
『
源
氏
物
語
』
須
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退
去
の
理
念

『
源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念

さ
て
は
琴
一
っ
ぞ

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
光
源
氏
が
都
を
離
れ
、
須
磨
の
地
に
退
居
す
る
に
あ
た
っ
て
所
持
し
た
の
は
、

殊
更
に
質
素
な
調
度
の
他
は
、
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。

　
か
の
山
里
の
御
住
処
の
具
は
、
え
さ
ら
ず
と
り
使
ひ
た
ま
ふ
べ
き
も
の
ど
も
、

　
こ
と
さ
ら
よ
そ
ひ
も
な
く
こ
と
そ
ぎ
て
、
ま
た
さ
る
べ
き
書
ど
も
文
集
な
ど

　
入
り
た
る
箱
、
さ
て
は
琴
一
っ
ぞ
持
た
せ
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
須
磨
」
二
巻
二
一
五
頁
）

　
特
に
「
文
集
」
と
「
琴
」
は
、
光
源
氏
の
須
磨
退
去
に
お
い
て
重
要
な
意
味

を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
「
文
集
」
は
、
『
花
鳥
余
情
』
に
よ
る
と
、
「
白
楽

天
の
詩
賦
を
あ
つ
め
た
る
七
十
二
巻
あ
り
長
慶
集
と
い
へ
り
長
慶
年
中
に
あ
つ

　
　
　
　
　
◎

め
た
る
故
な
り
」
と
い
う
。
白
楽
天
の
『
文
集
』
は
、
光
源
氏
の
須
磨
に
向
か

う
途
次
、
あ
る
い
は
須
磨
の
地
で
の
生
活
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
光

九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栗
　
　
生
　
　
浩
　
　
二

源
氏
の
心
情
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
須
磨
退
居
の
あ
り
よ
う
そ
の
も

の
が
『
文
集
』
に
よ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
琴
一
つ
ぞ
持
た
せ
た
ま

ふ
」
と
あ
る
。
そ
れ
自
体
が
、
す
で
に
『
文
集
』
の
「
草
堂
記
」
を
典
拠
と
す

る
こ
と
は
、
諸
注
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
漆
琴
一
張
儒
道
仏
書
各
三
両
巻
楽
天
既
来
為
主
自
氏
文
集
草
堂
記

　
光
源
氏
の
所
持
す
る
「
さ
る
べ
き
書
」
も
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
「
儒
道
仏

書
」
の
類
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
に
は
光
源
氏
の
運
命
と
治
世
の
あ
り
よ

う
に
対
す
る
思
念
が
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
ま
一
つ
、
「
琴
」

で
あ
る
。
「
琴
」
も
ま
た
、
退
居
す
る
光
源
氏
の
所
持
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
光
源
氏
の
所
持
す
る
「
琴
」
は
、
草
堂
の

も
の
で
あ
る
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
光
源
氏
と
そ
の
物
語
そ
の
も
の

を
導
く
も
の
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
明
石
入
道
一
族
の
「
箏
」
と
の
対
応
に

お
い
て
よ
り
明
確
に
な
る
。
ま
さ
に
、
『
源
氏
物
語
』
、
と
り
わ
け
須
磨
・
明
石



両
巻
の
根
幹
に
位
置
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
琴
」
の
琴
や
「
箏
」
の
琴
に
関
し
て
も
こ
れ
ま
で
山
田
孝
雄
氏
の
『
源
氏

　
　
　
　
＠

物
語
之
音
楽
』
以
来
、
音
楽
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、

先
行
の
物
語
の
影
響
関
係
に
立
っ
て
の
論
考
や
、
あ
る
い
は
『
源
氏
物
語
』
に

お
け
る
人
物
造
型
と
の
関
連
を
通
し
て
の
論
考
、
ま
た
楽
器
の
相
伝
に
関
す
る

論
考
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
い
わ
ば
『
源
氏
物
語
』
に

お
け
る
音
楽
の
方
法
と
一
括
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』

の
音
楽
の
方
法
と
い
っ
た
枠
組
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
物
語
の
新
し
い
読

み
が
み
え
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
光
源
氏
が
須
磨
の
地
を
去
り
、
明
石
に
移
り
、
そ
し
て
こ
の
地
を
あ
と
に
都

に
帰
ろ
う
と
す
る
と
き
、

　
「
さ
ら
ば
、
形
見
に
も
し
の
ぶ
ば
か
り
の
一
こ
と
を
だ
に
」
と
の
た
ま
ひ
て
、

　
京
よ
り
持
て
お
は
し
た
り
し
琴
の
御
琴
取
り
に
つ
か
は
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
明
石
」
二
巻
二
九
八
－
二
九
九
頁
）

と
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
明
石
の
上
に
自
ら
の
「
形
見
」
と
し
て
残
し
て
ゆ
く
。

須
磨
へ
の
退
居
に
際
し
て
携
え
た
「
琴
一
つ
」
は
、
明
石
か
ら
都
へ
の
帰
途
に

「
形
見
」
と
し
て
残
し
て
ゆ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
光

源
氏
の
須
磨
・
明
石
の
物
語
は
「
琴
」
の
琴
を
も
っ
て
始
動
し
、
終
結
し
て
い

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念

る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
、
須
磨
・
明
石
の
物
語
は
、
「
琴
」
の
琴
に

よ
っ
て
統
括
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
中
で
展
開
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
「
琴
」

の
琴
と
須
磨
・
明
石
の
物
語
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
と
き
、

次
に
示
す
例
も
ま
た
示
唆
的
で
あ
る
。

　
例
の
、
箏
築
吹
く
随
身
、
笙
の
笛
持
た
せ
た
る
す
き
も
の
な
ど
あ
り
。
僧
都
、

　
琴
を
み
づ
か
ら
持
て
参
り
て
、
「
こ
れ
、
た
だ
御
手
一
つ
あ
そ
ば
し
て
、
同

　
じ
う
は
、
山
の
鳥
も
お
ど
ろ
か
し
は
べ
ら
む
」
と
、
切
に
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

　
「
乱
れ
ご
こ
ち
い
と
堪
へ
が
た
き
も
の
を
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、
け
に
く

　
か
ら
ず
か
き
鳴
ら
し
て
、
皆
立
ち
た
ま
ひ
ぬ
。
　
（
「
若
紫
」
一
巻
二
〇
六
頁
）

「
琴
」
は
、
「
き
ん
」
で
あ
り
、
「
琴
」
の
琴
を
指
す
。
『
源
氏
物
語
』
中
、
「
琴
」

の
琴
の
初
出
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
光
源
氏
が
北
山
に
や
っ
て
き
て
ま
も
な
く
、

供
人
か
ら
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
明
石
の
浦
に
住
ま
う
前
播
磨
の
守
入
道
と
そ
の

一
人
娘
の
噂
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
琴
」
の
琴
が

か
き
鳴
ら
さ
れ
、
そ
し
て
同
じ
く
は
じ
め
て
明
石
の
物
語
の
物
語
が
語
ら
れ
る

の
が
、
同
じ
北
山
で
あ
っ
た
。
い
ま
、
「
琴
」
の
琴
に
よ
っ
て
須
磨
・
明
石
の

物
語
が
統
括
さ
れ
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
と
き
、
注
目
し

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
琴
」
の
琴
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
た
も
の
と
し
て
須
磨
・
明
石
の
物
語
に
読

み
直
す
と
き
、
ど
の
よ
う
な
物
語
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
須
磨
巻
に
お
い
て
光
源
氏
が
「
琴
」
の
琴
を
弾
く
の
は
、
次
の
三
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念

　
琴
を
す
こ
し
か
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
る
が
、
わ
れ
な
が
ら
い
と
す
ご
う
聞
こ
ゆ

　
れ
ば
、
弾
き
さ
し
た
ま
ひ
て
、

　
　
　
恋
ひ
わ
び
て
泣
く
音
に
ま
が
ふ
浦
波
は

　
　
　
　
　
思
ふ
か
た
よ
り
風
や
吹
く
ら
む

　
と
歌
ひ
た
ま
へ
る
に
、
人
々
お
ど
ろ
き
て
、
め
で
た
う
お
ぼ
ゆ
る
に
、
忍
ば

　
れ
で
、
あ
い
な
う
起
き
ゐ
っ
っ
、
鼻
を
忍
び
や
か
に
か
み
わ
た
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
須
磨
」
二
巻
二
一
二
七
頁
）

須
磨
の
わ
び
住
ま
い
に
あ
っ
て
自
ら
の
お
か
れ
た
境
涯
を
嘆
く
も
の
と
し
て

「
琴
」
の
琴
は
か
き
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
冬
に
な
り
て
雪
降
り
荒
れ
た
る
こ
ろ
、
空
の
け
し
き
も
こ
と
に
す
ご
く
な
が

　
め
た
ま
ひ
て
、
琴
を
弾
き
す
さ
び
た
ま
ひ
て
、
良
清
に
歌
う
た
は
せ
、
大
輔
、

　
横
笛
吹
き
て
、
遊
び
た
ま
ふ
。
心
と
ど
め
て
あ
は
れ
な
る
手
な
ど
弾
き
た
ま

　
へ
る
に
、
こ
と
も
の
の
声
ど
も
は
や
め
て
、
涙
を
の
ご
ひ
あ
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
須
磨
」
二
巻
二
四
六
頁
）

こ
の
例
も
ま
た
須
磨
の
退
居
の
生
活
に
耐
え
る
お
の
れ
の
境
遇
を
嘆
く
も
の
と

し
て
「
琴
」
の
琴
は
弾
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
こ
ろ
、
大
弐
は
の
ぼ
り
け
る
。
（
中
略
）
浦
づ
た
ひ
に
遣
逢
し
つ
っ
来

　
る
に
、
ほ
か
よ
り
も
お
も
し
ろ
き
わ
た
り
な
れ
ば
、
心
と
ま
る
に
、
大
将
か

　
く
て
お
は
す
と
聞
け
ば
、
あ
い
な
う
、
好
い
た
る
若
き
娘
た
ち
は
、
船
の
内

　
さ
へ
は
づ
か
し
う
、
心
懸
想
せ
ら
る
。
ま
し
て
五
節
の
君
は
、
網
手
引
き
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

　
ぐ
る
も
く
ち
を
し
き
に
、
琴
の
声
、
風
に
つ
き
て
逢
か
に
聞
こ
ゆ
る
に
、
所

　
の
さ
ま
、
人
の
御
ほ
ど
、
も
の
の
音
の
心
細
さ
取
り
集
め
、
心
あ
る
限
り
み

　
な
泣
き
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
「
須
磨
」
二
巻
二
四
一
－
二
四
二
頁
）

こ
の
例
に
み
る
「
琴
」
の
琴
の
音
も
ま
た
、
「
心
あ
る
」
人
々
の
涙
を
さ
そ
う

も
の
と
し
て
か
き
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
先
に
み
た
二
例
に

通
う
も
の
の
よ
う
で
は
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
居
宣
長
は
「
琴
の
声
、
風
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
て
」
の
部
分
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。

　
琴
の
音
は
、
い
と
か
す
か
な
る
物
な
る
に
、
五
節
が
の
れ
る
船
ま
で
聞
え
た

　
る
こ
と
い
か
が
と
、
疑
ふ
人
あ
る
は
、
右
の
上
手
の
き
ん
の
音
の
や
う
を
し

　
ら
ざ
る
也
。
い
と
か
す
か
な
る
や
う
な
れ
ど
も
上
手
の
ひ
く
に
は
、
思
ひ
の

　
外
に
、
遠
き
と
こ
ろ
ま
で
よ
く
聞
え
し
也
。
今
の
世
琴
の
伝
へ
絶
え
た
る
を
、

　
近
き
ほ
ど
、
も
ろ
こ
し
の
国
の
後
世
の
琴
を
ひ
く
人
、
ま
れ
ま
れ
に
有
て
、

　
み
づ
か
ら
は
心
を
や
り
て
上
手
と
思
ふ
め
る
も
あ
れ
ば
、
そ
は
わ
づ
か
に
ひ

　
く
と
い
ふ
ば
か
り
に
こ
そ
あ
ら
め
、
さ
ら
に
古
へ
の
上
手
の
足
も
と
に
も
よ

　
る
べ
か
ら
ね
ば
、
さ
る
と
も
が
ら
の
、
と
か
く
い
に
し
へ
を
う
た
が
ふ
は
、

　
あ
ぢ
き
な
き
わ
ざ
也
。

宣
長
は
、
名
手
の
弾
く
「
琴
」
の
音
は
か
す
か
で
は
あ
っ
て
も
遠
く
ま
で
聞
え

る
も
の
で
あ
る
と
合
理
的
に
説
明
し
て
い
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
注
目
す

べ
き
は
、
「
五
節
の
君
」
と
「
琴
の
圭
仁
と
の
連
関
性
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
¢
　
　
　
　
　
＠

五
節
の
起
源
は
、
『
本
朝
月
令
」
や
、
『
十
訓
抄
』
、
『
江
談
抄
』
な
ど
に
伝
え
る



と
こ
ろ
で
あ
る
。
五
節
の
始
ま
り
は
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
四
年
一
月
十
六

日
条
に
見
え
る
。
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
天
平
十
四
年
一
月
の
踏
歌
の
饗
宴
に

お
け
る
「
琴
」
の
弾
歌
と
、
天
平
十
五
年
正
月
、
石
原
宮
で
の
饗
宴
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
琴
」
の
弾
歌
が
見
え
る
。
荻
美
津
夫
氏
に
よ
る
と
、
「
ま
だ
節
会
と
し
て
成
立

す
る
以
前
の
儀
式
が
饗
宴
と
し
て
み
ら
れ
る
」
の
で
あ
り
、
「
こ
の
時
期
の
饗

宴
に
お
け
る
音
楽
と
い
う
の
は
、
そ
の
音
楽
の
性
格
、
儀
式
の
性
格
、
す
な
わ

ち
日
本
古
来
の
も
の
外
来
の
も
の
に
関
係
な
く
、
お
も
に
饗
宴
の
余
興
的
音
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
し
て
自
由
に
行
な
わ
れ
て
い
た
」
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
林
屋
辰
三
郎
氏
は
、

天
平
十
五
年
五
月
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
五
節
の
舞
に
お
い
て
太
上
天
皇
（
元

正
）
の
詔
と
御
製
の
一
首
を
挙
げ
、
「
こ
こ
に
お
い
て
、
五
節
舞
は
、
明
白
に

遊
び
で
は
な
く
、
君
臣
祖
子
の
理
と
い
う
儒
教
的
教
訓
を
与
え
る
も
の
と
し
て

う
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
当
時
の
政
治
的
情
勢
の
な
か
で
、
そ
れ
は
き
わ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

て
大
き
な
意
義
を
も
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
五

節
の
君
」
と
「
琴
の
声
」
と
の
連
関
の
最
も
中
枢
と
な
る
も
の
は
、
両
者
が
儒

教
的
な
徳
治
主
義
の
理
念
と
い
う
一
点
に
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
『
源
氏
物
語
』

の
こ
の
条
に
、
そ
う
い
っ
た
儒
教
的
な
徳
治
主
義
の
理
念
が
濃
厚
な
形
で
語
ら

れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
須
磨
の
地
で
か
き
鳴
ら
さ
れ

る
「
琴
」
の
琴
の
音
が
、
五
節
の
君
が
乗
る
船
ま
で
聞
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
の
理
解
に
対
し
て
、
宣
長
が
注
し
た
合
理
的
な
解
釈
よ
り
も
、
五
節
の
君

と
「
琴
」
の
琴
と
が
互
い
に
儒
教
的
な
徳
治
主
義
の
理
念
を
負
う
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念

う
い
っ
た
背
景
の
中
で
、
「
琴
」
の
琴
の
音
が
聞
え
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
の

妥
当
性
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
そ
も
そ
も
「
琴
」
の
琴
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
考
え
た
い
。
光
源
氏
が
須
磨
退
居
に
際
し
て
「
さ
て
は
琴
一
つ
ぞ
持

た
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
『
風
俗
通
』
に
「
琴
者
、
楽
之
統

也
・
君
子
所
一
常
御
不
一
離
一
於
身
こ
一
一
初
学
記
一
琴
「
叙
靴
一
一
と
あ
る
よ
う

に
、
「
琴
の
琴
」
が
、
中
国
の
楽
器
の
中
で
も
第
一
の
も
の
と
さ
れ
、
常
に
君

子
の
傍
近
く
に
置
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
『
白
虎
通
』
に
「
琴
者
禁
也
。
禁
二
止
於
邪
、
以
正
二
人
心
一

也
一
一
一
初
学
記
一
琴
「
乳
一
一
と
あ
る
よ
う
に
・
一
一
の
「
琴
一
の
琴
を
弾
ず

る
こ
と
に
よ
っ
て
人
心
を
正
し
く
し
、
天
下
の
平
和
を
生
ず
る
こ
と
も
で
き
る
、

と
い
う
意
味
を
含
ん
で
と
ら
え
ら
れ
た
、
儒
教
的
色
彩
の
濃
い
楽
器
で
あ
っ
た
。

一
」
う
し
て
「
琴
」
の
琴
は
単
に
演
奏
の
た
め
の
楽
器
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

い
わ
ば
礼
楽
思
想
に
お
け
る
「
楽
」
と
し
て
の
位
置
を
も
に
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
礼
記
』
に
お
い
て
、

　
ソ
　
　
　
　
ズ
ル
　
　
　
　
ヨ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
ニ
　
ル
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
ス
　
　
ヲ
　
　
　
フ

　
凡
音
者
生
二
人
心
一
者
也
。
情
動
二
於
中
一
、
故
形
二
於
聲
一
。
聲
成
レ
文
、
請
ニ

　
ヲ
ト
　
　
ノ
ニ
　
　
　
ハ
　
ク
シ
テ
テ
シ
ム
　
ノ
　
ラ
ゲ
パ
ナ
リ
　
　
　
　
ハ

　
之
音
一
。
是
故
治
世
之
者
、
安
　
以
楽
、
其
政
和
　
　
。
乱
世
之
者
、

　
ミ
テ
　
テ
　
ル
　
　
　
ノ
　
　
　
ケ
パ
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ミ
テ
　
テ
　
フ
　
　
　
ノ
　
　
　
シ
メ
パ
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
怨
以
怒
。
其
政
乖
　
。
亡
國
之
者
衰
以
思
。
其
民
困
　
　
。
聲
音
之
道
、

　
　
　
　
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
與
レ
政
通
実
。
（
巻
第
十
九
「
楽
記
」
）

と
あ
り
、
治
世
の
善
悪
が
楽
音
の
う
え
に
現
れ
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
－
須
磨
退
去
の
理
念

　
こ
の
よ
う
な
「
琴
」
の
琴
が
も
つ
属
性
と
も
よ
べ
る
こ
と
が
ら
は
『
源
氏
物

語
－
に
お
い
て
も
み
と
め
う
る
。
た
と
え
ば
、
「
琴
の
音
を
離
れ
て
は
、
な
に

事
を
か
、
も
の
調
へ
知
る
し
ら
べ
と
は
せ
む
」
（
若
莱
下
・
一
八
二
頁
）
と
あ

る
の
は
、
琴
の
七
弦
の
各
弦
が
音
律
（
呂
旋
音
階
）
の
基
準
と
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
治
世
の
あ
り
方
を
知
る
し
ら
べ
と
し
て
も
位
置
づ

け
ら
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
（
「
琴
」
の
琴
は
）
げ
に
は
た
、
明
ら
か
に

空
の
月
星
を
動
か
し
、
時
な
ら
ぬ
霜
雪
を
降
ら
せ
、
雲
・
雷
を
騒
が
し
た
る
例
、

上
り
た
る
世
に
は
あ
り
け
り
」
（
「
若
莱
下
」
　
一
八
一
頁
）
と
光
源
氏
に
よ
っ
て

語
ら
れ
る
琴
の
論
は
、
「
琴
」
の
琴
が
天
変
を
よ
び
起
こ
す
も
の
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
あ
げ
た
『
礼
記
』
に
従
っ
て
考
え
る
な
ら
、
そ
の
治
世

が
よ
く
お
さ
ま
っ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
と
き
、
天
は
「
琴
」
の
琴
の
音
に
感

応
し
て
、
天
変
を
ひ
き
お
こ
す
の
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
光

源
氏
自
身
、
そ
の
よ
う
な
例
は
「
上
り
た
る
世
に
は
あ
り
け
り
」
と
い
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
今
も
ま
た
、
「
琴
」
の
琴
の
音
に
は
天
変
が
生
じ
る
こ
と
が

あ
る
と
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
光
源
氏
の
語
る
、
「
琴
」

の
琴
に
よ
っ
て
お
こ
る
天
変
は
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
印
象
的
に
語
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
吹
上
の
下
巻
、
神
泉
苑
に
お
い
て
、

　
仲
忠
、
か
の
七
人
の
、
〈
人
ノ
傳
ヘ
シ
手
、
〉
涼
は
、
彌
行
が
琴
を
少
し
ね
た

　
う
仕
う
ま
つ
る
に
、
雲
の
上
よ
り
響
き
、
地
の
下
よ
り
と
よ
み
、
風
、
雲
動

　
き
て
、
月
、
星
騒
ぐ
。
〈
飛
礫
〉
の
や
う
な
る
氷
降
り
、
雷
電
鳴
り
閃
め
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
雪
表
の
ご
と
〈
凝
〉
り
て
降
る
。
即
ち
消
え
ぬ
。
（
三
七
九
頁
）

と
い
う
例
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
は
、
『
宇
津
保
物

語
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
の
「
琴
」
の
琴
に
よ
る
天
変
は
語
ら
れ
て
は
い

な
い
。
中
川
正
美
氏
は
、
「
物
語
は
奇
瑞
を
取
り
入
れ
て
主
人
公
に
超
絶
性
を

与
え
た
。
し
か
し
源
氏
物
語
に
は
奇
瑞
は
一
例
と
し
て
み
え
な
い
」
と
い
わ
れ

る
。
ま
た
「
源
氏
物
語
の
音
楽
は
、
そ
の
世
界
は
日
常
性
の
枠
を
出
る
こ
と
が

　
＠

な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
須
磨
・
明
石
巻
に
み
ら
れ
る
天
変
は
、

「
琴
」
の
琴
と
何
ら
連
関
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
だ

ろ
う
か
。
須
磨
・
明
石
巻
に
み
ら
れ
る
天
変
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
関

し
て
は
、
須
磨
・
明
石
巻
の
光
源
氏
の
物
語
の
准
拠
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
周
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

旦
東
征
の
故
事
が
そ
の
有
力
な
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
須
磨
・
明
石
巻
が
「
琴
」
の
琴
に

よ
っ
て
統
括
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
統
括
さ
れ
た
中
に
お
い
て
、
天
変
や

夢
想
と
い
っ
た
神
秘
的
な
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
も
う

一
度
、
「
琴
」
の
琴
の
も
っ
意
味
に
立
ち
も
ど
っ
て
み
た
い
。

　
「
琴
」
の
琴
を
礼
楽
思
想
に
も
と
づ
く
「
楽
」
と
し
て
の
位
置
で
と
ら
え
た

と
き
、
光
源
氏
が
、
須
磨
巻
で
何
度
と
な
く
弾
じ
る
の
は
、
白
ら
が
置
か
れ
た

境
涯
を
嘆
く
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
治
世
の
あ
り
方
そ
の
も
の

を
も
嘆
じ
る
ひ
び
き
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
か
り
そ
め
の
道
に
て
も
、
か
か
る
旅
を
な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
こ
こ
ち
に
、
心
細



　
さ
も
を
か
し
さ
も
め
づ
ら
か
な
り
。
大
江
殿
と
言
ひ
け
る
所
は
、
い
た
う
荒

　
れ
て
、
松
ば
か
り
ぞ
し
る
し
な
る
。

　
　
唐
国
に
名
を
残
し
け
る
人
よ
り
も

　
　
　
　
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
家
居
を
や
せ
む
　
　
一
「
須
磨
」
二
巻
二
二
五
頁
一

光
源
氏
が
都
を
離
れ
、
須
磨
に
む
か
う
途
次
、
光
源
氏
が
う
た
う
こ
の
う
た
に

対
し
て
、
『
河
海
抄
』
は
、

　
楚
屈
原
か
は
な
た
れ
た
り
し
事
を
い
ふ
歎

　
楚
辞
漁
父
序
日
漁
父
者
屈
原
之
所
作
漁
父
避
俗
時
遇
屈
原
惟
而
問
之
遂
相
応

　
答
屈
原
既
放
身
舟
遊
江
潭
戯
水
側
行
吟
沢
嘩
棚
閉
顔
色
僚
悼
過
也
一
不
本
遇
也
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
杜
詩
注
日
屈
原
有
宅
在
帰
州

と
、
屈
原
の
故
事
を
あ
げ
て
い
る
。
戦
国
時
代
、
楚
の
王
族
で
あ
っ
た
屈
原
は
、

国
政
に
力
を
尽
く
す
が
護
言
に
あ
い
追
放
さ
れ
、
中
国
南
方
、
江
潭
を
さ
す
ら

い
、
つ
い
に
泪
羅
の
淵
に
身
を
投
じ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
光

源
氏
が
須
磨
に
退
居
す
る
こ
と
と
、
屈
原
の
追
放
と
い
う
故
事
を
重
ね
あ
わ
せ

よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
屈
原
が
江
潭
を
さ
す
ら
い
、
つ
い
に
泪
羅
に
身
を

投
じ
た
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、
死
を
賭
す
る
帝
へ
の
謹
言
で
あ
っ
た
と
い

う
点
に
注
目
し
た
い
。
屈
原
は
い
わ
ば
諌
言
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
光
源
氏

も
ま
た
今
上
帝
に
対
し
て
諌
言
を
呈
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま

い
か
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
須
磨
・
明
石
巻
に
現
象
す
る
と
こ
ろ
の
天
変
も

ま
た
、
光
源
氏
が
「
楽
」
と
し
て
の
「
琴
」
の
琴
を
か
な
で
る
こ
と
を
通
し
て

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念

今
上
膏
の
治
世
へ
の
謹
言
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
か
。

須
磨
・
明
石
巻
に
語
ら
れ
る
、
天
変
を
、
右
の
よ
う
な
考
察
に
お
い
た
と
き
、

お
の
ず
と
、
た
と
え
ば
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
奇
端

現
象
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
な
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
に
と
っ
て
は
、
「
琴
」
の
琴
に
よ
っ
て
感
応
し
た
天
変

を
、
単
な
る
奇
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
、
実
際

に
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。

二

　
須
磨
・
明
石
巻
が
「
琴
」
の
琴
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
な
が
ら
展
開
し
、
そ
こ

で
は
、
天
変
が
語
ら
れ
、
そ
れ
を
「
そ
ら
ご
と
」
で
は
な
い
、
実
際
に
あ
っ
た

こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
正
当
化
す
る
手
だ
て
と
し
て
、
物
語
の
終
末
に
、

「
箏
」
の
琴
を
置
い
て
い
る
。

　
こ
の
常
に
ゆ
か
し
が
り
た
ま
ふ
も
の
の
音
な
ど
、
さ
ら
に
聞
か
せ
た
て
ま
っ

　
ら
ざ
り
っ
る
を
、
い
み
じ
う
恨
み
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
入
道
、
え
堪
へ
で
、

　
箏
の
琴
取
り
て
さ
し
入
れ
た
り
。
み
づ
か
ら
も
、
い
と
ど
涙
さ
へ
そ
そ
の
か

　
さ
れ
て
、
と
ど
む
べ
き
か
た
な
き
に
誘
は
る
る
な
る
べ
し
、
忍
び
や
か
に
調

　
べ
た
る
ほ
ど
い
と
上
衆
め
き
た
り
。
　
（
「
明
石
」
二
巻
二
九
八
－
二
九
九
頁
）

　
と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
「
琴
」
の
琴
と
「
箏
」
の
琴
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
　
　
－
源
氏
物
語
－
須
磨
退
去
の
理
念

非
常
に
対
照
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
両
者
の
奏
法
の
相
伝
に
か
か

わ
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
箏
」
の
琴
に
関
し
て
明
石
の
入
道
が
次
の
よ
う

に
語
る
。

　
「
な
に
が
し
、
延
喜
の
御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
こ
と
、
三
代
に
な
む
な
り

　
は
べ
り
ぬ
る
を
、
か
う
つ
た
な
き
身
に
て
、
こ
の
世
の
こ
と
は
捨
て
忘
れ
は

　
べ
り
ぬ
る
を
、
も
の
の
切
に
い
ぶ
せ
き
を
り
を
り
は
、
か
き
鳴
ら
し
は
べ
り

　
し
を
、
あ
や
し
う
ま
ね
ぶ
も
の
の
は
べ
る
こ
そ
、
自
然
に
か
の
先
大
王
の
御

　
手
に
通
ひ
て
は
べ
れ
。
（
以
下
略
）
」
　
（
「
明
石
」
二
巻
二
七
六
－
二
七
七
頁
）

明
石
の
入
道
は
、
自
ら
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
「
箏
」
の
琴
が
天
皇
家
か
ら
そ
の

奏
法
が
相
伝
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
醍
醐
天
皇
、
そ
し

て
そ
の
親
王
、
そ
れ
か
ら
自
分
へ
と
三
代
に
わ
た
っ
て
「
箏
」
の
琴
は
相
伝
さ

れ
、
娘
で
あ
る
明
石
の
上
は
、
親
王
の
弾
き
方
に
似
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
箏
」
の
琴
の
奏
法
の
相
伝
は
明
確
で
あ
り
、
し
か
も
天
皇
に
発
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
一
方
、
「
琴
」
の
琴
の
奏
法
の
相
伝
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
「
琴
」
の
琴
を
弾

じ
る
人
物
が
、
光
源
氏
を
は
じ
め
と
し
て
末
摘
花
・
兵
部
卿
宮
・
女
三
宮
・
八

の
宮
な
ど
と
い
っ
た
人
々
で
あ
る
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
て
も
、
奏
法
の
相
伝
と

な
る
と
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
と
く
に
光
源
氏
に
対
す

る
「
琴
」
の
琴
の
奏
法
の
相
伝
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

　
こ
の
御
琴
は
、
宜
陽
殿
の
御
物
に
て
、
代
々
に
第
一
の
名
あ
り
し
御
琴
を
、

故
院
の
末
っ
か
た
、
一
品
の
宮
の
好
み
た
ま
ふ
こ
と
に
て
、
賜
は
り
た
ま
へ

　
り
け
る
を
、
こ
の
を
り
の
き
よ
ら
を
尽
く
し
た
ま
は
む
と
す
る
た
め
、
大
臣

　
の
申
し
賜
は
り
た
ま
へ
る
御
伝
へ
伝
へ
を
お
ぽ
す
に
、
い
と
あ
は
れ
に
、
昔

　
の
こ
と
も
恋
し
く
お
ぽ
し
出
で
ら
る
。
　
（
「
若
莱
上
」
五
巻
五
一
－
五
二
頁
）

こ
れ
は
玉
竈
に
よ
る
光
源
氏
四
十
賀
の
条
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
御
物
と
し
て

の
楽
器
の
相
伝
を
語
っ
て
は
い
て
も
、
奏
法
の
相
伝
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
、
上
地
敏
彦
氏
や
広
田
収
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、

　
桐
壼
帝
…
光
源
氏
…
女
三
宮
：
・
薫

と
い
っ
た
「
琴
」
の
琴
に
関
す
る
采
譜
に
つ
い
て
は
、
は
た
し
て
奏
法
の
相
伝

が
こ
う
い
う
形
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
女
三
宮
か
ら
薫
へ
の
相

伝
は
、
琴
の
譜
二
巻
で
あ
っ
て
（
「
宿
木
」
二
五
一
頁
）
、
奏
法
の
相
伝
と
は
い

え
な
い
。
又
、
桐
壼
帝
か
ら
光
源
氏
の
相
伝
に
つ
い
て
は
、
光
源
氏
と
帥
の
宮

が
才
芸
に
つ
い
て
論
じ
合
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
帥
の
宮
の
語
る
内
容
が
参
考

と
な
ろ
う
。

　
院
の
御
前
に
て
、
親
王
た
ち
、
内
親
王
、
い
づ
れ
か
は
、
さ
ま
ざ
ま
と
り
ど

　
り
の
才
習
は
さ
せ
た
ま
は
ざ
り
け
む
。
そ
の
な
か
に
も
、
と
り
立
て
た
る
御

　
心
に
入
れ
て
、
伝
へ
う
け
と
ら
せ
た
ま
へ
る
か
ひ
あ
り
て
、
文
才
を
ば
さ
る

　
も
の
に
て
言
は
ず
。
さ
ら
ぬ
こ
と
の
な
か
に
は
、
琴
弾
か
せ
た
ま
ふ
こ
と
な

　
む
一
の
才
に
て
、
次
に
は
横
笛
、
琶
琵
、
箏
の
琴
を
な
む
、
次
々
に
習
ひ
た



　
ま
へ
る
と
、
上
も
お
ぽ
し
の
た
ま
は
せ
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
絵
合
」
三
巻
一
二
丁
一
二
二
頁
）

こ
こ
に
は
、
親
王
た
ち
に
対
し
て
、
桐
壼
帝
が
直
に
奏
法
を
相
伝
し
た
と
い
う

こ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
、
「
院
の
御
前
に
て
」
な
の
で
あ
っ
て
、

具
体
的
に
光
源
氏
が
「
琴
」
の
琴
を
誰
か
ら
、
そ
の
奏
法
を
相
伝
し
た
の
か
は
、

こ
の
本
文
か
ら
は
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
先
に
示
し
た
、

　
桐
壼
帝
↓
光
源
氏

と
い
っ
た
相
伝
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
い
っ
た
い
誰
が
光
源
氏
に
「
琴
」
の
琴
の
奏
法
を
相
伝
し
た
の
か
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

点
に
つ
い
て
三
苫
浩
輔
氏
は
、
「
世
に
あ
る
物
の
師
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
は
か
ば
か
し
く
伝
へ
取
り
た
る
こ
と
は
、
を
さ
を
さ
な
け
れ
ど
、
何
ご
と
も
、

　
い
か
で
心
に
知
ら
ぬ
こ
と
あ
ら
じ
と
な
む
、
幼
き
ほ
ど
に
思
ひ
し
か
ば
世
に

　
あ
る
も
の
の
師
と
い
ふ
限
り
、
ま
た
高
き
家
々
の
、
さ
る
べ
き
人
の
伝
へ
ど

　
も
を
も
、
残
さ
ず
こ
こ
ろ
み
し
な
か
に
、
い
と
深
く
は
づ
か
し
き
か
な
と
お

　
ぼ
ゆ
る
際
の
人
な
む
な
か
り
し
。
　
　
　
　
（
「
若
菜
下
」
五
巻
一
六
八
頁
）

だ
が
、
三
苫
氏
は
同
時
に
、
光
源
氏
が
こ
の
中
で
、
「
い
と
深
く
は
づ
か
し
き

か
な
と
覚
ゆ
る
際
の
人
な
む
な
か
り
し
」
と
失
望
の
ふ
か
さ
を
示
す
述
懐
に
及

ん
で
い
る
点
に
ふ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
も
っ
て
生
ま
れ
た
素
質
を
も
と
に
、
人
に
た
よ
ら
ず
お
の
れ
一

　
己
の
ち
か
ら
に
よ
っ
て
至
難
の
極
意
を
会
得
し
た
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念

　
そ
れ
は
や
は
り
、
神
か
天
人
か
知
ら
ぬ
が
、
そ
れ
ら
の
霊
格
か
ら
伝
授
さ
れ

　
た
と
い
う
物
語
以
前
の
あ
る
こ
と
を
想
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

つ
ま
り
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
琴
」
の
琴
の
第
一
の
名
手
と
さ
れ
た
光

源
氏
に
対
し
て
は
、
奏
法
の
相
伝
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
三
苫
氏
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
「
神
か
天
人
か
知
ら
ぬ
が
、
そ
れ
ら
の

霊
格
か
ら
伝
授
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
じ
つ
は
一
」
う
し
た
理
解
が

必
ず
し
も
単
な
る
想
像
で
は
な
く
、
逆
に
よ
り
積
極
的
な
証
左
を
与
え
て
く
れ

る
例
が
『
源
氏
物
語
』
に
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
久
し
う
手
触
れ
た
ま
は
ぬ
琴
を
、
袋
よ
り
取
り
出
で
た
ま
ひ
て
、
は
か
な
く

　
か
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
る
御
さ
ま
を
、
見
た
て
ま
つ
る
人
も
や
す
か
ら
ず
、
あ

　
は
れ
に
悲
し
う
思
ひ
あ
へ
り
。
広
陵
と
い
ふ
手
を
、
あ
る
限
り
弾
き
す
ま
し

　
た
ま
へ
る
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
明
石
」
二
巻
二
七
五
頁
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
「
広
陵
と
い
ふ
手
」
と
い
う

本
文
で
あ
る
。
諸
注
、
こ
れ
を
「
広
陵
散
」
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
、
こ
の
点
に
は
多
少
の
疑
問
の
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
い
ま
「
広
陵
と

い
ふ
手
」
を
「
広
陵
散
」
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
『
河
海
抄
』
や

『
花
鳥
余
情
』
の
注
釈
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
琴
」
の
琴
の
奏
法
の
相

伝
に
対
し
て
示
唆
的
で
あ
る
。
『
河
海
抄
』
は
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。

　
晋
書
蕾
康
伝
日
奮
康
嘗
遊
洛
西
暮
宿
華
陽
亭
引
琴
弾
夜
分
忽
有
客
詣
之
称
是

　
古
人
而
（
与
）
康
共
談
音
律
辞
致
清
弁
因
索
琴
弾
之
而
為
広
陵
散
声
調
絶
倫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念

　
遂
以
授
康
侃
誓
不
伝
人
亦
不
言
其
姓
字

　
雑
抄
云
毬
康
字
叔
夜
晋
時
議
国
人
也
康
所
居
之
処
毎
聞
有
人
声
懐
切
康
及
寛

　
不
有
人
後
復
同
声
康
更
尋
探
見
一
謁
霞
贋
鐙
眼
腫
而
生
康
見
感
之
乃
収
為
好

　
埋
葬
従
是
以
去
不
聞
懐
切
之
声
有
頃
於
夜
中
夢
見
一
人
日
我
是
伶
人
也
然
我

　
骸
骨
散
野
為
蔵
所
傷
不
堪
痛
切
蒙
君
憐
慾
荷
徳
之
深
所
相
報
令
授
広
陵
散
以

　
酬
君
徳
康
於
夢
中
度
之
及
覚
宛
然
即
得

　
霊
異
志
日
蕾
康
宿
華
陽
亭
操
琴
而
聞
空
中
称
善
中
散
日
君
何
不
来
此
答
云
身

　
是
古
人
幽
残
出
此
数
千
年
実
聞
君
弾
琴
幽
曲
清
和
故
来
聴
而
就
終
残
致
不
宜

　
及
以
琴
授
之
作
曲
亦
不
出
常
唯
広
陵
散
絶
倫
中
散
受
之
誓
不
得
教
他
人

　
或
書
云
毬
康
字
叔
夜
与
向
子
期
友
善
子
期
伝
屋
至
家
者
為
妖
精
被
侵
叔
夜
客

　
子
期
終
夜
調
琴
及
半
夜
除
骨
骸
付
陰
来
也
叔
日
阿
誰
答
日
莫
性
我
秦
時
之
楽

　
士
也
名
伶
倫
栖
此
処
久
ム
矢
然
屋
干
我
凶
月
中
積
有
年
憂
之
故
来
訴
所
以
已
汝
為

　
吾
按
之
為
幸
菱
授
広
陵
散
楽
名
謝
云
自
是
叔
夜
琴
名
大
震
干
世
実
晋
帝
詔
叔

　
願
令
授
后
不
応
詔
是
以
終
被
諌
康
将
刑
東
市
顧
視
日
影
索
琴
而
弾
之
日
昔
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
孝
尼
嘗
以
吾
学
広
陵
散
吾
毎
斬
之
広
陵
散
於
今
絶
実

こ
の
注
に
よ
れ
ば
、
蕾
康
は
広
陵
散
を
、
「
古
人
」
「
伶
人
」
「
伶
倫
」
と
い
っ

た
人
々
に
よ
っ
て
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
花
鳥
余
情
』
で
は
、

　
広
陵
散
は
琴
の
秘
曲
な
り
。
葡
康
が
花
陽
の
亭
に
て
神
人
に
あ
ひ
て
つ
た
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
た
る
曲
也
。
此
神
人
は
む
か
し
に
伶
倫
の
変
化
也
。

と
注
し
て
い
る
。
『
河
海
抄
』
や
『
花
鳥
余
情
』
は
、
い
ず
れ
も
広
陵
散
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

う
琴
曲
が
「
古
人
」
「
伶
人
」
「
伶
倫
」
「
神
人
」
か
ら
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
注
し
て
い
る
。
ま
た
『
河
海
抄
』
の
い
う
よ
う
に
こ
の
琴
曲
は
、
今
は
す

で
に
絶
え
た
曲
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
光
源
氏
は
こ
の
琴
曲
を
誰
か
ら
相

伝
さ
れ
た
の
か
。
奮
康
が
「
古
人
」
「
伶
人
」
「
伶
倫
」
「
神
人
」
か
ら
相
伝
さ

れ
た
よ
う
に
、
光
源
氏
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
人
々
か
ら
相
伝
さ
れ
た
の
だ
と

『
花
鳥
余
情
』
な
ど
は
注
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
『
源
氏
物
語
』
を
よ
む
限
り
「
琴
」
の
琴
の

相
伝
、
中
で
も
光
源
氏
へ
の
相
伝
は
、
は
っ
き
り
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
だ

と
み
て
よ
か
ろ
う
。
「
箏
」
の
琴
の
相
伝
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
の
に
比
べ

て
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。

　
「
琴
」
の
琴
が
相
伝
さ
れ
に
く
か
っ
た
事
情
に
つ
い
て
そ
の
奏
法
が
難
解
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
「
調
べ
ひ
と
っ
に
手
を
弾
き
尽
く
さ
む
事
だ
に
、
は
か
り
な

き
も
の
な
り
」
（
「
若
菜
下
」
五
巻
一
八
二
頁
）
と
語
ら
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
す
で

に
衰
微
し
た
楽
器
で
あ
っ
た
こ
と
も
「
琴
は
た
、
ま
し
て
、
さ
ら
に
ま
ね
ぶ
人

な
く
な
り
に
た
り
と
か
。
」
（
「
若
莱
下
」
五
巻
一
八
二
頁
）
、
「
今
は
、
を
さ
を

さ
伝
ふ
る
人
な
し
と
か
。
い
と
く
ち
を
し
き
に
こ
そ
あ
れ
」
（
「
若
菜
下
」
五
巻

一
八
二
頁
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
「
琴
」
の
琴
は
す
で
に
奏
法
の
絶
え
た
も
の

と
し
て
描
か
れ
、
失
わ
れ
て
い
く
も
の
の
象
徴
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
逆
に
い

え
ば
、
昔
を
な
つ
か
し
む
と
い
っ
た
尚
古
の
思
想
が
加
わ
る
こ
と
に
も
な
り
、

現
に
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
「
琴
」
の
琴
の
音
は
、
昔
を
懐
古
す
る
こ
と



と
と
も
に
あ
る
。
先
に
引
い
た
「
広
陵
散
」
と
い
う
琴
曲
も
い
ま
は
す
で
に
絶

え
た
曲
で
あ
り
、
中
国
に
お
い
て
は
、
「
昔
の
文
人
で
広
陵
散
を
知
ら
な
い
者

は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
失
わ
れ
た
文
化
に
っ
い
て
書
く
と
き
に
、
よ
く
『
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
広
陵
散
と
な
り
ぬ
』
と
表
現
し
た
も
の
だ
」
と
い
う
。
一
方
、
「
箏
」
の
琴

は
、
奏
法
が
割
合
に
容
易
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
も
後
々
に
も
伝
わ
り
、

「
箏
」
の
琴
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
い
ま
も
弾
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
「
琴
」
の
琴
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　
「
琴
」
の
琴
と
「
箏
」
の
琴
が
対
照
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
二

点
目
の
例
と
し
て
、
こ
れ
ら
二
っ
の
楽
器
が
実
際
に
演
奏
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
注
目
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
「
箏
」
の
琴
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

し
て
は
清
水
好
子
氏
の
考
察
が
あ
る
。
清
水
氏
は
、
紫
式
部
が
「
箏
の
琴
と
い

う
の
を
一
番
重
ん
じ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
お
い

て
、
箏
は
「
女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
、
や
は
り
天
皇
家
か
ら
奏
法
と
い
う

も
の
が
、
正
統
的
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
と

さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
詳
細
な
、
技
術
的
な
弾
き
方
と
か
、
楽
器
の
性
格
と
か
、

曲
名
、
季
節
に
よ
っ
て
調
子
が
変
わ
る
」
な
ど
、
「
箏
の
琴
に
殊
に
詳
し
い
」

こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
で
は
「
琴
」
の
琴
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
き
ん

　
琴
は
、
五
個
の
調
べ
、
あ
ま
た
の
手
の
な
か
に
、
心
と
ど
め
て
か
な
ら
ず
弾

　
き
た
ま
ふ
べ
き
五
六
の
は
ら
を
、
い
と
お
も
し
ろ
く
澄
ま
し
て
弾
き
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念

　
さ
ら
に
か
た
ほ
な
ら
ず
、
い
と
よ
く
澄
み
て
聞
こ
ゆ
。
春
秋
よ
ろ
づ
の
も
の

　
に
通
へ
る
調
べ
に
て
、
通
は
し
わ
た
し
つ
つ
弾
き
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
若
菜
下
」
五
巻
一
八
四
頁
）

光
源
氏
が
和
琴
を
弾
き
、
「
琴
」
の
琴
を
女
三
宮
が
弾
く
。
そ
し
て
、
「
琴
」
の

琴
の
演
奏
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

ま
と
め

　
須
磨
・
明
石
の
物
語
は
、
「
琴
」
の
琴
に
よ
っ
て
始
動
し
、
終
結
す
る
、
い

わ
ば
、
「
琴
」
の
琴
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
な
が
ら
展
開
す
る
物
語
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
主
に
天
変
を
中
心
に
置
い
た
物
語
で
あ
り
、
そ
の
契
機
と
な
る
の
が

「
琴
」
の
琴
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
宇
津
保
物
語
』
の
「
琴
」
の
琴
の
よ

う
な
天
変
の
奇
端
と
は
質
を
異
に
す
る
、
い
わ
ば
、
政
治
的
な
背
景
を
か
か
え

こ
ん
だ
奇
端
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
、
語
り
手
に
と
っ
て
、
そ
の
天

変
は
、
単
な
る
「
そ
ら
ご
と
」
で
は
な
い
。
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
を
書
い
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
物
語

が
「
そ
ら
ご
と
」
で
は
な
い
と
い
っ
た
物
語
の
事
実
化
へ
の
強
い
意
志
が
示
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
そ
れ
以
前
の
物
語
と
は
一
線
を
画

し
た
明
確
な
歴
史
意
識
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
「
琴
」
の
琴
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
「
そ
ら
ご
と
」
は
、
「
箏
」

の
琴
に
よ
っ
て
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
包
括
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
『
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

氏
物
語
』
に
お
け
る
語
り
の
「
入
れ
子
構
造
」

の
物
語
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
照
応
す
る
形
で
須
磨
・
明
石

注
¢
　
清
水
好
子
氏
・
石
田
穣
二
氏
校
注
「
源
氏
物
語
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
第
二
巻
、

　
一
九
八
七
年
。
以
下
、
本
文
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

　
　
伊
井
春
樹
氏
編
『
松
永
本
　
花
鳥
余
情
」
源
氏
物
語
古
注
集
成
、
九
四
頁
、
桜
楓

　
社
、
一
九
七
八
年
。

　
　
玉
上
琢
蘭
氏
編
『
河
海
抄
』
三
一
〇
頁
、
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
。

＠
　
山
田
孝
雄
氏
、
初
版
一
九
三
四
年
、
復
刻
版
一
九
六
九
年
、
宝
文
館
出
版
。

　
　
本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
。

＠
和
田
英
松
氏
，
國
音
逸
文
』
一
ニ
ハ
頁
、
國
音
逸
文
研
究
会
、
一
九
七
九
年
。

¢
　
黒
板
勝
美
氏
「
十
訓
抄
』
国
史
大
系
、
一
五
二
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
一
八
年
。

ゆ
　
群
書
類
従
、
第
二
十
七
輯
五
百
五
十
頁
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
三
二
年
。

　
　
黒
板
勝
美
氏
『
続
日
本
紀
』
国
史
大
系
、
上
巻
：
ハ
七
頁
、
一
七
一
頁
、
吉
川
弘

　
文
館
、
一
九
八
九
年
。

＠
　
荻
美
津
夫
氏
『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』
、
吉
川
弘
文
館
、
九
七
頁
、
一
九
七
七
年
。

＠
　
林
屋
辰
三
郎
氏
「
中
世
芸
能
史
の
研
究
」
、
岩
波
書
店
、
一
五
八
頁
、
一
九
六
〇

　
年
。

＠
　
「
初
学
記
』
巻
一
六
、
楽
部
下
。
中
華
書
局
出
版
、
一
九
六
二
年
。

＠
＠
に
同
じ
。

＠
　
『
全
釈
漢
文
大
系
』
、
第
十
三
巻
、
集
英
社
、
一
九
七
七
年
。

＠
　
河
野
多
麻
氏
校
注
，
宇
津
保
物
語
』
日
本
古
典
文
学
大
系
、
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
五
九
年
。

＠
　
中
川
正
美
氏
『
源
氏
物
語
と
音
楽
』
七
三
頁
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
。

一
〇
四

＠
　
阿
部
秋
生
氏
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
六
五
七
ぺ
－
ジ
、
東
大
出
版
会
、
一
九
五

　
九
年
。

＠
　
に
同
じ
。

＠
　
上
地
敏
彦
氏
「
宇
津
保
物
語
が
源
氏
物
語
に
与
え
た
影
智
に
つ
い
て
（
上
）
」
「
平

　
安
文
学
研
究
」
六
五
輯
。
広
田
収
氏
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
音
楽
と
系
譜
」
『
源

　
氏
物
語
の
探
究
　
第
十
三
輯
』
風
問
音
房
、
一
九
八
八
年
。

ゆ
　
三
苫
浩
輔
氏
「
源
氏
物
語
の
音
楽
相
伝
」
『
沖
縄
国
際
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二

　
五
号
、
一
九
八
八
年
。

ゆ
　
「
広
陵
」
に
対
し
て
大
島
本
は
「
か
う
れ
う
」
。
ま
た
、
諸
本
い
ず
れ
も
「
か
う
れ

　
う
」
と
な
っ
て
い
る
（
池
田
亀
鑑
氏
『
源
氏
物
語
大
成
－
第
一
巻
、
中
央
公
論
社
、

　
一
九
五
六
年
、
四
五
三
頁
）
。
鈴
木
朗
は
、
「
広
陵
散
な
ら
ば
、
く
わ
う
り
よ
う
と
か

　
く
べ
き
を
、
か
な
ち
が
へ
る
は
い
ぷ
か
し
。
又
広
陵
を
く
わ
う
り
よ
う
と
ば
か
り
も

　
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
又
、
広
陵
散
は
茜
康
に
て
絶
え
た
り
と
言
ひ
伝
ふ
る
に
、
こ
な
た

　
に
伝
は
れ
る
も
覚
束
な
し
。
外
に
か
う
れ
う
と
い
ふ
は
手
の
あ
り
し
に
や
。
」
（
『
源

　
氏
物
語
玉
の
小
櫛
補
近
』
）
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
山
田
孝
雄
氏
は
こ
の
朗
の
疑

　
問
に
対
し
て
、
「
か
う
れ
う
」
を
「
く
わ
う
り
よ
う
」
と
す
る
の
は
、
「
詑
言
」
で
あ

　
る
と
す
る
（
注
＠
に
同
じ
、
，
源
氏
物
語
の
音
楽
』
）
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
改
め

　
て
論
じ
た
い
。

ゆ
　
に
同
じ
。

＠
　
に
同
じ
。

ゆ
　
孫
玄
齢
氏
『
中
国
の
音
楽
世
界
』
二
八
頁
、
岩
波
新
書
、
一
九
九
〇
年
。

＠
清
水
好
子
氏
「
源
氏
物
語
と
音
楽
」
『
国
文
学
』
関
西
大
学
国
文
学
、
一
九
九
二

　
年
十
二
月
。

ゆ
廣
川
勝
美
先
生
「
身
体
と
樹
木
の
宇
宙
誌
」
『
文
学
－
一
九
八
八
年
二
月
。
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