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仏
典
か
ら
見
た
『
源
氏
物
語
』
の
表
現

　
―
「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
の
語
と
玉
鬘
系
後
記
説
の
関
係
に
注
意
し
て
―

　
　

　
　

石
井　

公
成　

　　

は
じ
め
に

　　
「
挨
拶
す
る
」「
機
嫌
が
良
い
」「
有
頂
天
に
な
る
」
な
ど
、
日
常
で
使
わ
れ
て
い
る
表
現
に
は
仏
教
の
言
葉
が
多
い
こ
と
は
良
く
知
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
和
語
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
言
葉
も
、
実
は
仏
教
由
来
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
漢
訳
経
論

の
用
語
で
あ
る
「
念
知
」
を
和
語
化
し
た
「
お
も
い
し
る
（
思
い
知
る
）」
な
ど
が
そ
う
だ
。『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
こ
の
語
を
含
む
僧

正
遍
昭
（
八
一
六
─
八
九
〇
）
の
次
の
歌
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

散
り
ぬ
れ
ば
の
ち
は
あ
く
た
に
な
る
花
を
思
ひ
し
ら
ず
も
迷
ふ
蝶
か
な
（
四
三
五
）

　

散
っ
て
し
ま
え
ば
ゴ
ミ
に
な
る
花
で
あ
る
の
に
、
そ
の
こ
と
を
「
思
ひ
し
ら
ず
」
に
花
の
色
香
に
迷
っ
て
い
る
蝶
で
あ
る
こ
と
だ
よ
、

と
い
う
歌
だ
。
む
ろ
ん
、
無
常
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
美
し
い
女
性
に
恋
い
焦
が
れ
て
執
着
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
ま



40

ま
で
は
来
世
は
悪
処
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
男
性
の
愚
か
さ
を
、
花
に
迷
う
蝶
に
た
と
え
た
も
の
だ
。
た
だ
、
教
訓
を
述
べ
た
も
の
で
は

な
く
、
遊
び
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
花
の
名
で
あ
る
「
く
た
に
」
を
読
み
込
ん
で
お
り
、
物
名
の
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
通

り
だ
。

　
「
念
知
」
の
語
は
『
華
厳
経
』『
大
般
若
経
』
そ
の
他
の
漢
訳
経
論
で
数
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
地
獄
の
描
写
で
知
ら
れ
る
瞿
曇
般
若

流
支
訳
『
正
法
念
処
経
』
で
は
、
快
楽
に
満
ち
た
天
に
生
ま
れ
た
男
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

而
自
思
惟
、
我
以
何
業
而
来
生
此
。
即
自
念
知
、
我
於
前
世
作
斯
善
業
、
供
養
衆
僧
。
如
是
善
業
猶
如
父
母
。（
大
正
一
七
・
一
八

七
下
）

而
も
自
ら
思
惟
す
、「
我
、
何
の
業
を
以
て
来
り
て
此
に
生
ま
る
る
や
」
と
。
即
ち
自
ら
念
知
す
ら
く
、「
我
、
前
世
に
於
て
斯
の
善

業
を
作
り
、
衆
僧
に
供
養
す
。
是
の
如
き
善
業
は
、
猶
お
父
母
の
如
し
」
と
。

す
な
わ
ち
、
我
が
身
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
僧
侶
た
ち
に
供
養
す
る
な
ど
の
前
世
の
良
い
行
為
が
元
と
な
り
、
父
母
が
子
を
生
む
よ
う

に
、
そ
う
し
た
善
業
が
こ
の
素
晴
ら
し
い
結
果
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
、
よ
く
よ
く
考
え
て
理
解
し
た
、
と
い
う
の
だ
。

　

代
表
的
な
仏
伝
の
一
つ
で
あ
る
『
仏
本
行
集
経
』
で
も
、

菩
薩
如
是
思
惟
念
知
、
以
無
無
明
故
諸
行
無
、
以
滅
無
明
故
諸
行
滅
。（
大
正
三
・
七
九
五
中
）

菩
薩
、
是
の
如
く
思
惟
し
念
知
す
、「
無
明
無
き
を
以
て
の
故
に
諸
行
無
く
、
無
明
を
滅
す
る
を
以
て
の
故
に
諸
行
滅
す
」
と
。

と
あ
り
、
よ
く
よ
く
考
え
て
知
り
、「
な
る
ほ
ど
」
と
実
感
す
る
と
い
っ
た
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

遍
昭
は
天
台
宗
の
学
僧
だ
っ
た
だ
け
に
、「
念
知
」
の
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
わ
き
ま
え
た
う
え
で
「
思
ひ
知
る
」
と
い
う
和
語
に
し
、

遊
戯
的
に
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
遍
昭
に
も
負
け
な
い
ほ
ど
、
仏
教
由
来
の
語
を
見
事
に
使
い
こ
な
し
て
主
要
人
物
を
巧
み
に
描
き
分

け
た
の
が
『
源
氏
物
語
』
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
と
は
、
こ
れ
ま
で
自
業
自
得
の
「
自
」
を
和
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
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な
い
「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
だ
。
本
稿
で
は
、
こ
の
二
語
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
際
は
、
仏
教
由
来
の
語
で
あ
る
こ
と

が
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
他
の
語
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
い
。
ま
た
、「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
巻
に
は

か
た
よ
り
が
あ
り
、
紫
上
系
と
玉
鬘
系
の
区
別
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
注
意
す
る
。

　

一　

自
業
自
得
と
「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」

　　
『
万
葉
集
』
中
で
こ
の
語
を
用
い
た
の
は
、
集
中
で
最
も
面
白
い
歌
と
呼
ば
れ
て
い
る
巻
十
三
の
作
者
不
明
の
こ
の
歌
だ
。

さ
し
焼
か
む　

小
屋
の
醜
屋
に　

か
き
棄
て
む　

破
薦
敷
き
て　

打
ち
折
ら
む　

醜
の
醜
手
を　

さ
し
交
へ
て　

寝
ら
む
君
ゆ
ゑ　

あ
か
ね
さ
す　

昼
は
し
み
ら
に　

ぬ
ば
玉
の　

夜
は
す
が
ら
に　

こ
の
床
の　

ひ
し
と
鳴
る
ま
で　

嘆
き
つ
る
か
も　
（
三
二
七
〇
）

反
し
歌

我
が
心
焼
く
も
吾
な
り
愛
し
き
や
し
君
に
恋
ふ
る
も
我
が
心
か
ら
（
三
二
七
一
）

　

女
が
、
自
分
の
恋
人
の
男
が
他
の
女
と
寝
て
い
る
様
子
を
想
像
し
、
悪
態
を
つ
く
も
の
の
、
昼
夜
、
嫉
妬
に
か
ら
れ
て
苦
し
ん
だ
と
い

う
内
容
で
あ
り
、
反
歌
で
は
、
嫉
妬
で
苦
し
む
の
も
、
そ
ん
な
男
が
好
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
自
分
か
ら
で
あ
っ
て
誰
の
せ
い
で
も

な
い
、
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。
表
現
が
大
げ
さ
す
ぎ
る
た
め
、
女
性
に
よ
る
本
当
の
嫉
妬
の
歌
で
は
な
く
、
男
性
が
作
り
、
酒

宴
の
席
な
ど
で
わ
ざ
と
ら
し
い
身
振
り
手
振
り
つ
き
で
歌
っ
て
皆
の
喝
采
を
あ
び
る
、
と
い
っ
た
情
景
が
浮
か
ん
で
く
る
歌
だ
。

　

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
以
前
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
反
歌
に
は
仏
教
由
来
の
表
現
が
多
い
と
い
う
点
だ
ろ
う）

（
（

。
ま
ず
、「
心
を
焼
く

（
焼
心
）」
と
い
う
の
は
、
良
く
あ
る
言
い
回
し
の
よ
う
だ
が
、
中
国
の
古
典
に
は
見
え
ず
、
漢
訳
経
論
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
表
現

だ
。
地
獄
の
詳
し
い
描
写
で
知
ら
れ
る
『
正
法
念
処
経
』
で
は
特
に
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
箇
所
を
あ
げ
る
と
、
以
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下
の
通
り
だ
。

看
彼
婦
女
、
欲
愛
焼
心
（
彼
の
婦
女
を
看
る
に
、
欲
愛
、
心
を
焼
く
）（
大
正
一
七
・
三
二
上
）

諸
天
女
等
、
天
鬘
荘
厳
。
天
子
見
之
、
欲
火
焼
心
（
諸
天
女
等
、
天
鬘
も
て
荘
厳
す
。
天
子
、
之
を
見
て
、
欲
の
火
、
心
を
焼
く
）

（
同
・
一
六
一
下
）

若
心
貪
女
色　

是
欲
最
尤
甚　

女
色
欲
焼
心　

後
受
大
苦
悩
（
も
し
心
、
女
色
を
貪
れ
ば　

是
の
欲
、
最
尤
も
甚
し　

女
色
の
欲
、

心
を
焼
け
ば　

後
に
大
苦
悩
を
受
く
）（
同
・
一
六
九
下
）

死
時
既
到
已　

悔
火
自
焼
心
（
死
時
、
既
に
到
り
已
れ
ば　

悔
火
、
自
ら
心
を
焼
く
）（
同
・
二
五
七
上
）

　

次
に
「
我
が
心
か
ら
」
は
「
心
か
ら
」
と
同
義
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
仏
教
由
来
の
表
現
だ
。「
心
か
ら
」
と
い
う
語
は
、
現
在
で
は

「
心
か
ら
お
詫
び
す
る
」
と
い
っ
た
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は from

 the bottom
 of m

y heart 

な
ど
に
基
づ
く
近
代
の
用
法

で
は
な
か
ろ
う
か
。「
心
か
ら
」
の
語
は
、
西
鶴
『
好
色
五
人
女
』
の
「
欲
の
心
か
ら
残
ら
ず
語
り
て
」
や
近
松
門
左
衛
門
『
仮
名
手
本

忠
臣
蔵
』
の
「
年
寄
の
愚
智
な
心
か
ら
恨
云
た
は
皆
誤
り
」
の
よ
う
に
、「
そ
う
し
た
心
に
基
づ
い
て
」
の
意
の
用
例
が
江
戸
時
代
あ
た

り
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
の
、
現
代
の
用
法
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
近
世
以
前
で
見
ら
れ
る
の
は
、「
自
業
自
得
」
を

示
す
用
法
ば
か
り
だ
。

　

た
と
え
ば
、
先
の
歌
が
載
る
『
万
葉
集
』
で
は
、

水
江
の
浦
島
子
を
詠
む
一
首 

反
歌　
　
　

高
橋
虫
麻
呂

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
剣
刀
己
が
心
か
ら）

（
（

お
そ
や
こ
の
君
（
巻
九
・
一
七
四
一
）

と
あ
り
、「
不
老
不
死
の
世
界
に
住
む
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
自
分
か
ら
そ
こ
を
離
れ
る
な
ん
て
、
こ
の
人
は
愚
か
だ
な
あ
」
と
い
う
文

脈
で
あ
る
た
め
、「
己
が
心
か
ら
」
は
、
自
分
の
愚
か
な
行
為
が
原
因
で
つ
ら
い
目
に
あ
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
先
の
嫉
妬
の
歌
の
反
歌
と
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同
様
、
自
業
自
得
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

そ
の
「
自
業
自
得
」
と
い
う
句
が
見
え
る
の
が
、
ま
さ
に
先
に
見
た
『
正
法
念
処
経
』
だ
。
同
経
は
、
地
獄
で
苦
し
ん
で
い
る
亡
者
た

ち
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

自
業
自
得
果
、
衆
生
皆
如
是
。
汝
自
心
所
作
、
一
切
如
是
誑
。
今
為
大
火
焼
、
何
故
爾
呻
喚
。
…
…
閻
魔
羅
人
、
如
是
責
疏
地
獄
人

言
、
汝
自
作
業
、
今
者
自
受
。
不
可
得
脱
。（
大
正
一
七
・
三
六
中
～
下
）

自
業
も
て
自
ら
果
を
得
、 

衆
生
は
皆
な
是
の
如
し
。
汝
の
自
心
の
所
作
は
、
一
切
、
是
の
如
く
誑
な
り
。
今
、
大
火
の
為
に
焼
か
る

る
に
、
何
が
故
に
爾
、
呻
喚
す
る
や
。
…
…
閻
魔
羅
人
、
是
の
如
く
地
獄
人
を
責
疏
し
て
言
く
、「
汝
、
自
ら
業
を
作
り
、
今
、
自

ら
受
く
る
の
み
。
脱
す
る
を
得
る
べ
か
ら
ず
」
と
。

　

こ
の
自
業
自
得
の
「
自
」
を
和
語
化
し
た
の
が
「
心
か
ら
」
で
あ
っ
て
、
和
歌
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
七
言
に
し
た
も
の
が
「
我
が
心

か
ら
」「
汝
が
心
か
ら
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

（
（

。

　

こ
の
語
は
、『
古
今
集
』
に
は
三
例
見
え
て
い
る
。
一
つ
は
、
物
名
の
部
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
藤
原
敏
行
の
歌
だ
。

心
か
ら
花
の
し
ず
く
に
そ
ほ
ち
つ
つ
憂
く
干
ず
と
の
み
鳥
の
鳴
く
覧
（
四
二
二
）

　

自
分
か
ら
進
ん
で
濡
れ
た
花
の
枝
に
止
ま
っ
て
お
り
な
が
ら
、
つ
ら
い
こ
と
に
乾
か
な
い
と
ば
か
り
鳥
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
だ
よ
、
と

い
う
も
の
で
あ
っ
て
、「
憂
く
干
ず
」
に
「
う
く
ひ
す
（
鶯
）」
を
掛
け
た
も
の
で
、
自
業
自
得
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る）

（
（

。

　

次
の
例
は
、
凡
河
内
躬
恒
（
八
五
九
？
─
九
二
五
）
の
歌
だ
。

夏
虫
を
何
か
い
ひ
剣
心
か
ら
我
も
お
も
ひ
に
も
え
ぬ
べ
ら
也
（
六
〇
〇
）

　

す
な
わ
ち
、
自
ら
火
に
近
づ
い
て
焼
け
て
し
ま
う
蛾
を
愚
か
な
よ
う
に
言
っ
た
も
の
の
、
自
分
自
身
も
自
ら
恋
に
は
ま
り
こ
み
、
焦
が

れ
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
の
だ
。
自
ら
火
に
飛
び
込
ん
で
焼
け
る
蛾
は
、
自
業
自
得
の
例
と
し
て
仏
典
が
し
ば
し
ば
説
く
と
こ
ろ
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で
あ
っ
て
、
お
馴
染
み
の
『
正
法
念
処
経
』
も
蛾
の
譬
喩
を
何
度
も
説
い
て
い
る
。
そ
の
代
表
は
、
以
下
の
偈
だ
。

若
人
著
欲
楽　

常
為
欲
所
焼　

如
蛾
投
灯
火　

欲
火
過
於
此　
（
大
正
一
七
・
一
七
二
中
）

も
し
人
、
欲
楽
に
著
せ
ば
、
常
に
欲
の
焼
く
所
と
為
る　

蛾
の
灯
火
に
投
ず
る
が
如
き
も　

欲
の
火
は
此
に
過
ぐ
。

　

こ
こ
に
は
「
自
ら
」
や
そ
の
類
語
は
見
え
な
い
が
、
自
業
自
得
の
例
と
し
て
引
か
れ
る
最
も
有
名
な
出
典
で
あ
る
『
仏
名
経
』
で
は
、

　
　

 

如
蠶
作
繭
自
縈
自
縛
、
如
蛾
赴
火
自
燒
自
爛
。（
大
正
一
四
・
一
九
八
上
）

　
　

蠶
の
繭
を
作
り
て
自
ら
縈
し
自
ら
縛
せ
ら
る
る
如
く
、
蛾
の
火
に
赴
き
て
自
ら
焼
け
自
ら
爛
る
る
が
如
し
。

と
述
べ
て
い
て
「
自
ら
」
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、「
自
縄
自
縛
」
と
い
う
表
現
の
元
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
古
今
集
』
の
も
う
一
例
も
躬
恒
の
歌
で
あ
っ
て
、

君
を
の
み
思
ひ
ね
に
寝
し
夢
な
れ
ば
わ
が
心
か
ら
見
つ
る
な
り
け
り
（
六
〇
八
）

と
あ
る
。
あ
な
た
が
私
の
こ
と
を
思
っ
て
い
て
夢
に
現
れ
て
く
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
の
こ
と
ば
か
り
思
っ
て
寝
た
際
に
見
た
夢
な

の
で
、
私
の
心
が
あ
な
た
を
描
き
だ
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
、
と
歎
く
も
の
だ
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
現
象
は
自
分
の
心
が
描
き
出

し
た
も
の
だ
と
す
る
唯
識
思
想
に
基
づ
い
て
お
り）

（
（

、
仏
教
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
点
は
同
じ
だ
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
「
心
か
ら
」
と

は
意
味
が
異
な
る
。
た
だ
、
自
分
の
せ
い
と
い
う
点
は
保
た
れ
て
い
る
。

　
『
古
今
集
』
で
は
、「
心
づ
か
ら
」
も
一
例
、
藤
原
好
風
の
歌
に
見
え
る
。

春
風
は
花
の
あ
た
り
を
よ
き
て
ふ
け
心
づ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ
と
み
ん
（
八
五
）

　

花
が
自
分
か
ら
散
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
仕
方
な
い
と
思
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
春
風
よ
花
の
あ
た
り
は
よ
け
て
吹
い
て
ほ
し
い

と
願
っ
た
歌
だ
。
自
業
自
得
だ
と
批
判
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
し
な
け
れ
ば
良
い
の
に
、
自
分
で
わ
ざ
わ
ざ
～
す
る
」
と
い
う
原
義

は
保
た
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
集
』
に
は
少
な
い
数
な
が
ら
見
え
て
い
る
も
の
の
、『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
に
は
見
え

ず
、『
宇
津
保
物
語
』
で
も
俊
蔭
に
つ
い
て
、「
い
と
心
強
う
心
深
か
り
し
人
に
て
、
公
を
恨
み
、
世
中
を
し
ら
で
な
む
身
を
も
心
づ
か
ら

沈
め
て
し
」
と
述
べ
、
自
ら
零
落
し
た
と
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
み
だ
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
同
時
代
で
は
、『
和
泉
式
部
日
記
』
に
一
例
見
え
て
い
る
。
帥
宮
が
夜
中
に
訪
れ
た
の
に
、
す
ぐ
に
応
対
し
な
か
っ
た

た
め
、
別
の
男
が
来
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
宮
が
帰
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
後
悔
の
念
に
駆
ら
れ
た
和
泉
式
部
が
、
後
日
、

ま
ど
ろ
ま
で
あ
は
れ
い
く
夜
に
な
り
ぬ
ら
ん
た
だ
雁
が
音
を
聞
く
わ
ざ
に
し
て

と
詠
ん
で
送
り
、
以
後
、
寝
ら
れ
ず
、
雁
の
鳴
く
音
を
聞
く
こ
と
だ
け
を
毎
日
の
「
わ
ざ
」
と
し
て
お
り
ま
す
と
告
げ
た
と
こ
ろ
、
帥
宮

が
届
け
て
き
た
歌
の
一
つ
に
こ
う
あ
っ
た
。

ま
ど
ろ
ま
で
雲
居
の
雁
の
音
を
聞
く
は
心
づ
か
ら
の
わ
ざ
に
ぞ
あ
り
け
る

　

つ
ま
り
、
あ
な
た
が
寝
な
い
で
空
を
飛
ぶ
雁
の
音
を
聞
く
こ
と
だ
け
を
な
す
「
わ
ざ
」
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
な
た
自
身
が
我
が
身
に

も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
よ
、
と
述
べ
る
の
だ
。「
わ
ざ
」
は
漢
字
で
表
記
す
れ
ば
「
業
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
お
こ
な
い
・
仕

事
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
行
為
そ
の
も
の
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
余
波
を
と
も
に
意
味
す
る
仏
教
の karm

an 

の
漢
訳
語
で
も
あ
る
。

帥
宮
の
歌
の
「
わ
ざ
」
で
も 

カ
ル
マ 

の
意
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
お
り
、
眠
れ
な
い
の
は
「
心
づ
か
ら
」
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

自
業
自
得
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
紫
式
部
日
記
』
で
は
、
藤
原
道
長
（
九
六
六
─
一
〇
二
八
）
が
様
々
な
色
に
咲
き
乱
れ
て
い
る
庭
の
花
々
の
中
か
ら
見
事
な
女
郎
花

を
ひ
と
枝
折
り
取
っ
て
式
部
に
示
し
、
歌
を
詠
む
よ
う
求
め
た
た
め
、
花
々
を
美
し
く
染
め
る
露
の
恵
み
に
漏
れ
た
く
す
ん
だ
花
の
よ
う

な
我
が
身
を
歎
く
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
、
道
長
は
、

白
露
は
わ
き
て
も
お
か
じ
女
郎
花
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
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と
返
し
た
と
あ
る
。
道
長
が
「
白
露
は
分
け
隔
て
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
女
郎
花
が
綺
麗
に
色
づ
い
て
い
る
の
は
、
自
分
か
ら
進
ん
で
の
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
地
を
潤
す
雨
は
平
等
で
あ
る
の
に
、
受
け
る
草
木
の

性
質
の
違
い
に
よ
っ
て
大
小
様
々
に
育
つ
と
い
う
譬
喩
に
よ
っ
て
、
仏
の
説
法
は
平
等
で
あ
る
の
に
聞
く
側
の
能
力
に
よ
っ
て
受
け
取
り

方
が
様
々
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
『
法
華
経
』
薬
草
喩
品
の
以
下
の
偈
に
基
づ
い
て
い
る
。

其
雨
普
等　

四
方
倶
下　

流
澍
無
量　

率
土
充
洽　

…
…
其
雲
所
出　

一
味
之
水　

草
木
叢
林　

随
分
受
潤　

一
切
諸
樹　

上
中
下

等　

称
其
大
小　

各
得
生
長　

根
茎
枝
葉　

華
菓
光
色　

一
雨
所
及　

皆
得
鮮
沢
（
大
正
九
・
一
九
下
）

其
の
雨
、
普
く
等
し
く
四
方
に
倶
に
下
り
、
流
澍
す
る
こ
と
無
量
に
し
て
、
率
土
、
充
洽
す
。
…
…
其
の
雲
の
出
だ
す
所
の
一
味
の

水
、
草
木
叢
林
、
分
に
随
い
て
潤
を
受
け
、
一
切
の
諸
樹
、
上
中
下
等
、
其
の
大
小
に
称
い
て
、
各
の
生
長
す
る
を
得
。
根
茎
枝

葉
、
華
菓
光
色
、
一
雨
の
及
ぶ
所
、
皆
な
鮮
沢
な
る
を
得
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
平
等
な
雨
に
よ
っ
て
花
の
色
が
あ
ざ
や
か
に
な
る
こ
と
も
説
か
れ
て
い
る
。
梵
文
で
は
乾
期
の
後
に
猛
烈
に
降
る
恵
み

の
雨
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
、
九
世
紀
前
半
の
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
が
「
春
ノ
細
雨
降
ル
時
ニ
、
万
木
生
長
ス
ル
ガ
如

ク
、
平
等
一
味
ノ
法
ノ
細
雨
ヲ
下
シ
」
と
述
べ
、
藤
原
俊
成
（
一
一
一
四
─
一
二
〇
四
）『
長
秋
詠
藻
』
は
「
春
雨
は
此
面
彼
面
の
草
も

木
も
分
か
ず
緑
に
染
む
る
な
り
け
り
」（
四
〇
七
）、
寂
蓮
（
一
一
三
九
頃
─
一
二
〇
二
）
の
法
華
二
十
八
品
歌
の
う
ち
「
草
木
麁
林
随
分

受
潤
」
と
題
し
て
薬
草
喩
品
を
詠
ん
だ
歌
で
は
「
春
雨
は
野
辺
の
草
木
も
分
か
ね
ど
も
染
む
る
心
の
変
は
る
也
け
り
」（
九
四
）
と
説
か

れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
譬
喩
を
日
本
の
し
っ
と
り
し
た
春
の
雨
の
情
景
と
受
け
止
め
る
の
が
通
例
に
な
っ
て
い
た）

（
（

。
道
長

は
法
華
三
十
講
を
毎
年
行
わ
せ
た
ほ
か
、
学
僧
か
ら
天
台
三
大
部
の
講
義
を
聞
く
な
ど
し
て
お
り
、『
法
華
経
』
信
仰
が
篤
か
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
『
紫
式
部
集
』
で
は
、
こ
の
道
長
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
海
人
が
塩
を
焼
く
様
子
を
描
い
た
絵
を
描
い
て
、
自
分
も
こ
の
火
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の
よ
う
に
思
い
焦
が
れ
て
い
る
と
訴
え
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
、

よ
も
の
う
み
に　

し
ほ
や
く
あ
ま
の　

こ
こ
ろ
か
ら　

や
く
と
は
か
ゝ
る　

な
げ
き
を
や
つ
む

と
詠
ん
だ
と
し
て
い
る
。
四
方
の
海
辺
で
塩
を
焼
く
海
人
が
「
投
げ
木
」
を
積
ん
で
焼
く
よ
う
に
、
あ
な
た
は
自
分
か
ら
求
め
て
「
嘆

き
」
を
重
ね
て
い
る
だ
け
で
す
ね
、
と
応
対
し
た
歌
だ
。
若
い
頃
の
歌
な
の
か
、「
こ
こ
ろ
か
ら
」
の
語
は
定
型
表
現
を
用
い
た
だ
け
の

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

二
、『
源
氏
物
語
』
第
一
部
の
用
例

　　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
業
自
得
の
意
で
あ
る
「
心
か
ら
」
や
「
心
づ
か
ら
」
の
語
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
僅

か
に
見
え
て
い
た
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
心
か
ら
」
が
十
七
例）

（
（

、「
心
づ
か
ら
」
も
八
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、『
源
氏
物

語
』
で
は
こ
の
「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
の
語
に
よ
っ
て
主
要
な
登
場
人
物
の
性
格
を
描
き
わ
け
て
い
る
の
だ
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
早
い
巻
に
は
「
心
か
ら
」
の
語
は
見
え
な
い
。
現
行
の
五
十
四
帖
に
お
け
る
初
出
は
、
末
摘
花
巻
に
お
い
て
、
源
氏

が
末
摘
花
と
交
渉
を
持
っ
て
そ
の
容
貌
と
振
舞
い
に
辟
易
し
た
後
、
対
照
的
な
若
紫
を
見
て
い
じ
ら
し
く
思
う
場
面
だ
。

何
心
も
な
く
て
も
の
し
た
ま
ふ
給
ふ
さ
ま
、
い
み
じ
う
ら
う
た
し
。
…
…
心
か
ら
、
な
ど
、
か
う
憂
き
世
を
見
あ
つ
か
ふ
ら
む
、
か

く
、
心
ぐ
る
し
き
も
の
を
も
見
て
ゐ
た
ら
で
、
と
お
ぼ
し
つ
ゝ
、
例
の
、
も
ろ
と
も
に
ひ
い
な
遊
び
し
給
ふ
。（
①
二
三
三
─
四）

（
（

）

　

源
氏
は
、
若
紫
の
こ
の
う
え
な
く
可
愛
ら
し
い
様
子
を
見
て
、
自
分
は
ど
う
し
て
自
分
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
求
め
て
厄
介
な
女
性
関
係
に
踏

み
込
ん
で
悩
む
羽
目
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
ほ
ど
い
じ
ら
し
い
存
在
を
大
事
に
し
な
い
で
い
て
、
と
我
が
身
を
省
み
て
い
る
。
注
目

さ
れ
る
の
は
、「
心
か
ら
」
悩
む
状
態
を
作
り
出
し
て
い
る
源
氏
を
ほ
っ
と
さ
せ
る
の
は
、「
何
心
も
な
く
」
振
る
舞
っ
て
い
る
童
女
で
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あ
っ
て
、
そ
の
様
子
を
見
る
と
「
心
ぐ
る
し
」
い
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
心
が
悩
み
で
一
杯
な
源
氏
の
気
晴
ら
し
を
し
て

く
れ
る
の
は
、
無
心
に
振
る
舞
っ
て
い
て
、
見
て
い
る
と
「
心
」
が
ぎ
ゅ
っ
と
締
め
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
い
じ
ら
し
い
童
女
な
の
で
あ
り
、

徹
底
し
て
「
心
」
が
追
求
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
若
紫
は
、
物
語
が
進
ん
で
つ
ら
い
経
験
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
次
第
に
成

熟
し
て
ゆ
き
、
源
氏
以
上
に
内
省
を
深
め
て
い
く
に
至
っ
て
い
る
。「
心
」
の
追
求
こ
そ
、
ま
さ
に
『
源
氏
物
語
』
の
特
色
に
ほ
か
な
ら

な
い）

（
（

。
た
だ
、
こ
こ
で
自
分
か
ら
厄
介
な
女
性
関
係
に
踏
み
込
ん
だ
と
反
省
さ
れ
て
い
る
の
は
、
近
づ
く
べ
き
で
な
い
立
場
と
は
い
え
、

朧
月
夜
が
な
び
い
て
く
れ
な
い
こ
と
に
悩
み
、
醜
女
の
末
摘
花
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
藤
壺
へ
の
重
苦
し
い
思
慕

は
強
く
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　

な
お
、
源
氏
は
女
性
関
係
に
よ
る
悩
み
を
「
憂
き
世
」
と
表
現
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
当
然
な
が
ら
仏
教
由
来
の
表
現
だ
。「
憂
世
」

は
熟
語
と
し
て
は
仏
典
の
漢
訳
に
は
見
当
た
ら
ず
、「
憂
世
間
（
憂
き
世
間
）」「
無
憂
世
間
（
憂
い
無
き
世
間
）」
な
ど
の
用
例
が
多
い
。

「
世
間
」
は loka 

の
訳
で
あ
っ
て
、『
正
法
念
処
経
』
を
含
め
て
「
無
常
世
間
」
と
い
う
表
現
が
頻
出
す
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
仏
典

で
は
原
語
の loka 

も
そ
の
漢
訳
と
し
て
の
「
世
間
」
も
無
常
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
着
い
て
お
り
、
沙
弥
満
誓
の
有
名
な
「
世
の
中
を
何

に
た
と
へ
む
朝
ぼ
ら
け
漕
ぎ
ゆ
く
舟
の
あ
と
無
き
が
ご
と
し
」
の
歌
が
示
す
よ
う
に
、
日
本
で
は
特
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
日
本
で
は

「
世
」「
世
の
中
」
は
男
女
の
関
係
も
意
味
す
る
た
め
両
方
の
意
が
重
ね
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、『
和
泉
式
部
日
記
』
な
ど
は
、
最
愛
の
帥
宮

と
の
死
別
を
悲
し
む
「
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
を
嘆
き
わ
び
つ
つ
」
と
い
う
句
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　

問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
全
体
の
あ
り
方
を
象
徴
す
る
よ
う
な
「
心
か
ら
」
の
語
が
、
早
い
巻
に
は
登
場
せ
ず
、
な
ぜ
滑

稽
な
場
面
が
多
い
「
末
摘
花
」
に
見
え
て
い
て
、
そ
の
前
の
巻
で
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
若
紫
巻
で
は
、
藤
壺
は

「
あ
さ
ま
し
き
御
宿
世
の
ほ
ど
心
う
し
」
と
思
い
、
王
命
婦
は
「
の
が
れ
が
た
か
り
け
る
御
宿
世
を
ぞ
…
…
あ
さ
ま
し
く
思
ふ
」（
①
一
七

七
）
と
説
か
れ
て
お
り
、「
宿
世
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
源
氏
に
つ
い
て
は
「
心
か
ら
」
お
こ
し
た
事
柄
に
つ
い
て
深
刻
に
悩
ん
だ
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と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
結
論
を
述
べ
て
お
く
と
、『
源
氏
物
語
』
全
体
は
、
男
は
「
心
か
ら
」
起
こ
し
て
し
ま
っ

た
状
況
に
悩
み
、
女
は
「
宿
世
」
に
流
さ
れ
て
悩
む
、
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
重
要
な

若
紫
巻
で
は
「
心
か
ら
」
の
語
が
見
え
な
い
の
か
。

　

末
摘
花
巻
以
後
で
「
心
か
ら
」
の
語
が
登
場
す
る
の
は
、
賢
木
巻
だ
。
し
か
も
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
源
氏
と
の
関
係
を
続
け
て
い
る

朧
月
夜
が
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

心
か
ら
方
が
た
袖
を
ぬ
ら
す
か
な
あ
く
と
教
ふ
る
声
に
つ
け
て
も
（
①
三
五
八
）

つ
ま
り
、「
自
分
で
求
め
て
あ
れ
こ
れ
涙
に
く
れ
る
こ
と
で
す
、
夜
が
『
明
く
』
と
告
げ
る
声
を
聞
く
と
、
あ
な
た
が
私
に
『
飽
く
』、
と

告
げ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
よ
う
で
」
と
述
べ
る
の
だ
。
朧
月
夜
は
、
尚
侍
と
な
っ
た
身
で
あ
り
な
が
ら
源
氏
と
の
関
係
を
拒
ま
ず
、

自
分
か
ら
進
ん
で
関
係
を
続
け
て
い
る
た
め
、
そ
の
い
と
し
い
源
氏
に
飽
き
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
思
っ
て
悲
し
ま
ず
に
お
れ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
つ
ら
さ
を
「
心
か
ら
」
の
も
の
、
自
業
自
得
に
よ
る
も
の
と
自
覚
し
て
い
た
。
女
が
「
心
か
ら
」
の
振
舞
い
を
反
省
し
て

い
る
の
は
、
明
る
く
て
積
極
的
で
あ
っ
た
朧
月
夜
な
れ
ば
こ
そ
と
も
言
え
る
が
、「
男
＝
心
か
ら
、
女
＝
宿
世
」
と
い
う
図
式
が
ま
だ
確

立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
め
、
こ
う
し
た
記
述
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
後
の
巻
で
「
心
か
ら
」
の
語
が
見
え
る
の
は
、
花
散
里
巻
の
冒
頭
で
語
り
手
が
源
氏
に
つ
い
て
語
っ
た
箇
所
だ
。

人
知
れ
ぬ
御
心
づ
か
ら
の
物
思
は
し
さ
は
、
い
つ
と
な
き
こ
と
な
め
れ
ど
、（
①
三
九
五
）

　
「
御
心
づ
か
ら
の
物
思
は
し
さ
」
と
は
、
自
分
か
ら
藤
壺
や
朧
月
夜
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
あ
れ
こ
れ
思
い
悩
む
こ
と
が
多

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
の
用
法
と
し
て
は
自
然
な
も
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
す
ぐ
後
の
須
磨
巻
で
は
、
空
を
行
く
雁
を
見
て
旅
先
で
の
都
恋
し
さ
を
詠
ん
だ
源
氏
の
歌
に
対
し
、
お
側
に
仕
え
る
良

清
・
女
房
の
民
部
大
輔
と
前
右
近
将
監
た
ち
が
詠
っ
た
歌
の
う
ち
、
民
部
大
輔
の
歌
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。
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こ
ゝ
ろ
か
ら
常
世
を
捨
て
ゝ
な
く
か
り
を
雲
の
よ
そ
に
も
思
ひ
け
る
か
な
（
②
三
三
）

す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
雁
を
こ
れ
ま
で
は
他
人
事
だ
と
思
っ
て
い
た
と
述
べ
る
の
だ
。「
心
か
ら
」
の
語
を
歌
の
冒
頭
に
据
え
て
お
り
、

自
分
か
ら
愚
か
な
こ
と
を
し
た
と
浦
島
子
を
批
判
し
た
先
の
『
万
葉
集
』
の
歌
を
思
わ
せ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
歌
を
直
接
踏
ま
え

て
い
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
飛
ぶ
雁
の
こ
と
を
居
心
地
の
良
い
故
郷
を
離
れ
て
旅
ゆ
く
存
在
と
す
る
見
方
が
当
時
は
常
識
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
都
を
離
れ
て
須
磨
に
ま
で
至
り
、
旅
先
で
わ
び
し
い
状
況
に
な
っ
た
の
は
、
源
氏
の
「
心
か
ら
」

の
振
舞
い
に
よ
る
。
し
か
し
、
良
清
の
歌
も
前
右
近
将
監
の
歌
も
、
旅
先
で
の
寂
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
り
、
む
し
ろ
源
氏
の
心

に
寄
り
添
お
う
と
し
て
い
て
源
氏
を
責
め
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
部
大
輔
の
こ
の
歌
で
は
、「
心
か
ら
」
の
語
が
あ

ま
り
重
く
な
い
形
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
旅
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
も
、
源
氏
の
「
心
か
ら
」
の
振
舞
に
よ
る
の
だ

と
い
う
批
判
を
こ
め
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
源
氏
自
身
は
「
自
分
の
心
か
ら
の
振
舞
い
の
せ
い
で
、
こ
こ
ま
で

流
れ
つ
い
て
し
ま
っ
た
」
と
反
省
の
歌
を
詠
ん
で
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

源
氏
が
、
自
ら
反
省
し
て
「
心
か
ら
」
の
語
を
用
い
る
の
は
、
次
の
明
石
巻
か
ら
だ
。
紫
上
を
気
に
し
て
お
り
な
が
ら
、
懐
妊
し
て
い

と
し
さ
が
ま
し
た
明
石
上
を
置
い
て
都
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
に
あ
っ
て
、
源
氏
が
思
い
悩
み
、
そ
れ
を
周
囲
の
者
た
ち
が
困
っ
た
癖

だ
と
こ
ぼ
す
場
面
だ
。

な
ぞ
や
、
心
づ
か
ら
今
も
昔
も
す
ぞ
ろ
な
る
事
に
て
身
を
は
ふ
ら
か
す
ら
む
、
と
さ
ま
ざ
ま
に
お
ぼ
し
乱
れ
た
る
を
、
心
知
れ
る

人
々
は
、「
あ
な
に
く
、
例
の
御
癖
ぞ
」
と
見
た
て
ま
つ
り
む
つ
か
る
め
り
。（
②
八
二
）

　
「
昔
も
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
藤
壺
や
朧
月
夜
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、「
今
も
昔
も
」
と
あ
っ
て
、
重
点
は
現
在
の
明
石
の
上
と

の
困
っ
た
状
況
に
置
か
れ
て
お
り
、
藤
壺
や
朧
月
夜
と
の
件
を
強
く
意
識
し
、
反
省
し
て
「
心
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な

い
。
こ
の
点
は
、
少
し
後
の
薄
雲
巻
の
用
例
も
同
様
で
あ
り
、
源
氏
は
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
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過
ぎ
に
し
か
た
、
こ
と
に
思
ひ
悩
む
べ
き
事
も
な
く
て
侍
り
ぬ
べ
か
り
し
世
中
に
も
、
猶
、
心
か
ら
、
す
き
し
き
事
に
つ
け
て
、
物

思
ひ
の
絶
え
ず
も
侍
り
け
る
か
な
。（
②
二
四
一
）

　

こ
こ
で
は
、
こ
と
さ
ら
に
思
い
悩
ま
な
く
て
す
む
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
と
い
う
文
脈
で
あ
る
た
め
、
男
女
関
係
の
面
で
思
い
悩
む
こ
と

が
絶
え
な
い
の
は
、
自
分
が
進
ん
で
そ
う
し
た
関
係
に
踏
み
込
む
た
め
だ
と
自
覚
さ
れ
て
お
り
、「
心
か
ら
」
の
語
の
意
味
を
良
く
示
し

て
い
る
。

　

た
だ
、
あ
ま
り
深
刻
に
反
省
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、
朝
顔
巻
に
お
け
る
、
心
を
許
そ
う
と
し
な
い
朝
顔
姫
君
と
の
や
り
と
り
も
そ

の
一
つ
だ
。

さ
ま
よ
き
ほ
ど
に
お
し
拭
ひ
給
ひ
て
、

つ
れ
な
さ
を
昔
に
こ
り
ぬ
心
こ
そ
人
の
つ
ら
き
に
そ
へ
て
つ
ら
け
れ

心
づ
か
ら
の
」
と
、
の
た
ま
ひ
す
さ
ぶ
る
を
、「
げ
に
、
か
た
は
ら
痛
し
」
と
、
人
、
例
の
、
き
こ
ゆ
。（
②
二
六
五
）

　

源
氏
は
、
あ
な
た
の
つ
れ
な
い
態
度
に
懲
り
な
い
私
の
心
こ
そ
が
、
あ
な
た
の
恨
め
し
さ
に
加
え
て
恨
め
し
い
こ
と
だ
と
詠
ん
だ
う
え

で
、「
心
づ
か
ら
の
」
と
つ
ぶ
や
い
て
『
中
務
集
』
の
「
恋
し
さ
も
心
づ
か
ら
の
わ
ざ
な
れ
ば
置
き
ど
こ
ろ
な
く
も
て
ぞ
わ
ず
ら
ふ
」
を

匂
わ
せ
、
こ
の
よ
う
に
自
分
が
つ
ら
い
の
も
、
あ
な
た
へ
の
恋
心
ゆ
え
だ
と
訴
え
て
い
る
。　

　

た
だ
、
こ
う
し
た
男
女
関
係
に
お
け
る
自
業
自
得
の
用
例
以
外
の
用
法
も
あ
る
。
少
女
巻
に
お
い
て
、
秋
好
中
宮
が
、
六
条
院
の
春
の

町
に
住
む
紫
の
上
に
、

心
か
ら
春
待
つ
園
は
わ
が
宿
の
紅
葉
を
風
の
つ
て
に
だ
に
見
よ
（
②
三
二
五
）

と
い
う
歌
を
送
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
心
か
ら
」
は
、
自
業
自
得
の
文
脈
で
は
な
い
た
め
、「
自
分
の
心
に
基
づ
い
て
」
の
意
か
、
先

に
見
た
「
心
知
れ
る
人
」
の
「
心
」
と
同
様
に
意
味
・
意
図
を
指
し
て
い
て
、「
住
ん
で
お
ら
れ
る
春
の
町
の
意
味
か
ら
し
て
」
と
述
べ
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て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
大
系
の
注
は
「
心
か
ら
春
の
到
来
を
待
っ
て
い
る
」（
②
三
二
六
）
と
す
る
が
、
新
編
全
集
の
訳
で
は

「
ご
自
分
の
お
好
み
」（
③
八
二
）
と
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
方
が
適
切
に
思
わ
れ
る
。

　

続
く
野
分
巻
も
や
や
変
則
だ
。
夕
霧
と
た
が
い
に
好
意
を
い
だ
き
あ
っ
て
お
り
な
が
ら
会
え
ず
に
い
る
雲
居
雁
が
物
思
い
に
ふ
け
っ
て

ば
か
り
お
り
、
す
っ
か
り
や
つ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
父
の
内
大
臣
が
批
判
し
た
部
分
だ
。

心
づ
か
ら
物
思
は
し
げ
に
て
、
く
ち
お
し
う
お
と
ろ
へ
に
て
な
む
は
べ
め
る
（
③
五
二
）

こ
こ
は
朧
月
夜
と
同
様
、
女
が
自
分
の
せ
い
で
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
例
だ
が
、
雲
居
雁
自
身
の
言
葉
で
は
な
い
。

　

次
の
真
木
柱
巻
は
、
源
氏
が
玉
鬘
と
会
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
ひ
ど
く
悲
し
み
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
一
般
論
の
よ
う
に

語
っ
た
自
業
自
得
の
例
と
な
っ
て
い
る
。

す
い
た
る
人
は
、
心
か
ら
や
す
か
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
け
り
。（
③
一
四
一
）

　

色
好
み
の
人
間
は
、
自
ら
求
め
て
、
心
安
ら
か
で
お
れ
る
は
ず
が
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
だ
。
源
氏
は
そ

の
少
し
前
で
は
、

宿
世
な
ど
い
ふ
も
の
を
ろ
か
な
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
わ
が
あ
ま
り
な
る
心
に
て
、
か
く
人
や
り
な
ら
ぬ
も
の
は
思
ふ
ぞ
か
し
（
③
一

三
九
）

と
語
っ
て
い
た
。『
源
氏
物
語
』
で
は
女
性
は
「
宿
世
」
に
左
右
さ
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

源
氏
は
男
女
関
係
で
自
分
が
苦
し
む
の
は
「
宿
世
」
に
よ
る
面
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
わ
が
あ
ま
り
な
る
心
」
が
主
な
原
因
で

あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
、
こ
こ
で
「
女
＝
宿
世
、
男
＝
心
か
ら
」
と
い
う
図
式
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
先
の
箇
所
で
は
、

「
す
い
た
る
人
は
」
と
述
べ
て
お
り
、
自
分
を
含
め
て
の
こ
と
と
は
い
え
、
一
般
論
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
う
え
、
以
後
は
源
氏
が
自
分

に
つ
い
て
「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
と
述
べ
る
場
面
は
な
く
な
る
。
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次
の
梅
枝
巻
か
ら
は
、
源
氏
に
代
わ
っ
て
、
雲
居
雁
に
恋
し
て
悩
む
夕
霧
が
登
場
す
る
。
左
の
箇
所
は
、
内
大
臣
に
邪
魔
さ
れ
、
お
そ
ば

の
女
房
た
ち
に
軽
ん
じ
ら
れ
、
腹
を
立
て
て
近
づ
か
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
心
が
わ
り
で
き
な
い
心
境
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
。

ほ
か
ざ
ま
の
心
は
、
つ
か
ふ
べ
う
も
お
ぼ
え
ず
、
心
づ
か
ら
、
た
は
ぶ
れ
に
く
き
折
多
か
れ
ど
、（
③
一
六
七
）

　
「
た
は
ぶ
れ
に
く
き
折
」、
つ
ま
り
、「
冗
談
じ
ゃ
な
い
ぞ
」
と
思
う
ほ
ど
恋
し
い
時
が
多
く
て
つ
ら
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
心
か
ら
」

の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
他
の
女
と
結
婚
す
れ
ば
よ
い
の
に
、
自
分
か
ら
そ
う
し
な
い
結
果
で
あ
っ
て
、
自
業
自
得
と
い
う
ほ
か
な
い
。
た

だ
、
藤
壺
や
玉
鬘
な
ど
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
女
性
に
近
づ
い
て
苦
し
む
源
氏
と
は
違
い
、
夕
霧
と
雲
居
雁
は
同
じ
よ
う
な
身
分
で
あ
っ

て
お
似
合
い
で
あ
り
、
互
い
に
好
き
合
っ
て
お
り
な
が
ら
、
夕
霧
が
意
地
を
張
り
、
そ
の
結
果
、
会
え
な
く
て
つ
ら
く
な
る
と
い
う
自
業

自
得
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
一
部
の
最
後
で
あ
る
藤
裏
葉
巻
に
な
る
と
、
夕
霧
の
特
徴
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
。
結
婚
も
せ
ず
に
い
た
夕
霧
が
落
ち
着
い
た
た

め
、
心
配
し
て
い
た
父
の
源
氏
も
ほ
っ
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
語
り
手
が
語
っ
た
部
分
だ
。

心
か
ら
な
れ
ど
、
世
に
浮
き
た
る
や
う
に
て
、
見
苦
し
か
り
つ
る
宰
相
の
君
も
（
③
一
九
二
）

　

自
分
か
ら
女
性
に
近
づ
こ
う
と
し
な
か
っ
た
た
め
と
は
い
え
、
身
が
固
ま
ら
ず
み
っ
と
も
な
か
っ
た
夕
霧
も
、
今
で
は
落
ち
着
い
て
と

い
う
文
脈
だ
。
こ
こ
で
の
「
心
か
ら
」
は
、
女
性
に
近
づ
き
す
ぎ
る
源
氏
と
は
対
照
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
作
者
は
そ
れ
を
意
識
し
て
人

物
を
描
き
わ
け
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
て
気
づ
く
の
は
、
重
要
な
「
心
か
ら
」
の
語
が
出
現
す
る
の
は
物
語
が
か
な
り
進
ん
で
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
若

紫
巻
の
よ
う
な
重
要
な
巻
で
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
し
か
も
、
最
初
に
登
場
す
る
末
摘
花
巻
は
、
滑
稽
な
面
を
強
く
打
出
し
た

巻
で
あ
り
、
武
田
宗
俊
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
後
に
書
か
れ
た
玉
鬘
系
だ）

（1
（

。
第
一
部
の
う
ち
、「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
の
語
が
見
え
る
の

は
十
二
例
で
あ
っ
て
意
味
の
違
い
は
な
い
よ
う
だ
が
、
玉
鬘
系
は
三
例
し
か
な
い
。
そ
の
う
ち
、
第
六
帖
の
末
摘
花
巻
の
次
に
玉
鬘
系
で
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「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
の
語
が
見
え
る
の
は
、
第
一
部
の
最
後
に
近
い
第
二
十
八
帖
の
野
分
巻
と
第
三
十
一
帖
の
真
木
柱
巻
だ
。
し
か

も
、
野
分
巻
で
は
源
氏
が
反
省
す
る
の
で
は
な
く
、
女
性
の
雲
居
雁
が
夕
霧
を
恋
し
く
思
い
つ
つ
会
う
こ
と
が
で
き
ず
、
す
っ
か
り
や
つ

れ
て
し
ま
っ
た
の
を
父
の
内
大
臣
が
批
判
す
る
形
で
あ
り
、
真
木
柱
巻
で
は
源
氏
が
自
ら
の
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
と
は
い
え
、
色
好

み
の
男
性
一
般
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
用
例
だ
。
そ
の
う
え
、
初
出
の
末
摘
花
巻
で
源
氏
が
「
心
か
ら
」
の
振
舞
い
を
反
省
す
る
の
は
、

女
性
関
係
の
中
で
も
主
に
末
摘
花
と
関
係
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
玉
鬘
系
に
は
、『
源
氏
物
語
』
前
半
の
動
因
と
な
る
藤
壺
お

よ
び
朧
月
夜
と
の
関
わ
り
を
源
氏
が
強
く
反
省
し
て
「
心
か
ら
」
と
述
べ
た
り
、
語
り
手
が
そ
の
よ
う
に
語
っ
た
巻
は
無
い
の
だ
。
末
摘

花
が
こ
の
位
置
に
あ
る
の
は
な
ん
と
も
不
自
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

三
、『
源
氏
物
語
』
第
二
部
に
お
け
る
用
例

　　

第
一
部
で
は
、
女
性
で
あ
る
朧
月
夜
や
雲
居
雁
に
つ
い
て
も
「
心
か
ら
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
第
二
部
の
若
菜
巻
上
に
な
る

と
、
女
性
が
「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
と
称
さ
れ
る
行
為
を
進
ん
で
す
る
こ
と
ほ
ど
疵
と
な
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
朱

雀
帝
が
心
幼
い
女
三
宮
を
訓
誡
し
た
箇
所
だ
。

親
に
知
ら
れ
ず
、
さ
る
べ
き
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
に
、
心
づ
か
ら
の
忍
び
わ
ざ
、
し
出
で
た
る
な
む
、
女
の
身
に
は
ま
す
こ
と
な
き
疵
と

お
ぼ
ゆ
る
わ
ざ
な
る
。（
③
二
一
八
）

　

朱
雀
帝
は
こ
の
訓
誡
に
続
け
て
、
女
三
宮
の
夫
候
補
た
ち
に
つ
い
て
論
評
し
た
際
、
源
氏
に
つ
い
て
は
、
も
の
ご
と
を
心
得
て
い
る
た

め
安
心
だ
と
語
り
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
い
る
が
気
に
掛
け
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
た
う
え
で
、「
と
て
も
か
く
て
も
、
人
の
心
か
ら
な

り
」（
③
二
一
九
）
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
は
「
万
事
夫
と
な
る
人
の
人
し
だ
い
と
い
う
も
の
だ
」（
③
三
四
）
と
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訳
し
て
い
る
が
、
新
大
系
本
の
注
の
よ
う
に
、
回
り
の
人
か
ら
嫉
妬
さ
れ
た
り
す
る
か
ど
う
か
は
、
女
性
一
般
、
と
り
わ
け
女
三
宮
の

「
心
か
ら
」
だ
と
述
べ
た
の
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
激
し
く
嫉
妬
し
た
り
、
対
抗
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
と
、
自
業
自
得
で
つ
ら
い

目
に
会
う
結
果
と
な
る
と
訓
誡
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
女
性
一
般
に
つ
い
て
論
じ
た
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
む
ろ
ん
実
際
に
は
、
心
が

幼
い
女
三
宮
な
れ
ば
こ
そ
の
訓
誡
だ
。

　

若
菜
巻
下
と
な
る
と
、
柏
木
に
つ
い
て
「
心
か
ら
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

お
ぼ
ろ
け
に
し
め
た
る
わ
が
心
か
ら
、
浅
く
も
思
ひ
な
さ
れ
ず
。（
③
三
一
二
）

　

若
菜
の
巻
で
強
調
さ
れ
て
い
た
女
三
宮
の
幼
さ
が
発
揮
さ
れ
、
不
用
心
に
も
姿
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
柏
木
が
目
撃
し
て
し
ま

い
、
普
通
で
は
な
い
と
は
思
う
も
の
の
、
女
三
宮
に
対
し
て
並
み
並
み
で
な
い
思
い
込
み
方
を
し
て
い
る
だ
け
に
、
あ
さ
は
か
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
流
れ
だ
。
新
大
系
は
「
し
め
た
る
わ
が
心
か
ら
」
と
あ
る
が
、
旧
大
系
本
で
は
「
染
め
た
る
わ
が
心
か

ら
」
に
作
っ
て
い
る
。「
染
心
（
心
を
染
め
る
、
染
め
た
心
）」
は
漢
訳
仏
典
に
多
く
見
え
て
お
り
、「
心
染
」
も
「
心
染
著
」
な
ど
の
形

も
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
も
中
国
古
典
に
見
え
ず
、
仏
典
漢
訳
で
用
い
ら
れ
た
表
現
だ）

（（
（

。

　

続
く
柏
木
巻
で
は
、
そ
う
し
た
恋
心
が
さ
ら
に
つ
の
っ
て
苦
し
さ
が
増
し
て
お
り
、

わ
れ
よ
り
ほ
か
に
た
れ
か
は
つ
ら
き
、
心
づ
か
ら
も
て
損
な
ひ
つ
る
に
こ
そ
あ
め
れ
と
思
ふ
に
、
う
ら
む
べ
き
人
も
な
し
、
仏
神
を

も
か
こ
た
ん
方
な
き
は
、
こ
れ
み
な
さ
る
べ
き
に
こ
そ
あ
ら
め
。（
④
四
）

と
自
省
し
、
神
も
仏
も
恨
む
こ
と
は
で
き
ず
、
自
分
の
破
滅
は
「
心
づ
か
ら
」
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど

「
自
業
自
得
」
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
柏
木
は
源
氏
の
過
ち
を
く
り
か
え
す
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
源
氏
と
違
う
の

は
、「
心
づ
か
ら
」
に
よ
る
と
し
つ
つ
も
、「
さ
る
べ
き
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
言
っ
て
前
世
の
業
に
よ
る
の
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
点
だ
。
こ

れ
は
、
柏
木
の
弱
さ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
新
大
系
が
「
運
命
の
な
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
よ
」（
④
五
）
と
注
し
て
い
る
の
は
不
適
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切
だ
。
新
編
全
集
の
「
み
な
前
世
か
ら
の
因
縁
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
」（
④
二
九
〇
）
は
正
し
い
が
、
注
で
「
運
命
の
巨
大
な
力
に
よ

る
と
す
る
」
と
し
て
い
る
の
は
仏
教
を
考
慮
し
て
い
な
い
不
適
切
な
表
現
で
あ
り
、「
前
世
の
業
に
よ
る
に
違
い
な
い
（
ど
ん
な
悪
業
を

し
た
の
か
…
…
）」
と
い
う
点
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
を
見
て
い
る
と
、
契
沖
と
い
う
偉
大
な
先
学
の
幅
広
い
学
問

を
受
け
継
が
ず
、
仏
教
を
排
し
た
江
戸
の
国
学
と
西
欧
の
文
学
・
語
学
研
究
と
の
間
に
生
ま
れ
た
近
代
国
文
学
研
究
が
欠
落
さ
せ
た
も
の

の
大
き
さ
を
痛
感
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

　

源
氏
の
過
ち
を
繰
り
返
す
よ
う
に
、
柏
木
が
「
心
づ
か
ら
」
の
過
ち
を
重
ね
て
い
く
の
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
源
氏
と
は
対
照
的
で
あ
っ

た
夕
霧
も
源
氏
に
似
て
く
る
。
夕
霧
巻
で
は
、
雲
居
雁
と
結
婚
し
て
幸
せ
に
な
っ
た
真
面
目
な
夕
霧
が
、
落
葉
宮
に
心
を
動
か
す
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
。
夕
霧
が
夜
遅
く
ま
で
落
葉
宮
の
そ
ば
に
居
座
っ
て
帰
ろ
う
と
し
な
い
た
め
、
宮
が
、
二
人
の
間
に
何
か
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

世
間
の
人
が
濡
れ
衣
を
か
け
る
こ
と
を
懸
念
し
た
歌
を
詠
む
と
、
夕
霧
は
、
濡
れ
衣
は
や
は
り
ま
ぬ
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、

か
う
わ
り
な
う
や
ら
は
せ
給
ふ
御
心
づ
か
ら
こ
そ
は
と
、
き
こ
え
給
ふ
。（
④
一
〇
一
）

と
説
い
て
、
そ
れ
は
私
を
す
げ
な
く
去
ら
せ
る
宮
の
「
御
心
づ
か
ら
」
に
よ
る
と
強
弁
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
男
女
の
間
で
思
い
を

か
け
る
こ
と
が
「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
の
行
為
と
さ
れ
て
き
た
が
、
夕
霧
は
源
氏
の
よ
う
な
行
動
的
な
色
好
み
で
は
な
い
た
め
、
こ

の
よ
う
に
ね
じ
け
た
形
で
、
悪
い
結
果
に
な
る
の
は
あ
な
た
の
「
御
心
づ
か
ら
」
に
よ
る
と
脅
す
の
だ
。

　

夕
霧
は
さ
ら
に
、
そ
の
少
し
後
で
、
落
葉
宮
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。

た
ま
し
ひ
を
つ
れ
な
き
袖
に
と
ゞ
め
お
き
て
我
が
心
か
ら
惑
は
る
ゝ
か
な

外
な
る
も
の
は
と
か
、
む
か
し
も
た
ぐ
ひ
有
り
け
り
と
お
も
た
ま
へ
な
す
に
も
、
さ
ら
に
行
く
方
知
ら
ず
の
み
な
む
。（
④
一
〇
三
）

　

魂
を
あ
な
た
の
つ
れ
な
い
袖
に
留
め
て
き
た
の
は
私
自
身
で
あ
る
た
め
、
自
業
自
得
と
は
い
え
、
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
の
状
態
で
惑
い
続

け
て
し
ま
う
こ
と
だ
、
と
訴
え
る
の
だ
。「
外
な
る
も
の
は
」
な
ど
昔
の
例
も
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、『
古
今
集
』
に
見
え
る
躬
恒
の
「
身
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を
捨
て
て
ゆ
き
や
し
に
け
む
思
ふ
よ
り
ほ
か
な
る
も
の
は
心
な
り
け
り
」（
九
七
七
）
を
踏
ま
え
る
。
先
も
見
た
よ
う
に
、
躬
恒
は
心
に

関
す
る
和
歌
を
い
く
つ
も
詠
ん
で
お
り
、『
源
氏
物
語
』
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ね
じ
け
た
形
で
あ
る
に
せ
よ
夕
霧
が
「
心
か
ら
」
の
問
題
に
悩
み
、
そ
れ
が
世
間
の
噂
に
な
る
と
、
父
で
あ
る
源
氏

は
、
好
色
だ
っ
た
自
分
と
違
い
、
夕
霧
が
真
面
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
分
の
不
面
目
の
挽
回
と
し
て
嬉
し
く
思
っ
て
い
た
だ
け
に
雲
居
雁

と
落
葉
宮
の
立
場
を
思
っ
て
心
を
痛
め
た
も
の
の
、「
宿
世
と
い
ふ
物
の
が
れ
わ
び
ぬ
る
事
」
と
思
っ
て
口
を
は
さ
ま
ず
に
い
た
、
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
宿
世
」
は
、
夕
霧
で
は
な
く
、
雲
居
雁
と
落
葉
宮
と
い
う
女
の
宿
世
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
源
氏
の
心

痛
を
描
い
た
す
ぐ
あ
と
で
、
噂
を
聞
い
た
紫
の
上
が
「
女
ば
か
り
、
身
を
も
て
な
す
さ
ま
も
と
こ
ろ
せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な

し
」（
④
一
三
二
）
と
悲
嘆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

　

四
、『
源
氏
物
語
』
第
三
部
に
お
け
る
用
例

　　

第
三
部
と
い
っ
て
も
、「
心
か
ら
」
の
語
は
総
角
巻
以
後
に
し
か
登
場
し
な
い
た
め
、
実
質
は
宇
治
十
帖
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

総
角
巻
で
は
、
源
氏
と
も
柏
木
と
も
夕
霧
と
も
異
な
る
形
で
薫
の
「
心
か
ら
」
が
描
か
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
薫
は
、
夕
霧
を
引
き
継
い

だ
よ
う
な
面
が
あ
る
た
め
、
皇
族
で
し
か
も
若
い
身
で
出
家
し
て
い
る
母
の
女
三
宮
に
も
あ
ま
り
な
れ
な
れ
し
く
で
き
ず
、

そ
の
ほ
か
の
女
は
、
す
べ
て
い
と
疎
く
、
つ
ゝ
ま
し
く
、
お
そ
ろ
し
く
お
ぼ
え
て
、
心
か
ら
よ
る
べ
な
く
、
心
細
き
な
り
。（
④
三

八
八
～
三
八
九
）

と
い
う
状
況
に
あ
る
。
女
は
す
べ
て
う
と
う
と
し
く
、
ま
た
恐
ろ
し
く
思
わ
れ
て
近
づ
け
な
い
た
め
、
自
業
自
得
と
は
い
え
、
伴
侶
を
持

て
ず
に
い
る
の
だ
。
新
編
全
集
が
、「
心
底
か
ら
伴
侶
と
し
た
い
人
も
な
く
」（
⑤
二
三
一
）
と
訳
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
新
大
系
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の
注
が
「
自
ら
求
め
て
伴
侶
と
す
る
人
も
な
く
」（
④
三
八
九
）
と
し
て
い
る
の
は
曖
昧
だ
。

　

総
角
巻
で
は
さ
ら
に
、
薫
が
中
君
を
匂
宮
に
手
引
き
し
た
後
、
匂
宮
の
中
君
訪
問
が
間
遠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
思
っ
て
い
た
よ

り
も
浅
い
気
持
だ
っ
た
の
か
と
不
満
に
思
う
と
い
う
場
面
で
、「
心
か
ら
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

い
と
ほ
し
く
、
心
か
ら
お
ぼ
え
つ
ゝ
、
を
さ
を
さ
参
り
給
は
ず
。（
④
四
五
〇
）

す
な
わ
ち
、
自
分
が
手
引
き
し
た
結
果
と
は
い
え
、
中
君
が
気
の
毒
で
な
ら
ず
、
匂
宮
に
対
す
る
不
満
が
つ
の
る
の
で
、
匂
宮
の
も
と
に

は
あ
ま
り
参
上
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
新
大
系
は
「（
中
君
に
は
）
お
気
の
毒
な
こ
と
を
し
た
と
、
心
か
ら
お
思
い
に
な
っ
て
」（
四

五
〇
）、
新
編
全
集
は
「
心
か
ら
中
の
宮
を
い
じ
ら
し
く
お
思
い
に
な
っ
て
」（
⑤
三
一
六
）、
最
新
の
岩
波
文
庫
も
「
心
か
ら
お
思
い
に

な
っ
て）（1
（

」
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
不
適
切
で
あ
り
、
古
典
集
成
の
「
責
任
を
感
ず
る
思
い
で
」（
⑦
九
七
）
は
、
句
全
体
の
趣
意
だ
。
こ

こ
で
の
「
心
か
ら
」
は
、「
い
と
ほ
し
く
…
…
お
ぼ
え
」
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
、「
自
分
の
せ
い
と
は
い
え
」
と
い
う
形
で
間
に
は
さ
み

こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
は
、「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
に
つ
い
て
「
自
分
か
ら
進
ん
で
」
の
意
と
説
明
し

て
い
る
場
合
も
あ
る
も
の
の
、
原
義
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
文
脈
に
よ
っ
て
そ
の
場
そ
の
場
で
解
釈
し
て
い
る
た
め
、
曖
昧
な
文
の
場
合

は
理
解
で
き
ず
、「
本
心
か
ら
」
な
ど
と
説
明
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
あ
た
り
か
ら
、
薫
の
後
悔
が
つ
の
る
に
つ
れ
「
心
か
ら
」
の
語
が
繰
り
返
し
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
君
に
つ
い
て
も
反
省
が
な

さ
れ
る
。

わ
が
心
か
ら
、
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
を
、
思
は
せ
た
て
ま
つ
り
け
ん
こ
と
（
④
四
六
三
頁
）

　

こ
れ
は
、
自
分
が
愚
か
な
こ
と
を
し
で
か
し
て
、
大
君
に
ひ
ど
く
心
配
を
か
け
た
こ
と
を
後
悔
し
た
も
の
だ
。

　

早
蕨
巻
の
次
の
箇
所
は
、『
源
氏
物
語
』
の
特
徴
が
良
く
出
た
部
分
だ
。

い
と
よ
う
お
ぼ
え
給
へ
る
を
、
心
か
ら
よ
そ
の
も
の
に
見
な
し
つ
る
と
、
い
と
く
や
し
く
思
ひ
ゐ
給
へ
る
を
（
⑤
一
二
）



59　　仏典から見た『源氏物語』の表現

　

中
君
が
薫
の
愛
し
て
い
た
大
君
に
そ
っ
く
り
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
、
自
分
か
ら
進
ん
で
他
人
の
も
の
と
見
る
結
果
に
し
て
し
ま
っ
た

と
悔
し
く
思
う
と
い
う
の
だ
が
、
源
氏
に
あ
っ
て
は
、
母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
の
代
わ
り
と
な
る
存
在
が
藤
壺
、
そ
の
藤
壺
の
代
わ
り
が
若

紫
で
あ
り
、
そ
の
源
氏
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
薫
の
場
合
、
大
君
の
代
わ
り
が
中
君
と
浮
舟
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
源

氏
物
語
』
の
重
要
人
物
で
あ
る
源
氏
と
薫
は
、
常
に
代
わ
り
の
存
在
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
源
氏
は
藤
壺
に
「
心
か
ら
」
近
づ
い
て

自
ら
苦
し
み
、
ま
た
相
手
を
苦
し
ま
せ
、
柏
木
は
「
心
か
ら
」
の
行
動
に
よ
っ
て
自
ら
苦
し
む
と
と
も
に
女
三
宮
を
苦
し
ま
せ
、
薫
は
大

君
と
浮
舟
を
苦
し
ま
せ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
源
氏
と
朧
月
夜
や
明
石
上
の
関
係
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
で
も
「
心
か
ら
」
の
語
が
用
い

ら
れ
て
い
た
が
、
紫
上
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
幼
い
若
柴
を
源
氏
が
強
引
に
引
き
と
り
、
妻
と
し
た
後
も
多
く
の
女
性
関
係
に
よ
っ
て
苦
し

め
て
お
り
な
が
ら
、
源
氏
の
「
心
の
鬼
」
な
ど
が
言
わ
れ
る
も
の
の
、
紫
上
関
連
で
は
「
心
か
ら
」
の
語
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
な
い
こ

と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
紫
上
は
特
別
な
存
在
な
の
だ
。

　

さ
て
、
薫
は
宿
木
巻
で
も
、

見
し
程
よ
り
も
、
こ
よ
な
く
、
ね
び
ま
さ
り
給
へ
り
け
る
な
ど
を
見
る
に
、「
心
か
ら
よ
そ
人
に
し
な
し
て
、
か
く
、
安
か
ら
ず
物

を
思
ふ
事
」
と
、
く
や
し
き
に
も
（
⑤
六
七
）

と
あ
っ
て
、
ひ
た
す
ら
自
業
自
得
の
後
悔
を
重
ね
て
い
る
。

　

浮
舟
巻
で
は
、
薫
に
つ
い
て
「
い
と
本
意
な
し
な
ど
お
ぼ
し
し
づ
む
る
も
、
例
の
の
ど
け
さ
過
ぎ
た
る
心
か
ら
な
る
べ
し
」（
⑤
一
九

一
）
と
い
う
箇
所
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
薫
が
浮
舟
を
迎
え
取
り
た
い
と
思
い
つ
つ
、
浮
舟
の
義
姉
で
あ
っ
て
匂
宮
の
妻
と
な
っ
た
中
君

が
、
薫
は
大
君
の
こ
と
を
忘
れ
た
の
か
と
思
う
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
は
な
は
だ
不
本
意
な
こ
と
だ
、
な
ど
と
考
え
て
浮
舟
へ
の
気
持

を
押
さ
え
る
の
は
、
例
に
よ
っ
て
、
悠
長
す
ぎ
る
性
分
に
よ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
流
れ
だ
。
こ
こ
で
の
「
心
か
ら
」
は
、
直
前
の
修
飾
句

が
か
か
っ
て
い
る
う
え
、
そ
の
少
し
前
で
「
か
の
人
は
、
た
と
し
え
な
く
の
ど
か
に
思
し
お
き
て
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
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も
、「
心
柄
」
の
意
だ
ろ
う
。

　

手
習
巻
で
は
、
薫
以
外
の
男
性
が
「
心
か
ら
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
尼
君
の
亡
き
娘
の
婿
で
あ
っ
て
、
現
在
は
藤
中
納
言
の
娘
と
結

婚
し
て
い
る
中
将
が
浮
舟
を
見
て
心
を
動
か
し
、
妻
を
亡
く
し
て
ふ
さ
ぎ
が
ち
で
あ
る
自
分
に
は
、
同
様
に
悩
み
を
か
か
え
た
女
性
、
具

体
的
に
は
浮
舟
な
ど
が
ふ
さ
わ
し
い
と
尼
君
に
告
げ
る
場
面
だ
。

世
に
心
地
よ
げ
な
る
人
の
上
は
、
か
く
屈
じ
た
る
人
の
心
か
ら
に
や
、
ふ
さ
は
し
か
ら
ず
な
ん
。（
⑤
三
四
九
）

　

つ
ま
り
、
こ
の
世
で
心
地
よ
さ
そ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
人
は
、
私
の
よ
う
に
心
が
ふ
さ
い
で
い
る
人
間
に
は
似
合
わ
な
い
と
述
べ
、
現

在
の
妻
と
の
関
係
が
円
満
で
な
い
こ
と
を
匂
わ
せ
、
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
浮
舟
と
な
ら
相
性
が
良
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
だ
。「
屈
じ

た
る
人
の
心
か
ら
に
や
」
は
、「
我
が
心
か
ら
に
や
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
ど
ん
な
「
我
」
な
の
か
説
明
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
だ

ろ
う
。
現
在
の
妻
と
し
っ
く
り
行
か
な
い
の
は
、
沈
み
が
ち
な
自
分
の
せ
い
で
あ
る
こ
と
を
「
心
か
ら
」
の
語
に
よ
っ
て
示
し
、
尼
君
の

娘
の
死
を
悼
み
続
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
浮
舟
と
の
関
係
を
熱
望
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
示
し
た
の
だ
。「
心
か
ら
」「
心

づ
か
ら
」
の
語
を
用
い
て
人
間
の
心
を
追
求
し
て
き
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
そ
の
最
後
の
例
と
な
る
こ
の
箇
所
に
お
い
て
、
こ
の
語
を
浮

舟
と
の
結
婚
を
熱
望
す
る
男
に
都
合
の
良
い
形
で
使
わ
せ
、
浮
舟
に
男
女
関
係
を
柱
と
す
る
こ
の
「
世
」
を
拒
否
す
る
気
持
を
強
め
さ
せ

た
の
だ
。

　

お
わ
り
に
ー
成
立
論
と
の
関
わ
り

　　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
の
用
例
を
見
て
来
て
気
づ
く
の
は
、
特
定
の
巻
に
か
た
よ
っ
て
出
現
し
て
い
る
こ

と
だ
。
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
以
下
に
一
覧
表
を
示
す
。
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最
上
段
の
１
は
、
桐
壺
巻
か
ら
藤
裏
葉
巻
ま
で
第
一
部
、
次
の
２
は
若
菜
巻
上
か
幻
巻
ま
で
の
第
二
部
、
３
は
匂
宮
巻
か
ら
最
後
の
夢

浮
橋
巻
ま
で
の
第
三
部
を
示
す
。
次
の
段
は
五
十
四
帖
の
番
号
、
次
の
段
は
巻
名
。
そ
の
次
の
段
は
紫
上
系
と
玉
鬘
系
の
区
別
。
こ
の
区

別
に
つ
い
て
は
、
武
田
宗
俊
が
提
唱
し
た
当
初
は
第
一
部
だ
け
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
後
に
第
二
部
で
も
若
菜
上
下
巻
と
柏
木
巻
だ
け
に
玉

鬘
系
の
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
後
か
ら
の
描
き
足
し
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
た
め）

（1
（

、
若
菜
巻
上
下
と
柏
木

巻
は
（
玉
）
と
表
記
し
た
。
ま
た
、
第
３
部
で
も
紅
梅
巻
と
竹
河
巻
に
は
玉
鬘
系
の
人
物
が
登
場
す
る
が
、「
心
か
ら
」
の
語
が
見
え
る

の
は
宇
治
十
帖
だ
け
で
あ
る
た
め
、「
宇
治
」
と
表
記
し
た
。
次
の
段
の
「
話
者
」
は
、
誰
の
言
葉
で
あ
る
か
を
示
す
。
直
接
の
台
詞

と
、
そ
の
人
物
が
詠
ん
だ
歌
の
場
合
は
、
そ
の
人
物
の
名
を
記
し
、
そ
れ
以
外
は
「
語
り
手
」
と
記
し
た
。
次
の
段
に
は
「
心
か
ら
」
と

言
わ
れ
て
い
る
の
は
「
誰
の
心
か
」
を
記
し
た
。

　

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
心
か
ら
」「
心
づ
か
ら
」
の
語
が
登
場
す
る
と
、
直
後
の
巻
や
近
接
す
る
巻
で
も
続
け
て
用
い
ら
れ
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
紫
上
系
に
比
べ
玉
鬘
系
が
異
様
に
少
な
い
。
第
一
部
の
う
ち
、
紫
上
系
は
十
七
帖
、
玉
鬘
系
は
十
六
帖
で
あ
っ
て

ほ
ぼ
同
数
で
あ
り
、
分
量
も
玉
鬘
系
は
紫
上
系
の
三
分
の
二
ほ
ど
で
あ
る
の
に
、
十
二
例
の
う
ち
、
玉
鬘
系
は
三
例
し
か
な
い
の
だ
。
し

か
も
、
藤
壺
へ
の
苦
し
い
思
慕
が
描
か
れ
る
若
紫
巻
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
、「
心
か
ら
」
の
語

が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
物
語
が
か
な
り
進
ん
で
お
り
、
し
か
も
滑
稽
な
第
六
帖
の
末
摘
花
巻
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
う
え
、
源
氏
が

「
心
か
ら
」
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
の
巻
は
玉
鬘
系
だ
。
ま
た
、
紫
上
系
で
「
心
か
ら
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
最
初
は
賢
木
巻
だ
が
、
こ

こ
で
は
源
氏
で
は
な
く
、
朧
月
夜
が
「
心
か
ら
」
の
悲
し
み
を
述
べ
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

　

さ
ら
に
第
二
部
で
は
、
玉
鬘
系
の
人
物
が
登
場
す
る
若
菜
上
下
巻
と
柏
木
巻
、
そ
し
て
後
記
説
も
あ
る
夕
霧
巻
だ
け
に
「
心
か
ら
」

「
心
づ
か
ら
」
の
語
が
見
え
て
い
る
の
が
気
に
か
か
る
。
そ
し
て
、
第
三
部
で
は
、
冒
頭
の
三
帖
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
宇
治
十
帖
に
だ
け

見
え
て
い
る
。
し
か
も
、
最
後
の
中
将
の
例
を
除
け
ば
、
薫
に
つ
い
て
語
り
手
が
「
心
か
ら
」
の
苦
し
さ
、
そ
れ
も
中
君
を
匂
宮
に
譲
っ
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て
し
ま
っ
た
後
悔
を
語
る
例
ば
か
り
で
あ
っ
て
、「
心
づ
か
ら
」
の
語
は
使
わ
れ
ず
、「
心
か
ら
」
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
に
は
、
成
立
論
を
考
慮
し
な
い
と
説
明
が
つ
か
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
の
成
立

論
論
義
は
、
盛
ん
で
あ
っ
た
一
時
期
に
比
べ
て
下
火
に
な
っ
て
い
る
が
、
見
直
す
べ
き
だ
と
す
る
提
唱
も
な
さ
れ
て
い
る）

（1
（

う
え
、
最
新
の

論
文
で
あ
る
諸
井
彩
子
「『
源
氏
物
語
』
第
一
部
の
衣
装
描
写
と
人
物
造
型
試
論 : 

玉
鬘
系
後
記
説
を
視
野
に
入
れ
て
」（『
千
葉
大
学
人

文
研
究
』
第
五
二
号
、
二
〇
二
三
年
）
は
、『
源
氏
物
語
』
の
衣
装
の
描
写
、
さ
ら
に
は
衣
装
と
登
場
人
物
の
人
間
性
を
結
び
つ
け
た
記

述
の
有
無
が
、
紫
上
系
・
玉
鬘
系
の
区
別
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
は
仏
教
に
基
づ
き
つ
つ
「
心
」
を

追
求
し
た
作
品
で
あ
る
以
上
、
そ
の
「
心
」
に
対
す
る
考
察
の
特
徴
や
洞
察
の
深
ま
り
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
仏
教
の
影
響
と

成
立
論
に
注
意
し
て
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　　
注（

（
）
石
井
公
成
「『
万
葉
集
』
の
恋
歌
と
仏
教
」（『
駒
澤
大
学 

仏
教
文
学
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
（
）
古
本
系
は
「
己
之
行
柄
」
だ
が
、
仙
覚
本
系
は
「
行
」
を
「
心
」
に
作
る
。「
剣
大
刀
」
は
枕
言
葉
と
し
て
は
「
名
（
な
）」」
に
か
か
る
例

が
複
数
あ
る
た
め
、
諸
注
釈
で
は
こ
の
部
分
を
「
な
（
汝
）
が
こ
こ
ろ
」
と
訓
む
の
が
通
例
だ
。「
己
之
行
柄
」
と
い
う
漢
字
表
記
自
体

は
、
自
業
自
得
を
思
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
（
）
石
井
公
成
「『
万
葉
集
』
の
恋
歌
と
仏
教
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
文
学
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
（
）
同
「 

言
葉
遊
び
と
仏
教
の
関
係
―
『
古
今
和
歌
集
』
物
名
を
手
が
か
り
と
し
て
」（『
駒
澤
大
学
佛
教
学
部
論
集
』
第
四
四
号
、 

二
〇
一
三

年
）。

（
（
）
同
「
見
仏
か
ら
恋
歌
へ
―
『
古
今
和
歌
集
』
の
仏
教
的
背
景
―
」（『
駒
澤
大
学 

仏
教
文
学
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
（
）ISH

II K
ōsei, T

raductions sinisées de textes canoniques indiens et japonisations de term
es chinois de traduction,D

es 
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m
ots aux actes,N

o.（（, （0（（.
（
（
）
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
）
の
総
角
巻
で
は
、
薫
が
大
君
に
思
い
を
訴
え
る
と
、
大
君
は
「
心
か
ら
に
、
憂
く
聞
き
給
ふ
」（
四

一
七
頁
）
と
あ
る
が
、
補
註
に
よ
れ
ば
古
本
に
よ
っ
て
補
入
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
て
諸
本
に
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
新
大
系
本

で
は
こ
の
部
分
は
省
か
れ
て
い
る
。
文
脈
か
ら
見
て
無
い
方
が
自
然
で
あ
る
う
え
、
旧
大
系
本
の
注
が
「
心
か
ら
」
を
「
心
の
底
か
ら
」
と

注
記
し
て
い
る
の
は
不
適
切
。

（
（
）『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
り
、
そ
の
冊
数
と
頁
で
示
す
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（
小
学
館
）、
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
）
に
つ
い
て
も
同
様
の
形
で
表
記
し
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
「
新
大
系
」、
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
は
「
新
編
全
集
」、
新
潮
日
本
古
典
集
成
は
「
古
典
集
成
」
と
略
記
す
る
。

（
（
）
石
井
公
成
「 

心
を
探
る
文
学
―
『
源
氏
物
語
』
の
唯
心
思
想
」（『
文
学
』
第
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年
）。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
他
に

も
「
心
の
闇
」「
心
の
鬼
」
な
ど
仏
教
由
来
の
表
現
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
（0
）
武
田
宗
俊
『
源
氏
物
語
の
研
究
』「
第
一
編　

源
氏
物
語
の
成
立
過
程
に
就
い
て
」（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）。

（
（（
）
石
井
、
注
（
論
文
。

（
（（
）
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一
郎
校
注
『
源
氏
物
語
（
七
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）

五
六
一
頁
。

（
（（
）
加
藤
昌
嘉
・
中
川
照
将
「“『
源
氏
物
語
』
は
ど
の
よ
う
に
出
来
た
の
か
？
”
を
考
え
る
た
め
に
」（
今
西
祐
一
郎
・
室
伏
信
助
監
修
、
加
藤

昌
嘉
・
中
川
照
将
編
『
テ
ー
マ
で
読
む
源
氏
物
語
論 

第
４
巻　

紫
上
系
と
玉
鬘
系
―
成
立
論
の
ゆ
く
え
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
（（
）
加
藤
・
中
川
、
注
（（
前
掲
書
。
加
藤
『『
源
氏
物
語
』
前
後
左
右
』「“『
源
氏
物
語
』
は
ど
の
よ
う
に
出
来
た
の
か
？
”
を
再
考
す
る
」（
勉

誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。


