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読
書
の
行
為
と
し
て
の
書
写

―
紀
州
家
旧
蔵
伝
阿
仏
尼
等
筆
源
氏
物
語
か
ら
の
考
察

―

成

田

大

知

一　

緒
言

『
源
氏
物
語
』
の
伝
本
の
う
ち
、
青
表
紙
本
、
河
内
本
の
い
ず
れ
の

本
文
系
統
に
も
属
さ
な
い
孤
立
し
た
伝
本
を
、
池
田
亀
鑑
（
一
八
九
六

―
一
九
五
六
）
以
来
、
便
宜
「
別
本
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、

一
様
に
「
別
本
」
と
は
言
い
条
、
そ
の
中
に
は
、
青
表
紙
本
、
河
内
本

成
立
以
前
の
古
い
本
文
を
伝
え
て
い
る
伝
本
も
存
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

「
別
本
」
に
お
い
て
は
、
青
表
紙
本
、
河
内
本
に
は
見
え
な
い
特
異

な
本
文
に
接
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
中
で
も
紀
州
徳
川
家
旧
蔵
伝

阿
仏
尼
等
筆
本
、
言
わ
ゆ
る
紀
州
家
本
は
、
珍
し
い
本
文
を
有
す
る

『
源
氏
物
語
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

河
内
本
系
・
青
表
紙
本
系
の
何
れ
に
も
属
さ
な
い
、
第
三
系
列
中

に
分
類
せ
ら
る
べ
き
古
写
本
、（

山
岸
徳
平
『
尾
州
家

河
内
本

源
氏
物
語
開
題
』

〔
徳
川
黎
明
会
、
一
九
三
五
〕）

鎌
倉
時
代
の
中
ご
ろ
、
当
時
の
学
者
や
文
人
達
が
分
担
し
て
書
い

た
も
の
で
、
非
常
に
め
づ
ら
し
い
系
統
の
も
の
で
あ
つ
た
。

（
池
田
亀
鑑
「
本
の
ゆ
く
へ
」、『
花
を
折
る
』

〔
中
央
公
論
社
、
一
九
五
九
〕
所
収
）

「
河
内
本
系
・
青
表
紙
本
系
の
何
れ
に
も
属
さ
な
い
」「
非
常
に
め
づ

ら
し
い
系
統
」
の
本
文
を
有
す
る
と
さ
れ
た
紀
州
家
本
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
原
本
は
、
先
の
大
戦
の
戦
禍
に
巻
き
込
ま
れ
て
焼
失
し
た
蓋
然
性

が
高
く
、
今
に
伝
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
紀
州
家
本
全
巻
の
本
文
を
、
当
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時
印
行
さ
れ
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
に
書
入
れ
た
校
本
が
作

成
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
武
田
祐
吉
（
一
八
八
六
―
一
九
五
八
）

に
よ
る
「
武
田
校
本
」
と
、
そ
の
転
写
本
で
、
山
岸
徳
平
（
一
八
九
三

―
一
九
八
七
）
の
周
辺
人
物
に
よ
る
「
山
岸
校
本
」
で
あ
る（
１
）。
し
か
し
、

こ
れ
ら
二
本
も
現
在
散
佚
し
て
お
り
、
紀
州
家
本
が
ど
の
よ
う
な
本
文

で
あ
っ
た
の
か
は
、
武
田
祐
吉
や
山
岸
徳
平
の
周
辺
人
物
の
著
書
や
論

文
に
引
用
さ
れ
た
部
分
的
な
本
文
で
し
か
窺
い
知
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
近
年
、「
山
岸
校
本
」
の
転
写
本
で
、
若
菜
上
巻
～
夢
浮

橋
巻
ま
で
の
紀
州
家
本
の
本
文
が
書
入
れ
ら
れ
た
校
本
を
新
た
に
見
出

し
た
。
沼
波
守
校
註
『
校註

日
本
文
学
大
系　

第
七
巻　

源
氏
物
語
』
下

巻
（
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
三
七
）
に
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
仮

に
こ
れ
を
「
校註

日
本
文
学
大
系
校
本
」
と
呼
ぶ（
２
）。
該
本
に
よ
っ
て
、
紀

州
家
本
若
菜
上
巻
か
ら
夢
浮
橋
巻
ま
で
の
本
文
と
、「
武
田
校
本
」「
山

岸
校
本
」
の
製
作
の
経
緯
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
該
本
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
紀
州
家
旧
蔵
伝
阿
仏
尼
等
筆
源
氏
物
語
本
文
の
新
考
察

―
新
出
「
校註

日
本
文
学
大
系
校
本
」
管
見
―
」（『
国
語
国
文
』
九
二
―

五
〔
二
〇
二
三
・
五
〕）
を
参
看
さ
れ
た
い
。

前
掲
拙
稿
で
は
、
匂
宮
、
総
角
、
早
蕨
、
宿
木
巻
に
見
え
る
紀
州
家

本
の
特
徴
的
な
異
文
を
数
例
紹
介
し
た
が
、「
校註

日
本
文
学
大
系
校
本
」

を
通
し
て
若
菜
上
巻
か
ら
夢
浮
橋
巻
ま
で
の
本
文
を
見
る
に
、
紀
州
家

「校
註日本文学大系校本」表紙識語書入の例（宿木巻）
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本
に
は
、
類
似
す
る
文
字
の
誤
記
、
行
の
目
移
り
な
ど
の
物
理
的
要
因

に
よ
っ
て
生
じ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
極
め
て
興
味
深
い
異
文
が
さ

ら
に
散
見
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
た
い
。

二　

紀
州
家
本
宿
木
巻
冒
頭
部
分
の
異
文

紀
州
家
本
宿
木
巻
の
前
半
部
分（
３
）は
、
山
岸
が
青
表
紙
本
や
河
内
本
と

は
異
な
っ
た
本
文
の
好
例
と
し
て
著
書
や
論
文
に
引
い
て
い
る
よ
う
に（
４
）、

一
般
に
知
ら
れ
る
宿
木
巻
の
本
文
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
特
に
次
に
示
す
宿
木
巻
冒
頭
部
分
の
う
ち
、
傍
線
部
①
～
④

の
異
文
は
、
そ
の
用
語
や
表
現
の
点
に
お
い
て
興
味
深
い
問
題
を
示
し

て
い
る
。
ま
ず
、
現
在
通
行
の
青
表
紙
本
の
本
文
を
掲
げ
、
そ
の
次
に

紀
州
家
本
の
異
文
を
示
す
。

そ
の
頃比

藤ふ
ち

壺つ
ほ

と
聞き

こ
ゆ
る
は
、
故
左
大
臣
殿
の
女
御
に
な
む
お

は
し
け
る
。
ま
だ
春
宮
と
聞き

こ
え
さ
せ
し
時
、
人
よ
り
さ
き
に
参ま
い

り
給
〔
ひ
〕
に
し
か
ば
、
①
睦む

つ
まま

し
く
あ
は
れ
な
る
か
た
の
御
思

ひ
は
、
こ
と
に
も
の
し
給
〔
ふ
〕
め
れ
ど
、
そ
の
し
る
し
と
見み

ゆ

る
ふ
し
も
な
く
て
年ね
ん

経へ

給
ふ
に
、
中
宮
に
は
、
宮み
や

た
ち
さ
へ
あ
ま

た
、
こ
ゝ
ら
大を
と
な人
び
給
ふ
め
る
に
、
さ
や
う
の
事
も
少す
く

な
く
て
、

た
ゞ
女
宮
一ひ
と

所ゝ
こ
ろを

ぞ
持も

ち
奉
た
て
ま
つり

給
へ
り
け
る
。
②
我わ

が
い
と
口く

ち

惜お

し
く
、
人
に
お
さ
れ
奉

た
て
ま
つり

ぬ
る
宿す

く

世せ

、
嘆な

げ

か
し
く
お
ぼ
ゆ
る
か
は

り
に
、
こ
の
宮み

や

を
だ
に
、
い
か
で
行ゆ

く
末す

ゑ

の
心
も
慰な

ぐ
さむ

ば
か
り
に

て
見み

奉た
て
ま
つら

む
と
、
か
し
づ
き
聞
〔
こ
〕
え
給
ふ
事
おを

ろ
か
な
ら

ず
。
御
容か
た
ち貌
も
い
と
をお

か
し
く
お
は
す
れ
ば
、
帝み
か
とも
ら
う
た
き
も

の
に
思お
も

ひ
聞き

こ
え
さ
せ
給
へ
り
。
女
一
の
宮
を
、
世よ

に
た
ぐ
ひ
な

き
も
の
に
か
し
づ
き
聞
〔
こ
〕
え
さ
せ
給
〔
ふ
〕
に
、
お
ほ
か
た

の
世
の
お
ぼ
え
こ
そ
及お
よ

ぶ
べ
う
も
あ
ら
ね
、
内う
ち

々〳
〵

の
御
有あ
り

様さ
ま

は
をお

さ
〳
〵
劣を
と

ら
ず
。
父ち
ゝ

大お
と臣ゝ

の
御
勢い
き
ほい

か
め
し
か
り
し
名な
こ
り残

、
い
た

く
お
と
ろ
へ
ね
ば
、
こ
と
に
心
も
と
な
き
事
な
ど
な
く
て
、
さ
ぶ

ら
ふ
人
々〳
〵

の
な
り
姿す
か
たよ
り
は
じ
め
、
た
ゆ
み
な
く
、
時
々〳
〵

に
つ
け

つ
ゝ
と
ゝ
の
へ
好こ
の

み
、
今い
ま

め
か
し
く
ゆ
ゑへ

〳
〵
し
き
さ
ま
に
も
て

な
し
給
へ
り
。

③
十
四
に
な
り
給
ふ
年と

し

、
御
裳
着き

せ
奉
り
給た

ま

は
むん

と
て
、
春
よ

り
う
ち
は
じ
め
て
、
異こ

と

事
な
く
思お

ほ

し
い
そ
ぎ
て
、
何な

に

事
も
な
べ
て

な
ら
ぬ
さ
ま
に
と
思お

ぼ

し
設ま

う

く
。
古

い
に
し
へよ

り
伝つ

た

は
り
た
り
け
る
宝

た
か
ら

物も
の

ど

も
、
こ
の
折お

り

に
こ
そ
は
と
さ
が
し
出い

で
つ
ゝ
、
い
み
じ
く
い
と
な

み
給
〔
ふ
〕
に
、
女
御
、
夏な
つ

頃こ
ろ

、
も
の
ゝ
け
に
わ
づ
ら
ひ
給

〔
ひ
〕
て
、
い
と
は
か
な
く
亡う

せ
給
〔
ひ
〕
ぬ
。
④
言い

ふ
か
ひ
な

く
口く

ち

惜お

し
き
事
を
、
内う

裏ち

に
も
思お

ほ

し
嘆な

け

く
。
心
ば
へえ

情な
さ
け

々〳
〵

し
く
、

な
つ
か
し
き
と
こ
ろ
お
は
し
つ
る
御
方か

た

な
れ
ば
、
殿
上
人
ど
も
も
、
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「
こ
よ
な
く
さ
う
〴
〵
し
か
る
べ
き
わ
ざ
か
な
」
と
、
惜お

し
み
聞き

こ
ゆ
。
お
ほ
か
た
さ
る
ま
じ
き
際き

は

の
女
官
な
ど
ま
で
、
し
の
び
聞き

こ
え
ぬ
は
な
し（

５
）。 

（
青
表
紙
本
）

例
え
ば
、

①
藤
壺
女
御
に
対
す
る
今
上
帝
の
心
情
。

睦
ま
じ
う
あ
は
れ
な
る
も
の
に
お
ぼ
さ
れ
給
ひ
て（
６
）、

 

（
紀
州
家
本
）

睦む
つ
まま
し
く
あ
は
れ
な
る
か
た
の
御
思
ひ
は 

（
青
表
紙
本
）

多
く
の
伝
本
に
お
い
て
は
、
帝
の
「
御
思
ひ
」
が
「
睦む
つ
まま

し
く
あ
は
れ

な
る
か
た
の
御
思
ひ
」
と
い
う
連
体
修
飾
の
形
で
示
さ
れ
て
い
る
が（
７
）、

紀
州
家
本
は
、
帝
が
女
御
を
ど
の
よ
う
に
「
お
ぼ
さ
れ
給
」
う
た
の
か
、

そ
の
心
中
を
「
睦
ま
じ
う
あ
は
れ
な
る
も
の
に
」
と
い
う
連
用
修
飾
に

よ
っ
て
説
明
を
加
え
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

②
女
二
の
宮
を
盛
り
立
て
る
の
に
苦
心
す
る
藤
壺
女
御
の
様
子
。

人
に
壓
さ
れ
奉
り
に
た
る
う
れ
は
し
さ
慰
む
ば
か
り
い
か
で
、
こ

の
宮
を
も
て
な
し
聞
え
む
と
お
ぼ
し
は
げ
み
て
今
め
か
し
う
故
々

し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
か
し
づ
き
聞
え
給
ふ
。 

（
紀
州
家
本
）

我わ

が
い
と
口く
ち

惜お

し
く
、
人
に
お
さ
れ
奉
た
て
ま
つり

ぬ
る
宿す
く

世せ

、
嘆な
げ

か
し
く

お
ぼ
ゆ
る
か
は
り
に
、
こ
の
宮み
や

を
だ
に
、
い
か
で
行ゆ

く
末す
ゑ

の
心
も

慰(

な
ぐ
さ)

む
ば
か
り
に
て
見み

奉た
て
ま
つら
む
と
、
か
し
づ
き
聞

〔
こ
〕
え
給
ふ
事
おを

ろ
か
な
ら
ず
。 

（
青
表
紙
本
）

紀
州
家
本
と
他
本
と
で
は
文
章
の
構
成
も
少
し
く
異
な
る
が
、
紀
州
家

本
に
お
い
て
は
、
女
御
が
宮
の
養
育
に
熱
心
に
努
め
る
様
を
書
く
部
分

に
「
も
て
な
す
」
が
二
箇
所
に
重
出
し
て
い
る（
８
）。

③
女
二
の
宮
の
裳
着
。

十
四
に
な
り
給
ふ
年
、
御
裳
着
の
い
そ
ぎ
を
、
春
よ
り
う
ち
は
じ

め
て
、
い
み
じ
う
思
し
設
く
。
古
の
宝
物
、
世
々
の
伝
り
物
を
こ

の
折
に
と
捜
し
出
で
営
み
給
ふ
に
、 

（
紀
州
家
本
）

十
四
に
な
り
給
ふ
年と
し

、
御
裳
着き

せ
奉
り
給た
ま

は
むん

と
て
、
春
よ
り
う

ち
は
じ
め
て
、
異こ
と

事
な
く
思お
ほ

し
い
そ
ぎ
て
、
何な
に

事
も
な
べ
て
な
ら

ぬ
さ
ま
に
と
思お
ぼ

し
設ま
う

く
。
古
い
に
し
へよ

り
伝つ
た

は
り
た
り
け
る
宝
た
か
ら

物も
の

ど
も
、

こ
の
折お
り

に
こ
そ
は
と
さ
が
し
出い

で
つ
ゝ
、
い
み
じ
く
い
と
な
み
給

〔
ふ
〕
に 

（
青
表
紙
本
）

紀
州
家
本
は
、
他
本
が
「
古
い
に
し
へよ

り
伝つ
た

は
り
た
り
け
る
宝
た
か
ら

物も
の

ど
も
」
と
だ

け
記
す
の
に
対
し
て
、「
古
の
宝
物
、
世
々
の
伝
り
物
」
と
い
う
よ
う

に
、
儀
礼
を
彩
る
宝
物
を
列
挙
し
て
記
す（
９
）。

④
藤
壺
女
御
の
死
を
嘆
く
今
上
帝
と
そ
の
周
囲
の
人
々
の
動
静
。

い
ふ
か
ひ
な
く
口
惜
し
き
事
を
、
上
に
も
お
ぼ
し
嘆
く
。
う
ち
わ

た
り
の
人
惜
し
み
悲
し
ま
ぬ
人
な
く
忍
び
奉
る
。
な
つ
か
し
う
今

め
か
し
う
情
あ
る
心
ざ
ま
に
ぞ
お
は
し
け
れ
ば
、「
こ
よ
な
う
さ
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う
〴
〵
し
う
も
あ
る
べ
き
か
な
」
と
、
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
、
公

人
な
ど
ま
で
も
な
げ
き
あ
へ
り
。 

（
紀
州
家
本
）

言い

ふ
か
ひ
な
く
口く
ち

惜お

し
き
事
を
、
内
裏う
ち

に
も
思お
ほ

し
嘆な
け

く
。
心
ば
へえ

情な
さ
け

々〳
〵

し
く
、
な
つ
か
し
き
と
こ
ろ
お
は
し
つ
る
御
方か
た

な
れ
ば
、

殿
上
人
ど
も
も
、「
こ
よ
な
く
さ
う
〴
〵
し
か
る
べ
き
わ
ざ
か

な
」
と
、
惜お

し
み
聞き

こ
ゆ
。
お
ほ
か
た
さ
る
ま
じ
き
際き
は

の
女
官
な

ど
ま
で
、
し
の
び
聞き

こ
え
ぬ
は
な
し
。 

（
青
表
紙
本
）

人
々
の
悲
嘆
の
様
を
順
に
記
す
点
に
お
い
て
、
紀
州
家
本
は
他
本
と
大

き
く
異
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
紀
州
家
本
と
他
本
と
の
間
に
は
、
帝
に

次
い
で
悲
し
む
人
々
に
つ
い
て
、「
う
ち
わ
た
り
の
人
」「
公
人
」
と

「
殿
上
人
ど
も）

（1
（

」「
女
官）

（（
（

」
と
い
う
異
同
が
あ
る
。
ま
た
、
文
末
を
「
な

げ
き
あ
へ
り
」
と
結
ぶ
の
も
紀
州
家
本
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三　

宿
木
巻
と
桐
壺
巻

か
か
る
紀
州
家
本
の
異
文
は
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
は
桐
壺
巻
の
本
文
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
と
言
う
の
も
、
前
掲
の
異
文
に
似
た
語
句
や
表
現
を
有
す
る
本

文
が
、
桐
壺
巻
に
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
桐
壺
巻
の
本
文

が
、
紀
州
家
本
宿
木
巻
の
異
文
の
発
生
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
蓋
然
性
が

あ
る
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

①
～
④
の
異
文
に
類
似
す
る
桐
壺
巻
の
本
文
を
順
に
挙
げ
れ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

①
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
桐
壺
帝
の
心
情
。

い
よ
〳
〵
あ
か
ず
あ
は
れ
な
る
も物の
に
思お
も

ほ
し
て
、 （
青
表
紙
本
）

②
女
手
ひ
と
つ
で
桐
壺
更
衣
を
盛
り
立
て
る
母
北
の
方
に
つ
い
て
。

父ち
ゝ

の
大
納
言
は
亡な

く
な
り
て
、
母は
ゝ

北
の
方
な
むん

、
古
い
に
し
への

よ
し
あ
る

に
て
、
親お
や

う
ち
具く

し
、
さ
し
あ
た
り
て
世
の
お
ぼ
え
は
な
や
か
な

る
御
方
々〳
〵

に
も
い
た
う
劣お
と

ら
ず
、
何な
に

事こ
と

の
儀き

式し
き

を
も
も
て
な
し
給た
ま

ひ
け
れ
ど
、
と
り
た
て
ゝ
は
か
〴
〵
し
き
後
う
し
ろ

見み

し
な
け
れ
ば
、
事

あ
る
時
は
、
な
ほ
よ
り
所
な
く
心
細ほ
そ

げ
な也り
。 

（
青
表
紙
本
）

③
光
源
氏
の
袴
着
と
元
服
。

こ
の
御み

子こ

三み

つ
に
な
り
給
〔
ふ
〕
年
、
御
袴は
か
ま

着き

の
こ
と
、
一
の

宮
の
奉
た
て
ま
つり
し
に
劣お
と

ら
ず
、
内く

ら
つ
か
さ

蔵
寮
、
納

お
さ
め

殿
の
物も

の

を
尽つ

く
し
て
、
い

み
じ
う
せ
さ
せ
給
〔
ふ
〕。 

（
青
表
紙
本
）

十
二
に
て
御
元
服
し
給た
ま

ふ
。
居ゐ

起た

ち
思お
ほ

し
い
と
な
み
て
、
限か
き

り
あ

る
事
に
事
を
添そ

へ
さ
せ
給
〔
ふ
〕。
一ひ
と
ゝ
せ年

の
春
宮
の
御
元
服
、
南

殿
に
て
あ
り
し
儀き

式し
き

、
よ
そ
ほ
し
か
り
し
御
ひ
ゞ
き
に
お
と
さ
せ

給
は
ず
、
所

と
こ
ろ

々〳
〵

の
饗き

や
うな

ど
、
内く

ら
つ
か
さ

蔵
寮
、
穀こ

く

倉さ
う

院ゐ
ん

な
ど
、
お
ほ
や
け

ご
と
に
つ
か
う
ま
つ
れ
る
、
お
ろ
そ
か
な
る
こ
と
も
ぞ
と
、
とゝ
り
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わ
き
仰お
ほ

せ
言事

あ
り
て
、
き
よ
ら
を
尽つ

く
し
て
つ
か
う
ま
つ
れ
り
。

 

（
青
表
紙
本
）

④
桐
壺
更
衣
の
死
後
、
そ
の
死
を
悲
し
む
人
々
の
様
子
。

こ
れ
に
つ
け
て
も
憎に
く

み
給た
ま

ふ
人
々〳
〵

多お
ほ

か
り
。
物
思
ひ
知し

り
給

〔
ふ
〕
は
、
さ
ま
容か
た
ち貌
な
ど
の
め
で
た
か
り
し
事
、
心
ば
せ
の
な

だ
ら
か
に
め
や
す
く
憎に
く

み
難か
た

か
り
し
こ
と
な
ど
、
今い
ま

ぞ
思お
ほ

し
出い

づ

る
。
さ
ま
悪あ

し
き
御
も
て
な
し
故ゆ
へ

こ
そ
、
す
げ
な
う
嫉そ
ね

み
給た
ま

〔
ひ
〕
し
か
、
人
柄か
ら

の
あ
は
れ
に
情な
さ
けあ
り
し
御
心
を
、
上う

へ

の
女
房

な
ど
も
恋こ

ひ
偲し
の

び
あ
へ
り
。
な
く
て
ぞ
、
と
は
、
か
ゝ
る
折お
り

に
や

と
見み

え
た
り
。 

（
青
表
紙
本
）

①
は
「
あ
は
れ
な
る
も
の
に
」
と
い
う
文
言
が
、
紀
州
家
本
宿
木
巻
に

そ
の
ま
ま
一
致
す
る
。
②
に
は
、
紀
州
家
本
宿
木
巻
に
同
じ
く
「
も
て

な
し
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。
③
は
「
内く
ら
つ
か
さ

蔵
寮
、
納
お
さ
め

殿
の
物も
の

を
尽つ

く
し

て
」「
所
と
こ
ろ

々〳
〵

の
饗き
や
うな

ど
、
内く
ら
つ
か
さ

蔵
寮
、
穀こ
く

倉さ
う

院ゐ
ん

な
ど
」
と
い
う
よ
う
に
、

儀
礼
を
催
す
た
め
の
財
貨
を
列
挙
し
て
記
す
点
が
同
じ
い
。
④
は
「
物

思
ひ
知し

り
給
〔
ふ
〕
は
」「
上う
へ

の
女
房
な
ど
も
」
と
順
を
追
っ
て
人
々

の
悲
嘆
の
様
を
記
す
点
が
類
似
す
る
。
ま
た
、「
な
げ
き
あ
へ
り
」
と

「
恋こ

ひ
偲し
の

び
あ
へ
り
」
と
は
、「
…
あ
へ
り
」
と
い
う
同
趣
の
叙
述
と
な

っ
て
い
る
。
紀
州
家
本
の
異
文
の
発
生
に
は
、
こ
れ
ら
に
影
響
さ
れ
た

蓋
然
性
が
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。

無
論
、
①
～
④
に
似
た
用
語
や
表
現
は
、
桐
壺
巻
に
限
ら
ず
『
源
氏

物
語
』
の
他
の
箇
所
に
も
少
な
か
ら
ず
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
言
わ
ば

『
源
氏
物
語
』
特
有
の
類
型
的
表
現
で
も
あ
る
。
①
～
④
の
順
で
一
例

ず
つ
挙
げ
れ
ば
、

①
睦む

つ

ま
し
う
あ
は
れ
に
心
や
す
く
思お
も

ほ
し
、 

（
青
表
紙
本
絵
合
巻
）

②
お
ほ
か
た
に
は
、
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
く
も
て
な
し
か
し
づ
き
聞き

こ

え
て
、 

（
同
柏
木
巻
）

③ 

御
裳も

着き

の
こ
と
思お
ほ

し
い
そ
ぐ
御
心こ
ゝ
ろ

おを

き
て
、
世
の
常つ
ね

な
ら
ず
。

（
中
略
）
近ち

か

き
御
し
つ
ら
ひ
の
も
の
の
覆お

ほ
ひ、

敷し
き

物も
の

、
茵し

と
ねな

ど
の
端は

し

ど
も
に
、
故
院
の
御
世よ

の
は
じ
め
つ
か
た
、
高こ

ま
う
と

麗
人
の
奉

た
て
ま
つれ

り
け

る
綾あ

や

、
緋ひ

金こ
ん

錦き

ど
も
な
ど
、
今い
ま

の
世
の
も
の
に
似に

ず
、
な
ほ
さ
ま

〴
〵
御
覧ら
む

じ
あ
て
つ
ゝ
せ
さ
せ
給
〔
ひ
〕
て
、
こ
の
た
び
の
綾あ

や

、

羅う
す
も
のな

ど
は
、
人
々
に
賜給

は
ず
。 

（
同
梅
枝
巻
）

④ 

祖お
ほ
ち
お
と
ゝ

父
大
臣
、
い
と
急き
う

に
さ
が
な
く
お
は
し
て
、
そ
の
御
ま
ゝ
に
な

り
な
むん

世
を
、
い
か
な
ら
む
と
、
上か

む

達た
ち

部め

、
殿
上
人
み
な
思お
も

ひ
嘆な
け

く
。
中
宮
、
大
将
殿
な
ど
は
、
ま
し
て
す
ぐ
れ
て
も
の
も
思お
ほ

し
わ

か
れ
ず
、（
中
略
）
理
こ
と
は
りな
が
ら
、
い
と
あ
は
れ
に
、
世
人
も
見み

奉た
て
ま
つる

。 

（
同
賢
木
巻
）

し
か
し
、
異
文
発
生
の
要
因
が
桐
壺
巻
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
の
に

は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
宿
木
巻
の
冒
頭
部
分
と
桐
壺
巻
の
プ
ロ
ッ
ト



25　読書の行為としての書写―紀州家旧蔵伝阿仏尼等筆源氏物語からの考察― 

の
類
似
で
あ
る）

（1
（

。
類
似
す
る
と
言
う
の
は
、
次
の
諸
点
に
お
い
て
で
あ

る
。⑴　

 
帝
寵
厚
い
妃
の
存
在
。（
桐
壺
更
衣
／
藤
壺
女
御
）

⑵　

 

前
記
⑴
の
妃
が
帝
と
の
間
に
、
類
稀
な
る
美
貌
の
一
子
を
儲
け

る
。（
光
源
氏
／
女
二
の
宮
）

⑶　

 

前
記
⑵
の
子
の
通
過
儀
礼
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
る
。（
袴

着
・
元
服
／
裳
着
）

⑷　

 

夏
、
前
記
⑴
の
妃
が
失
意
の
う
ち
に
世
を
去
る
。（
但
し
⑶
と

⑷
の
順
序
は
、
桐
壺
巻
と
宿
木
巻
と
で
前
後
す
る
。）

宿
木
巻
の
冒
頭
部
分
は
展
開
、
叙
述
と
も
、
ま
る
で
桐
壺
巻
を
粉
本
に

し
て
書
か
れ
た
か
の
よ
う
な
一
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
登
場
す
る
妃
の
呼
称
が
「
藤
壺
女
御
」
で
あ
る
こ
と
も
、
桐

壺
巻
に
登
場
す
る
桐
壺
帝
の
妃
、「
藤
壺
」
を
彷
彿
と
さ
せ
よ
う
。
本

文
に
つ
い
て
も
、
冒
頭
第
二
文
の
「
ま
だ
春
宮
と
聞き

こ
え
さ
せ
し
時
人

よ
り
さ
き
に
参ま
い

り
給
〔
ひ
〕
に
し
か
ば
」（
紀
州
家
本
「
ま
だ
東と
う

宮ぐ
う

と

聞
え
し
時
よ
り
、
人
前さ
き

に
参
り
給
ひ
に
し
か
ば
」）
と
あ
る
部
分
は
、

桐
壺
帝
の
弘
徽
殿
女
御
に
対
す
る
思
い
の
内
を
記
す
一
文
、「
人
よ
り

先さ
き

に
参ま
い

り
給
〔
ひ
〕
て
、
や
む
ご
と
な
き
御
思お
も

ひ
な
べ
て
な
ら
ず
」
と

い
う
の
に
似
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
愛
読
者
な
ら
ば
、
当
該
部
分
と
桐
壺
巻
と
の
類
似

を
感
じ
つ
つ
宿
木
巻
を
読
ん
だ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
紀

州
家
本
の
写
し
手）

（1
（

も
ま
た
、
今
上
帝
、
藤
壺
女
御
、
女
二
の
宮
の
各
人

に
、
桐
壺
帝
、
桐
壺
更
衣
、
光
源
氏
の
面
影
を
重
ね
て
読
ん
だ
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
書
写
の
際
に
、
筆
が
差
し
掛
か
っ
た
箇
所
に

情
況
が
類
似
す
る
桐
壺
巻
の
記
事
が
写
し
手
の
脳
裏
に
思
い
浮
か
び
、

そ
れ
と
の
混
同
で
紀
州
家
本
に
異
文
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。四　

書
写
に
お
け
る
記
憶
の
再
生
と
異
文

写
し
手
の
脳
中
に
呼
び
起
さ
れ
た
桐
壺
巻
が
大
き
く
影
響
し
て
生
ま

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
異
文
が
、
②
～
④
で
あ
る
。

例
え
ば
②
。

人
に
壓
さ
れ
奉
り
に
た
る
う
れ
は
し
さ
慰
む
ば
か
り
い
か
で
、
こ

の
宮
を
も
て
な
し
聞
え
む
と
お
ぼ
し
は
げ
み
て
今
め
か
し
う
故
々

し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
か
し
づ
き
聞
え
給
ふ
。 

（
紀
州
家
本
）

他
本
と
較
べ
た
と
き
、
紀
州
家
本
に
は
二
箇
所
に
「
も
て
な
し
」
の
混

入
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
も
て
な
し
」
に
つ
い
て
は
、
桐
壺
巻
、
桐

壺
更
衣
を
盛
り
立
て
る
の
に
腐
心
す
る
母
北
の
方
を
書
い
た
箇
所
に
見

え
る
「
も
て
な
し
」
が
入
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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父ち
ゝ

の
大
納
言
は
亡な

く
な
り
て
、
母は
ゝ

北
の
方
な
むん

、
古
い
に
し
への

よ
し
あ
る

に
て
、
親お
や

う
ち
具く

し
、
さ
し
あ
た
り
て
世
の
お
ぼ
え
は
な
や
か
な

る
御
方
々〳
〵

に
も
い
た
う
劣お
と

ら
ず
、
何な
に

事こ
と

の
儀き

式し
き

を
も
も
て
な
し
給た
ま

ひ
け
れ
ど
、
と
り
た
て
ゝ
は
か
〴
〵
し
き
後
う
し
ろ

見み

し
な
け
れ
ば
、
事

あ
る
時
は
、
な
ほ
よ
り
所
な
く
心
細ほ
そ

げ
な
り也

。 

（
青
表
紙
本
）

宿
木
巻
と
桐
壺
巻
と
は
い
ず
れ
も
、
愛
嬢
（
女
二
の
宮
／
桐
壺
更
衣
）

に
尽
く
す
母
（
藤
壺
女
御
／
北
の
方
）
の
姿
を
書
い
て
い
る
。
娘
が
中

宮
腹
の
御
子
た
ち
、
ま
た
は
他
の
妃
た
ち
に
劣
ら
ぬ
よ
う
努
め
る
二
人

の
姿
に
は
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
紀
州
家
本
の
写
し
手
に
お
い
て
も
、

二
人
が
重
な
っ
て
脳
裏
に
右
の
桐
壺
巻
の
記
事
が
浮
か
び
上
が
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
勢
い
女
二
の
宮
を
大
切
に
扱
う
女
御
の
様
に
つ

い
て
、
北
の
方
に
つ
い
て
言
う
「
も
て
な
し
」
と
い
う
文
言
を
書
き
加

え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
僅
か
一
文
の
中
に
二
度
重
出

す
る
と
こ
ろ
に
、「
も
て
な
し
」
と
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
写
し
手

の
思
い
入
れ
と
も
言
え
る
も
の
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
③
。

十
四
に
な
り
給
ふ
年
、
御お
ん

裳も

著ぎ

の
い
そ
ぎ
を
、
春
よ
り
う
ち
は
じ

め
て
、
い
み
じ
う
思お
ぼ

し
設
く
。
古

い
に
し
への

宝
た
か
ら

物も
の

、
世
々
の
伝
り
物
を
こ

の
折
に
と
捜
し
出
で
営い
と
なみ

給
ふ
に
、 

（
紀
州
家
本
）

他
本
が
「
古
い
に
し
へよ
り
伝つ
た

は
り
た
り
け
る
宝
た
か
ら

物も
の

ど
も
」
と
だ
け
記
す
の
に
対

し
て
、「
古
い
に
し
への

宝
た
か
ら

物も
の

、
世
々
の
伝
り
物
」
と
い
う
、
儀
礼
に
用
い
ら
れ

る
宝
物
を
列
挙
し
て
記
す
形
が
紀
州
家
本
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
次

に
示
す
、
光
源
氏
の
袴
着
、
元
服
の
記
事
の
本
文
に
影
響
を
受
け
て
成

っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
御み

子こ

三み

つ
に
な
り
給
〔
ふ
〕
年
、
御
袴は
か
ま

着き

の
こ
と
、
一
の

宮
の
奉
た
て
ま
つり

し
に
劣お
と

ら
ず
、
内く

ら
つ
か
さ

蔵
寮
、
納

お
さ
め

殿
の
物も

の

を
尽つ

く
し
て
、
い

み
じ
う
せ
さ
せ
給
〔
ふ
〕。 

（
青
表
紙
本
）

十
二
に
て
御
元
服
し
給た
ま

ふ
。
居ゐ

起た

ち
思お
ほ

し
い
と
な
み
て
、
限か
き

り
あ

る
事
に
事
を
添そ

へ
さ
せ
給
〔
ふ
〕。
一ひ
と
ゝ
せ年

の
春
宮
の
御
元
服
、
南

殿
に
て
あ
り
し
儀き

式し
き

、
よ
そ
ほ
し
か
り
し
御
ひ
ゞ
き
に
お
と
さ
せ

給
は
ず
、
所

と
こ
ろ

々〳
〵

の
饗き

や
うな

ど
、
内く

ら
つ
か
さ

蔵
寮
、
穀こ

く

倉さ
う

院ゐ
ん

な
ど
、
お
ほ
や
け

ご
と
に
つ
か
う
ま
つ
れ
る
、
お
ろ
そ
か
な
る
こ
と
も
ぞ
と
、
とゝ
り

わ
き
仰お
ほ

せ
言事

あ
り
て
、
き
よ
ら
を
尽つ

く
し
て
つ
か
う
ま
つ
れ
り
。

 

（
青
表
紙
本
）

宿
木
巻
は
裳
着
、
桐
壺
巻
は
袴
着
と
元
服
。
二
巻
は
通
過
儀
礼
を
書
く

と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
、
明
石
の

姫
君
の
袴
着
（
薄
雲
巻
）、
玉
鬘
の
裳
着
（
行
幸
巻
）、
明
石
の
姫
君
の

裳
着
（
梅
枝
巻
）
に
つ
い
て
の
記
事
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
三
巻
に
は
儀

礼
に
用
い
る
宝
物
の
数
々
は
列
記
さ
れ
て
い
な
い
。
写
し
手
に
お
い
て

は
、
筆
が
女
二
の
宮
の
裳
着
に
つ
い
て
の
記
述
に
差
し
掛
か
っ
た
と
き
、
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そ
の
脳
裏
に
は
右
の
場
面
が
思
い
起
こ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
盛
儀
の
程
を
書
く
の
に
、
財
宝
や
財
貨
を
列
記
す
る
桐
壺
巻
の
本
文

に
誘
引
さ
れ
て
、
右
の
よ
う
な
本
文
を
書
い
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。さ

ら
に
④
。

い
ふ
か
ひ
な
く
口く
ち

惜を

し
き
事
を
、
上
に
も
お
ぼ
し
歎
く
。
う
ち
わ

た
り
の
人
惜
し
み
悲
し
ま
ぬ
人
な
く
忍
び
奉
る
。
な
つ
か
し
う
今

め
か
し
う
情
あ
る
心
ざ
ま
に
ぞ
お
は
し
け
れ
ば
、「
こ
よ
な
う
さ

う
〴
〵
し
う
も
あ
る
べ
き
か
な
」
と
、
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
、
公

人
な
ど
ま
で
も
な
げ
き
あ
へ
り
。 

（
紀
州
家
本
）

紀
州
家
本
は
藤
壺
女
御
の
死
を
悲
し
む
人
々
を
「
上
」、「
う
ち
わ
た
り

の
人
」、「
公
人
」
と
記
す
。
そ
れ
に
対
応
す
る
箇
所
は
、
多
く
の
伝
本

に
お
い
て
は
「
内
裏う
ち

」、「
殿
上
人
」、「
女
官）

（1
（

」
と
い
う
本
文
に
な
っ
て

お
り
、
紀
州
家
本
と
他
本
と
の
間
に
は
、
帝
以
下
の
人
々
に
異
同
が
見

ら
れ
る
。
紀
州
家
本
の
写
し
手
は
何
故
、「
う
ち
わ
た
り
の
人
」、「
公

人
」
と
写
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
上
で
は
、
次
の
桐
壺
巻
の

記
事
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
け
て
も
憎に
く

み
給た
ま

ふ
人
々〳
〵

多お
ほ

か
り
。
物
思
ひ
知し

り
給

〔
ふ
〕
は
、
さ
ま
容か
た
ち貌

な
ど
の
め
で
た
か
り
し
事
、
心
ば
せ
の
な

だ
ら
か
に
め
や
す
く
憎に
く

み
難か
た

か
り
し
こ
と
な
ど
、
今い
ま

ぞ
思お
ほ

し
出い

づ

る
。
さ
ま
悪あ

し
き
御
も
て
な
し
故ゆ
へ

こ
そ
、
す
げ
な
う
嫉そ
ね

み
給た
ま

〔
ひ
〕
し
か
、
人
柄か
ら

の
あ
は
れ
に
情な
さ
けあ

り
し
御
心
を
、
上う

へ

の
女
房

な
ど
も
恋こ

ひ
偲し
の

び
あ
へ
り
。
な
く
て
ぞ
、
と
は
、
か
ゝ
る
折お
り

に
や

と
見み

え
た
り
。 

（
青
表
紙
本
）

④
と
当
該
箇
所
と
は
、
愛
妃
殁
後
の
帝
と
そ
の
周
囲
の
人
々
の
悲
嘆
の

様
を
書
く
と
い
う
点
で
一
致
す
る
。
こ
の
直
前
、
悲
し
み
に
昏
れ
る
桐

壺
帝
は
、
生
前
に
女
御
昇
進
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
と
し
て
、
更
衣
に

三
位
を
追
贈
す
る
。
帝
が
亡
く
な
っ
た
更
衣
を
今
も
な
お
偏
愛
す
る
こ

と
に
つ
い
て
批
難
す
る
人
が
い
る
一
方
で
、
帝
と
心
を
同
じ
く
し
、
更

衣
を
偲
ぶ
人
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
物
思
ひ
知し

り
給
〔
ふ
〕」
と

「
上う
へ

の
女
房
」
で
あ
る
。「
物
思
ひ
知し

り
給
〔
ふ
〕」
に
つ
い
て
は
諸
注
、

物
の
道
理
を
弁
え
て
い
る
人
、
と
い
う
意
と
取
る）

（1
（

。
も
う
一
方
の
「
上う
へ

の
女
房
」
は
帝
付
き
の
女
房
た
ち
で
あ
る
。
帝
と
と
も
に
「
上
の
女

房
」
た
ち
も
更
衣
の
死
を
悼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

桐
壺
巻
に
お
い
て
は
、
帝
が
更
衣
の
こ
と
を
想
う
と
き
、
そ
こ
に
は

い
つ
も
帝
に
寄
り
添
う
女
房
の
姿
が
あ
っ
た
。

更
衣
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
幼
い
光
源
氏
を
恋
し
く
想
う
と
き
。

一
の
宮
を
見み

奉た
て
ま
つら
せ
給
〔
ふ
〕
に
も
、
若わ
か

宮
の
御
恋こ
ひ

し
さ
の
み

思お
も

ほ
し
出い

で
つ
ゝ
、
親し

た

し
き
女
房
、
御
乳め
の
と母

な
ど
を
遣つ
か

は
し
つ
つ
、

有あ
り

様さ
ま

を
聞き

こ
し
め
す
。 

（
青
表
紙
本
）
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更
衣
の
弔
問
よ
り
帰
参
し
た
靫
負
命
婦
復
命
の
場
。

御お

前ま
へ

の
壺つ
ほ

前せ
ん

栽さ
い

の
、
い
と
お
も
し
ろ
き
盛さ
か

り
な
る
を
、
御
覧
ず
る

や
う
に
て
、
忍し
の

び
や
か
に
、
心
に
く
き
限か

き

り
の
女
房
四
五
人
さ
ぶ

ら
は
せ
給
〔
ひ
〕
て
、
御
物も
の

語か
た
りせ
さ
せ
給
〔
ふ
〕
な
り
け
り
。

 

（
青
表
紙
本
）

女
房
た
ち
は
い
つ
も
帝
の
側
近
く
に
あ
っ
て
、
哀
感
漂
う
帝
を
傷
ま
し

く
拝
し
て
い
た
。
時
に
帝
と
在
り
し
日
の
更
衣
の
思
い
出
な
ど
を
語
ら

い
、
そ
の
悲
し
み
を
分
か
ち
合
っ
て
い
た
こ
れ
ら
は
、
帝
付
き
の
女
房
、

す
な
わ
ち
「
上
の
女
房
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
桐
壺
巻
に
見
え
る
か
か
る

帝
と
女
房
た
ち
の
在
り
方
を
、
恐
ら
く
紀
州
家
本
の
写
し
手
は
熟
知
し

て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
藤
壺
女
御
の
死
を
悲
嘆
す
る
人
々
の
様
を
写
す

と
き
に
、
脳
中
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
桐
壺
巻
に
照
ら
し
て
、「
上
」
の

次
に
は
、
帝
の
側
近
く
に
仕
え
る
女
房
と
思
わ
れ
る
「
う
ち
わ
た
り
の

人）
（1
（

」
を
書
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
次
に
見
え
る
「
公
人
」
と

い
う
語
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
男
女
の
別
、
官
職
、
位
階
を
問

わ
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
の

か
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
次
に
掲
げ
た
柏
木
巻
末
部
分
に
「
さ
し

も
あ
る
ま
じ
き
公
人
」（
破
線
部
）
と
い
う
、
全
く
同
じ
文
言
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
柏
木
巻
も
桐
壺
、
宿
木
の
二
巻
に
同
じ
く
、
帝
が
寵

愛
し
て
い
た
人
物
の
殁
後
の
人
々
の
動
静
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

同
じ
よ
う
に
写
し
手
の
中
で
記
憶
の
混
同
が
生
じ
、
柏
木
巻
の
文
言
が

混
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
あ
る
。

ま
た
、「
公
人
」
の
嘆
く
様
を
「
な
げ
き
あ
へ
り
」
と
記
す
と
こ
ろ

は
、「
上う
へ

の
女
房
な
ど
も
恋こ

ひ
偲し
の

び
あ
へ
り
」
と
同
じ
「
…
あ
へ
り
」

と
い
う
書
き
方
で
あ
り
、
④
の
異
文
が
前
掲
の
桐
壺
巻
の
一
節
の
影
響

を
受
け
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
、
一
つ
の
傍
証
と
な
り
得
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
異
文
生
成
の
機
制
を
見
て
取
れ
る
例
文
を
、
紀
州
家
本
柏

木
巻
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

心
乱み
た

る
や
う
な
り
し
世
〔
の
〕
中
に
、
高た
か

き
も
下く
た

れ
る
も
、
惜お

し

み
あ
た
ら
し
が
ら
ぬ
は
な
き
も
、
む
べ
〳
〵
し
き
方か
た

を
ば
さ
る

も物の
に
て
、
あ
や
し
う
情な

さ
けを

立た

て
た
る
人ひ

と

に
ぞ
も
の
し
給
〔
ひ
〕

け
れ
ば
、
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
公

お
ほ
や
け

人
、
女
房は
う

な
ど
の
年と
し

古ふ
る

め
き

た
る
ど
も
さ
へ
、
恋こ

ひ
悲か
な

し
び
聞き

こ
ゆ
る
。
ま
し
て
上う
へ

に
は
、
御

遊あ
そ

び
な
ど
の
折お
り

ご
と
に
も
、
ま
づ
思お
ほ

し
出い

で
て
な
む
、
偲し
の

ば
せ
給

〔
ひ
〕
け
る
。「
あ
は
れ
衛ゑ

門も
ん

の
督か
み

」
と
い
ふ
言こ
と

種く
さ

、
何な
に

ご
と
に
つ

け
て
も
言い

は
ぬ
人
な
し
。
六
条
の
院
に
は
、
ま
し
て
あ
は
れ
と
思お
ほ

し
出い

づ
る
こ
と
、
月
日
に
添そ

へ
て
多お
ほ

か
り
。 

（
青
表
紙
本
）

柏
木
巻
末
部
分
は
柏
木
殁
後
の
人
々
の
動
静
を
記
す
。
親
友
で
あ
っ
た

夕
霧
を
は
じ
め
、「
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
公
お
ほ
や
け

人
」、「
女
房は
う

」）
（1
（

、「
上う
へ

」
す
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な
わ
ち
冷
泉
帝
、
そ
し
て
「
六
条
の
院
」
す
な
わ
ち
光
源
氏
な
ど
の

人
々
が
柏
木
の
死
を
慨
嘆
し
、
そ
の
人
柄
を
偲
ぶ
。
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は
、
傍
線
を
引
い
た
「
あ
や
し
う
情な
さ
けを
立た

て
た
る
人ひ
と

に
ぞ
」
に
つ

い
て
、
紀
州
家
本
を
始
め
、
保
坂
本
、
国
冬
本
、
天
理
図
書
館
蔵
伝
源

頼
政
筆
柏
木
巻
に
お
い
て
は
、「
あ
や
し
う
」
と
「
情
」
の
間
に
、「
な

つ
か
し
う
」（
伝
頼
政
筆
本
「
な
つ
か
し
く
」）
が
書
き
加
え
ら
れ
た
形

の
本
文
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も

の
か
。
寵
臣
と
寵
妃
の
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
死
を
様
々
な
人
々
が
悲

し
む
と
い
う
点
に
お
い
て
、
柏
木
巻
の
当
該
部
分
も
、
④
と
の
類
似
を

指
摘
し
た
桐
壺
巻
、
更
衣
殁
後
の
記
事
に
似
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。

ま
た
、
そ
の
叙
述
も
「
御
遊あ
そ

び
な
ど
の
折お
り

ご
と
に
も
、
ま
づ
思お
ほ

し
出い

で

て
な
む
」
と
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
桐
壺
帝
が
更
衣
と
興
じ
た
か
つ
て

の
観
月
の
宴
を
回
想
す
る
部
分
、「
か
う
や
う
の
折お
り

は
、
御
遊あ
そ

び
な
ど

せ
さ
せ
給
〔
ひ
〕
し
に
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

そ
こ
で
桐
壺
巻
を
思
い
起
こ
す
に
、
こ
の
「
な
つ
か
し
」
と
い
う
語

が
桐
壺
更
衣
の
魅
力
を
表
す
重
要
な
語
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
至
る
。

絵ゑ

に
描か

け
る
楊
貴
妃
の
容か
た
ち貌

は
、
い
み
じ
き
絵
師ゑ
し

と
言い

へ
ど
も
、

筆ふ
て

限か
き

り
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
に
ほ
ひ
少す
く

な
し
。
太
液
〔
の
〕
芙
蓉
、

未
央
〔
の
〕
柳
も
、
げ
に
通か
よ

ひ
た
り
し
容か
た
ち貌

を
、
唐か
ら

め
い
た
る
よ

そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な

り
し
を
思お

ほ

し
出い

づ
る
に
、
花
鳥と
り

の
色い
ろ

に
も
音ね

に
も
よ
そ
ふ
べ
き
方

ぞ
な
き
。 

（
青
表
紙
本
）

命
婦
の
復
命
を
受
け
る
桐
壺
帝
は
「
絵ゑ

に
描か

け
る
楊
貴
妃
」
を
眺
め
、

貴
妃
の
絵
姿
に
彼
女
と
は
対
照
的
な
更
衣
の
面
影
を
見
出
し
、
そ
の
音

容
を
偲
ん
で
い
た
。
貴
妃
に
つ
い
て
言
う
、「「
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り

0

0

0

0

け
め
0

0

」
と
い
ふ
こ
と
ば
は
、
そ
の
か
げ
に
、「
う
る
は
し
」
の
反
対
面

で
あ
る
、
曲
線
的
な
し
な
や
か
さ
、
や
さ
し
さ
に
欠
け
る
処
が
あ
り
、

あ
ま
り
に
き
つ
と
し
て
親
し
み
に
く
い
所
が
あ
つ
た
と
い
ふ
意
が
こ
も

つ
て
ゐ
る
」（
北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
』〔
立
志
社
書
房
、
一

九
五
一
〕）。
こ
れ
に
対
し
て
、
更
衣
の
人
柄
を
形
容
す
る
「
な
つ
か

し
」
と
い
う
語
は
、
本
居
宣
長
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
が
言
う
よ
う

に
、

な
つ
か
し
う
同　

す
べ
て
此
詞
は
、
な
つ
く
と
い
ふ
詞
を
は
た
ら

か
し
た
る
に
て
、
や
は
ら
か
に
し
た
し
く
む
つ
ま
し
く
思
は
る
ゝ

意
也
、
俗ヨ

に
い
ふ
意
と
は
や
ゝ
異
也
、）

（1
（

「
な
つ
か
し
」
は
、「
や
は
ら
か
に
し
た
し
く
む
つ
ま
し
く
思
は
る
ゝ
」

人
物
を
形
容
す
る
特
徴
的
な
語
で
あ
っ
た
。
柏
木
に
つ
い
て
も
、
多
く

の
人
々
に
そ
の
死
を
悼
ま
れ
、
そ
の
人
柄
が
偲
ば
れ
る
と
い
う
点
が
更

衣
と
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
連
想
が
働
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
柏
木
巻
末
部
分
を
写
す
写
し
手
の
脳
裏
に
右
の
更
衣
殁
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後
の
記
事
が
浮
か
び
、
更
衣
同
様
非
業
の
死
を
遂
げ
た
柏
木
の
人
柄
に

つ
い
て
、「
な
つ
か
し
う
」
と
書
き
加
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か）

11
（

。
柏
木
に
つ
い
て
は
、
巻
中
他
に
「
な
つ
か
し
」
と
言
わ
れ
て
い

な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
の
み
「
な
つ
か
し
」
が
見
え
る
こ
と
も
、

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

如
上
の
異
文
は
、
い
ず
れ
も
類
似
す
る
文
字
と
の
誤
記
、
行
の
目
移

り
な
ど
と
言
っ
た
物
理
的
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
写

し
手
が
『
源
氏
物
語
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
が
た
め
に
生
ま
れ
た
異
文

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
つ
て
人
々
の
『
源
氏
物
語
』
愛
好
が
、
現
代
の
我
々
の
想
像
を
凌

駕
す
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
更
級
日
記
』
の
作
者
が
『
源

氏
物
語
』
耽
読
の
末
、
そ
の
本
文
が
「
を
の
づ
か
ら
な
ど
は
、
諳
に
お

ぼ
え
浮
か
ぶ）

1（
（

」
よ
う
に
な
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖
の
首
巻
に
し
て
、『
無
名

草
子
』
に
「
桐
壺
に
過
ぎ
た
る
巻
や
は
侍
る
べ
き）

11
（

」
と
謳
わ
れ
た
桐
壺

巻）
11
（

で
あ
れ
ば
、
そ
の
本
文
は
読
者
の
記
憶
に
強
く
残
り
、
容
易
く
思
い

出
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い）

11
（

。
愛
読
者
が
宿
木
巻
を
読
め
ば
、

プ
ロ
ッ
ト
が
類
似
す
る
桐
壺
巻
の
記
憶
が
甦
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
『
源
氏
物
語
』
の
愛
読
者
が
書
写
に
及
べ
ば
、
桐
壺
巻
の
記

憶
が
当
然
脳
中
に
現
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
紀
州
家
本
の
写
し
手
に
お
い
て
も
、
宿
木
巻
を
書
写
す
る
と
き

に
、
状
況
が
類
似
す
る
桐
壺
巻
の
本
文
が
思
い
起
こ
さ
れ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
脳
中
に
浮
か
び
上
が
っ
た
別
の
箇
所
の
本
文
を
契
機
と
し
て
、

そ
れ
と
混
同
し
た
本
文
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
見
え
る
語
句
を
書
き
記
し

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ま
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ

の
書
写
行
為
の
前
提
に
は
、
物
語
の
世
界
を
読
み
な
が
ら
辿
る
と
い
う
、

読
書
の
行
為
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五　

読
書
の
再
体
験
と
し
て
の
書
写

書
写
に
お
い
て
、
筆
が
差
し
掛
か
っ
た
箇
所
に
状
況
が
類
似
す
る
物

語
の
文
言
が
、
次
々
と
写
し
手
の
脳
中
に
甦
る
と
す
れ
ば
、
書
写
は
読

書
に
も
等
し
い
様
相
を
呈
す
る
行
為
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
単
に
記
憶
の
混
同
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
、
書
写
に
先
立
っ
て
読
者
に
お
け
る
作
品
の
言
語
の
再
生
と
い
う
現

象
が
起
き
て
い
る
。

写
し
手
が
『
源
氏
物
語
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
が
故
に
異
文
が
生
ま

れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
①
も
そ
の
例
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
よ
う
。
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睦
ま
じ
う
あ
は
れ
な
る
も
の
に
お
ぼ
さ
れ
給
ひ
て
、 （
紀
州
家
本
）

藤
壺
女
御
に
対
す
る
今
上
帝
の
心
情
を
書
く
。
他
本
は
、

睦む
つ

ま
し
く
あ
は
れ
な
る
か
た
の
御
思
ひ
は
、 

（
青
表
紙
本
）

と
い
う
本
文
で
あ
り
、
紀
州
家
本
と
他
本
と
の
間
に
は
「
あ
は
れ
な

る
」
以
下
に
異
同
が
見
え
る
。
紀
州
家
本
の
異
文
は
一
読
し
て
わ
か
る

よ
う
に
、
前
掲
①
桐
壺
巻
の
、

い
よ
〳
〵
あ
か
ず
あ
は
れ
な
る
も物の
に
思お
も

ほ
し
て 

（
青
表
紙
本
）

に
酷
似
す
る
。
こ
ち
ら
も
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
桐
壺
帝
の
愛
情
を
書
い

て
お
り
、
宿
木
巻
の
「
あ
は
れ
な
る
」
を
写
す
写
し
手
の
脳
裏
に
こ
の

桐
壺
巻
の
本
文
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
れ
に
誘
引
さ
れ
て
、「
あ
は
れ

な
る
も
の
に
お
ぼ
さ
れ
給
ひ
て
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
経
緯

が
ひ
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
紀
州
家
本
と
他
本
と
を
較
べ
る
と
き
、
そ
の
本
文
に
は
質

的
な
差
が
浮
か
び
上
が
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
州
家
本
は
、
帝
が
女
御
の

こ
と
を
ど
の
よ
う
に
「
お
ぼ
さ
れ
給
」
う
た
の
か
、
そ
の
内
容
を
「
睦

ま
じ
う
あ
は
れ
な
る
も
の
に
」
と
い
う
連
用
修
飾
に
よ
っ
て
表
現
し
た

形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
思
ふ
」
を
連
用
修
飾
す
る
形
の
文

は
、
そ
の
連
用
修
飾
の
部
分
が
「
心
意
の
作
用
即
ち
思
考
判
断
の
意

味
」
を
表
わ
す
も
の
と
さ
れ
る
（
時
枝
誠
記
『
増
訂
版　

古
典
解
釈
の

た
め
の
日
本
文
法
』〔
至
文
堂
、
一
九
五
九
〕）。
そ
れ
に
言
わ
ゆ
る
指

定
の
助
動
詞
「
に）

11
（

」
が
伴
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
「（
帝
は
女
御
の
こ
と

を
）
睦
ま
じ
う
あ
は
れ
な
る
も
の
で
あ
る
と
お
思
い
に
な
っ
て
」
と
い

う
意
と
な
る
。
従
っ
て
紀
州
家
本
は
、
地
の
文
で
あ
り
な
が
ら
、
帝
の

心
情
を
吐
露
す
る
か
の
よ
う
に
表
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。

こ
れ
に
対
し
て
青
表
紙
本
は
、
帝
の
「
御
思
ひ
」
が
「
睦む
つ

ま
し
く
あ
は

れ
な
る
か
た
の
御
思
ひ
」
と
い
う
連
体
修
飾
の
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
女
御
に
対
す
る
帝
の
「
御
思
ひ
」
が
「
睦む
つ

ま
し
く
あ
は
れ
な

り
」
と
い
う
方
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
客
観
的
な
説
明
と
し
て
加
え

て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
帝
の
心
情
を
直
截
的
に
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
点
に
お
い
て
他
本
は
、
紀
州
家
本
に
比
し
て
概
念
的
な
説
明
に
止

ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
か
る
質
的
な
差
異
か
ら
、
①
の
異
文
は
、
記
憶
の
中
の
桐
壺
巻
に

誘
引
さ
れ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
写
し
手
が
作
中

の
帝
に
共
感
し
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
こ
に
は
元
本
の
文
字
を
写
す
以
前
に
、
作

品
の
再
読
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
い
る
。

恐
ら
く
こ
の
写
し
手
は
、
女
御
の
こ
と
を
「
睦む
つ

ま
し
く
あ
は
れ
」
と

思
う
に
至
る
ま
で
の
帝
の
心
情
を
辿
っ
て
い
た
。
藤
壺
女
御
の
入
内
は

帝
が
ま
だ
東
宮
の
時
分
の
こ
と
で
、
梅
枝
巻
に
「
左
大
臣
殿
〔
の
〕
三

の
君
参ま
い

り
給
〔
ひ
〕
ぬ
。
麗れ
い

景け
い

殿
と
聞き

こ
ゆ
」
と
記
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
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東
宮
は
践
祚
し
、
女
御
は
麗
景
殿
か
ら
藤
壺
に
移
っ
た
。
し
か
し
、
後

ろ
盾
で
あ
っ
た
父
左
大
臣
が
世
を
去
り
（
こ
の
点
も
、
藤
壺
女
御
と
桐

壺
更
衣
と
は
境
遇
が
似
る
）、
明
石
の
姫
君
が
中
宮
に
冊
立
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
女
御
は
不
如
意
の
日
々
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

中
宮
に
圧
倒
さ
れ
た
と
は
言
え
、
女
御
に
は
帝
と
の
間
に
育
ま
れ
た
愛

情
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
帝
は
父
大
臣
の
死
に
よ
っ
て
政
治
の
世

界
と
は
縁
遠
く
な
っ
た
女
御
と
は
気
が
置
け
な
い
仲
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

ま
た
、
不
遇
を
託
つ
こ
と
と
な
っ
た
女
御
を
憐
れ
む
気
持
ち
も
あ
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
写
し
手
は
恰
も
自
身
が
帝
に
な
っ
た
か
の
如
く
、
物

語
の
世
界
を
追
体
験
し
つ
つ
「
睦
ま
じ
う
あ
は
れ
な
る
も
の
」
と
い
う

帝
の
心
情
を
辿
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
書
写
の

際
に
ま
た
現
れ
て
来
て
、「
睦む
つ

ま
し
く
あ
は
れ
な
る
か
た
の
御
思
ひ

は
」
と
い
う
説
明
的
な
本
文
で
は
な
く
、
よ
り
直
截
的
に
情
意
を
吐
露

す
る
口
吻
、
す
な
わ
ち
「
睦
ま
じ
う
あ
は
れ
な
る
も
の
に
お
ぼ
さ
れ
給

ひ
て
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
書
写
に
あ
た
っ
て

は
、
そ
の
前
提
と
し
て
作
品
の
再
読
、
そ
し
て
言
わ
ば
、
そ
の
再
体
験

と
い
う
読
書
の
行
為
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

抑
々
か
つ
て
の
人
々
は
、『
源
氏
物
語
』
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い

た
の
か
。「『
源
氏
物
語
』
の
叙
述
は
、
単
な
る
描
写
に
終
わ
る
も
の
で

は
な
い
。
同
時
に
そ
こ
に
は
様
々
の
情
意
が
託
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

（
上
野
英
二
「
物
語
の
言
語
行
為
―
源
氏
の
物
が
た
り
―
」、『
源
氏
物

語
序
説
』〔
平
凡
社
、
一
九
九
五
〕
所
収
）
と
さ
れ
る
。「
様
々
な
情
意

が
託
さ
れ
る
」
叙
述
、
そ
れ
は
読
者
の
感
情
移
入
を
促
し
、
物
語
を
追

体
験
さ
せ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
作
中
人
物
の
思
惟
や
台
詞
は
主

観
性
が
強
く
、
特
に
読
者
の
共
感
を
呼
ぶ
余
地
が
多
分
に
あ
る
と
言
え

よ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
書
写
す
る
際
も
、
そ
う
し
た
感
情
移
入
を

伴
っ
た
物
語
世
界
の
追
体
験
の
、
そ
の
さ
ら
な
る
再
体
験
が
な
さ
れ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
思
い
入
れ
が
異
文
を
生
む
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
窺
え
る
例
も
紀
州
家
本
宿
木
巻
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
夫
で
あ

る
匂
宮
の
も
と
に
夕
霧
の
息
女
六
の
君
が
嫁
す
こ
と
が
決
ま
り
、
懊
悩

す
る
中
の
君
の
心
中
を
記
す
部
分
。

二
条
〔
の
〕
院
の
対た
い

の
御
方
に
は
、
聞き

きゝ
給
〔
ふ
〕
に
、
さ
れ
ば

よ
、
い
か
で
か
は
、
数
な
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
な
め
れ
ば
、
か
な
ら
ず

人
笑わ
ら

へ
に
憂う

き
こ事と
出い

で
来こ

む
も
の
ぞ
、（
中
略
）
目め

に
近ち
か

く
て

は
、
こ
と
に
つ
ら
げ
な
る
こ
と
も
見み

え
ず
、
あ
は
れ
に
深ふ
か

き
契
り

を
の
み
し
給
へ
る
を
、
に
は
か
に
か
は
り
給
〔
は
〕
むん

程
、
い

か
ゞ
は
や
す
き
心
地ち

は
す
べ
か
ら
む
、 

（
青
表
紙
本
）

傍
線
を
引
い
た
「
に
は
か
に
か
は
り
給
〔
は
〕
むん

程
」
に
相
当
す
る

部
分
が
、
紀
州
家
本
に
お
い
て
は
、
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俄
に
た
ゞ
な
ら
ず
も
覺
ゆ
べ
き
か
な　

と
い
う
「
か
な
」
に
よ
る
感
嘆
文
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
写
し
手
は
物
語
の

世
界
を
追
体
験
し
、
匂
宮
と
の
将
来
を
悲
観
す
る
中
の
君
に
思
い
を
寄

せ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
書
写
す
る
際
に
も
再
体
験
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
文
字
と
し
て
定
着
し
て
し
ま
う
。「
俄
に
た
ゞ
な
ら
ず
も

覺
ゆ
べ
き
か
な
」。
こ
の
感
嘆
は
六
の
君
が
嫁
し
た
後
、
匂
宮
の
心
変

わ
り
を
惧
れ
る
中
の
君
に
共
感
し
、
彼
女
の
如
く
匂
宮
と
の
前
途
を
悲

観
す
る
写
し
手
が
洩
ら
し
た
感
嘆
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

写
し
手
が
読
書
の
再
体
験
と
も
言
え
る
書
写
の
行
為
の
中
で
生
ん
だ

と
思
わ
れ
る
本
文
は
、
紀
州
家
本
だ
け
に
限
ら
な
い
。

上
野
英
二
「
は
か
も
な
き
鳥
の
跡
と
は
思
ふ
と
も
―
源
氏
物
語
を
書

く
こ
と
―
」（
前
掲
書
所
収
）
は
、「『
源
氏
物
語
』
を
『
源
氏
物
語
』

た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
熱
意
の
あ
ま
り
に
、
か
え
っ
て
そ
の
本
文
を
損

ね
る
結
果
を
将
来
し
て
し
ま
っ
た
例
」
と
し
て
、
次
の
青
表
紙
本
夕
顔

巻
、「
な
に
が
し
の
院
」
に
一
夜
を
過
ご
し
た
光
源
氏
の
印
象
を
記
す

箇
所
に
見
え
る
、「
い
と
け
う
と
け
に
な
り
に
け
る
所
か
な
」
を
挙
げ

る
。

日ひ

た
く
る
ほ
ど
に
起お

き
給
〔
ひ
〕
て
、
格か
う

子し

手て

づ
か
ら
上あ

げ
給た
ま

ふ
。

い
と
い
た
く
荒あ

れ
て
、
人
目め

も
な
く
遥は
る

々〳
〵

と
見み

わ
た
さ
れ
て
、
木

立こ
た
ちい
と
疎う
と

ま
し
く
も
の
ふ
り
た
り
。
け
近ち
か

き
草く
さ

木き

な
ど
は
、
こ
と

に
見み

所と
こ
ろな
く
、
み
な
秋
の
野ゝ
ら
に
て
、
池い
け

も
水み

草く
さ

に
埋う
つ

も
れ
た
れ

ば
、
い
と
け
う
と
け
に
な
り
に
け
る
所
か
な
。
別へ
ち

納な
う

の
か
た
に
ぞ
、

曹さ
う

司し

な
ど
し
て
、
人
住す

む
べ
か
め
れ
ど
、
こ
な
た
は
離は
な

れ
た
り
。

「
け
う
と
く
も
な
り
に
け
る
所
か
な
。
さ
り
と
も
鬼お
に

な
ど
も
、
わ

れ
を
ば
見み

許ゆ
る

し
て
むん

」
と
の
た給ま
ふ
。

通
常
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
地
の
文
に
「
か
な
」
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
、
古
来
、
直
後
に
見
え
る
破
線
部
「
け
う
と
く

も
な
り
に
け
る
所
か
な
」
と
の
目
移
り
に
よ
る
誤
写
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
同
論
文
は
「
も
う
少
し
写
し
手
の
意
識
に
か
か
わ
っ
て
の
誤

写
」
と
考
え
、「
後
出
の
文
言
の
先
取
り
と
考
え
た
方
が
実
情
に
近
い

で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
感
嘆
に
つ
い
て
「
物
語
の
世

界
を
さ
な
が
ら
我
が
身
の
上
の
こ
と
と
感
じ
て
、
作
中
の
光
源
氏
の
心

情
に
同
化
す
る
、
こ
の
写
し
手
の
洩
ら
す
感
嘆
な
の
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
」
と
言
う
。

同
論
文
は
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
陽
明
文
庫
本
桐
壺
巻
の
異
文
に
も
類

似
し
た
現
象
の
あ
っ
た
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。

冒
頭
近
く
、
桐
壺
帝
の
桐
壺
更
衣
へ
の
偏
愛
を
批
難
す
る
周
囲
の

人
々
を
記
す
部
分
。

上か
ん

達た
ち

部め

、
上う
ゑ

人
な
ど
も
、
あ
い
な
う
目め

を
側そ
は

め
つ
ゝ
、
い
と
ま
ば

ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
か
な
、
も
ろ
こ
し
に
も
か
ゝ
る
事
の
起を
こ

り
に
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こ
そ
、
世
は
乱み
た

れ
、
悪あ

し
き
こ
と
も
出い
で

来き

け
れ
、
と
も
て
悩な
や

む
ほ

ど
に
、 

（
一
ウ
）

あ
る
い
は
更
衣
殁
後
の
桐
壺
帝
の
悲
嘆
の
様
を
記
す
部
分
。

す
べ
て
近ち
か

く
候さ
ぶ
らふ
限か
ぎ

り
は
、
男

を
と
こ

女
い
み
じ
き
わ
ざ
か
な
、
と
言い

ひ

合あ

は
せ
つ
ゝ
嘆な
げ

く
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
お
は
し
ま
す
ら
め
、
多お
ほ

く

の
人
の
譏そ
し

り
恨う
ら

み
を
憚は
ゝ
から

せ
給た
ま

は
ず
、
こ
の
御
方
に
か
た
よ
り
た

る
事
は
、
道た
う

理り

を
失う
し
なは

せ
給
〔
ひ
〕
し
に
、
今い
ま

は
か
く
世
の

政

ま
つ
り
こ
と

を
も
思お
ほ

し
召め

し
捨す

て
た
る
や
う
に
な
り
ゆ
く
は
、
い
と
た
え
〴
〵

し
き
わ
ざ
か
な
、
人
の
朝み
か
ど廷

の
例た
め
しか

き
集あ
つ

め
、
さ
ゝ
め
き
嘆な
け

き
け

り
。 

（
一
九
ウ
～
二
〇
オ
）

二
例
と
も
傍
線
を
引
い
た
部
分
が
、
地
の
文
で
あ
り
な
が
ら
「
か
な
」

を
使
っ
た
感
嘆
文
と
な
っ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
の
文
章
上
、
不
自

然
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
同
論
文
は
、
類

似
す
る
情
況
の
感
嘆
文
、
あ
る
い
は
近
接
す
る
感
嘆
文
、
す
な
わ
ち

「
人
の
御
お
ぼ
え
か
な
」（
九
ウ
）、「
男
を
と
こ

女
い
み
じ
き
わ
ざ
か
な
」（
前

掲
引
用
破
線
部
）
に
引
か
れ
て
成
っ
た
蓋
然
性
を
指
摘
す
る
。
同
時
に

こ
れ
ら
の
感
嘆
は
、
そ
の
主
体
た
る
作
中
人
物
に
同
化
し
た
写
し
手
が

「
作
中
の
人
々
と
と
も
に
自
ら
の
慨
嘆
の
気
持
を
表
わ
し
た
の
だ
」
と

解
釈
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
写
し
手
の
「
か
な
」
を
用
い

た
詠
嘆
へ
の
欲
求
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
見
出
し
、
書
写
と
い
う
行
為

に
つ
い
て
「
書
写
す
る
作
業
と
は
、
そ
う
書
き
た
い
と
い
う
、
止
む
に

止
ま
れ
ぬ
内
的
な
欲
求
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら

し
い
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
読
者
は
、『
源
氏
物
語
』
を
読
む
と
き
、
語
り
手
を

介
し
て
作
中
人
物
に
感
情
移
入
し
て
同
化
す
る
と
い
う
、
言
わ
ば
、

「
作
中
人
物
の
生
を
我
が
物
と
す
る
こ
と
に
等
し
い
」（
上
野
前
掲
論
文

「
物
語
の
言
語
行
為
」）
読
み
方
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。『
源
氏
物

語
』
の
読
者
に
と
っ
て
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
こ
と
と
は
、
単
に
文
字

を
目
で
追
い
、
物
語
の
流
れ
を
理
解
す
る
と
い
う
程
度
の
行
為
で
は
な

い
。
物
語
の
世
界
を
追
体
験
し
つ
つ
作
中
の
人
物
に
同
化
し
、
ま
る
で

我
が
身
の
上
の
事
の
如
く
、
作
中
の
出
来
事
に
情
意
を
動
か
す
と
い
う
、

積
極
的
に
物
語
に
関
わ
る
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

殊
に
本
稿
で
宿
木
巻
と
の
関
係
性
を
指
摘
し
た
桐
壺
巻
は
、
作
中
人

物
の
心
理
描
写
が
緻
密
で
あ
り
、
ま
る
で
物
語
の
世
界
が
顕
現
す
る
か

の
よ
う
な
、
現
実
感
あ
る
叙
述
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

以
前
指
摘
し
た
（
拙
稿
「
物
語
の
現
実
感
―
源
氏
物
語
の
世
界
構
築
に

つ
い
て
―
」、『
成
城
国
文
学
』
三
四
〔
二
〇
一
八
・
三
〕）。
そ
う
し
た

現
実
感
が
読
者
の
情
意
を
刺
激
す
る
。
作
中
の
情
意
を
我
が
物
と
す
る

読
者
に
と
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
は
、
そ
こ
に
情
意
が
生
じ
る
以

上
、
そ
れ
は
最
早
現
実
に
等
し
い
。
そ
れ
は
書
写
に
お
い
て
も
繰
り
返
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さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
書
写
は
そ
の
よ
う
な
読
書
行
為
を
再
体
験
す
る
行

為
で
あ
っ
た
。
そ
の
行
為
の
中
で
再
び
物
語
に
情
意
が
動
い
た
と
き
、

そ
の
思
い
の
ま
ま
に
、
写
し
手
な
り
の
『
源
氏
物
語
』
を
書
き
付
け
て

し
ま
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

如
上
の
書
写
の
機
制
は
、『
源
氏
物
語
』
読
書
に
つ
い
て
の
最
古
の

記
録
で
あ
る
『
更
級
日
記
』
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

源
氏
の
五
十
余
巻
、
櫃
に
入
り
な
が
ら
、
在
中
将
、
と
ほ
ぎ
み
、

せ
り
か
は
、
し
ら
ら
、
あ
さ
う
づ
な
ど
い
ふ
物
語
ど
も
、
一
ふ
く

ろ
と
り
入
れ
て
、
得
て
帰
る
心
地
の
う
れ
し
さ
ぞ
い
み
じ
き
や
。

「
紫
の
ゆ
か
り
を
見
て
、
つ
づ
き
の
見
ま
ほ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ど
」
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
こ
の
源
氏
の
物
語
、
一
の
巻
よ
り
し
て
み

な
見
せ
給
へ
」
と
、
神
仏
に
願
っ
て
い
た
『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
念

願
の
『
源
氏
物
語
』
を
「
を
ば
な
る
人
」
か
ら
貰
い
受
け
た
。
書
物
を

容
易
に
入
手
で
き
な
い
当
時
に
お
い
て
、
そ
の
喜
び
は
想
像
す
る
に
余

り
あ
る
。

は
し
る
は
し
る
、
わ
づ
か
に
見
つ
つ
心
も
得
ず
心
も
と
な
く
思
ふ

源
氏
を
、
一
の
巻
よ
り
し
て
、
人
も
ま
じ
ら
ず
几
帳
の
内
に
う
ち

臥
し
て
、
引
き
出
で
つ
つ
見
る
こ
こ
ち
、
后
の
位
も
何
に
か
は
せ

む
。
昼
は
日
暮
ら
し
、
夜
は
目
の
覚
め
た
る
か
ぎ
り
、
灯
を
近
く

と
も
し
て
こ
れ
を
見
る
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
け
れ
ば
、
お
の
づ
か

ら
な
ど
は
、
諳
に
お
ぼ
え
浮
か
ぶ
を
、

『
源
氏
物
語
』
を
入
手
し
歓
喜
し
た
作
者
は
几
帳
の
内
で
一
人
『
源

氏
物
語
』
に
読
み
耽
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
は
作
中
の
人
物

に
思
い
を
寄
せ
、
彼
ら
に
同
化
し
つ
つ
物
語
の
様
々
な
出
来
事
に
情
意

を
動
か
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
中
、「
光
の
源
氏
の
夕
顔
、
宇
治
の

大
将
の
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
願
う
作
者
は
、
夕
顔

と
浮
舟
に
対
し
て
強
い
憧
れ
を
抱
き
、
殆
ど
彼
女
ら
に
同
化
す
る
ば
か

り
の
思
い
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。
作
者
は
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を

追
体
験
し
つ
つ
読
み
、
そ
の
世
界
を
現
実
の
如
く
感
じ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
、
そ

の
本
文
が
「
お
の
づ
か
ら
な
ど
は
、
諳
に
お
ぼ
え
浮
か
ぶ
」
よ
う
に
も

な
っ
た
と
言
う
。

彼
女
の
場
合
、
幸
い
写
本
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
も
し

そ
れ
が
手
に
入
ら
な
か
っ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
を

我
が
物
と
し
て
手
元
に
置
い
て
お
き
た
け
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
書
写
す

る
他
な
い
。
抑
々
写
本
を
作
り
た
い
と
い
う
欲
求
は
、
そ
れ
が
自
発
的

な
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
作
品
へ
の
愛
着
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
ろ

う）
11
（

。
彼
女
の
よ
う
な
熱
狂
的
な
愛
読
者
が
『
源
氏
物
語
』
を
写
し
た
な

ら
ば
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
が
「
お
の
づ
か
ら
な
ど
は
、
諳
に
お
ぼ
え
浮
か
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ぶ
」
よ
う
に
も
な
っ
た
彼
女
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
状
況
が
類
似
す
る

他
の
箇
所
の
本
文
と
混
同
し
、
誤
っ
た
本
文
を
書
い
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
思
い
入
れ
の
強
さ
か
ら
物
語
の
出

来
事
に
情
意
が
発
動
し
、
思
い
の
ま
ま
の
、
あ
る
い
は
自
分
好
み
の

『
源
氏
物
語
』
を
書
き
付
け
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
充
分
に
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
写

本
は
ま
さ
し
く
、
彼
女
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
た
め
に
作
ら
れ
た
、
彼
女

お
気
に
入
り
の
『
源
氏
物
語
』
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
本
稿
に
見
た

異
文
は
、
そ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
愛
読
者
が
、
自
ら
の
た
め
に
自

ら
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
痕
跡
を
残
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。

六　

結
語

『
源
氏
物
語
』
の
書
写
に
お
い
て
は
、
写
し
手
の
『
源
氏
物
語
』
へ

の
愛
情
が
要
因
と
な
っ
て
、
元
本
と
は
異
な
っ
た
本
文
を
書
き
付
け
て

し
ま
う
こ
と
が
屡
々
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
物
語
を
知
悉
し
て
い

る
が
た
め
の
記
憶
の
混
同
、
あ
る
い
は
作
中
世
界
へ
の
情
意
。
こ
れ
ら

が
許
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
書
写
の
行
為
は
、
さ
な
が
ら
写
し
手
と

い
う
作
者
に
よ
る
執
筆
に
も
等
し
い
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
じ
書
写
者
で
あ
っ
て
も
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
写
字
生
、
奈
良
時

代
の
写
経
生
は
『
源
氏
物
語
』
の
写
し
手
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。

彼
ら
は
聖
典
や
仏
典
の
書
写
を
神
仏
に
通
じ
る
た
め
の
聖
な
る
行
為
と

考
え
、
元
本
を
正
確
に
写
す
こ
と
を
第
一
義
と
し）

11
（

、「
自
身
を
す
て
て
、

献
身
す
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。
前
に
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
手

本
、
そ
れ
の
み
が
真
実
な
る
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

は
、
解
釈
す
る
こ
と
も
、
批
判
す
る
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
」

（
池
田
亀
鑑
『
古
典
学
入
門
』〔
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
〕）。
こ
れ
に
対

し
て
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
の
写
し
手
は
、
自
身
の

情
動
の
ま
ま
に
新
た
な
本
文
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
聖
典
、
仏
典
と

世
俗
の
文
学
と
の
性
格
の
違
い
は
勿
論
あ
る
が
、
写
字
生
や
写
経
生
の

「
自
身
を
す
て
て
」
臨
む
書
写
行
為
と
は
対
照
的
に
、『
源
氏
物
語
』
の

書
写
行
為
に
は
「
自
身
」
と
い
う
存
在
の
参
与
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

禁
欲
的
な
聖
典
、
仏
典
の
書
写
と
は
異
な
り
、
正
確
で
あ
る
こ
と
に
捉

わ
れ
ず
、
自
ら
の
思
い
の
ま
ま
『
源
氏
物
語
』
を
写
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
書
写
の
行
為
の
前
提
に
は
、
読
書
の
行
為
が
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

校
訂
の
時
代
以
前
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
単
に
複
製
す
る

こ
と
を
第
一
義
と
す
る
の
で
は
な
く
、
物
語
の
世
界
を
再
体
験
し
つ
つ

写
し
取
る
と
い
う
、
読
書
の
行
為
を
前
提
に
し
た
大
ら
か
な
書
写
行
為
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が
あ
っ
た
。
朗
読
が
単
な
る
音
声
変
換
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
情

意
を
含
ん
だ
物
語
の
再
現
で
あ
り
、
か
つ
物
語
世
界
の
追
体
験
で
あ
る

よ
う
に
、
書
写
も
ま
た
単
な
る
機
械
的
複
写
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、

情
意
を
含
ん
だ
物
語
世
界
の
再
現
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
再
体
験
す
る

行
為
で
あ
っ
た
。
か
か
る
書
写
は
読
書
行
為
の
一
種
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
に
限
ら
ず
、
世
俗
文
学

諸
作
品
の
平
安
期
写
本
全
般
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
敷
衍
し
て
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う）

1（
（

。

鎌
倉
時
代
以
降
、
校
訂
と
い
う
研
究
的
態
度
が
次
第
に
一
般
化
す
る

が
、
そ
れ
ら
の
写
本
は
、

校
本
云
去
正
応
四
年
之
比
、
此
物
語
一
部
以
家
本
不
違
一
字
所
摸

也
。）

11
（

 

（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
正
徹
本
藤
原
為
相
本
奥
書
）

正
和
第
三
之
暦
大
簇
上
弦
之
候
、
以
亡
父
之
証
本
不
違
一
字
終
書

写
之
功
畢
。）

11
（

 

（
東
山
御
文
庫
蔵
御
物
本
聖
覚
識
語
）

と
言
う
よ
う
に
、「
不
違
一
字
」
を
標
榜
し
て
厳
密
な
形
で
書
承
さ
れ

て
行
く
。

池
田
亀
鑑
『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究　

第
二
部
』（
岩

波
書
店
、
一
九
四
一
）
は
、
第
三
章
第
二
節
に
お
い
て
、「
書
写
者
」

と
「
書
本
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

二 

、
書
写
者
は
書
本
を
正
当
に
従
つ
て
純
粋
に
転
写
せ
ん
と
す

る
意
志
と
道
徳
と
を
持
つ
て
ゐ
る
。

書
写
は
そ
れ
が
「
書
写
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
常
に
書
本
を
離

れ
て
は
成
立
し
得
な
い
。
書
本
と
書
写
者
と
は
如
何
な
る
場
合
で

も
書
写
の
前
提
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
書
写
者
と
雖
も
人
間
で
あ

り
、
又
そ
れ
故
に
、
無
意
識
的
に
誤
謬
を
犯
し
、
時
に
意
識
的
に

本
文
の
改
竄
を
試
み
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
書
写
者
は
、
本
質

的
に
は
自
分
の
書
写
に
対
し
て
、
常
に
責
任
を
負
ふ
と
い
ふ
道
徳

を
堅
持
し
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
も
し
さ
う
で
な
い
書
写
が
あ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
も
早
や
少
く
と
も
「
書
写
」
と
は
云
へ
な
い
で
あ

ら
う
。

「
書
写
者
」
も
人
間
で
あ
る
以
上
、「
書
写
」
に
お
い
て
「
誤
謬
」
や

「
本
文
の
改
竄
」
を
犯
す
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
「
純
粋
に

転
写
せ
ん
と
す
る
意
志
と
道
徳
」、
そ
し
て
「
責
任
」
と
い
う
も
の
が

あ
っ
た
は
ず
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
校
訂
本
以
前
の
『
源
氏
物
語
』
の

書
写
に
お
い
て
は
、
本
文
の
一
字
一
句
に
不
可
侵
の
権
威
を
認
め
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
元
本
を
忠
実
に
写
し
取
る
と
い
う
「
責

任
」
か
ら
は
自
由
な
書
写
も
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
生
ま

れ
た
異
文
は
「
誤
謬
」
や
「
本
文
の
改
竄
」
と
言
っ
て
否
定
的
に
捉
え

ら
れ
る
が
、
写
し
手
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
が
彼
ら
の
あ
る
べ
き

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
で
あ
り
、
決
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
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も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
書
写
の
自
由
度
は

時
代
を
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
『
源
氏
物
語
』
成
立
か
ら
間
も
無

い
、
言
わ
ば
「
別
本
」
以
前
の
時
代
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
高
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
好
き
な
『
源
氏
物
語
』
を
、
自
分
好

み
の
形
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
、
個
人
用
の
写
本
と
し
て
愛
玩
す
る
。
今

で
こ
そ
古
典
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
も
、
当
時
は
愛
玩
品

と
し
て
自
由
に
写
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
源
氏

物
語
』
の
多
様
な
異
文
は
、
そ
う
し
た
営
み
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
に
見
た
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
世
界

を
生
き
る
が
如
く
読
み
、
そ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
自
ら
の
『
源
氏
物

語
』
を
、
読
書
の
再
体
験
と
も
言
え
る
書
写
行
為
に
お
い
て
再
現
し
て

書
き
付
け
て
し
ま
う
と
い
う
、
往
時
の
『
源
氏
物
語
』
の
愛
読
と
、
そ

れ
を
反
映
し
た
自
由
な
書
写
行
為
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

紀
州
家
本
の
書
入
校
本
に
は
、「
武
田
校
本
」「
山
岸
校
本
」
の
他
、

室
伏
信
助
（
一
九
三
二
―
二
〇
二
一
）
が
、「
武
田
校
本
」
の
う
ち

桐
壺
巻
の
み
を
、
西
尾
光
雄
『
校
註
源
氏
物
語
桐
壺
』（
武
蔵
野
書

院
、
一
九
四
一
）
に
写
し
取
っ
た
「
室
伏
校
本
」
が
あ
る
。
そ
の

本
文
は
、
伊
藤
鉃
也
「「
桐
壺
」
の
第
二
次
的
本
文
資
料
集
成
―
伝

阿
仏
尼
筆
本
・
伝
慈
鎮
筆
本
・
従
一
位
麗
子
本
・
源
氏
釈
抄
出
本

―
」（『
源
氏
物
語
本
文
の
研
究
』〔
お
う
ふ
う
・
二
〇
〇
二
〕
所

収
）
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
） 『
校註

日
本
文
学
大
系　

源
氏
物
語
』
は
、『
首
書
源
氏
物
語
』
を
底
本

と
し
、
萩
原
廣
道
『
源
氏
物
語
評
釋
』
と
本
居
宣
長
『
源
氏
物
語

玉
の
小
櫛
』
を
以
て
校
訂
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

山
岸
徳
平
『
尾
州
家

河
内
本

源
氏
物
語
開
題
』
は
、「
総
角
巻
・
早
蕨
巻
及
び

宿
木
巻
の
前
半
」
に
「
河
内
本
や
湖
月
抄
と
極
め
て
大
き
な
異

同
」
が
見
え
る
と
言
う
が
、「
宿
木
巻
の
前
半
」
の
具
体
的
な
範
囲

を
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
校註

日
本
文
学
大
系
校
本
」
を
見
る

に
、
夕
霧
詠
「
大お
ほ

空
の
月
だ
に
宿や

と

る
わ
が
や
ど
に
待
〔
つ
〕
宵よ

ひ

過

〔
ぎ
〕
て
見み

え
ぬ
君き

み

か
な
」（『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』
一
七
二

〇
頁
）
辺
り
を
境
に
書
入
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
前

半
」
と
は
、
こ
の
辺
り
ま
で
を
言
う
の
か
と
思
わ
れ
る
。

（
4
） 『
尾
州
家

河
内
本

源
氏
物
語
開
題
』、「
河
内
本
源
語
の
価
値
」（『
文
学
』
五
―

一
〇
〔
一
九
三
七
・
一
〇
〕）、「
源
氏
物
語
の
諸
本
の
研
究
」（『
国

文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
三
―
五
〔
一
九
五
八
・
四
〕）、「
源

氏
物
語
の
諸
本
」（
山
岸
徳
平
他
監
修
『
源
氏
物
語
講
座　

八
巻
』

〔
有
精
堂
、
一
九
七
五
〕
所
収
）
に
載
る
。

（
5
） 『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
基
本
的
に
『
源
氏
物
語
大
成　

校
異

篇
』
に
拠
り
、
異
文
を
適
宜
同
本
に
て
検
ず
る
。
但
し
陽
明
文
庫

本
、
天
理
図
書
館
蔵
伝
源
頼
政
筆
柏
木
巻
の
本
文
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
影
印
に
拠
る
。
陽
明
文
庫
本
―
『
陽
明
叢
書
国
書
篇
』（
思

文
閣
出
版
）、
天
理
図
書
館
蔵
伝
源
頼
政
筆
柏
木
巻
―
『
天
理
図
書
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館
善
本
叢
書
』（
八
木
書
店
）。
な
お
引
用
に
際
し
て
、
本
文
に
対

し
て
以
下
の
処
置
を
施
し
た
。

⑴ 
句
読
点
と
濁
点
を
打
ち
、
会
話
文
に
は
「　

」
を
施
し
た
。

⑵ 
適
宜
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
も
と
の
表
記

は
ル
ビ
で
示
し
た
。

⑶ 

原
文
に
お
い
て
省
略
さ
れ
て
い
る
活
用
語
尾
と
助
詞
を
〔　

〕

で
補
っ
た
。

（
6
） 「
校註

日
本
文
学
大
系
校
本
」
に
拠
る
。
な
お
引
用
は
以
下
の
凡
例
に

従
う
。

⑴ 

書
入
の
有
様
を
厳
密
に
伝
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
煩
を
避
け
る

た
め
、
底
本
で
あ
る
『
校註

日
本
文
学
大
系
』
の
本
文
に
書
入
を
反

映
し
て
復
原
し
た
本
文
を
掲
出
す
る
。

⑵ 

該
本
の
書
入
筆
者
が
、『
校註

日
本
文
学
大
系
』
の
本
文
に
振
ら
れ

た
ル
ビ
に
対
し
て
、
い
か
な
る
処
置
を
と
っ
て
い
る
の
か
詳
ら

か
で
は
な
い
た
め
、『
校註

日
本
文
学
大
系
』
に
振
ら
れ
た
ル
ビ
も

残
し
た
ま
ま
引
用
す
る
。

（
7
）  「
別
本
」
の
保
坂
本
「
む
つ
ま
し
う
あ
は
れ
な
る
か
た
に
お
ほ
さ
れ

て
」。

（
8
） 

②
に
つ
い
て
は
、
保
坂
本
が
全
文
紀
州
家
本
と
同
じ
本
文
と
な
っ

て
い
る
。

（
9
） 

些
少
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
保
坂
本
と
紀
州
家
本
に
殆
ど
同
じ

本
文
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
） 「
別
本
」
の
阿
里
莫
本
「
う
へ
人
と
も
」、
保
坂
本
「
う
へ
人
」。

（
11
） 

河
内
本
の
御
物
本
、
七
毫
源
氏
、
大
島
本
「
女
み
や
」。
な
お
保
坂

本
は
紀
州
家
本
に
同
じ
く
、「
お
ほ
や
け
ひ
と
も
な
け
き
あ
へ
り
」。

（
12
） 

紀
州
家
本
桐
壺
、
宿
木
巻
は
と
も
に
、
筆
者
が
阿
仏
尼
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
二
巻
の
関
係
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
原
本
佚
亡
の
今
、
果
た
し
て
二
巻
が
同
筆
で
あ
る
の
か
否
か

確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
次
章
以
降
で
示
す
異
文

の
実
例
に
徴
す
る
に
、
二
巻
の
関
係
性
は
低
い
も
の
と
考
え
る
。

（
13
） 

宿
木
巻
の
プ
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈　

第
十
一
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
）
が
、「「
女
宮
一
と
こ
ろ
」、

母
は
藤
壺
、
ま
っ
た
く
、
女
三
の
宮
と
同
じ
条
件
で
は
な
い
か
」

と
、
女
二
の
宮
と
女
三
の
宮
の
人
物
像
に
重
な
る
も
の
が
あ
る
と

し
、
若
菜
上
巻
と
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
妃
の
名

が
「
藤
壺
」
で
あ
る
こ
と
（「
そ
の
中
に
藤ふ
ち

壺つ
ほ

と
聞き

こ
え
し
は
、
先

帝
の
源
氏
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
」）、
帝
が
春
宮
の
時
分
に
入
内

し
た
妃
で
あ
る
こ
と
（「
ま
だ
坊
と
聞き

こ
え
さ
せ
し
時
参ま

い

り
給

〔
ひ
〕
て
」）、
帝
寵
厚
い
妃
で
あ
っ
た
こ
と
（「
帝み
か
とも

御
心
の
中
に

い
と
ほお

し
き
も物の
に
は
思
ひ
聞き

こ
え
さ
せ
給
〔
ひ
〕
な
が
ら
」）、

妃
が
失
意
の
う
ち
に
世
を
去
る
こ
と
（「
世
の
中
を
恨う
ら

み
た
る
や
う

に
て
亡う

せ
給
〔
ひ
〕
に
し
」）、
妃
の
子
も
帝
の
鍾
愛
を
受
け
る
こ

と
（「
そ
の
御
腹は
ら

の
女
三
〔
の
〕
宮
を
、
あ
ま
た
の
御
中
に
す
ぐ
れ

て
か
な
し
き
も物の
に
思
〔
ひ
〕
か
し
づ
き
聞き

こ
え
給
〔
ふ
〕」）
な

ど
は
、
宿
木
巻
の
プ
ロ
ッ
ト
に
殆
ど
同
じ
い
。

（
14
） 
と
は
言
え
、
必
ず
し
も
紀
州
家
本
の
写
し
手
に
限
定
し
な
い
。
と

言
う
の
も
、
前
掲
注
７
、
８
、
９
、
11
に
示
し
た
通
り
、
紀
州
家

本
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
保
坂
本
に
お
い
て



40

も
、
傍
線
部
①
～
④
に
当
た
る
部
分
が
紀
州
家
本
と
大
方
同
様
の

本
文
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
紀
州
家
本
と
保
坂

本
は
あ
る
段
階
に
お
い
て
同
一
の
本
を
書
写
し
た
と
推
測
さ
れ
、

本
稿
に
指
摘
す
る
問
題
は
、
紀
州
家
本
と
保
坂
本
の
元
本
の
写
し

手
に
遡
及
す
る
問
題
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
15
） 『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
女
官
」
と
い
う
語
の
用
例
は
少
な
く
、

宿
木
巻
の
他
に
は
、
行
幸
巻
と
真
木
柱
巻
に
一
例
ず
つ
見
え
る
の

み
で
あ
る
。

尚な
い
し
の
か
み

侍
宮み

や

仕づ
か

へ
す
る
人
な
く
て
は
、
か
の
所
の
政

ま
つ
り
ご
とし

ど
け

な
く
、
女
官
な
ど
も
公
お
ほ
や
け

事こ
と

を
仕つ

か

う
ま
つ
る
に
た
づ
き
な
く
、

 

（
青
表
紙
本
行
幸
巻
） 

十し

一も

月
に
な
り
ぬ
。
神
わ
ざ
な
ど
し
げ
く
、
内な

い

侍し

所
に
も
、

事こ
と

多お
ほ

か
る
頃こ

ろ

に
て
、
女
官く

わ
んど

も
、
内
侍
ど
も
参ま

い

り
つ
ゝ
、
い

ま
め
か
し
う
人
騒さ
は

が
し
き
に
、 

（
同
真
木
柱
巻
）

「
女
官
」
に
つ
い
て
、
北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辞
典
』（
平
凡
社
、

一
九
五
六
）
は
「
に
よ
う
く
わ
ん
」
と
い
う
読
み
方
を
示
し
、

「
禁
中
に
て
、
御
湯
殿
・
御
台
盤
所
・
殿
ト
ノ
モ
リ
ヅ
カ
サ司
等
に
て
、
御
用
を

つ
と
む
る
下
臈
の
女
房
の
称
」
と
言
う
。
行
幸
、
真
木
柱
巻
に
見

え
る
「
女
官
」
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
文
脈
か
ら
推
す
る
に
、「
御

用
を
つ
と
む
る
下
臈
の
女
房
」
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
作
者

は
宿
木
巻
に
お
い
て
、「
御
用
を
つ
と
む
る
下
臈
の
女
房
」
た
ち

ま
で
も
が
悲
し
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
、
女
御
の
死
が
末
端
の
人
々

に
ま
で
衝
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
書
き
た
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
16
） 「
物
思
ひ
知し

り
給
〔
ふ
〕」「
今い

ま

ぞ
思お

ほ

し
出い

づ
る
」
と
敬
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
物
思
ひ
知し

り
給
〔
ふ
〕」
と
は
、
他
の
妃

た
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
17
） 

管
見
の
限
り
、『
源
氏
物
語
』
に
「
う
ち
わ
た
り
の
人
」
の
用
例
は

な
い
。
他
の
主
要
な
作
品
を
検
ず
る
も
、
僅
か
に
『
う
つ
ほ
物

語
』
に
一
例
見
出
せ
る
の
み
で
あ
る
。

か
く
の
の
し
る
御
手
持
ち
た
る
人
も
な
き
も
の
を
、
内う

ち裏
わ

た
り
の
人
、
い
か
で
か
見
む
と
こ
そ
す
れ
。

 

（
蔵
開
下
巻
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
）

源
涼
の
邸
宅
を
訪
う
た
藤
原
仲
忠
は
、
そ
こ
に
居
た
女
童
こ
れ
こ

そ
に
恋
歌
を
書
き
付
け
た
文
を
贈
る
。
仲
忠
は
能
筆
の
誉
れ
高
く
、

そ
の
手
蹟
は
「
内う

裏ち

わ
た
り
の
人
、
い
か
で
か
見
む
」
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
、
と
言
う
。
こ
の
「
内う

裏ち

わ
た
り
の
人
」
に
つ
い
て
、

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』、『
朝
日
古
典
全
書
』、『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
』
は
「
宮
中
の
女
房
た
ち
」
と
す
る
。
仲
忠
の
文
を
垂

涎
す
る
人
物
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、「
内
裏う
ち

わ
た
り
の
人
」
が

「
宮
中
の
女
房
た
ち
」
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
。『
う
つ
ほ
物
語
』

に
お
け
る
語
義
を
そ
の
ま
ま
『
源
氏
物
語
』
に
適
用
す
べ
き
で
は

な
い
が
参
考
と
な
ろ
う
。

（
18
） 

紀
州
家
本
で
は
「
女
官
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
状
況
が
似
る

宿
木
巻
と
記
憶
が
混
同
し
た
結
果
、
混
入
し
た
も
の
か
。

（
19
） 『
本
居
宣
長
全
集
』（
筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。

（
20
） 
こ
れ
に
類
似
す
る
異
文
が
も
う
一
例
あ
る
。
渡
部
榮
『
源
氏
物
語

従
一
位

麗
子
本
之
研
究
』（
大
道
社
、
一
九
三
六
）
は
、
御
法
巻
、「
年と
し

月
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重か
さ

な
れ
ば
、
た
の
も
し
げ
な
く
、
い
と
ゞ
あ
え
か
に
な
り
ま
さ
り

給
へ
る
を
」（
青
表
紙
本
）
と
あ
る
部
分
の
、
従
一
位
麗
子
本
の
異

文
、「
年
月
か
さ
な
れ
は
た
の
も
し
け
な
く
い
と
う
お
も
や
せ
て
い

と
と
」
の
傍
線
部
「
い
と
う
お
も
や
せ
て
」
に
つ
い
て
、「
桐
壺
巻

ニ
、
桐
壺
更
衣
ヲ
敍
シ
テ
「
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
う
つ
く
し
げ
な

る
人
の
い
た
う
お
も
や
せ
て
い
と
あ
は
れ
と
も
の
を
お
も
ひ
し
み

な
が
ら
こ
と
に
い
で
て
も
き
こ
え
や
ら
ず
…
…
」
ト
云
フ
部
分
ガ

有
ル
ガ
、
此
ノ
部
分
ト
思
ヒ
合
ハ
セ
ラ
レ
ル
處
ガ
有
ラ
ウ
」
と
言

う
。
確
か
に
御
法
巻
は
、
桐
壺
巻
に
叙
述
も
相
似
す
る
と
こ
ろ
が

あ
り
、
病
に
や
つ
れ
る
紫
の
上
の
描
写
も
桐
壺
更
衣
の
そ
れ
を
思

わ
せ
る
。
恐
ら
く
写
し
手
に
お
い
て
も
、
二
人
の
姿
が
重
な
り
、

紫
の
上
の
病
状
を
叙
す
「
い
と
ゞ
あ
え
か
に
」
を
写
そ
う
と
し
た

際
に
、
更
衣
の
衰
弱
し
た
姿
を
叙
し
、
か
つ
「
い
と
ど
」
に
同
じ

く
「
イ
ト
」
と
い
う
音
に
始
ま
る
「
い
た
う
お
も
や
せ
て
」
と
い

う
桐
壺
巻
の
本
文
が
脳
中
に
浮
か
び
、
勢
い
そ
う
書
き
付
け
て
し

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
） 『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
に
拠
る
。
但
し
適
宜
私
に
表
記
を
改
め
た

箇
所
が
あ
る
。

（
22
） 

し
か
し
、『
更
級
日
記
』
の
作
者
の
よ
う
な
読
み
は
、
そ
れ
自
体
、

『
源
氏
物
語
』
自
身
が
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』

は
、
例
え
ば
、「
か
の
」
と
い
う
指
示
語
を
巧
み
に
用
い
て
、
既
に

語
ら
れ
た
物
語
の
出
来
事
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る
。
そ
う
し
て

「
語
り
手
と
読
者
と
の
共
有
の
地
盤
、
す
な
わ
ち
両
者
の
思
い
の
通

じ
合
う
と
こ
ろ
に
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
作
品
は
成
立
す
る
の
で

あ
る
。
両
者
に
共
通
の
体
験
を
基
盤
と
し
て
、
作
品
内
の
出
来
事

は
語
り
手
に
と
っ
て
も
読
者
に
と
っ
て
も
、
生
々
し
く
立
ち
上
が

る
」（
上
野
英
二
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
読
者
の
問
題
」、『
源
氏
物

語
序
説
』〔
平
凡
社
、
一
九
九
五
〕
所
収
）。『
源
氏
物
語
』
は
「
語

り
手
と
読
者
と
の
共
有
の
地
盤
」
を
固
め
て
、
語
り
終
え
た
こ
と

を
前
提
に
し
て
進
む
。
正
し
く
読
む
た
め
、
あ
る
い
は
深
く
読
む

た
め
に
も
、『
源
氏
物
語
』
の
読
者
た
る
者
、
愛
読
者
な
ら
ば
な
お

の
こ
と
、「
す
で
に
読
み
終
え
た
部
分
を
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
無
論
、
全
編
を
諳
ん
じ
た
な
ど
と
は
到
底
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
だ
が
、
物
語
を
読
み
進
め
る
上
で
、
物
語
の
そ
こ
こ
こ

に
思
い
到
り
、
思
い
出
し
す
る
く
ら
い
の
物
語
の
像
は
か
な
り
色

濃
く
記
憶
の
中
に
保
た
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
上
野
英

二
「
源
氏
物
語
の
享
受
と
本
文
―
物
語
二
百
番
歌
合
所
収
本
文
を

め
ぐ
っ
て
―
」、
前
掲
書
所
収
）。

（
23
） 

注
21
に
同
じ
。

（
24
） 

萩
原
廣
道
『
源
氏
物
語
評
釋
』
も
、「
此
ノ
物
語
の
筆
づ
か
ひ
の
い

み
じ
き
こ
と
は
い
ふ
も
さ
ら
な
れ
ど
、
此
ノ
巻
は
初
の
巻
な
れ
ば

に
や
、
こ
と
に
い
み
じ
き
所
々
お
ほ
し
」（
嘉
永
六
年
〔
一
八
五

三
〕
刊
本
に
拠
る
）
と
言
う
。「
此
ノ
巻
は
初
の
巻
な
れ
ば
に
や
」

と
言
う
よ
う
に
、
桐
壺
巻
は
首
巻
と
い
う
こ
と
で
殊
に
作
者
入
魂

の
巻
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

（
25
） 
紀
州
家
本
宿
木
巻
冒
頭
部
分
の
異
文
を
め
ぐ
っ
て
、
桐
壺
巻
の
影

響
を
指
摘
し
た
が
、
桐
壺
以
外
の
巻
の
表
現
に
影
響
を
受
け
て
成

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
も
の
も
見
出
せ
る
。
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今
上
帝
が
中
宮
腹
の
女
一
の
宮
を
鍾
愛
す
る
様
を
諸
本
、

世よ

に
た
ぐ
ひ
な
き
も
の
に
か
し
づ
き
聞
〔
こ
〕
え
さ
せ
給

〔
ふ
〕
に
、

と
記
す
が
、
紀
州
家
本
は
、

世
に
又
な
き
物
に
も
て
思
ひ
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ

と
す
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
又
な
き
物
」
と
い
う
文
言
の
類
例
は
、

「『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
特
に
名
文
と
せ
ら
れ
る
一
段
」（
玉
上

琢
彌
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学　

源
氏
物
語
』〔
角
川
書
店
、
一
九

七
五
〕）
で
あ
る
、
須
磨
謫
居
の
段
に
見
え
る
。

須す

磨ま

に
は
、
い
と
ゞ
心
尽つ

く
し
の
秋
風
に
、
海う

み

は
少す

こ

し
遠と

を

け

れ
ど
、
行ゆ
き

平ひ
ら

の
中
納
言
の
、
関せ

き

吹ふ

き
越こ

ゆ
る
と
言い

ひ
け
む
浦う

ら

波な
み

、
夜よ

る

々〳
〵

は
げ
に
い
と
近ち

か

く
聞き

こ
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ

な
る
も
の
は
、
か
ゝ
る
所
の
秋
な
り
け
り
。 

（
青
表
紙
本
）

「
源
氏
物
語
五
十
四
帖
の
全
篇
の
調
子
と
味
ひ
と
を
代
表
す
る
に
、

先
づ
大
体
に
於
て
遺
憾
な
き
一
節
か
と
思
は
れ
ま
す
」（
島
津
久

基
「
附
録　

源
氏
物
語
序
説
」、『
対訳

源
氏
物
語
講
話
』〔
中
興
館
、

一
九
三
二
〕）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
名
文
の
誉
れ
高
い
一
段
で

あ
れ
ば
、
桐
壺
巻
に
等
し
く
人
々
の
記
憶
に
強
く
残
っ
た
も
の
と

考
え
る
。
片
や
鍾
愛
の
様
、
片
や
須
磨
初
秋
の
情
景
。
人
事
と
自

然
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
そ
れ
が
類
な
い
も
の
で
あ
る
と
語
る
と
こ

ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
当
該
箇
所
を
写
す
写
し
手
の
脳
内
に
右
の
須

磨
巻
の
文
言
が
思
い
起
こ
さ
れ
、
帝
の
宮
に
対
す
る
類
な
い
愛
情

に
つ
い
て
「
又
な
き
物
に
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
蓋
然
性
が
あ
る
。

（
26
） 

時
枝
誠
記
『
日
本
文
法　

文
語
篇
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
）
に

「
指
定
の
助
動
詞
の
中
で
、「
に
」
は
、
従
来
、
格
助
詞
或
は
接
続

助
詞
と
し
て
扱
わ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
が
あ
る
。「
睦

ま
じ
う
あ
は
れ
な
る
も
の
に
」
の
「
に
」
も
一
般
に
格
助
詞
と
解

さ
れ
る
。

（
27
） 

橋
本
治
『
窯
変
源
氏
物
語
１
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
）
も
、

桐
壺
巻
の
当
該
箇
所
を
「
周
囲
を
憚
ら
ず
「
愛
し
い
も
の
よ
」
と

思
し
召
す
そ
の
お
心
は
」
と
、「
あ
は
れ
な
る
も
の
に
」
に
当
る
部

分
を
括
弧
で
括
り
、
帝
の
心
中
を
吐
露
す
る
か
の
よ
う
に
詠
嘆
で

記
し
て
い
る
。

（
28
） 

こ
の
他
、「
か
な
ら
ず
人
笑わ

ら

へ
に
憂う

き
こ事と
出い

で
来こ

む
も
の
ぞ
」
と

い
う
部
分
が
、
紀
州
家
本
で
は
「
必
ず
人
笑
へ
に
住
み
憂
き
事
出

で
來
ぬ
べ
き
よ
」
と
な
っ
て
い
る
。「
ぞ
」
に
比
し
て
「
よ
」
の
方

が
詠
嘆
の
度
合
い
が
強
く
、
こ
れ
も
中
の
君
に
共
感
し
た
写
し
手

の
感
嘆
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

（
29
） 『
清
少
納
言
枕
草
子
』「
あ
り
が
た
き
も
の
」
の
段
に
は
、「
物
語
、

集
な
ど
書
き
写
す
に
、
本
に
墨
つ
け
ぬ
。
よ
き
草
子
な
ど
は
、
い

み
じ
う
心
し
て
書
け
ど
、
か
な
ら
ず
こ
そ
き
た
な
げ
に
な
る
め

れ
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
拠
る
）
と
あ
り
、
清
少
納
言
が

自
ら
筆
を
と
り
、「
物
語
、
集
な
ど
」
を
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
30
） 

天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
七
月
二
十
二
日
の
「
写
疏
所
符
」
に
よ

れ
ば
、
奈
良
時
代
の
写
経
生
に
は
、「
毎
一
字
堕
取
銭
一
文
、
毎
一

行
堕
取
銭
廿
文
」（『
大
日
本
古
文
書
』
に
拠
る
）
と
い
う
科
料
が

課
せ
ら
れ
て
い
た
。

（
31
） 
三
木
雅
博
「『
和
漢
朗
詠
集
』
古
写
本
に
お
け
る
佳
句
本
文
の
改
変
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を
め
ぐ
っ
て
」（『
和
漢
朗
詠
集
と
そ
の
享
受
』〔
勉
誠
社
、
一
九
九

五
〕
所
収
）
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
平
安
古
写
本
」
に
お
け
る

原
作
漢
詩
本
文
の
改
変
の
原
因
に
つ
い
て
検
討
し
、
本
文
の
改
変

が
あ
っ
た
佳
句
に
つ
い
て
、「
一
つ
の
佳
句
が
原
作
の
詩
文
か
ら
抜

き
出
さ
れ
、
訓
読
さ
れ
、
吟
詠
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
作
の

詩
文
の
中
で
担
わ
さ
れ
て
い
た
役
割
か
ら
解
き
放
た
れ
、
新
た
に

平
安
朝
の
宮
廷
を
中
心
と
し
た
風
土
の
中
で
、
生
活
の
折
々
を
彩

る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
、
気
の
利
い
た
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
生
き
生
き

と
口
ず
さ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
」
と
言
う
。
平
安
朝
の

人
々
に
お
い
て
は
、
本
文
の
改
変
と
い
う
方
法
で
「
原
作
の
詩
文

の
中
で
担
わ
さ
れ
て
い
た
役
割
か
ら
解
き
放
」
ち
、
自
分
な
り
に

改
変
し
た
佳
句
を
朗
詠
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
同
氏
「『
和
漢
朗
詠
集
』
平
安
古
写
本
に
お
け
る
和
歌

本
文
の
異
同
と
部
立
の
配
列
」（
前
掲
書
所
収
）
は
、『
和
漢
朗
詠

集
』
春
部
の
「
藤
」「
躑
躅
」「
款
冬
」
歌
群
の
本
文
を
め
ぐ
る

「
粘
葉
本
系
」、「
関
戸
本
系
」
間
の
異
同
に
つ
い
て
も
考
察
し
、

「
両
系
統
の
各
々
に
お
い
て
、
書
写
者
（
ま
た
は
書
写
の
依
頼

主
）
が
個
々
の
和
歌
の
伝
承
さ
れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
形
の
中
か

ら
好
み
の
も
の
を
選
ぶ
、
或
い
は
個
々
の
和
歌
を
各
々
の
歌
群
の

中
で
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
形
や
気
に
入
っ
た
形
に
改
変
す
る
、
と
い

う
こ
と
が
常
套
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
」
と
言
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
お
け
る
本
文
の
改
変
は

『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
そ
れ
ら
に
比
し
て
意
識
的
な
営
為
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、「
朗
詠
」

と
い
う
性
格
上
、
替
え
歌
の
よ
う
に
本
文
を
改
変
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
愛
好
の
結
果
の
本
文

改
変
と
い
う
点
で
本
稿
で
論
じ
た
問
題
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ

う
。

（
32
） 「
人
文
学
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
」
の
「
日
本
古
典

籍
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
（http://codh.rois.ac.jp/pm

jt/book/20001 
0454/

）
に
て
閲
覧
の
画
像
に
拠
る
。

（
33
） 

貴
重
本
刊
行
会
の
複
製
に
拠
る
。

〔
付
記
〕 

本
稿
は
、
第
六
〇
回
表
現
学
会
全
国
大
会
（
二
〇
二
三
年
六
月

三
・
四
日
、
於
神
奈
川
大
学
）
に
お
け
る
研
究
発
表
「
源
氏
物

語
別
本
の
文
章
」
の
発
表
原
稿
に
基
づ
き
、
成
稿
し
た
も
の
で

あ
り
、
成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
二
〇
二
四
年
度
提
出

の
博
士
論
文
「
紀
州
家
旧
蔵
伝
阿
仏
尼
等
筆
源
氏
物
語
の
研

究
」
の
一
部
で
も
あ
る
。

 

（
な
り
た
・
だ
い
ち　

成
城
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
）


