日
本
・
中
国
・
朝
鮮
・
ア
ム
ー
ル
地
方
に
広
く
分
布
す
る
ム
ラ
サ
キ
科
の
多
年

草
で
、
山
地
や
草
原
に
自
生
し
て
い
る
。
根
が
太
く
赤
紫
色
を
し
て
お
り
、
こ
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か
き
つ
ば
た 【
燕
子
花
・
杜
若
】

（
和
名
は
書
付
花
（
か
き
つ
け
ば
な
）
の
変
化
し
た
も
の
で
、
昔
は
、
そ
の

花
の
汁
で
布
を
染
め
た
と
こ
ろ
か
ら
い
う
。
ふ
つ
う
「
燕
子
花
・
杜
若
」
と

書
く
が
、
漢
名
と
し
て
は
い
ず
れ
も
誤
用 ）

17
（

）
ア
ヤ
メ
科
の
多
年
草
。

 
 

 
 

　
　

図
二
「
か
き
つ
ば
た ）

18
（

」

つ
い
で
に
白
居
易
が
『
白
氏
文
集
』
巻
三
﹇
〇
一
三
七
﹈
諷
諭
詩
「
昆
明
春
水
満
」

の
中
で
、
杜
若
の
香
を
使
っ
て
、
次
の
よ
う
な
詩
句
が
見
え
る
。
詩
句
の
漢
字
は
日

本
の
常
用
漢
字
に
直
し
た
。
以
下
同
。

今
来
緑
水
照
ニ

青
天
一 

今こ
ん
ら
い来　

緑り
ょ
く
す
い水　

青せ
い
て
ん天

を
照て

ら
し
、

游
魚
撥
撥
蓮
田
田 

游い
う
ぎ
ょ魚

撥は
つ

撥は
つ

と
し
て
、
蓮は

す
で
ん田

田で
ん

た
り
。

洲
香
杜
若
抽
レ

心
長 

洲す

香か
ん
ば

し
く
し
て　

杜と
じ
や
く若

心し
ん

を
抽ぬ

く
こ
と
長な

が

く
、

沙
暖
鴛
鴦
鋪
レ

翅
眠 

沙す
な
あ
た
た暖

か
に
し
て
、
鴛ゑ

ん
あ
う
つ
ば
さ

鴦
翅
を
鋪し

き
て
眠ね

む

る ）
19
（

。

確
か
に
清
少
納
言
は
「
か
き
つ
ば
た
」を
『
枕
草
子
』第
八
四
段
「
め
で
た
き
も
の
」

の
章
段
の
中
で
も
書
い
た
が
、
紫
色
の
花
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
ら
し
い ）
20
（

。
だ

が
「
め
で
た
き
も
の
」
に
明
記
さ
れ
、
当
時
で
は
す
で
き
な
植
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
に
も
見
え
る ）
21
（

。

こ
れ
ら
の
よ
う
な
背
景
か
ら
見
る
と
、
作
者
の
紫
式
部
が
若
紫
巻
に
お
い
て
若
草

と
初
草
を
少
女
に
比
喩
し
た
紫
草
に
関
す
る
「
若
紫
」
の
背
後
に
あ
る
多
様
な
草
の

意
象
を
読
み
取
れ
る
こ
と
が
明
解
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
十
分
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
作
者
が
紫
草
か
ら
草
薬
の
意
象
を
受
け
た
と

い
う
展
開
点
で
あ
る
。
そ
の
由
来
は
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
古
典
文
学
に
お
け
る
紫

草
の
意
象
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
出
雲
国
風
土
記
」
の
「
飯
石
の
郡
」
に
次
の
よ
う

な
紫
草
が
見
え
る
。

幡は
た
く
ひ
や
ま

咋
山
。
郡こ

ほ
り
の
み
や
け家

の
正ま

み
な
み南

五
十
二
里さ

と

な
り
。
紫む

ら

草さ
き

あ
り ）

22
（

。

同
じ
「
出
雲
国
風
土
記
」
の
「
仁
多
の
郡
」
で
も
次
の
三
つ
の
場
所
に
も
紫
草
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。

志し

努ぬ

坂さ
か
の野

。
郡こ

ほ
り
の
み
や
け家

の
西に

し
み
な
み南

卅
一
里さ

と

な
り
。
紫む

ら

草さ
き

少す
こ
し
く々

あ
り
。

城ま

せ紲
野の

。
郡こ

ほ
り
の
み
や
け家

の
正ま

み
な
み南

一
十
里さ

と

な
り
。
紫む

ら

草さ
き 

少す
こ
し
く々

あ
り
。

大お
ほ
う
ち
の

内
野
。
郡こ

ほ
り
の
み
や
け家

の
正ま

み
な
み南

廿
二
里さ

と

な
り
。
紫む

ら

草さ
き

少す
こ
し
く々

あ
り ）

23
（

。

勅
撰
和
歌
集
で
は
「
む
ら
さ
き
」
が
た
く
さ
ん
詠
ま
れ
た
と
は
言
え
な
い
が
、『
古

今
和
歌
集
』
の
中
で
は
次
の
二
首
が
見
え
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
七
﹇
八
六
七
﹈

 

題
し
ら
ず 

よ
み
人
し
ら
ず

紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
へ（

ゑ
）に

武む
さ
し
の

蔵
野
のゝ
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る ）

24
（

同
前
﹇
八
六
八
﹈

妻め

の
お
と
う
と
を
持も

て
侍

（
は
べ
り
）

け
る
人
に
、
袍

う
へ
の
き
ぬ

を
贈ゝ

く

る

と
て
、
よ
み
て
、
遣や

り
け
る 

業な
り
ひ
ら
の平

朝
臣

む
ら
さ
き
の
色
こ
き
時
は
め
も
は
る
に
野
な
る
草く

さ

木
ぞ
わ
か
れ
ざ
り
け
る ）

25
（

右
の
よ
う
に
、
紫
草
は
武
蔵
野
の
草
を
指
す
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意

し
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
『
万
葉
集
』
の
中
に
し
ば
し
ば
登
場
さ
れ
た
紫
草
の
意
象

で
あ
る
。
特
に
次
の
二
一
番
の
和
歌
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
巻
第
一
﹇
二
一
﹈

皇
太
子
答
御
歌　

明
日
香
宮
御
宇
天
皇
、
諡
曰
ニ

天
武
天
皇
一

紫む
ら

草さ
き

能の　

尓に

保ほ

敝へ

類る

妹い
も

乎を　

尓に

苦く

久く

有あ
ら

者ば　

人ひ
と

嬬づ
ま

故ゆ
ゑ

尓に　

吾あ
れ

恋こ
ひ

目め

八や

方も

（7）

『源氏物語』「若紫」意象考

紀
曰
、
天
皇
七
年
丁
卯
夏
五
月
五
日
、
縦
ニ

獦
於
蒲
生
野
一

。
于
レ

時
、

大
皇
弟
諸
王
内
臣
及
群
臣
、
皆
悉
従
焉
。

皇わ
う
た
い
し

太
子
の
答こ

た

ふ
る
御み

う
た歌　

明あ
す
か
の
み
や

日
香
宮
に
天あ

ま

の
下し

た

治を
さ

め
た
ま
ひ
し
天
皇
、

諡お
く
り
な

を
天て

ん
む武

天
皇
と
い
ふ

紫む
ら

草さ
き

の　

に
ほ
へ
る
妹い

も

を　

憎
く
あ
ら
ば　

人ひ
と
づ
ま妻

故ゆ
え

に　

我あ
れ

恋
ひ
め
や
も

紀
に
曰
く
、「
天
皇
の
七
年
丁て

い

卯ば
う

の
夏
五
月
五
日
、
蒲か

生ま
ふ
の野

に
縦み

か
り猟

す
。

時
に
、
大
皇
弟
・
諸
王
・
内
臣
ま
た
群
臣
、
皆
悉

こ
と
ご
と

従
ふ
」
と
い
ふ
。

明あ

す

か
日
香
清き

よ

御み
は
ら
の
み
や

原
宮
の
天て

ん
わ
う皇

の
代み

よ

天あ
ま
の
ぬ
な
は
ら
お
き
の

渟
中
原
瀛
真ま

ひ
と人

天
皇　

諡
お
く
り
な

を
天て

ん
む武

天
皇
と

い
ふ ）

26
（

右
の
歌
に
示
し
た
紫
草
は
、
古
代
日
本
の
天
皇
が
夏
の
五
月
五
日
に
郊
外
に
草
薬

を
取
る
と
い
う
つ
な
が
り
が
見
え
る
。
つ
ま
り
紫
草
は
草
薬
の
一
種
と
し
て
、
草
か

ら
草
薬
の
意
象
に
展
開
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
続
日
本
紀
』
巻
第
十

に
聖
武
天
皇
の
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
草
薬
に
関
す
る
記
録

が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

辛
未
、
始
置
ニ

皇
后
宮
職
施
薬
院
一

。
令
下

諸
国
以
ニ

職
封
并
大
臣
家
封
戸
庸

物
一

充
レ

価
、
買
ニー

取
草
薬
一

、
毎
年
進
上

之
。

〔
辛十

七

未日

、
始は

じ

め
て
皇く

わ
う
ぐ
う

后
宮
職し

き

に
施せ

や
く薬

院ゐ
ん

を
置お

く
。
諸く

に
ぐ
に国

を
し
て
職し

き
ふ
あ
は

封
并
せ
て

大だ
い
じ
ん
け

臣
家
の
封ふ

う

戸ご

の
庸よ

う

の
物も

の

を
価あ
た
ひ

に
充あ

て
、
草さ
う

薬や
く

を
買か

ひ
取と

り
て
毎と
し
ご
と年
に
進
ら

し
む ）
27
（

。〕

ま
た
草
薬
を
取
る
際
、
判
断
す
る
基
準
は
唐
代
の
蘇
敬
の
『
新
修
本
草
』
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
十
九
で
は
、
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
五
月
の
記
録
が

次
の
よ
う
に
残
さ
れ
て
い
る
。

戊
戌
、
典
薬
寮
言
、
蘇
敬
注
新
修
本
草
、
与
ニ

陶
隠
居
集
注
本
草
一

相
検
、
増
ニ

一
百
余
条
一

。
亦
今
採
用
草
薬
。
既
合
ニ

敬
説
一

。
請
行
ニー

用
之
一

。
許
焉
。

〔
戊十

五

戌日

、
典て

ん

薬や
く

寮れ
う

言ま
う

さ
く
、「
蘇そ

敬け
い

が
注し

る

す
新し

ん
し
ゆ修

本ほ
ん
さ
う草

は
、
陶と

う

隠い
ん
き
よ居

が
集し

ふ
し
ゆ注

の

本ほ
ん
さ
う草

と
相あ

ひ
し
ら検

ぶ
る
に
、
一
百
餘
条
を
増ま

せ
り
。
亦ま

た

今い
ま

採と

り
用も

ち

ゐ
る
草さ

う

薬や
く

は
、
既す

で

に
敬け

い

が
説せ

つ

に
合か

な

へ
り
。
請こ

は
く
は
、こ
れ
を
行お

こ
な

ひ
用も

ち

ゐ
む
こ
と
を
」
と
も
う
す
。

焉こ
れ

を
許ゆ

る

す ）
28
（

。〕

平
安
時
代
で
は
『
新
修
本
草
』
は
極
め
て
重
要
な
教
科
書
で
あ
る
。
医
生
に
な
る

人
は
必
ず
蘇
敬
『
新
修
本
草
』
を
精
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

『
延
喜
式
』
に
は
次
の
よ
う
に
明
記
し
て
い
る
。

巻
第
十
八　

式
部
省
上

凡
医
生
、
皆
読
ニ

蘇
敬
注
新
修
本
草
一

、

〔
凡
そ
医
生
は
、
皆
蘇そ

敬け
い

の
新し

ん
し
ゅ
う修

本ほ
ん
ぞ
う草

を
読
め ）

29
（

。〕

し
か
も
学
習
者
が
『
新
修
本
草
』
の
必
修
時
間
も
、『
延
喜
式
』
巻
第
三
十
七　

典

薬
寮
の
中
で
次
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

凡
応
レ

読
ニ

医
経
一

者
、
大
素
経
限
ニ

四
百
六
十
日
一

、
新
修
本
草
三
百
十
日
、

〔
凡
そ
医
経
を
読
む
べ
く
は
、
大だ

い
そ素

経き
よ
う

は
四
百
六
十
日
を
限
れ
、
新し

ん
し
ゆ
う修

本ほ
ん
ぞ
う草

は
三
百
十
日 ）

30
（

、〕

興
味
深
い
こ
と
に
、
紫
草
は
『
新
修
本
草
』
の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

唐
・
新
修
本
草　

草
部　

中
品
之
上
巻　

第
八　

187　

紫
草 ）

31
（

平
安
時
代
『
本
草
和
名
』
に
は
「
紫
草
」
の
読
み
方
は
「
ム
ラ
サ
キ
」
と
い
う
。

紫
草　

和
名　

牟
良
佐
岐 ）

32
（

当
時
の
医
学
者
で
あ
る
丹
波
康
頼
の
『
医
心
方
』
の
中
に
は
い
ず
れ
も
「
杜
若
」
と

「
紫
草
」
が
見
え
る
。

杜と
じ
や
く若　

唐　

現
代
漢
方
名
は
杜と

こ
う衡

（
杜
若
の
別
名
の
一
つ ）

33
（

）。

紫し

草そ
う　

和
名
ム
ラ
サ
キ
。
ム
ラ
サ
キ
科
多
年
草
ム
ラ
サ
キ
ソ
ウ
の
根 ）

34
（

。

紫
草
の
薬
用
に
つ
い
て
、『
国
史
大
辞
典
』
で
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

日
本
・
中
国
・
朝
鮮
・
ア
ム
ー
ル
地
方
に
広
く
分
布
す
る
ム
ラ
サ
キ
科
の
多
年

草
で
、
山
地
や
草
原
に
自
生
し
て
い
る
。
根
が
太
く
赤
紫
色
を
し
て
お
り
、
こ
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こ
に
紫
の
色
素
を
含
ん
で
い
る
の
で
紫
根
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
紫
根
か
ら
抽

出
し
た
液
に
椿
や
柃
（
ひ
さ
か
き
）
の
灰
汁
で
処
理
し
た
糸
や
裂
地
を
浸
染
し
、

紫
に
染
め
上
げ
た
の
が
紫
根
染
で
、本
紫
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
。
紫
草
は
薬
用
・

染
料
と
し
て
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
飛
鳥
時
代
か
ら
栽
培
も
な

さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
広
い
土
地
を
必
要
と
す
る
上
、
栽
培
も
む
ず
か

し
か
っ
た
よ
う
で
、
紫
草
は
貴
重
視
さ
れ
て
き
た ）

35
（

。

ま
た
、
木
下
武
司
『
歴
代
日
本
薬
局
方
収
載　

生
薬
大
事
典
』
に
よ
る
と
、
草
薬

と
し
て
の
紫
草
は
次
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
。
引
用
文
の
漢
字
は
常
用
漢
字
に
直
し

た
。【

出
典
】　

神
農
本
草
経
中
品
「
紫
草　

一
名
紫
丹
一
名
紫
芺
。
味
は
苦
く
寒
。

山
谷
に
生
ず
。
心
腹
の
邪
気
、
五
疸
を
治
し
、
中
を
補
ひ
、
気
を
益
し
、
九
竅

を
利
し
、
水
道
を
通
ず 

）
36
（

。」

さ
ら
に
難
波
恒
雄
は
『
和
漢
薬
の
事
典
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
出
典
】『
神
農
本
草
経
』
の
中
品
に
「
紫
草
（
し
そ
う
）
の
原
名
で
収
載
さ
れ

て
い
る ）

37
（

。

　

 
 

 
 

 

　
　

図
三
「
紫
草 ）

38
（

」

　

右
の
紫
草
の
紫し

根こ
ん

の
草
薬
の
効
能
に
つ
い
て
、
難
波
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い

る
。【

薬
理
作
用
】
発
情
期
抑
制
．
排
精
子
抑
制
．
抗
菌
（
グ
ラ
ム
陽
性
・
陰
性
菌
，

真
菌
）．
抗
炎
症
（
シ
コ
ニ
ン
誘
導
体 ）

39
（

）．

特
に
平
安
時
代
で
は
、
紫
草
の
使
用
量
は
か
な
り
多
い
。
例
え
ば
、『
延
喜
式
』
の

中
で
詳
し
く
記
録
が
見
え
い
る
。

①
巻
六 

神
祇
六　

 

斎
院
司
式　

 

紫
草
百
斤

②
巻
十
四 

縫
殿
式　

 

雑
染
用
度　

 

紫
草
卅
斤

③
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

已
上
多
武
峯
料 

紫
草
八
十
斤

④
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

造
五
月
五
日　

 

紫
草
五
十
斤

⑤
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

御
服
料　

 
 

紫
草
一
萬
三
百
七
斤
十
両
二
分

⑥
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

中
宮
御
服
料　

  

紫
草
二
百
八
十
五
斤
六
両

⑦
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

諸
国
年
料
供
進  

紫
草
四
千
五
百
斤　

⑧
巻
二
十
三 

民
部
式　

 

大
宰
府　

 

紫
草
日
向
八
百
斤

⑨
巻
二
十
三 

民
部
式 

交
易
雑
物

 

甲
斐
国　
　

紫
草
八
百
斤

 

相
模
国　
　

紫
草
三
千
七
百
斤

 

武
蔵
国　
　

紫
草
三
千
二
百
斤

 

下
總
国　
　

紫
草
二
千
六
百
斤

 

常
陸
国　
　

紫
草
三
千
八
百
斤

 

信
濃
国　
　

紫
草
二
千
八
百
斤

 

上
野
国　
　

紫
草
二
千
三
百
斤

 
下
野
国　
　

紫
草
一
千
斤

 
出
雲
国　
　

紫
草
一
百
斤

（9）

『源氏物語』「若紫」意象考

 

石
見
国　

 

紫
草
一
百
斤

 

大
宰
府　

 

紫
草
五
千
六
百
斤 ）

40
（

右
の
よ
う
に
、
紫
草
の
膨
大
な
使
用
量
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
単
な
る
紫
草
の
根

は
染
め
る
材
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
草
薬
と
し
て
の
原
料
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ

う
。
紫
草
は
貴
重
な
も
の
と
考
え
る
。
日
本
産
の
紫
草
だ
け
で
な
く
、
大
陸
の
唐
か

ら
の
輸
入
品
も
あ
る
。
例
え
ば
、
藤
原
実
資
『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
七

月
の
記
録
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

長
和
二
年
七
月
廿
五
日
、（
中
略
）
蔵
規
朝
臣
付
亮
範
進
唐
物
、雄
黄
三
分
二
銖
、

甘
松
香
十
両
、
荒
欝
金
香
十
両
、
金
青
五
両
、
紫
草
三
枚 ）

41
（

、

〔
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
七
月　

二
十
五
日
、（
中
略
）（
藤
原
）
蔵く

ら
の
り規

朝

臣
が
、
亮
範
に
託
し
て
唐か

ら

物も
の

を
進
上
し
て
き
た
〈
雄お

　
お
う黄

二
分
二
銖し

ゆ

、
甘か

ん
し
よ
う
こ
う

松
香

十
両
、
荒あ

ら
う欝

金こ
ん
こ
う香

十
両
、
紺こ

ん
じ
よ
う青

五
両
、
紫む

ら
さ
き
そ
う草

三
枚 ）

42
（

。〉。〕

右
の
紫
草
は
前
述
し
た
『
新
修
本
草
』
草
部
の
中
品
の
上
に
属
す
る
も
の
な
の
で
、

貴
重
な
草
薬
の
原
料
で
あ
ろ
う
。

平
安
時
代
で
は
草
薬
を
利
用
し
た
い
場
合
、
五
位
以
上
の
貴
族
は
典
薬
寮
へ
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
記

録
が
見
え
る
。

巻
第
三
十
七　

典
薬
寮

凡
五
位
已
上
、
有
レ

須
ニ

草
薬
一

者
、
就
レ

寮
請
之
、

〔
凡
そ
五
位
已
上
、
草
薬
を
須
う
る
あ
ら
ば
、
寮
に
就
き
て
請う

け
よ ）

43
（

。〕

紫
式
部
と
親
し
い
藤
原
道
長
が
服
用
し
た
草
薬
に
つ
い
て
は
、
木
下
武
司
の
考
証

に
よ
る
と
、
そ
の
う
ち
訶
梨
勒
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
訶カ
リ
ロ
ク

梨
勒
は
シ
ク
ン
シ
科
ミ

ロ
バ
ラ
ン
属
の
果
実
を
基
原
と
す
る ）
44
（

」
も
の
で
あ
る
。
ま
た
木
下
は
訶
梨
勒
の
詳

細
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

本
草
で
は
『
新し

ん
し
ゆ
う修

本ほ
ん
ぞ
う草

』
に
木
部
下
品
と
し
て
収
載
さ
れ
、
胸
腹
部
の
脹
満
、

体
内
の
貯
留
物
を
排
出
す
る
効
果
が
あ
る
と
す
る
が
、
軽
い
瀉
下
剤
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。『
御み

ど
う
か
ん

堂
関
白ぱ

く
き記

』『
小し

ょ
う
ゆ
う
き

右
記
』
で
は
五
ヶ
所
に
訶
梨
勒
丸
の
服
用

の
記
録
あ
り
、『
延え

ん
ぎ
し
き

喜
式
』
の
雑ざ

つ

給き
ゅ
う
り
ょ
う料

に
も
「
十
三
物
呵
唎
勒
丸
二
剤
」（
巻

第
三
十
七
「
典く

す
り

薬の
つ
か
さ寮

」）
と
あ
る
か
ら
、
平
安
貴
族
の
間
で
珍
重
さ
れ
た
薬
物

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る ）

45
（

。

右
の
如
く
、
草
薬
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
は
、
紫
式
部
は
当
然
知
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
草
の
知
識
は
清
少
納
言
と
同
じ
よ
う
に
強
い
と
考
え
る
。
お
そ
ら
く

草
を
も
っ
て
薬
用
と
な
せ
る
こ
と
は
清
少
納
言
よ
り
も
っ
と
深
く
印
象
に
残
っ
た
の

だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、「
草
薬
」
と
い
う
語
彙
は
『
枕
草
子
』
の
中
に
見
え
な

い
が
、
紫
式
部
は
当
時
の
風
病
を
治
す
た
め
、
草
薬
を
飲
む
場
面
に
つ
い
て
生
き
生

き
と
帚
木
巻
の
中
に
表
し
て
い
る
。

　
「
さ
て
、
い
と
久
し
く
ま
か
ら
ざ
り
し
に
、
も
の
の
た
よ
り
に
立
ち
寄
り
て

は
べ
れ
ば
、
常
の
う
ち
と
け
ゐ
た
る
方
に
は
は
べ
ら
で
、
心
や
ま
し
き
物
越
し

に
て
な
む
逢あ

ひ
て
は
べ
る
。
ふ
す
ぶ
る
に
や
と
、
を
こ
が
ま
し
く
も
、
ま
た
、

よ
き
ふ
し
な
り
と
も
思
ひ
た
ま
ふ
る
に
、
こ
の
さ
か
し
人
、
は
た
、
軽か

ろ
が
ろ々

し
き

も
の
怨ゑ

ん

じ
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
世
の
道
理
を
思
ひ
取
り
て
恨
み
ざ
り
け
り
。

声
も
は
や
り
か
に
て
言
ふ
や
う
、『
月
ご
ろ
風ふ

び
や
う病

重
き
に
た
へ
か
ね
て
、
極ご

く
ね
ち熱

の
草さ

う

薬や
く

を
服ぶ

く

し
て
、
い
と
臭
き
に
よ
り
な
む
え
対た

い
め
ん面

賜た
ま
は

ら
ぬ
。
目
の
あ
た
り

な
ら
ず
と
も
、
さ
る
べ
か
ら
む
雑ざ

ふ
じ事

ら
は
う
け
た
ま
は
ら
む
』
と
い
と
あ
は
れ

に
む
べ
む
べ
し
く
言
ひ
は
べ
り
。

 

（
帚
木
・
八
七
頁
）

極
熱
い
草
薬
を
飲
む
と
、
臭
い
匂
い
が
漂
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

病
気
を
治
す
草
薬
の
意
象
は
紫
式
部
に
と
っ
て
は
決
し
て
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
こ
の
よ
う
な
草
薬
の
意
象
を
受
け
て
、
自
ら
の
物
語
を
創
作
す
る
際
、
意
識
的
に

登
場
人
物
の
個
性
を
暗
喩
し
た
の
で
は
な
い
か
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
若
紫
巻
の
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こ
に
紫
の
色
素
を
含
ん
で
い
る
の
で
紫
根
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
紫
根
か
ら
抽

出
し
た
液
に
椿
や
柃
（
ひ
さ
か
き
）
の
灰
汁
で
処
理
し
た
糸
や
裂
地
を
浸
染
し
、

紫
に
染
め
上
げ
た
の
が
紫
根
染
で
、本
紫
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
。
紫
草
は
薬
用
・

染
料
と
し
て
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
飛
鳥
時
代
か
ら
栽
培
も
な

さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
広
い
土
地
を
必
要
と
す
る
上
、
栽
培
も
む
ず
か

し
か
っ
た
よ
う
で
、
紫
草
は
貴
重
視
さ
れ
て
き
た ）

35
（

。

ま
た
、
木
下
武
司
『
歴
代
日
本
薬
局
方
収
載　

生
薬
大
事
典
』
に
よ
る
と
、
草
薬

と
し
て
の
紫
草
は
次
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
。
引
用
文
の
漢
字
は
常
用
漢
字
に
直
し

た
。【

出
典
】　

神
農
本
草
経
中
品
「
紫
草　

一
名
紫
丹
一
名
紫
芺
。
味
は
苦
く
寒
。

山
谷
に
生
ず
。
心
腹
の
邪
気
、
五
疸
を
治
し
、
中
を
補
ひ
、
気
を
益
し
、
九
竅

を
利
し
、
水
道
を
通
ず 

）
36
（

。」

さ
ら
に
難
波
恒
雄
は
『
和
漢
薬
の
事
典
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
出
典
】『
神
農
本
草
経
』
の
中
品
に
「
紫
草
（
し
そ
う
）
の
原
名
で
収
載
さ
れ

て
い
る ）

37
（

。

　

 
 

 
 

 

　
　

図
三
「
紫
草 ）

38
（

」

　

右
の
紫
草
の
紫し

根こ
ん

の
草
薬
の
効
能
に
つ
い
て
、
難
波
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い

る
。【

薬
理
作
用
】
発
情
期
抑
制
．
排
精
子
抑
制
．
抗
菌
（
グ
ラ
ム
陽
性
・
陰
性
菌
，

真
菌
）．
抗
炎
症
（
シ
コ
ニ
ン
誘
導
体 ）

39
（

）．

特
に
平
安
時
代
で
は
、
紫
草
の
使
用
量
は
か
な
り
多
い
。
例
え
ば
、『
延
喜
式
』
の

中
で
詳
し
く
記
録
が
見
え
い
る
。

①
巻
六 

神
祇
六　

 

斎
院
司
式　

 

紫
草
百
斤

②
巻
十
四 

縫
殿
式　

 

雑
染
用
度　

 

紫
草
卅
斤

③
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

已
上
多
武
峯
料 

紫
草
八
十
斤

④
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

造
五
月
五
日　

 

紫
草
五
十
斤

⑤
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

御
服
料　

 
 

紫
草
一
萬
三
百
七
斤
十
両
二
分

⑥
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

中
宮
御
服
料　

  

紫
草
二
百
八
十
五
斤
六
両

⑦
巻
十
五 

内
蔵
式　

 

諸
国
年
料
供
進  

紫
草
四
千
五
百
斤　

⑧
巻
二
十
三 

民
部
式　

 

大
宰
府　

 

紫
草
日
向
八
百
斤

⑨
巻
二
十
三 

民
部
式 

交
易
雑
物

 

甲
斐
国　
　

紫
草
八
百
斤

 

相
模
国　
　

紫
草
三
千
七
百
斤

 

武
蔵
国　
　

紫
草
三
千
二
百
斤

 

下
總
国　
　

紫
草
二
千
六
百
斤

 

常
陸
国　
　

紫
草
三
千
八
百
斤

 

信
濃
国　
　

紫
草
二
千
八
百
斤

 

上
野
国　
　

紫
草
二
千
三
百
斤

 

下
野
国　
　

紫
草
一
千
斤

 

出
雲
国　
　

紫
草
一
百
斤

（9）

『源氏物語』「若紫」意象考

 

石
見
国　

 

紫
草
一
百
斤

 

大
宰
府　

 

紫
草
五
千
六
百
斤 ）
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右
の
よ
う
に
、
紫
草
の
膨
大
な
使
用
量
の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
単
な
る
紫
草
の
根

は
染
め
る
材
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
草
薬
と
し
て
の
原
料
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ

う
。
紫
草
は
貴
重
な
も
の
と
考
え
る
。
日
本
産
の
紫
草
だ
け
で
な
く
、
大
陸
の
唐
か

ら
の
輸
入
品
も
あ
る
。
例
え
ば
、
藤
原
実
資
『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
七

月
の
記
録
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

長
和
二
年
七
月
廿
五
日
、（
中
略
）
蔵
規
朝
臣
付
亮
範
進
唐
物
、雄
黄
三
分
二
銖
、

甘
松
香
十
両
、
荒
欝
金
香
十
両
、
金
青
五
両
、
紫
草
三
枚 ）

41
（

、

〔
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
七
月　

二
十
五
日
、（
中
略
）（
藤
原
）
蔵く

ら
の
り規

朝

臣
が
、
亮
範
に
託
し
て
唐か

ら

物も
の

を
進
上
し
て
き
た
〈
雄お

　
お
う黄

二
分
二
銖し

ゆ

、
甘か

ん
し
よ
う
こ
う

松
香

十
両
、
荒あ

ら
う欝

金こ
ん
こ
う香

十
両
、
紺こ

ん
じ
よ
う青

五
両
、
紫む

ら
さ
き
そ
う草

三
枚 ）

42
（

。〉。〕

右
の
紫
草
は
前
述
し
た
『
新
修
本
草
』
草
部
の
中
品
の
上
に
属
す
る
も
の
な
の
で
、

貴
重
な
草
薬
の
原
料
で
あ
ろ
う
。

平
安
時
代
で
は
草
薬
を
利
用
し
た
い
場
合
、
五
位
以
上
の
貴
族
は
典
薬
寮
へ
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
記

録
が
見
え
る
。

巻
第
三
十
七　

典
薬
寮

凡
五
位
已
上
、
有
レ

須
ニ

草
薬
一

者
、
就
レ

寮
請
之
、

〔
凡
そ
五
位
已
上
、
草
薬
を
須
う
る
あ
ら
ば
、
寮
に
就
き
て
請う

け
よ ）

43
（

。〕

紫
式
部
と
親
し
い
藤
原
道
長
が
服
用
し
た
草
薬
に
つ
い
て
は
、
木
下
武
司
の
考
証

に
よ
る
と
、
そ
の
う
ち
訶
梨
勒
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
訶カ
リ
ロ
ク

梨
勒
は
シ
ク
ン
シ
科
ミ

ロ
バ
ラ
ン
属
の
果
実
を
基
原
と
す
る ）
44
（

」
も
の
で
あ
る
。
ま
た
木
下
は
訶
梨
勒
の
詳

細
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

本
草
で
は
『
新し

ん
し
ゆ
う修

本ほ
ん
ぞ
う草

』
に
木
部
下
品
と
し
て
収
載
さ
れ
、
胸
腹
部
の
脹
満
、

体
内
の
貯
留
物
を
排
出
す
る
効
果
が
あ
る
と
す
る
が
、
軽
い
瀉
下
剤
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。『
御み

ど
う
か
ん

堂
関
白ぱ

く
き記

』『
小し

ょ
う
ゆ
う
き

右
記
』
で
は
五
ヶ
所
に
訶
梨
勒
丸
の
服
用

の
記
録
あ
り
、『
延え

ん
ぎ
し
き

喜
式
』
の
雑ざ

つ

給き
ゅ
う
り
ょ
う料

に
も
「
十
三
物
呵
唎
勒
丸
二
剤
」（
巻

第
三
十
七
「
典く

す
り

薬の
つ
か
さ寮

」）
と
あ
る
か
ら
、
平
安
貴
族
の
間
で
珍
重
さ
れ
た
薬
物

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る ）

45
（

。

右
の
如
く
、
草
薬
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
は
、
紫
式
部
は
当
然
知
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
草
の
知
識
は
清
少
納
言
と
同
じ
よ
う
に
強
い
と
考
え
る
。
お
そ
ら
く

草
を
も
っ
て
薬
用
と
な
せ
る
こ
と
は
清
少
納
言
よ
り
も
っ
と
深
く
印
象
に
残
っ
た
の

だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、「
草
薬
」
と
い
う
語
彙
は
『
枕
草
子
』
の
中
に
見
え
な

い
が
、
紫
式
部
は
当
時
の
風
病
を
治
す
た
め
、
草
薬
を
飲
む
場
面
に
つ
い
て
生
き
生

き
と
帚
木
巻
の
中
に
表
し
て
い
る
。

　
「
さ
て
、
い
と
久
し
く
ま
か
ら
ざ
り
し
に
、
も
の
の
た
よ
り
に
立
ち
寄
り
て

は
べ
れ
ば
、
常
の
う
ち
と
け
ゐ
た
る
方
に
は
は
べ
ら
で
、
心
や
ま
し
き
物
越
し

に
て
な
む
逢あ

ひ
て
は
べ
る
。
ふ
す
ぶ
る
に
や
と
、
を
こ
が
ま
し
く
も
、
ま
た
、

よ
き
ふ
し
な
り
と
も
思
ひ
た
ま
ふ
る
に
、
こ
の
さ
か
し
人
、
は
た
、
軽か

ろ
が
ろ々

し
き

も
の
怨ゑ

ん

じ
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
世
の
道
理
を
思
ひ
取
り
て
恨
み
ざ
り
け
り
。

声
も
は
や
り
か
に
て
言
ふ
や
う
、『
月
ご
ろ
風ふ

び
や
う病

重
き
に
た
へ
か
ね
て
、
極ご

く
ね
ち熱

の
草さ

う

薬や
く

を
服ぶ

く

し
て
、
い
と
臭
き
に
よ
り
な
む
え
対た

い
め
ん面

賜た
ま
は

ら
ぬ
。
目
の
あ
た
り

な
ら
ず
と
も
、
さ
る
べ
か
ら
む
雑ざ

ふ
じ事

ら
は
う
け
た
ま
は
ら
む
』
と
い
と
あ
は
れ

に
む
べ
む
べ
し
く
言
ひ
は
べ
り
。

 

（
帚
木
・
八
七
頁
）

極
熱
い
草
薬
を
飲
む
と
、
臭
い
匂
い
が
漂
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

病
気
を
治
す
草
薬
の
意
象
は
紫
式
部
に
と
っ
て
は
決
し
て
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
こ
の
よ
う
な
草
薬
の
意
象
を
受
け
て
、
自
ら
の
物
語
を
創
作
す
る
際
、
意
識
的
に

登
場
人
物
の
個
性
を
暗
喩
し
た
の
で
は
な
い
か
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
若
紫
巻
の
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中
で
創
出
し
た
紫
草
の
少
女
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
紫
草
の
少
女
が
、
藤

壺
と
似
て
い
る
特
性
が
あ
り
、
源
氏
に
と
っ
て
は
、
こ
の
少
女
を
得
る
こ
と
で
、
藤

壺
の
恋
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
構
成
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
若
紫
巻
の
冒
頭
文
か
ら
「
わ
ら
は
病
」
を
治
す
た
め
北
山
へ
行
っ
た
源
氏
が
す
ぐ

藤
壺
と
似
て
い
る
少
女
を
発
現
し
た
こ
と
は
第
一
伏
線
で
あ
ろ
う
。　
　

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
は
、
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
作
者
が
「
わ
ら
は
病
」
に
は
源
氏
の
藤
壺
の
恋
の
悩
む
こ
と
を
暗
喩
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ

ば
よ
い
だ
ろ
う
。

四
　
源
氏
↓
童
の
病
↓
藤
壺
の
恋
↓
恋
病
を
治
す
↓
草
薬
の
紫
草
を
奪
う

い
っ
た
い
冒
頭
文
に
書
か
れ
た
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ

ろ
う
。
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
如
何
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
古
註
釈
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

遡
っ
て
み
る
と
、『
河
海
抄
』
で
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

わ
ら
は
や
み
に
わ
つ
ら
ひ
給
て
、
巻
頭　

詞
瘧ク

ラ
ハ
ヤ
ミ病　

痁
俗
云
発

心
也　
痎　
瘧
疾
二
日
一

度
発
也

 ）
46
（

ま
た
『
花
鳥
余
情
』
で
は
下
記
の
よ
う
に
注
釈
が
あ
る
。

わ
ら
は
や
み　

瘴
瘧
也
寒
熱
あ
り
毎
日
に
や
む
を
は
日
お
こ
り
と
云
日
ま
せ
を

は
隔
日
瘧
と
云
也 ）

47
（

右
の
『
河
海
抄
』
と
『
花
鳥
余
情
』
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
「
瘧
病
」
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
解
釈
は
現
代
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
も
同
じ
よ
う
に
続
い
て
い
る
こ
と
が
見

え
る
。
例
え
ば
、
玉
上
琢
彌
の
解
釈
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

わ
ら
は
や
み　
　

瘧
病 ）

48
（

。

 

ま
た
近
年
岩
波
文
庫
の
解
釈
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

マ
ラ
リ
ア
に
症
状
の
似
た
流
行
病
。
後
世
に
「
お
こ
り
」
と
い
う
の
に
同
じ

ら
し
い
。「
寒
熱
並
び
に
作（
おこ

）
り
二
日
に
一
た
び
発
（
おこ

）
る
病
」（
和
名
抄
）。

物
語
中
で
は
の
ち
に
朧
月
夜
の
君
も
罹
患
す
る
（
□二
賢
木
50
節
）。
子
供
の
病

 

気
で
は
な
い
。
□一
末
摘
花
７
節
に
「
わ
ら
は
病
に
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
、
人
知
れ

ぬ
も
の
お
も
ひ
の
紛
れ
も
、
御
心
の
暇
な
き
や
う
に
て
、
春
夏
過
ぎ
ぬ
」
と
あ

る
の
は
、
こ
の
巻
と
同
年
に
あ
た
り
、
源
氏
の
君
が
空
蟬
お
よ
び
夕
顔
と
い
う

二
人
の
女
に
会
っ
た
翌
年
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
春
三
月
末
で
あ
る ）

49
（

。

と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
山
岸
徳
平
は
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
「
マ
ラ
リ
ア
」
で
は
な

い
と
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

　

源
氏
が
「
わ
ら
わ
病
」
に
悩
み
な
さ
れ
た
の
で
。「
て
」
は
原
因
。
こ
の
「
わ

ら
わ
病
」
は
「
草
ぶ
る
い
」
の
事
で
、
俗
に
い
う
「
お
こ
り
」
と
は
別
。
故
に

マ
ラ
リ
ヤ
で
は
な
い
。
即
ち
「
瘧
」
で
あ
る ）

50
（

。

ま
た
岸
上
は
次
の
よ
う
に
補
注
し
て
い
る
。

　
「
わ
ら
わ
病
」
即
ち
「
瘧
」（
お
こ
り

）
は
種
類
が
多
い
。
寒
熱
が
、
隔
日
に
起
る

も
の
も
、
毎
日
起
る
も
の
も
あ
る
。
桜
の
季
節
に
は
、
ま
だ
「
シ
ナ
ハ
マ
ダ
ラ

蚊
」
が
発
生
し
な
い
の
で
、
源
氏
の
「
わ
ら
わ
病
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ラ
リ

ヤ
」
で
は
な
く
、「
草
ぶ
る
い
」
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。〔
賢
木
巻
〕
の
朧
月

夜
の
は
、
時
期
的
に
今
の
マ
ラ
リ
ヤ
で
あ
る
と
思
う 

）
51
（

。

し
か
し
、
玉
上
琢
彌
は
山
岸
の
説
を
反
発
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
若
紫
」
の
巻
は
、
陰
暦
の
三
月
で
マ
ラ
リ
ア
を
仲
介
す
る
蚊

は
発
生
し
て
い
な
い
か
ら
、
マ
ラ
リ
ア
で
は
な
く
「
草
ぶ
る
い
」
と
称
す
る
も

の
で
あ
る
、
と
す
る
山
岸
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、
は
や
く

か
ら
草
原
な
ど
に
蚊
を
見
る
そ
う
で
あ
り
、
千
年
む
か
し
は
衛
生
思
想
が
不
十

分
で
あ
り
、
こ
れ
も
マ
ラ
リ
ア
と
見
て
よ
い
か
と
思
う ）

52
（

。

右
の
如
く
、
今
ま
で
の
「
わ
ら
は
病
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
揺
れ
て
い
る
こ
と
が

（11）

『源氏物語』「若紫」意象考

事
実
で
あ
る
。
玉
上
説
と
山
岸
説
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
判
断
す
る
こ
と
が
難
し

い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
山
岸
の
説
に
賛
成
し
た
い
。
つ
ま
り
同
じ
「
わ
ら
は
病
」
で

あ
る
が
、
源
氏
と
朧
月
夜
は
そ
れ
ぞ
れ
の
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
朧

月
夜
の
「
わ
ら
は
病
」
は
普
通
の
現
在
と
言
え
ば
マ
ラ
リ
ア
で
あ
る
が
、
源
氏
の
方

が
別
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
ど
の
よ
う
に
解
釈

す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

名
詞
「
わ
ら
は
病
」
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
は
全
部
で
四
箇
所 ）
53
（

あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
本
文
を
次
の
㋐
㋑
㋒
㋓
に
示
す
。

㋐
瘧わ
ら
は
や
み病
に
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
に
ま
じ
な
ひ
、
加か

ぢ持
な
ど
ま
ゐ
ら
せ

た
ま
へ
ど
し
る
し
な
く
て
、
あ
ま
た
た
び
お
こ
り
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
あ
る
人
、

「
北き
た
や
ま山
に
な
む
、
な
に
が
し
寺て
ら

と
い
ふ
所
に
か
し
こ
き
行お
こ
な

ひ
人
は
べ
る
。

 

（
若
紫
・
一
九
九
頁
）

㋑
こ
の
上か
み

の
聖ひ
じ
り

の
方か
た

に
、
源
氏
の
中
将
の
、
瘧わ
ら
は
や
み病
ま
じ
な
ひ
に
も
の
し
た
ま
ひ

け
る
を
、
た
だ
今
な
む
聞
き
つ
け
は
べ
る
。

 

（
若
紫
・
二
〇
八
〜
二
〇
九
頁
）

㋒
瘧わ
ら
は
や
み病
に
わ 

づ
ら
ひ
た
ま
ひ
、
人
知
れ
ぬ
も
の
思
ひ
の
ま
ぎ
れ
も
、
御
心
の
暇い
と
ま

な
き
や
う
に
て
、
春
夏
過
ぎ
ぬ
。

 

（
末
摘
花
・
二
七
七
頁
）

㋓
そ
の
こ
ろ
尚か

侍む

の
君
ま
か
で
た
ま
へ
り
。
瘧わ
ら
は
や
み病
に
久
し
う
な
や
み
た
ま
ひ
て
、

ま
じ
な
ひ
な
ど
も
心
や
す
く
せ
ん
と
て
な
り
け
り
。

 

（
賢
木
・
一
四
三
頁
）

右
に
ゴ
シ
ッ
ク
字
体
を
付
け
た
よ
う
に
、
㋐
㋑
㋒
㋓
の
う
ち
、
㋓
の
朧
月
夜
の
こ

と
以
外
に
す
べ
て
源
氏
の
こ
と
で
あ
る
。
山
岸
が
指
摘
さ
れ
た
通
り
に
、
朧
月
夜
の

瘧
病
は
今
の
マ
ラ
リ
ア
で
あ
る
が
、
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
別
な
も
の
と
考
え
て

方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
山
岸
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
季
節
が
合
わ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
た
が
、
山
岸
が
指
摘
し
た
「
草
ぶ
る
い
」
に
基
づ
い
て
、
前
述
の

草
（
紫
草
）
に
関
わ
る
暗
喩
の
意
味
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

作
者
の
紫
式
部
は
多
く
の
比
喩
す
る
方
法
を
活
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
若
紫
か

ら
紫
草
を
少
女
に
比
喩
す
る
こ
と
が
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
明
喩
と
言
え

る
。
冒
頭
文
の
「
わ
ら
は
病
」
は
暗
喩
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
わ
ら
は
」
は
源
氏

の
「
童
」
の
こ
と
を
暗
喩
し
て
い
る
。
ま
さ
に
阿
部
好
臣
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。

こ
こ
に
表
出
さ
れ
た
「
わ
ら
は
や
み
」
の
字
義
に
、
も
っ
と
注
目
す
べ
き
だ
っ

た
の
だ
。「
瘧
病
」
と
漢
字
を
宛
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
な
く
部
分
、「
わ
ら

は
」
＝
「
童
」
で
あ
る
こ
と ）

54
（

。

具
体
的
な
「
わ
ら
は
病
」
は
、
い
わ
ゆ
る
源
氏
の
童
年
時
代
に
起
こ
し
た
藤
壺
へ

の
恋
に
悩
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
桐
壺
巻
終
り
の

と
こ
ろ
に
明
記
し
た
の
で
あ
る
。

源
氏
の
君
は
、
上う

へ

の
常
に
召
し
ま
つ
は
せ
ば
、
心
や
す
く
里さ

と

住ず

み
も
え
し
た
ま

は
ず
、
心
の
中う

ち

に
は
、
た
だ
、
藤
壺
の
御
あ
り
さ
ま
を
た
ぐ
ひ
な
し
と
思
ひ
き

こ
え
て
、
さ
や
う
な
ら
む
人
を
こ
そ
見
め
、
似
る
人
な
く
も
お
は
し
け
る
か
な
、

大お
ほ
い
ど
の殿

の
君
、
い
と
を
か
し
げ
に
か
し
づ
か
れ
た
る
人
と
は
見
ゆ
れ
ど
、
心
に
も

つ
か
ず
お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
幼を

さ
な

き
ほ
ど
の
心
ひ
と
つ
に
か
か
り
て
、
い
と
苦

し
き
ま
で
ぞ
お
は
し
け
る
。

 

（
桐
壺
・
四
九
頁
）

右
の
如
く
、
源
氏
が
幼
い
時
か
ら
藤
壺
の
恋
に
悩
ん
で
い
る
こ
と
は
大
変
な
苦
し

い
こ
と
で
あ
る
。
表
面
的
に
「
わ
ら
は
病
」
に
は
、
内
実
的
に
源
氏
の
藤
壺
に
恋
の

「
童
の
病
」
を
暗
喩
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
前
掲
し
た
「
㋒
」
の
引
用
文
を

よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
実
に
作
者
紫
式
部
が
「
わ
ら
は
病
」
の
裏
側
の
意
味
を
明
解

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
そ
れ
は
「
瘧わ
ら
は
や
み病
に
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
、
人
知
れ
ぬ
も
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中
で
創
出
し
た
紫
草
の
少
女
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
紫
草
の
少
女
が
、
藤

壺
と
似
て
い
る
特
性
が
あ
り
、
源
氏
に
と
っ
て
は
、
こ
の
少
女
を
得
る
こ
と
で
、
藤

壺
の
恋
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
構
成
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
若
紫
巻
の
冒
頭
文
か
ら
「
わ
ら
は
病
」
を
治
す
た
め
北
山
へ
行
っ
た
源
氏
が
す
ぐ

藤
壺
と
似
て
い
る
少
女
を
発
現
し
た
こ
と
は
第
一
伏
線
で
あ
ろ
う
。　
　

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
は
、
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
作
者
が
「
わ
ら
は
病
」
に
は
源
氏
の
藤
壺
の
恋
の
悩
む
こ
と
を
暗
喩
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ

ば
よ
い
だ
ろ
う
。

四
　
源
氏
↓
童
の
病
↓
藤
壺
の
恋
↓
恋
病
を
治
す
↓
草
薬
の
紫
草
を
奪
う

い
っ
た
い
冒
頭
文
に
書
か
れ
た
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ

ろ
う
。
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
如
何
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
古
註
釈
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

遡
っ
て
み
る
と
、『
河
海
抄
』
で
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

わ
ら
は
や
み
に
わ
つ
ら
ひ
給
て
、
巻
頭　

詞
瘧ク

ラ
ハ
ヤ
ミ病　

痁
俗
云
発

心
也　
痎　
瘧
疾
二
日
一

度
発
也

 ）
46
（

ま
た
『
花
鳥
余
情
』
で
は
下
記
の
よ
う
に
注
釈
が
あ
る
。

わ
ら
は
や
み　

瘴
瘧
也
寒
熱
あ
り
毎
日
に
や
む
を
は
日
お
こ
り
と
云
日
ま
せ
を

は
隔
日
瘧
と
云
也 ）

47
（

右
の
『
河
海
抄
』
と
『
花
鳥
余
情
』
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
「
瘧
病
」
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
解
釈
は
現
代
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
も
同
じ
よ
う
に
続
い
て
い
る
こ
と
が
見

え
る
。
例
え
ば
、
玉
上
琢
彌
の
解
釈
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

わ
ら
は
や
み　
　

瘧
病 ）

48
（

。

 

ま
た
近
年
岩
波
文
庫
の
解
釈
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

マ
ラ
リ
ア
に
症
状
の
似
た
流
行
病
。
後
世
に
「
お
こ
り
」
と
い
う
の
に
同
じ

ら
し
い
。「
寒
熱
並
び
に
作（
おこ

）
り
二
日
に
一
た
び
発
（
おこ

）
る
病
」（
和
名
抄
）。

物
語
中
で
は
の
ち
に
朧
月
夜
の
君
も
罹
患
す
る
（
□二
賢
木
50
節
）。
子
供
の
病

 

気
で
は
な
い
。
□一
末
摘
花
７
節
に
「
わ
ら
は
病
に
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
、
人
知
れ

ぬ
も
の
お
も
ひ
の
紛
れ
も
、
御
心
の
暇
な
き
や
う
に
て
、
春
夏
過
ぎ
ぬ
」
と
あ

る
の
は
、
こ
の
巻
と
同
年
に
あ
た
り
、
源
氏
の
君
が
空
蟬
お
よ
び
夕
顔
と
い
う

二
人
の
女
に
会
っ
た
翌
年
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
春
三
月
末
で
あ
る ）

49
（

。

と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
山
岸
徳
平
は
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
「
マ
ラ
リ
ア
」
で
は
な

い
と
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

　

源
氏
が
「
わ
ら
わ
病
」
に
悩
み
な
さ
れ
た
の
で
。「
て
」
は
原
因
。
こ
の
「
わ

ら
わ
病
」
は
「
草
ぶ
る
い
」
の
事
で
、
俗
に
い
う
「
お
こ
り
」
と
は
別
。
故
に

マ
ラ
リ
ヤ
で
は
な
い
。
即
ち
「
瘧
」
で
あ
る ）

50
（

。

ま
た
岸
上
は
次
の
よ
う
に
補
注
し
て
い
る
。

　
「
わ
ら
わ
病
」
即
ち
「
瘧
」（
お
こ
り

）
は
種
類
が
多
い
。
寒
熱
が
、
隔
日
に
起
る

も
の
も
、
毎
日
起
る
も
の
も
あ
る
。
桜
の
季
節
に
は
、
ま
だ
「
シ
ナ
ハ
マ
ダ
ラ

蚊
」
が
発
生
し
な
い
の
で
、
源
氏
の
「
わ
ら
わ
病
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ラ
リ

ヤ
」
で
は
な
く
、「
草
ぶ
る
い
」
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。〔
賢
木
巻
〕
の
朧
月

夜
の
は
、
時
期
的
に
今
の
マ
ラ
リ
ヤ
で
あ
る
と
思
う 

）
51
（

。

し
か
し
、
玉
上
琢
彌
は
山
岸
の
説
を
反
発
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
若
紫
」
の
巻
は
、
陰
暦
の
三
月
で
マ
ラ
リ
ア
を
仲
介
す
る
蚊

は
発
生
し
て
い
な
い
か
ら
、
マ
ラ
リ
ア
で
は
な
く
「
草
ぶ
る
い
」
と
称
す
る
も

の
で
あ
る
、
と
す
る
山
岸
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、
は
や
く

か
ら
草
原
な
ど
に
蚊
を
見
る
そ
う
で
あ
り
、
千
年
む
か
し
は
衛
生
思
想
が
不
十

分
で
あ
り
、
こ
れ
も
マ
ラ
リ
ア
と
見
て
よ
い
か
と
思
う ）

52
（

。

右
の
如
く
、
今
ま
で
の
「
わ
ら
は
病
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
揺
れ
て
い
る
こ
と
が

（11）

『源氏物語』「若紫」意象考

事
実
で
あ
る
。
玉
上
説
と
山
岸
説
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
判
断
す
る
こ
と
が
難
し

い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
山
岸
の
説
に
賛
成
し
た
い
。
つ
ま
り
同
じ
「
わ
ら
は
病
」
で

あ
る
が
、
源
氏
と
朧
月
夜
は
そ
れ
ぞ
れ
の
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
朧

月
夜
の
「
わ
ら
は
病
」
は
普
通
の
現
在
と
言
え
ば
マ
ラ
リ
ア
で
あ
る
が
、
源
氏
の
方

が
別
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
ど
の
よ
う
に
解
釈

す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

名
詞
「
わ
ら
は
病
」
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
は
全
部
で
四
箇
所 ）
53
（

あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
本
文
を
次
の
㋐
㋑
㋒
㋓
に
示
す
。

㋐
瘧わ
ら
は
や
み病
に
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
に
ま
じ
な
ひ
、
加か

ぢ持
な
ど
ま
ゐ
ら
せ

た
ま
へ
ど
し
る
し
な
く
て
、
あ
ま
た
た
び
お
こ
り
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
あ
る
人
、

「
北き
た
や
ま山
に
な
む
、
な
に
が
し
寺て
ら

と
い
ふ
所
に
か
し
こ
き
行お
こ
な

ひ
人
は
べ
る
。

 

（
若
紫
・
一
九
九
頁
）

㋑
こ
の
上か
み

の
聖ひ
じ
り

の
方か
た

に
、
源
氏
の
中
将
の
、
瘧わ
ら
は
や
み病
ま
じ
な
ひ
に
も
の
し
た
ま
ひ

け
る
を
、
た
だ
今
な
む
聞
き
つ
け
は
べ
る
。

 

（
若
紫
・
二
〇
八
〜
二
〇
九
頁
）

㋒
瘧わ
ら
は
や
み病
に
わ 

づ
ら
ひ
た
ま
ひ
、
人
知
れ
ぬ
も
の
思
ひ
の
ま
ぎ
れ
も
、
御
心
の
暇い
と
ま

な
き
や
う
に
て
、
春
夏
過
ぎ
ぬ
。

 

（
末
摘
花
・
二
七
七
頁
）

㋓
そ
の
こ
ろ
尚か

侍む

の
君
ま
か
で
た
ま
へ
り
。
瘧わ
ら
は
や
み病
に
久
し
う
な
や
み
た
ま
ひ
て
、

ま
じ
な
ひ
な
ど
も
心
や
す
く
せ
ん
と
て
な
り
け
り
。

 

（
賢
木
・
一
四
三
頁
）

右
に
ゴ
シ
ッ
ク
字
体
を
付
け
た
よ
う
に
、
㋐
㋑
㋒
㋓
の
う
ち
、
㋓
の
朧
月
夜
の
こ

と
以
外
に
す
べ
て
源
氏
の
こ
と
で
あ
る
。
山
岸
が
指
摘
さ
れ
た
通
り
に
、
朧
月
夜
の

瘧
病
は
今
の
マ
ラ
リ
ア
で
あ
る
が
、
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
は
別
な
も
の
と
考
え
て

方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
山
岸
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
季
節
が
合
わ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
た
が
、
山
岸
が
指
摘
し
た
「
草
ぶ
る
い
」
に
基
づ
い
て
、
前
述
の

草
（
紫
草
）
に
関
わ
る
暗
喩
の
意
味
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

作
者
の
紫
式
部
は
多
く
の
比
喩
す
る
方
法
を
活
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
若
紫
か

ら
紫
草
を
少
女
に
比
喩
す
る
こ
と
が
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
明
喩
と
言
え

る
。
冒
頭
文
の
「
わ
ら
は
病
」
は
暗
喩
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
わ
ら
は
」
は
源
氏

の
「
童
」
の
こ
と
を
暗
喩
し
て
い
る
。
ま
さ
に
阿
部
好
臣
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。

こ
こ
に
表
出
さ
れ
た
「
わ
ら
は
や
み
」
の
字
義
に
、
も
っ
と
注
目
す
べ
き
だ
っ

た
の
だ
。「
瘧
病
」
と
漢
字
を
宛
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
な
く
部
分
、「
わ
ら

は
」
＝
「
童
」
で
あ
る
こ
と ）

54
（

。

具
体
的
な
「
わ
ら
は
病
」
は
、
い
わ
ゆ
る
源
氏
の
童
年
時
代
に
起
こ
し
た
藤
壺
へ

の
恋
に
悩
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
桐
壺
巻
終
り
の

と
こ
ろ
に
明
記
し
た
の
で
あ
る
。

源
氏
の
君
は
、
上う

へ

の
常
に
召
し
ま
つ
は
せ
ば
、
心
や
す
く
里さ

と

住ず

み
も
え
し
た
ま

は
ず
、
心
の
中う

ち

に
は
、
た
だ
、
藤
壺
の
御
あ
り
さ
ま
を
た
ぐ
ひ
な
し
と
思
ひ
き

こ
え
て
、
さ
や
う
な
ら
む
人
を
こ
そ
見
め
、
似
る
人
な
く
も
お
は
し
け
る
か
な
、

大お
ほ
い
ど
の殿

の
君
、
い
と
を
か
し
げ
に
か
し
づ
か
れ
た
る
人
と
は
見
ゆ
れ
ど
、
心
に
も

つ
か
ず
お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
幼を

さ
な

き
ほ
ど
の
心
ひ
と
つ
に
か
か
り
て
、
い
と
苦

し
き
ま
で
ぞ
お
は
し
け
る
。

 

（
桐
壺
・
四
九
頁
）

右
の
如
く
、
源
氏
が
幼
い
時
か
ら
藤
壺
の
恋
に
悩
ん
で
い
る
こ
と
は
大
変
な
苦
し

い
こ
と
で
あ
る
。
表
面
的
に
「
わ
ら
は
病
」
に
は
、
内
実
的
に
源
氏
の
藤
壺
に
恋
の

「
童
の
病
」
を
暗
喩
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
前
掲
し
た
「
㋒
」
の
引
用
文
を

よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
実
に
作
者
紫
式
部
が
「
わ
ら
は
病
」
の
裏
側
の
意
味
を
明
解

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
そ
れ
は
「
瘧わ
ら
は
や
み病
に
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
、
人
知
れ
ぬ
も
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の
思
ひ
の
ま
ぎ
れ
も
、
御
心
の
暇い
と
ま

な
き
や
う
に
て
、
春
夏
過
ぎ
ぬ
。」
の
う
ち
、「
人

知
れ
ぬ
」
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
藤
壺
の
恋
し
て
い
る
こ
と
は
源
氏
し
か
わ
か

ら
な
い
と
い
う
本
人
の
心
の
恋
病
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
暗
喩
し
た
源

氏
の
「
わ
ら
は
病
」
の
意
味
が
露
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
者
が
こ
の
よ
う
な
源
氏
の
心
の
苦
し
い
恋
病
を
治
す
た
め
、
藤
壺
と
似
て
い
る

紫
草
の
少
女
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
草
薬
の
意
象
を
込
め
て
、
源
氏
が
ど
う
し

て
も
こ
の
少
女
の
紫
草
を
奪
っ
て
、
自
ら
恋
病
を
慰
め
る
た
め
の
物
語
展
開
の
経
緯

が
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

【
経
緯
１
】
さ
る
は
、
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似
た

て
ま
つ
れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
、
と
思
ふ
に
も
涙
ぞ
落
つ
る
。

 

（
若
紫
・
二
〇
七
頁
）

源
氏
が
「
わ
ら
は
病
」、
つ
ま
り
藤
壺
へ
の
恋
病
を
治
す
た
め
北
山
に
行
き
、
美

し
い
少
女
を
垣
間
見
た
。
そ
の
少
女
が
藤
壺
と
似
て
い
る
か
ら
、
源
氏
は
感
動
し
て

涙
が
と
ま
ら
な
い
。
作
者
が
こ
こ
に
埋
め
た
伏
線
と
し
て
の
草
薬
の
意
象
を
込
め
た

少
女
で
あ
る
。
つ
ま
り
源
氏
の
藤
壺
へ
の
恋
病
を
治
す
人
は
、
こ
の
紫
草
の
少
女
し

か
い
な
い
。

【
経
緯
２
】
さ
て
も
、
い
と
う
つ
く
し
か
り
つ
る
児ち

ご

か
な
、
何
人
な
ら
む
、
か

の
人
の
御
か
は
り
に
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
も
見
ば
や
、
と
思
ふ
心
深ぶ

か

う
つ
き

ぬ
。

 

（
若
紫
・
二
〇
九
頁
）

美
し
い
人
が
見
つ
け
て
、
し
か
も
恋
し
て
い
る
藤
壺
に
そ
っ
く
り
、
そ
し
て
源
氏

が
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
藤
壺
と
似
て
い
る
人
を
二
条
院
に
迎
え
、
恋
慕
し
て
い

る
藤
壺
に
代
わ
り
、
毎
日
見
る
こ
と
で
、
自
ら
の
心
の
恋
病
を
慰
め
る
こ
と
が
で
き

る
。【

経
緯
３
】
世
に
は
心
も
と
け
ず
、
う
と
く
恥
づ
か
し
き
も
の
に
思
し
て
、
年

の
重
な
る
に
添
へ
て
、
御
心
の
隔
て
も
ま
さ
る
を
、
い
と
苦
し
く
思
は
ず
に
、

 

（
若
紫
・
二
二
六
頁
）

ま
す
ま
す
葵
と
源
氏
の
間
に
無
形
な
合
わ
な
い
壁
が
浮
上
し
て
き
た
の
で
、
こ
の

ま
ま
で
は
、
年
を
取
っ
て
、
心
苦
し
さ
し
か
な
い
と
源
氏
が
、
や
や
焦
っ
て
い
る
心

境
で
あ
る
。

【
経
緯
４
】
こ
の
若
草
の
生お

ひ
出
で
む
ほ
ど
の
な
ほ
ゆ
か
し
き
を
、
似
げ
な
い

ほ
ど
と
思
へ
り
し
も
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
、
言
ひ
よ
り
が
た
き
こ
と
に
も
あ
る
か

な
、
い
か
に
か
ま
へ
て
、
た
だ
心
や
す
く
迎
へ
と
り
て
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に

見
ん
、

 

（
若
紫
・
二
二
七
頁
）

再
び
紫
草
の
よ
う
な
少
女
を
迎
え
て
自
ら
の
恋
病
を
慰
め
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
少
女
は
ま
だ
若
す
ぎ
て
、
ど
の
よ
う
に
祖
母
の
尼
君
と
交
渉
す

る
の
か
な
ど
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
経
緯
５
】
い
づ
く
に
も
い
づ
く
に
も
ま
う
で
た
ま
は
ず
、
内う

ち裏
に
て
も
里
に

て
も
、
昼
は
つ
れ
づ
れ
と
な
が
め
暮
ら
し
て
、
暮
る
れ
ば
王わ

う
み
や
う
ぶ

命
婦
を
責せ

め
歩あ

り

き

た
ま
ふ
。

 

（
若
紫
・
二
三
〇
〜
二
三
一
頁
）

愛
し
て
い
る
藤
壺
に
会
い
た
い
、
い
っ
ぽ
う
、
藤
壺
は
源
氏
の
こ
と
を
避
け
て
い

る
、
ど
こ
に
い
る
の
か
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
源
氏
が
色
々
な
方
法
を
考
え
て
、

命
婦
に
頼
む
こ
と
が
一
つ
の
手
法
で
あ
る
。

【
経
緯
６
】
殿
に
お
は
し
て
、
泣
き
寝
に
臥ふ

し
暮
ら
し
た
ま
ひ
つ
。
御
文ふ

み

な
ど

も
、
例
の
、
御
覧
じ
入
れ
ぬ
よ
し
の
み
あ
れ
ば
、
常
の
こ
と
な
が
ら
も
、
つ
ら

う
い
み
じ
う
思
し
ほ
れ
て
、
内う

ち裏
へ
も
参
ら
で
二
三
日
籠こ

も

り
お
は
す
れ
ば
、
ま

た
、
い
か
な
る
に
か
と
御
心
動
か
せ
た
ま
ふ
べ
か
め
る
も
、
恐
ろ
し
う
の
み
お

ぼ
え
た
ま
ふ
。

（13）

『源氏物語』「若紫」意象考

 

（
若
紫
・
二
三
二
頁
）

相
変
わ
ら
ず
藤
壺
は
美
し
い
と
源
氏
は
思
っ
て
い
る
が
、
毎
日
会
う
こ
と
は
で
き

ず
、
ま
す
ま
す
深
く
恋
慕
の
深
淵
に
落
ち
て
い
る
。
病
気
で
は
な
い
か
帝
が
ご
心
配

さ
れ
て
い
る
が
、
源
氏
も
自
ら
の
藤
壺
へ
の
恋
を
帝
に
暴
露
す
る
こ
と
は
極
め
て
恐

ろ
し
い
。

【
経
緯
７
】
秋
の
夕ゆ

ふ
べ

は
、
ま
し
て
、
心
の
い
と
ま
な
く
思
し
乱
る
る
人
の
御
あ

た
り
に
心
を
か
け
て
、
あ
な
が
ち
な
る
ゆ
か
り
も
た
づ
ね
ま
ほ
し
き
心
ま
さ
り

た
ま
ふ
な
る
べ
し
、「
消
え
ん
そ
ら
な
き
」
と
あ
り
し
夕ゆ

ふ
べ

思
し
出
で
ら
れ
て
、

恋
し
く
も
、
ま
た
、
見
ば
劣
り
や
せ
む
と
さ
す
が
に
あ
や
ふ
し
。

手
に
摘つ

み
て
い
つ
し
か
も
見
む
紫
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野の

べ辺
の
若
草

 

（
若
紫
・
二
三
九
頁
）

秋
に
な
る
と
恋
も
深
く
な
る
。
源
氏
は
藤
壺
に
似
て
い
る
少
女
を
迎
え
る
決
意
が

強
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
心
が
動
く
の
は
自
ら
の
和
歌
の
中
に
暗
喩

し
た
心
情
を
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
紫
草
の
少
女
を
奪
う
と
い
う
決
意
で
あ
る
。

【
経
緯
８
】
参
り
て
あ
り
さ
ま
な
ど
聞
こ
え
け
れ
ば
、
あ
は
れ
に
思
し
や
ら
る

れ
ど
、
さ
て
通
ひ
た
ま
は
む
も
さ
す
が
に
す
ず
ろ
な
る
心
地
し
て
、
軽か

る
が
る々

し
う

も
て
ひ
が
め
た
る
と
人
も
や
漏
り
聞
か
む
な
ど
、
つ
つ
ま
し
け
れ
ば
、
た
だ
迎

へ
て
む
と
思
す
。

 

（
若
紫
・
二
五
一
頁
）

世
間
の
噂
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
色
々
な
現
実
の
状
況
を
把
握
し
、
源
氏
が

思
っ
た
通
り
に
、
た
だ
密
か
に
紫
草
の
少
女
を
取
り
込
む
だ
け
で
あ
る
。

【
経
緯
９
】
そ
の
前さ

き

に
、し
ば
し
人
に
も
口
か
た
め
て
、渡
し
て
む
、と
思
し
て
、

「
暁
、
か
し
こ
に
も
の
せ
む
。
車
の
装さ

う
ぞ
く束

さ
な
が
ら
、
随ず

い
じ
ん身

一
人
二
人
仰
せ
お

き
た
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
う
け
た
ま
は
り
て
立
ち
ぬ
。

 

（
若
紫
・
二
五
二
頁
）

紫
草
の
よ
う
な
少
女
を
迎
え
る
計
画
を
実
施
す
る
べ
き
だ
。先
手
を
打
て
ば
勝
ち
。

早
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
経
緯
10
】
東

ひ
む
が
し

の
対た

い

に
渡
り
た
ま
へ
る
に
、
た
ち
出
て
、
庭
の
木こ

だ
ち立

、
池
の
方か

た

な
ど
の
ぞ
き
た
ま
へ
ば
、霜
枯
れ
の
前せ

ん
ざ
い栽

絵
に
か
け
る
や
う
に
お
も
し
ろ
く
て
、

見
も
知
ら
ぬ
四
位
五
位
こ
き
ま
ぜ
に
、
隙ひ

ま

な
う
出
で
入
り
つ
つ
、
げ
に
を
か
し

き
所
か
な
と
思
す
。
御
屏び

や
う
ぶ風

ど
も
な
ど
、
い
と
を
か
し
き
絵
を
見
つ
つ
、
慰
め

て
お
は
す
る
も
は
か
な
し
や
。

 

（
若
紫
・
二
五
八
頁
）

作
者
計
算
の
通
り
に
、
藤
壺
と
似
て
い
る
少
女
、
い
わ
ゆ
る
紫
草
の
草
薬
の
意
象

を
入
れ
込
め
た
か
な
り
若
い
女
性
を
二
条
院
に
迎
え
る
こ
と
が
実
現
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
毎
日
一
緒
に
い
る
の
で
、
源
氏
の
藤
壺
の
恋
病
の
心
を
慰
め
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

右
「
経
緯
2
」
と
「
経
緯
4
」
お
よ
び
「
経
緯
10
」
の
中
に
示
し
た
「
慰
め
」
は
、
若

紫
巻
の
物
語
の
中
に
強
調
さ
れ
た
作
者
の
意
図
と
考
え
る
。
つ
ま
り
草
薬
の
意
象
を

込
め
た
紫
草
の
少
女
の
造
形
は
役
立
っ
た
薬
の
効
果
で
あ
る
。
こ
の
少
女
は
藤
壺
に

似
て
い
る
の
で
、
源
氏
の
恋
病
に
対
す
る
「
慰
め
」
の
効
果
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
源

氏
は
自
ら
の
と
こ
ろ
に
少
女
を
迎
え
る
決
意
を
し
た
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
、『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
巻
名
か
ら
物
語
構
成
ま
で
の
登
場
人
物
の
造
型
に

つ
い
て
の
特
徴
を
考
察
し
て
き
た
。古
代
中
国
と
日
本
の
意
象
論
の
視
点
に
よ
っ
て
、

「
若
紫
」に
は
「
若
」草
の
意
象
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
『
新

修
本
草
』
や
『
万
葉
集
』
な
ど
の
紫
草
の
草
薬
の
意
象
を
合
わ
せ
て
、
紫
草
の
少
女
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の
思
ひ
の
ま
ぎ
れ
も
、
御
心
の
暇い
と
ま

な
き
や
う
に
て
、
春
夏
過
ぎ
ぬ
。」
の
う
ち
、「
人

知
れ
ぬ
」
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
藤
壺
の
恋
し
て
い
る
こ
と
は
源
氏
し
か
わ
か

ら
な
い
と
い
う
本
人
の
心
の
恋
病
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
暗
喩
し
た
源

氏
の
「
わ
ら
は
病
」
の
意
味
が
露
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
者
が
こ
の
よ
う
な
源
氏
の
心
の
苦
し
い
恋
病
を
治
す
た
め
、
藤
壺
と
似
て
い
る

紫
草
の
少
女
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
草
薬
の
意
象
を
込
め
て
、
源
氏
が
ど
う
し

て
も
こ
の
少
女
の
紫
草
を
奪
っ
て
、
自
ら
恋
病
を
慰
め
る
た
め
の
物
語
展
開
の
経
緯

が
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

【
経
緯
１
】
さ
る
は
、
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似
た

て
ま
つ
れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
、
と
思
ふ
に
も
涙
ぞ
落
つ
る
。

 

（
若
紫
・
二
〇
七
頁
）

源
氏
が
「
わ
ら
は
病
」、
つ
ま
り
藤
壺
へ
の
恋
病
を
治
す
た
め
北
山
に
行
き
、
美

し
い
少
女
を
垣
間
見
た
。
そ
の
少
女
が
藤
壺
と
似
て
い
る
か
ら
、
源
氏
は
感
動
し
て

涙
が
と
ま
ら
な
い
。
作
者
が
こ
こ
に
埋
め
た
伏
線
と
し
て
の
草
薬
の
意
象
を
込
め
た

少
女
で
あ
る
。
つ
ま
り
源
氏
の
藤
壺
へ
の
恋
病
を
治
す
人
は
、
こ
の
紫
草
の
少
女
し

か
い
な
い
。

【
経
緯
２
】
さ
て
も
、
い
と
う
つ
く
し
か
り
つ
る
児ち

ご

か
な
、
何
人
な
ら
む
、
か

の
人
の
御
か
は
り
に
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
も
見
ば
や
、
と
思
ふ
心
深ぶ

か

う
つ
き

ぬ
。

 

（
若
紫
・
二
〇
九
頁
）

美
し
い
人
が
見
つ
け
て
、
し
か
も
恋
し
て
い
る
藤
壺
に
そ
っ
く
り
、
そ
し
て
源
氏

が
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
藤
壺
と
似
て
い
る
人
を
二
条
院
に
迎
え
、
恋
慕
し
て
い

る
藤
壺
に
代
わ
り
、
毎
日
見
る
こ
と
で
、
自
ら
の
心
の
恋
病
を
慰
め
る
こ
と
が
で
き

る
。【

経
緯
３
】
世
に
は
心
も
と
け
ず
、
う
と
く
恥
づ
か
し
き
も
の
に
思
し
て
、
年

の
重
な
る
に
添
へ
て
、
御
心
の
隔
て
も
ま
さ
る
を
、
い
と
苦
し
く
思
は
ず
に
、

 

（
若
紫
・
二
二
六
頁
）

ま
す
ま
す
葵
と
源
氏
の
間
に
無
形
な
合
わ
な
い
壁
が
浮
上
し
て
き
た
の
で
、
こ
の

ま
ま
で
は
、
年
を
取
っ
て
、
心
苦
し
さ
し
か
な
い
と
源
氏
が
、
や
や
焦
っ
て
い
る
心

境
で
あ
る
。

【
経
緯
４
】
こ
の
若
草
の
生お

ひ
出
で
む
ほ
ど
の
な
ほ
ゆ
か
し
き
を
、
似
げ
な
い

ほ
ど
と
思
へ
り
し
も
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
、
言
ひ
よ
り
が
た
き
こ
と
に
も
あ
る
か

な
、
い
か
に
か
ま
へ
て
、
た
だ
心
や
す
く
迎
へ
と
り
て
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に

見
ん
、

 

（
若
紫
・
二
二
七
頁
）

再
び
紫
草
の
よ
う
な
少
女
を
迎
え
て
自
ら
の
恋
病
を
慰
め
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
少
女
は
ま
だ
若
す
ぎ
て
、
ど
の
よ
う
に
祖
母
の
尼
君
と
交
渉
す

る
の
か
な
ど
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
経
緯
５
】
い
づ
く
に
も
い
づ
く
に
も
ま
う
で
た
ま
は
ず
、
内う

ち裏
に
て
も
里
に

て
も
、
昼
は
つ
れ
づ
れ
と
な
が
め
暮
ら
し
て
、
暮
る
れ
ば
王わ

う
み
や
う
ぶ

命
婦
を
責せ

め
歩あ

り

き

た
ま
ふ
。

 

（
若
紫
・
二
三
〇
〜
二
三
一
頁
）

愛
し
て
い
る
藤
壺
に
会
い
た
い
、
い
っ
ぽ
う
、
藤
壺
は
源
氏
の
こ
と
を
避
け
て
い

る
、
ど
こ
に
い
る
の
か
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
源
氏
が
色
々
な
方
法
を
考
え
て
、

命
婦
に
頼
む
こ
と
が
一
つ
の
手
法
で
あ
る
。

【
経
緯
６
】
殿
に
お
は
し
て
、
泣
き
寝
に
臥ふ

し
暮
ら
し
た
ま
ひ
つ
。
御
文ふ

み

な
ど

も
、
例
の
、
御
覧
じ
入
れ
ぬ
よ
し
の
み
あ
れ
ば
、
常
の
こ
と
な
が
ら
も
、
つ
ら

う
い
み
じ
う
思
し
ほ
れ
て
、
内う

ち裏
へ
も
参
ら
で
二
三
日
籠こ

も

り
お
は
す
れ
ば
、
ま

た
、
い
か
な
る
に
か
と
御
心
動
か
せ
た
ま
ふ
べ
か
め
る
も
、
恐
ろ
し
う
の
み
お

ぼ
え
た
ま
ふ
。

（13）

『源氏物語』「若紫」意象考

 

（
若
紫
・
二
三
二
頁
）

相
変
わ
ら
ず
藤
壺
は
美
し
い
と
源
氏
は
思
っ
て
い
る
が
、
毎
日
会
う
こ
と
は
で
き

ず
、
ま
す
ま
す
深
く
恋
慕
の
深
淵
に
落
ち
て
い
る
。
病
気
で
は
な
い
か
帝
が
ご
心
配

さ
れ
て
い
る
が
、
源
氏
も
自
ら
の
藤
壺
へ
の
恋
を
帝
に
暴
露
す
る
こ
と
は
極
め
て
恐

ろ
し
い
。

【
経
緯
７
】
秋
の
夕ゆ

ふ
べ

は
、
ま
し
て
、
心
の
い
と
ま
な
く
思
し
乱
る
る
人
の
御
あ

た
り
に
心
を
か
け
て
、
あ
な
が
ち
な
る
ゆ
か
り
も
た
づ
ね
ま
ほ
し
き
心
ま
さ
り

た
ま
ふ
な
る
べ
し
、「
消
え
ん
そ
ら
な
き
」
と
あ
り
し
夕ゆ

ふ
べ

思
し
出
で
ら
れ
て
、

恋
し
く
も
、
ま
た
、
見
ば
劣
り
や
せ
む
と
さ
す
が
に
あ
や
ふ
し
。

手
に
摘つ

み
て
い
つ
し
か
も
見
む
紫
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野の

べ辺
の
若
草

 

（
若
紫
・
二
三
九
頁
）

秋
に
な
る
と
恋
も
深
く
な
る
。
源
氏
は
藤
壺
に
似
て
い
る
少
女
を
迎
え
る
決
意
が

強
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
心
が
動
く
の
は
自
ら
の
和
歌
の
中
に
暗
喩

し
た
心
情
を
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
紫
草
の
少
女
を
奪
う
と
い
う
決
意
で
あ
る
。

【
経
緯
８
】
参
り
て
あ
り
さ
ま
な
ど
聞
こ
え
け
れ
ば
、
あ
は
れ
に
思
し
や
ら
る

れ
ど
、
さ
て
通
ひ
た
ま
は
む
も
さ
す
が
に
す
ず
ろ
な
る
心
地
し
て
、
軽か

る
が
る々

し
う

も
て
ひ
が
め
た
る
と
人
も
や
漏
り
聞
か
む
な
ど
、
つ
つ
ま
し
け
れ
ば
、
た
だ
迎

へ
て
む
と
思
す
。

 

（
若
紫
・
二
五
一
頁
）

世
間
の
噂
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
色
々
な
現
実
の
状
況
を
把
握
し
、
源
氏
が

思
っ
た
通
り
に
、
た
だ
密
か
に
紫
草
の
少
女
を
取
り
込
む
だ
け
で
あ
る
。

【
経
緯
９
】
そ
の
前さ

き

に
、し
ば
し
人
に
も
口
か
た
め
て
、渡
し
て
む
、と
思
し
て
、

「
暁
、
か
し
こ
に
も
の
せ
む
。
車
の
装さ

う
ぞ
く束

さ
な
が
ら
、
随ず

い
じ
ん身

一
人
二
人
仰
せ
お

き
た
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
う
け
た
ま
は
り
て
立
ち
ぬ
。

 

（
若
紫
・
二
五
二
頁
）

紫
草
の
よ
う
な
少
女
を
迎
え
る
計
画
を
実
施
す
る
べ
き
だ
。先
手
を
打
て
ば
勝
ち
。

早
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
経
緯
10
】
東

ひ
む
が
し

の
対た

い

に
渡
り
た
ま
へ
る
に
、
た
ち
出
て
、
庭
の
木こ

だ
ち立

、
池
の
方か

た

な
ど
の
ぞ
き
た
ま
へ
ば
、霜
枯
れ
の
前せ

ん
ざ
い栽

絵
に
か
け
る
や
う
に
お
も
し
ろ
く
て
、

見
も
知
ら
ぬ
四
位
五
位
こ
き
ま
ぜ
に
、
隙ひ

ま

な
う
出
で
入
り
つ
つ
、
げ
に
を
か
し

き
所
か
な
と
思
す
。
御
屏び

や
う
ぶ風

ど
も
な
ど
、
い
と
を
か
し
き
絵
を
見
つ
つ
、
慰
め

て
お
は
す
る
も
は
か
な
し
や
。

 

（
若
紫
・
二
五
八
頁
）

作
者
計
算
の
通
り
に
、
藤
壺
と
似
て
い
る
少
女
、
い
わ
ゆ
る
紫
草
の
草
薬
の
意
象

を
入
れ
込
め
た
か
な
り
若
い
女
性
を
二
条
院
に
迎
え
る
こ
と
が
実
現
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
毎
日
一
緒
に
い
る
の
で
、
源
氏
の
藤
壺
の
恋
病
の
心
を
慰
め
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

右
「
経
緯
2
」
と
「
経
緯
4
」
お
よ
び
「
経
緯
10
」
の
中
に
示
し
た
「
慰
め
」
は
、
若

紫
巻
の
物
語
の
中
に
強
調
さ
れ
た
作
者
の
意
図
と
考
え
る
。
つ
ま
り
草
薬
の
意
象
を

込
め
た
紫
草
の
少
女
の
造
形
は
役
立
っ
た
薬
の
効
果
で
あ
る
。
こ
の
少
女
は
藤
壺
に

似
て
い
る
の
で
、
源
氏
の
恋
病
に
対
す
る
「
慰
め
」
の
効
果
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
源

氏
は
自
ら
の
と
こ
ろ
に
少
女
を
迎
え
る
決
意
を
し
た
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
、『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
巻
名
か
ら
物
語
構
成
ま
で
の
登
場
人
物
の
造
型
に

つ
い
て
の
特
徴
を
考
察
し
て
き
た
。古
代
中
国
と
日
本
の
意
象
論
の
視
点
に
よ
っ
て
、

「
若
紫
」に
は
「
若
」草
の
意
象
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
『
新

修
本
草
』
や
『
万
葉
集
』
な
ど
の
紫
草
の
草
薬
の
意
象
を
合
わ
せ
て
、
紫
草
の
少
女
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と
い
う
登
場
人
物
の
造
型
を
考
察
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
少
女
が
藤
壺
と
似
て
い
る
か

ら
源
氏
の
藤
壺
に
関
す
る
恋
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
源
氏
は
強
い
て
こ
の

少
女
を
二
条
院
に
迎
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
改
め
て
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
を
考

察
し
た
。
す
な
わ
ち
源
氏
の
幼
い
時
か
ら
藤
壺
を
恋
す
る
心
の
悩
み
で
あ
る
。
最
後

に
源
氏
が
自
ら
の
恋
病
を
治
す
為
、
ど
う
し
て
も
草
薬
の
効
果
あ
る
少
女
を
迎
え
る

経
緯
を
考
察
し
た
。

若
紫
巻
に
登
場
し
た
少
女
は
源
氏
の
一
生
に
不
可
欠
な
女
性
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

紫
上
と
い
う
源
氏
の
感
情
的
な
柔
和
温
順
の
妻
で
あ
る ）
55
（

。
し
か
し
、
こ
の
女
性
に

あ
る
源
氏
の
恋
病
を
治
す
効
能
は
ま
だ
続
く
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
今
後
続
い
て
考

察
し
て
み
た
い
。

注

 

（
1
） 近
年
代
表
的
な
論
考
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
東
原
伸
明
「
散
文
の
学
と
し
て
の
源
氏
物
語
・

テ
ク
ス
ト
論
と
近
世
源
氏
学
の
接
点
： 「
若
紫
」
巻
の
冒
頭
の
設
定
を
端
緒
に
」『
高
知
県
立

大
学
文
化
論
叢
』
第
一
一
号
、二
〇
二
三
年
三
月
。
②
工
藤
重
矩
「
源
氏
物
語
若
紫
巻
の
本
文
：

本
文
異
同
の
分
布
に
み
る
諸
本
の
様
相 

覚
書
」『
中
古
文
学
』
第
一
〇
九
号
、
二
〇
二
二
年
五

月
。
③
上
原
作
和
「
定
家
本
「
若
紫
」
の
本
文
史
」『
物
語
研
究
』
第
二
十
一
号
、
二
〇
二
一

年
三
月
。
④
新
美
哲
彦
「
新
出
「
若
紫
」
巻
の
本
文
と
巻
末
付
載
「
奥
入
」：
定
家
監
督
書
写

四
半
本
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
を
中
心
に
」『
中
古
文
学
』
第
一
〇
六
号
、
二
〇
二
〇
年

十
一
月
。
⑤
吉
見
健
夫
「「
若
紫
」
の
表
現
と
色
彩
：
平
安
和
歌
の
考
察
と
『
伊
勢
物
語
』『
源

氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』
へ
の
展
開
」『
国
文
学
研
究
』
第
一
八
八
号
、
早
稲
田
大
学
国
文
学

会
、
二
〇
一
九
年
六
月
。 

 

（
2
） 張
培
華 「『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」意
象
考
」『
日
本
女
子
大
学
紀
要
』人
間
社
会
学
部
、第
三
三
号
、

二
〇
二
三
年
三
月
。
②
張
培
華「『
源
氏
物
語
』「
末
摘
花
」意
象
考
」『
物
語
研
究
』第
二
十
三
号
、

物
語
研
究
会
、
二
〇
二
三
年
三
月
。
以
上
の
拙
稿
を
参
照
。 

 

（
3
） 藤
本
孝
一
『
定
家
本　

源
氏
物
語　

若
紫
』（
八
木
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）
三
頁
。 

 

（
4
） 玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
二
（
角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）
二
七
頁
。 

 

（
5
） 右
同
。 

 

（
6
） 福
井
貞
助
他
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

伊
勢
物
語 

他
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）

一
一
三
〜
一
一
四
頁
。 

 

（
7
） 右
同
。 

 

（
8
） 例
え
ば
、阪
倉
篤
義
他
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

伊
勢
物
語　

他
』（
岩
波
書
店
、一
九
五
七
年
）

の
頭
注
で
は
、「
春
日
野
の
若
い
紫
草
」（
一
一
一
頁
）。
秋
山
虔
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

伊
勢
物
語　

他
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
七
年
）の
脚
注
で
は
、「
春
日
野
の
若
々
し
い
紫
草
」（
七
九

頁
）。 

 

（
9
） 青
木
賜
鶴
子
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄　

延
宝
八
年
刊
本
（
片
桐
洋
一
蔵
）』
片
桐
洋
一
・
山
本

登
朗
『
伊
勢
物
語
古
註
釈
大
成
』
七
（
笠
間
書
院
、
二
〇
二
二
年
）
四
六
頁
。 

 

（
10
） 折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
『
折
口
信
夫
全
集
』
15
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
）
四
六
頁
。　

 

 

（
11
） 鈴
木
宏
子
『
王
朝
和
歌
の
想
像
力　

古
今
集
と
源
氏
物
語
』（
笠
間
書
院　

二
〇
一
二
）

二
九
〇
頁
。 

 

（
12
） 阿
部
好
臣『
物
語
文
学
組
成
論　

源
氏
物
語
』I（
笠
間
書
院　
二
〇
一
一
年
）一
〇
一
〜
一
〇
二
頁
。 

 

（
13
） 澤
瀉
久
孝
『
古
典
索
引
叢
刊　

新
撰
字
鏡
』（
全
国
書
房
、
一
九
四
四
年
）
四
三
八
頁
。 

 

（
14
） 松
尾
聰
・
永
井
和
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

枕
草
子
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）

一
一
八
〜
一
一
九
頁
。
ま
た
田
中
重
太
郎
『
校
本
枕
冊
子
』
総
索
引
（
古
典
文
庫
、
一
九
七
四

年
）
に
よ
る
と
、「
か
た
ば
み
」
は
、
三
巻
本
と
能
因
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
箇
所
、
堺
本
と
前

田
家
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
。（
一
七
〇
頁
） 

 
（
15
） 日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）

七
三
二
頁
。 

 

（
16
） 伊
藤
博
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

紫
式
部
日
記　

他
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

三
一
五
頁
。 

 

（
17
） 木
下
武
司「
わ
が
国
で
カ
キ
ツ
バ
タ
に
対
し
て
用
い
る
漢
名
は
杜
若
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
あ
る
。

尾
形
光
琳
作
の
屏
風
画
「
燕
子
花
図
」
は
カ
キ
ツ
バ
タ
を
描
い
た
最
高
傑
作
の
一
つ
で
あ
る
が
、

（15）
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『
大
和
本
草
』
に
よ
れ
ば
、燕エ
ン
シ
カ

子
花
の
名
の
出
典
は
『
福
州
府
誌
』
と
す
る
（
巻
之
七　

草
之
三
）。

カ
キ
ツ
バ
タ
は
万
葉
以
降
の
古
典
文
学
に
よ
く
登
場
す
る
が
、
燕
子
花
の
名
は
江
戸
時
代
以
前

の
国
書
に
な
く
、『
大
和
本
草
』
を
初
見
と
す
る
。」
同
『
和
漢
古
典
植
物
名
精
解
』（
和
泉
書
院
、

二
〇
一
七
年
）
二
三
八
頁
。 

 

（
18
） 前
掲
（
15
）
同
、
三
九
三
頁
。 

 

（
19
） 岡
村
繁
『
新
釈
漢
文
大
系　

白
氏
文
集
』
一
（
明
治
書
院
、二
〇
一
七
年
）
六
一
一
〜
六
一
二
頁
。 

 

（
20
） 前
掲
（
14
）
同
、
一
六
八
頁
。 

 

（
21
） 秋
山
虔
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

伊
勢
物
語　

他
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
八
七

〜
九
〇
頁
。 

 

（
22
） 植
垣
節
也
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

風
土
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
二
四
五
頁
。 

 

（
23
） 右
同
、
二
五
五
頁
。 

 

（
24
） 小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、一
九
八
九
年
）

二
六
二
頁
。 

 

（
25
） 右
同
。 

 

（
26
） 小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

万
葉
集
』
一
（
小
学
館
、

一
九
九
四
年
）
三
七
〜
三
八
頁
。 

 

（
27
） 青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤
禮
幸
『
続
日
本
紀
』
二
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇

年
）
二
三
四
〜
二
三
五
頁
。 

 

（
28
） 右
同
、
五
、三
八
四
〜
三
八
五
頁
。 

 

（
29
） 虎
尾
俊
哉 

『
訳
注
日
本
史
料　

延
喜
式
』
中
（
集
英
社
、二
〇
〇
七
年
）
五
一
〇
〜
五
一
一
頁
。 

 

（
30
） 右
同
、
下
、
三
七 

〇
〜
三
七
一
頁
。 

 

（
31
） 尚
志
鈞『
唐
・
新
修
本
草
』〔
輯
復
本
〕（
中
国
・
安
徽
科
学
技
術
出
版
社　

一
九
八
一
）二
一
九
頁
。 

 

（
32
） 與
謝
野
寛
・
正
宗
敦
夫
『
本
草
和
名
』
上
巻
、
影
印
本
（
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
四
〇

年
）
ム
ラ
サ
キ
・
卅
ウ
頁
。 

 

（
33
） 槇
佐
知
子
『
医
心
方　

薬
名
考
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
七
八
頁
。 

 

（
34
） 右
同
、
九
四
頁
。 

 

（
35
） 国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）
六
七
七
頁
。 

 

（
36
） 木
下
武
司
『
歴
代
日
本
薬
局
方
収
載　

生
薬
大
事
典
』（
ガ
イ
ア
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
五
年
）

一
九
〇
頁
。 

 

（
37
） 難
波
恒
雄
『
和
漢
薬
の
事
典
』
新
装
版
（
朝
倉
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
一
二
六
頁
。 

 

（
38
） 右
同
、
一
二
七
頁
。 

 

（
39
） 前
掲
（
37
）
同
。 

 

（
40
） 皇
典
講
究
所
全
国
神
職
会
『
延
喜
式
』
復
刻
版
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
二
年
）
①
一
八
三
頁
。

②
五
三
七
頁
。
③
五
六
六
頁
。
④
五
六
九
頁
。
⑤
五
七
一
頁
。
⑥
五
七
二
頁
。
⑦
五
八
〇
頁
。

⑧
八
〇
七
頁
。
⑨
八
一
二
〜
八
一
四
頁
。 

 

（
41
） 増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
『
増
補
史
料
大
成　

小
右
記
』
一
（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）

三
三
四
頁
。 

 

（
42
） 倉
本
一
宏
『
現
代
語
訳　

小
右
記　

三
条
天
皇
の
信
任
』
六
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）

二
九
頁
。 

 

（
43
） 前
掲
（
29
）
同
、
三
七
二
〜
三
七
三
頁
。 

 

（
44
） 木
下
武
司
『
続
和
漢
古
典
植
物
名
精
解
』
上
（
和
泉
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
四
六
四
頁
。 

 

（
45
） 右
同
。 

 

（
46
） 四
辻
善
成『
河
海
抄
』（
日
本
文
学
古
註
釈
大
成　

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、一
九
七
八
年
）七
三
頁
。 

 

（
47
） 一
條
兼
良
『
花
鳥
余
情
』（
日
本
文
学
古
註
釈
大
成
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）

三
九
頁
。 

 

（
48
） 前
掲
（
４
）
同
、
二
九
頁
。 

 

（
49
） 柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
裕
一
郎
『
岩
波
文
庫　

源
氏
物
語
』（
一
）
桐
壺
―
末
摘
花
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
三
六
五
頁
。 

 

（
50
） 山
岸
徳
平
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

源
氏
物
語
』
一
（
岩
波
書
店
、一
九
五
八
年
）
一
七
七
頁
。 

 

（
51
） 右
同
、
四
三
一
頁
。 

 

（
52
） 前
掲
（
48
）
同
。 

 

（
53
） 柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
裕
一
郎
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

源
氏
物
語
索
引
』
別
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
五
五
一
頁
。 

 

（
54
） 前
掲
（
12
）
同
、
九
三
頁
。 

 

（
55
） 重
松
信
弘
『
源
氏
物
語
研
究
叢
書　

源
氏
物
語
の
人
間
研
究
』（
風
間
書
院
、
一
九
八
〇
年
）

三
一
二
頁
。 
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と
い
う
登
場
人
物
の
造
型
を
考
察
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
少
女
が
藤
壺
と
似
て
い
る
か

ら
源
氏
の
藤
壺
に
関
す
る
恋
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
源
氏
は
強
い
て
こ
の

少
女
を
二
条
院
に
迎
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
改
め
て
源
氏
の
「
わ
ら
は
病
」
を
考

察
し
た
。
す
な
わ
ち
源
氏
の
幼
い
時
か
ら
藤
壺
を
恋
す
る
心
の
悩
み
で
あ
る
。
最
後

に
源
氏
が
自
ら
の
恋
病
を
治
す
為
、
ど
う
し
て
も
草
薬
の
効
果
あ
る
少
女
を
迎
え
る

経
緯
を
考
察
し
た
。

若
紫
巻
に
登
場
し
た
少
女
は
源
氏
の
一
生
に
不
可
欠
な
女
性
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

紫
上
と
い
う
源
氏
の
感
情
的
な
柔
和
温
順
の
妻
で
あ
る ）
55
（

。
し
か
し
、
こ
の
女
性
に

あ
る
源
氏
の
恋
病
を
治
す
効
能
は
ま
だ
続
く
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
今
後
続
い
て
考

察
し
て
み
た
い
。

注

 

（
1
） 近
年
代
表
的
な
論
考
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
東
原
伸
明
「
散
文
の
学
と
し
て
の
源
氏
物
語
・

テ
ク
ス
ト
論
と
近
世
源
氏
学
の
接
点
： 「
若
紫
」
巻
の
冒
頭
の
設
定
を
端
緒
に
」『
高
知
県
立

大
学
文
化
論
叢
』
第
一
一
号
、二
〇
二
三
年
三
月
。
②
工
藤
重
矩
「
源
氏
物
語
若
紫
巻
の
本
文
：

本
文
異
同
の
分
布
に
み
る
諸
本
の
様
相 

覚
書
」『
中
古
文
学
』
第
一
〇
九
号
、
二
〇
二
二
年
五

月
。
③
上
原
作
和
「
定
家
本
「
若
紫
」
の
本
文
史
」『
物
語
研
究
』
第
二
十
一
号
、
二
〇
二
一

年
三
月
。
④
新
美
哲
彦
「
新
出
「
若
紫
」
巻
の
本
文
と
巻
末
付
載
「
奥
入
」：
定
家
監
督
書
写

四
半
本
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
を
中
心
に
」『
中
古
文
学
』
第
一
〇
六
号
、
二
〇
二
〇
年

十
一
月
。
⑤
吉
見
健
夫
「「
若
紫
」
の
表
現
と
色
彩
：
平
安
和
歌
の
考
察
と
『
伊
勢
物
語
』『
源

氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』
へ
の
展
開
」『
国
文
学
研
究
』
第
一
八
八
号
、
早
稲
田
大
学
国
文
学

会
、
二
〇
一
九
年
六
月
。 

 

（
2
） 張
培
華 「『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」意
象
考
」『
日
本
女
子
大
学
紀
要
』人
間
社
会
学
部
、第
三
三
号
、

二
〇
二
三
年
三
月
。
②
張
培
華「『
源
氏
物
語
』「
末
摘
花
」意
象
考
」『
物
語
研
究
』第
二
十
三
号
、

物
語
研
究
会
、
二
〇
二
三
年
三
月
。
以
上
の
拙
稿
を
参
照
。 

 

（
3
） 藤
本
孝
一
『
定
家
本　

源
氏
物
語　

若
紫
』（
八
木
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）
三
頁
。 

 

（
4
） 玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
二
（
角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）
二
七
頁
。 

 

（
5
） 右
同
。 

 

（
6
） 福
井
貞
助
他
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

伊
勢
物
語 

他
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）

一
一
三
〜
一
一
四
頁
。 

 

（
7
） 右
同
。 

 

（
8
） 例
え
ば
、阪
倉
篤
義
他
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

伊
勢
物
語　

他
』（
岩
波
書
店
、一
九
五
七
年
）

の
頭
注
で
は
、「
春
日
野
の
若
い
紫
草
」（
一
一
一
頁
）。
秋
山
虔
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

伊
勢
物
語　

他
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
七
年
）の
脚
注
で
は
、「
春
日
野
の
若
々
し
い
紫
草
」（
七
九

頁
）。 

 

（
9
） 青
木
賜
鶴
子
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄　

延
宝
八
年
刊
本
（
片
桐
洋
一
蔵
）』
片
桐
洋
一
・
山
本

登
朗
『
伊
勢
物
語
古
註
釈
大
成
』
七
（
笠
間
書
院
、
二
〇
二
二
年
）
四
六
頁
。 

 

（
10
） 折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
『
折
口
信
夫
全
集
』
15
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
）
四
六
頁
。　

 

 

（
11
） 鈴
木
宏
子
『
王
朝
和
歌
の
想
像
力　

古
今
集
と
源
氏
物
語
』（
笠
間
書
院　

二
〇
一
二
）

二
九
〇
頁
。 

 

（
12
） 阿
部
好
臣『
物
語
文
学
組
成
論　

源
氏
物
語
』I（
笠
間
書
院　
二
〇
一
一
年
）一
〇
一
〜
一
〇
二
頁
。 

 

（
13
） 澤
瀉
久
孝
『
古
典
索
引
叢
刊　

新
撰
字
鏡
』（
全
国
書
房
、
一
九
四
四
年
）
四
三
八
頁
。 

 

（
14
） 松
尾
聰
・
永
井
和
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

枕
草
子
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）

一
一
八
〜
一
一
九
頁
。
ま
た
田
中
重
太
郎
『
校
本
枕
冊
子
』
総
索
引
（
古
典
文
庫
、
一
九
七
四

年
）
に
よ
る
と
、「
か
た
ば
み
」
は
、
三
巻
本
と
能
因
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
箇
所
、
堺
本
と
前

田
家
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
。（
一
七
〇
頁
） 

 

（
15
） 日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）

七
三
二
頁
。 

 

（
16
） 伊
藤
博
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

紫
式
部
日
記　

他
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

三
一
五
頁
。 

 

（
17
） 木
下
武
司「
わ
が
国
で
カ
キ
ツ
バ
タ
に
対
し
て
用
い
る
漢
名
は
杜
若
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
あ
る
。

尾
形
光
琳
作
の
屏
風
画
「
燕
子
花
図
」
は
カ
キ
ツ
バ
タ
を
描
い
た
最
高
傑
作
の
一
つ
で
あ
る
が
、

（15）

『源氏物語』「若紫」意象考

『
大
和
本
草
』
に
よ
れ
ば
、燕エ
ン
シ
カ

子
花
の
名
の
出
典
は
『
福
州
府
誌
』
と
す
る
（
巻
之
七　

草
之
三
）。

カ
キ
ツ
バ
タ
は
万
葉
以
降
の
古
典
文
学
に
よ
く
登
場
す
る
が
、
燕
子
花
の
名
は
江
戸
時
代
以
前

の
国
書
に
な
く
、『
大
和
本
草
』
を
初
見
と
す
る
。」
同
『
和
漢
古
典
植
物
名
精
解
』（
和
泉
書
院
、

二
〇
一
七
年
）
二
三
八
頁
。 

 

（
18
） 前
掲
（
15
）
同
、
三
九
三
頁
。 

 

（
19
） 岡
村
繁
『
新
釈
漢
文
大
系　

白
氏
文
集
』
一
（
明
治
書
院
、二
〇
一
七
年
）
六
一
一
〜
六
一
二
頁
。 

 

（
20
） 前
掲
（
14
）
同
、
一
六
八
頁
。 

 

（
21
） 秋
山
虔
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

伊
勢
物
語　

他
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
八
七

〜
九
〇
頁
。 

 

（
22
） 植
垣
節
也
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

風
土
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
二
四
五
頁
。 

 

（
23
） 右
同
、
二
五
五
頁
。 

 

（
24
） 小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、一
九
八
九
年
）

二
六
二
頁
。 

 

（
25
） 右
同
。 

 

（
26
） 小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

万
葉
集
』
一
（
小
学
館
、

一
九
九
四
年
）
三
七
〜
三
八
頁
。 

 

（
27
） 青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤
禮
幸
『
続
日
本
紀
』
二
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇

年
）
二
三
四
〜
二
三
五
頁
。 

 

（
28
） 右
同
、
五
、三
八
四
〜
三
八
五
頁
。 

 

（
29
） 虎
尾
俊
哉 

『
訳
注
日
本
史
料　

延
喜
式
』
中
（
集
英
社
、二
〇
〇
七
年
）
五
一
〇
〜
五
一
一
頁
。 

 

（
30
） 右
同
、
下
、
三
七 

〇
〜
三
七
一
頁
。 

 

（
31
） 尚
志
鈞『
唐
・
新
修
本
草
』〔
輯
復
本
〕（
中
国
・
安
徽
科
学
技
術
出
版
社　

一
九
八
一
）二
一
九
頁
。 

 

（
32
） 與
謝
野
寛
・
正
宗
敦
夫
『
本
草
和
名
』
上
巻
、
影
印
本
（
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
四
〇

年
）
ム
ラ
サ
キ
・
卅
ウ
頁
。 

 

（
33
） 槇
佐
知
子
『
医
心
方　

薬
名
考
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
七
八
頁
。 

 

（
34
） 右
同
、
九
四
頁
。 

 

（
35
） 国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）
六
七
七
頁
。 

 

（
36
） 木
下
武
司
『
歴
代
日
本
薬
局
方
収
載　

生
薬
大
事
典
』（
ガ
イ
ア
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
五
年
）

一
九
〇
頁
。 

 

（
37
） 難
波
恒
雄
『
和
漢
薬
の
事
典
』
新
装
版
（
朝
倉
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
一
二
六
頁
。 

 

（
38
） 右
同
、
一
二
七
頁
。 

 

（
39
） 前
掲
（
37
）
同
。 

 

（
40
） 皇
典
講
究
所
全
国
神
職
会
『
延
喜
式
』
復
刻
版
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
二
年
）
①
一
八
三
頁
。

②
五
三
七
頁
。
③
五
六
六
頁
。
④
五
六
九
頁
。
⑤
五
七
一
頁
。
⑥
五
七
二
頁
。
⑦
五
八
〇
頁
。

⑧
八
〇
七
頁
。
⑨
八
一
二
〜
八
一
四
頁
。 

 

（
41
） 増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
『
増
補
史
料
大
成　

小
右
記
』
一
（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）

三
三
四
頁
。 

 

（
42
） 倉
本
一
宏
『
現
代
語
訳　

小
右
記　

三
条
天
皇
の
信
任
』
六
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）

二
九
頁
。 

 

（
43
） 前
掲
（
29
）
同
、
三
七
二
〜
三
七
三
頁
。 

 

（
44
） 木
下
武
司
『
続
和
漢
古
典
植
物
名
精
解
』
上
（
和
泉
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
四
六
四
頁
。 

 

（
45
） 右
同
。 

 

（
46
） 四
辻
善
成『
河
海
抄
』（
日
本
文
学
古
註
釈
大
成　

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、一
九
七
八
年
）七
三
頁
。 

 

（
47
） 一
條
兼
良
『
花
鳥
余
情
』（
日
本
文
学
古
註
釈
大
成
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）

三
九
頁
。 

 

（
48
） 前
掲
（
４
）
同
、
二
九
頁
。 

 

（
49
） 柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
裕
一
郎
『
岩
波
文
庫　

源
氏
物
語
』（
一
）
桐
壺
―
末
摘
花
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
三
六
五
頁
。 

 

（
50
） 山
岸
徳
平
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

源
氏
物
語
』
一
（
岩
波
書
店
、一
九
五
八
年
）
一
七
七
頁
。 

 

（
51
） 右
同
、
四
三
一
頁
。 

 

（
52
） 前
掲
（
48
）
同
。 

 
（
53
） 柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
裕
一
郎
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

源
氏
物
語
索
引
』
別
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
五
五
一
頁
。 

 

（
54
） 前
掲
（
12
）
同
、
九
三
頁
。 

 

（
55
） 重
松
信
弘
『
源
氏
物
語
研
究
叢
書　

源
氏
物
語
の
人
間
研
究
』（
風
間
書
院
、
一
九
八
〇
年
）

三
一
二
頁
。 




