
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

女
三
宮
降
嫁
を
め
ぐ
っ
て

松

田
　
　
　
　
薫

　
女
三
官
降
嫁
を
め
ぐ
っ
て
従
来
、
一
部
世
界
か
ら
二
部
世
界
へ
の
暗
転
と
い

う
主
題
性
の
転
換
に
要
請
さ
れ
た
來
雑
物
的
存
在
と
し
て
の
み
女
三
宮
が
捉
え

ら
れ
、
女
三
宮
自
体
の
本
質
的
意
義
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。

降
嫁
経
緯
に
ー
は
女
三
宮
も
光
源
氏
も
登
場
せ
ず
、
両
老
が
概
念
と
し
て
語
ら
れ

暖
昧
な
叙
述
が
目
立
ち
、
ぼ
う
大
な
文
量
を
費
や
し
て
明
確
な
原
因
は
語
ら
れ

ぬ
ま
ま
光
源
氏
に
降
嫁
が
決
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
一
種
不
可
思
議
な
物
語
展
開

が
見
ら
れ
る
が
、
降
嫁
の
必
然
性
は
ど
こ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
、

っ
ま
り
光
源
氏
側
か
ら
と
女
三
宮
側
か
ら
の
積
極
的
な
原
因
が
究
明
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
で
は
特
に
１
前
老
に
焦
点
を
当
て
、
さ
ら
に
若
菜
巻
に
至
る

迄
の
物
語
展
開
の
あ
り
方
の
特
徴
を
検
討
し
、
そ
れ
が
若
菜
巻
で
ど
の
よ
う
に

発
展
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
０

　
杉
山
康
彦
氏
は
「
婿
は
光
源
氏
の
ほ
か
に
－
は
な
い
と
い
う
読
者
の
予
感
た
り
、

確
信
な
り
」
の
生
み
出
さ
れ
る
原
因
を
文
脈
よ
り
分
析
し
、
朱
雀
院
の
言
葉
の

矛
盾
や
「
意
識
の
断
続
が
か
え
っ
て
そ
の
問
に
意
識
の
底
流
に
お
げ
る
連
続
を

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

表
現
し
て
い
る
」
、
「
光
源
氏
を
婿
に
と
い
う
こ
と
は
朱
雀
院
の
無
意
識
の
深
層

に
ー
ひ
そ
ん
で
い
る
」
と
結
論
し
て
い
る
。
が
、
　
「
矛
盾
や
空
白
」
を
あ
え
て

「
無
意
識
の
深
層
」
と
し
て
ま
で
個
の
中
に
還
元
し
説
明
し
て
し
ま
う
こ
と
は

い
さ
さ
か
合
理
主
義
的
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て
物
語
の
不
透
明
さ
を
印
象
づ
げ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
若
菜
巻
冒
頭
の
「
矛
盾
や
空
白
」
は
こ
れ
ま
で
の
物
語
を
貫
い
て
き
た
論
理

か
ら
こ
そ
探
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
女
三
宮
降
嫁
承
諾
の
原
因
も
光
源
氏
の

存
在
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
物
語
始
発
部
の
臣
籍
降
下
か
ら
検
討

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
、
朱
雀
朝
の
弱
体
性

　
女
三
宮
降
嫁
を
め
ぐ
っ
て
、

第
二
皇
子
光
源
氏
側
の
確
執
が

桐
壷
巻
に
端
を
発
す
る
第
一
皇
子
朱
雀
院
側
と

、
再
び
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

一
五



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

　
ｏ
ｏ
　
立
后
事
清
と
『
源
氏
物
語
』
の
王
朝

　
　
　
　
　
　
◎

　
石
津
は
る
み
氏
は
、
史
実
の
立
后
事
情
を
検
討
し
た
上
で
『
源
氏
物
語
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

中
に
「
中
宮
の
い
る
こ
と
が
安
定
し
た
後
宮
を
印
象
づ
げ
、
ひ
い
て
は
安
定
し

、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

た
治
世
を
も
立
証
す
る
と
い
う
観
念
」
や
「
中
宮
を
欠
い
た
王
朝
は
帝
、
后
完

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

傭
し
た
王
朝
に
比
べ
虚
弱
で
不
完
全
な
も
の
と
す
る
観
念
」
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
「
安
定
し
た
治
世
」
、
そ
れ
に
対
し
て
の
「
虚
弱
で
不
完
全
な
も
の
」

と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
状
態
を
い
う
の
か
に
っ
い
て
厳
密
さ
を
欠
く
。
ま
た
立

后
と
「
安
定
し
た
治
世
」
と
は
合
致
す
る
も
の
な
の
か
。
た
と
え
そ
う
だ
と
し

て
も
、
史
実
の
王
朝
の
実
態
と
『
源
氏
物
語
』
中
の
そ
れ
と
を
単
純
に
同
次
元

で
比
較
す
る
の
で
は
た
く
、
そ
の
「
観
念
」
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
ど
の
よ

う
に
独
自
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
史
実
と
物
語
文
学
の
関

連
や
差
異
の
間
題
こ
そ
追
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
今
一
度
、
史
実
の
立
后
事
情
を
検
討
す
る
と
、
桓
武
朝
か
ら
後
一
条
朝
に
至

る
十
九
王
朝
に
お
け
る
立
坊
、
立
后
状
況
は
一
様
で
は
な
い
。
立
坊
で
さ
え
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

津
氏
の
指
摘
す
る
「
原
則
的
に
不
可
避
」
と
い
う
わ
げ
で
は
た
い
こ
と
は
、
た

と
え
ほ
五
十
五
歳
で
即
位
し
た
光
孝
帝
の
場
合
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
立
后

な
き
状
態
の
連
続
し
た
仁
明
朝
か
ら
宇
多
朝
に
至
る
九
王
朝
は
、
藤
原
氏
北
家

　
　
　
　
　
　
◎

嫡
流
の
権
力
志
向
が
如
実
で
あ
り
、
皇
系
と
藤
原
氏
の
相
互
依
存
に
存
在
す
る

権
力
の
実
態
は
確
か
に
天
皇
の
「
安
定
し
た
治
世
」
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
し
か
し
こ
の
状
態
は
以
後
の
王
朝
に
も
見
の
が
せ
な
い
。
な
ぜ
た
ら
石
津
氏

が
「
安
定
し
た
王
朝
」
の
代
表
と
す
る
醍
醐
朝
の
穏
子
立
后
の
背
景
に
も
藤
原

氏
の
策
動
が
窺
え
、
続
く
宇
多
朝
に
つ
い
て
も
「
摂
関
制
で
は
な
い
が
、
後
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
治
を
経
過
し
た
後
で
あ
り
、
基
経
の
権
力
は
摂
関
同
様
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、

ま
た
天
暦
時
代
、
村
上
朝
に
つ
い
て
も
「
天
皇
親
政
の
久
し
く
続
い
た
村
上
天

皇
朝
は
そ
の
顧
堂
の
主
導
権
を
忠
平
流
藤
原
氏
に
ゆ
だ
ね
つ
っ
も
、
藤
原
氏
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

賜
姓
源
氏
と
の
均
衡
状
態
の
上
に
成
立
し
て
い
た
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
た
ど
は
、

史
実
上
特
に
厳
密
な
意
味
で
の
親
政
と
い
う
捗
態
に
よ
る
治
政
の
安
定
は
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
「
立
后
の
有
無
は
立
坊
と
は
次
元
の
異

な
る
問
題
」
つ
ま
り
「
あ
る
時
に
は
天
皇
で
あ
る
夫
の
、
ま
た
あ
る
時
に
は
次

代
の
天
皇
へ
の
可
能
性
を
も
つ
皇
子
の
権
威
づ
げ
に
貢
献
さ
せ
ら
れ
る
点
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

内
包
す
る
と
い
う
石
津
氏
の
指
摘
は
正
し
く
、
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
の
王
朝
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
や
は
り
中
宮
不
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
状
態
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
下
四
代
王
朝
を
検
討
し
て
み
る
。

　
ｏ
ｏ
桐
壷
朝
は
摂
関
制
と
も
親
政
と
も
明
示
さ
れ
て
い
次
い
が
、
特
に
桐
壷
巻

で
は
摂
関
体
制
下
の
後
宮
を
思
わ
せ
る
か
の
ご
と
く
、
桐
壷
帝
が
右
大
臣
家
方

に
大
き
な
配
慮
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
う
る
。
ま
た
、
中
宮
不
在
の

状
態
が
次
の
立
坊
の
不
確
実
性
を
色
濃
く
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
最
終
的
に

は
桐
壷
帝
が
第
一
皇
子
を
立
坊
さ
せ
る
が
第
一
皇
子
の
母
弘
徽
殿
女
御
を
中
宮

と
は
せ
ず
、
後
の
冷
泉
帝
（
第
十
皇
子
か
）
の
母
藤
壷
女
御
を
立
后
さ
せ
て
ゆ



く
が
、
藤
原
氏
の
娘
に
圧
倒
さ
れ
て
内
親
王
の
入
内
や
立
后
の
例
が
稀
少
で
あ

っ
た
史
実
を
考
え
た
と
き
、
皇
族
出
身
の
藤
壷
（
先
帝
の
四
の
宮
）
を
立
后
さ

せ
る
こ
と
の
特
異
さ
と
、
桐
壷
帝
が
い
か
に
強
く
冷
泉
帝
の
却
位
を
願
望
し
た

か
が
窺
え
る
。
し
か
も
、
立
坊
や
立
后
に
関
し
て
ほ
ぼ
同
時
に
ー
帝
自
身
の
意
志

が
貫
か
れ
る
と
い
う
点
は
『
源
氏
物
語
』
の
独
自
な
も
の
と
い
え
る
。
似
冷
泉

朝
で
の
秋
好
中
宮
の
立
后
は
、
冷
泉
帝
自
身
よ
り
後
見
で
あ
る
光
源
氏
の
力
に

よ
る
も
の
で
あ
り
（
○
ｏ
と
全
く
同
次
元
で
扱
い
き
れ
ぬ
が
、
）
皇
族
出
身
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

立
后
が
う
ち
続
い
た
こ
と
を
世
間
が
非
難
す
る
叙
述
に
は
、
歴
史
事
情
の
反
映

以
上
に
作
者
が
あ
え
て
源
氏
系
の
立
后
を
描
く
こ
と
の
強
調
の
意
が
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

ま
た
秋
好
中
宮
自
身
が
後
に
回
顧
す
る
よ
う
に
、
御
子
な
く
し
て
の
強
行
の
き

ら
い
の
あ
る
源
氏
系
の
立
后
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
も
や
ば
り
独
自
性
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ゆ
朱
雀
帝
皇
子
（
承
香
殿
女
御
腹
）
朝
で
の
明
石
中
宮
の
立
后
も
次
代
の
立
坊

を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
の
源
氏
系
の
立
后
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
ｏ
り
閉
岬
は
一
様
に
は
扱
え
ぬ
が
『
源
氏
物
語
』
の
立
后
事
情
は
史
実

に
対
比
し
て
も
特
異
で
あ
る
上
、
い
わ
ゆ
る
親
政
と
い
う
形
態
で
の
安
定
の
実

現
な
ど
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
三
王
朝
に
比
し
て
、
中
宮
不

在
の
ま
ま
終
わ
っ
た
朱
雀
朝
は
や
は
り
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
帝
の
個

人
の
意
志
や
願
望
の
強
弱
に
求
め
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
本
質
的
な
差

異
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ｏ
ｏ
に
つ
い
て
今
井
源
衛
氏
は
「
古
代
律
令
制
そ
の
も
の
で
は
な
く
作
者
の
頭

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

の
中
に
の
み
存
在
し
え
た
理
想
の
時
代
」
と
捉
え
、
似
に
つ
い
て
光
源
氏
と
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

壷
に
よ
る
秋
好
中
宮
入
内
の
策
略
を
含
め
て
、
秋
山
慶
氏
は
「
時
代
設
定
を
摂

関
時
代
以
前
の
天
皇
親
政
時
代
と
し
な
が
ら
も
、
作
者
の
生
き
て
い
る
現
代
が

汲
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
」
、
「
対
立
矛
盾
す
べ
き
時
代
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
現
実
世
界
の
は
ら
む
問
題
を
批
判
的
に
形
象
す
る
と
い
う
方
法
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

注
目
す
べ
き
だ
」
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
清
水
好
子
氏
は
、
光
源
氏
の
臣
籍
降

下
を
「
臣
下
と
し
て
政
治
の
実
際
に
た
ず
さ
わ
る
道
を
開
い
た
」
こ
と
と
し
て

重
視
し
、
そ
れ
と
関
連
さ
せ
仰
に
っ
い
て
、
当
時
道
長
ら
摂
関
家
自
身
が
「
方

法
と
し
て
纏
っ
て
頭
に
浮
か
べ
て
い
な
い
」
　
「
摂
関
政
治
と
い
う
も
の
を
意
識

に
の
ぽ
せ
、
概
念
化
し
方
法
と
し
て
の
そ
れ
を
自
覚
し
た
」
　
『
源
氏
物
語
』
の

独
自
性
を
評
価
す
る
。

　
し
か
し
秋
山
氏
が
○
ｏ
と
似
を
「
対
立
矛
盾
す
べ
き
時
代
」
と
捉
え
る
あ
り
方

に
顕
著
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
物
語
を
部
分
部
分
に
分
断
し
、
直
接
に

歴
史
杜
会
状
況
と
結
び
っ
け
す
ぎ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
歴
史
を
ふ
ま

え
た
現
実
認
識
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
虚
構
と
し
て
の
物
語
文
学
の
有
す
る
独
自

な
論
理
を
、
つ
ま
り
各
王
朝
を
総
合
的
に
捉
え
て
そ
れ
ぞ
れ
が
な
ぜ
そ
の
よ
う

に
描
か
れ
る
の
か
と
い
う
連
関
を
探
っ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。
清
水
氏
の
指
摘

は
紫
式
部
の
現
実
認
識
を
探
る
上
で
重
要
だ
が
、
臣
籍
降
下
を
政
治
的
な
意
味

で
の
み
捉
え
、
作
老
の
現
実
認
識
と
物
語
創
造
と
を
直
結
し
す
ぎ
て
い
る
点
で

今
井
氏
、
秋
山
氏
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

一
七



『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

四
尚
侍
魔
月
夜
の
意
義

朱
雀
朝
が
桐
壷
朝
、
冷
泉
朝
と
の
本
質
的
差
異
と
し
て
具
体
的
に
ど
う
弱
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
立
后
の
可
能
性
の
強
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
尚
侍
魔
月

夜
に
焦
点
を
当
て
て
み
て
ゆ
く
。

　
ま
ず
、
従
来
不
詳
と
い
う
か
た
ち
で
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
”
尚
侍
〃
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
史
実
よ
り
検
討
し
概
括
す
れ
ば
以
下
の
四
段
階
に
た
ろ
う
。

　
回
名
実
共
に
実
務
的
に
機
能
し
て
い
た
時
期
、
固
専
ら
帝
の
寵
愛
の
対
象
と

し
て
名
目
上
の
尚
侍
と
実
務
中
心
の
尚
侍
と
の
併
任
が
出
現
す
る
時
期
、
団
兼

家
か
ら
道
長
へ
の
よ
り
確
固
た
る
摂
関
体
制
の
あ
り
方
と
乎
応
す
る
か
た
ち
で

　
　
　
　
　
　
＠

皇
妃
へ
の
可
能
性
を
孕
み
つ
つ
あ
る
過
渡
的
た
段
階
（
藤
原
緩
子
の
場
合
）
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

道
長
が
三
、
四
女
を
次
々
に
皇
妃
へ
の
進
路
と
し
て
尚
侍
就
任
さ
せ
た
時
期
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
回
固
は
帝
か
ら
の
寵
愛
が
特
異
で
あ
っ
た
登
子
の

場
合
を
除
い
て
、
全
て
藤
原
氏
の
後
宮
で
の
権
力
掌
握
の
九
め
の
画
策
の
一
環

で
あ
り
、
尚
侍
は
皇
妃
で
も
皇
妃
格
で
も
な
く
、
基
本
的
に
は
官
女
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
尚
侍
縢
月
夜
に
関
し
て
、
従
来
の
后
か
后
で
た
い
か
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

う
論
争
に
対
し
、
後
藤
祥
子
氏
は
歴
史
杜
会
的
側
面
で
の
尚
侍
の
実
態
を
見
究

め
た
上
で
、
な
お
存
在
す
る
尚
侍
騰
月
夜
の
暖
昧
さ
を
指
摘
し
柔
軟
性
を
も
っ

た
解
釈
を
し
て
い
る
点
で
優
れ
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
光
源
氏
と
騰
月
夜
と
の
密
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八

会
露
顕
に
際
し
「
結
婚
問
題
で
は
自
由
た
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
筈
の
尚
侍
」

が
怒
り
を
か
う
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
に
父
右
大
臣
の
野
心
を
捉
え
、
史
実
上

の
団
の
段
階
に
お
け
る
過
渡
的
次
意
味
で
尚
侍
の
も
つ
暖
昧
さ
が
物
語
に
も
反

映
し
た
の
だ
と
解
釈
す
る
。

　
し
か
し
冷
泉
朝
に
お
げ
る
玉
覧
の
尚
侍
就
任
は
そ
の
実
務
的
機
能
を
重
視
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
尚
侍
魔
月
夜
と
の
併
任
の
彬
態
を
な
し
て
お
り
、
同
じ
尚

侍
で
も
両
者
の
形
象
の
意
義
は
異
次
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
作
者
は
特
に
魔
月
夜

に
関
し
て
は
、
皇
妃
へ
の
可
能
性
を
持
ち
っ
っ
あ
る
が
官
女
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う

暖
味
さ
を
物
語
の
中
で
独
自
な
意
義
を
担
う
べ
く
附
与
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
・
当
時
の
歴
史
杜
会
が
写
実
的
に
提
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
反
映

だ
と
短
絡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
密
会
露
顕
時
の
右
大
臣
と
弘
徴
殿
大
后
の

反
応
の
徴
妙
な
違
い
、
と
り
わ
げ
後
者
の
怒
り
の
激
し
さ
で
あ
る
。
こ
れ
を
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

視
し
て
両
者
を
「
右
大
臣
家
」
と
し
て
一
括
し
歴
史
上
の
摂
関
家
の
様
相
と
直

結
し
て
は
な
ら
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
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こ
の
両
者
の
会
話
に
つ
い
て
、
後
藤
氏
と
鈴
木
目
出
男
氏
は
詳
細
に
分
析
し
、

弘
徽
殿
大
后
の
言
葉
に
、
光
源
氏
に
対
す
る
「
嫉
妬
」
　
「
憎
悪
」
と
い
う
感
情

の
比
重
の
大
狂
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
光
源
氏
を
朱
雀
帝
へ
の
謀
叛
心
を

抱
く
者
だ
と
す
る
「
公
憤
」
「
政
治
的
野
望
」
に
連
続
し
て
ゆ
く
過
程
の
論
理

の
不
明
確
さ
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。



　
が
、
し
か
し
そ
の
短
絡
的
現
象
の
原
因
に
っ
い
て
は
、
後
藤
氏
は
「
説
得

力
」
と
し
て
「
逆
上
し
た
言
葉
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
求
め
て
い
る
こ
と
、
ま
た

鈴
木
氏
は
「
物
語
が
政
治
的
要
素
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
作
中

人
物
の
諸
々
の
感
情
が
き
び
し
く
相
対
化
さ
れ
る
と
き
に
は
じ
め
て
人
物
の
意

識
の
背
後
に
顕
現
し
て
く
る
と
い
う
関
係
」
の
上
に
立
っ
た
「
人
物
造
型
の
方

法
」
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
。
却
ち
「
言
葉
の
ユ
ネ
ル
ギ
ー
」

な
る
も
の
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
、
な
ぜ
要
請
さ
れ
て
く
る
の
か
こ

そ
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
「
感
情
が
き
び
し
く
相
対
化
さ
れ
る
と
き
」

と
は
一
体
ど
ん
な
時
な
の
か
、
な
ぜ
須
磨
流
講
前
後
に
「
政
治
的
要
素
」
の
具

体
性
に
欠
く
よ
う
な
物
語
展
開
が
あ
る
の
か
な
ど
が
、
物
語
総
体
の
中
か
ら
解

明
さ
れ
ぬ
限
り
、
有
効
な
説
と
は
い
え
な
い
の
だ
。

　
弘
徴
殿
大
后
の
怒
り
の
本
質
は
、
単
に
個
人
的
な
心
情
や
朱
雀
帝
を
思
う
親

心
ゆ
え
の
嫉
妬
と
い
っ
た
次
元
を
超
え
た
、
光
源
氏
へ
の
敵
対
心
と
見
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
桐
壷
巻
で
の
立
坊
を
め
ぐ
る
第
一
皇
子
と
第
二
皇
子
の

抗
争
以
来
、
弘
徽
殿
大
后
に
一
貫
し
た
姿
勢
、
位
相
な
の
で
あ
る
。
光
源
氏
が

政
治
的
に
有
力
な
存
在
で
あ
る
ゆ
え
に
謀
叛
へ
と
短
絡
さ
せ
失
脚
を
謀
ろ
う
と

す
る
背
後
に
は
、
弘
徴
殿
大
后
の
言
葉
と
し
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い

が
、
政
治
的
側
面
で
脅
威
で
あ
る
以
上
に
現
実
世
俗
秩
序
に
と
っ
て
脅
威
で
あ

る
と
い
う
光
源
氏
の
優
越
性
へ
の
察
知
の
論
理
が
貫
か
れ
て
い
る
。
弘
徽
殿
大

后
と
い
う
存
在
を
し
て
あ
え
て
言
葉
の
論
理
に
不
明
確
さ
を
呈
し
つ
つ
も
激
怒

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
」
に
み
る
物
語
論
理

さ
せ
、
　
「
言
葉
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
要
請
す
る
も
の
は
、
光
源
氏
と
い
う
存
在

を
否
定
し
よ
う
と
ユ
。
ソ
る
力
、
逆
に
言
え
ぱ
光
源
兵
の
優
越
性
を
確
認
し
て
ゆ
く

と
い
う
”
物
語
の
論
理
〃
の
働
き
だ
と
い
え
よ
う
。

朱
雀
帝
膝
月
夜
と
光
源
氏
の
関
係
に
は
寛
大
姦
度
を
一
爪
｝
騰
月
夜
は

官
女
で
あ
る
ゆ
え
に
殊
さ
ら
各
め
る
必
要
差
い
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
晦
弘

徽
殿
大
后
の
激
怒
を
一
層
異
常
な
も
の
と
し
て
印
象
づ
げ
る
と
同
時
に
、
皇
妃

へ
の
可
能
性
を
持
ち
っ
っ
あ
る
が
官
女
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
暖
昧
な
尚
侍
騰
月
夜

の
意
味
は
他
な
ら
ぬ
朱
雀
帝
の
判
断
に
よ
り
そ
の
可
能
性
を
喪
失
し
て
ゆ
く
と

こ
ろ
に
は
、
そ
う
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
朱
雀
帝
と
い
う
存
在
の
不
可
解
さ
を

も
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

　
史
実
上
”
素
腹
の
后
〃
と
い
わ
れ
た
円
融
朝
の
遵
子
立
后
の
例
も
あ
り
・

『
源
氏
物
語
』
で
は
後
に
秋
好
中
宮
が
御
子
な
く
し
て
「
あ
な
が
ち
に
」
立
后

を
成
就
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
た
と
き
、
朱
雀
朝
後
宮
で
他
の
皇
妃
よ

り
寵
愛
の
深
か
っ
た
尚
侍
騰
月
夜
を
御
子
は
な
く
て
も
、
皇
妃
へ
の
可
能
性
を

孕
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
陵
昧
さ
を
発
展
さ
せ
る
か
た
ち
で
、
暖
味
さ
が
あ
る
ゆ

え
に
帝
の
強
力
な
意
志
で
物
語
に
お
い
て
立
后
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
は
全
く
考

え
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
朱
雀
帝
に
は
た
と
え
ぱ
桐
壷
帝
に
貫

か
れ
て
い
た
よ
う
な
強
力
な
意
志
や
独
自
な
資
質
は
附
与
さ
れ
て
い
な
い
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
弱
体
性
の
主
因
が
あ
ろ
う
。

光
源
氏
の
須
麿
流
講
か
ら
帰
京
へ
の
物
語
の
流
れ
と
平
行
し
て
、
故
桐
壷
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

が
朱
雀
帝
の
夢
に
現
わ
れ
た
後
、
こ
の
須
磨
流
講
の
意
味
を
逆
転
さ
せ
る
啓
示

が
働
い
た
か
の
ご
と
く
、
朱
雀
帝
は
光
源
氏
が
「
ま
こ
と
の
犯
し
次
き
に
て
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

く
沈
む
な
ら
ば
、
必
ず
こ
の
む
く
い
有
り
な
む
」
と
悟
り
、
召
還
と
官
位
の
復

帰
の
御
意
を
下
し
、
譲
位
を
覚
悟
す
る
に
至
る
。
こ
の
朱
雀
帝
の
行
為
は
「
朱

雀
帝
は
右
大
臣
方
に
せ
よ
左
大
臣
方
に
せ
よ
、
強
き
意
志
の
中
に
あ
っ
て
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
◎

弱
き
意
志
の
行
き
場
を
失
っ
て
い
る
」
と
い
う
理
由
に
ょ
る
の
で
は
な
し
　
こ

の
召
還
の
御
意
や
譲
位
へ
の
決
心
に
際
し
て
は
、
弘
徽
殿
大
后
で
さ
え
も
あ
わ

て
動
揺
す
る
ば
か
り
で
何
ら
事
態
を
変
更
さ
せ
る
意
志
も
カ
も
持
ち
え
な
か
っ

切
わ
げ
で
あ
る
か
ら
・
そ
の
場
そ
の
場
の
一
一
一
票
欠
物
の
性
格
と
し
て
の
意

志
の
強
弱
を
把
握
す
る
こ
と
は
物
語
に
お
い
て
は
適
当
で
は
友
い
。
近
代
小
説

に
お
げ
る
人
物
の
個
性
や
人
格
を
捉
え
て
ゆ
く
方
法
は
、
　
『
源
氏
物
語
』
に
は

有
効
と
は
い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。

　
朱
雀
帝
の
思
い
に
ー
は
騰
月
夜
へ
の
情
愛
面
に
お
い
て
も
光
源
氏
に
は
か
な
わ

な
い
と
い
う
絶
対
視
と
、
や
は
り
光
源
氏
の
身
分
は
臣
下
た
の
だ
と
い
う
意
識
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が
表
裏
一
体
と
た
っ
て
い
る
屈
折
し
た
低
抗
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
は
効
力
を
持

た
な
い
。
朱
雀
帝
が
光
源
氏
の
優
越
性
に
屑
服
す
る
存
在
た
ら
、
弘
徽
殿
大
后

は
そ
の
優
越
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
、
よ
り
積
極
的
次
存
在
と
し
て
あ
る
の

で
あ
り
、
両
者
と
も
に
光
源
氏
と
の
対
照
を
通
し
て
弱
体
で
あ
る
ゆ
え
ん
が
語

ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
光
源
氏
と
朱
雀
帝
方
の
相
関
に
”
物
語
の
論
理
〃
を
見
る

べ
き
で
は
な
い
か
。
整
言
す
れ
ぱ
、
弘
徽
殿
大
后
は
光
源
氏
の
須
磨
流
講
へ
の
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問
接
的
原
因
を
も
た
ら
し
、
光
源
氏
を
負
の
方
向
に
追
い
や
る
べ
く
機
能
す
る

存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
復
帰
と
い
う
正
の
方
向
に
逆
転
さ
せ
る
べ
く
最
終
的
に

機
能
吻
た
の
が
朱
雀
帝
と
い
う
存
在
で
膏
、
両
者
の
機
能
の
方
向
は
異
な
る

が
・
光
源
氏
の
優
越
性
の
存
在
論
理
を
明
確
に
す
る
と
い
う
点
で
は
同
次
元
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
た
ろ
う
。

　
ま
た
尚
侍
騰
月
夜
の
持
つ
暖
味
さ
は
、
朱
雀
帝
方
の
弱
体
性
を
強
調
し
て
ゆ

く
と
こ
ろ
に
意
義
を
も
っ
た
よ
う
に
、
一
見
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
背
後
に
光
源

氏
の
優
越
性
の
存
在
論
理
を
確
認
し
て
ゆ
く
方
向
に
強
く
働
く
”
物
語
の
論

理
〃
に
呼
応
し
た
造
型
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
史
実
の
尚
侍
の
過
渡
的
た
意
味

で
の
暖
昧
さ
（
団
）
か
ら
も
独
自
な
も
の
で
あ
り
え
て
い
る
。
そ
し
て
朱
雀
帝

の
弱
体
性
は
そ
れ
が
最
も
よ
く
象
徴
さ
れ
る
か
た
ち
で
結
果
的
に
中
宮
不
在
の
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状
況
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
中
宮
不
在
だ
か
ら
即
ち
弱
体
だ
と
判
断
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
女
三
宮
降
嫁
を
め
ぐ
り
、
他
の
婿
が
ね
を
全
て
「
た
だ
人
」
で
あ
る
ゆ
え
に

不
足
と
し
、
臣
下
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
と
超
越
し
た
存
在
と
し
て
の

光
源
氏
が
選
ぱ
れ
て
ゆ
く
過
程
は
、
光
源
氏
を
「
た
だ
人
」
と
す
る
思
い
と

「
光
と
は
こ
れ
を
い
ふ
べ
き
に
や
」
と
い
う
絶
対
讃
美
と
が
表
裏
一
体
と
た
っ

た
朱
雀
院
の
屈
折
し
た
低
抗
意
識
が
過
去
の
重
み
を
背
負
っ
て
語
ら
れ
る
過
程

で
あ
り
・
光
源
氏
の
優
越
性
を
確
認
し
、
相
関
的
に
朱
雀
院
の
弱
体
性
を
確
認



し
て
ゆ
く
”
物
語
の
論
理
〃
が
朱
雀
院
と
い
う
個
の
心
情
を
超
え
て
働
い
て
い

る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

二
、
光
源
氏
の
存
在
論
理

　
朱
雀
朝
の
弱
体
性
を
弱
体
性
と
し
て
対
照
的
に
あ
ら
し
め
て
い
る
光
源
氏
の

優
越
性
と
は
一
体
何
か
。
こ
れ
は
桐
壷
朝
の
特
異
さ
と
も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
０
Ｄ
　
存
在
論
理
と
し
て
の
”
一
世
源
氏
〃

　
ま
ず
光
源
氏
と
い
う
一
世
源
氏
と
史
実
上
の
一
世
源
氏
と
の
差
異
に
触
れ
て

お
く
。
光
源
氏
は
限
り
な
く
皇
位
に
接
近
し
つ
つ
皇
位
に
即
く
こ
と
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

た
。
史
実
上
、
一
旦
臣
下
に
下
っ
た
者
が
再
び
却
位
し
た
例
は
少
な
く
な
い
。

で
は
史
実
の
一
世
源
氏
と
帝
位
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
玉
井

　
＠

力
氏
は

　
「
源
氏
賜
姓
は
皇
子
を
直
接
に
皇
位
継
承
権
を
も
つ
も
の
（
親
王
）
と
一
段

と
低
い
条
件
を
も
っ
も
の
（
源
氏
）
と
に
区
別
し
、
両
者
の
役
割
り
を
明
確

　
に
し
た
」
も
の
で
「
女
御
は
こ
れ
と
深
く
か
か
わ
り
つ
っ
寵
愛
を
賜
姓
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

母
達
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
称
号
と
し
て
、
更
衣
は
そ
れ
以
外
の
『
キ
サ
キ
』

　
の
称
号
と
し
て
設
定
さ
れ
た
」
。
「
嵯
峨
朝
後
宮
は
仁
明
を
擁
す
る
皇
后
橘
嘉

智
子
を
頂
点
と
し
て
、
妃
、
夫
人
、
女
御
．
更
衣
、
そ
し
て
更
衣
が
親
王
の

母
と
源
氏
の
母
と
い
う
よ
う
に
皇
位
継
承
の
序
列
に
し
た
が
っ
て
幾
段
階
に

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

　
も
分
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
」
。

と
し
、
さ
ら
に
「
光
源
氏
の
母
が
更
衣
で
あ
っ
た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
も
い
え
よ
う
」
と
附
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
村
井
康
彦
氏
も

　
　
「
摂
関
盛
期
、
紫
式
部
の
こ
ろ
に
は
更
衣
と
い
っ
て
も
身
分
の
低
い
家
筋
の

　
出
と
は
限
ら
な
く
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
更
衣
所
生
の
皇
子
は
賜
姓
さ
れ
る

　
こ
と
は
あ
っ
て
も
皇
位
に
即
く
こ
と
は
な
い
と
い
う
認
識
は
も
た
れ
て
い
た

　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
光
源
氏
の
母
は
更
衣
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で

　
あ
る
」

と
、
一
層
史
実
と
光
源
氏
の
臣
籍
降
下
と
い
う
結
果
と
の
整
合
性
を
強
調
し
て

い
る
。
両
論
は
『
源
氏
物
語
』
で
第
二
皇
子
が
な
ぜ
源
氏
と
さ
れ
た
か
と
い
う

桐
壷
巻
で
の
緊
張
感
を
読
み
と
ら
ず
に
、
臣
籍
降
下
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し

て
、
そ
れ
が
結
果
的
に
正
し
い
こ
と
を
歴
史
の
側
か
ら
証
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
確
か
に
母
桐
壷
更
衣
の
出
自
、
後
見
が
弱
い
た
め
に
、
皇
子
の
将
来
が
危
倶

さ
れ
る
ゆ
え
立
坊
し
え
な
い
事
情
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
臣
籍
降
下

を
決
定
づ
げ
た
の
で
は
な
い
。
光
源
氏
の
資
質
が
い
か
に
第
一
皇
子
を
凌
ぐ
、

超
世
俗
的
な
「
ゆ
ゆ
し
き
」
ま
で
の
も
の
か
が
強
調
さ
れ
、
帝
位
に
即
げ
ば

「
乱
れ
憂
う
る
こ
と
」
が
起
こ
り
、
か
と
い
っ
て
普
通
の
臣
下
に
は
と
ど
ま
ら

　
ゆ

な
い
、
と
い
う
そ
の
不
可
思
議
な
運
命
に
対
す
る
桐
壷
帝
の
恐
れ
や
察
知
が
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

い
て
、
や
む
な
く
寵
愛
す
る
第
二
皇
子
を
源
氏
と
為
し
た
の
で
あ
る
。
皇
位
に

即
く
こ
と
を
超
え
て
い
る
よ
う
な
資
質
と
同
時
に
即
位
し
え
な
い
断
念
が
示
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

れ
て
い
る
こ
と
で
、
な
に
よ
り
史
実
の
一
世
源
氏
と
は
異
次
る
。
二
世
源
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

光
源
氏
の
単
な
る
「
属
性
」
や
附
与
さ
れ
た
一
条
件
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
臣

籍
降
下
の
様
相
に
光
源
氏
の
存
在
論
理
を
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
彼

の
資
質
が
超
世
俗
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
廷
杜
会
で
生
き
ぬ
く
た
め

の
基
盤
と
し
て
左
大
臣
家
の
娘
と
結
婚
し
、
左
右
大
臣
家
の
抗
争
と
い
う
き
わ

め
て
世
俗
的
政
治
的
な
問
題
に
ま
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

　
皇
位
へ
の
緊
張
感
と
と
も
に
「
世
俗
的
秩
序
や
通
念
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
り

な
が
ら
実
際
に
は
世
俗
的
秩
序
を
領
略
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

で
あ
る
こ
と
が
超
越
的
た
価
値
で
あ
る
」
と
い
う
両
義
性
を
光
源
氏
の
存
在
論

理
と
し
て
”
一
世
源
氏
〃
の
中
に
認
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
＠

　
清
水
好
子
氏
は
「
皇
位
継
承
に
関
す
る
」
準
太
上
天
皇
の
位
を
極
め
る
「
栄

華
コ
ー
ス
」
の
構
想
を
前
提
と
し
、
　
「
血
統
の
上
か
ら
い
っ
て
か
か
る
運
命
を

歩
む
主
人
公
は
源
氏
で
た
け
れ
ぱ
具
合
わ
る
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
で
き
る

だ
げ
皇
統
に
近
い
も
の
と
し
て
一
世
の
源
氏
が
求
め
ら
れ
ね
ぱ
た
ら
な
い
」
，
と

説
く
が
、
準
太
上
帝
と
い
う
位
は
栄
華
の
象
徴
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
り
、
作
者
は

不
可
思
議
た
予
言
の
種
明
か
し
の
た
め
に
物
語
を
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
予
言
の
不
可
思
議
さ
は
そ
の
ま
ま
底
流
し
、
光
源
氏
の
存
在
論
理
と
か

か
わ
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
藤
壷
と
の
犯
し
の
結
果
と
し
て
の
冷
泉
帝
却
位
に
つ
い
て
も
、
　
「
冷
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

帝
は
不
義
の
子
と
い
う
も
の
の
血
統
に
お
い
て
は
い
さ
さ
か
の
不
純
も
狂
い
」

と
か
た
づ
げ
て
し
ま
っ
て
は
、
殊
さ
ら
に
犯
し
が
描
か
れ
る
物
語
の
根
幹
に
触

れ
る
問
題
の
解
明
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
犯
し
が
描
か
れ
る
こ
と
と
併
せ
て
、

一
世
源
氏
を
主
人
公
と
し
た
積
極
的
な
意
義
、
つ
ま
り
独
自
の
”
一
世
源
民
”

像
を
彬
象
し
な
げ
れ
ぱ
た
ら
な
か
っ
た
作
者
の
情
動
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
紫
式
部
が
お
そ
ら
く
自
ら
は
預
り
知
ら
ぬ
皇
位
継
承
問
題
に
、
否
そ
れ
を
め

ぐ
る
緊
張
感
に
た
ぜ
一
つ
の
焦
点
を
当
て
物
語
の
骨
子
と
す
る
の
か
と
い
う
、

血
統
や
階
層
の
問
題
を
超
え
た
物
語
文
学
創
造
の
謎
の
解
明
に
と
っ
て
、
存
在

論
理
と
し
て
の
独
自
な
”
一
世
源
氏
〃
の
意
義
を
見
て
お
く
こ
と
は
無
意
味
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

の
藤
壷
と
の
犯
し
の
意
義

光
源
氏
と
藤
壷
の
犯
し
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
罪
が
い
か
な
る
も
の
か
幾
つ

か
の
論
争
点
が
あ
る
が
、
今
そ
の
問
題
に
は
触
れ
ず
、
藤
壷
と
の
狙
し
と
直
後

の
夢
、
そ
し
て
藤
壷
立
后
と
冷
泉
帝
立
坊
へ
の
物
語
展
開
を
中
心
に
、
そ
こ
に

光
源
氏
の
存
在
論
理
が
ど
の
よ
う
に
浮
か
び
あ
が
る
か
を
考
察
し
た
い
。

　
犯
し
に
つ
い
て
罪
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
だ
が
、
同
時
に
こ
の

犯
し
は
二
兀
的
に
提
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
っ
ま

　
　
　
　
　
　
＠

り
い
わ
ゆ
る
密
通
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
、
そ
の
時
藤
壷
が
懐
妊
し
た
御
子

が
却
位
し
て
ゆ
く
段
階
と
が
あ
り
、
こ
の
、
皇
統
譜
侵
犯
へ
発
展
し
て
ゆ
く
こ



と
が
特
徴
な
の
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ぱ
、
こ
の
犯
し
は
御
子
懐
妊
の
た
め
に
こ

そ
描
か
れ
る
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
藤
壷
と
の
密
会
が
若
紫
巻
以
前
に

あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
い
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
の
懐
妊
に
っ
い
て
で
あ
る
が
、
藤
壷
の
懐
妊
の
証
し
や
そ
れ
が
光

源
氏
の
御
子
で
あ
る
と
い
う
証
し
は
地
の
文
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
清

　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
＠

水
好
子
氏
と
永
井
和
子
氏
は
詳
細
に
た
ど
っ
た
。
　
「
光
の
夢
を
信
じ
る
主
観
」

と
紅
葉
賀
で
の
光
源
氏
の
異
例
の
加
階
に
窺
え
る
「
具
体
的
な
宮
廷
の
地
位
や

声
望
に
支
え
ら
れ
た
客
観
」
の
両
面
か
ら
「
天
子
の
父
」
に
ふ
さ
わ
し
い
準
太

上
帝
へ
の
道
を
歩
む
べ
く
確
固
た
る
光
源
氏
像
が
描
か
れ
て
く
る
と
清
水
氏
は

捉
、
又
、
御
子
誕
生
以
後
に
は
光
源
氏
は
「
畏
怖
や
玖
し
さ
を
感
じ
る
」
よ
り

「
運
命
に
対
す
る
感
動
」
が
強
く
な
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
永
井
氏
も
「
天
啓
」

で
あ
る
「
源
氏
の
夢
こ
そ
が
こ
の
す
べ
て
を
説
明
し
っ
く
す
」
と
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
人
物
の
主
観
な
る
も
の
を
ど
れ
ほ
ど
明
確
に
読
み
う
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
杉
山
康
彦
氏
が
光
源
氏
の
思
惟
に
つ
い
て
は
先
の
二
者

の
論
同
様
に
、
夢
を
「
自
分
の
意
図
を
超
え
た
も
の
」
「
ひ
と
つ
の
宿
世
」
と

し
て
重
視
し
、
光
源
氏
が
自
分
の
御
子
懐
妊
の
こ
と
を
判
断
し
て
ゆ
く
「
基

層
」
な
の
だ
と
す
る
こ
と
に
は
賛
同
し
き
れ
ぬ
が
、
同
氏
の
藤
壷
の
意
識
へ
の

考
察
の
し
方
は
重
要
で
あ
る
。

　
「
あ
さ
ま
し
か
り
し
と
か
い
か
な
ら
む
と
か
あ
や
し
と
思
へ
と
と
い
う
あ
い

　
ま
い
な
こ
と
ぱ
の
含
む
両
義
性
を
読
者
が
意
識
下
に
読
み
解
い
て
い
く
、
そ

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

　
れ
が
そ
の
ま
ま
藤
壷
の
深
層
の
お
そ
れ
と
疑
い
を
表
現
す
る
」

と
、
杉
山
氏
は
文
体
を
分
析
し
文
章
の
拮
抗
、
連
接
関
係
と
主
体
の
意
識
及
び

読
者
の
意
識
と
を
同
時
進
行
的
に
か
か
わ
ら
せ
て
、
そ
こ
で
何
が
語
ら
れ
て
ゆ
，

く
か
を
説
こ
う
と
す
る
。
物
語
の
人
物
の
「
深
層
」
を
論
じ
る
点
は
賛
同
し
え

ぬ
と
こ
ろ
だ
が
、
叙
述
の
暖
味
さ
を
暖
味
さ
と
し
て
見
直
し
、
そ
れ
が
ど
う
い

う
意
味
小
を
考
察
す
る
方
法
は
重
要
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
方
法
は
光
源

氏
の
意
識
へ
の
考
察
の
場
合
に
も
応
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
予
言

を
プ
ロ
ツ
ト
と
し
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
夢
の
内
容
を
推
定
し
た
り
、
夢
を
検

討
す
る
必
要
も
な
い
と
い
う
ほ
ど
絶
対
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
回
避
し
て
、
や

は
り
夢
の
暖
味
さ
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
若
紫
巻
の
段
階
で
は
光
源
氏
の
見
た
夢
と
藤
壷
の
懐
娃
と
は
明
瞭
な
意

味
と
し
て
ま
だ
結
び
つ
い
て
は
こ
な
い
の
で
あ
り
、
紅
葉
賀
巻
の
状
況
を
重
ね

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
結
び
っ
く
の
で
は
な
い
か
。
光
源
氏
と
藤
壷

の
視
点
、
言
動
に
加
え
て
桐
壷
帝
の
そ
れ
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
桐
壼
帝
が
光
源
氏
と
誕
生
し
た
御
子
の
相
似
に
つ
い
て
「
『
兄
弟
だ
か
ら
』

と
は
思
わ
ず
に
『
並
び
な
き
ど
ち
』
が
似
る
の
だ
と
思
う
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て

　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
る
」
こ
と
や
、
光
源
氏
と
御
子
に
「
同
じ
光
」
を
認
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
後
に
光
源
氏
の
心
情
が
「
恐
ろ
し
う
も
、
か
た
じ
げ
な
く
も
、
嬉
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

も
、
あ
は
れ
に
も
、
か
た
ム
＼
移
ろ
ふ
心
地
し
て
涙
も
落
ち
ぬ
べ
し
」
と
語
ら

れ
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
心
情
は
「
畏
怖
や
次
し
さ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
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或
い
は
「
原
理
的
に
『
罪
の
意
識
』
と
し
て
の
意
義
を
担
い
え
て
い
る
」
　
「
お

ほ
げ
な
し
」
と
い
う
「
親
密
な
間
柄
に
お
い
て
、
そ
の
親
密
さ
故
に
抱
か
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
ら
な
か
っ
た
他
者
に
対
す
る
自
己
の
非
な
る
こ
と
の
意
識
」
で
は
捉
え
き
れ

ぬ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
「
天
子
の
父
に
近
づ
く
一
歩
と
し
て
」
　
「
お
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
将
来
に
期
待
を
も
っ
」
ゆ
え
で
あ
る
と
す
る
に
も
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
を
単

独
で
扱
う
の
で
は
な
く
、

　
「
源
氏
の
君
そ
っ
く
り
で
あ
る
と
い
う
発
見
が
、
立
坊
な
し
え
た
か
っ
た
源

　
氏
の
君
の
か
わ
り
に
若
宮
の
立
坊
を
く
わ
だ
て
る
帝
の
決
意
へ
と
つ
づ
い
て

　
　
＠

　
ゆ
く
」

　
と
し
て
桐
壷
帝
の
判
断
に
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
た
い
。

　
物
語
に
は
桐
壷
帝
が
こ
こ
で
、
こ
の
若
宮
を
す
ぐ
立
坊
さ
せ
よ
う
と
言
っ
た

の
で
光
源
氏
は
「
嬉
し
く
も
、
あ
は
れ
に
も
－
・
」
と
思
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い

な
い
し
、
ま
た
光
源
氏
が
や
が
て
桐
壷
帝
は
こ
の
若
宮
を
邸
位
さ
せ
る
お
つ
も

り
だ
ろ
う
と
推
測
し
た
の
で
「
嬉
し
く
も
、
あ
は
れ
に
も
…
」
と
思
っ
た
と
も

書
か
れ
て
は
い
な
い
。
藤
壷
に
し
て
も
然
り
で
あ
る
。
明
確
に
人
物
の
心
情
や

意
図
の
交
換
は
描
か
れ
ず
、
こ
の
陵
味
さ
が
む
し
ろ
緊
張
関
係
を
生
み
出
し
、

物
語
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
力
、
　
”
物
語
の
論
理
〃
を
彩
成
し
て
く
る
の
で
は
な

い
か
。

　
こ
の
犯
し
の
段
階
や
発
展
性
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
若
紫
巻
で
は
連
結
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

て
い
な
か
っ
た
藤
壷
の
懐
妊
と
光
源
氏
の
見
た
夢
と
が
、
紅
葉
賀
巻
で
桐
壷
帝

が
若
宮
の
中
に
光
源
氏
と
「
同
じ
光
」
を
察
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
連

結
し
、
藤
壷
の
宿
し
た
御
子
は
光
源
氏
の
胤
で
あ
り
、
そ
の
御
子
は
や
が
て
立

坊
し
即
位
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
一
っ
の
意
味
と
し
て
緊
張
感
を
も
ち
な
が
ら

徐
々
に
鮮
明
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
も

『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
犯
し
と
は
異
質
で
あ
る
。

　
そ
し
て
若
宮
の
立
坊
が
殆
ん
ど
決
定
的
で
あ
る
事
は
、
藤
壷
の
立
后
が
あ
り
、

光
源
氏
が
「
お
ほ
や
げ
ご
と
知
り
給
ふ
す
ぢ
な
ら
ぬ
」
源
氏
で
は
た
く
、
　
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

将
」
と
し
て
冷
泉
帝
の
後
見
に
位
置
付
げ
ら
れ
る
過
程
か
ら
窺
え
る
。
こ
こ
に

は
桐
壷
帝
の
若
官
立
坊
へ
の
願
望
の
強
さ
が
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
　
「
参
議
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

任
の
大
将
と
い
う
史
実
上
目
常
に
お
い
て
あ
り
え
ぬ
官
歴
」
を
経
て
ゆ
く
光
源

氏
が
、
や
は
り
一
般
の
一
世
源
氏
で
は
な
い
独
自
性
を
も
つ
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
藤
壷
と
光
源
氏
の
犯
し
に
皇
統
譜
侵
犯
へ
の
方
向
を
与
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

べ
く
齢
齢
か
か
の
は
桐
壷
帝
の
強
き
意
志
や
願
望
な
の
で
あ
る
。
「
機
能
す
る
」

と
は
厳
密
に
い
え
ぱ
、
筋
や
因
果
関
係
を
明
示
し
な
い
暖
味
た
叙
述
の
物
語
に

対
時
す
る
読
者
が
、
懐
妊
、
夢
、
桐
壷
帝
の
察
知
と
い
う
三
っ
の
事
象
を
交
叉

さ
せ
一
つ
の
意
味
と
し
て
、
つ
ま
り
皇
統
譜
侵
犯
の
方
向
へ
読
み
進
め
る
と
き
、

読
者
の
意
識
に
お
い
て
桐
壷
帝
の
察
知
が
確
か
な
指
標
と
し
て
機
能
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。



　
そ
し
て
こ
の
方
向
づ
げ
る
カ
、
三
っ
を
交
叉
さ
せ
る
力
が
”
物
語
の
論
理
〃

で
あ
り
、
暖
味
な
叙
述
の
む
こ
う
に
脈
打
っ
物
語
か
ら
の
要
請
と
そ
れ
へ
の
読

　
　
、
　
　
、

者
の
合
意
に
よ
っ
て
移
成
さ
れ
る
カ
で
あ
る
と
捉
え
た
い
。
こ
れ
は
登
場
人
物

の
個
と
し
て
の
心
情
や
意
志
に
還
元
し
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

超
え
て
貫
か
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
合
意
」
の
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
桐
壷
帝

が
若
宮
の
中
に
光
源
氏
と
「
同
じ
光
」
を
察
知
し
た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
つ

ま
り
立
坊
で
き
る
資
質
を
も
ち
な
が
ら
も
立
坊
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

と
い
う
独
自
な
”
一
世
源
氏
”
光
源
氏
の
存
在
論
理
が
「
合
意
」
の
核
に
あ
る
。

ゆ
え
に
”
物
語
の
論
理
〃
と
は
即
ち
光
源
氏
の
存
在
論
理
を
確
認
し
て
ゆ
く
カ
、

過
程
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
か
ら
桐
壷
朝
の
特
異
さ
の
本
質
と
光
源
氏
の
存
在
論
理
は
不
即
不
離
の

も
の
だ
と
い
え
る
。
桐
壷
巻
で
描
か
れ
た
光
源
氏
の
「
ゆ
ゆ
し
き
」
ま
で
の
資

質
が
犯
し
を
め
ぐ
る
紀
葉
賀
巻
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
そ
れ
を
証

明
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

三
、
六
条
院
世
界
の
存
在
論
理

　
女
三
宮
降
嫁
が
光
源
氏
の
方
向
へ
強
く
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
光
源

氏
が
自
ら
提
案
し
た
女
三
宮
の
冷
泉
帝
後
宮
へ
の
入
内
案
を
再
び
撤
回
し
て
ゆ

く
過
程
に
窺
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
光
源
氏
に
と
っ
て
、
ま
た
六
条
院
世
界
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
『
源
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こ
こ
で
い
う
六
条
院
世
界
と
は
四
方
四
季
の
館
と
い
う
物
理
的
空
問
や
そ
こ

に
過
去
に
交
渉
し
た
女
性
た
ち
を
配
す
と
い
う
構
図
を
さ
す
だ
げ
で
な
く
、
そ

れ
ら
が
あ
る
べ
き
状
態
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
っ
ま
り
具
体
的
に
は
宮
廷
と

の
緊
張
関
係
の
保
持
と
確
固
た
る
政
治
的
基
盤
の
も
と
に
１
「
生
活
を
璽
術
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

生
を
美
に
煉
成
し
よ
う
と
す
る
事
」
、
「
み
や
び
の
業
」
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
で
一

あ
る
。

　
ｏ
ｏ
　
秋
好
中
宮
と
玉
童
の
意
義

　
乙
女
巻
で
六
条
院
の
完
成
と
殆
ん
ど
同
時
に
も
う
一
人
の
女
と
し
て
導
入
さ

れ
る
玉
覧
、
ま
た
玉
覧
が
六
条
院
か
ら
退
出
し
た
後
に
降
嫁
し
て
く
る
女
三
宮

の
意
義
を
考
え
た
と
き
、
両
者
が
六
条
院
世
界
の
あ
り
方
と
密
接
な
関
係
に
あ

り
、
光
源
氏
の
存
在
論
理
と
も
通
ず
る
こ
と
が
予
想
で
ぎ
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
六
条
院
世
界
の
養
女
と
し
て
の
玉
童
の
性
格
を
先
行
す
る
か

た
ち
で
担
っ
て
い
た
秋
好
中
宮
に
つ
い
て
触
れ
る
。
賢
木
巻
で
既
に
光
源
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

秋
好
中
宮
へ
の
懸
想
は
「
癖
」
の
発
動
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
が
、
こ
れ
は

そ
の
ま
ま
男
女
関
係
に
開
か
れ
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
光
源
氏
は
懸
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
秘
め
な
が
ら
養
い
親
と
し
て
、
秋
好
中
宮
を
冷
泉
帝
の
「
か
し
づ
き
ぐ
さ
」

た
る
べ
く
入
内
さ
せ
る
。
そ
こ
に
は
、
六
条
御
息
所
か
ら
運
言
と
し
て
後
見
を

　
　
　
　
ゆ

依
頼
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
懸
想
へ
の
自
已
規
制
と
、
子
が
少
な
い
と
い
う
政
治

　
　
　
　
　
　
ゆ

的
側
面
で
の
不
利
を
補
う
意
味
を
含
ん
だ
政
治
的
企
図
へ
の
決
断
が
あ
る
。
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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ゆ

ら
に
薄
雲
巻
で
二
条
院
に
秋
頃
、
里
帰
り
し
た
秋
好
中
宮
を
「
む
げ
の
親
ざ
ま
」

で
も
て
な
し
て
、
　
「
こ
の
門
ひ
ろ
げ
さ
せ
給
ひ
て
」
明
石
姫
君
を
「
か
ず
ま
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

さ
せ
給
へ
」
と
「
は
か
ぱ
か
し
き
方
の
望
み
」
を
依
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

秋
好
中
宮
の
政
治
的
側
面
で
の
位
相
が
際
立
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
「
は
か
ば
か
し
き
方
の
望
み
」
と
は
別
に
、
　
「
心
の
ゆ
く
事

も
し
侍
り
し
が
た
」
と
、
続
い
て
春
秋
論
が
持
ち
出
さ
れ
、
し
か
も
秋
好
中
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
「
露
（
母
）
の
よ
す
が
」
と
し
て
秋
に
心
を
寄
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、

光
源
氏
の
望
む
「
心
ゆ
く
事
」
が
六
条
御
息
所
の
鎮
魂
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る

「
み
や
び
の
業
」
の
理
念
を
中
心
と
し
た
六
条
院
構
想
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
秋
好
中
宮
が
宮
廷
に
関
与
し
つ
つ
六
条
院
構
想
の
中
軸
と
し
て
の
位
置

を
占
め
て
ゆ
く
だ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
秋
好
中
宮
は
六
条
院
世

界
造
営
の
基
盤
と
た
る
冷
泉
朝
を
支
え
て
ゆ
く
と
い
う
、
六
条
院
世
界
と
冷
泉
・

朝
の
相
互
の
緊
張
関
係
そ
の
も
の
を
担
い
象
徴
す
る
位
相
に
あ
る
。
乙
女
巻
で

の
御
子
次
く
し
て
の
秋
好
中
宮
の
立
后
は
こ
の
位
相
を
補
強
す
る
た
め
に
こ
そ

強
行
さ
れ
た
と
い
え
る
。
秋
好
中
宮
の
入
内
か
ら
立
后
に
関
す
る
光
源
氏
の
あ

り
方
は
一
見
、
摂
関
家
の
策
謀
を
髪
露
セ
さ
せ
る
よ
う
だ
が
、
冷
泉
朝
が
光
源

氏
と
藤
壷
の
犯
し
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
　
「
心
の
ゆ
く

事
」
と
い
う
六
条
院
構
想
現
実
化
へ
の
光
源
氏
の
願
い
に
重
点
が
置
か
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
も
史
実
の
摂
関
家
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
光
源
氏
の
色
好
み
の
あ
り
方
と
し
て
、
　
「
癖
」
の
発
動
に
よ
る
懸
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

が
回
顧
的
性
質
を
帯
び
、
激
し
さ
を
欠
き
、
男
女
関
係
に
発
展
し
て
い
か
た
く

　
　
　
　
＠

な
る
こ
と
は
、
光
源
氏
の
衰
退
を
語
る
の
で
は
な
く
、
六
条
院
構
想
に
ふ
さ
わ

し
く
色
好
み
が
変
容
す
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
政
治
的
後
見
と

い
う
要
素
も
加
わ
っ
て
ゆ
く
ゆ
え
に
屈
折
し
て
ゆ
く
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
屈

折
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
恋
か
っ
た
懸
想
を
あ
ら
た
に
「
み
や
び
の
業
」
の
中
に

発
展
さ
せ
る
べ
く
六
条
院
世
界
に
玉
こ
が
導
入
さ
れ
る
と
い
え
る
が
や
は
り
政

治
的
役
割
も
結
果
的
に
担
わ
さ
れ
る
わ
げ
で
、
玉
簑
は
「
み
や
び
の
業
」
と
政

治
的
側
面
と
の
両
面
で
の
「
く
さ
は
ひ
」
で
あ
っ
た
。

　
玉
童
の
政
治
的
役
割
は
、
ま
ず
尚
侍
就
任
に
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
瀧
月
夜
尚

侍
と
の
併
任
で
あ
り
、

　
「
尚
侍
の
も
つ
皇
妃
的
で
あ
り
な
が
ら
皇
妃
で
な
い
性
質
を
利
用
し
て
、
内

　
大
臣
側
の
弘
徴
殿
女
御
と
も
、
又
源
氏
自
身
が
後
見
す
る
秋
好
中
宮
と
も
真

　
向
か
ら
は
対
立
し
た
い
立
場
に
立
た
せ
て
、
冷
泉
帝
後
宮
へ
の
布
石
と
す
る

　
一
方
、
求
婚
者
達
の
手
だ
し
は
封
じ
て
白
分
自
ら
の
為
に
は
余
裕
を
残
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
お
こ
う
と
す
る
無
上
の
策
」

で
あ
っ
た
、
い
わ
ば
「
み
や
び
の
業
ら
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
、

或
い
は
そ
の
限
界
点
と
政
治
的
企
図
と
の
接
点
に
生
み
出
さ
れ
た
尚
侍
就
任
で

あ
る
。
そ
れ
は
若
菜
巻
で
光
源
氏
が
柏
木
と
密
会
し
て
い
た
女
三
宮
を
玉
箒
と

　
　
　
ゆ

比
較
し
て
、
玉
雪
の
出
自
が
た
い
し
て
良
く
た
か
っ
た
こ
と
ぽ
「
く
さ
は
ひ
」

と
し
て
扱
い
や
す
く
す
る
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
、
玉
覧
に
才
気
が
あ
っ
た
こ
と
、



自
分
の
懸
想
に
対
し
て
全
く
拒
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
全
く
摩
い

て
し
ま
う
の
で
も
な
く
実
に
穏
や
か
に
ふ
る
ま
っ
た
こ
と
な
ど
の
点
を
「
み
や

び
の
業
」
を
解
す
る
素
質
と
し
て
、
ま
た
女
の
身
の
処
し
方
の
手
本
と
し
て
評

　
　
　
　
＠

価
す
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
玉
童
は
最
終
的
に
光
源
氏
の
予
想
外
の
と
こ
ろ
で
髭
黒
の
正
妻
と
な
る

が
、
若
菜
巻
で
玉
童
が
光
源
氏
を
生
み
の
親
で
あ
る
内
大
臣
以
上
に
敬
愛
す
る

様
子
か
ら
、
　
「
血
縁
関
係
上
で
は
頭
中
将
側
に
牽
引
さ
れ
る
は
ず
の
髭
黒
が
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

源
氏
の
権
勢
下
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
る
仕
組
み
」
が
見
ら
れ
、
玉
髭
が
六
条
院
退

出
後
に
も
、
六
条
院
世
界
の
政
治
的
基
盤
の
補
強
に
機
能
し
続
げ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
こ
の
玉
童
が
光
源
氏
の
権
勢
側
に
っ
く
原
因
の
中
で
、
よ
り
光
源
氏
の
政
治

的
企
図
と
し
て
考
え
ら
れ
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
養
女
玉
髪
が
実
は
内
大
臣
の

娘
で
あ
っ
た
と
い
う
素
姓
を
内
大
臣
に
う
ち
あ
げ
て
裳
着
式
の
腰
結
を
依
頼
し
、

し
か
も
そ
の
時
点
で
は
尚
侍
出
仕
の
意
向
を
ま
だ
内
大
臣
に
は
告
げ
な
い
、
と

い
う
よ
う
に
「
玉
童
の
父
権
が
源
氏
に
あ
り
、
内
大
臣
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
い
う
こ
と
を
天
下
に
公
に
し
た
」
上
で
玉
童
を
自
由
に
扱
っ
て
ゆ
げ
る
関
係

が
生
み
出
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
血
縁
を
無
視
し
た
仮
構
の
父
娘
関
係
を
有
効
な

も
の
と
し
て
公
認
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
玉
賛
を
め
ぐ
っ
て
の
「
み
や
び
の

業
」
と
政
治
的
企
図
が
複
合
し
て
い
る
様
相
と
共
に
－
、
仮
構
を
有
効
な
も
の
と

し
て
価
値
転
換
し
て
ゆ
く
点
を
六
条
院
世
界
の
独
自
性
だ
と
捉
え
う
る
。

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

　
こ
の
よ
う
に
六
条
院
の
養
女
は
光
源
氏
の
色
好
み
の
変
容
と
六
条
院
世
界
の

政
治
的
基
盤
の
補
強
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
。

　
の
女
三
宮
と
の
婚
儀

　
女
三
宮
降
嫁
の
時
点
に
お
い
て
、
Ｏ
り
で
述
べ
た
要
請
は
み
ご
と
に
結
実
し
て

い
る
。
つ
ま
り
六
条
院
世
界
は
冷
泉
朝
の
権
威
と
次
代
の
国
母
と
な
ろ
う
明
石

姫
君
の
存
在
、
そ
し
て
明
石
姫
君
の
最
大
の
後
見
的
存
在
と
な
る
べ
き
夕
霧
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

髭
黒
の
連
繋
の
体
制
な
ど
の
確
固
た
る
政
治
的
基
盤
の
上
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

栄
牽
は
藤
裏
葉
巻
大
団
円
の
延
長
線
上
に
ゆ
る
ぎ
な
く
極
ま
っ
て
い
る
。

　
ま
た
「
宮
中
以
上
の
芸
道
水
準
を
誇
り
得
る
か
の
よ
う
」
で
あ
る
こ
と
が

「
女
楽
」
を
め
ぐ
っ
て
示
さ
れ
、
　
「
最
高
度
の
く
文
明
性
Ｖ
を
発
顕
し
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

く
世
界
Ｖ
の
中
心
点
と
し
て
の
、
朝
廷
を
越
え
る
実
質
的
権
威
」
は
六
条
院
世

界
の
独
自
な
存
在
論
理
で
あ
ろ
う
。

　
常
に
宮
廷
を
支
え
、
支
え
ら
れ
る
と
い
う
相
互
の
緊
張
関
係
を
持
っ
て
お
り
、

実
質
的
に
そ
の
権
威
や
文
明
性
は
宮
廷
を
凌
ぐ
に
も
か
か
わ
ら
ず
遂
に
宮
廷
、

皇
系
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
世
界
が
六
条
院
世
界
な
の
で
あ
り
、
こ
の
両

義
性
の
中
に
む
し
ろ
独
自
な
輝
き
を
増
す
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
り
方
は
ま
さ
に
、

光
源
氏
の
存
在
論
理
と
合
致
し
た
六
条
院
世
界
の
存
在
論
理
だ
と
い
え
る
。

　
こ
の
存
在
論
理
は
女
三
宮
降
嫁
の
過
程
に
貫
か
れ
、
光
源
氏
と
女
三
宮
の
婚

儀
の
形
態
の
特
異
さ
に
も
表
わ
れ
る
。
つ
ま
り
準
太
上
帝
と
内
親
王
の
婚
儀
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

女
三
宮
の
六
条
院
入
り
の
儀
が
入
内
の
形
態
に
基
づ
い
て
い
る
一
方
、
準
太
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

帝
の
光
源
氏
は
あ
く
ま
で
臣
下
と
し
て
処
し
た
と
い
う
こ
と
や
、
ま
た
こ
の
こ

と
と
逆
に
、
完
全
に
女
御
入
内
の
様
式
に
従
っ
て
光
源
氏
が
「
昼
の
通
い
」
を

　
＠

し
た
こ
と
な
ど
に
「
め
づ
ら
し
き
御
中
の
あ
は
ひ
ど
も
」
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
、
臣
下
で
あ
り
っ
っ
超
越
的
な
資
質
を
有
す
る
独
自
な
”
一
世
源

氏
。
の
存
在
論
理
が
捉
え
ら
れ
、
ま
た
両
者
の
結
合
の
比
類
な
き
輝
か
し
さ
は

宮
廷
と
緊
張
関
係
を
保
持
し
続
げ
る
べ
く
あ
る
六
条
院
世
界
の
存
在
論
理
に
も

か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
女
三
宮
の
冷
泉
帝
後
宮
へ
の
入
内
案
は

　
「
冷
泉
帝
と
い
う
源
氏
の
血
の
流
れ
を
受
け
る
皇
系
そ
の
も
の
が
、
女
三
宮

　
と
い
う
他
の
皇
系
を
自
己
の
側
に
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
皇
系
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
拡
犬
存
続
を
図
る
と
い
う
あ
り
方
を
意
味
す
る
」

は
ず
だ
が
、
そ
の
入
内
案
を
光
源
氏
自
ら
撤
回
す
る
こ
と
は
、
光
源
氏
を
そ
し

て
六
条
院
世
界
を
皇
系
そ
の
も
の
で
は
た
く
、
そ
の
周
囲
に
緊
張
関
係
を
持
つ

存
在
と
し
て
位
置
づ
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
臣
籍
降

下
、
冷
泉
帝
譲
位
の
意
向
を
辞
退
し
た
こ
と
な
ど
に
象
徴
的
で
あ
っ
た
独
自
な

”
一
世
源
氏
〃
の
存
在
論
理
が
、
ま
た
六
条
院
世
界
の
存
在
論
理
が
確
認
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
『
源
氏
物
語
』
が
こ
だ
わ
り
続
け
る
の
は
、
比
類
な
き
栄
華
や
準
太
上
帝
と

い
う
位
で
も
な
く
、
ま
た
帝
位
そ
の
も
の
や
「
他
の
皇
系
の
吸
収
」
な
の
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

な
い
。
ま
た
一
、
四
で
、
光
源
氏
の
優
越
性
の
確
認
と
相
関
的
に
朱
雀
院
の
弱

体
性
の
確
認
が
な
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
た
よ
う
に
、

　
「
六
条
院
源
氏
は
最
早
世
俗
の
場
に
お
い
て
完
全
に
相
対
化
さ
れ
、
　
『
皇
系

　
の
芯
』
か
ら
永
遠
に
隔
絶
し
『
皇
系
を
と
り
ま
く
立
場
』
に
自
己
を
相
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
に
位
置
づ
げ
る
段
階
に
至
っ
た
」

　
と
し
て
「
虚
弱
で
不
完
全
」
な
朱
雀
朝
が
「
『
選
ぶ
者
』
の
絶
対
性
」
に
転

換
す
る
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
た
だ
、
女
三
宮
と
の
婚
儀
は
葵
上
と
の
そ
れ
以
来
の
正
式
な
婚
姻
で
あ
り
、

光
源
氏
が
正
妻
を
欲
し
た
と
は
い
い
が
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
女

三
宮
を
正
妻
と
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
は
別
の
問
題
が
孕
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
こ
こ
に
光
源
氏
に
と
っ
て
本
来
的
で
は
た
い
世
俗
的
秩
序
や
世
俗
的
価
値

観
が
も
ち
込
ま
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
光
源
氏
と
女
三
宮
が
登
場
し
な
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ま
、
両
老
が
概
念
と
し
て
左
中
弁
や
乳
母
の
間
で
話
題
と
さ
れ
、
　
「
準
太
上
帝

光
源
氏
に
ふ
さ
わ
し
い
身
分
の
方
が
正
妻
と
し
て
お
い
で
に
な
ら
な
い
」
と
い

う
世
俗
的
価
値
観
に
よ
る
光
源
氏
評
や
六
条
院
世
界
評
が
う
ち
出
さ
れ
て
く
る

状
況
が
一
方
に
あ
る
。

　
光
源
氏
の
存
在
論
理
に
か
な
っ
て
い
る
は
ず
の
女
三
宮
と
の
結
合
が
正
式
な

婚
儀
を
必
須
と
し
、
結
果
的
に
世
俗
的
価
直
観
に
沿
う
こ
と
に
も
た
っ
て
い
る

と
い
う
あ
や
に
く
さ
に
っ
い
て
は
容
易
に
論
じ
て
し
ま
え
な
い
。
が
こ
れ
は
、

女
三
宮
と
い
う
存
在
の
本
質
、
と
り
わ
げ
血
縁
の
面
で
「
紫
の
ゆ
か
り
」
で
は



あ
る
が
実
態
は
「
片
な
り
」
で
あ
る
と
い
う
問
題
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

に
”
物
語
の
論
理
”
自
体
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
く
る
主
題
性
の
質
転
換

（
一
部
世
界
か
ら
の
暗
転
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
）
を
予
測
し
て
お
き

た
い
。

四
、
　
〃
物
語
の
論
理
”

ま
と
め
に
代
え
て

　
女
三
宮
が
光
源
氏
へ
降
嫁
す
る
原
因
は
や
は
り
若
菜
巻
の
文
脈
を
精
級
に
。
分

析
し
て
も
見
出
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
須
磨
流
講
、
藤
壷
と
の
犯
し
と
い

う
物
語
の
主
軸
部
分
に
は
か
え
っ
て
暖
昧
な
表
現
が
目
立
ち
、
作
中
人
物
の
個

の
意
志
や
心
情
に
そ
の
物
語
展
開
の
原
因
を
求
め
尽
く
せ
ぬ
不
透
明
さ
が
若
菜

巻
同
様
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
不
透
明
さ
を
支
え
て
一
つ
の
方
向

に
向
か
わ
せ
る
力
が
働
く
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
そ
の
力
を
”
物
語
の
論
理
〃

と
捉
え
た
。
そ
れ
は
桐
壷
巻
以
来
の
独
自
な
”
一
世
源
氏
〃
光
源
氏
の
存
在
論

理
を
確
認
し
て
ゆ
く
力
で
あ
り
、
（
相
関
的
に
朱
雀
院
の
弱
体
性
を
確
認
す
る
）
、

女
三
宮
降
嫁
も
こ
の
力
に
よ
っ
て
展
開
す
る
（
物
語
の
奥
深
く
か
ら
の
要
請
に

応
え
る
べ
く
読
者
に
読
ま
れ
る
）
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
”
物
語
の
論
理
〃
と
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
自
身
も
明
確

に
認
識
し
て
い
る
と
は
い
い
き
れ
ぬ
物
語
と
い
う
虚
構
世
界
の
生
命
、
自
律
性

と
い
う
意
味
で
”
物
語
の
意
志
〃
と
も
い
え
よ
う
。
　
『
源
氏
物
語
』
は
確
か
に

随
所
に
当
代
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち
え
て
お
り
、
そ
れ
が
文
学
と
し
て
有
機
的

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
機
能
し
て
い
る
。
ま
た
螢
の
巻
の
物
語
論
に
お
い
て
も
そ
れ
は
認
め
ら
れ
、

子
女
の
読
み
も
の
と
定
義
す
る
中
に
こ
そ
、
か
え
っ
て
物
語
文
学
へ
の
作
者
の

衿
侍
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
単
な
る
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
超
え
た
独
自
な
王
朝
、

尚
侍
、
　
”
一
世
源
氏
”
の
造
型
を
総
合
的
に
捉
え
た
と
き
、
果
し
て
作
者
は
現

実
を
捉
え
直
す
た
め
だ
け
に
こ
の
物
語
を
創
造
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
、
紫

式
部
の
虚
構
意
識
、
創
造
へ
の
情
動
と
目
的
に
深
い
疑
間
が
湧
く
。

　
『
紫
式
部
目
記
』
や
『
紫
式
部
集
』
に
は
宮
仕
え
生
活
の
中
で
栄
華
世
界
に

魅
了
さ
れ
る
自
已
と
そ
こ
に
浸
り
込
め
ぬ
自
己
と
の
葛
藤
を
克
明
に
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
し
、
そ
れ
は
紫
式
部
の
物
語
創
造
に
強
く
彰
響
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
も
否
め
な
い
。
今
、
全
て
結
論
す
る
に
は
力
が
及
ば
ぬ
が
、
そ
の
現

実
や
自
己
へ
の
認
識
は
直
接
的
或
い
は
全
面
的
に
、
現
実
批
判
の
た
め
の
物
語

文
学
創
造
と
し
て
影
響
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
予
測
し
う
る
。

　
よ
り
本
来
的
な
『
源
氏
物
語
』
の
姿
、
よ
り
正
確
な
作
者
の
創
造
へ
の
情
動

と
目
的
を
明
ら
か
に
し
、
両
者
の
可
能
性
と
限
界
性
を
問
う
た
め
の
一
つ
の
手

が
か
り
と
し
て
”
物
語
の
論
理
〃
を
提
示
し
た
い
。

　
　
引
用
論
文
中
の
圏
点
は
す
べ
て
松
田
に
よ
る
。

　
　
尚
、
　
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
す
べ
て
岩
波
古
典
文
学
大
系
源
氏
物
語
全
五

　
　
巻
に
よ
る
。

　
注
◎
杉
山
康
彦
「
源
氏
物
語
の
語
り
の
主
体
」
『
散
文
表
現
の
機
構
』
所
収

　
　
　
　
石
津
は
る
み
氏
「
若
菜
へ
の
出
発
－
源
氏
物
語
の
転
換
点
」
国
語
と
国
文
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九



　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

　
Ｓ
４
９
・
ｕ

　
角
田
文
衛
氏
『
目
本
の
後
宮
』
及
び
玉
井
力
氏
「
女
御
．
更
衣
制
度
の
成
立
」

名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
史
学
１
９
を
参
照
し
た
。

＠
注
＠
に
同
じ
。

＠
冬
嗣
－
良
房
－
基
経
の
嫡
流
と
、
魚
名
や
良
門
な
ど
の
傍
流
と
の
抗
争
が
激
し

　
い
。

◎
　
山
口
博
氏
『
玉
朝
歌
壇
の
研
究
宇
多
醍
醐
朱
雀
朝
篇
』
所
収
。
第
三
章
後
宮

　
の
歌
壇
Ｐ
６
３
よ
り
。

¢
山
本
信
吉
氏
「
冷
泉
朝
に
お
け
る
小
野
宮
家
・
九
条
家
を
め
く
っ
て
　
　
安
和

　
の
変
の
周
辺
　
　
」
Ｐ
閉
よ
り
古
代
学
協
会
『
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
所
収
。

＠
注
　
に
－
同
じ
。

＠
石
津
は
る
み
氏
は
桐
壷
巻
に
い
う
「
先
帝
」
を
も
含
め
て
五
代
王
朝
を
問
題
に

　
さ
れ
た
が
拙
稿
で
は
そ
れ
を
除
い
た
四
代
王
朝
を
扱
う
。

＠
第
二
巻
Ｐ
脳
乙
女
巻
。

＠
第
三
巻
Ｐ
獅
若
菜
下
巻
「
故
な
く
て
あ
た
が
ち
に
か
く
、
し
お
き
給
へ
る
御
心
」

　
と
あ
る
。

＠
　
便
宜
上
こ
う
表
記
し
て
お
く
。
又
、
立
后
の
叙
述
は
た
い
が
お
そ
ら
く
御
法
巻

　
あ
た
り
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

＠
　
今
井
源
衛
氏
「
要
関
制
度
の
進
展
－
年
代
設
定
の
方
法
を
め
く
っ
て
ー
」

　
解
釈
と
鑑
賞
Ｓ
３
４
．
４

＠
秋
山
慶
氏
「
源
氏
物
語
の
後
宮
世
界
」
解
釈
と
鑑
賞
Ｓ
３
４
．
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

＠
清
水
好
子
氏
『
源
氏
物
語
論
』
所
収
第
七
章
源
氏
物
語
執
筆
の
意
義
Ｐ
２
７
よ
り

＠
注
＠
に
同
じ
。

＠
　
後
藤
祥
子
氏
「
尚
侍
孜
　
　
騰
月
夜
と
玉
童
を
め
ぐ
っ
て
」
目
本
女
子
大
学
国

　
語
国
文
学
論
究
Ｓ
４
２
・
５
及
び
角
田
文
衛
氏
『
日
本
の
後
宮
』
を
参
照
し
、
両
論

　
を
ま
と
め
回
～
囚
に
区
分
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

＠
　
穏
子
立
后
以
来
，
中
宮
１
１
皇
后
で
あ
っ
た
も
の
が
一
条
朝
の
定
子
入
内
以
来
区

　
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
彰
子
入
内
に
よ
り
定
子
皇
后
宮
、
彰
子
中
宮
と

　
も
に
一
条
帝
の
嫡
妻
で
あ
り
身
分
上
差
別
た
し
と
い
う
一
帝
二
后
併
立
の
新
例
が

　
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
背
後
の
藤
原
氏
の
策
動
を
示
す
も
の
だ
が
、

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
中
宮
Ｈ
皇
后
と
い
う
概
念
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て

　
お
き
た
い
。
ゆ
え
に
又
、
尚
侍
も
完
全
に
道
長
の
段
階
の
意
味
で
は
な
い
と
い
え

　
る
。
（
富
田
節
子
氏
「
平
安
時
代
中
期
に
お
げ
る
立
后
事
情
と
外
戚
関
係
」
日
本

　
女
子
大
学
記
要
文
学
８
を
参
照
し
た
）

＠
　
道
長
娘
、
妖
子
の
寛
弘
元
年
の
尚
侍
就
任
、
寛
弘
八
年
の
女
御
昇
進
は
史
上
初

　
の
例
。

ゆ
後
藤
祥
子
氏
「
尚
侍
孜
　
　
騰
月
夜
と
玉
童
を
め
ぐ
っ
て
」
日
本
女
子
大
学
国

　
語
国
文
学
論
究
Ｓ
４
２
・
５
。

ゆ
　
注
ゆ
に
同
じ
。

＠
　
後
藤
祥
子
氏
「
『
語
ら
ひ
』
の
功
用
性
」
国
文
学
Ｓ
４
７
．
１
２
。

＠
鈴
木
日
出
男
氏
「
光
源
氏
の
須
磨
流
講
を
め
ぐ
っ
て
ー
『
源
寅
物
語
』
の
構

　
造
と
表
現
丁
」
文
学
Ｓ
５
３
・
７
。

ゆ
　
第
一
巻
Ｐ
搬
賢
木
巻
。

＠
第
二
巻
Ｐ
３
７
須
磨
巻
、
女
御
や
更
衣
で
は
な
く
「
お
ほ
や
げ
ざ
ま
の
宮
仕
へ
」

　
と
し
て
い
る
。

ゆ
第
二
巻
Ｐ
７
９
須
磨
巻
、
又
，
朱
雀
帝
は
故
桐
壷
院
に
に
ら
ま
れ
眼
を
病
ん
で
い

　
る
。

ゆ
　
坂
上
け
い
氏
「
朱
雀
院
の
役
割
」
国
語
・
国
文
学
Ｓ
３
６
．
５
。

＠
　
第
二
巻
Ｐ
醐
濤
標
巻
、
又
第
二
巻
Ｐ
７
９
須
磨
巻
で
は
理
由
も
わ
か
ら
ず
病
気
に

　
恋
っ
て
い
る
。

ゆ
　
第
二
巻
Ｐ
ｍ
濤
標
巻
。

ゆ
　
故
桐
壷
院
の
霊
の
問
題
は
残
る
。



ゆ
　
注
　
に
同
じ
。

ゆ
　
宇
多
帝
な
ど
が
代
表
的
例
で
あ
る
。
物
語
で
は
そ
の
こ
と
を
冷
泉
帝
が
光
源
氏

　
に
譲
位
の
意
向
を
告
げ
る
時
に
引
い
て
い
る
。

ゆ
　
玉
井
力
氏
「
女
御
・
更
衣
制
度
の
成
立
」
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
史
学

　
１
９
よ
り
要
約
し
た
。
嵯
峨
朝
に
お
け
る
女
御
・
更
衣
制
度
と
源
氏
賜
姓
の
相
関
関

　
係
を
説
か
れ
て
い
る
。

ゆ
　
嵯
峨
朝
に
お
げ
る
妃
、
夫
人
、
嬢
以
下
の
も
の
を
「
キ
サ
キ
」
と
し
て
い
る
。

＠
　
村
井
康
彦
氏
二
世
の
源
氏
が
主
人
公
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
」
国
文
学
Ｓ
５
５

　
．
５
ｏ

ゆ
　
大
系
本
で
山
岸
徳
平
氏
が
「
お
ほ
や
げ
の
か
た
め
」
を
「
摂
関
家
の
ご
と
き
を

　
指
す
」
と
注
し
て
い
る
の
に
一
応
従
っ
た
。

ゆ
　
第
一
巻
Ｐ
２
８
「
わ
た
く
し
物
に
お
ぽ
上
し
か
し
づ
く
こ
と
限
り
な
し
」
と
あ
る
。

ゆ
　
注
＠
に
同
じ
。

ゆ
　
秋
山
度
氏
「
光
源
氏
論
」
『
王
朝
女
流
文
学
の
世
界
』
所
収
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。
要
約
し
た
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。
尚
、
平
安
期
に
家
父
長
制
的
姦
通
罪
の
観
念
が
成
立
し
て
い
た

　
と
は
い
え
な
い
の
で
、
光
源
氏
と
藤
壷
の
犯
し
を
「
不
義
」
或
い
は
「
密
通
」
と

　
提
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
（
高
群
逸
枝
氏
『
招
婿
婚
の
研
究
一
』
所
収
第

　
六
章
第
九
節
前
婿
取
期
の
姦
通
売
淫
等
を
参
照
し
て
い
る
）
従
っ
て
本
拙
稿
で
は
、

　
「
犯
し
」
と
捉
え
て
お
く
。

＠
　
注
◎
参
照
の
こ
と
。

＠
　
清
水
好
子
氏
「
光
源
氏
論
」
国
語
と
国
文
学
Ｓ
５
４
・
８

＠
永
井
和
子
氏
「
藤
壷
物
語
の
一
視
点
　
　
冷
泉
帝
の
出
生
を
め
く
っ
て
」
国
語

　
国
文
論
集
第
９
号
学
習
院
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
。

＠
　
注
◎
に
同
じ
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

＠
第
一
巻
Ｐ
脳
紅
葉
賀
巻
。

＠
　
第
一
巻
Ｐ
獅
紅
葉
賀
巻
。

＠
今
西
祐
一
郎
氏
「
罪
意
識
の
基
底
－
源
氏
物
語
の
密
通
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
国
語
と
国
文
学
Ｓ
４
８
・
５
。

＠
注
＠
に
同
じ
。

＠
藤
井
貞
和
氏
「
神
話
の
論
理
と
物
語
の
論
理
－
源
氏
物
語
遡
行
」
目
本
文
学

　
Ｓ
４
８
・
１
０
。

　
　
尚
、
拙
稿
で
論
じ
て
い
る
”
物
語
の
論
理
”
は
藤
井
氏
の
述
べ
る
人
物
の
「
相

　
似
性
」
の
確
認
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
た
い
。

ゆ
第
一
巻
Ｐ
舳
葵
巻
。

＠
神
野
志
隆
光
氏
「
光
源
氏
官
歴
の
一
問
題
　
　
『
納
言
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」

　
古
代
文
化
恥
２
８
．
２
怖

＠ゆ＠ゆゆゆゆ＠ゆゆゆ＠ 　
岡
崎
義
恵
氏
「
季
節
感
の
展
開
」
『
美
の
伝
統
』
所
収
。

　
第
一
巻
Ｐ
胴
、
鵬
賢
木
巻
。

　
第
二
巻
Ｐ
脳
、
閉
、
閉
、
閉
溝
標
巻
。

第
二
巻
Ｐ
閉
六
条
御
息
所
は
「
さ
や
う
の
世
づ
い
た
る
す
ぢ
に
お
ぽ
し
よ
る

な
」
と
言
い
遺
し
て
い
る
。

高
橋
亨
氏
「
可
能
態
の
物
語
の
構
造
」
目
本
文
学
Ｓ
４
８
・
１
０
を
参
考
に
し
て
い
る
。

第
二
巻
Ｐ
醐
薄
雲
巻
。

第
二
巻
Ｐ
幽
薄
雲
巻
。

小
町
谷
照
彦
氏
「
詩
的
言
語
と
虚
構
」
国
文
学
Ｓ
４
５
・
５
を
参
考
に
し
て
い
る
。

朝
顔
巻
で
朝
顔
斎
院
に
も
迫
り
切
る
こ
と
を
し
な
い
な
ど
。

注
ゆ
に
同
じ
。

第
三
巻
Ｐ
伽
若
菜
下
巻
。

出
仕
後
に
「
女
の
御
心
ぱ
へ
は
こ
の
君
を
な
む
本
に
す
べ
き
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
に
み
る
物
語
論
理

　
　
　
第
三
巻
Ｐ
仙
藤
袴
巻
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
ゆ
　
河
内
山
清
彦
氏
「
明
石
女
御
の
皇
子
誕
生
を
め
ぐ
っ
て
仕
」
平
安
文
学
研
究
第

　
　
　
５
９
輯
Ｓ
５
３
・
６
。

　
　
＠
吉
岡
瞭
氏
「
玉
童
物
語
論
」
『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
第
二
輯
』
所
収
。

　
　
＠
　
注
ゆ
を
参
考
に
し
て
い
る
。

　
　
＠
　
深
沢
三
千
男
氏
「
光
源
氏
像
の
彩
成
序
説
」
『
源
氏
物
語
の
彩
成
』
所
収
。

　
　
＠
第
三
巻
Ｐ
螂
若
菜
上
巻
。

　
　
＠
第
三
巻
Ｐ
郷
若
菜
上
巻
。

　
　
ゆ
　
注
　
に
同
じ
。

　
　
ゆ
　
注
　
に
同
じ
。

　
　
＠
第
三
巻
Ｐ
吻
若
菜
上
巻
。

　
　
＠
　
南
波
浩
先
生
「
紫
式
部
」
『
目
本
の
思
想
』
所
収
を
参
考
に
し
て
い
る
。

〈
附
記
Ｖ
　
本
拙
稿
は
修
士
論
文
（
８
０
年
度
修
了
）
の
一
部
を
改
稿
し
た
も
の

　
で
あ
る
。

…
一
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