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　旨

　『
源
氏
物
語
』
巻
八
「
花
宴
」
は
、
光
源
氏
二
十
歳
の
春
を
描
い
た
巻
で
あ

る
。
直
前
の
「
紅
葉
賀
」
巻
と
春
秋
の
対
照
性
が
明
確
な
た
め
、
両
巻
の
構
成

と
展
開
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
大
き
な
対
照
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

異
論
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
対
照
性
を
支
え
て
い
る
場
面
ご
と
の
細
か

な
本
文
表
現
の
対
比
や
、
プ
ロ
ッ
ト
相
互
の
関
連
性
、
ま
た
登
場
人
物
た
ち
の

心
情
表
現
と
そ
の
展
開
の
有
り
様
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
考
察
が
待
た
れ
て

い
る
。『
源
氏
物
語
』
を
長
編
物
語
と
し
て
展
開
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明

に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
紅
葉
賀
」
巻
で
光
源
氏
が
清
涼
殿
の
試
楽
や
朱

雀
院
で
披
露
し
た
渾
身
の
舞
姿
は
、
人
々
の
記
憶
に
残
る
感
動
的
な
光
景
で
あ

っ
た
。「
花
宴
」
巻
で
は
群
臣
の
居
並
ぶ
前
で
春
宮
が
光
源
氏
に
挿
頭
の
花
を

下
賜
し
て
春
鴬
囀
を
舞
う
よ
う
命
じ
る
。
や
む
な
く
応
じ
た
光
源
氏
の
見
事
な

舞
姿
を
見
て
、
舅
の
左
大
臣
は
「
恨
め
し
さ
」
も
忘
れ
て
涙
を
流
す
が
、
こ
の

「
恨
め
し
さ
」
と
は
何
を
対
象
と
し
た
も
の
か
。
当
該
場
面
の
構
成
と
物
語
展

開
の
視
点
か
ら
源
氏
古
注
も
含
め
た
先
行
説
を
検
証
し
、
新
し
い
解
釈
を
提
示

す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

　『
源
氏
物
語
』・「
花
宴
」・
左
大
臣
・
心
情
描
写
・
展
開
構
成

は

　じ

　め

　に

　『
源
氏
物
語
』
巻
八
「
花
宴
」
は
、
直
前
の
「
紅
葉
賀
」
巻
と
の
対
照
性
が

確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
紅
葉
賀
」
巻
で
は
秋
の
紅
葉
を
愛
で
て
ま
ず
内
裏

の
清
涼
殿
で
試
楽
が
催
さ
れ
、
次
い
で
朱
雀
院
で
の
行
幸
で
本
番
が
披
露
さ
れ

た
様
子
を
描
写
し
て
い
く
の
に
対
し
、「
花
宴
」
巻
で
は
、
春
の
桜
を
愛
で
て

内
裏
の
紫
宸
殿
（
南
殿
）
で
桜
の
花
の
宴
が
催
さ
れ
、
次
い
で
右
大
臣
邸
で
藤

の
花
の
宴
が
催
さ
れ
た
様
子
が
描
か
れ
、
今
を
と
き
め
く
若
者
た
ち
で
あ
る
光

源
氏
と
頭
中
将
に
よ
る
舞
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
披
露
さ
れ
た
演
目

は
青
海
波
と
秋
風
楽
に
対
し
て
、
春
鴬
囀
と
柳
花
苑
で
あ
っ
た
。「
紅
葉
賀
」

巻
の
秋
と
「
花
宴
」
巻
の
春
の
時
節
が
、
場
面
と
し
て
対
照
的
に
描
写
さ
れ
、

そ
こ
で
の
登
場
人
物
た
ち
の
言
動
と
心
情
を
詳
細
に
描
き
出
す
こ
と
で
、
物
語

一
一

『
源
氏
物
語
』「
花
宴
」
に
お
け
る
対
比
描
写
法
に
つ
い
て
の
考
察

　
　
　
　
─
左
大
臣
の
「
恨
め
し
さ
」
の
対
象
を
め
ぐ
っ
て
─

古
　
　
瀨

　
　
雅

　
　
義
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②�

左
大
臣
は
日
ご
ろ
源
氏
を
う
ら
め
し
く
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

う
ら
み
も
忘
れ
て
、
源
氏
の
舞
の
す
ば
ら
し
さ
に
胸
打
た
れ
感
涙
を
落
と

す
の
で
あ
る
。

（『
源
氏
物
語
評
釈
』
二
の
評
釈
）

　
③
葵
の
上
に
冷
淡
な
の
を
恨
む
気
持
も
忘
れ
て

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』
二
の
頭
注
）

　
④
左
大
臣
の
「
恨
め
し
さ
」
は
源
氏
が
葵
の
上
に
冷
淡
で
あ
る
こ
と
に
よ
る

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
一
の
頭
注
）

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
そ
の
後
の
語
句
解
釈
に
お
い
て
も
「
左
大

臣
は
、
源
氏
が
葵
の
上
に
冷
淡
な
の
を
恨
む
気
持
ち
も
忘
れ
て
」
と
し
て
踏
襲

さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
語
ら
れ
る
左
大
臣
の
「
恨
め
し
さ
」
と
は
、
果
た
し
て
愛
娘

に
心
を
通
わ
せ
よ
う
と
し
な
い
光
源
氏
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
な
の
か
。

そ
う
い
っ
た
私
的
な
「
恨
め
し
さ
」
と
解
釈
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

あ
と
に
展
開
さ
れ
る
プ
ロ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
桐
壺
帝
が
頭
中
将
に
舞
を
命
じ
、

褒
美
に
御
衣
を
下
賜
す
る
異
例
の
待
遇
と
の
対
比
か
ら
読
み
解
く
と
、「
恨
め

し
さ
」
に
は
別
の
対
象
を
考
え
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

二
、「
紅
葉
賀
」
に
お
け
る
左
大
臣
と
光
源
氏

　
光
源
氏
は
巻
一
「
桐
壺
」
で
元
服
し
た
時
か
ら
す
で
に
左
大
臣
の
愛
娘
で
あ

る
葵
の
上
を
妻
と
し
て
い
る
。
親
同
士
が
相
談
し
、
我
が
子
の
た
め
に
良
か
れ

と
し
て
決
め
た
結
婚
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
当
人
同
士
に
と
っ
て
夫
婦
仲
は
し

っ
く
り
と
は
行
か
な
か
っ
た
。
光
源
氏
を
婿
と
し
て
迎
え
た
左
大
臣
は
趣
向
を

（
４
）

（
５
）

（
２
）

（
６
）

　
桜
の
花
の
宴
で
も
時
節
に
あ
っ
た
舞
楽
が
万
端
に
用
意
さ
れ
、
楽
人
た
ち
に

よ
る
春
鴬
囀
が
披
露
さ
れ
た
後
、
一
昨
年
秋
の
紅
葉
の
賀
で
光
源
氏
が
舞
っ
た

青
海
波
の
見
事
さ
が
皆
の
頭
の
中
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

桐
壺
帝
や
藤
壺
中
宮
と
並
ん
で
着
席
し
て
観
覧
し
て
い
た
春
宮
が
、
弟
の
光
源

氏
に
対
し
て
こ
こ
で
舞
う
こ
と
を
要
望
し
た
。
挿か

ざ
し頭

の
花
ま
で
下
賜
さ
れ
て
の

切
な
る
要
請
を
断
り
切
れ
ず
、
光
源
氏
は
や
む
な
く
春
鴬
囀
を
一
さ
し
舞
い
、

そ
の
見
事
さ
に
、
舅
の
左
大
臣
も
「
恨
め
し
さ
」
を
忘
れ
て
感
涙
を
流
し
た
。

　
そ
れ
を
受
け
て
桐
壺
帝
は
左
大
臣
の
嫡
子
で
光
源
氏
の
義
理
の
兄
で
も
あ
る

頭
中
将
を
指
名
し
て
舞
う
こ
と
を
命
じ
る
と
、
か
ね
て
か
ら
準
備
し
て
い
た
頭

中
将
は
柳
花
苑
を
や
や
長
め
に
舞
い
、
桐
壺
帝
か
ら
褒
美
と
し
て
御
衣
を
下
賜

さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
前
例
の
な
い
異
例
な
こ
と
と
人
々
は
感
じ
た
こ
と
が
描
か

れ
た
場
面
で
あ
る
。
つ
い
で
上
達
部
た
ち
が
興
じ
て
舞
を
舞
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
、
さ
ら
に
源
氏
の
詩
作
の
出
来
映
え
に
は
大
学
の
博
士
た
ち
も
感
服
し
、
そ

う
い
っ
た
光
源
氏
の
見
事
さ
に
父
の
桐
壺
帝
も
満
足
し
、
藤
壺
中
宮
も
光
源
氏

に
惹
か
れ
る
自
分
を
自
覚
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
く
。

　
こ
の
桜
の
花
の
宴
に
お
い
て
、
光
源
氏
と
頭
中
将
が
対
比
さ
れ
て
描
か
れ
る

の
は
「
紅
葉
賀
」
の
場
面
と
同
じ
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た

い
点
は
、
左
大
臣
の
心
内
描
写
「
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
」
の
解
釈
で
あ
る
。

　
従
来
こ
の
「
恨
め
し
さ
」
は
、「
日
ご
ろ
の
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
」
と
現
代
語

訳
さ
れ
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
頭
注
な
ど
で
は
何
に
対
す
る
「
恨
め
し
さ
」
と
解

釈
さ
れ
て
い
る
の
か
、
主
立
っ
た
注
釈
書
を
参
照
し
て
み
た
い
。

〈
資
料
二
〉「
恨
め
し
さ
」
の
解
釈

　
①
日
頃
葵
上
に
冷
淡
な
源
氏
の
君
へ
の
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て

（
日
本
古
典
全
書
『
源
氏
物
語
』
一
の
頭
注
）

（
２
）

（
３
）

一
三

古　　瀨　　雅　　義

源
氏
に
集
中
す
る
。

　
光
源
氏
が
「
紅
葉
賀
」
で
舞
っ
た
青
海
波
の
見
事
さ
は
、
一
年
半
経
っ
た
後

で
も
人
々
の
記
憶
に
残
る
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
々
年
春
の
二
月
二
十
余
日
に
桐

壺
帝
が
催
し
た
南
殿
の
桜
の
花
の
宴
に
お
い
て
、
光
源
氏
は
「
春
」
字
を
賜
っ

て
の
詩
作
に
次
い
で
、
東
宮
の
た
っ
て
の
要
望
に
よ
り
春
鴬
囀
を
舞
っ
た
。

〈
資
料
一
〉
光
源
氏
の
春
鴬
囀
と
頭
中
将
の
柳
花
苑

　
楽
ど
も
な
ど
は
、
さ
ら
に
も
言
は
ず
調と

と
のへ

さ
せ
給
へ
り
。
や
う
や
う
入

り
日
に
な
る
ほ
ど
、
春
の
鶯
囀
る
と
い
ふ
舞
い
と
お
も
し
ろ
く
見
ゆ
る

に
、
源
氏
の
御
紅
葉
の
賀
の
を
り
思
し
出
で
ら
れ
て
、
春
宮
、
か
ざ
し
賜

は
せ
て
、
切せ

ち

に
責
め
の
た
ま
は
す
る
に
、
逃
れ
難
く
て
、
立
ち
て
、
の
ど

か
に
、
袖
返
す
と
こ
ろ
を
一
を
れ
気
色
ば
か
り
舞
ひ
給
へ
る
に
、
似
る
べ

き
も
の
な
く
見
ゆ
。
左
大
臣
、
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
、
涙
落
と
し
給
ふ
。

　「
頭
中
将
、
い
づ
ら
。
遅
し
」
と
あ
れ
ば
、
柳
花
苑
と
い
ふ
舞
を
、
こ

れ
は
今
少
し
過
ぐ
し
て
、
か
か
る
こ
と
も
や
、
と
心
遣
ひ
や
し
け
む
、
い

と
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
御お

ん

衣ぞ

賜
り
て
、
い
と
め
づ
ら
し
き
こ
と
に
人
思
へ

り
。
上
達
部
み
な
乱
れ
て
舞
ひ
給
へ
ど
、
夜
に
入
り
て
は
こ
と
に
け
ぢ
め

も
見
え
ず
。
文ふ

み

な
ど
を
講
ず
る
に
も
、
源
氏
の
君
の
御お

ほ
むを

ば
、
講
師
も
え

読
み
や
ら
ず
。
句
ご
と
に
誦ず

じ
の
の
し
る
。
博
士
ど
も
の
心
に
も
い
み
じ

う
思
へ
り
。
か
う
や
う
の
を
り
に
も
、
ま
づ
こ
の
君
を
光
に
し
給
へ
れ

ば
、
帝
も
い
か
で
か
お
ろ
か
に
思
さ
れ
む
、
中
宮
、
御
目
の
と
ま
る
に
つ

け
て
、
春
宮
の
女
御
の
あ
な
が
ち
に
憎
み
給
ふ
ら
ん
も
あ
や
し
う
、
わ
が

か
う
思
ふ
も
心
憂
し
と
ぞ
、
み
づ
か
ら
思
し
返
さ
れ
け
る
。

　
大
方
に
花
の
姿
を
見
ま
し
か
ば
露
も
心
の
置
か
れ
ま
し
や
は

御
心
の
中
な
り
け
む
こ
と
、
い
か
で
漏
り
に
け
む
。

（
１
）

（
桐
壺
帝
）

（
藤
壺
）

の
プ
ロ
ッ
ト
が
大
き
く
展
開
し
て
い
く
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
両
巻
の
大
き
な
対
照
性
に
つ
い
て
は
研
究
が
進
み
、
周
知
の
こ
と
で
も

あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
改
め
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う
い
っ
た
構
成
上
の

大
き
な
対
照
性
を
支
え
る
た
め
に
、
各
場
面
で
の
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
描
写

が
ど
の
よ
う
に
対
比
さ
れ
な
が
ら
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
細
か
な
分
析
と
検
証

が
必
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

　
本
稿
は
巻
八
「
花
宴
」
冒
頭
部
に
描
か
れ
て
い
る
紫
宸
殿
（
南
殿
）
で
催
さ

れ
た
桜
の
花
の
宴
に
お
い
て
、
東
宮
（
の
ち
の
朱
雀
院
）
が
挿
頭
の
花
を
下
賜

し
て
ま
で
の
切
な
る
要
望
に
よ
り
、
つ
い
に
辞
退
し
き
れ
な
く
な
っ
た
光
源
氏

が
ほ
ん
の
一
さ
し
春
鴬
囀
を
舞
う
姿
を
左
大
臣
が
見
て
、「
恨
め
し
さ
」
も
忘

れ
て
涙
ぐ
み
、
続
い
て
桐
壺
帝
が
「
頭
中
将
、
い
づ
ら
。
遅
し
」
と
指
名
し
て

左
大
臣
の
嫡
子
で
あ
る
頭
中
将
に
柳
花
苑
を
舞
わ
せ
、
褒
美
の
御
衣
を
賜
る
に

至
る
場
面
の
構
成
に
注
目
し
、
本
文
の
表
現
と
プ
ロ
ッ
ト
に
仕
組
ま
れ
た
対
照

性
を
分
析
す
る
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
の
物
語
を
展
開
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
一
端
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
南
殿
に
お
け
る
桜
の
花
の
宴

　
光
源
氏
は
藤
壺
宮
と
の
道
な
ら
ぬ
恋
の
形
代
と
し
て
、
巻
五
「
若
紫
」
で
姪

の
若
紫
を
自
邸
に
引
き
取
り
養
育
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
原
因
の
一
つ
と
な
っ

て
妻
葵
の
上
と
の
夫
婦
仲
は
相
変
わ
ら
ず
心
通
わ
ぬ
ま
ま
で
、
舅
の
左
大
臣
は

心
を
痛
め
て
い
た
。
し
か
も
、
異
母
兄
春
宮
の
母
方
実
家
で
あ
る
右
大
臣
家
の

勢
力
が
増
大
し
、
弘
徽
殿
女
御
の
強
引
な
言
動
も
目
立
つ
た
め
、
春
宮
即
位
後

の
自
分
の
立
ち
位
置
に
も
不
安
が
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
衆
目
は
光

一
二

303
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②�

左
大
臣
は
日
ご
ろ
源
氏
を
う
ら
め
し
く
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

う
ら
み
も
忘
れ
て
、
源
氏
の
舞
の
す
ば
ら
し
さ
に
胸
打
た
れ
感
涙
を
落
と

す
の
で
あ
る
。

（『
源
氏
物
語
評
釈
』
二
の
評
釈
）

　
③
葵
の
上
に
冷
淡
な
の
を
恨
む
気
持
も
忘
れ
て

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』
二
の
頭
注
）

　
④
左
大
臣
の
「
恨
め
し
さ
」
は
源
氏
が
葵
の
上
に
冷
淡
で
あ
る
こ
と
に
よ
る

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
一
の
頭
注
）

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
そ
の
後
の
語
句
解
釈
に
お
い
て
も
「
左
大

臣
は
、
源
氏
が
葵
の
上
に
冷
淡
な
の
を
恨
む
気
持
ち
も
忘
れ
て
」
と
し
て
踏
襲

さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
語
ら
れ
る
左
大
臣
の
「
恨
め
し
さ
」
と
は
、
果
た
し
て
愛
娘

に
心
を
通
わ
せ
よ
う
と
し
な
い
光
源
氏
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
な
の
か
。

そ
う
い
っ
た
私
的
な
「
恨
め
し
さ
」
と
解
釈
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

あ
と
に
展
開
さ
れ
る
プ
ロ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
桐
壺
帝
が
頭
中
将
に
舞
を
命
じ
、

褒
美
に
御
衣
を
下
賜
す
る
異
例
の
待
遇
と
の
対
比
か
ら
読
み
解
く
と
、「
恨
め

し
さ
」
に
は
別
の
対
象
を
考
え
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

二
、「
紅
葉
賀
」
に
お
け
る
左
大
臣
と
光
源
氏

　
光
源
氏
は
巻
一
「
桐
壺
」
で
元
服
し
た
時
か
ら
す
で
に
左
大
臣
の
愛
娘
で
あ

る
葵
の
上
を
妻
と
し
て
い
る
。
親
同
士
が
相
談
し
、
我
が
子
の
た
め
に
良
か
れ

と
し
て
決
め
た
結
婚
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
当
人
同
士
に
と
っ
て
夫
婦
仲
は
し

っ
く
り
と
は
行
か
な
か
っ
た
。
光
源
氏
を
婿
と
し
て
迎
え
た
左
大
臣
は
趣
向
を

（
４
）

（
５
）

（
２
）

（
６
）

　
桜
の
花
の
宴
で
も
時
節
に
あ
っ
た
舞
楽
が
万
端
に
用
意
さ
れ
、
楽
人
た
ち
に

よ
る
春
鴬
囀
が
披
露
さ
れ
た
後
、
一
昨
年
秋
の
紅
葉
の
賀
で
光
源
氏
が
舞
っ
た

青
海
波
の
見
事
さ
が
皆
の
頭
の
中
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

桐
壺
帝
や
藤
壺
中
宮
と
並
ん
で
着
席
し
て
観
覧
し
て
い
た
春
宮
が
、
弟
の
光
源

氏
に
対
し
て
こ
こ
で
舞
う
こ
と
を
要
望
し
た
。
挿か

ざ
し頭

の
花
ま
で
下
賜
さ
れ
て
の

切
な
る
要
請
を
断
り
切
れ
ず
、
光
源
氏
は
や
む
な
く
春
鴬
囀
を
一
さ
し
舞
い
、

そ
の
見
事
さ
に
、
舅
の
左
大
臣
も
「
恨
め
し
さ
」
を
忘
れ
て
感
涙
を
流
し
た
。

　
そ
れ
を
受
け
て
桐
壺
帝
は
左
大
臣
の
嫡
子
で
光
源
氏
の
義
理
の
兄
で
も
あ
る

頭
中
将
を
指
名
し
て
舞
う
こ
と
を
命
じ
る
と
、
か
ね
て
か
ら
準
備
し
て
い
た
頭

中
将
は
柳
花
苑
を
や
や
長
め
に
舞
い
、
桐
壺
帝
か
ら
褒
美
と
し
て
御
衣
を
下
賜

さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
前
例
の
な
い
異
例
な
こ
と
と
人
々
は
感
じ
た
こ
と
が
描
か

れ
た
場
面
で
あ
る
。
つ
い
で
上
達
部
た
ち
が
興
じ
て
舞
を
舞
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
、
さ
ら
に
源
氏
の
詩
作
の
出
来
映
え
に
は
大
学
の
博
士
た
ち
も
感
服
し
、
そ

う
い
っ
た
光
源
氏
の
見
事
さ
に
父
の
桐
壺
帝
も
満
足
し
、
藤
壺
中
宮
も
光
源
氏

に
惹
か
れ
る
自
分
を
自
覚
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
く
。

　
こ
の
桜
の
花
の
宴
に
お
い
て
、
光
源
氏
と
頭
中
将
が
対
比
さ
れ
て
描
か
れ
る

の
は
「
紅
葉
賀
」
の
場
面
と
同
じ
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た

い
点
は
、
左
大
臣
の
心
内
描
写
「
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
」
の
解
釈
で
あ
る
。

　
従
来
こ
の
「
恨
め
し
さ
」
は
、「
日
ご
ろ
の
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
」
と
現
代
語

訳
さ
れ
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
頭
注
な
ど
で
は
何
に
対
す
る
「
恨
め
し
さ
」
と
解

釈
さ
れ
て
い
る
の
か
、
主
立
っ
た
注
釈
書
を
参
照
し
て
み
た
い
。

〈
資
料
二
〉「
恨
め
し
さ
」
の
解
釈

　
①
日
頃
葵
上
に
冷
淡
な
源
氏
の
君
へ
の
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て

（
日
本
古
典
全
書
『
源
氏
物
語
』
一
の
頭
注
）

（
２
）

（
３
）
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『源氏物語』「花宴」における対比描写法についての考察

豊
か
な
帝
と
春
宮
が
君
臨
し
、
地
下
に
至
る
ま
で
漢
詩
文
作
者
に
逸
材
が
多
い

こ
と
、
こ
の
よ
う
な
文
学
の
場
に
場
馴
れ
し
て
い
る
大
学
の
博
士
た
ち
が
揃
っ

て
い
る
こ
と
で
、
桐
壺
帝
の
御
代
を
「
聖
代
」
と
言
祝
ぐ
書
き
手
の
意
識
が
垣

間
見
ら
れ
る
。

　
そ
の
状
況
の
中
で
、〈
資
料
一
〉
に
示
し
た
場
面
が
展
開
す
る
。
鳥
の
声
が

聞
こ
え
る
中
で
、
楽
人
た
ち
が
春
鴬
囀
を
舞
い
、
皆
が
一
昨
年
秋
に
「
紅
葉

賀
」
で
光
源
氏
が
舞
っ
た
青
海
波
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
春

宮
が
異
母
弟
の
光
源
氏
に
対
し
、
挿
頭
の
花
を
下
賜
し
て
春
鴬
囀
を
舞
う
こ
と

を
切
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
春
宮
は
大
ら
か
な
性

格
と
し
て
描
か
れ
、
光
源
氏
と
二
人
だ
け
で
対
面
す
る
時
は
い
つ
も
二
心
な
く

会
話
し
て
お
り
、
光
源
氏
も
そ
れ
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
繰
り
返
し
記
さ
れ

る
。
こ
の
場
面
で
も
、
春
宮
は
政
治
的
意
図
な
ど
思
い
も
寄
ら
ず
、
た
だ
単
に

そ
の
場
に
同
席
し
て
い
た
者
た
ち
の
共
通
の
思
い
を
代
表
す
る
形
で
、
光
源
氏

に
春
鴬
囀
を
舞
う
よ
う
に
と
何
度
も
要
請
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
人
の
ふ
る
ま
い
は
、
そ
の
立
場
に
よ
っ
て
そ
の
言
動
に
想
定
外
の
別

の
意
味
を
付
加
さ
せ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
帝
、
春
宮
、
中
宮
、
春
宮
の
母

で
右
大
臣
の
娘
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
を
は
じ
め
、
左
大
臣
以
下
の
群
臣
た
ち
や

博
士
た
ち
が
集
う
こ
の
盛
儀
の
場
で
、
ま
も
な
く
父
の
桐
壺
帝
か
ら
譲
位
さ
れ

天
皇
の
位
に
つ
く
で
あ
ろ
う
春
宮
が
、
異
母
弟
の
光
源
氏
を
指
名
し
、
挿
頭
の

花
を
下
賜
し
て
無
理
矢
理
に
春
鴬
囀
を
一
さ
し
舞
わ
せ
た
結
果
に
な
っ
た
こ
の

状
況
は
、
左
大
臣
以
下
の
群
臣
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。

て
文
作
り
給
ふ
。
宰
相
中
将
「
春
と
言
ふ
文
字
賜
れ
り
」
と
の
た
ま
ふ
声

さ
へ
、
例
の
、
人
に
異
な
り
、
次
に
頭
中
将
、
人
の
目
移
し
も
た
だ
な
ら

ず
思
ゆ
べ
か
め
れ
ど
、
い
と
目
安
く
も
て
し
づ
め
て
、
声
づ
か
ひ
な
ど
も

の
も
の
し
く
優
れ
た
り
。
さ
て
の
人
々
は
、
み
な
臆
し
が
ち
に
鼻
白
め
る

多
か
り
。
地
下
の
人
は
ま
し
て
帝
、
春
宮
の
御
才ざ

え

か
し
こ
く
優
れ
て
お
は

し
ま
す
、
か
か
る
方
に
や
む
ご
と
な
き
人
多
く
も
の
し
給
ふ
こ
ろ
な
る

に
、
恥
づ
か
し
く
、
は
る
ば
る
と
曇
り
な
き
庭
に
立
ち
出
づ
る
ほ
ど
は
し

た
な
く
て
、
や
す
き
事
な
れ
ど
苦
し
げ
な
り
。
年
老
い
た
る
博
士
ど
も

の
、
な
り
あ
や
し
く
や
つ
れ
て
、
例
馴
れ
た
る
も
あ
は
れ
に
、
さ
ま
ざ
ま

御
覧
ず
る
な
む
、
を
か
し
か
り
け
る
。

　
こ
の
部
分
は
前
掲
の
〈
資
料
一
〉
の
直
前
に
あ
る
も
の
で
、
紫
宸
殿
（
南

殿
）
の
桜
の
花
の
宴
に
、
中
宮
と
な
っ
た
藤
壺
宮
と
弘
徽
殿
女
御
腹
の
春
宮

（
光
源
氏
の
異
母
兄
）
を
左
右
に
従
え
て
桐
壺
帝
が
着
席
し
、
中
宮
の
藤
壺
宮

を
妬
む
弘
徽
殿
女
御
も
春
宮
の
母
と
し
て
参
上
し
て
い
る
。
う
ら
ら
か
な
春
の

日
に
、
晴
れ
渡
っ
た
空
の
も
と
、
鳥
の
声
も
聞
こ
え
る
中
で
、
桜
の
花
の
宴
は

ま
ず
漢
詩
文
を
作
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
宰
相
中
将
で
あ
る
光
源
氏
が
探
韻

と
し
て
「
春
」
字
を
賜
っ
た
こ
と
を
発
声
し
て
披
露
す
る
。
光
源
氏
に
衆
目
が

集
ま
る
の
を
意
識
し
な
が
ら
も
頭
中
将
も
そ
つ
な
く
立
派
に
振
る
舞
っ
た
の
に

対
し
、
そ
の
他
の
人
々
は
み
な
気
後
れ
し
て
、
作
詩
す
る
こ
と
自
体
は
難
し
い

と
感
じ
て
い
な
い
も
の
の
、
桐
壺
帝
や
春
宮
の
学
才
が
優
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
雰
囲
気
に
す
っ
か
り
飲
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、
年
齢
を
重
ね
た
大
学
の
博
士
た
ち
は
、
身
な
り
は
貧
し
い

も
の
の
臆
せ
ず
場
馴
れ
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
光
景
を
感
慨
深
く
御
覧
に
な
る

桐
壺
帝
の
姿
が
「
を
か
し
か
り
け
る
」
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
学
才

一
五

古　　瀨　　雅　　義

　
父
左
大
臣
も
「
か
く
頼
も
し
げ
な
き
御
心
を
、
つ
ら
し
と
思
ひ
聞
こ
え
給
ひ

な
が
ら
、
見
奉
り
給
ふ
時
は
恨
み
も
忘
れ
て
か
し
づ
き
い
と
な
み
聞
こ
え
給

ふ
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
左
大
臣
は
、
結
婚
し
て
か
ら
七
年
も
経
過
し
て
い
る

の
に
一
向
に
打
ち
解
け
た
様
に
見
え
な
い
光
源
氏
の
「
心
」
が
頼
り
な
く
て
、

恨
め
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
光
源
氏
と
対
面
し
て
い
る
時
は
「
恨
み
も
忘
れ

て
」
諸
事
お
世
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
紅
葉
賀
」
巻
に
お
け
る
左
大
臣
の
「
恨
み
も
忘
れ
て
」
と
「
花
宴
」

巻
に
お
け
る
「
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
」
を
統
合
し
た
解
釈
が
、
春
鴬
囀
を
一
さ

し
舞
っ
た
姿
を
見
た
左
大
臣
の
心
情
描
写
「
日
ご
ろ
の
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
」

に
繋
が
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
紅
葉
賀
」
巻
の
正
月
か
ら
一
年
二
箇
月
以
上

経
過
し
て
い
る
「
花
宴
」
巻
に
お
い
て
、
こ
の
場
面
の
描
写
を
詳
細
に
検
討
す

る
と
、
こ
の
「
恨
め
し
さ
」
は
「
日
ご
ろ
の
」
も
の
で
は
な
く
、
別
の
対
象
を

考
え
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、「
花
宴
」
冒
頭
部
分
の
場
面
分
析

　
巻
八
「
花
宴
」
は
、
冒
頭
か
ら
光
源
氏
と
頭
中
将
と
の
対
比
が
描
写
さ
れ
て

い
る
。

〈
資
料
三
〉「
花
宴
」
冒
頭
部
分

　
二
月
の
二
十
日
余
り
、
南
殿
の
桜
の
宴
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
后
、
春
宮
の

御
局
、
左
右
に
し
て
参ま

う

上
り
給
ふ
。
弘
徽
殿
女
御
、
中
宮
の
か
く
て
お
は

す
る
を
折
節
ご
と
に
安
か
ら
ず
思
せ
ど
、
物
見
に
は
え
過
ぐ
し
給
は
で
参

り
給
ふ
。
日
い
と
よ
く
晴
れ
て
、
空
の
気
色
、
鳥
の
声
も
心
地
よ
げ
な
る

に
、
親み

こ王
た
ち
、
上
達
部
よ
り
は
じ
め
て
、
そ
の
道
の
は
み
な
探
韻
賜
り

（
藤
壺
）

尽
く
し
て
光
源
氏
を
歓
待
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
新
婚
当
初
か
ら
「
絶
え
絶
え

に
ま
か
で
給
へ
」
と
左
大
臣
邸
へ
の
足
は
遠
の
い
て
い
た
。
こ
の
状
態
は
結
婚

し
て
七
年
を
経
過
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、「
紅
葉
賀
」
巻
の
半
ば
で
光

源
氏
が
元
日
に
内
裏
か
ら
左
大
臣
邸
の
葵
の
上
を
訪
れ
た
場
面
描
写
に
お
い
て

も
「
例
の
、
う
る
は
し
う
よ
そ
ほ
し
き
御
さ
ま
に
て
、
心
う
つ
く
し
き
御
気
色

も
な
く
苦
し
け
れ
ば
」「
御
心
の
隔
て
ど
も
な
る
べ
し
」
と
描
写
さ
れ
、
葵
の

上
の
取
り
澄
ま
し
て
打
ち
解
け
る
そ
ぶ
り
の
な
い
様
子
に
、
両
者
の
心
の
溝
が

明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
桐
壺
帝
の
同
母
妹
で
あ
る
大
宮
と
左
大
臣
と
の
間
に
生
ま
れ
た
葵
の
上
は
、

将
来
天
皇
の
后
と
な
る
べ
く
傅
か
れ
て
養
育
さ
れ
た
姫
君
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

親
同
士
の
取
り
決
め
に
よ
っ
て
、
十
六
歳
の
時
に
右
大
臣
か
ら
打
診
の
あ
っ
た

春
宮
（
右
大
臣
の
孫
で
の
ち
の
朱
雀
帝
）
と
の
結
婚
話
が
断
わ
ら
れ
て
臣
籍
降

下
し
た
光
源
氏
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
天
皇
の
后
と
な
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
上
、
夫
と
な
っ
た
光
源
氏
よ
り
も
四
歳
年
長
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て

初
め
か
ら
わ
だ
か
ま
り
の
あ
る
仲
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
結
婚
六
年
目
に
あ
た
る

巻
五
「
若
紫
」
で
は
、
光
源
氏
が
北
山
で
出
会
っ
た
藤
壺
の
姪
に
あ
た
る
若
紫

（
の
ち
の
紫
の
上
）
を
二
条
院
の
自
邸
に
引
き
取
っ
て
養
育
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
た
め
に
、
な
お
さ
ら
心
を
通
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
言
葉
を
交
わ
し
て
も
打
ち
解
け
る
様
子
の
な
い
葵
の
上
を
見
た
光
源
氏
は

「
う
ち
過
ぐ
し
恥
づ
か
し
げ
に
盛
り
に
と
と
の
ほ
り
て
見
給
ふ
。
何
事
か
は
こ

の
人
の
飽
か
ぬ
と
こ
ろ
は
も
の
し
給
ふ
、
我
が
心
の
あ
ま
り
け
し
か
ら
ぬ
す
さ

び
に
か
く
恨
み
ら
れ
奉
る
ぞ
か
し
、
と
思
し
知
ら
る
る
」
と
自
省
し
て
い
る
。

葵
の
上
の
完
璧
な
ま
で
に
整
っ
た
様
子
を
見
て
、
自
分
の
気
ま
ぐ
れ
さ
に
原
因

が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
反
省
す
る
光
源
氏
の
心
情
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
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豊
か
な
帝
と
春
宮
が
君
臨
し
、
地
下
に
至
る
ま
で
漢
詩
文
作
者
に
逸
材
が
多
い

こ
と
、
こ
の
よ
う
な
文
学
の
場
に
場
馴
れ
し
て
い
る
大
学
の
博
士
た
ち
が
揃
っ

て
い
る
こ
と
で
、
桐
壺
帝
の
御
代
を
「
聖
代
」
と
言
祝
ぐ
書
き
手
の
意
識
が
垣

間
見
ら
れ
る
。

　
そ
の
状
況
の
中
で
、〈
資
料
一
〉
に
示
し
た
場
面
が
展
開
す
る
。
鳥
の
声
が

聞
こ
え
る
中
で
、
楽
人
た
ち
が
春
鴬
囀
を
舞
い
、
皆
が
一
昨
年
秋
に
「
紅
葉

賀
」
で
光
源
氏
が
舞
っ
た
青
海
波
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
春

宮
が
異
母
弟
の
光
源
氏
に
対
し
、
挿
頭
の
花
を
下
賜
し
て
春
鴬
囀
を
舞
う
こ
と

を
切
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
春
宮
は
大
ら
か
な
性

格
と
し
て
描
か
れ
、
光
源
氏
と
二
人
だ
け
で
対
面
す
る
時
は
い
つ
も
二
心
な
く

会
話
し
て
お
り
、
光
源
氏
も
そ
れ
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
繰
り
返
し
記
さ
れ

る
。
こ
の
場
面
で
も
、
春
宮
は
政
治
的
意
図
な
ど
思
い
も
寄
ら
ず
、
た
だ
単
に

そ
の
場
に
同
席
し
て
い
た
者
た
ち
の
共
通
の
思
い
を
代
表
す
る
形
で
、
光
源
氏

に
春
鴬
囀
を
舞
う
よ
う
に
と
何
度
も
要
請
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
人
の
ふ
る
ま
い
は
、
そ
の
立
場
に
よ
っ
て
そ
の
言
動
に
想
定
外
の
別

の
意
味
を
付
加
さ
せ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
帝
、
春
宮
、
中
宮
、
春
宮
の
母

で
右
大
臣
の
娘
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
を
は
じ
め
、
左
大
臣
以
下
の
群
臣
た
ち
や

博
士
た
ち
が
集
う
こ
の
盛
儀
の
場
で
、
ま
も
な
く
父
の
桐
壺
帝
か
ら
譲
位
さ
れ

天
皇
の
位
に
つ
く
で
あ
ろ
う
春
宮
が
、
異
母
弟
の
光
源
氏
を
指
名
し
、
挿
頭
の

花
を
下
賜
し
て
無
理
矢
理
に
春
鴬
囀
を
一
さ
し
舞
わ
せ
た
結
果
に
な
っ
た
こ
の

状
況
は
、
左
大
臣
以
下
の
群
臣
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。

て
文
作
り
給
ふ
。
宰
相
中
将
「
春
と
言
ふ
文
字
賜
れ
り
」
と
の
た
ま
ふ
声

さ
へ
、
例
の
、
人
に
異
な
り
、
次
に
頭
中
将
、
人
の
目
移
し
も
た
だ
な
ら

ず
思
ゆ
べ
か
め
れ
ど
、
い
と
目
安
く
も
て
し
づ
め
て
、
声
づ
か
ひ
な
ど
も

の
も
の
し
く
優
れ
た
り
。
さ
て
の
人
々
は
、
み
な
臆
し
が
ち
に
鼻
白
め
る

多
か
り
。
地
下
の
人
は
ま
し
て
帝
、
春
宮
の
御
才ざ

え

か
し
こ
く
優
れ
て
お
は

し
ま
す
、
か
か
る
方
に
や
む
ご
と
な
き
人
多
く
も
の
し
給
ふ
こ
ろ
な
る

に
、
恥
づ
か
し
く
、
は
る
ば
る
と
曇
り
な
き
庭
に
立
ち
出
づ
る
ほ
ど
は
し

た
な
く
て
、
や
す
き
事
な
れ
ど
苦
し
げ
な
り
。
年
老
い
た
る
博
士
ど
も

の
、
な
り
あ
や
し
く
や
つ
れ
て
、
例
馴
れ
た
る
も
あ
は
れ
に
、
さ
ま
ざ
ま

御
覧
ず
る
な
む
、
を
か
し
か
り
け
る
。

　
こ
の
部
分
は
前
掲
の
〈
資
料
一
〉
の
直
前
に
あ
る
も
の
で
、
紫
宸
殿
（
南

殿
）
の
桜
の
花
の
宴
に
、
中
宮
と
な
っ
た
藤
壺
宮
と
弘
徽
殿
女
御
腹
の
春
宮

（
光
源
氏
の
異
母
兄
）
を
左
右
に
従
え
て
桐
壺
帝
が
着
席
し
、
中
宮
の
藤
壺
宮

を
妬
む
弘
徽
殿
女
御
も
春
宮
の
母
と
し
て
参
上
し
て
い
る
。
う
ら
ら
か
な
春
の

日
に
、
晴
れ
渡
っ
た
空
の
も
と
、
鳥
の
声
も
聞
こ
え
る
中
で
、
桜
の
花
の
宴
は

ま
ず
漢
詩
文
を
作
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
宰
相
中
将
で
あ
る
光
源
氏
が
探
韻

と
し
て
「
春
」
字
を
賜
っ
た
こ
と
を
発
声
し
て
披
露
す
る
。
光
源
氏
に
衆
目
が

集
ま
る
の
を
意
識
し
な
が
ら
も
頭
中
将
も
そ
つ
な
く
立
派
に
振
る
舞
っ
た
の
に

対
し
、
そ
の
他
の
人
々
は
み
な
気
後
れ
し
て
、
作
詩
す
る
こ
と
自
体
は
難
し
い

と
感
じ
て
い
な
い
も
の
の
、
桐
壺
帝
や
春
宮
の
学
才
が
優
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
雰
囲
気
に
す
っ
か
り
飲
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、
年
齢
を
重
ね
た
大
学
の
博
士
た
ち
は
、
身
な
り
は
貧
し
い

も
の
の
臆
せ
ず
場
馴
れ
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
光
景
を
感
慨
深
く
御
覧
に
な
る

桐
壺
帝
の
姿
が
「
を
か
し
か
り
け
る
」
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
学
才

一
五
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し
た
『
花
鳥
余
情
』
で
も
確
認
で
き
な
い
。

　
し
か
し
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
正
月
に
宗
祇
の
源
氏
学
を
藤
原
正
存
が

「
師
説
」
と
し
て
ま
と
め
て
肖
柏
が
奥
書
を
記
し
た
『
一
葉
抄
』
に
は
「
源
氏
と

葵
上
と
御
中
の
思
ふ
や
う
な
ら
ぬ
事
也
」
と
あ
る
の
で
、
十
五
世
紀
末
の
室
町

中
期
に
宗
祇
の
源
氏
学
か
ら
、
左
大
臣
の
「
恨
め
し
さ
」
に
つ
い
て
の
注
釈
が

な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
後
、
肖
柏
か
ら
『
源
氏
聞
書
』
を
借
り
受
け
た
三
条
西
実
隆
は
『
弄
花

抄
』
を
ま
と
め
る
が
、「
源
氏
葵
上
と
の
中
の
思
ふ
や
う
な
ら
ぬ
事
也
」
と
そ
の

ま
ま
記
し
て
い
る
。
室
町
後
期
に
入
っ
て
三
条
西
公
条
が
父
実
隆
の
源
氏
講
釈

を
筆
録
し
て
ま
と
め
た
『
細
流
抄
』
に
は
「
葵
上
に
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
を
う
ら

む
る
心
あ
れ
と
、
さ
や
う
の
心
も
う
ち
忘
れ
給
也
」
と
あ
る
。
里
村
昌
休
の

『
休
聞
抄
』
に
は
「
其
比
葵
上
へ
源
う
と
〳
〵
敷
也
」
と
あ
り
、
ま
た
元
亀
二
年

（
一
五
七
一
）
成
立
と
み
ら
れ
る
連
歌
師
覚
勝
院
の
『
源
氏
物
語
聞
書

　
覚
勝

院
抄
』
で
は
「
葵
上
の
父
お
と
ゝ
也
。
源
氏
の
舞
を
み
給
ひ
て
葵
上
へ
お
ろ
そ

か
な
る
心
の
恨
も
忘
た
る
と
也
」
と
あ
る
か
ら
、「
愛
娘
の
葵
の
上
に
つ
れ
な

い
態
度
を
取
り
続
け
る
婿
光
源
氏
に
対
す
る
舅
と
し
て
の
恨
み
」
と
い
っ
た
解

釈
は
、
宗
祇
以
来
連
歌
師
の
解
釈
や
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
三
条
西
家
の
解
釈
と

し
て
室
町
中
期
以
来
変
わ
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

　
安
土
桃
山
時
代
の
里
村
紹
巴
『
紹
巴
抄
』
に
は
「
左
の
お
と
ゝ

　
其
比
葵
上

へ
御
無
音
故
也
」
と
あ
り
、
光
源
氏
が
葵
の
上
に
対
し
て
音
沙
汰
が
な
い
ゆ
え

と
注
釈
し
て
い
る
か
ら
、「
恨
め
し
さ
」
は
や
は
り
光
源
氏
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。
関
白
の
九
条
稙
通
が
叔
父
三
条
西
公
条
か
ら
伝
授
さ
れ
た
源
氏
学
を
ま
と

め
た
『
孟
津
抄
』
に
は
「
葵
と
中
よ
か
ら
ぬ
事
也
」
と
あ
り
、
公
条
息
の
三
条

西
実
枝
か
ら
源
氏
講
釈
を
聞
い
た
中
院
通
勝
が
丹
後
下
野
中
に
細
川
幽
斎
の
助

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

な
る
。
こ
の
世
に
名
を
得
た
る
舞
の
男
ど
も
も
、
げ
に
い
と
か
し
こ
け
れ
ど
、

こ
こ
し
う
な
ま
め
い
た
る
筋
を
え
な
む
見
せ
ぬ
」
と
藤
壺
宮
に
語
っ
て
い
る
。

光
源
氏
が
舞
っ
た
青
海
波
を
本
日
の
白
眉
と
認
め
な
が
ら
、
舞
の
相
手
役
の
頭

中
将
に
対
し
て
も
「
悪
く
は
な
い
と
見
え
た
。
舞
の
専
門
家
た
ち
は
ま
こ
と
に

見
事
だ
が
、
良
家
の
子
は
舞
う
姿
も
手
さ
ば
き
も
、
実
に
大
ら
か
で
優
雅
で
あ

る
と
こ
ろ
が
良
い
」
と
高
く
評
価
し
て
い
た
。
そ
の
頭
中
将
が
桜
の
花
の
宴
で

舞
う
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
心
づ
も
り
し
て
い
た
柳
花
苑
を
披
露
す
る

機
会
を
、
桐
壺
帝
自
ら
の
言
動
で
作
り
、
や
は
り
見
事
で
あ
っ
た
た
め
に
皆
の

前
で
異
例
の
御
衣
下
賜
に
至
る
。
こ
れ
は
左
大
臣
家
の
面
目
を
大
い
に
施
し
た

は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
複
雑
な
気
持
ち
を
抱
い
た
に
違
い
な
い
左
大
臣
に
対
す

る
桐
壺
帝
の
配
慮
で
も
あ
っ
た
。
表
向
き
は
盛
儀
を
描
き
出
し
な
が
ら
、
そ
の

場
に
同
席
す
る
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
を
描
き
出
す
『
源
氏
物
語
』
の
手
法
に

お
い
て
、
対
照
的
な
位
置
に
置
か
れ
た
人
物
た
ち
の
心
の
動
き
と
そ
の
展
開

が
、
こ
の
場
面
で
も
指
摘
で
き
る
。

五
、
源
氏
古
注
の
検
証

　
こ
の
「
花
宴
」
巻
の
「
左
大
臣
、
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
、
涙
落
と
し
給
ふ
」

に
つ
い
て
、
源
氏
古
注
を
時
系
列
で
紐
解
い
て
み
る
と
、
平
安
後
期
の
世
尊
寺

伊
行
『
源
氏
釈
』
の
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
お
よ
び
前
田
家
本
、
ま
た
鎌
倉
初

期
の
藤
原
定
家
『
奥
入
』
一
次
本
の
明
融
本
や
大
島
本
、
二
次
本
の
定
家
自
筆

本
に
は
当
該
箇
所
に
つ
い
て
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
鎌
倉
後
期
に
素
寂

が
ま
と
め
た
『
紫
明
抄
』、
南
北
朝
期
に
河
内
方
が
ま
と
め
た
『
原
中
最
秘
抄
』

や
、
四
辻
善
成
が
記
し
た
『
河
海
抄
』
や
、
室
町
中
期
に
一
条
兼
良
が
集
大
成

（
８
）

（
９
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
11
）
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舞
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
動
は
光
源
氏
に
対
し
て
さ
え
当
人
の
意
向
な
ど
耳

を
貸
す
こ
と
な
く
、
た
だ
思
う
ま
ま
命
じ
て
無
理
矢
理
従
わ
せ
、
そ
れ
を
こ
の

場
に
居
並
ぶ
群
臣
た
ち
に
見
せ
つ
け
る
示
威
行
為
だ
と
解
釈
し
て
、
左
大
臣
は

危
惧
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
こ
の
光
源
氏
へ
の
ふ
る
ま
い
を
、
近

い
将
来
の
右
大
臣
家
側
か
ら
自
分
た
ち
左
大
臣
家
側
に
対
す
る
仕
打
ち
の
象
徴

と
見
て
、
そ
れ
を
「
恨
め
し
さ
」
と
い
う
表
現
で
描
き
出
し
た
も
の
と
見
る
の

で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
そ
う
い
っ
た
大
人
の
事
情
で
の
「
恨
め
し
さ
」
を
忘
れ
さ
せ
て
く

れ
る
ほ
ど
光
源
氏
の
舞
が
見
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
左
大
臣
家
の
面
目
を
十
分

に
施
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
左
大
臣
の
複
雑
な
心
情
を
読
み
取
っ

た
桐
壺
帝
は
、
間
髪
を
入
れ
ず
「
頭
中
将
、
い
づ
ら
。
遅
し
」
と
声
を
か
け

る
。
こ
の
桐
壺
帝
の
言
動
は
、
左
大
臣
家
と
右
大
臣
家
双
方
の
バ
ラ
ン
ス
を
長

年
う
ま
く
取
り
続
け
て
君
臨
し
て
き
た
帝
の
器
量
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
春

宮
が
光
源
氏
に
舞
を
切
に
命
じ
て
従
わ
せ
た
と
見
ら
れ
る
ま
ま
こ
の
場
を
終
わ

ら
せ
る
こ
と
な
く
、
帝
自
ら
が
頭
中
将
を
指
名
す
る
こ
と
で
、
左
大
臣
家
へ
の

配
慮
を
群
臣
た
ち
に
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
右
大
臣
家
側
か

ら
は
舞
人
を
出
し
て
は
い
な
い
。
頭
中
将
は
桐
壺
帝
が
自
分
を
指
名
し
た
こ
と

の
意
を
汲
み
、
し
か
も
あ
ら
か
じ
め
心
づ
も
り
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

柳
花
苑
を
「
い
と
お
も
し
ろ
」
く
舞
い
、
桐
壺
帝
か
ら
は
褒
美
の
御
衣
を
賜
っ

た
。
本
文
に
「
い
と
め
づ
ら
し
き
事
に
人
思
へ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
群
臣

た
ち
の
前
で
の
異
例
の
御
衣
下
賜
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　「
紅
葉
賀
」
巻
で
桐
壺
帝
は
、
試
楽
で
披
露
し
た
光
源
氏
と
頭
中
将
の
舞
に

対
し
て
「
今
日
の
試
楽
は
、
青
海
波
に
事
み
な
尽
き
ぬ
な
」
と
評
価
し
、「
片

手
も
け
し
う
は
あ
ら
ず
こ
そ
見
え
つ
れ
、
舞
の
さ
ま
手
遣
ひ
な
む
家
の
子
は
異

四
、
左
大
臣
の
心
情

　
春
宮
は
、
桐
壺
帝
と
右
大
臣
の
娘
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
と
の
間
に
誕
生
し
た

第
一
皇
子
で
あ
る
。
大
ら
か
な
性
格
で
あ
っ
た
が
、
心
優
し
く
お
と
な
し
い
方

で
あ
っ
た
た
め
、
天
皇
に
即
位
し
た
時
に
は
母
方
実
家
の
祖
父
で
あ
る
右
大
臣

が
政
治
の
実
権
を
握
り
、
偏
狭
な
性
格
の
ま
ま
横
溢
に
振
る
舞
う
事
態
に
な
る

こ
と
は
見
え
て
い
た
。
し
か
も
、
か
つ
て
右
大
臣
側
か
ら
申
し
出
の
あ
っ
た
左

大
臣
娘
の
葵
の
上
を
春
宮
の
妃
に
す
る
話
は
、
左
大
臣
が
桐
壺
帝
と
妻
大
宮
と

相
談
の
も
と
に
断
り
、
右
大
臣
家
が
最
も
警
戒
す
る
帝
鍾
愛
の
第
二
皇
子
で
あ

る
光
源
氏
と
結
婚
さ
せ
て
後
見
役
を
務
め
て
い
た
。
左
大
臣
嫡
子
の
頭
中
将
と

右
大
臣
の
四
の
君
と
の
結
婚
は
承
諾
し
た
も
の
の
、
頭
中
将
は
妻
方
実
家
の
右

大
臣
家
と
は
距
離
を
置
い
て
寄
り
つ
こ
う
と
も
し
な
い
こ
と
か
ら
、
執
念
深
い

右
大
臣
は
左
大
臣
に
対
し
て
根
深
い
恨
み
を
持
ち
続
け
、
両
大
臣
の
間
柄
に
は

隔
た
り
が
あ
っ
た
。

　
そ
う
い
っ
た
政
治
状
況
の
も
と
、
右
大
臣
家
の
孫
に
あ
た
る
春
宮
が
異
母
弟

で
左
大
臣
の
婿
で
あ
る
光
源
氏
に
対
し
、
群
臣
た
ち
の
居
並
ぶ
前
で
春
鴬
囀
を

舞
う
よ
う
要
請
し
、
無
理
矢
理
従
わ
せ
た
と
い
う
こ
の
事
態
は
、
政
治
家
と
し

て
敏
腕
を
振
る
っ
て
き
た
左
大
臣
の
眼
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
左
大
臣
に
は
、
春
宮
が
天
皇
に
即
位
し
た
後
の
明
確
な
上
下
関
係
を
如
実
に

示
し
た
も
の
と
見
え
た
は
ず
で
あ
る
。
自
分
の
婿
で
あ
り
世
話
を
し
続
け
て
き

た
光
源
氏
が
、
右
大
臣
家
側
か
ら
明
ら
か
に
下
に
見
ら
れ
て
命
じ
ら
れ
、
そ
れ

に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
光
源
氏
は
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
舞
っ
た
の
で

は
な
く
、
春
宮
か
ら
「
切
に
責
め
の
た
ま
は
す
る
に
逃
れ
難
く
て
」
仕
方
な
く

（
７
）
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し
た
『
花
鳥
余
情
』
で
も
確
認
で
き
な
い
。

　
し
か
し
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
正
月
に
宗
祇
の
源
氏
学
を
藤
原
正
存
が

「
師
説
」
と
し
て
ま
と
め
て
肖
柏
が
奥
書
を
記
し
た
『
一
葉
抄
』
に
は
「
源
氏
と

葵
上
と
御
中
の
思
ふ
や
う
な
ら
ぬ
事
也
」
と
あ
る
の
で
、
十
五
世
紀
末
の
室
町

中
期
に
宗
祇
の
源
氏
学
か
ら
、
左
大
臣
の
「
恨
め
し
さ
」
に
つ
い
て
の
注
釈
が

な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
後
、
肖
柏
か
ら
『
源
氏
聞
書
』
を
借
り
受
け
た
三
条
西
実
隆
は
『
弄
花

抄
』
を
ま
と
め
る
が
、「
源
氏
葵
上
と
の
中
の
思
ふ
や
う
な
ら
ぬ
事
也
」
と
そ
の

ま
ま
記
し
て
い
る
。
室
町
後
期
に
入
っ
て
三
条
西
公
条
が
父
実
隆
の
源
氏
講
釈

を
筆
録
し
て
ま
と
め
た
『
細
流
抄
』
に
は
「
葵
上
に
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
を
う
ら

む
る
心
あ
れ
と
、
さ
や
う
の
心
も
う
ち
忘
れ
給
也
」
と
あ
る
。
里
村
昌
休
の

『
休
聞
抄
』
に
は
「
其
比
葵
上
へ
源
う
と
〳
〵
敷
也
」
と
あ
り
、
ま
た
元
亀
二
年

（
一
五
七
一
）
成
立
と
み
ら
れ
る
連
歌
師
覚
勝
院
の
『
源
氏
物
語
聞
書

　
覚
勝

院
抄
』
で
は
「
葵
上
の
父
お
と
ゝ
也
。
源
氏
の
舞
を
み
給
ひ
て
葵
上
へ
お
ろ
そ

か
な
る
心
の
恨
も
忘
た
る
と
也
」
と
あ
る
か
ら
、「
愛
娘
の
葵
の
上
に
つ
れ
な

い
態
度
を
取
り
続
け
る
婿
光
源
氏
に
対
す
る
舅
と
し
て
の
恨
み
」
と
い
っ
た
解

釈
は
、
宗
祇
以
来
連
歌
師
の
解
釈
や
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
三
条
西
家
の
解
釈
と

し
て
室
町
中
期
以
来
変
わ
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

　
安
土
桃
山
時
代
の
里
村
紹
巴
『
紹
巴
抄
』
に
は
「
左
の
お
と
ゝ

　
其
比
葵
上

へ
御
無
音
故
也
」
と
あ
り
、
光
源
氏
が
葵
の
上
に
対
し
て
音
沙
汰
が
な
い
ゆ
え

と
注
釈
し
て
い
る
か
ら
、「
恨
め
し
さ
」
は
や
は
り
光
源
氏
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。
関
白
の
九
条
稙
通
が
叔
父
三
条
西
公
条
か
ら
伝
授
さ
れ
た
源
氏
学
を
ま
と

め
た
『
孟
津
抄
』
に
は
「
葵
と
中
よ
か
ら
ぬ
事
也
」
と
あ
り
、
公
条
息
の
三
条

西
実
枝
か
ら
源
氏
講
釈
を
聞
い
た
中
院
通
勝
が
丹
後
下
野
中
に
細
川
幽
斎
の
助

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

な
る
。
こ
の
世
に
名
を
得
た
る
舞
の
男
ど
も
も
、
げ
に
い
と
か
し
こ
け
れ
ど
、

こ
こ
し
う
な
ま
め
い
た
る
筋
を
え
な
む
見
せ
ぬ
」
と
藤
壺
宮
に
語
っ
て
い
る
。

光
源
氏
が
舞
っ
た
青
海
波
を
本
日
の
白
眉
と
認
め
な
が
ら
、
舞
の
相
手
役
の
頭

中
将
に
対
し
て
も
「
悪
く
は
な
い
と
見
え
た
。
舞
の
専
門
家
た
ち
は
ま
こ
と
に

見
事
だ
が
、
良
家
の
子
は
舞
う
姿
も
手
さ
ば
き
も
、
実
に
大
ら
か
で
優
雅
で
あ

る
と
こ
ろ
が
良
い
」
と
高
く
評
価
し
て
い
た
。
そ
の
頭
中
将
が
桜
の
花
の
宴
で

舞
う
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
心
づ
も
り
し
て
い
た
柳
花
苑
を
披
露
す
る

機
会
を
、
桐
壺
帝
自
ら
の
言
動
で
作
り
、
や
は
り
見
事
で
あ
っ
た
た
め
に
皆
の

前
で
異
例
の
御
衣
下
賜
に
至
る
。
こ
れ
は
左
大
臣
家
の
面
目
を
大
い
に
施
し
た

は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
複
雑
な
気
持
ち
を
抱
い
た
に
違
い
な
い
左
大
臣
に
対
す

る
桐
壺
帝
の
配
慮
で
も
あ
っ
た
。
表
向
き
は
盛
儀
を
描
き
出
し
な
が
ら
、
そ
の

場
に
同
席
す
る
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
を
描
き
出
す
『
源
氏
物
語
』
の
手
法
に

お
い
て
、
対
照
的
な
位
置
に
置
か
れ
た
人
物
た
ち
の
心
の
動
き
と
そ
の
展
開

が
、
こ
の
場
面
で
も
指
摘
で
き
る
。

五
、
源
氏
古
注
の
検
証

　
こ
の
「
花
宴
」
巻
の
「
左
大
臣
、
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
、
涙
落
と
し
給
ふ
」

に
つ
い
て
、
源
氏
古
注
を
時
系
列
で
紐
解
い
て
み
る
と
、
平
安
後
期
の
世
尊
寺

伊
行
『
源
氏
釈
』
の
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
お
よ
び
前
田
家
本
、
ま
た
鎌
倉
初

期
の
藤
原
定
家
『
奥
入
』
一
次
本
の
明
融
本
や
大
島
本
、
二
次
本
の
定
家
自
筆

本
に
は
当
該
箇
所
に
つ
い
て
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
鎌
倉
後
期
に
素
寂

が
ま
と
め
た
『
紫
明
抄
』、
南
北
朝
期
に
河
内
方
が
ま
と
め
た
『
原
中
最
秘
抄
』

や
、
四
辻
善
成
が
記
し
た
『
河
海
抄
』
や
、
室
町
中
期
に
一
条
兼
良
が
集
大
成

（
８
）

（
９
）

（
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）

（
11
）

（
12
）

（
11
）
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側
の
春
宮
の
言
動
と
、
近
い
将
来
に
は
威
圧
的
に
命
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
右
大

臣
家
に
対
す
る
「
恨
め
し
さ
」
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

【
注
】

⑴�

　『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
一
（
小
学
館

　

平
成
六
年
刊
）　
に
よ
る
。

⑵�

　
阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
虔
氏
・
今
井
源
衛
氏
・
鈴
木
日
出
男
氏
校
注
・
訳
の
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集

　『
源
氏
物
語
』
一
（
小
学
館

　
平
成
六
年
刊
）
に
よ
る
。
日
本
古

典
文
学
全
集
（
旧
全
集
）
か
ら
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
。

⑶�

　
池
田
亀
鑑
氏
校
注
の
日
本
古
典
全
書
『
源
氏
物
語
』
一
（
朝
日
新
聞
社

　
昭
和

二
一
年
刊
）
に
よ
る
。

⑷�

　
玉
上
琢
彌
氏
著
『
源
氏
物
語
評
釈
』
二
（
角
川
書
店

　
昭
和
四
〇
年
）
に
よ
る
。

⑸�

　
石
田
穰
二
氏
・
清
水
好
子
氏
校
注
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』
二
（
新

潮
社

　
昭
和
五
二
年
刊
）
に
よ
る
。

⑹�

　
鈴
木
一
雄
氏
監
修
・
伊
藤
博
氏
編
集
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』　
二
二

「
紅
葉
賀
・
花
宴
」　（
至
文
堂

　
平
成
十
四
年
刊
）
に
よ
る
。

⑺�

　
頭
中
将
が
右
大
臣
の
四
の
君
の
も
と
に
寄
り
つ
こ
う
と
し
な
い
こ
と
は
、
早
く

「
箒
木
」
巻
で
「
右
大
臣
の
い
た
は
り
か
し
づ
き
給
ふ
住
み
か
は
、
こ
の
君
（
頭
中

将
）
も
い
と
物
憂
く
し
て
、
好
き
が
ま
し
き
あ
だ
人
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
花
宴
」

巻
に
お
い
て
も
「
頭
中
将
の
す
さ
め
ぬ
四
の
君
な
ど
こ
そ
よ
し
と
聞
き
し
か
」
と
あ

り
、
器
量
よ
し
で
は
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
夫
婦
仲
は
疎
遠
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

⑻�

　『
源
氏
釈
』
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
四
二
『
源
氏
釈
・

源
氏
狭
衣
百
番
歌
合
』（
朝
日
新
聞
社

　
平
成
十
一
年
）、
及
び
中
野
幸
一
氏
・
栗
山

元
子
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
』
第
一
巻
（
武
蔵
野
書
院

　
平
成
二
一
年
刊
）

に
よ
る
。

⑼�

　『
源
氏
釈
』
前
田
家
本
は
、
池
田
亀
鑑
氏
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
十
三
冊
資
料
編

（
中
央
公
論
社

　
平
成
元
年
刊
）
に
よ
る
。

⑽�

　『
奥
入
』
諸
本
は
、
池
田
亀
鑑
氏
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
十
三
冊
資
料
編
（
中
央

と
も
大
き
く
起
因
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
面
で
は
、

光
源
氏
と
葵
の
上
と
の
相
変
わ
ら
ず
心
が
通
わ
な
い
夫
婦
の
有
り
様
に
対
し
、

左
大
臣
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。そ
し
て
物
語
は
展
開
す
る
。巻
一
〇「
賢
木
」で

桐
壺
院
が
崩
御
し
、
翌
年
冬
に
諒
闇
が
明
け
た
と
こ
ろ
で
藤
壺
中
宮
が
出
家
入

道
す
る
と
、
右
大
臣
家
の
横
溢
に
堪
え
か
ね
た
左
大
臣
は
、
年
明
け
に
つ
い
に

致
仕
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま

　
　と

　
　め

　
以
上
、
物
語
の
構
成
と
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
を
視
点
と
し
て
分
析
し
て
き
た
。

「
花
宴
」
巻
冒
頭
部
の
桜
の
花
の
宴
の
場
面
で
は
、
春
宮
の
切
な
る
要
請
を
拒

み
き
れ
な
く
な
っ
た
光
源
氏
が
春
鴬
囀
を
一
さ
し
舞
う
姿
を
見
て
、
左
大
臣
は

「
恨
め
し
さ
」
を
忘
れ
て
落
涙
す
る
プ
ロ
ッ
ト
と
、
直
後
に
展
開
す
る
桐
壺
帝

が
左
大
臣
の
嫡
子
頭
中
将
を
指
名
し
て
柳
花
苑
を
舞
わ
せ
、
褒
美
に
御
衣
を
下

賜
す
る
プ
ロ
ッ
ト
が
、「
左
大
臣
家
の
面
目
」
を
軸
に
し
て
対
照
的
な
構
成
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
。

　
さ
ら
に
「
花
宴
」
巻
後
半
で
左
大
臣
邸
を
訪
れ
た
時
の
場
面
と
関
連
さ
せ
て

考
察
す
る
と
、
こ
こ
で
も
「
左
大
臣
家
の
面
目
」
が
鍵
と
な
っ
て
展
開
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。〈
資
料
一
〉
で
描
か
れ
た
「
左
大
臣
、
恨
め
し

さ
も
忘
れ
て
、
涙
落
と
し
給
ふ
」
に
お
け
る
左
大
臣
の
「
恨
め
し
さ
」
の
対
象

と
は
、
室
町
時
代
中
期
に
宗
祇
の
源
氏
学
が
指
摘
し
て
以
来
、
こ
の
源
氏
古
注

が
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
愛
娘
の
葵
の
上
に
つ
れ
な
い
光
源
氏
に

対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
居
並
ぶ
群
臣
た
ち
の
面
前
で
光
源
氏
に
春
鴬
囀
を
舞

う
こ
と
を
執
拗
に
命
じ
、
拒
む
こ
と
が
で
き
ず
に
一
さ
し
舞
わ
せ
た
右
大
臣
家

一
九
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給
ふ
。「
こ
こ
ら
の
齢
に
て
、
明
王
の
御
代
、
四
代
を
な
む
見
侍
り
ぬ
れ

ど
、
こ
の
度
の
様
に
文
ど
も
警
策
に
、
舞
、
楽
、
物
の
音
ど
も
調
ほ
り

て
、
齢
延
ぶ
る
事
な
む
侍
ら
ざ
り
つ
る
。
道
々
の
物
の
上
手
ど
も
多
か
る

こ
ろ
ほ
ひ
、
く
は
し
う
し
ろ
し
め
し
調
へ
さ
せ
給
へ
る
け
な
り
。
翁
も
ほ

と
ほ
と
舞
ひ
出
で
ぬ
べ
き
心
地
な
む
し
侍
り
し
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、

「
こ
と
に
調
へ
行
ふ
事
も
侍
ら
ず
。
た
だ
公
事
に
そ
し
う
な
る
物
の
師
ど

も
を
、
こ
こ
か
し
こ
に
尋
ね
侍
り
し
な
り
。
よ
ろ
づ
の
事
よ
り
は
、
柳
花

苑
、
ま
こ
と
に
後
代
の
例
と
も
な
り
ぬ
べ
く
見
給
へ
し
に
、
ま
し
て
さ
か

ゆ
く
春
に
立
ち
出
で
さ
せ
給
へ
ら
ま
し
か
ば
、
世
の
面
目
に
や
侍
ら
ま

し
」
と
聞
こ
え
給
ふ
。
弁
、
中
将
な
ど
参
り
あ
ひ
て
、
高
欄
に
背
中
押
し

つ
つ
と
り
ど
り
に
物
の
音
ど
も
調
べ
あ
は
せ
て
遊
び
給
ふ
、
い
と
お
も
し

ろ
し
。

　
せ
っ
か
く
訪
れ
て
も
葵
の
上
は
相
変
わ
ら
ず
光
源
氏
に
打
ち
解
け
て
く
れ
な

い
が
、
舅
の
左
大
臣
は
過
日
の
桜
の
花
の
宴
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
、
四
代
も

の
帝
た
ち
に
仕
え
、
今
年
五
十
四
歳
に
な
る
自
分
の
経
験
を
振
り
返
っ
て
み
て

も
例
の
な
い
あ
の
日
の
盛
儀
の
見
事
さ
を
語
り
、
光
源
氏
の
準
備
を
褒
め
、
こ

の
翁
も
舞
い
出
し
そ
う
に
な
る
ほ
ど
だ
っ
た
、
と
感
動
を
伝
え
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
光
源
氏
は
「
自
分
の
役
目
と
し
て
準
備
を
調
え
た
ま
で
」
と

謙
遜
の
言
葉
を
述
べ
た
あ
と
、
左
大
臣
家
の
嫡
子
頭
中
将
が
柳
花
苑
を
見
事
に

舞
い
、
帝
か
ら
褒
美
の
御
衣
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
は
後
代
の
例
と
な
る
こ
と
必

定
で
、
も
し
左
大
臣
も
舞
い
出
て
い
た
ら
大
い
に
面
目
と
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
と
左
大
臣
家
を
言
祝
い
で
い
る
。

　
左
大
臣
が
こ
れ
ほ
ど
印
象
深
く
感
動
し
て
い
る
の
は
、
右
大
臣
家
に
押
さ
れ

気
味
の
政
治
状
況
に
お
い
て
、「
左
大
臣
家
の
面
目
」
が
大
い
に
施
さ
れ
た
こ

力
を
得
て
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
ま
と
め
あ
げ
た
『
岷
江
入
楚
』
に
お
い

て
も
「
左
の
お
と
ゝ

　
箋
曰
こ
ゝ
に
は
し
め
て
左
府
と
か
け
り

　
秘
葵
上
に
ふ

さ
は
し
か
ら
ぬ
を
う
ら
む
る
心
あ
れ
と
さ
や
う
の
事
を
も
打
わ
す
れ
給
ふ
也

　

弄
同
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
北
村
季
吟
が
江
戸
前
期
に
集
大
成
し

て
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
成
立
さ
せ
同
三
年
に
刊
行
し
た
『
源
氏
物
語
湖

月
抄
』
に
お
い
て
も
「
葵
上
に
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
を
う
ら
む
る
心
あ
れ
と
、
さ

や
う
の
心
を
も
う
ち
わ
す
れ
給
ふ
也
」
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
当

該
箇
所
の
解
釈
の
源
流
は
、
室
町
時
代
中
期
の
連
歌
師
宗
祇
の
源
氏
学
か
ら
始

ま
り
、
碩
学
三
条
西
実
隆
を
経
由
し
て
北
村
季
吟
以
後
に
も
継
承
さ
れ
て
き
た

も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
な
お
一
条
兼
良
は
『
花
鳥
余
情
』
で
、
桐
壺
帝
が
頭
中
将
の
見
事
な
柳
花
苑

の
舞
の
褒
美
と
し
て
御
衣
を
下
賜
し
た
こ
と
を
「
め
づ
ら
し
き
例
に
人
お
も
へ

り
」
と
あ
る
箇
所
に
「
花
宴
の
日
殿
上
の
舞
又
勅
禄
を
給
ふ
事
な
と
め
つ
ら
し

き
例
な
り
」
と
註
釈
す
る
。
左
大
臣
家
の
嫡
男
頭
中
将
は
、
群
臣
た
ち
の
前
で

大
い
に
面
目
を
施
し
た
こ
と
に
な
る
。

六
、
左
大
臣
家
の
面
目

　「
花
宴
」
巻
に
、
後
半
で
光
源
氏
が
左
大
臣
邸
を
訪
れ
て
左
大
臣
と
桜
の
花

の
宴
の
こ
と
を
回
想
し
な
が
ら
語
り
合
う
場
面
が
あ
る
。

〈
資
料
四
〉「
花
宴
」
後
半
部

　
大
殿
に
は
、
例
の
ふ
と
も
対
面
し
給
は
ず
。
つ
れ
づ
れ
と
よ
ろ
づ
思
し

巡
ら
さ
れ
て
、
箏
の
御
琴
ま
さ
ぐ
り
て
「
や
は
ら
か
に
寝
る
夜
は
な
く

て
」
と
う
た
ひ
給
ふ
。
大
臣
渡
り
給
ひ
て
、
一
日
の
興
あ
り
し
事
聞
こ
え

（
21
）

（
22
）

（
葵
の
上
）
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『源氏物語』「花宴」における対比描写法についての考察

側
の
春
宮
の
言
動
と
、
近
い
将
来
に
は
威
圧
的
に
命
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
右
大

臣
家
に
対
す
る
「
恨
め
し
さ
」
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

【
注
】

⑴�

　『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
一
（
小
学
館

　

平
成
六
年
刊
）　
に
よ
る
。

⑵�

　
阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
虔
氏
・
今
井
源
衛
氏
・
鈴
木
日
出
男
氏
校
注
・
訳
の
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集

　『
源
氏
物
語
』
一
（
小
学
館

　
平
成
六
年
刊
）
に
よ
る
。
日
本
古

典
文
学
全
集
（
旧
全
集
）
か
ら
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
。

⑶�

　
池
田
亀
鑑
氏
校
注
の
日
本
古
典
全
書
『
源
氏
物
語
』
一
（
朝
日
新
聞
社

　
昭
和

二
一
年
刊
）
に
よ
る
。

⑷�

　
玉
上
琢
彌
氏
著
『
源
氏
物
語
評
釈
』
二
（
角
川
書
店

　
昭
和
四
〇
年
）
に
よ
る
。

⑸�

　
石
田
穰
二
氏
・
清
水
好
子
氏
校
注
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』
二
（
新

潮
社

　
昭
和
五
二
年
刊
）
に
よ
る
。

⑹�

　
鈴
木
一
雄
氏
監
修
・
伊
藤
博
氏
編
集
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』　
二
二

「
紅
葉
賀
・
花
宴
」　（
至
文
堂

　
平
成
十
四
年
刊
）
に
よ
る
。

⑺�

　
頭
中
将
が
右
大
臣
の
四
の
君
の
も
と
に
寄
り
つ
こ
う
と
し
な
い
こ
と
は
、
早
く

「
箒
木
」
巻
で
「
右
大
臣
の
い
た
は
り
か
し
づ
き
給
ふ
住
み
か
は
、
こ
の
君
（
頭
中

将
）
も
い
と
物
憂
く
し
て
、
好
き
が
ま
し
き
あ
だ
人
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
花
宴
」

巻
に
お
い
て
も
「
頭
中
将
の
す
さ
め
ぬ
四
の
君
な
ど
こ
そ
よ
し
と
聞
き
し
か
」
と
あ

り
、
器
量
よ
し
で
は
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
夫
婦
仲
は
疎
遠
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

⑻�

　『
源
氏
釈
』
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
四
二
『
源
氏
釈
・

源
氏
狭
衣
百
番
歌
合
』（
朝
日
新
聞
社

　
平
成
十
一
年
）、
及
び
中
野
幸
一
氏
・
栗
山

元
子
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
』
第
一
巻
（
武
蔵
野
書
院

　
平
成
二
一
年
刊
）

に
よ
る
。

⑼�

　『
源
氏
釈
』
前
田
家
本
は
、
池
田
亀
鑑
氏
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
十
三
冊
資
料
編

（
中
央
公
論
社

　
平
成
元
年
刊
）
に
よ
る
。

⑽�

　『
奥
入
』
諸
本
は
、
池
田
亀
鑑
氏
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
十
三
冊
資
料
編
（
中
央

と
も
大
き
く
起
因
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
面
で
は
、

光
源
氏
と
葵
の
上
と
の
相
変
わ
ら
ず
心
が
通
わ
な
い
夫
婦
の
有
り
様
に
対
し
、

左
大
臣
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。そ
し
て
物
語
は
展
開
す
る
。巻
一
〇「
賢
木
」で

桐
壺
院
が
崩
御
し
、
翌
年
冬
に
諒
闇
が
明
け
た
と
こ
ろ
で
藤
壺
中
宮
が
出
家
入

道
す
る
と
、
右
大
臣
家
の
横
溢
に
堪
え
か
ね
た
左
大
臣
は
、
年
明
け
に
つ
い
に

致
仕
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま

　
　と

　
　め

　
以
上
、
物
語
の
構
成
と
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
を
視
点
と
し
て
分
析
し
て
き
た
。

「
花
宴
」
巻
冒
頭
部
の
桜
の
花
の
宴
の
場
面
で
は
、
春
宮
の
切
な
る
要
請
を
拒

み
き
れ
な
く
な
っ
た
光
源
氏
が
春
鴬
囀
を
一
さ
し
舞
う
姿
を
見
て
、
左
大
臣
は

「
恨
め
し
さ
」
を
忘
れ
て
落
涙
す
る
プ
ロ
ッ
ト
と
、
直
後
に
展
開
す
る
桐
壺
帝

が
左
大
臣
の
嫡
子
頭
中
将
を
指
名
し
て
柳
花
苑
を
舞
わ
せ
、
褒
美
に
御
衣
を
下

賜
す
る
プ
ロ
ッ
ト
が
、「
左
大
臣
家
の
面
目
」
を
軸
に
し
て
対
照
的
な
構
成
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
。

　
さ
ら
に
「
花
宴
」
巻
後
半
で
左
大
臣
邸
を
訪
れ
た
時
の
場
面
と
関
連
さ
せ
て

考
察
す
る
と
、
こ
こ
で
も
「
左
大
臣
家
の
面
目
」
が
鍵
と
な
っ
て
展
開
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。〈
資
料
一
〉
で
描
か
れ
た
「
左
大
臣
、
恨
め
し

さ
も
忘
れ
て
、
涙
落
と
し
給
ふ
」
に
お
け
る
左
大
臣
の
「
恨
め
し
さ
」
の
対
象

と
は
、
室
町
時
代
中
期
に
宗
祇
の
源
氏
学
が
指
摘
し
て
以
来
、
こ
の
源
氏
古
注

が
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
愛
娘
の
葵
の
上
に
つ
れ
な
い
光
源
氏
に

対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
居
並
ぶ
群
臣
た
ち
の
面
前
で
光
源
氏
に
春
鴬
囀
を
舞

う
こ
と
を
執
拗
に
命
じ
、
拒
む
こ
と
が
で
き
ず
に
一
さ
し
舞
わ
せ
た
右
大
臣
家

一
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公
論
社

　
平
成
元
年
刊
）
に
よ
る
。

⑾�

　
素
寂
の
『
紫
明
抄
』
と
四
辻
善
成
の
『
河
海
抄
』
は
、
玉
上
琢
彌
氏
編
『
紫
明
抄

　
河
海
抄
』（
角
川
書
店

　
昭
和
四
三
年
刊
）
に
よ
る
。

⑿�
　『
原
中
最
秘
抄
』
は
、
池
田
亀
鑑
氏
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
十
三
冊
資
料
編
（
中

央
公
論
社

　
平
成
元
年
刊
）
に
よ
る
。

⒀�

　
一
条
兼
良
の
『
花
鳥
余
情
』
は
、
中
野
幸
一
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
』
第

二
巻
（
武
蔵
野
書
院

　
昭
和
五
三
年
刊
）
に
よ
る
。

⒁�

　
藤
原
正
存
の
『
一
葉
抄
』
は
、
井
爪
康
之
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
九
巻

（
桜
楓
社

　
昭
和
五
九
年
刊
）
に
よ
る
。

⒂�

　
三
条
西
実
隆
の
『
弄
花
抄
』
は
、
伊
井
春
樹
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
八

巻
（
桜
楓
社

　
昭
和
五
八
年
刊
）
に
よ
る
。

⒃�

　
三
条
西
公
条
の
『
細
流
抄
』
は
、
伊
井
春
樹
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
七

巻
（
桜
楓
社

　
昭
和
五
五
年
刊
）
に
よ
る
。

⒄�

　
里
村
昌
休
の
『
休
聞
抄
』
は
、
井
爪
康
之
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
二
二

巻
（
桜
楓
社

　
平
成
七
年
刊
）
に
よ
る
。

⒅�

　
野
村
精
一
氏
・
上
野
英
子
氏
編
『
源
氏
物
語
聞
書

　
覚
勝
院
抄
』（
穂
久
邇
文
庫
蔵

本
）
は
、
影
印
本
三
（
汲
古
書
院

　
平
成
二
年
刊
）
に
よ
る
。

⒆�

　
里
村
紹
巴
の
『
紹
巴
抄
』
は
、
稲
賀
敬
二
先
生
旧
蔵
・
安
田
女
子
大
学
安
田
女
子

短
期
大
学
図
書
館
蔵
稲
賀
文
庫
本
（『
源
氏
物
語
抄
』
三
と
題
す
る
江
戸
初
期
の
橫
本

二
〇
冊
の
書
写
本
で
巻
末
に
「
永
禄
七
年
五
廿
五
朝
天
終
功
了
」
の
紹
巴
の
奥
書
を

有
し
、
猪
苗
代
兼
如
所
持
本
の
形
態
を
伝
え
る
）、
及
び
中
野
幸
一
氏
編
『
源
氏
物
語

古
注
釈
叢
刊
』
第
三
巻
（
武
蔵
野
書
院

　
平
成
十
七
年
刊
）
に
よ
る
。

⒇�

　
九
条
稙
通
の
『
孟
津
抄
』
は
、
野
村
精
一
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
四
巻

（
桜
楓
社

　
昭
和
五
六
年
刊
）
に
よ
る
。

��

　
中
院
通
勝
の
『
岷
江
入
楚
』
は
、
中
野
幸
一
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
』
第

六
巻
（
武
蔵
野
書
院

　
昭
和
五
九
年
刊
）
に
よ
る
。

��

　
北
村
季
吟
の
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
は
、
三
谷
栄
一
氏
増
補
の
『
増
注
源
氏
物
語

湖
月
抄
』（
名
著
普
及
会

　
昭
和
五
七
年
増
補
版
第
二
刷
）
に
よ
る
。

〔
二
〇
一
五
・
六
・
二
五

　
受
理
〕

二
〇
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