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安藤純　『源氏物語』紫の上を取り巻く継子・継母関係

一　

は
じ
め
に

　

日
本
の
古
代
文
学
に
お
い
て
、
継
子
・
継
母
関
係
を
描
い
た
物
語
は
少
な
く

な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
多
く
は
「
継
子
い
じ
め
譚
」
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』

の
成
立
以
前
に
は
既
に
、『
落
窪
物
語
』『
古
本
住
吉
物
語
』
の
よ
う
な
、
継
子

い
じ
め
を
主
題
と
し
た
物
語
が
存
在
し
た
。「
継
子
い
じ
め
譚
」
は
物
語
の
素

材
と
し
て
あ
る
程
度
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

で
は
『
源
氏
物
語
』
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
中
に
以
下
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
、
心
見
え
に
心
づ
き
な
し
と
思

せ
ば
、
い
み
じ
く
選
り
つ
つ
な
む
、
書
き
と
と
の
へ
さ
せ
、
絵
な
ど
に
も

描
か
せ
た
ま
ひ
け
る
。 

（
蛍
③
二
一
六
頁
）

　

右
は
蛍
巻
に
あ
る
、
明
石
の
姫
君
に
物
語
を
読
ま
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
光
源

氏
と
紫
の
上
が
物
語
に
つ
い
て
論
じ
合
っ
た
後
の
記
述
で
あ
る
。「
継
母
の
腹

き
た
な
き
昔
物
語
」
に
よ
っ
て
、
継
母
と
は
意
地
の
悪
い
も
の
だ
と
明
石
の
姫

君
に
思
わ
せ
て
し
ま
っ
て
は
、
紫
の
上
に
と
っ
て
都
合
が
悪
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
清
水
泰
氏
は
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
）
1
（

。

　

源
氏
物
語
の
作
者
は
、
継
子
い
じ
め
の
よ
う
な
み
に
く
い
こ
と
が
ら
に

は
興
味
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
こ
う
い
う
こ
と
を
ば
嫌
っ
て
い
た
。
そ
れ

は
蛍
の
巻
に
見
え
て
い
る
こ
と
ば
が
、
作
者
の
意
見
を
現
わ
し
て
い
る
と

お
も
わ
れ
る
。（
以
下
、
前
掲
の
本
文
の
引
用
│
安
藤
注
）
こ
れ
は
明
石

の
姫
君
に
対
す
る
、
源
氏
の
心
づ
か
い
で
は
あ
る
が
、
こ
の
心
づ
か
い
が
、

す
な
わ
ち
作
者
の
心
づ
か
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
箇
所
は
語
り
手
が
源
氏
の
心
情
と
行
動
を
語
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
直
前

に
、
源
氏
の
発
言
と
し
て
様
々
な
物
語
論
が
書
か
れ
る
が
、
継
子
い
じ
め
の
物

語
に
つ
い
て
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
想
定
さ
れ
る
理
由
の
一

つ
は
、
作
者
自
身
の
物
語
に
対
す
る
意
見
を
投
影
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
「
継
子
い
じ
め
譚
」
と
は
、「
継
母
は
継
子
を
い
じ
め
る
も
の
」
と
い

う
認
識
を
徒
ら
に
植
え
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
は
そ
の
型
に
収
ま
ら
な
い

継
子
・
継
母
関
係
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
。
い
わ
ば
、「
継
子
い
じ
め
譚
」

へ
の
批
判
で
あ
る
。

　

作
者
が
批
判
意
識
を
抱
い
て
い
た
と
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』
で
の
継
子
・

継
母
関
係
は
、
従
来
の
も
の
と
は
異
な
る
様
を
描
い
て
い
た
は
ず
だ
。
兵
部
卿

宮
の
北
の
方
と
若
紫
、
空
蝉
と
紀
伊
守
・
軒
端
荻
、
紫
の
上
と
明
石
の
姫
君
な

『
源
氏
物
語
』
紫
の
上
を
取
り
巻
く
継
子
・
継
母
関
係

安

藤
　

純
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ど
、
多
く
の
継
子
・
継
母
関
係
が
見
い
だ
せ
る
が
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
描
き
、
従
来
の
「
継
子
い
じ
め
譚
」
と
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
兵
部
卿
宮
の
北
の
方
と
若
紫
の
関
係
に
注
目
し
て

考
察
し
て
ゆ
く
。

二　

論
証
の
前
提
の
提
示

二
│
一　

従
来
の
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
に
つ
い
て

　

ま
ず
具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
本
論
に
お
け
る
「
継
子
い
じ
め
譚
」
に

関
す
る
認
識
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、
清
水
泰
氏
の
論
）
2
（

に
こ

の
よ
う
に
あ
る
。

　

平
安
時
代
に
み
る
継
子
物
語
は
、
室
町
期
に
み
る
継
子
物
語
の
よ
う
に

型
に
は
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
継
母
子
関
係
、
継
父
子
関
係
な
ど
の

種
々
相
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
後
に
継
子
物
語
と
し
て
の
型
に
定
着
す
る

ま
で
に
い
た
る
継
子
物
語
発
生
の
諸
相
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。

（
中
略
）

　

お
も
う
に
平
安
時
代
初
期
に
あ
た
っ
て
、
明
ら
か
な
継
子
物
語
の
文
献

の
徴
す
べ
き
は
見
出
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
継
子
継
母
の
関
係
は
早
く
か
ら

存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
、
日
本
書
紀
に
庶
兄
庶
妹
の
文
字
の
あ

ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
考
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
物
語
に
、「
継
母

の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
」（
螢
）「
継
母
の
北
の
方
は
安
原
文
ま
ま

ら
か
に

お
ぼ
す
べ
し
、
昔
物
語
に
殊
更
に
作
り
出
で
た
る
や
う
な
る
有
様
な
り
」

（
賢
木
）「
昔
物
語
を
見
る
に
も
、
よ
の
つ
ね
の
志
深
き
親
だ
に
、
時
に
う

つ
ろ
ひ
人
に
し
た
が
へ
ば
、
疎
に
の
み
こ
そ
な
り
け
れ
」（
真
木
柱
）
な

ど
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
継
母
の
腹
き
た
な
い
物
語
が
、

相
当
世
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
裏
書
し
て
い
る
。
そ
し
て
平
安
時
代
の
継

子
物
語
で
、
室
町
時
代
な
ど
の
継
子
型
物
語
の
よ
う
な
の
は
、
落
窪
物
語

が
た
だ
一
つ
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
落
窪
物
語
の
成
立

年
時
に
は
、
諸
説
あ
る
に
し
て
も
、
枕
草
子
以
前
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違

い
な
い
。
だ
か
ら
枕
草
子
以
前
に
継
子
物
語
と
し
て
型
に
入
っ
た
も
の
が

制
作
さ
れ
て
い
る
の
が
、
そ
の
後
平
安
時
代
の
物
語
と
し
て
落
窪
物
語
の

構
成
を
襲
う
た
も
の
は
出
て
い
な
い
。
そ
し
て
落
窪
を
除
い
た
こ
の
時
代

の
継
子
物
語
と
い
う
も
の
は
、
源
氏
物
語
を
除
い
て
は
継
母
は
意
地
悪
の

腹
き
た
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
は
、
後
の
継
子
物
語
に
み
る
の
と
同

様
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
清
水
氏
の
考
え
る
平
安
期
ま
で
の
「
継
子
い
じ
め
譚
」
に
つ
い
て

以
下
の
こ
と
が
い
え
る
。

　

・ 

継
子
・
継
母
関
係
は
数
多
く
描
か
れ
、
特
に
「
継
母
の
腹
き
た
な
い
物

語
」
が
多
か
っ
た
。

　

・ 『
源
氏
物
語
』
を
除
き
、
継
母
は
「
意
地
悪
の
腹
き
た
な
い
も
の
」
で
あ

る
。

　

・ 

継
子
物
語
の
型
が
成
立
し
た
の
は
室
町
期
。
平
安
期
で
そ
の
型
に
近
い
も

の
は
『
落
窪
物
語
』
の
み
。

　

ま
た
、「
継
子
い
じ
め
譚
」
の
話
型
の
成
立
に
関
し
て
は
、
三
谷
邦
明
氏
に

よ
る
以
下
の
論
）
3
（

が
あ
る
。

　

…
継
子
い
じ
め
譚
は
、
源
氏
物
語
蛍
巻
に
「
継
母
の
、
腹
ぎ
た
な
き
む

か
し
物
語
も
お
ほ
か
る
を
」
と
あ
る
ご
と
く
平
安
朝
初
期
物
語
の
典
型
的
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な
話
型
の
一
つ
で
あ
り
、
古
本
住
吉
物
語
等
の
先
行
作
品
を
持
つ
落
窪
物

語
に
と
っ
て
は
、
継
子
虐
め
譚
と
い
う
話
型
は
、
あ
り
ふ
れ
た
出
来
事
・

筋
書
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
落
窪
物
語
は
、
奇
想
天
外
な
筋

書
を
求
め
て
、
そ
れ
ま
で
の
継
子
虐
め
物
語
に
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
猥
雑
で
残
虐
な
場
面
を
強
調
す
る
と
共
に
、
一
方
で
は
、
落
窪
姫
君
の

悲
劇
は
、
一
夫
一
妻
制
で
は
な
い
婚
姻
制
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
た
り
、
継
母
の
性
格
が
悪
か
っ
た
か
ら
だ
と
し
て
、
北
の
方
の
性

格
描
写
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
が
指
す
も
の
を
「
継
子
虐
め
譚
と
い
う
話
型
」
と

解
釈
し
、「
あ
り
ふ
れ
た
出
来
事
・
筋
書
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
三
谷
氏

は
「
継
子
い
じ
め
譚
」
に
関
し
て
、
他
の
論
文
に
お
い
て
、
関
圭
吾
氏
の
成

年
・
成
女
式
の
通
過
儀
礼
を
話
型
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
）
4
（

を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
貴
種
流
離
譚
の
上
に
成
り
立
っ
た
話
型
で
あ
る
と
し
て
い
る
）
5
（

。
こ

れ
は
現
在
も
有
力
な
論
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
作
品
が
少
な
い
以
上
、
話
型
と

し
て
安
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
貴
種
流
離
譚
と

関
連
付
け
て
話
型
を
解
釈
し
た
と
す
る
と
、
現
実
味
の
あ
る
「
あ
り
ふ
れ
た
出

来
事
」
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
な
は
ず
だ
。

　

さ
ら
に
、
自
身
も
「
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ

の
よ
う
な
物
語
が
全
て
散
佚
し
て
い
る
た
め
確
証
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
平
安

時
代
ま
で
の
「
継
子
い
じ
め
譚
」
は
あ
く
ま
で
も
要
素
や
素
材
の
次
元
で
あ
り
、

安
定
し
た
話
型
は
室
町
期
に
成
立
し
た
と
考
え
る
他
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
そ
の
室
町
期
に
成
立
し
た
継
子
物
語
の
型
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
す

る
研
究
は
、
市
古
貞
次
氏
が
物
語
ご
と
の
「
人
物
並
に
筋
書
の
對
照
表
」
と
い

う
形
で
ま
と
め
）
6
（

、
そ
れ
を
受
け
た
関
敬
吾
氏
が
、
昔
話
と
の
関
連
に
お
い
て
要

素
を
分
解
し
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
な
お
し
た
）
7
（

。

　

Ａ
、
求
婚

│
継
母
の
妨
害

　
Ｂ
、
虐
待

│
逃
亡
・
幽
閉
・
追
放

　
Ｃ
、
庇
護
者

│
亀
・
尼
・
海
士

　
Ｄ
、
求
婚
者
の
探
索

│
祈
願
・
神
霊
の
案
内

　
Ｅ
、
⑴
再
会

　
　
　

⑵
結
婚

　
　
　

⑶
子
女
の
誕
生

　
　
　

⑷
父
子
再
会

　
Ｆ
、
反
対
者
・
加
担
者
の
懲
罰

　
Ｇ
、
⑴
援
助
者
の
褒
賞

　
　
　

⑵
懲
罰
者
の
放
免

　

関
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
類
型
を
持
つ
『
住
吉
物
語
』『
落
窪
物
語
』
な
ど
九

つ
の
物
語
を
「
住
吉
型
」
に
分
類
し
た
。
前
掲
の
清
水
氏
の
論
に
、「
平
安
時

代
の
継
子
物
語
で
、
室
町
時
代
な
ど
の
継
子
型
物
語
の
よ
う
な
の
は
、
落
窪
物

語
が
た
だ
一
つ
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。」
と
あ
っ
た
。
実
際
に

『
落
窪
物
語
』
を
こ
の
類
型
に
当
て
は
め
る
と
、
Ａ
の
求
婚
の
段
階
で
形
式
上

結
婚
が
成
立
し
て
い
る
点
や
、
Ｃ
、
Ｄ
の
段
階
に
お
い
て
神
仏
等
の
手
助
け
が

無
い
点
を
除
い
て
一
致
す
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
類
型
が
室
町
期
に
成

立
し
た
「
継
子
い
じ
め
譚
」
の
類
型
の
一
つ
で
あ
り
、
清
水
氏
が
考
え
る
型
と

お
お
よ
そ
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

古
代
に
お
い
て
、
現
存
す
る
継
子
い
じ
め
を
主
題
と
し
た
物
語
は
『
落
窪
物
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語
』
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
は
散
佚
し
て
い
る
が
、『
源
氏
物
語
』
等
の
作
品

か
ら
、
そ
の
他
に
も
「
継
子
い
じ
め
」
の
物
語
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
な
か
で
も
『
古
本
住
吉
物
語
』
は
、『
枕
草
子
』
に
「
物
語
は　

住
吉
。
宇
津
保
。
殿
う
つ
り
。」（
一
九
九
段
・
三
三
六
頁
）
と
、
そ
の
名
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
代
表
的
な
継
子
い
じ
め
を
主
題
と
し
た
物
語
で
あ
っ

た
。
よ
っ
て
本
論
の
四
章
で
は
、『
落
窪
物
語
』
と
『
古
本
住
吉
物
語
』
の
比

較
に
よ
っ
て
仮
説
を
検
討
す
る
。

　

ま
た
清
水
氏
の
、『
源
氏
物
語
』
を
除
い
て
継
母
は
「
意
地
悪
の
腹
き
た
な

い
も
の
」
と
し
て
描
か
れ
る
と
い
う
見
解
を
踏
ま
え
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
、

「
継
子
に
悪
意
を
も
つ
継
母
」
が
登
場
す
る
物
語
や
そ
の
箇
所
（
室
町
期
に
成

立
し
た
類
型
で
は
な
い
、
ご
く
単
純
な
要
素
）
を
、
以
後
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉

と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
│
二　
『
源
氏
物
語
』
の
「
昔
物
語
」
批
判

　
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
を
語
り
手
は
「
継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
」
と
評
し

て
お
り
、
そ
れ
を
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
へ
の
批
判
と
捉
え
た
が
、「
昔
物
語
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
、
そ
れ
を
考
察
し
な
お
し
て
ゆ
き
た
い
。
以
下
、
そ

の
用
例
で
あ
る
。

　

・ 

継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
、
心
見
え
に
心
づ
き
な
し
と
思

せ
ば
、
い
み
じ
く
選
り
つ
つ
な
む
、
書
き
と
と
の
へ
さ
せ
、
絵
な
ど
に
も

描
か
せ
た
ま
ひ
け
る
。 

（
蛍
③
二
一
六
頁
）

　

・ （
真
木
柱
の
乳
母
た
ち
）「
昔
物
語
を
見
る
に
も
、
よ
の
つ
ね
の
志
深
き
親

だ
に
、
時
に
う
つ
ろ
ひ
人
に
し
た
が
へ
ば
、
疎
に
の
み
こ
そ
な
り
け
れ
。

…
」 

（
真
木
柱
③
三
七
二
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
を
「
昔
物
語
」
で
あ
る
と
表

現
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
「
昔
物
語
」
と
い
う
語
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

に
よ
る
と
、
①
「
昔
作
ら
れ
た
物
語
、
昔
か
ら
伝
わ
る
物
語
・
伝
説
」
と
、
②

「
懐
旧
談
」
と
い
う
、
二
種
類
の
意
味
が
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
こ

の
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
用
例
を
検
索
）
8
（

し
た
と
こ
ろ
、
三
三
件
見

い
だ
せ
、
①
の
意
が
一
七
件
、
②
の
意
が
一
六
件
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
考
察
し

た
い
も
の
は
①
の
用
例
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
限
定
す
る
。

　
「
昔
物
語
」
に
つ
い
て
、「
物
語
」
と
の
差
異
と
い
う
形
で
論
じ
た
毛
利
正
守

氏
の
論
）
9
（

が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
い
ま
創
作
者
（
紫
式
部
）
の
立
場
に
立
つ
て
、
こ
の
両
語
間

の
関
係
を
考
へ
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
が
云
へ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な

は
ち
、
紫
式
部
が
、
源
氏
物
語
の
場
面
に
、
源
氏
物
語
以
前
の
物
語
を
と

り
入
れ
る
際
、
物
語
に
一
つ
の
文
学
作
品
と
し
て
の
意
義
と
か
効
用
と
か

を
要
求
す
る
箇
所
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
は
「
物
語
」
の
語
を
も
つ
て
記

し
、
一
方
、
荒
唐
的
な
こ
と
を
要
求
す
る
箇
所
で
あ
れ
ば
、
だ
い
た
い

「
昔
物
語
」
の
語
を
も
つ
て
記
す
。（
中
略
）
す
な
は
ち
、
そ
の
相
違
は
竹

取
以
後
の
物
語
は
「
物
語
」
な
る
語
で
記
さ
れ
、
そ
れ
以
前
は
「
昔
物

語
」
な
る
語
で
記
さ
れ
る
と
い
ふ
が
如
き
時
代
の
前
後
で
は
な
く
し
て
、

同
一
の
物
語
で
あ
つ
て
も
、
ま
た
、
同
時
代
の
物
語
で
あ
つ
て
も
、
紫
式

部
が
そ
れ
を
と
り
入
れ
る
場
合
、
源
氏
物
語
の
場
面
で
要
求
す
る
内
容
如

何
に
よ
つ
て
「
物
語
」
と
も
、「
昔
物
語
」
と
も
記
し
た
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
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つ
ま
り
毛
利
氏
は
、「
昔
物
語
」
と
い
う
語
に
荒
唐
的
な
意
味
を
託
し
て
い

る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
明
確
な
使
い
分
け
で
は
な
く
、「
物
語
」

に
は
非
現
実
的
な
意
味
の
用
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
一
方
、「
昔
物
語
」
に
は
一

定
数
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
後
の
論
で
は
、
現
実
的
・
非
現
実

的
と
い
う
捉
え
方
で
も
考
察
し
、
作
者
の
物
語
観
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
前
提
と
す
る
が
、「
昔
物
語
」
か
ら
は
荒
唐
さ
や
非
現
実
性
の
他
に
、

嫌
悪
感
に
も
似
た
批
判
意
識
が
読
み
取
れ
る
。

　

・ 

昔
物
語
な
ど
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
は
聞
け
、
い
と
め
づ
ら
か
に
む
く
つ
け

け
れ
ど
、
ま
づ
、
こ
の
人
い
か
に
な
り
ぬ
る
ぞ
と
思
ほ
す
心
騒
ぎ
に
、
…

 

（
夕
顔
①
一
六
七
頁
）

　

・ 

昔
物
語
に
も
、
物
得
さ
せ
た
る
を
か
し
こ
き
こ
と
に
は
数
へ
つ
づ
け
た
め

れ
ど
、
い
と
う
る
さ
く
て
、
こ
ち
た
き
御
仲
ら
ひ
の
こ
と
ど
も
は
え
ぞ
数

へ
あ
へ
は
べ
ら
ぬ
や
。 
（
若
菜
上
④
九
八
頁
）

　

・ 

こ
は
い
か
に
も
て
な
し
た
ま
ふ
ぞ
と
、
夢
の
や
う
に
あ
さ
ま
し
き
に
、
後

の
世
の
例
に
言
ひ
出
づ
る
人
も
あ
ら
ば
、
昔
物
語
な
ど
に
、
こ
と
さ
ら
に

を
こ
め
き
て
作
り
出
で
た
る
物
の
譬
に
こ
そ
は
な
り
ぬ
べ
か
め
れ
。

 

（
総
角
⑤
二
六
六
頁
）

　

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
現
実
的
・
非
現
実
的
と
は
全
く
別
の
問
題
と
し
て
批
判

意
識
が
読
み
取
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
非
現
実
性
と
同
様
に
、「
物

語
」
の
用
例
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
問
題

を
、
す
べ
て
の
用
例
に
関
し
て
検
討
し
下
の
表
に
ま
と
め
た
。

　

毛
利
氏
の
論
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
物
語
」
と
「
昔
物
語
」
の
使
い
分

け
に
対
す
る
明
確
な
分
析
は
困
難
だ
。
そ
の
理
由
は
、
批
判
意
識
と
い
う
感
覚

的
・
感
情
的
な
要
因
に
よ
っ
て
「
昔
物
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
の
中
で
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
く
て
も
、「
昔

物
語
」
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
批
判
意
識
を
抱
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

よ
っ
て
、「
継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
」
と
い
う
表
現
は
、〈
継
子
い
じ
め

譚
〉
へ
の
批
判
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
が
「
物
語
」
と
書
か
れ
る
例
も
あ
る
。

　

・ 

…
継
母
の
北
の
方
は
安
か
ら
ず
思
す
べ
し
。
物
語
に
、
こ
と
さ
ら
に
作
り

出
で
た
る
や
う
な
る
御
あ
り
さ
ま
な
り
。 

（
賢
木
②
一
〇
三
頁
）

　
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
と
、
青
表
紙
本
で
は
肖
柏
本
、
河
内
本
諸
本
、

他
い
く
つ
か
の
別
本
で
は
、
右
の
傍
線
部
が
「
昔
物
語
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た

が
、
現
代
の
注
釈
書
は
す
べ
て
「
物
語
」
を
本
文
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
し

か
し
、
他
の
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
を
表
す
場
合
は
、
こ
の
箇
所
以
外
は
異
同
な

く
「
昔
物
語
」
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

巻 頁数 非現実性 批判意識

帚木 ① p.82

夕顔 ① p.167 ○ ○

末摘花
① p.269

① p.293 ○

蓬生 ② p.352 ○

少女 ③ p.44 ○ ○

胡蝶 ③ p.183

蛍 ③ p.216 ○ ○

真木柱 ③ p.372

若菜上 ④ p.98 ○

橋姫 ⑤ p.140 ○ ○

総角
⑤ p.244

⑤ p.266 ○ ○

宿木 ⑤ p.412

蜻蛉 ⑥ p.209 ○

手習 ⑥ p.311

夢浮橋 ⑥ p.376 ○
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「
物
語
」
が
適
切
な
本
文
と
仮
定
す
る
と
、
作
者
が
本
来
は
批
判
意
識
を
抱

い
て
い
る
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
を
、
物
語
に
円
滑
に
取
り
入
れ
る
た
め
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
毛
利
氏
が
「
紫
式
部
が
、
源
氏
物
語
の
場
面
に
、
源

氏
物
語
以
前
の
物
語
を
と
り
入
れ
る
際
、
物
語
に
一
つ
の
文
学
作
品
と
し
て
の

意
義
と
か
効
用
と
か
を
要
求
す
る
箇
所
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
は
「
物
語
」
の

語
を
も
つ
て
記
し
」
て
い
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
を
取
り
入
れ
る
際
に
そ
れ
に
対
し
て
批
判
意

識
を
あ
ら
わ
す
と
不
都
合
が
生
じ
る
か
ら
だ
。
こ
の
箇
所
の
兵
部
卿
宮
の
北
の

方
は
ま
さ
し
く
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
に
あ
る
継
母
像
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
箇
所
を
根
拠
と
し
て
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
へ
の
批
判
意
識
が
な
い
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
こ
の
北
の
方
像
が
、
従
来
の
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
と
同
様
に
形

成
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
後
述
す
る
。

　
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
が
「
昔
物
語
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
、
批
判
意
識
の
あ

ら
わ
れ
と
考
え
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
物
語
中
の
継
子
・
継
母
関
係
に
す
ぐ
さ

ま
継
子
い
じ
め
を
見
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
現
代
の
研
究
に
よ
り
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、『
源
氏
物
語
』
以
前
か
ら
〈
継
子

い
じ
め
譚
〉
は
存
在
す
る
が
、
現
存
す
る
そ
れ
を
主
題
と
し
た
物
語
は
『
落
窪

物
語
』
の
み
で
あ
る
。
中
世
以
降
に
物
語
の
類
型
が
成
立
し
、
研
究
に
よ
っ
て

そ
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の
物
語
も
同
様
に
解
釈
す
る
姿

勢
が
生
ま
れ
た
の
だ
。

　

こ
の
論
を
前
提
と
し
て
、
次
章
か
ら
兵
部
卿
宮
の
北
の
方
と
若
紫
の
関
係
を

具
体
的
に
考
察
す
る
。

三　

ラ
ウ
ン
ド
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
北
の
方

三
│
一　

北
の
方
の
感
情
の
齟
齬

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
代
表
的
な
継
子
・
継
母
関
係
と
し
て
、
兵
部
卿
宮

の
北
の
方
（
以
下
、
北
の
方
）
と
若
紫
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
は

良
好
な
も
の
で
は
な
く
、〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
に
あ
る
よ
う
な
関
係
と
同
一
視

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
単
純
に
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
作
者
が
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
に
疑
問
や
批
判
意
識
を
抱
い
て

い
た
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
は
ず
だ
。

　

そ
う
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
疑
問
を
抱
い
た
の
は
以
下
の
箇
所
だ
。

北
の
方
も
、
母
君
を
憎
し
と
思
ひ
聞
こ
え
た
ま
ひ
け
る
心
も
う
せ
て
、
わ

が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
思
し
け
る
に
違
ひ
ぬ
る
は
口
惜
し
う
お
ぼ
し
け
り
。

 

（
若
紫
①
二
六
〇
頁
）

　

こ
れ
に
対
し
て
、
最
初
に
注
を
付
け
た
の
は
『
湖
月
抄
）
10
（

』
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
わ
が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
」
に
つ
い
て
、「
紫
上
を
、
繼
母
の
や
し
な
ひ
に
て
、

か
し
づ
く
べ
く
思
し
召
し
け
る
も
、
た
が
ひ
た
る
也
。」
と
あ
っ
た
。
こ
の

「
か
し
づ
く
」
と
い
う
表
現
は
、
愛
育
の
意
に
他
な
ら
な
い
。『
湖
月
抄
』
に
お

い
て
は
、
こ
こ
に
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
に
お
け
る
継
母
像
は
う
か
が
え
な
い
と

考
え
る
か
、
そ
の
よ
う
な
継
母
像
は
考
慮
の
外
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
、
後
続
の
諸
注
釈
書
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

・ 
兵
部
卿
宮
の
北
方
も
紫
上
の
母
君
を
に
く
し
と
思
ひ
給
ひ
け
る
心
も
今
は

う
せ
て
紫
上
を
ば
わ
が
心
に
ま
か
せ
て
お
ふ
し
た
て
ん
と
お
ぼ
し
け
る
に

事
た
が
ひ
け
れ
ば
く
ち
を
し
く
お
ほ
す
と
也 

（『
源
氏
物
語
評
釈
）
11
（

』）
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・ 
自
分
の
思
ひ
通
り
に
紫
上
を
育
て
る
事
が
出
来
る
だ
ら
う
と
思
つ
た
の
に
、

そ
の
あ
て
が
外
れ
た
の
は
残
念
だ
と
お
思
ひ
に
な
つ
た
。

 

（『
對
校 

源
氏
物
語
新
釋
）
12
（

』）

　

・ 

紫
上
の
亡
き
母
君
を
憎
ら
し
い
と
思
は
れ
た
心
も
今
は
消
え
失
せ
て
。
自

分
の
思
ひ
通
り
に
紫
上
を
育
て
る
事
が
出
来
よ
う
と
思
は
れ
た
の
に
、
そ

の
あ
て
が
外
れ
た
の
は
。 

（『
日
本
古
典
全
書
）
13
（

』）

　

こ
れ
ら
は
解
釈
が
確
定
す
る
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
な
い
た
め
、〈
継
子
い

じ
め
譚
〉
の
要
素
は
考
慮
の
外
か
、
判
断
を
避
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
強

い
て
言
う
な
ら
ば
、「
お
ふ
し
た
て
ん
」
や
「
育
て
る
」
と
い
う
表
現
は
、
率

直
に
、
愛
情
に
よ
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ

ら
に
続
く
『
日
本
古
典
文
学
大
系
）
14
（

』
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

・ 

北
の
方
は
、
自
分
の
思
う
通
り
に
、
紫
上
を
う
ま
く
育
て
る
事
が
、
き
っ

と
で
き
る
と
お
思
い
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
食
い
違
っ
て
し
ま
っ
た
事

を
ば
。

　

こ
の
注
は
、
北
の
方
が
若
紫
の
養
育
に
積
極
的
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
り
、

『
湖
月
抄
』
が
「
か
し
づ
く
」
と
表
現
し
た
も
の
に
近
い
と
言
え
る
。

　

こ
こ
ま
で
に
提
示
し
た
注
釈
書
で
は
、
こ
の
箇
所
を
愛
育
の
意
と
し
て
解
釈

す
る
か
、
明
確
な
判
断
が
提
示
さ
れ
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
現
代
の
注
釈
書
は
以
下
の
よ
う
に
注
を
付
け
る
。

　

・ 

北
の
方
に
し
て
も
、（
紫
の
上
の
亡
く
な
っ
た
）
母
親
を
憎
い
と
思
い
申

し
て
こ
ら
れ
て
い
る
気
持
ち
も
消
え
て
、
自
分
の
思
い
通
り
に
き
っ
と
出

来
そ
う
だ
と
思
っ
て
こ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、（
結
果
が
）
は
ず

れ
て
し
ま
う
こ
と
は
残
念
に
思
わ
れ
た
こ
と
だ
。
故
母
君
を
憎
い
と
思
っ

て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
書
か
れ
る
。
継
母
で
あ
る
北
の
方
と

し
て
は
、
孤
児
の
紫
の
上
を
引
き
取
っ
て
思
う
ま
ま
に
し
た
い
と
思
っ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
養
母
と
し
て
存
分
に
ふ
る
ま
う
つ
も
り
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
話
型
的
に
は
継
子
い
じ
め
を
感
じ
さ
せ
る
。

 

（『
新
大
系
』）

　

・ 

こ
こ
で
は
、
実
の
娘
の
よ
う
に
愛
育
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
紫
の
上
の
美

質
ゆ
え
に
、
親
権
を
行
使
し
将
来
の
縁
組
な
ど
を
期
待
し
楽
し
む
と
い
っ

た
気
持
。 

（『
新
全
集
』）

　

こ
れ
ら
は
『
湖
月
抄
』
や
『
大
系
』
と
は
対
照
的
に
、〈
継
子
い
じ
め
譚
〉

ら
し
い
継
母
像
を
見
出
し
て
い
る
。
継
母
と
し
て
若
紫
を
意
の
ま
ま
に
扱
お
う

と
す
る
、
悪
意
の
あ
る
感
情
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
注
釈
史
の
転
換
点
が
見
い
だ

せ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
後
の
物
語
に
お
い
て
、
北
の
方
は
紫
の
上
に
悪
意
を
抱
く
存
在
と
し
て

描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
の
整
合
性
を
考
え
る
と
、『
新
大
系
』
や
『
新
全

集
』
の
注
釈
は
適
切
な
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
注
釈
に
お
い
て

説
明
の
つ
か
な
い
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
母
君
へ
の
憎
し
み
が
失
せ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
悪
意
の
あ
る
扱
い
を
し
よ
う
と
考
え
た
の
か
と
い
う
点
だ
。

悪
意
を
抱
く
の
で
あ
れ
ば
、
失
せ
る
こ
と
の
な
い
母
君
へ
の
憎
し
み
を
そ
の
ま

ま
若
紫
に
向
け
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

　

で
は
仮
に
、『
湖
月
抄
』
や
『
大
系
』
が
付
け
た
注
の
よ
う
に
、
若
紫
を
愛

育
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
愛
育
し

よ
う
と
考
え
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
後
の
北
の
方
像
と
齟
齬
す
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ど
こ
か
で
北
の
方
の
心
情
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
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い
。
フ
ラ
ッ
ト
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
い
つ
も
紫
の
上
を
憎
む
と
い
う
、
そ

れ
以
上
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
に
基
づ

い
て
、
北
の
方
の
心
情
・
人
物
像
を
考
察
し
て
ゆ
く
。

三
│
二　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
心
に
ま
か
せ
」
た
行
動

　

こ
の
論
に
関
し
て
想
定
で
き
る
反
論
は
、「
わ
が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
思
し

け
る
に
違
ひ
ぬ
る
は
口
惜
し
う
お
ぼ
し
け
り
」
に
つ
い
て
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
畑
恵
里
子
氏
が
言
及
し
て
い
る
）
15
（

。

　

こ
の
時
、
語
り
手
は
兵
部
卿
の
宮
の
北
の
方
に
も
触
れ
、「
母
君
を
憎

し
と
思
ひ
た
ま
ひ
け
る
心
も
う
せ
」、
落
胆
し
て
い
た
様
子
を
語
る
。
そ

の
た
め
、
尼
君
た
ち
が
抱
い
て
い
た
お
そ
れ
は
杞
憂
に
も
見
え
る
。
だ
が
、

仮
に
継
子
い
じ
め
が
な
く
と
も
、
紫
の
上
の
人
生
を
意
の
ま
ま
に
す
る
思

惑
で
あ
っ
た
こ
と
が
、「
わ
が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
」
と
の
叙
述
か
ら
読

み
と
れ
よ
う
。
継
母
に
よ
る
支
配
が
紫
の
上
を
待
ち
受
け
て
い
た
こ
と
が
、

こ
こ
に
露
呈
さ
れ
る
。
ま
た
、実
母
の
死
か
ら
一
〇
年
近
く
も
経
て
（「
若

紫
」）、
紫
の
上
を
引
き
取
る
段
に
、「
母
君
を
憎
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま

ひ
け
る
心
も
う
せ
て
」
と
語
ら
れ
て
い
る
意
味
は
重
い
。
こ
の
叙
述
か
ら

は
、
紫
の
上
を
「
わ
が
心
に
ま
か
せ
」
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
た
め
に
、

残
存
し
て
い
た
実
母
へ
の
「
憎
し
」
が
「
う
せ
」
た
と
さ
え
解
し
う
る
。

親
権
を
行
使
し
、
縁
組
を
期
待
す
る
と
い
う
よ
り
、
紫
の
上
が
実
母
の
身

が
わ
り
に
負
わ
さ
れ
て
い
た
「
憎
し
」
が
、
さ
り
げ
な
く
表
出
さ
れ
て
い

る
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
母
君
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
憎
し
み
を
、
支
配
下
に
置
く

こ
と
が
決
ま
っ
た
紫
の
上
に
向
け
る
、
つ
ま
り
、
憎
し
み
の
対
象
が
母
か
ら
娘

へ
移
行
し
、
母
君
へ
の
憎
し
み
が
失
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
根
拠
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
わ
が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
」
で
あ
る
。

　
「
こ
こ
ろ
に
任
す
」
の
意
味
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
①
「
自

分
の
思
う
ま
ま
に
行
う
・
ふ
る
ま
う
」
②
「
思
い
通
り
に
な
る
・
事
が
運
ぶ
」

③
「
相
手
の
考
え
に
任
せ
る
・
従
う
」
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
中
の
「
心
に

ま
か
す
」
の
用
例
を
検
索
）
16
（

し
た
と
こ
ろ
、
四
七
件
見
い
だ
せ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
①
、
②
の
意
味
で
あ
っ
た
。
主
体
の
考
え
・
感
情
と
現
実
が
一
致
す
る
様
子

や
、
利
己
的
な
様
で
あ
る
。

　

ま
た
、
当
該
箇
所
の
よ
う
に
、
主
体
の
「
心
に
ま
か
せ
」
た
行
動
の
対
象
が

他
者
で
あ
る
場
合
の
用
例
は
一
一
件
で
あ
っ
た
（
当
該
箇
所
を
含
む
）。

　

・ （
源
氏
は
）
心
に
ま
か
せ
て
見
た
て
ま
つ
り
つ
べ
く
、
人
も
慕
ひ
ざ
ま
に

思
し
た
り
つ
る
年
月
は
、
の
ど
か
な
り
つ
る
御
心
お
ご
り
に
、
さ
し
も
思

さ
れ
ざ
り
き
。 

（
賢
木
②
八
八
頁
）

　

・ （
夕
霧
は
、）
か
か
る
人
々
（
紫
の
上
・
玉
鬘
・
明
石
の
姫
君
ら
）
を
、
心

に
ま
か
せ
て
明
け
暮
れ
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
ほ
ど
な

が
ら
、
隔
て
隔
て
の
け
ざ
や
か
な
る
こ
そ
つ
ら
け
れ
、
な
ど
思
ふ
に
、
ま

め
心
も
な
ま
あ
く
が
る
る
心
地
す
。 

（
野
分
③
二
八
五
頁
）

　

・ （
薫
は
、）
…
昨
日
か
や
う
に
て
、
我
ま
じ
り
ゐ
、
心
に
ま
か
せ
て
（
女
二

の
宮
を
）
見
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
ば
と
お
ぼ
ゆ
る
に
、
心
に
も
あ
ら
ず
う

ち
嘆
か
れ
ぬ
。 

（
蜻
蛉
⑥
二
五
三
頁
）

　

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
自
ら
の
感
情
や
願
望
の
ま
ま
に
行
動
す
る
様
が
伺
え
る

が
、
行
動
の
対
象
へ
の
悪
意
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
確
か
に
利
己
的
な
様
を
表
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現
す
る
が
、
そ
れ
が
悪
意
や
、
他
者
の
迷
惑
を
考
慮
し
な
い
心
情
と
は
結
び
つ

か
な
い
。
む
し
ろ
、
身
内
の
女
性
や
心
を
惹
か
れ
る
女
君
に
対
す
る
行
動
に

「
心
を
ま
か
せ
」
を
用
い
る
例
も
多
く
、「
恋
情
や
愛
情
に
基
づ
く
心
の
ま
ま

に
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

よ
っ
て
、
悪
意
が
存
在
し
な
い
と
立
証
す
る
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る

が
、
北
の
方
の
「
わ
が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
」
の
部
分
だ
け
で
、
悪
意
が
存
在

す
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

三
│
三　

兵
部
卿
の
宮
家
で
の
若
紫
引
き
取
り
の
問
題

　

さ
ら
に
北
の
方
の
心
情
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
若
紫
を
訪
ね
た
際
の
兵
部

卿
宮
の
発
言
、
心
情
を
考
察
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
、
こ
の
発
言
か
ら
で
あ
る
。

「
年
ご
ろ
も
、
あ
つ
し
く
さ
だ
す
ぎ
た
ま
へ
る
人
に
添
ひ
た
ま
へ
る
、
か

し
こ
に
渡
り
て
見
な
ら
し
た
ま
へ
な
ど
も
の
せ
し
を
、
あ
や
し
う
疎
み
た

ま
ひ
て
、
人
も
心
お
く
め
り
し
を
、
か
か
る
を
り
に
し
も
も
の
し
た
ま
は

む
も
心
苦
し
う
」 

（
若
紫
①
二
四
八
頁
）

　

こ
の
場
面
で
の
兵
部
卿
宮
は
、
現
在
の
若
紫
の
住
ま
い
を
悪
く
言
っ
た
り
、

若
紫
の
機
嫌
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
様
子
か
ら
、
強
引
に
若
紫
を
引
き
取
ろ
う

と
す
る
心
情
が
伺
え
る
。
北
の
方
を
は
じ
め
と
す
る
家
の
者
に
了
承
が
得
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
推
測
も
で
き
る
。

　

そ
れ
に
加
え
、
右
の
「
人
も
心
お
く
め
り
し
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の

箇
所
に
つ
い
て
、
現
代
の
注
釈
書
は
以
下
の
よ
う
に
訳
を
付
け
る
。

　

・
あ
ち
ら
も
隔
て
を
お
く
よ
う
だ
っ
た 

（『
玉
上
評
釈
』）

　

・
あ
ち
ら
の
ほ
う
で
も
気
が
ね
し
て
い
る
よ
う
で
し
た 

（『
全
集
』）

　

・
北
の
方
も
面
白
か
ら
ぬ
よ
う
だ
っ
た 

（『
集
成
』）

　

・ 

あ
っ
ち
の
人
（
兵
部
卿
宮
の
北
の
方
）
と
し
て
も
気
兼
ね
が
あ
っ
た
よ
う

だ 

（『
新
大
系
』）

　

・
あ
ち
ら
の
ほ
う
で
も
気
が
ね
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た 

（『
新
全
集
』）

　

・
あ
ち
ら
の
人
も
気
が
ね
す
る
よ
う
だ
っ
た 

（『
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』）

　

・
北
の
方
も
心
の
隔
て
を
起
こ
さ
れ
た
よ
う
だ 

（『
源
氏
物
語
注
釈
』）

　

こ
の
「
心
お
く
」
に
つ
い
て
だ
が
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
記
載
が
な

く
、
用
例
を
検
索
す
る
と
）
17
（

、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
用
例
が
な
く
、
そ
れ
以

降
の
作
品
の
用
例
も
僅
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
特
有
の
表
現
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
用
例
を
見
て
語
意
を
検
討
す
る
。

　
「
心
お
く
」
は
源
氏
物
語
中
に
四
四
件
見
い
だ
せ
た
。
そ
こ
か
ら
語
意
を
分

類
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
（
当
該
箇
所
を
除
く
）。

　

Ａ
、

　

①
気
が
ね
す
る
。
気
ま
ず
く
思
う
。
気
が
許
せ
な
い
。（
一
一
件
）

　

②
気
を
悪
く
す
る
。
気
分
を
害
す
。（
七
件
）

　

③
人
を
悪
く
思
う
。
疎
む
。（
七
件
）

　

④
用
心
す
る
。
警
戒
す
る
。（
六
件
）

　

⑤
恨
む
。
憎
む
。
根
に
持
つ
。（
四
件
）

　

⑥
遠
慮
す
る
。（
三
件
）

　
Ｂ
、
気
に
と
め
る
。
執
着
す
る
。（
五
件
）

　

ま
ず
Ａ
・
Ｂ
と
大
別
し
た
が
、
Ａ
は
人
や
物
に
対
し
て
心
に
隔
て
を
置
く
と

い
う
意
の
派
生
で
あ
り
、
対
し
て
Ｂ
は
心
の
中
に
置
い
て
お
く
、
意
識
に
留
め

る
と
い
う
意
で
あ
る
と
考
え
た
。
な
お
⑤
の
例
に
関
し
て
は
、「
恨
み
の
感
情
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を
心
に
置
い
て
お
く
」
と
い
う
形
で
も
解
釈
で
き
、
Ｂ
に
分
類
す
る
方
が
適
当

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
現
代
の
注
釈
書
の
解
釈
を
検
討
す
る
と
、
①
の
意
で
捉
え

る
注
釈
書
が
四
つ
、
大
き
く
Ａ
と
捉
え
る
も
の
が
二
つ
、
③
の
意
で
捉
え
る
も

の
は
『
集
成
』
の
み
と
な
る
。
③
の
意
で
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
だ
が
、
若
紫

引
き
取
り
を
望
む
兵
部
卿
宮
が
、
当
人
と
乳
母
の
少
納
言
を
目
の
前
に
継
母
の

悪
意
を
う
か
が
わ
せ
る
発
言
を
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
す
る
と
、
詳
細
な
判

断
を
避
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
の
注
釈
書
が
採
用
し
て
い
る
こ
と
に

加
え
、
用
例
数
の
多
い
①
の
「
気
が
ね
す
る
」
と
い
う
意
で
解
釈
す
る
こ
と
が

適
切
だ
ろ
う
。
以
下
、「
気
が
ね
す
る
」
と
解
釈
し
た
用
例
で
あ
る
。

　

・ 

か
の
御
息
所
は
い
と
い
と
ほ
し
け
れ
ど
、
ま
こ
と
の
よ
る
べ
と
頼
み
き
こ

え
む
に
は
必
ず
心
お
か
れ
ぬ
べ
し
、
年
ご
ろ
の
や
う
に
て
見
過
ぐ
し
た
ま

は
ば
、
… 
（
葵
②
七
六
頁
）

　

・ （
内
大
臣
）「
こ
こ
に
さ
ぶ
ら
ふ
も
は
し
た
な
く
、
人
々
い
か
に
見
は
べ
ら

ん
と
心
お
か
れ
に
た
り
。
…
」 

（
少
女
③
四
一
頁
）

　

・ （
薫
）「
…
お
ぼ
つ
か
な
し
と
思
ふ
を
り
も
、
い
ま
近
く
て
、
人
の
心
お
く

ま
じ
く
、
目
や
す
き
さ
ま
に
も
て
な
し
て
、
行
く
末
長
く
を
と
思
ひ
の
ど

め
つ
つ
過
ぐ
し
つ
る
を
、
…
」 

（
蜻
蛉
⑥
二
三
三
頁
）

　

こ
の
兵
部
卿
宮
の
発
言
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
尼
君
が
死
ぬ
前
の
数
年
間
、

北
の
方
は
若
紫
の
引
取
り
に
対
し
て
気
が
ね
し
て
い
た
の
で
あ
り
、〈
継
子
い

じ
め
譚
〉
に
お
け
る
継
母
と
し
て
は
不
自
然
な
心
情
と
な
る
。
継
母
と
し
て
若

紫
と
う
ま
く
付
き
合
っ
て
い
け
な
い
と
考
え
て
い
た
か
、
若
紫
が
肩
身
の
狭
い

思
い
を
す
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
心
配
は
、
紫
の
上

に
悪
意
を
抱
く
北
の
方
像
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。

三
│
四　

北
の
方
の
感
情
の
推
移
に
関
す
る
仮
説

　

こ
こ
で
、
北
の
方
の
若
紫
（
紫
の
上
）
と
そ
の
母
君
に
対
す
る
感
情
の
推
移

を
、
次
の
表
に
ま
と
め
た
。

　

表
中
の
傍
線
部
は
、
紫
の
上
を
憎
む
北
の
方
像
と
齟
齬
す
る
点
で
あ
り
、
優

し
さ
や
、
そ
れ
に
繋
が
り
う
る
心
情
が
伺
え
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

引
取
り
へ
の
気
が
ね
と
、
後
の
、
引
取
れ
ず
残
念
と
い
う
心
情
が
結
び
つ
か
な

い
こ
と
だ
。
気
が
ね
を
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
何
者
か
に
引
取
ら
れ
て

多
少
な
り
と
も
安
堵
す
る
方
が
自
然
で
あ
り
、
前
掲
の
『
新
大
系
』
や
『
新
全

集
』
の
よ
う
に
、
悪
意
の
あ
る
扱
い
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、
最
初
か
ら
継
子
と
し
て
思
う
ま
ま
に
と
考
え
る
は
ず
だ
。
で

は
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
整
合
性
が
取
れ
る
よ
う
に
話
の
筋
を
組
み
立
て
る
と
す

母
君
の
死
の
前

母
君
を
憎
む
。 

（
若
紫
①
二
六
〇
頁
）

（
母
君
は
北
の
方
に
関
す
る
気
苦
労
に
よ
り
亡
く
な
る
。）

 

（
若
紫
①
二
一
三
頁
）

母
君
の
死
の
後

尼
君
の
死
の
前

引
取
り
に
気
が
ね
を
す
る
。 

（
若
紫
①
二
四
八
頁
）

｛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｝

源
氏
の
引
取
り
後

母
君
へ
の
憎
し
み
は
失
せ
て
い
る
。
若
紫
を
自
分
の
思
う
ま

ま
に
扱
え
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
残
念
。

 

（
若
紫
①
二
六
〇
頁
）

源
氏
に
引
き
取
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
知
る

実
子
が
不
遇
の
中
、
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
た
紫
の
上
を
妬
ま

し
く
思
う
。 

（
賢
木
②
一
〇
三
頁
）

そ
の
後（
賢
木
巻
以
降
）
紫
の
上
、
又
は
源
氏
を
憎
む
。
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る
と
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
表
の
｛　

｝
に
当
た
る
部
分
に
、
北
の
方
の
若
紫
愛
育
の
決
意
が

あ
っ
た
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
具
体
的
に
想
像
す
る
な
ら
ば
、
松
風
巻
の
、

源
氏
が
紫
の
上
に
明
石
の
姫
君
養
育
を
依
頼
し
、
紫
の
上
が
承
諾
す
る
場
面
の

よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
明
石
の
姫
君
は
、
母
を
亡
く
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、

紫
の
上
と
継
子
・
継
母
関
係
で
あ
る
た
め
、
源
氏
は
そ
れ
考
慮
し
、
紫
の
上
の

顔
色
を
伺
い
な
が
ら
打
診
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
北
の
方
と
若
紫
、
紫
の
上
と

明
石
の
姫
君
の
関
係
・
境
遇
に
は
相
違
点
も
多
い
が
、
兵
部
卿
宮
と
北
の
方
の

間
で
、
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
行
わ
れ
た
と
は
推
測
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
に
挙
げ
た
表
の
｛　

｝
の
部
分
に
入
る
若
紫
愛
育
の
決
意
と
は
そ
の
こ
と
で

あ
る
。

　

数
年
前
か
ら
、
兵
部
卿
宮
は
北
の
方
に
若
紫
の
引
取
り
を
打
診
し
て
い
た
が
、

北
の
方
は
気
が
ね
し
て
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
尼
君
の
死
に
よ
り
、
若

紫
に
身
寄
り
が
な
く
な
っ
た
こ
の
時
点
で
、
北
の
方
は
引
取
り
を
受
け
入
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
愛
育
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
悪
意
が
あ
っ
て
は
、
年
来

の
気
が
ね
の
末
の
決
断
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
の
決
意
は
裏
切

ら
れ
、
そ
れ
が
、
の
ち
に
紫
の
上
や
源
氏
へ
の
悪
意
の
根
源
と
な
る
。
以
上
が

仮
説
で
あ
る
。四　

「
賢
木
」
巻
以
降
の
北
の
方

四
│
一　

従
来
の
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
に
お
け
る
継
母
の
心
情

　

前
述
の
通
り
、
北
の
方
は
若
紫
が
源
氏
に
引
取
ら
れ
た
後
、
判
を
押
し
た
よ

う
に
紫
の
上
又
は
源
氏
を
憎
む
、〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
に
描
か
れ
て
い
る
も
の

に
近
い
継
母
と
な
る
。
そ
の
北
の
方
像
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
従
来
の
〈
継

子
い
じ
め
譚
〉
を
中
心
と
す
る
物
語
の
継
母
の
心
情
を
確
認
し
て
お
く
。

　

し
か
し
前
述
の
通
り
、
現
存
す
る
物
語
は
『
落
窪
物
語
』
の
み
で
あ
る
。

『
落
窪
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
中
に
言
及
は
な
い
も
の
の
、
成
立
年
代
に
加

え
、
長
谷
川
福
平
氏
）
18
（

を
先
駆
と
し
て
指
摘
さ
れ
続
け
て
い
る
落
窪
の
姫
君
と
紫

の
上
の
類
似
点
な
ど
か
ら
、
作
者
は
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
古
本
住
吉
物
語
』
は
散
逸
し
て
お
り
、
現
存
す
る
『
住
吉
物
語
』

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
全
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
後
の
研
究
に
お

い
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
石
川
徹
氏
の
論
）
19
（

に
よ
る
と
、「
現
行
本
を
目
し
て
、

全
く
の
偽
作
・
擬
作
と
す
る
の
も
、
古
本
と
隔
た
る
所
の
少
な
い
改
作
と
す
る

の
も
誤
り
で
あ
る
。
改
作
と
い
え
ば
改
作
だ
が
、
こ
の
物
語
の
長
い
伝
来
の
歳

月
に
伴
な
う
や
む
を
得
ぬ
変
貌
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
論
証
の
ま
と
め
と
し
て
、「
古
本
住
吉
の
記
事
が
現

行
本
と
全
く
一
致
す
る
の
は
、
原
説
話
発
生
以
来
の
骨
子
の
所
だ
け
で
あ
り
、

か
な
り
似
て
い
る
の
は
、
前
半
の
姫
の
発
見
に
到
る
ま
で
で
あ
っ
て
、
後
半
は
、

骨
子
以
外
は
よ
ほ
ど
相
違
し
て
い
た
と
み
と
め
ら
れ
る
。」
と
記
し
て
お
り
、

そ
の
相
違
は
総
じ
て
簡
素
化
に
よ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
論
は
お
お
よ
そ
後

の
研
究
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
た
め
、
本
論
で
も
現
存
の
『
住
吉
物
語
』
の
内

容
を
提
示
す
る
が
、
話
の
骨
組
み
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
加
え
、
論
証
の
材

料
と
し
て
不
完
全
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

　

で
は
、
具
体
的
に
『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
継
母
の
心
情
を
確
認
し
て
ゆ
く
。

　

・ （
縫
物
が
）
い
さ
さ
か
お
そ
き
時
は
、「
か
ば
か
り
の
こ
と
を
だ
に
、
も
の

う
げ
に
し
た
ま
ふ
は
、
何
を
役
に
せ
む
と
な
ら
む
」
と
責
め
た
ま
へ
ば
、
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嘆
き
て
、
い
か
で
な
ほ
消
え
う
せ
ぬ
る
わ
ざ
も
が
な
と
嘆
く
。

 

（
一
巻
・
一
九
頁
）

　

・ （
中
納
言
は
落
窪
の
間
か
ら
）
帰
り
た
ま
ひ
て
、
北
の
方
に
、「
落
窪
を
さ

し
の
ぞ
き
た
り
つ
れ
ば
、
い
と
頼
み
少
な
げ
な
る
。
白
き
袷
一
つ
を
こ
そ

着
て
ゐ
た
り
つ
れ
。
子
ど
も
の
古
着
や
あ
る
。
着
せ
た
ま
へ
。
夜
い
か
に

寒
か
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
北
の
方
、「
常
に
着
せ
た
て
ま
つ
れ
ど
、

は
ふ
ら
か
し
た
ま
ふ
に
や
、
飽
く
ば
か
り
も
え
着
つ
ぎ
た
ま
は
ぬ
」
と
申

し
た
ま
へ
ば
、「
あ
な
、
う
た
て
の
こ
と
や
。
親
に
と
く
お
く
れ
て
、
心

も
は
か
ば
か
し
か
ら
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し
」
と
い
ら
へ
た
ま
ふ
。

 

（
一
巻
・
二
六
頁
）

　

右
は
物
語
中
で
、
中
納
言
の
北
の
方
が
具
体
的
に
落
窪
の
姫
君
を
叱
責
す
る

最
初
の
箇
所
だ
。
こ
の
よ
う
に
継
母
が
姫
君
の
人
間
性
に
対
し
て
叱
責
す
る
様

は
、
姫
君
が
二
条
院
に
救
出
さ
れ
る
ま
で
に
幾
度
と
な
く
描
か
れ
る
。
左
は
父

の
中
納
言
と
継
母
の
会
話
で
あ
る
が
、『
新
全
集
』
は
「
父
中
納
言
の
姫
君
へ

の
愛
情
と
、
そ
れ
と
対
照
的
な
継
母
の
虐
待
が
描
か
れ
る
場
面
。
こ
う
し
た
設

定
は
継
子
い
じ
め
譚
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
後
の
物
語
の
展
開
と
よ
く
照
応
し

て
い
る
。
こ
こ
に
も
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
父
中
納
言
は
北
の
方
に
頭
が
あ

が
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
さ
ら
に
姫
君
を
虐
待
さ
せ
る
結
果
に
な
る
。」
と
注

を
付
け
る
。
夫
の
発
言
に
対
し
て
、
か
ま
わ
ず
蔑
み
を
顕
わ
に
し
、
夫
も
そ
れ

に
乗
せ
ら
れ
る
。
こ
の
様
子
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
『
住
吉
物
語
』
に

お
い
て
も
、
姫
君
の
父
の
中
納
言
が
入
内
さ
せ
よ
う
と
考
え
る
が
、
北
の
方
は

そ
れ
を
阻
む
。
そ
の
場
面
が
具
体
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
過
去
に
帝

か
ら
も
入
内
さ
せ
る
よ
う
に
と
声
が
か
か
っ
て
い
た
中
で
そ
れ
を
阻
む
こ
と
は

類
似
し
た
状
況
が
想
像
さ
れ
る
。

　

次
に
、
継
子
が
幸
せ
を
手
に
し
た
一
方
、
自
ら
が
不
幸
な
境
遇
に
あ
る
継
母

の
心
情
を
見
て
ゆ
く
。

　

・ 

こ
の
年
ご
ろ
、
い
み
じ
き
恥
を
の
み
見
せ
つ
る
は
、
く
や
つ
の
す
る
な
り

け
り
と
思
ふ
に
、
ね
た
う
い
み
じ
き
こ
と
二
つ
な
し
と
は
、
世
の
常
な
り
。

一
殿
の
う
ち
、
ゆ
す
り
み
ち
て
の
の
し
る
。 

（
三
巻
・
二
三
四
頁
）

　

・ 

…
北
の
方
、「
あ
な
か
し
が
ま
し
。
今
は
取
り
返
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら

ず
。
な
言
ひ
そ
。
憎
く
お
ぼ
え
し
ま
ま
に
せ
し
ぞ
か
し
」
と
言
ふ
に
、
か

ひ
な
し
。 

（
三
巻
・
二
三
六
頁
）

　

こ
れ
は
、
中
納
言
家
に
度
々
恥
を
か
か
せ
た
衛
門
督
の
妻
が
、
落
窪
の
君
だ

と
知
っ
た
時
の
北
の
方
の
心
情
だ
。
こ
れ
以
前
は
衛
門
督
を
恨
む
も
、
受
け
る

仕
打
ち
に
合
点
が
ゆ
か
な
い
様
子
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
が
判
明
し
憤
慨
す

る
。
そ
う
と
分
か
れ
ば
衛
門
督
へ
の
恨
み
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
落
窪
の
君
へ

の
恨
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
復
讐
は
、
衛
門
督
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
こ

と
で
あ
り
、
落
窪
の
君
は
ほ
と
ん
ど
関
与
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
中
納
言
家
の

不
幸
を
悲
し
ん
で
い
た
の
だ
。
そ
う
と
は
知
ら
な
い
と
し
て
も
、
恨
ま
れ
る
の

は
や
は
り
継
子
で
あ
る
。
こ
の
後
、
中
納
言
家
は
衛
門
督
（
の
ち
、
大
納
言
・

左
大
臣
・
太
政
大
臣
）
の
庇
護
を
受
け
る
が
、
そ
れ
で
も
継
子
を
恨
み
続
け
、

越
前
守
の
説
得
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
鎮
ま
る
こ
と
と
な
る
。

　
『
住
吉
物
語
』
の
継
母
の
心
情
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
、
継
子
側
の

復
讐
に
対
し
て
憎
し
み
の
感
情
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
え
に
自
分
の
運
命

を
嘆
く
。
継
子
側
の
庇
護
は
無
く
、
実
子
も
自
分
の
も
と
を
離
れ
た
の
だ
が
、

そ
の
恨
み
を
敵
に
向
け
る
こ
と
は
な
い
。
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四
│
二　

北
の
方
の
憎
悪
の
対
象

　

先
行
の
「
継
子
い
じ
め
」
を
主
題
と
し
た
物
語
の
考
察
を
も
と
に
、
北
の
方

に
関
す
る
具
体
的
な
要
素
を
比
較
し
て
ゆ
く
。
北
の
方
の
、
判
を
押
し
た
よ
う

に
紫
の
上
又
は
源
氏
を
憎
む
様
子
は
度
々
描
か
れ
る
が
、
そ
の
場
面
の
北
の
方

の
憎
し
み
の
対
象
を
考
察
す
る
。
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
場
面
の
最
初
の
箇
所
で

あ
る
。嫡

腹
の
限
り
な
く
と
思
す
は
、
は
か
ば
か
し
う
も
え
あ
ら
ぬ
に
、
ね
た
げ

な
る
こ
と
多
く
て
、
継
母
の
北
の
方
は
、
安
か
ら
ず
思
す
べ
し
。
物
語
に
、

こ
と
さ
ら
に
作
り
出
て
た
る
や
う
な
る
御
あ
り
さ
ま
な
り
。

 

（
賢
木
②
一
〇
三
頁
）

　

こ
れ
は
北
の
方
が
、
紫
の
上
が
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
て
い
た
と
知
っ
た
際
の

感
情
が
書
か
れ
て
い
る
箇
所
だ
。
自
ら
の
実
子
が
不
遇
で
あ
る
中
、
継
子
が
高

貴
な
者
の
妻
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
妬
ま
し
く
思
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
従
来
の

〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
読
み
取
れ
る
北
の

方
の
憎
し
み
は
、『
落
窪
物
語
』
や
後
世
の
類
型
に
あ
る
も
の
と
同
様
と
考
え

て
問
題
な
い
。

…
北
の
方
は
心
ゆ
か
ず
も
の
し
と
の
み
思
し
た
り
。
女
御
の
御
ま
じ
ら
ひ

の
ほ
ど
な
ど
に
も
、
大
臣
の
御
用
意
な
き
や
う
な
る
を
、
い
よ
い
よ
恨
め

し
と
思
ひ
し
み
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
。 

（
少
女
③
七
八
頁
）

　

次
に
こ
の
箇
所
は
、
式
部
卿
宮
が
自
分
の
五
十
賀
を
源
氏
が
盛
大
に
催
し
て

く
れ
る
こ
と
に
喜
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
北
の
方
は
娘
の
入
内
に
対
す
る
源

氏
の
対
応
を
根
に
も
ち
、
不
満
を
抱
い
て
い
る
場
面
だ
。「
北
の
方
は
心
ゆ
か

ず
も
の
し
と
の
み
思
し
た
り
。」
に
つ
い
て
、
現
代
の
注
釈
書
は
以
下
の
よ
う

に
注
を
付
け
る
。

　

・ 「
紫
の
継
母
な
り
。
仍
か
や
う
に
式
部
卿
の
悦
給
ふ
も
心
に
あ
は
ぬ
な
り
」

（
岷
河
入
楚
）。 

（『
全
集
』）

　

・ 

不
満
で
、
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
こ
と
と
ば
か
り
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
継

母
ら
し
い
感
想
で
あ
る
。 

（『
新
大
系
』）

　

・
紫
の
上
へ
の
、
継
母
ら
し
い
感
情
。 

（『
新
全
集
』）

　

・
式
部
卿
宮
の
北
の
方
、
紫
の
上
の
継
母
。
継
母
ら
し
い
嫉
妬
し
た
感
情
。

 

（『
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』）

　

・ 「
北
の
方
は
心
ゆ
か
ず
も
の
し
と
の
み
思
し
た
り
」
は
、
継
母
の
北
の
方

は
そ
の
状
況
を
気
持
が
収
ま
ら
ず
不
愉
快
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
る
こ
と
。

「
も
の
し
」
は
、
婉
曲
的
に
対
象
へ
の
不
愉
快
・
嫌
悪
感
を
表
す
形
容
詞

で
、
こ
こ
は
北
の
方
の
源
氏
に
対
す
る
不
満
が
基
底
に
あ
る
。

 

（『
源
氏
物
語
注
釈
』）

　
『
全
集
』
は
、『
岷
河
入
楚
』
に
あ
る
、
紫
の
上
の
継
母
故
の
感
情
で
あ
る
と

い
う
解
釈
を
踏
襲
し
て
お
り
、
以
降
の
注
釈
書
も
『
源
氏
物
語
注
釈
』
を
除
い

て
「
継
母
ら
し
い
」
感
情
・
感
想
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

確
か
に
、
前
掲
の
『
落
窪
物
語
』
に
あ
る
よ
う
な
、
喜
ん
で
い
る
夫
の
感
情

に
構
わ
な
い
、
無
遠
慮
な
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の

注
は
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
娘
の
入
内
に
関
す
る
こ
と
だ
と
考
え
れ
ば
、
あ
く

ま
で
も
北
の
方
か
ら
源
氏
に
対
す
る
感
情
で
あ
り
、
そ
こ
に
紫
の
上
の
介
入
は

な
い
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
箇
所
で
の
憎
し
み
の
対
象
は
源
氏
で
あ
り
、
紫

の
上
と
は
ほ
と
ん
ど
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
注
釈
』
に
も
あ
る
よ

う
に
、
既
に
あ
っ
た
不
満
に
基
づ
き
、
源
氏
に
対
し
て
不
満
を
抱
く
感
情
で
あ
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る
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

母
北
の
方
泣
き
騒
ぎ
た
ま
ひ
て
、「
太
政
大
臣
を
め
で
た
き
よ
す
が
と
思

ひ
き
こ
え
た
ま
へ
れ
ど
、
い
か
ば
か
り
の
昔
の
仇
敵
に
か
お
は
し
け
む
と

こ
そ
思
ほ
ゆ
れ
。
女
御
を
も
、
事
に
ふ
れ
は
し
た
な
く
も
て
な
し
た
ま
ひ

し
か
ど
、
そ
れ
は
、
御
仲
の
恨
み
と
け
ざ
り
し
ほ
ど
、
思
ひ
知
れ
と
に
こ

そ
は
あ
り
け
め
と
思
し
の
た
ま
ひ
、
世
の
人
も
言
い
な
し
し
だ
に
、
な
ほ

さ
や
は
あ
る
べ
き
、
人
ひ
と
り
を
思
ひ
か
し
づ
き
た
ま
は
ん
ゆ
ゑ
は
、
ほ

と
り
ま
で
も
に
ほ
ふ
例
こ
そ
あ
れ
と
心
得
ざ
り
し
を
、
ま
し
て
か
く
末
に
、

す
ず
ろ
な
る
継
子
か
し
づ
き
を
し
て
、
お
の
れ
古
し
た
ま
へ
る
い
と
ほ
し

み
に
、
実
法
な
る
人
の
ゆ
る
ぎ
所
あ
る
ま
じ
き
を
と
て
取
り
寄
せ
も
て
か

し
づ
き
た
ま
ふ
は
、
い
か
が
つ
ら
か
ら
ぬ
」
と
言
い
つ
づ
け
の
の
し
り
た

ま
へ
ば
、
…
（
中
略
）
…
い
よ
い
よ
腹
立
ち
て
、
ま
が
ま
が
し
き
こ
と
な

ど
を
言
ひ
散
ら
し
た
ま
ふ
。
こ
の
大
北
の
方
ぞ
さ
が
な
も
の
な
り
け
る
。

 

（
真
木
柱
③
三
七
五
頁
）

　

最
後
に
、
大
君
が
髭
黒
と
離
縁
し
て
実
家
に
帰
っ
て
き
た
際
に
、
そ
れ
も
源

氏
の
せ
い
で
あ
る
と
し
て
式
部
卿
宮
に
あ
た
る
場
面
だ
。
北
の
方
の
感
情
に
任

せ
た
物
言
い
が
印
象
的
だ
が
、
こ
の
箇
所
と
な
る
と
も
は
や
紫
の
上
に
対
す
る

感
情
が
含
ま
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
余
地
は
な
い
。
専
ら
源
氏
に
対
す
る
強
い

憎
悪
で
あ
る
。
最
初
は
紫
の
上
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
た
憎
し
み

は
、
こ
の
頃
に
な
る
と
全
面
的
に
源
氏
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
娘
の
離
縁
は
確

か
に
悲
劇
的
な
事
態
で
は
あ
る
が
、
そ
の
怒
り
は
髭
黒
に
一
切
向
け
ら
れ
ず
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
実
法
な
る
人
の
ゆ
る
ぎ
所
あ
る
ま
じ
き
」
と
評
し
て
か

ば
っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
冷
静
な
目
を
曇
ら
せ
、
激
し
い
怒
り
を
源
氏

に
向
け
て
い
る
の
は
、
源
氏
に
対
す
る
憎
し
み
の
蓄
積
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
『
新
全
集
』
は
、
こ
の
箇
所
の
ま
と
め
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
注
を
付
け

る
。

こ
れ
ま
で
幾
度
か
点
描
さ
れ
て
き
た
式
部
卿
宮
の
北
の
方
の
不
満
が
爆
発

す
る
条
。
明
ら
か
に
継
子
物
語
の
一
変
型
と
し
て
の
継
母
像
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
は
、
北
の
方
の
様
子
を
「
継
子
物
語
の
一
変
型
と
し
て
の
継
母
像
」
と

捉
え
て
い
る
。「
一
変
型
」
と
い
う
表
現
の
範
疇
に
も
よ
る
が
、
も
は
や
紫
の

上
に
対
す
る
も
の
は
見
い
だ
せ
ず
、
源
氏
に
対
し
て
ひ
た
す
ら
恨
み
・
憎
し
み

を
向
け
る
様
は
、『
落
窪
物
語
』
と
『
住
吉
物
語
』
に
は
な
い
も
の
と
言
え
る
。

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
北
の
方
の
主
な
憎
し
み
の
対
象
は
紫
の
上
で
は
な

く
源
氏
な
の
で
あ
る
。
前
掲
の
、
従
来
の
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
の
例
を
見
る
と
、

継
子
の
人
間
性
に
対
し
て
蔑
み
、
い
じ
め
る
様
子
が
多
々
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら

に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、『
落
窪
物
語
』
の
継
子
の
夫
の
行
動
に
対
し
て

も
徹
底
的
に
継
子
を
恨
む
こ
と
や
、『
住
吉
物
語
』
の
、
自
分
の
運
命
を
嘆
く

と
い
う
心
情
と
比
較
す
る
と
、
不
幸
に
な
っ
た
継
母
の
感
情
に
共
通
点
は
見
い

だ
せ
な
い
が
、
や
は
り
、
激
し
く
源
氏
を
恨
む
様
は
異
様
に
感
じ
ら
れ
る
。

〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
の
要
素
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
の
、
類
型
的
継

母
像
と
考
え
る
こ
と
へ
の
疑
問
は
強
く
残
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
は
通
説
に
従
い
、
憎
し
み
の
対
象
を
「
紫
の
上
、
又
は
源
氏
」
と

記
述
し
て
き
た
が
、
紫
の
上
の
人
格
や
行
動
に
対
し
て
憎
し
み
を
抱
く
よ
う
な

場
面
は
見
当
た
ら
な
い
。
紫
の
上
へ
の
憎
し
み
を
認
め
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
「
源
氏
方
の
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
点
か
、
幸
福
に
対
す
る
妬
み
の
ほ
か

に
は
説
明
が
困
難
で
あ
る
。
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四
│
三　

北
の
方
の
物
笑
い
の
対
象

　

北
の
方
の
憎
し
み
の
対
象
を
確
認
し
て
き
た
が
、
次
に
北
の
方
の
物
笑
い
の

対
象
に
つ
い
て
、
源
氏
や
紫
の
上
に
関
わ
る
も
の
に
限
定
し
て
考
察
す
る
。

…
継
母
の
北
の
方
な
ど
の
、「
に
は
か
な
り
し
幸
ひ
の
あ
わ
た
た
し
さ
。

あ
な
ゆ
ゆ
し
や
。
思
ふ
人
、
か
た
が
た
に
つ
け
て
別
れ
た
ま
ふ
人
か
な
」

と
の
た
ま
ひ
け
る
を
、
さ
る
た
よ
り
あ
り
て
漏
り
聞
き
た
ま
ふ
に
も
、
い

み
じ
う
心
憂
け
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
も
絶
え
て
お
と
づ
れ
き
こ
え
た
ま
は
ず
。

 

（
須
磨
②
一
七
二
頁
）

　

ま
ず
こ
の
箇
所
は
、
源
氏
の
須
磨
退
去
の
際
、
紫
の
上
に
別
れ
を
告
げ
る
場

面
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。
こ
こ
で
の
北
の
方
の
物
笑
い
の
種
は
、
源
氏

と
離
れ
る
紫
の
上
の
不
幸
で
あ
り
、
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
た
（
妻
と
な
っ
た
）

こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
幸
で
あ
る
。
こ
の
感
情
の
土
台
は
、
高
貴
な
も
の
に

引
き
取
ら
れ
、
妻
と
な
っ
た
こ
と
へ
の
妬
み
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

式
部
卿
宮
の
大
北
の
方
、
常
に
う
け
は
し
げ
な
る
こ
と
ど
も
を
の
た
ま
ひ

出
で
つ
つ
、
あ
ぢ
き
な
き
大
将
の
御
事
に
て
さ
へ
、
あ
や
し
く
恨
み
そ
ね

み
た
ま
ふ
な
る
を
、
か
や
う
に
聞
き
て
、
い
か
に
い
ち
じ
る
く
思
ひ
あ
は

せ
た
ま
は
む
、
な
ど
、
… 

（
若
菜
上
④
五
三
頁
）

　

次
に
こ
の
箇
所
は
、
女
三
の
宮
降
嫁
の
こ
と
を
源
氏
に
聞
か
さ
れ
た
紫
の
上

の
心
情
を
書
い
た
も
の
だ
。
実
際
の
北
の
方
の
発
言
で
は
な
い
が
、「
常
に
う

け
は
し
げ
な
る
こ
と
ど
も
を
の
た
ま
ひ
出
で
つ
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
恒
常
的

に
紫
の
上
の
不
幸
を
願
っ
て
い
る
事
が
書
か
れ
る
。
紫
の
上
は
そ
の
こ
と
を
思

い
起
こ
し
て
思
い
悩
む
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
先
の
場
面
と
こ
の
場
面
は
、
紫
の
上
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
試

練
と
な
っ
た
二
つ
の
出
来
事
だ
と
言
え
る
。
前
者
で
は
実
際
に
北
の
方
の
嫌
味

が
耳
に
届
き
、
後
者
で
は
、
北
の
方
が
こ
れ
を
聞
け
ば
さ
ぞ
喜
ぶ
で
あ
ろ
う
と

推
測
す
る
。
紫
の
上
を
妬
み
、
そ
の
不
幸
を
願
う
北
の
方
の
感
情
は
、
紫
の
上

自
身
の
心
に
常
に
居
座
っ
て
い
て
、
不
幸
に
直
面
す
る
こ
と
で
思
い
起
こ
さ
れ

る
。

　

よ
っ
て
、
北
の
方
は
紫
の
上
の
不
幸
こ
そ
悦
び
と
考
え
て
い
た
と
推
測
で
き

る
。

五　

お
わ
り
に

　

こ
こ
で
、
四
│
二
、
三
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
源
氏
の
兵
部
卿
宮
家
（
式

部
卿
宮
家
）
へ
の
負
の
感
情
や
誤
解
（
髭
黒
・
玉
鬘
の
一
件
）
な
ど
が
北
の
方

の
源
氏
へ
の
憎
し
み
を
膨
ら
ま
せ
、
そ
の
感
情
が
派
生
し
て
、
源
氏
の
も
と
で

幸
福
に
暮
ら
す
紫
の
上
へ
の
妬
み
と
そ
の
不
幸
を
悦
ぶ
感
情
を
増
大
さ
せ
て
ゆ

く
と
い
う
構
造
が
見
え
て
く
る
。
北
の
方
の
、
紫
の
上
と
源
氏
へ
の
負
の
感
情

は
、
背
後
で
は
継
子
・
継
母
関
係
が
影
響
し
て
い
る
が
、
単
に
そ
の
関
係
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
に
あ
る
継
母
像
と
同
様
と
捉
え
る
べ
き

で
は
な
い
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
三
│
四
で
提
示
し
た
仮
説
を
再
検
討
し
た
い
。
一
般
的
な
話

と
し
て
、
人
に
何
か
を
依
頼
さ
れ
、
悩
み
ぬ
い
た
結
果
そ
れ
を
引
き
受
け
た
が
、

そ
の
頃
に
は
事
が
片
付
い
て
し
ま
っ
て
い
て
、
拍
子
抜
け
す
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
北
の
方
は
悩
み
ぬ
い
た
末
に
若
紫
の
引
取
り
を
決
意
し
た
が
、
源
氏
の

も
と
に
引
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
時
に
は
行
方
不
明
と
聞
き
、
拍
子

抜
け
し
て
し
ま
い
「
口
惜
し
（
残
念
）」
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
若
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紫
は
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
、
妻
と
な
っ
て
い
た
と
知
る
。
源
氏
は
夫
と
し
て
こ

の
上
な
い
地
位
と
器
量
の
持
ち
主
で
あ
ろ
う
。
自
ら
が
引
取
り
愛
育
し
、
幸
せ

に
し
て
や
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
紫
の
上
が
源
氏
の
も
と
で
幸
せ
に
暮

ら
し
て
お
り
、
そ
の
一
方
、
実
子
は
恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
あ
る
。
こ
の
現
実
を

突
き
つ
け
ら
れ
た
と
き
、
北
の
方
は
源
氏
へ
憎
し
み
を
抱
く
。
そ
し
て
、
こ
の

後
は
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
の
継
母
と
類
似
し
た
人
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
源
氏

に
は
憎
し
み
を
、
紫
の
上
に
は
嫉
妬
を
抱
き
、
源
氏
の
も
と
で
不
幸
を
感
じ
て

い
る
紫
の
上
の
姿
ほ
ど
悦
ば
し
い
も
の
は
な
い
。
紫
の
上
の
不
幸
に
関
し
て
は
、

自
分
に
引
取
ら
れ
て
い
れ
ば
そ
の
よ
う
な
不
幸
を
感
じ
ず
に
済
ん
だ
の
に
、
と

嘲
笑
し
て
い
た
と
も
推
測
で
き
る
。

　
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
の
継
母
と
類
似
し
た
人
物
と
書
い
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
単

純
な
も
の
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
先
に
述
べ
た
挫
折
が
心
情
の
転
換
点
で
あ

り
、
そ
の
後
の
北
の
方
像
を
形
成
し
た
と
捉
え
る
こ
と
で
、
兵
部
卿
宮
家
（
式

部
卿
宮
家
）
と
源
氏
の
関
係
性
も
奥
行
き
の
あ
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
結
論
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
考
察
し
た
い
こ
と
は
「
北
の
方
の
轍
を
踏

ま
な
か
っ
た
紫
の
上
像
」
で
あ
る
。

　

紫
の
上
も
ま
た
、
北
の
方
同
様
「
継
母
」
と
な
っ
た
が
、
紫
の
上
の
継
母
と

し
て
の
生
き
方
は
、
北
の
方
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、

紫
の
上
と
北
の
方
に
は
多
く
の
相
違
点
が
あ
り
、
特
に
、
実
子
の
有
無
と
実
母

が
存
命
か
否
か
と
い
う
点
は
、
継
子
い
じ
め
の
心
理
に
大
き
く
関
わ
る
も
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
姫
君
を
愛
育
し
、
中
宮
に
仕
立
て
上
げ
る
と
い
う
最
高
の
水

準
で
役
目
を
全
う
し
た
う
え
、
姫
君
の
実
母
と
も
表
面
上
良
好
な
関
係
を
保
っ

て
い
た
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。

　

紫
の
上
が
こ
の
よ
う
な
継
母
に
な
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
北
の
方
と
の

関
係
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
継
母
と
良
好
な
関
係
を
築

け
ず
、
継
母
の
悪
意
を
常
々
意
識
し
て
生
き
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
継
子
を
存
分

に
愛
し
て
育
て
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
北

の
方
と
の
関
係
性
が
紫
の
上
の
人
格
形
成
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
よ
っ
て
、
北
の
方
と
紫
の
上
の
関
係
性
を
単
な
る
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
の

類
型
通
り
と
捉
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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