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一

　
葵
巻
で
退
位
し
た
桐
壺
院
が
賢
木
巻
に
入
っ
て
崩
御
す
る
と
、
作
中
世
界
は

い
よ
い
よ
右
大
臣
専
制
の
世
の
中
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
対
す
る
光
源
氏

や
藤
壺
は
逼
塞
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
源
氏
と
の
関
係
露
見
を
恐
れ
る
藤
壺

は
、
そ
の
懸
想
を
避
け
る
た
め
に
も
出
家
を
決
意
し
、
桐
壺
院
の
一
周
忌
に
そ

れ
を
実
行
に
移
し
た
。
こ
う
し
て
政
治
的
緊
張
が
高
ま
る
中
、
否
が
応
に
も
自

身
の
行
動
に
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
さ
す
が
の
源
氏
も
、

　
Ａ 

殿
に
て
も
、
わ
が
御
方
に
ひ
と
り
う
ち
臥
し
た
ま
ひ
て
、
御
目
も
あ
は
ず
、

世
の
中
厭
は
し
う
思
さ
る
る
に
も
、
春
宮
の
御
事
の
み
ぞ
心
苦
し
き
。
母

宮
を
だ
に
お
ほ
や
け
方
ざ
ま
に
と
思
し
お
き
て
し
を
、
世
の
う
さ
に
た
へ

ず
か
く
な
り
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
、
も
と
の
御
位
に
て
も
え
お
は
せ
じ
、
我

さ
へ
見
た
て
ま
つ
り
棄
て
て
は
、
な
ど
思
し
明
か
す
こ
と
限
り
な
し
。

 

（
賢
木
②
一
三
三
〜
四
）

と
、
冷
泉
後
見
と
し
て
の
立
場
を
再
認
識
し
、
藤
壺
へ
の
無
茶
な
振
る
舞
い
を

控
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
年
が
明
け
て
、
冷
泉
が
無
事
即
位
す

る
こ
と
を
願
っ
て
勤
行
に
励
む
藤
壺
の
姿
に
接
す
る
と
、「
大
将
も
、
し
か
見

た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
こ
と
わ
り
に
思
す
」（
賢
木
②
一
三
八
）
と
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
二
人
の
間
に
は
な
に
が
し
か
の
共
通
理
解
が
形
成
さ
れ
て
い

く
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
読
者
の
関
心
は
、
そ
の
よ
う
な
厳
し
い
政
治
状
況
下
で
、
光
源

氏
が
冷
泉
後
見
と
し
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
い
こ
の
劣
勢
を
跳
ね
返
し
て
い
く

か
に
注
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
源
氏
は
、
藤
壺
の
出
家
に
続
い

て
、
こ
れ
ま
で
自
分
を
庇
護
し
て
く
れ
て
い
た
左
大
臣
ま
で
も
が
致
仕
の
表
を

提
出
し
た
と
い
う
に
も
関
わ
ら
ず
、
朧
月
夜
と
の
逢
瀬
を
再
開
し
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
、
読
者
は
こ
こ
に
軽
い
戸
惑
い
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
か（１
）。
こ
の
点

に
注
目
す
る
呉
羽
長
氏
は
、
源
氏
が
一
度
は

　
Ｂ 

大
将
、
頭
弁
の
誦
じ
つ
る
こ
と
を
思
ふ
に
、
御
心
の
鬼
に
、
世
の
中
わ
づ

�

�

ら
は
し
う

�

�

�

�

お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
尚
侍
の
君
に
も
お
と
づ
れ
き
こ
え
た
ま
は

で
久
し
う
な
り
に
け
り
。 

（
賢
木
②
一
二
七
）

と
朧
月
夜
へ
の
訪
問
を
控
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
問
題
に
し
て
い
る
朧
月
夜

と
の
二
度
目
の
密
会
場
面
は
本
来
の
筋
立
て
に
は
な
く
、
後
に
増
補
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た（２
）。
た
し
か
に
、
源
氏
は
五
壇
の
御
修
法
の
さ
い
の
密

会
を
藤
少
将
に
目
撃
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
噂
が
広
ま
る
と
い
う

光
源
氏
の
須
磨
退
去

│
賢
木
巻
巻
末
を
手
掛
か
り
と
し
て
│

吉

田

幹

生
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展
開
は
十
分
に
あ
り
得
た
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
世
の
「
わ
づ
ら
は

し
さ
」
を
避
け
冷
泉
後
見
と
し
て
の
自
覚
を
強
め
た
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
か
つ

て
の
朧
月
夜
と
の
密
会
が
右
大
臣
方
に
恰
好
の
攻
撃
材
料
を
提
供
し
て
し
ま
い
、

そ
の
結
果
、
累
が
東
宮
に
及
ぶ
前
に
源
氏
が
須
磨
に
退
去
し
て
し
ま
う
、
と
い

う
展
開
も
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
が
、
過
去
の

過
ち
の
た
め
に
源
氏
が
糾
弾
さ
れ
る
と
い
う
筋
立
て
に
な
り
、
右
大
臣
方
か
ら

迫
害
さ
れ
る
被
害
者

�

�

�

と
し
て
の
源
氏
像
は
い
っ
そ
う
強
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
物
語
は
そ
の
よ
う
な
展
開
を
選
択
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
故
な

の
か
。
二
度
目
の
密
会
が
後
に
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

よ
う
に
し
て
成
り
立
つ
『
源
氏
物
語
』
の
論
理
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
一
見
す
る
と
不
自
然
に
見
え
る
賢
木
巻
巻
末
の
叙
述
を
手

掛
か
り
に
し
て
、
光
源
氏
の
須
磨
退
去
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
と
思
う
。

二

　
最
初
に
確
認
し
た
い
の
は
、
源
氏
が
冷
泉
後
見
の
立
場
を
自
覚
し
て
か
ら
朧

月
夜
と
の
二
度
目
の
密
会
を
す
る
間
に
記
さ
れ
る
、
文
事
の
場
面
の
読
み
解
き

に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

政
治
的
劣
勢
に
あ
る
源
氏
の
も
と
に
、
春
の
司
召
し
に
漏
れ
た
三
位
中
将

（
も
と
の
頭
中
将
）
や
、
閑
暇
の
日
々
を
過
ご
す
博
士
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
た
。

彼
ら
は
作
文
や
韻
塞
ぎ
に
興
じ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
右
大
臣
専
制
下
で
不
遇
を

託
つ
人
々
が
源
氏
を
盟
主
と
仰
い
で
自
ず
と
結
集
し
た
と
い
う
趣
で
あ
る
。

「
御
心
に
ま
か
せ
て
う
ち
遊
び
て
お
は
す
る
を
、
世
の
中
に
は
、
わ
づ
ら
は
し

�

�

�

�

�

き�

こ
と
ど
も
や
う
や
う
言
ひ
出
づ
る
人
々
あ
る
べ
し
」（
賢
木
②
一
四
〇
）
と

あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
意
図
と
は
無
関
係
に
、
周
囲
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
集
団

と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　
そ
う
し
て
月
日
が
経
過
し
た
夏
の
あ
る
日
、
三
位
中
将
が
韻
塞
ぎ
の
負ま
け
態わ
ざ
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
注
目
し
た
い
の
は
、
四
の
君
所
生
の
次
男
が
催
馬
楽

「
高
砂
」
を
披
露
し
た
後
に
続
く
、
三
位
中
将
と
源
氏
と
の
次
の
贈
答
歌
で
あ

る
。

　
Ｃ 

「
あ
は
ま
し
も
の
を
さ
ゆ
り
は
の
」
と
う
た
ふ
と
ぢ
め
に
、
中
将
御
土
器

ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。

　
　

  

そ
れ
も
が
と
け
さ
ひ
ら
け
た
る
初
花
に
お
と
ら
ぬ
君
が
に
ほ
ひ
を
ぞ

見
る

ほ
ほ
笑
み
て
取
り
た
ま
ふ
。

　
　

  「
時
な
ら
で
け
さ
咲
く
花
は
夏
の
雨
に
し
を
れ
に
け
ら
し
に
ほ
ふ
ほ

ど
な
く

お
と
ろ
へ
に
た
る
も
の
を
」
と
、
う
ち
さ
う
ど
き
て
、
ら
う
が
は
し
く
聞

こ
し
め
し
な
す
を
、
咎
め
出
で
つ
つ
強
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。

 

（
賢
木
②
一
四
二
）

三
位
中
将
の
贈
歌
は
、

高
砂
の　
さ
い
さ
さ
ご
の　
高
砂
の　
尾
上
に
立
て
る　
白
玉
玉
椿　
玉

柳　
そ
れ
も
が
と　
さ
む　
汝ま
し
も
が
と　
汝
も
が
と　
練ね
り
緒を

染さ
み
緒を

の　
御

衣
架
に
せ
む　
玉
柳

何
し
か
も　
さ　
何
し
か
も　
何
し
か
も　
心
ま
た
い
け
む

�

�　
百
合
花
の　

さ　
百
合
花
の　
今
朝
咲
い
た
る　
初
花
に　
逢
は
ま
し
も
の
を　
さ　
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百
合
花
の

と
い
う
「
高
砂
」
の
詞
章
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
傍
点
を
付
し
た

よ
う
に
「
け
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
右
に
示
し
た
よ
う
な
二

段
構
成
で
、
前
段
で
「
玉
椿
」
や
「
玉
柳
」
を
所
望
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
後

段
で
「
百
合
花
」
を
対
置
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
早
ま
っ
た
こ
と
を
し

た
の
か
、
も
う
少
し
辛
抱
し
て
い
た
ら
今
朝
咲
い
た
「
百
合
花
」
に
逢
う
こ
と

が
で
き
た
の
に
、
と
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
推
定
さ
れ
る（３
）。
そ
れ
を
当

該
場
面
の
状
況
下
に
置
い
て
み
る
と
、「
高
砂
」
の
詞
章
は
、「
玉
椿
」
や
「
玉

柳
」
を
所
望
す
る
前
段
の
人
物
に
右
大
臣
方
の
勢
力
に
阿お
も
ね

り
そ
の
恩
恵
に
与

る
人
々
が
寓
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
に
対
し
て
「
百
合
花
」
な
ら
ぬ
源
氏

を
中
心
に
集
ま
っ
た
三
位
中
将
た
ち
の
優
位
性
を
言
外
に
響
か
せ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
三
位
中
将
は
、
そ
の
「
高
砂
」
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
よ
う

に
賞
美
さ
れ
る
「
け
さ
ひ
ら
け
た
る
初
花
（
＝
百
合
花
）」
に
劣
ら
な
い
源
氏

の
素
晴
ら
し
さ
を
称
え
る
の
で
あ
る（４
）。

　
こ
の
贈
歌
が
「
高
砂
」
に
続
け
て
詠
ま
れ
た
の
は
、
そ
の
展
開
を
利
用
し
つ

つ
、
眼
前
の
光
源
氏
を
当
意
即
妙
に
持
ち
上
げ
る
こ
と
に
三
位
中
将
の
狙
い
が

あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
た
か
も
、
光
源
氏
を
反
右

大
臣
勢
力
の
領
袖
に
担
ぎ
上
げ
よ
う
と
す
る
か
の
ご
と
き
趣
が
感
取
さ
れ
る
。

　
左
大
臣
家
の
嫡
男
と
し
て
、
三
位
中
将
は
こ
れ
ま
で
源
氏
に
対
抗
心
を
抱
く

人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
き
た
。
当
該
場
面
の
直
前
に
も
「
い
に
し
へ
も
も
の

狂
ほ
し
き
ま
で
、
い
ど
み

�

�

�

き
こ
え
た
ま
ひ
し
を
思
し
出
で
て
、
か
た
み
に
今
も

は
か
な
き
こ
と
に
つ
け
つ
つ
、
さ
す
が
に
い
ど
み

�

�

�

た
ま
へ
り
」（
賢
木
②
一
三

九
）
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
父
左
大
臣
が

致
仕
し
自
身
も
司
召
し
で
不
遇
を
託
っ
て
い
る
と
い
う
政
治
的
情
勢
、
及
び
負

態
の
饗
宴
と
い
う
場
の
要
請
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
最
大
限
に
源
氏
を
持
ち

上
げ
る
の
で
あ
る
。
源
氏
が
ほ
ほ
笑
ん
だ
の
も
、
そ
の
変
わ
り
身
に
対
し
て
で

あ
ろ
う
。
盃
を
勧
め
ら
れ
て
「
ほ
ほ
笑
む
」
場
面
に
は
、
他
に

　
Ｄ 

中
納
言
（
＝
薫
）
の
い
た
く
す
す
め
た
ま
へ
る
に
、
宮
（
＝
匂
宮
）
す
こ

し
ほ
ほ
笑
み
た
ま
へ
り
。「
わ
づ
ら
は
し
き
わ
た
り
を
」
と
、
ふ
さ
は
し

か
ら
ず
思
ひ
て
言
ひ
し
を
思
し
出
づ
る
な
め
り
。 

（
宿
木
⑤
四
一
五
）

が
あ
る
が
、
酒
を
勧
め
る
眼
前
の
行
為
と
過
去
の
言
動
と
の
差
異
が
笑
い
を
も

た
ら
す
と
い
う
仕
組
み
は
当
該
場
面
に
も
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
反
右
大
臣
勢
力
の
結
集
と
噂
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
下
で
、
光
源
氏

が
こ
の
賛
辞
を
受
納
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
朝
咲
い
た
花

は
そ
の
「
に
ほ
ひ
」
の
ほ
ど
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
な
く
も
う
萎
れ
て
し

ま
っ
た
ら
し
い
と
い
な
し
つ
つ
、「
お
と
ろ
へ
に
た
る
も
の
を
」
と
付
け
加
え

る
こ
と
で
、
自
分
に
は
右
大
臣
勢
力
に
対
抗
す
る
だ
け
の
力
は
な
い
と
切
り
返

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
謙
遜
と
い
う
以
上
に
、
む
し
ろ
賛
辞
の

否
定
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
続
く
「
う
ち
さ
う
ど
き
て
、
ら
う

が
は
し
く
聞
こ
し
め
し
な
す
を
」
も
、「
陽
気
に
振
舞
っ
て
、（
中
将
の
歌
を
）

酔
い
の
暴
言
だ
と
お
取
り
な
し
に
な
る
の
を
」（
新
大
系
）
と
解
す
る
の
が
妥

当
で
あ
る
と
考
え
る
。
源
氏
に
三
位
中
将
歌
の
意
図
が
見
抜
け
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
こ
こ
は
あ
え
て
「
酔
い
の
暴
言
」
と
す
る
こ
と
で
贈
歌
が
内
包

す
る
政
治
性
を
無
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
い
く
ら
源
氏
が
否
定
し
よ
う
と
も
、
そ
の
超
絶
的
美
質
は
覆
う
べ

く
も
な
い
。
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Ｅ 
み
な
こ
の
御
事
を
ほ
め
た
る
筋
に
の
み
、
大
和
の
も
唐
の
も
作
り
つ
づ
け

た
り
。
わ
が
御
心
地
に
も
い
た
う
思
し
お
ご
り
て
、「
文
王
の
子
武
王
の

弟
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
、
御
名
の
り
さ
へ
ぞ
げ
に
め
で
た
き
。
成
王

の
何
と
か
の
た
ま
は
む
と
す
ら
む
。
そ
れ
ば
か
り
や
ま
た
心
も
と
な
か
ら

む
。 

（
賢
木
②
一
四
三
）

そ
の
場
に
集
う
人
々
が
和
歌
や
漢
詩
で
源
氏
を
賛
美
す
る
と
、
次
第
に
源
氏
も

そ
の
気
に
な
っ
て
き
て
、
と
う
と
う
「
文
王
の
子
武
王
の
弟
」
と
口
ず
さ
む
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
史
記
』
に
由
来
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
源
氏
が
口
に

す
る
時
、
文
王
・
武
王
・
周
公
旦
の
関
係
は
、
桐
壺
帝
・
朱
雀
帝
・
光
源
氏
の

そ
れ
に
重
ね
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
現
下
の
政
治
的
劣
勢
に

対
し
て
、
自
ら
の
出
自
を
根
拠
に
矜
持
を
述
べ
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
先
の
返
歌

と
の
違
い
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
反
右
大
臣
勢
力
の
盟
主
と
目
さ
れ
る
こ

と
を
頑
な
に
否
定
し
て
い
た
の
か
ら
一
転
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
応
ず
る
か

の
よ
う
な
源
氏
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
周
囲
の
声
に

押
さ
れ
る
形
で
、
右
大
臣
勢
力
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
の
源
氏
像
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
こ
と
が
、
当
該
場
面
で
の
主
眼
で
あ
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、「
文
王
の
子
武
王
の
弟
（
＝
桐
壺
帝
の
子
朱
雀
帝
の
弟
）」

と
い
う
源
氏
の
自
己
規
定
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
「
成
王
の
何
と
か
の
た
ま
は

む
と
す
ら
む
」
と
注
意
喚
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
成
王
（
東
宮
冷
泉
）
と
の

関
係
に
読
者
の
注
意
を
誘
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
藤
壺
と
の
一
件
を
知

る
読
者
は
、
前
掲
Ａ
あ
た
り
か
ら
大
き
く
な
っ
て
き
た
冷
泉
後
見
と
し
て
の
自

覚
が
、
周
囲
の
声
に
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
源
氏
を
後
押
し
し
て
い
る
様

を
こ
こ
に
読
み
取
る
の
で
は
な
い
か
。
口
で
は
桐
壺
帝
や
朱
雀
帝
と
の
血
縁
関

係
を
根
拠
に
し
て
い
る
が
、
決
し
て
口
外
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
冷
泉
と
の
関
係

を
読
者
は
そ
の
背
後
に
感
取
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三

　
前
節
の
よ
う
に
文
事
の
場
面
を
読
み
解
く
と
す
れ
ば
、
右
大
臣
専
制
に
対
抗

す
る
よ
う
な
源
氏
の
行
動
が
次
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
描
か
れ

る
の
が
、
朧
月
夜
と
の
二
度
目
の
密
会
場
面
で
あ
っ
た
。
一
度
は
世
の
「
わ
づ

ら
は
し
さ
」
か
ら
訪
問
を
控
え
た
源
氏
で
あ
っ
た
が
（
前
掲
Ｂ
）、
再
び
朧
月

夜
の
も
と
へ
と
通
い
始
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
尚
侍
は
正
式
な
皇
妃
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
状
況
下
で
朧
月
夜
と
の
関
係

を
再
開
す
る
こ
と
は
、
反
朱
雀
帝
の
意
味
合
い
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ

は
、
密
会
が
露
見
し
た
後
、
弘
徽
殿
大
后
が
朱
雀
対
光
源
氏
と
い
う
対
立
の
構

図
に
お
い
て
こ
の
一
件
を
捉
え
、「
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
朝
廷
の
御
方
に
う

し
ろ
や
す
か
ら
ず
見
ゆ
る
は
、
春
宮
の
御
世
心
寄
せ
こ
と
な
る
人
な
れ
ば
こ
と

わ
り
に
な
む
あ
め
る
」（
賢
木
②
一
四
八
）
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
は
反
体
制
的
な
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に

な
る
が
、
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
源
氏
の
行
動
が
「
后

の
宮
も
一
所
に
お
は
す
る
こ
ろ
な
れ
ば
、
け
は
ひ
い
と
恐
ろ
し
け
れ
ど
、
か
か

る
こ
と
し
も
ま
さ
る
御
癖
な
れ
ば
、
い
と
忍
び
て
度
重
な
り
ゆ
け
ば
、
気
色
見

る
人
々
も
あ
る
べ
か
め
れ
ど
、
わ
づ
ら
は
し
う
て
、
宮
に
は
さ
な
む
と
は
啓
せ

ず
」（
賢
木
②
一
四
三
〜
四
）
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
河
添

房
江
氏
が
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そ
こ
で
は
、
色
好
み
の
対
象
を
奪
わ
れ
た
閉
塞
状
況
へ
の
反
発
が
、
右
大

臣

│
朱
雀
体
制
へ
の
政
治
的
叛
意
と
し
て
で
は
な
く
、「
癖
」
と
い
う

形
で
心
情
的
叛
乱
と
し
て
定
位
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
光
源

氏
と
し
て
は
、
女
君
達
と
の
往
時
の
連
帯
感
を
と
り
と
め
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
公
的
な
断
罪
を
み
ち
び
く
に
し
て

も
、
光
源
氏
自
身
に
罪
の
自
覚
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
お
い

て
よ
い
。

と
述
べ
る
よ
う
に（５
）、
物
語
は
源
氏
の
こ
の
行
動
を
、
冷
泉
後
見
の
立
場
に
軸
足

を
置
い
た
政
治
的
反
乱
と
し
て
は
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
文
事
の
場
面
を
朧
月
夜
と
の
二
度
目
の
密
会
と
結
び
付
け
て
読

み
解
く
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
両
者
が
断
絶
し
て
い
る
と
ま

で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
賢
木
巻
後
半
で
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
冷
泉
後
見
と
し

て
の
源
氏
の
自
覚
が
朧
月
夜
と
の
密
会
を
領
導
し
て
い
く
と
い
う
関
係
に
は

な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
冷
泉
後
見
を
自
覚
し
た
か
ら

�

�

朧

月
夜
と
の
密
会
を
再
開
し
た
と
い
う
よ
う
に
読
み
解
く
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
展
開
が
、
読
者
に
軽
い
戸
惑
い
を
覚
え
さ
せ
る
こ
と
は
前
述
の

通
り
だ
が
、
で
は
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
い
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、「
癖
」
は
光
源
氏
を
考
え
る
さ
い
の
鍵
語
で
あ
る
が（６
）、

そ
れ
が
こ
の
場
面
で
発
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
源
氏
自
身
に
さ
え
ど
う

し
よ
う
も
な
い
情
念
の
発
露
と
し
て
│
す
な
わ
ち
、
源
氏
の
意
識
を
超
え
た

次
元
の
行
為
と
し
て
│
朧
月
夜
と
の
再
会
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
前
掲
Ｂ
に
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
と
て
朧
月
夜
と
の
関

係
を
継
続
す
る
こ
と
が
自
ら
の
政
治
的
立
場
を
悪
く
す
る
と
い
う
自
覚
は
あ
っ

た
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
氏
は
朧
月
夜
と
の
関
係
を
再
開
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
末
摘
花
巻
で
の
「
癖
」
の
用
例
を
論
じ
て
、
秋
山
氏
は
「
光

源
氏
は
、
彼
の
「
癖
」
に
よ
っ
て
日
常
の
彼
か
ら
離
脱
す
る
。「
癖
」
に
よ
っ

て
、
日
常
の
彼
の
歩
調
と
は
矛
盾
し
背
反
す
る
行
動
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が（７
）、
そ
れ
は
当
該
箇
所
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
ろ
う
。

慎
重
に
振
る
舞
う
べ
き
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、源
氏
は
自
ら
の
「
癖
」

に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
窮
地
へ
と
追
い
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が
拓
か
れ
て
く
る
の
か
。
後
に
明
石
尼
君

が
「
京
の
人
の
語
る
を
聞
け
ば

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、
や
む
ご
と
な
き
御
妻
ど
も
い
と
多
く
持
ち
た

ま
ひ
て
、
そ
の
あ
ま
り
、
忍
び
忍
び
帝
の
御
妻
を
さ
へ
過
ち
た
ま
ひ
て
、
か
く

も
騒
が
れ
た
ま
ふ
な
る
人
は
、
ま
さ
に
か
く
あ
や
し
き
山
が
つ
を
心
と
ど
め
た

ま
ひ
て
む
や
」（
須
磨
②
二
一
〇
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
源
氏
と
朧
月
夜

の
一
件
は
、〈
帝
の
御
妻
を
過
つ
〉
も
の
と
し
て
人
々
に
捉
え
ら
れ
て
い
く
。

そ
う
い
う
も
の
と
し
て
物
語
が
こ
の
出
来
事
を
定
位
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
が
、
こ
の
と
き
源
氏
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
く
る
の
は
、『
伊
勢
物
語
』

の
昔
男
や
『
交
野
少
将
物
語
』
の
交
野
少
将
と
い
っ
た
好
色
な
男
性
像
に
ほ
か

な
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
発
端
と
な
る
朧
月
夜
と
の
密
会
露
見
は
、
過
去

の
過
ち
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
反
右
大
臣
・
反
朱
雀
帝
と
い
う
性
格
の
よ
り

明
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
言
い
換
え

れ
ば
、
加
害
者

�

�

�

と
し
て
の
要
素
が
こ
こ
に
は
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
そ
れ
が
「
癖
」
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
昔
男
の

よ
う
な
全
的
な
破
滅
へ
と
は
至
ら
ず
、
窮
地
か
ら
の
挽
回
も
可
能
に
な
っ
て
く
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吉田幹生　光源氏の須磨退去

る
の
で
は
な
い
か
。〈
好
色
人
〉
と
〈
生
活
者
〉
と
い
う
二
分
法
を
用
い
て
言

え
ば
、
源
氏
の
日
常
を
打
ち
破
っ
て
描
か
れ
る
〈
好
色
人
〉
と
し
て
の
振
る
舞

い
が
源
氏
を
窮
地
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
一
方
で
、
日
常
を
生
き
る
〈
生
活

者
〉
と
し
て
の
思
考
や
行
動
が
そ
の
窮
地
か
ら
源
氏
を
救
い
出
す
可
能
性
も
残

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
冷
泉
後
見
の
自
覚
を
強
め
て
く

る
源
氏
像
と
「
癖
」
に
導
か
れ
て
朧
月
夜
と
の
密
会
を
再
開
す
る
源
氏
像
と
は

ひ
と
ま
ず
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
物
語
は
あ
え
て
重
層
的
な
源
氏
像
を

「
癖
」
の
語
に
よ
っ
て
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
須
磨
退
去
を
め
ぐ
る
自
主
的
退
去
か
左
遷
流
謫
か
と

い
う
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
須
磨
巻
が
「
世
の
中
い
と

わ
づ
ら
は
し
く
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
、
せ
め
て
知
ら
ず
顔
に
あ
り

経
て
も
、
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
と
思
し
な
り
ぬ
」（
須
磨
②
一
六
一
）

と
語
り
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
源
氏
が
自
ら
須
磨
退
去
を
決
意
し
た
こ
と
は

動
か
せ
ま
い
が
、
さ
り
と
て
在
原
行
平
や
菅
原
道
真
・
源
高
明
な
ど
流
罪
や
左

遷
に
な
っ
た
人
物
に
源
氏
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
三
谷
邦
明

氏
が
、
表
層
に
お
い
て
は
自
発
的
退
去
な
の
だ
が
深
層
で
は
罪
を
背
負
っ
た
流

罪
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
一
義
的
に
決
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
指

摘
し
た
通
り
な
の
で
あ
ろ
う（８
）。

こ
の
よ
う
な
重
層
性
と
先
の
問
題
は
お
そ
ら
く

対
応
す
る
の
で
あ
り
、
文
事
の
場
面
で
明
示
さ
れ
る
光
源
氏
と
周
公
旦
と
の
重

ね
合
わ
せ
が
自
主
的
退
去
の
、
ま
た
朧
月
夜
と
の
密
会
事
件
に
よ
っ
て
喚
起
さ

れ
る
昔
男
像
と
の
重
ね
合
わ
せ
が
流
離
の
文
脈
を
そ
れ
ぞ
れ
形
成
し
て
い
く
よ

う
に
、
物
語
の
展
開
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る（９
）。
こ
れ
を
図
示
す

れ
ば
、

〈
生
活
者
〉
│
被
害
者
│
自
主
的
退
去
│
周
公
旦

〈
好
色
人
〉
│
加
害
者
│
左
遷
や
流
謫
│
昔
男

と
い
う
二
種
類
の
源
氏
像
が
須
磨
退
去
の
文
脈
を
構
成
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

四

　
で
は
、
賢
木
巻
巻
末
で
冷
泉
後
見
と
し
て
の
自
覚
を
源
氏
が
強
め
た
こ
と
は
、

物
語
の
展
開
上
ど
の
よ
う
な
文
脈
を
構
成
し
て
い
く
の
か
。
こ
こ
で
改
め
て
注

意
さ
れ
て
く
る
の
が
、
藤
壺
の
出
家
や
左
大
臣
の
致
仕
が
そ
れ
ぞ
れ
「
母
宮
を

だ
に
お
ほ
や
け
方
ざ
ま
に
と
思
し
お
き
て
し
を
」（
前
掲
Ａ
）「
帝
は
、
故
院
の

や
む
ご
と
な
く
重
き
後
見
と
思
し
て
、
長
き
世
の
か
た
め
と
聞
こ
え
お
き
た
ま

ひ
し
御
遺
言
を
思
し
め
す
に
…
」（
賢
木
②
一
三
八
）
と
、
桐
壺
院
の
意
思
に

背
く
結
果
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
Ｆ 

帝
は
、
院
の
御
遺
言
た
が
へ
ず
あ
は
れ
に
思
し
た
れ
ど
、
若
う
お
は
し
ま

す
う
ち
に
も
、
御
心
な
よ
び
た
る
方
に
過
ぎ
て
、
強
き
と
こ
ろ
お
は
し
ま

さ
ぬ
な
る
べ
し
、
母
后
、
祖
父
大
臣
と
り
ど
り
に
し
た
ま
ふ
こ
と
は
え
背

か
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
政
ま
つ
り
ご
と
御
心
に
か
な
は
ぬ
や
う
な
り
。

 

（
賢
木
②
一
〇
四
）

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
右
大
臣
専
制
の
実
現
と
は
、
生
前
に
桐
壺
院
が
思
い

描
い
て
い
た
体
制
が
頓
挫
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
源
氏
が

冷
泉
後
見
と
し
て
の
自
覚
を
強
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
右
大
臣
専
制
に
抵

抗
し
て
、
桐
壺
院
の
遺
志
を
継
ぐ
も
の
と
し
て
の
側
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
賢
木
巻
巻
末
の
政
治
状
況
で
は
、
そ
の
最
後
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の
砦
と
言
っ
て
も
よ
い
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

　
思
え
ば
、
桐
壺
院
は
死
を
目
前
に
控
え
て
、「
大
将
に
も
、
朝
廷
に
仕
う
ま

つ
り
た
ま
ふ
べ
き
御
心
づ
か
ひ
、
こ
の
宮
（
＝
冷
泉
）
の
御
後
見
し
た
ま
ふ
べ

き
こ
と
を
か
へ
す
が
へ
す
の
た
ま
は
す
」（
賢
木
②
九
七
）
と
、
繰
り
返
し
述

べ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
桐
壺
院
の
遺
言
を
聞
い
た
直
後
の
源
氏
の

反
応
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
院
の
死
後
に
出
家
を
考
え
た
り
藤
壺
に
迫
っ
た
り

し
て
い
る
こ
と
や
、「
事
に
ふ
れ
て
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
出
で
来
れ
ば
、
か

か
る
べ
き
こ
と
と
は
思
し
し
か
ど
、
見
知
り
た
ま
は
ぬ
世
の
う
さ
に
、
立
ち
ま

ふ
べ
く
も
思
さ
れ
ず
」（
賢
木
②
一
〇
二
）
と
い
っ
た
消
極
的
な
姿
勢
が
語
ら

れ
た
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
源
氏
の
中
で
桐
壺
院
の
遺
言
は
当
初
さ

ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
藤
壺
の
出
家
を
契
機
と
し
て
冷
泉
後
見
と
し
て
の
自
覚
が
強
ま
っ
て
く

る
と
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
遺
言
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
て
く
る

と
い
う
結
構
な
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
文
事
の
場
面
で
は
ま
だ
「
文
王
の
子
武
王
の
弟
」
と
源
氏
の
矜
持
が
示
さ
れ

る
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
須
磨
退
去
の
直
前
に
な
る
と
、
左
大
臣
の
口
を
通
し

て
「
昔
の
御
物
語
、
院
の
御
事
、
思
し
の
た
ま
は
せ
し
御
心
ば
へ
な
ど
」（
須

磨
②
一
六
六
）
が
話
題
に
な
り
、
源
氏
を
取
り
巻
く
政
治
状
況
が
桐
壺
院
の
遺

言
と
乖
離
し
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
故
桐
壺
院

の
山
陵
を
源
氏
が
参
詣
し
た
さ
い
に
は
、

　
Ｇ 

御
山
に
参
で
た
ま
ひ
て
、
お
は
し
ま
し
し
御
あ
り
さ
ま
、
た
だ
目
の
前
の

や
う
に
思
し
出
で
ら
る
。
限
り
な
き
に
て
も
、
世
に
亡
く
な
り
ぬ
る
人
ぞ
、

言
は
む
方
な
く
口
惜
し
き
わ
ざ
な
り
け
る
。
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
泣
く
泣
く

申
し
た
ま
ひ
て
も
、
そ
の
こ
と
わ
り
を
あ
ら
は
に
え
う
け
た
ま
は
り
た
ま

は
ね
ば
、
さ
ば
か
り
思
し
の
た
ま
は
せ
し
さ
ま
ざ
ま
の
御
遺
言
は
い
づ
ち

か
消
え
失
せ
に
せ
ん
、
と
言
ふ
か
ひ
な
し
。 

（
須
磨
②
一
八
一
〜
二
）

と
、
源
氏
自
身
が
遺
言
の
不
履
行
を
問
題
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。

　
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
配
流
の
宣
旨
が
下
っ
た
伊
周
が
父
道
隆
の
墓
に
参
り

「
か
ひ
な
き
身
だ
に
行
く
末
も
知
ら
ず
ま
か
り
な
り
ぬ
れ
ば
、
な
ほ
こ
の
御
身

（
＝
懐
妊
中
ノ
定
子
）
離
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
平
ら
か
に
と
守
り
た
て
ま
つ
ら

せ
た
ま
ひ
て
、
ま
た
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
公
の
御
心
地
に
も
、
ま
た
女
院
の

御
夢
な
ど
に
も
、
こ
の
こ
と
咎
な
か
る
べ
き
さ
ま
に
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た

ま
へ
」（
浦
々
の
別
①
二
四
四
）
と
助
け
を
求
め
る
姿
を
描
く
が
、
こ
れ
が
当

時
の
一
般
的
な
感
覚
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
こ
の
記
述
じ
た
い
が
右
の

場
面
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
Ｇ
の
叙
述
に
接
し
た
読

者
が
、
故
院
に
救
済
を
訴
え
る
源
氏
の
姿
を
想
起
す
る
こ
と
は
自
然
な
解
釈
で

あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
訴
え
の
根
拠
に
な
っ
た
の
が
、
遺

言
不
履
行
の
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
物
語
は
右
に
続
け
て

　
Ｈ 

御
墓
は
、
道
の
草
し
げ
く
な
り
て
、
分
け
入
り
た
ま
ふ
ほ
ど
い
と
ど
露
け

き
に
、
月
も
雲
隠
れ
て
、
森
の
木
立
木
深
く
心
す
ご
し
。
帰
り
出
で
ん
方

も
な
き
心
地
し
て
拝
み
た
ま
ふ
に
、
あ
り
し
御
面
影
さ
や
か
に
見
え
た
ま

へ
る
、
そ
ぞ
ろ
寒
き
ほ
ど
な
り
。

　
　

 
な
き
か
げ
や
い
か
が
見
る
ら
む
よ
そ
へ
つ
つ
な
が
む
る
月
も
雲
が
く

れ
ぬ
る 

（
賢
木
②
一
八
二
）
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吉田幹生　光源氏の須磨退去

と
い
う
源
氏
の
詠
歌
場
面
を
記
す
。
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、『
細
流
抄
』
が

「
お
り
ふ
し
月
の
雲
が
く
れ
た
る
を
み
て
、
故
院
い
か
ゞ
我
身
を
御
ら
ん
ず
る

に
や
、
月
の
へ
だ
ゝ
る
を
心
の
お
に
ゝ
お
も
ひ
と
が
め
給
ふ
也
。
藤
壺
の
密
通

の
事
を
思
ひ
給
ふ
な
る
べ
し
」
と
し
た
の
に
対
し
、『
玉
の
小
櫛
』
は

月
の
雲
が
く
る
ゝ
は
、
人
の
か
な
し
み
に
よ
り
て
、
涙
に
目
の
か
き
く
る

る
に
よ
そ
へ
て
、
故
院
の
御
心
に
も
、
源
氏
君
の
此
度
の
御
事
を
、
か
な

し
く
お
ぼ
し
め
し
て
、
涙
に
く
れ
さ
せ
給
ふ
に
や
の
意
也
、
注
に
藤
壺
の

密
通
の
事
を
思
ひ
給
ふ
な
る
べ
し
と
あ
る
は
た
が
へ
り
、
も
し
其
意
な
ら

ば
、
前
後
の
詞
に
、
か
な
ら
ず
さ
る
意
の
詞
有
べ
き
に
、
一
言
も
な
き
を

思
ふ
べ
し
、

と
批
判
し
た
。『
新
旧
全
集
』
や
『
源
氏
物
語
注
釈
』
は
こ
の
宣
長
説
を
支
持

す
る
よ
う
だ
が
、
ど
う
か
。

　
こ
こ
は
月
が
雲
に
隠
れ
て
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
面
影
を
目
に
し
て
、

「
な
き
か
げ
や
い
か
が
見
る
ら
む
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、
雲
隠
れ
じ
た
い
に

拒
絶
や
感
応
と
い
っ
た
故
院
の
意
思
を
読
み
取
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
源

氏
の
和
歌
は
「
な
き
か
げ
や
い
か
が
見
る
ら
む
」
と
詠
む
点
に
主
眼
が
あ
り
、

下
三
句
「
よ
そ
へ
つ
つ
な
が
む
る
月
も
雲
が
く
れ
ぬ
る
」
は
そ
の
理
由
を
示
す

構
成
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
雲
隠
れ
に
何
ら
か
の
意
思
を
読
み
取
っ
た
の
だ

と
し
た
ら
、
上
二
句
の
問
い
は
意
味
を
持
た
な
い
。
何
も
読
み
取
れ
な
か
っ
た

か
ら
こ
そ
、「
い
か
が
見
る
ら
む
」
と
詠
む
の
で
あ
ろ
う
（
雲
隠
れ
の
意
図
を

問
う
つ
も
り
な
ら
「
い
か
が
見
つ
ら
む
」
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
）。『
新
大

系
』
の源

氏
の
歌
。
故
院
（
の
霊
）
は
今
の
私
を
ど
う
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
故

院
だ
と
思
っ
て
仰
ぎ
見
て
い
た
月
ま
で
も
雲
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
（
故
院

の
心
を
窺
う
す
べ
は
も
は
や
な
い
）。「
亡
き
か
げ
」
は
故
人
の
意
。「
か

げ
」
に
月
の
光
の
意
を
掛
け
る
。

と
い
う
理
解
が
支
持
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
で
は
、「
い
か
が
見
る
ら
む
」
と
は
何
を
尋
ね
た
も
の
な
の
か
。
こ
こ
は
前

掲
Ｇ
の
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
泣
く
泣
く
申
し
た
ま
ひ
て
も
、
そ
の
こ
と
わ
り
を

あ
ら
は
に
え
う
け
た
ま
は
り
た
ま
は
ね
ば
」
が
参
考
に
な
ろ
う
。
山
陵
を
訪
れ

た
源
氏
は
、
故
院
の
生
前
の
姿
を
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
も
の
の
、
そ
れ

は
何
も
答
え
て
く
れ
ず
、
故
院
の
姿
に
よ
そ
え
て
い
た
月
が
雲
に
隠
れ
る
と
、

暗
闇
の
中
に
そ
の
故
院
の
面
影
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
面
影

（
＝
「
な
き
か
げ
」）
に
対
し
て
、
先
ほ
ど
回
答
の
得
ら
れ
な
か
っ
た
「
よ
ろ
づ

の
こ
と
」
を
問
い
か
け
て
み
る
と
い
う
文
脈
な
の
だ
と
考
え
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
訴
え
の
背
後
に
も
、
Ｇ
の
場
合
と
同
じ
く
、
遺
言
の
問
題
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
物
語
は
、
桐
壺
院
の
遺
言
か
ら
ま
す
ま
す
遠
の
い
て
い
く
右
大
臣

専
制
の
政
治
状
況
を
浮
き
彫
り
に
す
る
一
方
で
、
そ
の
遺
言
こ
そ
が
源
氏
救
済

の
切
り
札
に
な
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
段
階
で
は
ま
だ
そ
れ
は
単
な
る
可
能
性
で
し
か
な
い
。
先
の
源
氏
の
和
歌

に
対
す
る
故
桐
壺
院
の
反
応
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
源
氏
に
救
済
の
確
信
が
あ

る
わ
け
で
も
な
い
。
言
わ
ば
、
物
語
は
こ
の
点
へ
の
回
答
を
留
保
し
た
ま
ま
で
、

源
氏
を
須
磨
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
が
再
び
物
語
の
表
層
に
浮
上
し
て
く
る
の
は
、

右
の
場
面
か
ら
一
年
後
、
明
石
巻
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
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Ｉ 
（
源
氏
）「
か
し
こ
き
御
影
に
別
れ
た
て
ま
つ
り
に
し
こ
な
た
、さ
ま
ざ
ま

悲
し
き
こ
と
の
み
多
く
は
べ
れ
ば
、
今
は
こ
の
渚
に
身
を
や
棄
て
は
べ
り

な
ま
し
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、（
故
院
）「
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
。
こ

れ
は
た
だ
い
さ
さ
か
な
る
物
の
報
い
な
り
。
我
は
位
に
在
り
し
時
、
過
つ

こ
と
な
か
り
し
か
ど
、
お
の
づ
か
ら
犯
し
あ
り
け
れ
ば
、
そ
の
罪
を
終
ふ

る
ほ
ど
暇
な
く
て
、
こ
の
世
を
か
へ
り
み
ざ
り
つ
れ
ど
、
い
み
じ
き
愁
へ

に
沈
む
を
見
る
に
た
へ
が
た
く
て
、
海
に
入
り
、
渚
に
上
り
、
い
た
く
困

じ
に
た
れ
ど
、
か
か
る
つ
い
で
に
内
裏
に
奏
す
べ
き
こ
と
あ
る
に
よ
り
な

む
急
ぎ
上
り
ぬ
る
」
と
て
立
ち
去
り
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
明
石
②
二
二
九
）

夢
の
中
に
現
わ
れ
た
故
桐
壺
院
は
、
死
後
「
お
の
づ
か
ら
犯
し
」
が
あ
っ
た
た

め
に
冥
界
で
贖
罪
の
日
々
を
過
ご
し
て
お
り
現
世
を
顧
み
る
暇
が
な
か
っ
た
が
、

源
氏
の
窮
状
を
見
る
に
忍
び
ず
こ
う
し
て
や
っ
て
来
た
の
だ
と
告
げ
る
。
そ
こ

に
ほ
の
め
か
さ
れ
る
「
内
裏
に
奏
す
べ
き
こ
と
」
と
は
、
遺
言
の
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
都
へ
と
向
か
っ
た
故
院
は
、
朱
雀
帝
の
夢
に
現
れ
た
。

　
Ｊ 

三
月
十
三
日
、
雷
鳴
り
ひ
ら
め
き
雨
風
騒
が
し
き
夜
、
帝
の
御
夢
に
、
院

の
帝
、
御
前
の
御
階
の
下
に
立
た
せ
た
ま
ひ
て
、
御
気
色
い
と
あ
し
う
て

睨
み
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
か
し
こ
ま
り
て
お
は
し
ま
す
。
聞
こ
え
さ

せ
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
多
か
り
。
源
氏
の
御
事
な
り
け
ん
か
し
。

 

（
明
石
②
二
五
一
）

故
院
に
睨
ま
れ
た
朱
雀
帝
は
、「
な
ほ
こ
の
源
氏
の
君
、
ま
こ
と
に
犯
し
な
き

に
て
か
く
沈
む
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
こ
の
報
い
あ
り
な
ん
と
な
む
お
ぼ
え
は
べ

る
。
い
ま
は
な
ほ
も
と
の
位
を
も
賜
ひ
て
む
」（
明
石
②
二
五
二
）
と
考
え
る

よ
う
に
な
り
、「
春
宮
に
こ
そ
は
譲
り
き
こ
え
た
ま
は
め
、
朝
廷
の
御
後
見
を

し
、
世
を
ま
つ
り
ご
つ
べ
き
人
を
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
こ
の
源
氏
の
か
く
沈
み

た
ま
ふ
こ
と
い
と
あ
た
ら
し
う
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
、
つ
ひ
に
后
の
御
諌

め
を
も
背
き
て
、
赦
さ
れ
た
ま
ふ
べ
き
定
め
出
で
来
ぬ
」（
明
石
②
二
六
二
）

と
、
と
う
と
う
弘
徽
殿
大
后
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
源
氏
召
還
を
決
定
す
る
に

至
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
読
み
解
い
て
く
れ
ば
、
桐
壺
院
の
遺
言
の
重
さ
に
改
め
て
気
づ

か
さ
れ
よ
う
。
賢
木
巻
後
半
で
源
氏
が
冷
泉
後
見
と
し
て
の
自
覚
を
強
め
て
く

る
の
は
、
こ
の
遺
言
の
問
題
を
物
語
の
俎
上
に
上
せ
る
た
め
の
布
石
で
は
な

か
っ
た
か
。
前
節
末
で
示
し
た
二
分
類
に
即
し
て
言
え
ば
、「〈
生
活
者
〉
│
被

害
者
│
自
主
的
退
去
│
周
公
旦
」
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
被
害
者
と
し
て
の
源
氏
を
救
う
た
め
に
、
源
氏
の
須
磨
退
去
に
先

立
っ
て
、
物
語
は
召
還
の
た
め
の
準
備
を
着
々
と
進
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
朱
雀
帝
の
側
か
ら
も
確
認
し
て
お
こ
う
）
10
（

。
桐
壺
院
は
、
朱
雀
帝

に
も
以
下
の
よ
う
に
遺
言
し
て
い
た
。

　
Ｋ 

弱
き
心
地
に
も
、
春
宮
の
御
事
を
、
か
へ
す
が
へ
す
聞
こ
え
さ
え
た
ま
ひ

て
、
次
に
は
大
将
の
御
事
、「
は
べ
り
つ
る
世
に
変
ら
ず
、
大
小
の
こ
と

を
隔
て
ず
何
ご
と
も
御
後
見
と
思
せ
。
齢
の
ほ
ど
よ
り
は
、
世
を
ま
つ
り

ご
た
む
に
も
、
を
さ
を
さ
憚
り
あ
る
ま
じ
う
な
む
見
た
ま
ふ
る
。
か
な
ら

ず
世
の
中
た
も
つ
相
あ
る
人
な
り
。
さ
る
に
よ
り
て
、
わ
づ
ら
は
し
さ
に
、

親
王
に
も
な
さ
ず
、
た
だ
人
に
て
、
朝
廷
の
御
後
見
を
せ
さ
せ
む
と
思
ひ

た
ま
へ
し
な
り
。
そ
の
心
違
へ
さ
せ
た
ま
ふ
な
」
と
、
あ
は
れ
な
る
御
遺

言
ど
も
多
か
り
け
れ
ど
、
女
の
ま
ね
ぶ
べ
き
こ
と
に
し
あ
ら
ね
ば
、
こ
の
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片
は
し
だ
に
か
た
は
ら
い
た
し
。
帝
も
、
い
と
悲
し
と
思
し
て
、
さ
ら
に

違
へ
き
こ
え
さ
す
ま
じ
き
よ
し
を
、
か
へ
す
が
へ
す
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。

 

（
賢
木
②
九
五
〜
六
）

源
氏
の
場
合
と
は
異
な
り
、「
さ
ら
に
違
へ
き
こ
え
さ
す
ま
じ
き
よ
し
」
を
繰

り
返
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
朱
雀
帝
に
と
っ
て
遺
言
の
問
題
が
当
初
か

ら
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
掲
Ｆ
の
よ
う
に
、
遺
言
を
守
る
こ
と
が
出
来

な
い
で
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
事
実
は
、
朱
雀
帝
の
心
に
重
く
の
し
か
か
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
が
須
磨
に
退
去
し
た
後
、
朱
雀
帝
は
朧
月
夜
に

対
し
て
「
院
の
思
し
の
た
ま
は
せ
し
御
心
を
違
へ
つ
る
か
な
。
罪
得
ら
む
か

し
」（
須
磨
②
一
九
七
）
と
涙
な
が
ら
に
語
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
心
情
が

底
流
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
前
掲
Ｊ
で
故
桐
壺
院
が
夢
に
出
現
し
て
以
降
、
源
氏

召
還
へ
と
舵
を
切
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
そ
の
さ
い
の
「
朝
廷

の
御
後
見
を
し
、
世
を
ま
つ
り
ご
つ
べ
き
人
」
と
い
う
表
現
が
Ｋ
の
波
線
部
を

踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
）。
は
た
し
て
、
都
に
戻
っ
て
来
た

源
氏
が
政
界
復
帰
す
る
と
、

　
Ｌ 

大
后
、
御
な
や
み
重
く
お
は
し
ま
す
う
ち
に
も
、
つ
ひ
に
こ
の
人
を
え
消

た
ず
な
り
な
む
こ
と
と
心
病
み
思
し
け
れ
ど
、
帝
は
、
院
の
御
遺
言
を
思

ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
、
も
の
の
報
い
あ
り
ぬ
べ
く
思
し
け
る
を
、
な
ほ
し
立

て
た
ま
ひ
て
、
御
心
地
涼
し
く
な
む
思
し
け
る
。 

（
澪
標
②
二
七
九
）

と
、
弘
徽
殿
大
后
と
は
対
照
的
な
、
爽
や
か
な
姿
が
描
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

「
も
の
の
報
い
」
云
々
は
、
前
引
し
た
「
ま
こ
と
に
犯
し
な
き
に
て
か
く
沈
む

な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
こ
の
報
い
あ
り
な
ん
と
な
む
お
ぼ
え
は
べ
る
」
と
対
応
し

て
お
り
、
源
氏
召
還
を
果
た
し
た
こ
と
で
遺
言
を
反
故
に
し
な
い
で
済
ん
だ
こ

と
に
よ
る
安
堵
感
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
朱
雀
帝
の
あ
り
よ
う
か
ら

し
て
も
、
源
氏
召
還
の
鍵
を
握
っ
て
い
た
の
は
故
桐
壺
院
の
遺
言
で
あ
っ
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

五

　
以
上
、
賢
木
巻
巻
末
の
叙
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
不

自
然
さ
を
、
光
源
氏
の
須
磨
退
去
を
織
り
成
す
二
種
の
論
理
の
問
題
と
し
て
読

み
解
く
方
途
を
模
索
し
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
大
過
が
な
い
と
す
れ
ば
、

物
語
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
東
下
り
章
段
や
六
十
五
段
な
ど
を
読
者
に
想
起
さ

せ
つ
つ
貴
種
流
離
譚
と
し
て
の
須
磨
退
去
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
一
方
で
、
帰
京

後
の
冷
泉
即
位
を
睨
み
な
が
ら
故
桐
壺
院
の
遺
言
を
軸
に
源
氏
召
還
の
伏
線
を

潜
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
物
語
展
開
を
二
つ
の
論

理
が
同
等
の
力
て
導
い
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
言
う
な
れ
ば
、
両
者
は
和

歌
に
お
け
る
二
重
の
文
脈
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
が
主
文
脈
を
構
成
し

な
が
ら
、
残
さ
れ
た
他
方
は
、
た
と
え
ば
縁
語
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素

が
相
互
に
緊
密
な
文
脈
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
緩
や
か
に
繋
が
り
あ
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
物
語
の
主
文
脈
を
構
成
し
て
い
る
の
は
ど
ち
ら
の
論
理
か
。
こ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
須
磨
で
の
源
氏
の
あ
り
方
で
あ
る
。
須
磨
退
去
の
直
前
に

藤
壺
と
対
面
し
た
さ
い
の
「
か
く
思
ひ
か
け
ぬ
罪
に
当
た
り
は
べ
る
も
、
思
う

た
ま
へ
あ
は
す
る
こ
と
の
一
ふ
し
に
な
む
、
空
も
恐
ろ
し
う
は
べ
る
」（
須
磨

②
一
七
九
）
と
い
う
の
が
、
冷
泉
誕
生
の
経
緯
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
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ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
源
氏
も
、「
惜
し
げ
な
き
身
は
亡
き
に
な
し
て
も
、
宮
の
御

世
だ
に
事
な
く
お
は
し
ま
さ
ば
」（
須
磨
②
一
七
九
）
と
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
「
惜
し
げ
な
き
身
は
亡
き
に
な
し
て
も
」
を
、
須
磨
で
の
「
か

く
う
き
世
に
罪
を
だ
に
失
は
む
と
思
せ
ば
、
や
が
て
御
精
進
に
て
、
明
け
暮
れ

行
ひ
て
お
は
す
」（
須
磨
②
一
九
三
）
と
い
う
勤
行
生
活
と
結
び
つ
け
る
の
は

ど
う
か
。
今
井
上
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
）
11
（

、
源
氏
が
密
通
の
罪
を
意
識
し
て
い

る
の
だ
と
す
れ
ば
「
罪
を
だ
に

�

�

失
は
む
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
ま
り
に
軽
す
ぎ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
源
氏
が
贖
罪
目
的
に
仏
道
修
行
に
励
ん
で
い
た
と
は
読
み
解

け
ま
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
貴
種
流
離
譚
か
ら
期
待
さ
れ
る
贖
罪
の
問
題
が
須

磨
退
去
に
お
け
る
主
要
素
で
あ
っ
た
と
は
見
な
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
12
（

。

　
む
し
ろ
、
折
に
触
れ
て
無
罪
を
訴
え
る
源
氏
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

物
語
の
展
開
に
と
っ
て
は
、
源
氏
が
須
磨
に
あ
る
こ
と
そ
れ
じ
た
い
が
意
味
を

持
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
院
の
遺
言
を
守
り
切
れ
ず
右
大
臣
の
専
制

を
許
し
て
し
ま
う
朱
雀
帝
と
の
対
照
性
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
と
は
、
故
院

の
遺
言
を
背
景
に
冷
泉
後
見
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
す
る
源
氏
の
不
遇
を
読
者

に
印
象
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
孝
の
問

題
が
須
磨
・
明
石
巻
前
後
の
物
語
を
主
導
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
）
13
（

、
こ

れ
こ
そ
が
物
語
の
主
文
脈
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

注
１ 　

た
と
え
ば
、
高
田
祐
彦
「
逆
境
の
光
源
氏
│
賢
木
巻
後
半
の
方
法
│
」（『
源
氏
物

語
の
文
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
三
年
）
は
こ
の
あ
た
り
に
「
源
氏
の
立
場

と
行
動
の
不
整
合
」
を
指
摘
し
、
日
向
一
雅
『
源
氏
物
語
の
世
界
』（
岩
波
新
書
二
〇

〇
四
年
）
は
「
東
宮
を
守
ら
ね
ば
と
い
う
自
覚
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
行
動

は
自
重
を
欠
い
て
一
貫
性
が
な
い
。
甘
え
や
慢
心
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
ほ
か

な
い
」
と
す
る
。

　

２ 　

呉
羽
長
「
藤
壺
構
想
と
朧
月
夜
構
想
の
関
わ
り
」（『
源
氏
物
語
の
創
作
過
程
の
研

究
』
新
典
社
二
〇
一
四
年
）。

　
３ 　
「
高
砂
」
の
解
釈
や
当
該
場
面
で
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
中
田
幸
司
「『
催
馬
楽
』

「
高
砂
」
攷

│
〈
寿
歌
〉
か
ら
〈
恋
歌
〉
へ
の
移
行

│
」（『
平
安
宮
廷
文
学
と
歌

謡
』
笠
間
書
院
二
〇
一
二
年
）
鈴
木
日
出
男
「
催
馬
楽
の
恋
」（『
王
の
歌
』
筑
摩
書

房
一
九
九
九
年
）
な
ど
参
照
。
な
お
、
後
段
の
機
能
に
つ
い
て
、
中
田
氏
は
同
一
人

物
に
よ
る
後
悔
、
鈴
木
氏
は
第
三
者
に
よ
る
混
ぜ
返
し
と
把
握
す
る
。「
高
砂
」
そ
の

も
の
の
解
釈
に
つ
い
て
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
当
該
場
面
で
朗
詠
さ
れ
た
場
合
に
は
、

右
大
臣
方
に
靡
い
た
人
々
（
た
と
え
ば
、
春
の
司
召
で
右
大
臣
方
の
恩
恵
に
与
っ
た

人
々
）
を
、
当
事
者
な
ら
ぬ
第
三
者
の
立
場
か
ら
揶
揄
す
る
働
き
を
有
す
る
こ
と
に

な
る
。

　

４ 　
「
け
さ
ひ
ら
け
た
る
初
花
」
に
は
、『
白
氏
文
集
』「
薔
薇
正
開
、
春
酒
初
熟
。
因
招

劉
十
九
・
張
大
・
崔
二
十
四
同
飲
」
を
媒
介
と
し
て
「
階
の
底
の
薔
薇
」（
賢
木
②
一

四
一
）
も
含
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
に
即
せ
ば
、
薔
薇
を
眺
め
つ
つ
酒
を
飲
む

と
い
う
『
白
氏
文
集
』
の
内
容
を
踏
ま
え
て
源
氏
に
酒
を
勧
め
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
結
句
の
「
君
が
に
ほ
ひ
」
は
「
例
よ
り
は
う
ち
乱
れ
た
ま

へ
る
御
顔
の
に
ほ
ひ
」（
賢
木
②
一
四
二
）
を
指
し
、「
似
火
浅
深
紅
圧
架
」
と
も
さ

れ
る
薔
薇
の
赤
色
に
も
負
け
な
い
酔
っ
た
あ
な
た
の
赤
ら
顔
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
酔
っ
た
顔
と
赤
い
景
物
と
を
組
み
合
わ
せ
る
の
は
漢
詩
の
手
法
で
、『
和
漢
朗
詠

集
』
に
採
ら
れ
た
白
居
易
「
酔
中
対
紅
葉
」（『
白
氏
文
集
』
巻
十
七
）
で
も
「
風
に

臨
め
る
杪
秋
の
樹　

酒
に
対
へ
る
長
年
の
人　
　

酔
貌
は
霜
葉
の
ご
と
く　

紅
な
り

と
雖
も
是
れ
春
な
ら
ず
」
と
あ
る
。
当
該
歌
も
勧
酒
歌
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
潜
ま
せ
ら
れ
た
源
氏
賛
美
の
文
脈
を
こ
こ
で
は
重
視

し
た
い
。

　
５ 　

河
添
房
江
「
朱
雀
皇
権
の
〈
巫
女
〉
朧
月
夜
」（『
源
氏
物
語
表
現
史
』
翰
林
書
房

一
九
九
八
年
）。

　
６ 　

秋
山
虔
「
好
色
人
と
生
活
者
│
光
源
氏
の
「
癖
」」（『
王
朝
の
文
学
空
間
』
東
京
大

学
出
版
会
一
九
八
四
年
）

　
７ 　

注
（
６
）
に
同
じ
。
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８ 　

三
谷
邦
明
「
須
磨
流
離
の
表
現
構
造
│
古
注
の
復
権
あ
る
い
は
〈
引
用
の
織
物
〉

と
し
て
の
源
氏
物
語
│
」（『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅱ
』
有
精
堂
一
九
八
九
年
）
な
ど
。

　
９ 　

光
源
氏
と
周
公
旦
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
清
水
好
子
「
須
磨
退
去
と
周
公
東
遷
」

（『
源
氏
物
語
論
』
塙
書
房
一
九
六
六
年
）
参
照
。

　

10 　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
徳
定
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
天
皇
の
孝
心

│
光

源
氏
召
還
と
「
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
御
位
」

│
」（『
孝
思
想
の
受
容
と
古
代
中

世
文
学
』
新
典
社
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

　

11 　

今
井
上
「
光
源
氏
の
「
罪
」
を
考
え
る

│
秘
匿
の
意
図

│
」（『
源
氏
物
語
を

考
え
る
』
武
蔵
野
書
院
二
〇
一
一
年
）。

　

12　

今
西
祐
一
郎
「
須
磨
」（『
国
文
学
』
一
九
七
四
年
九
月
）
な
ど
参
照
。

　

13 　

注
（
10
）
田
中
論
文
や
、
田
中
隆
明
「
光
源
氏
に
お
け
る
孝
と
不
孝

│
『
史
記
』

と
の
か
か
わ
り
か
ら

│
」（『
源
氏
物
語　

引
用
の
研
究
』
勉
誠
社
一
九
九
九
年
）

な
ど
参
照
。

＊
本
文
の
引
用
は
、『
細
流
抄
』（
源
氏
物
語
古
注
集
成
）『
玉
の
小
櫛
』（
本
居
宣
長
全

集
）
を
除
い
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
が
、
表
記
を
私
に

改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
よ
し
だ
・
み
き
お　
本
学
教
授
）


