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『源氏物語』における唐代の理想

平
安
時
代
の
読
者
は
、
大
和
の
作
者
に
よ
っ
て
中
国
の
視
覚
、
聴
覚
の

世
界
に
導
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
が
、
「
唐

土
」
の
舞
を
舞
っ
た
り
、
「
唐
め
い
た
る
舟
」
に
乗
っ
た
り
、
「
唐
櫛
笥
」

を
使
っ
た
り
、
「
古
言
ど
も
、
唐
の
も
大
和
の
も
」
書
き
散
ら
し
た
り
す

る
。『
源
氏
物
語
』
の
中
に
は
、
唐
詩
か
ら
の
引
用
、
引
楡
な
ど
が
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
意
味
野
を
拡
大
し
て
ス
ケ
ー
ル
を
大
き
く
し
、
伝
奇
か
ら
発
想
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
が
場
面
に
面
白
み
を
加
え
、
唐
絵
画
か
ら
移
っ
て
き
た
映
像

が
美
の
範
晴
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
受
容
を
期
待
す
る
側
と
受
容
す
る
側
と
が
、
同
じ
文
化
背

景
を
分
け
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
望
ま
し
く
進

め
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
漢
詩
文
を
踏
ま
え
た
作
者
は
、

そ
の
理
解
の
た
め
に
求
め
ら
れ
た
読
者
の
知
識
に
信
頼
が
な
け
れ
ば
な
ら

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
唐
代
の
理
想

な
か
っ
た
。
唐
文
脈
が
当
時
の
日
本
人
の
常
識
に
ネ
ー
テ
ィ
ブ
の
環
境
と

重
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
含
蓄
、
暗
示
を
重
視
し
た
物
語
に
、
和
文
脈

と
同
時
に
ヒ
ン
ト
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
全
体
的
に
見
れ
ば
、
引
用
の
出
典
の
中
国
お
よ
び
日
本
で
の
そ

の
受
容
の
実
態
が
大
分
異
な
っ
て
い
る
。
中
国
の
学
者
超
楽
牲
は
、
日
本

人
が
「
道
端
で
死
ん
だ
人
を
見
て
、
夫
婦
の
関
係
に
重
点
を
お
い
て
歌
を

作
る
。
古
代
の
中
国
人
な
ら
同
情
と
同
時
に
そ
の
原
因
を
追
求
し
戦
争

か
飢
餓
を
批
判
す
る
だ
ろ
う
。
」
と
、
日
本
と
中
国
と
の
文
学
に
現
れ
る

２

世
界
観
の
基
本
的
な
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。
当
時
の
日
中
の
文
化
交
渉

は
一
方
に
お
い
て
は
唐
に
対
す
る
根
強
い
愛
着
と
、
他
方
に
お
い
て
は
深

３

刻
な
民
俗
的
自
覚
と
の
交
錯
し
た
一
一
様
の
心
理
が
あ
っ
た
。
中
国
か
ら
来

た
イ
メ
ー
ジ
が
、
日
本
に
入
っ
た
と
た
ん
独
立
し
て
、
邦
作
者
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
漢
詩
文
を
初
め
と
し
て
新
た
な
形
で
生
か
さ
れ
た
。
『
白
氏
文

集
』
な
ど
の
内
容
を
一
括
り
に
で
き
る
ほ
ど
熟
知
し
て
い
た
紫
式
部
が
唐

詩
に
こ
め
ら
れ
た
深
慮
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
言
外
の
音
、
余

ダ
リ
ア
・
シ
ュ
バ
ン
バ
リ
ー
一
丁
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紫
式
部
の
漢
籍
的
な
教
養
と
そ
の
歴
史
的
な
背
景

大
化
の
改
新
や
大
宝
の
律
令
に
、
唐
代
の
律
令
制
の
感
化
が
著
し
か
っ

た
ば
か
り
で
な
く
、
奈
良
時
代
の
い
ろ
い
ろ
な
文
物
は
ほ
と
ん
ど
牌
の
影

響
を
受
け
て
、
奈
良
軌
後
期
の
八
世
紀
後
半
か
ら
平
安
期
初
期
の
九
世
紀

後
半
に
か
け
て
の
ｎ
年
ほ
ど
の
間
は
、
川
風
暗
黒
時
代
と
呼
ば
れ
て
い
る

ほ
ど
で
あ
っ
た
。

平
安
時
代
に
入
る
と
遣
唐
使
も
や
が
て
廃
止
さ
れ
、
大
陸
に
範
を
と
っ

た
律
令
制
は
次
第
に
日
本
独
特
の
摂
関
制
に
移
行
し
、
文
化
の
面
で
も
和

風
が
次
第
に
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
同
文
や
和
歌
が
興
隆
し
て
、
簡
単
な

唐
詩
文
の
模
倣
か
ら
、
か
な
り
自
主
的
・
国
粋
的
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

韻
を
と
ど
め
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
重
層
的
な
仕
組
み
に
ヒ
ン
ト
と
し
て
織
り

込
ん
で
い
く
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
示
唆
は
連
想
範
囲
を
広
げ
る
役
に

す
ぎ
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
、
神
仙
諏
の
シ
ン
ボ
ル
を
大
和
の

景
物
に
転
化
さ
せ
な
が
ら
読
者
の
想
像
力
に
刺
激
を
与
え
知
的
遊
戯
の
よ

う
な
挑
戦
に
誘
う
が
、
神
仙
思
想
を
伝
え
よ
う
と
い
う
目
的
で
は
あ
る
ま

い
。
そ
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
一
々
の
剛
は
唐
代
伝
奇
の
枠
組
み
と
似

て
い
る
け
れ
ど
も
、
細
部
を
見
れ
ば
内
容
的
に
は
全
く
異
な
っ
た
世
界
が

描
か
れ
て
い
て
、
日
本
の
物
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
篭
場
人
物
は
立
場
も
心
皿

も
は
る
か
に
複
雑
で
人
間
的
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
Ⅱ
本
の
平
安
京

の
貸
族
家
庭
に
生
ま
れ
育
っ
た
女
流
作
家
の
仮
病
又
の
作
品
で
、
そ
の
内

容
は
自
国
と
外
国
の
資
料
か
ら
摂
取
さ
れ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
に
染
ま
り
な
が

ら
も
、
ま
ず
作
者
の
才
能
と
当
時
の
日
本
人
の
文
学
意
識
か
ら
結
晶
化
し

た
も
の
で
あ
る
。

い
る
が
、
事
実
上
、
唐
詩
の
字
句
の
利
用
な
ど
は
、
い
っ
そ
う
巧
妙
で
、

盛
ん
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
特
に
嵯
峨
天
皇
の
頃
に
『
白
氏
文
集
』
が

伝
来
し
て
か
ら
は
、
旧
来
の
『
文
選
』
を
大
切
に
し
て
い
た
文
壇
が
、
一

時
に
こ
れ
を
歓
迎
し
、
や
が
て
元
槇
の
文
集
も
来
て
元
日
清
新
の
詩
文

が
、
平
安
の
読
者
を
感
心
さ
せ
た
。
か
つ
て
『
文
選
』
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
『
白
氏
文
集
』
は
上
流
貴
族
の
社
会
的
習
慣
、
儀
礼
の
一
種
と

し
て
行
わ
れ
る
詩
作
に
際
し
て
い
わ
ゆ
る
文
学
辞
典
と
な
り
、
漢
詩
、
和

５

歌
に
典
拠
を
与
え
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
唐
初
の
争
乱
に
よ
っ
て
旧
貴
族
は
多
く
没
落
し
、
そ
れ
に
代
わ

っ
て
、
白
居
易
の
よ
う
に
、
蛾
初
か
ら
中
央
と
の
つ
な
が
り
を
持
た
な
い

地
方
出
身
の
科
挙
合
格
者
た
ち
は
、
政
治
的
に
活
躍
で
き
、
中
小
層
出
身

で
あ
り
な
が
ら
上
層
に
昇
る
こ
と
も
十
分
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
と
違
っ
て
、
平
安
時
代
の
日
本
に
は
学
問
が
ほ
と
ん
ど
貴
族
の
特
権
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
教
育
は
階
級
的
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

性
別
制
限
が
定
ま
ら
な
か
っ
た
。
紀
貫
之
が
女
性
に
仮
託
し
て
仮
名
文
の

『
土
佐
Ⅲ
記
』
を
課
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
紫
式
部
自
身
が
中
寓
彰
子
に

『
臼
氏
文
集
』
の
楽
府
を
進
講
し
た
と
き
、
そ
れ
を
こ
っ
そ
り
読
み
聞
か

せ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ア
イ
ザ
ッ

ク
・
バ
シ
ェ
ヴ
ィ
ス
・
シ
ン
ガ
ー
作
『
愛
の
イ
エ
ン
ト
ル
』
に
お
い
て
、

「
婦
人
に
絵
本
、
殿
方
に
宗
教
神
」
と
い
う
二
十
肚
紀
始
め
頃
の
束
欧
の

ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
育
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
が
学
問
を
求
め
て
神
学
校
に
入
る
た

め
に
男
装
す
る
し
か
な
か
っ
た
こ
と
と
ず
い
ぶ
ん
違
う
話
で
あ
る
。

紫
式
部
の
家
系
に
は
歌
人
・
詩
人
が
多
か
っ
た
が
、
早
く
に
母
を
失
っ

た
式
部
の
文
才
に
関
し
て
は
、
ま
ず
文
歳
道
出
身
の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
父
為
時
の
存
在
を
度
外
視
で
き
な
い
。
当
時
の
受
領
の
子
女
と
し
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『源氏物Ｉ 』におけるｌｒｌｒ代の珂拠
て
の
式
部
は
、
普
通
の
教
養
、
和
歌
・
謀
・
絵
・
音
楽
・
香
な
ど
の
こ
と

を
習
っ
て
、
一
応
は
み
な
こ
な
し
て
い
た
。
そ
の
女
子
教
育
内
容
の
基
本

的
な
も
の
の
中
に
、
漢
詩
、
漢
文
の
学
習
は
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た

が
、
式
部
は
少
女
の
と
き
に
兄
弟
惟
規
が
漢
籍
を
習
っ
て
い
る
の
を
そ
ば

で
聞
い
て
い
て
、
お
ぼ
え
て
し
ま
っ
た
と
『
紫
式
部
日
記
』
に
あ
る
。
漢

学
者
の
父
親
に
育
て
ら
れ
た
紫
式
部
の
教
養
は
結
局
男
性
系
の
も
の
で
、

『
口
氏
文
集
』
は
も
ち
ろ
ん
、
『
史
記
』
、
『
漢
書
』
な
ど
脇
し
い
漢
籍
を
読

ん
で
い
た
こ
と
が
、
視
野
の
広
さ
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
い
結
婿
の
相
手
宣
孝
に
急
死
さ
れ
た
後
、
道
艮
に
求
め
ら
れ
て
川

仕
し
た
が
、
普
通
の
女
房
と
は
違
う
待
遇
を
受
け
、
中
宮
彰
子
の
教
養
・

文
化
方
面
の
こ
と
を
槻
当
さ
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
、
中
宮
の
話
相
手
・
州

談
柑
手
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
皇
后
学
の
一
助
の
意
味
で
、
上
來
門

院
に
、
当
時
一
般
論
あ
る
い
は
社
会
へ
の
入
門
書
と
し
て
の
意
義
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
、
居
易
の
「
新
楽
府
」
を
進
識
し
た
こ
と
は
周
知
の
辿
り

で
あ
る
。

『
紫
式
部
Ⅱ
鼬
』
に
「
お
ま
へ
は
か
く
お
は
す
れ
ば
、
御
さ
い
は
ひ
は
す

ぐ
な
き
な
り
。
な
で
ふ
女
が
ま
ん
な
ぶ
み
は
読
む
。
む
か
し
は
経
よ
む
を

だ
に
人
は
制
し
き
」
と
響
い
て
あ
る
。
女
性
が
漢
鰭
を
読
む
こ
と
の
不
幸

を
肯
定
す
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
紫
式
部
自
身
が
文
章
道
出
身
の
家
柄
か

ら
進
ん
で
漢
学
を
勉
強
し
て
一
人
っ
子
の
娘
に
贋
子
と
い
う
名
前
を
つ
け

た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
に
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
と
唐
代
の
思
想

中
風
史
上
貴
族
制
の
岐
後
の
時
代
と
見
な
さ
れ
た
牌
王
朝
は
、
日
本
史

上
貴
族
層
の
繁
栄
の
時
代
と
い
わ
れ
る
平
安
朝
に
ど
こ
ま
で
反
映
を
し
た

の
か
、
そ
の
平
安
時
代
の
最
も
偉
大
な
文
学
作
品
に
触
れ
て
み
れ
ば
、
あ

る
程
度
は
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
は
あ
る
教
義
の
唱
導
を
目
的
に
し
て
作
ら
れ
た
作
品
で
な

く
、
あ
く
ま
で
も
あ
ら
す
じ
の
粁
余
曲
折
に
よ
っ
て
読
者
の
興
味
を
呼
び

起
こ
そ
う
と
い
う
読
み
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
主
人
公
た
ち
が
特
定

な
社
会
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
か
ら
、
習
俗
・
儀
式
の
面
だ
け
だ
と
言
っ

て
も
、
そ
の
社
会
の
思
想
的
な
環
境
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
生
ま
れ
育
っ
た
平
安
の
貴
族
思
想
は
、
む

し
ろ
仏
教
的
で
あ
っ
た
か
ら
源
氏
物
語
観
も
基
本
的
に
そ
う
だ
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
絡
ん
だ
儒
教
・
道
教
の
影
響
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
府
代
に
特
に
重
用
さ
れ
て
蝋
ん
に
な
っ
た
詩
文
は
、
儒
教
的
教
養
を

身
に
つ
け
た
ｔ
人
夫
の
必
修
教
養
で
あ
っ
た
。
逆
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
詩
文
が
Ⅲ

来
る
と
い
う
こ
と
は
、
儒
教
的
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

６

た
。
日
本
で
愛
読
さ
れ
た
白
居
易
自
身
、
あ
ら
ゆ
る
儒
教
の
経
典
に
通
暁

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
科
挙
へ
の
受
験
に
応
ず
る
た
め
に
か
つ
て
異

常
な
努
力
を
し
た
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
新
し
い
思
想
に
も
関
心
を
示
し
、
相

反
す
る
思
想
が
そ
の
内
心
に
お
い
て
同
時
に
共
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
は
、
楊
貴
妃
の
五
十
年
忌
に
当
た
る
元
和
元

年
に
鉱
塊
の
意
を
込
め
て
光
成
さ
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
、
玄
宗
が
力
士
に

楊
貴
妃
の
魂
を
尋
ね
さ
せ
た
と
い
う
神
仙
調
を
含
む
。
『
源
氏
物
語
』
の

作
者
は
敢
え
て
「
長
恨
歌
」
の
劇
的
な
要
素
を
排
除
し
、
追
慕
な
ど
の
叙

情
的
な
部
分
を
、
神
仙
思
想
の
世
界
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る

一
Ｊ

の
で
は
な
い
か
。
「
か
ぎ
り
と
て
」
の
桐
壷
更
衣
の
歌
と
「
た
づ
ね
行
く
」

の
帝
の
歌
は
場
而
が
違
う
と
言
っ
て
も
、
明
ら
か
に
唱
和
に
な
っ
て
い
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て
、
幽
明
界
を
異
に
す
る
二
人
の
唱
和
が
「
長
恨
歌
」
に
漂
う
寂
蓼
た
る

８

情
趣
を
見
事
に
映
し
な
が
ら
着
想
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

中
国
の
臘
山
の
風
景
は
白
詩
に
よ
っ
て
平
安
人
に
知
ら
れ
て
い
た
が
、

「
若
紫
」
の
巻
に
登
場
す
る
北
山
が
非
日
常
的
な
仙
山
と
し
て
柵
か
れ
て

い
る
の
は
、
仏
教
の
中
心
で
も
仙
山
で
も
あ
っ
た
臓
山
に
関
係
す
る
で
あ

ろ
う
。
北
山
の
描
写
の
中
で
明
行
の
入
道
と
そ
の
娘
の
話
題
が
出
る
と
こ

ろ
も
、
物
語
の
構
想
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
り
、
臘
山
を
め
ぐ
る
逸
話
の

中
に
膳
山
の
神
・
騰
君
と
人
間
の
女
と
の
結
婚
調
が
あ
り
、
著
し
く
明
石

０

の
人
道
の
場
合
と
似
て
い
る
。

こ
う
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
の
意
識
と
そ
の
作
者
の
出
身
階

層
の
信
仰
に
は
、
儒
教
・
道
教
が
部
分
的
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

よ
り
根
を
下
ろ
し
た
の
が
仏
教
の
思
想
で
あ
る
。

中
国
は
卑
近
な
道
教
が
だ
ん
だ
ん
盛
ん
に
な
っ
た
時
勢
で
も
、
仏
教
が

完
全
に
衰
退
し
た
の
で
は
な
く
、
禅
宗
の
形
で
栄
え
た
。
そ
れ
に
対
し
当

時
の
日
本
は
、
浄
土
教
の
影
響
が
著
し
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
藤
原
時
代

に
お
け
る
浄
土
思
想
の
展
開
へ
の
、
日
居
易
に
よ
る
影
響
も
見
逃
せ
な

い
。
白
居
易
は
そ
の
職
務
上
の
経
験
を
も
と
に
し
て
、
社
会
的
問
題
や
そ

こ
に
内
在
す
る
病
弊
な
ど
を
詩
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、
平
安
時

代
の
摂
関
政
治
下
に
お
い
て
、
私
領
を
領
有
し
な
い
多
く
の
中
下
級
の
宮

人
た
ち
は
、
国
家
財
政
の
行
き
詰
ま
り
と
と
も
に
次
第
に
困
窮
の
一
途
を

辿
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
一
部
の
文
人
の
中
に
は
、
現
実
社
会
の
批

０

判
を
通
し
て
、
浄
士
教
へ
向
か
う
者
が
輩
出
し
た
。

浄
士
思
想
発
展
へ
の
心
理
的
動
機
に
は
、
日
本
の
上
流
貴
族
も
全
く
無

関
係
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
光
源
氏
像
の
創
造
な
ど
も
、
古

代
国
家
に
お
け
る
末
期
的
状
態
の
貴
族
の
内
心
の
苦
悶
の
隅
々
に
ま
で
光

『
源
氏
物
語
』
と
唐
詩

『
源
氏
物
語
』
は
日
本
の
『
伊
勢
物
語
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
を
数
多
く

引
用
し
た
と
同
時
に
、
中
国
の
『
史
記
』
の
よ
う
な
作
品
も
強
く
意
識
ざ

を
当
て
、
こ
れ
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
さ
ら
け
出
し
て
み
せ
た
も
の
で
あ

り
、
晩
年
の
光
源
氏
が
い
か
に
荒
涼
た
る
人
生
を
体
験
し
た
か
は
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
手
習
」
の
巻
に
横
川
僧
都
が
小
野
に
立
ち
寄
り
、
出
家
さ
せ
た
浮
舟
を

教
え
励
ま
す
条
が
あ
る
。
そ
の
際
に
、
僧
都
が
白
詩
の
「
陵
園
妾
」
を
踏

ま
え
て
、
陵
園
の
妾
の
迩
命
を
憐
れ
む
気
持
を
、
も
っ
と
深
い
人
性
的
な

意
味
に
転
化
し
な
が
ら
、
「
命
は
、
葉
の
薄
き
が
ご
と
し
」
と
、
老
少
不

定
の
世
の
中
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
次
に
「
松
門
に
暁
に
到
り
て
目
俳
佃

す
」
と
、
朗
詠
す
る
。
作
待
の
紫
式
部
に
よ
っ
て
、
の
ち
に
仏
教
歌
謡
に

き
わ
め
て
接
近
し
た
「
朗
詠
」
の
あ
り
よ
う
を
先
取
り
し
た
場
面
設
定
が

行
わ
れ
る
。
式
部
は
、
禅
と
そ
れ
か
ら
晩
年
に
次
第
に
浄
士
教
に
傾
倒
し

た
白
楽
天
の
詩
を
念
頭
に
お
い
て
苔
い
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ま
ず
物
語
の

構
想
に
従
わ
せ
る
。

新
間
一
挺
氏
の
意
見
で
は
、
平
安
の
文
人
に
よ
っ
て
．
組
の
物
語
と
し

て
意
識
さ
れ
た
「
長
恨
歌
」
や
季
夫
人
説
話
も
浄
化
思
想
を
背
景
に
読
ま

れ
て
い
た
。
『
源
氏
物
語
』
の
紬
未
で
は
使
い
の
小
科
を
純
絶
す
る
浮
舟

が
、
楊
貴
妃
と
玄
宗
の
輪
廻
転
生
を
否
定
し
た
。
方
士
の
還
奏
を
受
け
て

も
嘆
き
悲
し
む
玄
宗
の
姿
を
写
し
て
い
る
薫
は
、
仏
に
接
近
し
よ
う
と
し

な
が
ら
却
っ
て
惑
い
続
け
る
者
と
し
て
、
「
夢
浮
橋
」
の
向
こ
う
側
に
行

っ
て
し
ま
っ
た
浮
舟
と
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
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『源氏物語』における晦代のEu想
れ
、
当
然
な
が
ら
漢
詩
も
そ
の
表
現
に
利
用
さ
れ
た
。
当
然
な
が
ら
と
い

っ
て
も
、
詩
歌
が
文
学
の
中
で
い
ち
ば
ん
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
性
質
を
も
っ

て
い
る
部
門
で
、
そ
れ
を
読
む
者
が
そ
れ
を
作
っ
た
者
と
同
じ
言
葉
、
同

じ
経
験
、
同
じ
生
ま
れ
育
ち
の
環
境
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
奥
に
宿
っ
て
い

る
趣
旨
に
行
き
渡
る
は
ず
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
平

安
時
代
の
文
学
に
は
、
他
国
で
あ
る
中
国
で
書
か
れ
た
詩
を
語
義
上
引
用

す
る
だ
け
で
な
く
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
そ
の
最
も
し
み
じ

み
し
た
雰
囲
気
を
こ
よ
な
く
伝
え
る
例
が
し
き
り
に
出
て
く
る
。
一
方
、

そ
の
平
安
時
代
の
貴
族
は
、
な
ぜ
中
唐
期
に
当
た
る
白
詩
に
一
番
憧
れ
て

い
た
か
と
考
え
て
み
れ
ば
、
白
居
易
の
古
詩
が
小
説
的
な
構
成
を
持
っ
て

い
る
こ
と
に
こ
そ
原
因
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
長
恨
歌
」
は
口
か
ら

耳
へ
、
耳
か
ら
口
へ
と
伝
わ
る
よ
う
な
、
口
語
的
で
極
め
て
大
衆
性
の
あ

る
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
が
古
く
か
ら
の
民
間
叙
事
詩
的
詩
体
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
外
国
文
学
の
移
植
に
際
し
て
も
、
叙
事
詩
が
杼
情
詩
よ

り
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
日
本
に
は
始
め
か
ら
白
楽
天
の
人
格
に
対
す
る
深
い
理
解
や
共

感
が
発
現
し
な
か
っ
た
ら
、
そ
う
い
っ
た
大
規
模
の
白
詩
の
摂
取
が
不
可

能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
詩
魔
」
と
自
称
し
た
、
忠
臣
・
道
学
者
・
隠
逸
・

通
人
・
才
人
な
ど
多
面
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
口
楽
天
の
思
想
と
人
生

が
、
『
白
氏
文
集
』
を
通
じ
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
個
性
的
な
文

学
者
と
し
て
、
そ
し
て
個
性
的
な
人
間
の
モ
デ
ル
と
し
て
も
見
上
げ
ら
れ

て
い
た
。
中
国
の
文
人
た
ち
は
同
時
に
学
問
に
も
通
じ
て
い
た
が
、
そ
の

本
業
と
い
え
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
官
僚
と
し
て
の
職
務
で
あ
っ
て
、

決
し
て
そ
れ
ほ
ど
自
由
な
身
で
は
な
か
っ
た
。
平
安
の
中
級
の
文
人
貴
族

層
は
、
同
じ
く
文
人
、
学
者
、
官
僚
の
三
者
を
兼
ね
た
存
在
で
あ
り
、
特

に
そ
の
官
僚
的
心
情
の
共
通
性
が
、
Ｒ
居
易
文
学
盛
行
の
一
端
を
担
っ
て

少
］

い
る
。

と
も
か
く
、
朝
鮮
に
伝
わ
り
日
本
に
早
く
渡
来
し
て
写
し
継
が
れ
訓
点

を
付
さ
れ
た
白
居
易
の
詩
文
集
は
、
そ
の
平
安
の
貴
族
社
会
の
読
者
に
よ

っ
て
単
に
「
文
集
」
の
名
で
愛
読
さ
れ
、
光
源
氏
の
須
磨
流
調
に
当
っ
て

も
、
こ
れ
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
携
行
さ
れ
て
い
る
の
も
自
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。臼
楽
天
の
調
諭
詩
、
閑
適
詩
、
感
傷
詩
、
雑
律
詩
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

詩
想
が
活
か
さ
れ
つ
つ
日
本
の
文
学
に
織
り
込
ま
れ
、
大
和
の
作
者
が
そ

の
詩
句
を
徹
底
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
原
詩
の
真
意
を

無
視
し
て
も
時
々
に
応
じ
て
自
分
勝
手
に
そ
の
一
語
一
句
を
取
り
出
せ
た

と
い
う
事
実
は
、
唐
代
の
大
陸
文
化
が
理
解
に
障
壁
の
な
い
領
域
に
な
っ

て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

紫
式
部
は
、
「
長
恨
歌
」
の
男
女
の
愛
情
を
扱
っ
た
点
に
つ
い
て
強
い

関
心
を
持
っ
た
か
ら
、
そ
の
哀
史
を
『
源
氏
物
語
』
の
開
幕
に
利
用
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
帝
と
桐
壷
更
衣
の
物
語
に
は
、
白
居
易
の
詩
が
一
つ
の

原
典
に
な
っ
て
い
る
が
、
唯
一
の
で
は
な
い
。
男
女
の
恋
が
子
供
の
誕
生

へ
く
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
李
夫
人
の
故
事
か
ら
直
接
取
り
込
ま
れ

た
要
素
で
あ
ろ
う
。
玄
宗
と
楊
貴
妃
、
武
帝
と
李
夫
人
は
「
壁
惑
」
と
い

う
点
で
同
等
に
扱
わ
れ
、
そ
の
意
識
は
宇
治
十
帖
に
も
見
ら
れ
る
。
「
桐

壷
」
の
巻
と
「
長
恨
歌
」
の
関
係
を
別
の
視
点
で
論
じ
る
と
、
玄
宗
が
求

め
た
楊
貴
妃
の
霊
魂
に
代
わ
る
も
の
は
生
き
た
藤
壷
で
あ
り
、
更
衣
の
忘

れ
形
見
は
光
源
氏
で
あ
る
。
楊
貴
妃
の
霊
魂
は
一
度
見
出
さ
れ
れ
ば
、
そ

れ
で
物
語
は
終
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
世
に
と
ど
ま
る
二
人
の
身

代
わ
り
は
こ
の
宮
廷
社
会
に
新
た
な
物
語
を
生
み
出
し
て
行
く
。
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漢
詩
と
い
う
の
は
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
恋
を
そ
の
ま
ま
唱
え
る
例
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
伝
統
が
よ
ほ
ど
薄
く
、
そ
れ
よ
り
男
性
同
士
の

交
友
を
中
心
に
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
紫
式
部
も
、
須
磨
で
の
光

源
氏
と
都
か
ら
訪
ね
て
き
た
頭
の
中
将
と
の
二
人
の
親
友
の
再
会
の
場
面

を
構
成
す
る
と
き
に
、
元
白
詩
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
実
在
の
江
州
左
遷

を
解
か
れ
て
忠
州
に
向
か
う
白
居
易
と
、
や
は
り
左
遷
を
解
か
れ
て
北
へ

向
か
う
そ
の
親
友
の
元
槇
の
旅
の
途
中
の
再
会
の
あ
り
よ
う
を
想
起
さ
せ

る
。
と
こ
ろ
が
、
恋
に
対
す
る
軽
蔑
が
な
か
っ
た
平
安
の
環
境
か
ら
で
き

た
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
交
友
の
表
現
が
、
男
女
の
恋
の
思
い
の
表
現
に

置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
場
面
も
い
く
つ
か
見
出
せ
る
。
た
と
え
ば
、
藤
壷

な
ど
の
都
の
女
達
の
心
を
思
い
や
る
須
磨
退
去
の
光
源
氏
の
姿
の
描
写
に

は
、
江
陵
に
左
遷
さ
れ
て
い
る
元
槇
と
、
長
安
の
宮
中
で
一
人
宿
直
し
て

そ
の
心
を
思
い
や
る
白
居
易
と
の
唱
和
詩
の
景
物
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

「
二
千
里
」
を
隔
て
た
、
唐
代
の
親
友
同
士
の
間
と
、
平
安
時
代
の
恋
人

同
士
の
間
に
通
い
合
う
心
の
あ
り
方
が
重
ね
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
紫

式
部
は
、
「
深
夜
の
月
」
「
滕
朧
た
る
月
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
含
む
『
千
載
佳

句
』
春
夜
部
に
あ
る
二
首
を
読
み
、
そ
れ
ら
に
引
か
れ
た
白
詩
ば
か
り
で

な
く
、
そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
唱
和
詩
相
手
の
元
槇
の
連
作
を
も
丁
寧
に

読
ん
だ
け
れ
ど
も
、
男
同
士
の
交
友
に
拘
ら
ず
に
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
の

君
と
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
出
会
い
を
設
定
し
た
。

漢
詩
全
体
に
恋
愛
の
モ
チ
ー
フ
が
割
合
と
少
な
い
と
す
で
に
述
べ
た

が
、
愛
し
い
人
と
別
れ
悲
し
む
テ
ー
マ
が
か
な
り
認
め
ら
れ
て
い
て
、

「
長
恨
歌
」
も
、
恋
よ
り
恨
み
の
歌
で
あ
る
。

夫
よ
り
先
立
っ
た
妻
が
雨
と
な
り
雲
と
な
っ
た
と
い
う
表
現
が
、
も
と

も
と
巫
山
の
女
神
の
故
事
を
踏
ま
え
た
『
文
選
』
の
宋
玉
の
「
高
唐
賦
」

に
見
え
る
が
、
愛
人
を
悼
ん
だ
劉
禺
錫
詩
の
二
首
の
絶
句
中
に
も
あ
っ

て
、
光
源
氏
と
頭
の
中
将
が
夕
霧
を
生
ん
で
死
去
し
た
葵
止
を
偲
ぶ
場
面

に
も
あ
る
。
葵
上
を
亡
く
し
た
光
源
氏
に
は
愛
人
を
失
っ
た
劉
禺
錫
像
が

投
影
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
左
遷
の
直
前
、
若
い
妻
と
死
別
し
た
元

５

槇
の
姿
も
浮
か
ん
で
く
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
唐
詩
は
、
構
想
の
次
元
で
は
部
分
的
で
あ
っ
て

も
、
表
現
の
次
元
で
は
か
え
っ
て
多
量
で
あ
る
。
唐
詩
の
美
辞
佳
句
を
よ

く
覚
え
た
紫
式
部
の
語
で
も
、
漢
語
を
和
訓
に
馴
化
し
た
も
の
が
予
想
外

６

に
多
い
。
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」
に
は
、
琵
琶
の
音
を
鳥
の
噛
り
の
一
一
一
口
葉

の
よ
う
に
描
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
田
舎
の
音
楽
を
描
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。

「
松
風
」
の
巻
に
は
、
光
源
氏
が
形
見
に
残
し
た
琴
を
弾
奏
す
る
明
石
の

君
の
「
故
皿
に
児
し
世
の
友
を
恋
わ
び
て
さ
へ
づ
る
こ
と
を
誰
か
分
く
ら

む
」
と
の
歌
に
琴
の
音
色
を
鳥
の
声
の
よ
う
に
表
現
し
な
が
ら
、
都
を
雛

［
Ｉ

れ
明
石
で
育
っ
た
自
ら
を
卑
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
三
の
宮
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
薫
と
対
面
す
る
源
氏
は
、
こ
の
晴
れ

が
ま
し
い
光
景
の
中
で
、
「
静
か
に
恩
ひ
て
嵯
く
に
堪
へ
た
り
」
と
、
『
白

氏
文
集
』
自
噸
の
一
節
に
そ
の
心
情
を
こ
め
る
。
日
楽
天
が
、
五
十
八

歳
に
し
て
子
を
得
た
と
き
詠
ん
だ
詩
で
、
そ
の
主
意
は
「
静
思
堪
喜
亦
堪

暖
」
、
す
な
わ
ち
、
喜
び
が
半
分
、
嘆
き
が
半
分
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

し
か
し
、
紫
式
部
は
こ
こ
で
、
源
氏
に
、
「
堪
喜
」
の
部
分
を
除
い
て
朗

詠
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
口
す
さ
び
を
聞
く
者
は
、
詩
句
の
背
景

か
ら
、
「
堪
喜
」
の
部
分
を
取
り
払
っ
た
源
氏
が
悲
痛
な
思
い
だ
け
を
内

包
さ
せ
る
こ
と
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
白
居
易
の
詩
中
の
「
五
十
八

翁
」
を
呼
び
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
が
年
老
い
て
か
ら
の
子
供
の

出
生
に
少
々
当
惑
し
て
い
て
、
し
か
も
自
ら
の
老
い
の
自
覚
を
し
て
い
る
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『源氏物語』における唐代の理想
と
い
う
心
情
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
「
似
汝
翁
」
を
思
い
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
ら
と
薫
の
似
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
子
が
柏
木
と
似
た
運
命

８

を
辿
る
の
を
お
そ
れ
る
心
情
を
捉
え
る
一
」
と
が
で
き
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
お
ぼ
ろ
月
の
場
合
の
よ
う
に
、
新
し
い
表
現
を
仮

名
文
学
に
紹
介
し
て
文
章
を
肥
や
し
た
と
い
う
よ
う
な
装
飾
役
の
漢
詩
的

な
イ
メ
ー
ジ
も
摂
取
さ
れ
、
「
夕
顔
」
の
巻
に
聞
こ
え
て
く
る
衣
を
う
つ

砧
の
音
が
、
柔
順
な
女
の
虚
像
の
裏
に
不
幸
な
「
思
婦
」
の
実
像
を
浮
か

Ⅲ

び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
よ
う
な
、
連
想
役
の
白
居
易
的
な
景
物
も
採
用
さ

れ
た
。
漢
詩
的
な
世
界
の
内
情
に
明
る
い
紫
式
部
は
、
そ
の
素
材
を
目
的

と
し
て
で
は
な
く
目
的
を
達
す
る
手
段
と
し
て
創
造
的
に
借
り
る
こ
と
が

で
き
た
。

平
安
文
学
全
体
に
お
け
る
白
居
易
の
調
諭
詩
の
引
用
を
分
析
す
る
と
、

故
事
先
例
・
叙
情
・
叙
景
の
た
め
の
利
用
が
大
半
で
、
調
諭
そ
の
も
の
の

採
用
は
か
な
り
少
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
時
事
を
認
論
す
る
「
新
楽
府
」
を

中
宮
に
読
み
聞
か
せ
た
紫
式
部
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
感
傷
詩
を
利
用
し

た
が
、
閑
適
詩
を
評
価
せ
ず
、
調
諭
詩
を
第
一
と
し
て
そ
の
思
想
を
ま
る

ご
と
理
解
し
て
自
分
の
作
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
通
じ
て
伝
え
る
こ
と
が

で
き
た
。
光
源
氏
が
世
間
の
迷
惑
に
な
る
六
条
院
へ
の
行
幸
を
冷
泉
帝
に

諦
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
「
鱸
宮
高
」
と
い
う
白
詩
の

テ
ー
マ
が
そ
の
ま
ま
読
み
取
れ
る
。
更
衣
の
死
を
嘆
く
帝
に
対
す
る
人
々

の
批
判
は
過
度
の
寵
愛
へ
の
批
判
と
と
も
に
、
調
諭
詩
の
作
者
の
目
を

通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
更
に
「
蛍
」
の
巻
の
物
語
論
に
は
史
実
を
踏
ま

え
な
が
ら
物
語
詩
と
い
う
虚
構
の
世
界
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調

刺
批
評
を
加
え
詩
人
の
人
生
観
を
盛
り
こ
む
と
い
う
、
「
新
楽
府
序
」
を

初
め
と
す
る
白
氏
の
文
学
論
が
影
響
を
与
え
て
い
て
、
そ
れ
が
延
い
て
は

『
源
氏
物
語
』
と
唐
代
の
物
語

前
述
の
通
り
、
白
詩
じ
た
い
が
小
説
的
な
構
成
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
は
唐
代
伝
奇
が
盛
ん
に
作
ら
れ
た
時
代
の
背
景
も
あ
る
。
そ

の
伝
奇
は
日
本
に
も
渡
来
し
て
平
安
で
読
ま
れ
、
新
し
い
文
芸
運
動
と
し

て
式
部
の
関
心
の
範
囲
内
に
も
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

平
安
時
代
に
長
恨
歌
物
語
が
白
詩
の
「
長
恨
歌
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

解
説
の
意
味
に
近
い
陳
鴻
の
『
長
恨
歌
伝
』
、
樂
史
の
『
楊
太
真
外
伝
』
、

『
旧
唐
書
』
な
ど
を
資
料
に
、
物
語
表
現
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
平
安

時
代
の
通
行
本
を
鎌
倉
時
代
に
写
し
た
『
金
沢
文
庫
本
白
氏
文
集
』
所
収

「
長
恨
歌
」
の
「
伝
」
と
比
較
す
れ
ば
、
『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
に
直

接
の
引
用
が
少
な
い
け
れ
ど
も
、
当
時
の
訓
読
に
従
っ
て
巧
み
に
言
い
換

え
ら
れ
た
句
を
あ
ち
こ
ち
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
蜻
蛉
」
巻
に
、
法
華
八
識
が
終
わ
っ
た
後
、
薫
が
女
一
の
宮
の
様
子
を

か
い
ま
見
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
視
線
が
女
一
の
宮
の
姿
態
に
釘
づ
け
に

さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女
の
前
に
い
る
人
々
は
「
ま
こ
と
に
士
な
ど
の
心
地

ぞ
す
る
」
と
あ
る
。
楊
貴
妃
の
美
を
際
立
た
せ
る
よ
う
に
、
「
長
恨
歌
」

が
、
「
六
宮
粉
黛
無
顔
色
」
と
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
「
長
恨
歌
伝
」

が
、
「
左
右
前
後
ヲ
願
ル
ー
一
、
粉
色
士
ノ
如
シ
」
と
語
っ
て
い
る
。
『
源
氏

物
語
』
の
作
者
が
こ
こ
で
「
伝
」
に
触
れ
て
い
る
と
明
ら
か
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
唐
代
伝
奇
の
影
響
は
、
こ
の
よ
う
に
「
長
恨
歌

『
源
氏
物
語
』

氏
物
語
』
を

を
古
物
語
か
ら
脱
皮
さ
せ
た
の
だ
。
村
井
利
彦
氏
は
、
『
源

「
巨
大
な
調
諭
詩
」
と
ま
で
呼
ん
で
い
る
。
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伝
」
の
瞼
え
が
和
訳
さ
れ
た
り
、
同
じ
「
蜻
蛉
」
巻
に
お
い
て
薫
と
中
将

の
お
も
と
の
問
答
に
張
文
成
の
『
遊
仙
窟
』
が
引
用
さ
れ
た
り
す
る
よ
う

に
直
接
的
で
な
く
て
も
、
そ
の
技
法
の
応
用
の
意
味
で
与
え
ら
れ
た
と
言

え
る
。

「
喬
木
」
の
巻
の
冒
頭
で
は
、
語
り
手
が
有
名
人
の
光
源
氏
の
名
を
汚

す
よ
う
な
内
緒
ご
と
を
語
り
伝
え
た
者
を
非
難
し
、
「
夕
顔
」
の
巻
の
末

で
は
、
物
語
の
聞
き
手
あ
る
い
は
読
み
手
の
要
求
に
よ
っ
て
よ
け
い
な
お

し
ゃ
べ
り
を
し
て
し
ま
っ
た
と
、
語
り
手
が
反
省
し
て
い
る
。
鈴
木
日
出

男
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
場
面
に
は
、
作
者
が
ひ
と
た
び
世
俗
的
な

語
り
手
に
扮
す
る
。
作
者
な
ら
ざ
る
語
り
手
の
設
定
に
よ
っ
て
、
語
り
手

と
聞
き
手
（
読
者
）
と
が
共
同
し
あ
う
よ
う
な
形
は
、
『
源
氏
物
語
』
だ

け
で
な
く
、
『
伊
勢
物
語
』
に
も
『
万
葉
集
』
の
長
歌
に
付
せ
ら
れ
た
短

歌
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
唐
代
伝
奇
の
作
者
自
身
が
作
品
誕

生
の
い
き
さ
つ
な
ど
を
説
明
す
る
文
章
が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る

こ
う
。『
源
氏
物
証
腰
は
人
物
・
事
件
は
基
本
的
に
虚
構
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現

に
は
史
実
を
織
り
込
み
歴
史
を
語
る
ス
タ
イ
ル
が
と
ら
れ
て
い
る
。
「
桐

壷
」
の
巻
の
冒
頭
は
「
い
ず
れ
の
御
時
に
か
」
と
始
ま
る
。
一
見
漠
然
と

し
た
表
現
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
単
に
「
昔
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
平

安
時
代
の
特
定
の
天
皇
の
治
世
を
さ
し
て
い
る
。
そ
し
て
光
源
氏
の
元
服

を
公
的
行
事
の
記
録
と
し
て
、
そ
れ
に
続
く
結
婚
の
儀
ま
で
宮
廷
史
の
歴

史
記
録
ら
し
く
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
歴
史
性
は
『
長
恨
歌
伝
』
や
同
類

の
唐
代
伝
奇
の
源
氏
物
語
へ
の
顕
著
な
影
響
で
あ
る
。

沈
既
済
の
『
任
氏
伝
』
は
人
間
の
男
と
狐
が
化
け
た
女
と
の
純
愛
の
物

語
で
あ
る
。
比
べ
て
み
る
と
、
「
夕
顔
」
の
巻
で
は
身
分
を
隠
し
て
い
る

『
源
氏
物
語
』
と
唐
絵

中
国
へ
一
遍
も
旅
行
し
て
い
な
か
っ
た
中
古
の
日
本
人
が
、
洛
陽
と
長

安
を
倣
っ
て
緋
囎
目
の
よ
う
に
幣
然
と
区
画
し
て
い
た
平
安
京
を
歩
い
た

時
や
、
呉
道
子
の
淡
彩
の
新
画
風
を
も
っ
ぱ
ら
研
究
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
巨
勢
金
岡
の
屏
障
画
を
見
た
時
な
ど
に
、
唐
代
人
の
好
み
の
物
、
彼
ら

を
囲
ん
だ
風
景
そ
し
て
彼
ら
の
都
市
の
名
所
な
ど
を
生
き
生
き
と
想
像
で

き
た
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。
紫
式
部
も
、
『
源
氏
物
語
』

の
風
景
に
中
国
の
景
物
を
自
然
に
は
め
こ
ん
だ
り
、
そ
の
人
物
に
唐
代
風

の
服
装
を
着
せ
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
唐
風
の
美
を
味
わ
わ
せ
て
い

る
。『
源
氏
物
語
』
の
視
覚
的
な
背
景
に
お
い
て
、
作
者
は
そ
の
主
人
公
の
容

貌
、
衣
裳
な
ど
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ー
ン
の
大
道
具
に
も
比
重

を
お
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
胡
蝶
」
の
巻
に
光
源
氏
が
玉
鍾
に
意

中
を
う
ち
あ
け
に
向
か
う
場
面
が
あ
る
が
、
こ
の
場
面
に
は
、
作
者
が
四

光
源
氏
と
素
性
の
知
れ
な
い
女
と
の
出
会
い
か
ら
物
語
が
始
ま
る
。

更
に
「
空
蝉
」
の
巻
は
基
本
構
想
を
『
任
氏
伝
』
か
ら
得
た
と
思
わ
れ

る
ほ
ど
、
共
通
点
が
多
い
、
と
新
間
一
美
氏
が
論
じ
て
い
る
。
任
氏
の
物

語
に
お
い
て
、
狐
の
貞
潔
・
艶
色
の
戒
め
・
死
別
の
恨
み
と
い
う
三
主
題

が
あ
り
、
全
て
帯
木
三
帖
の
主
題
に
反
映
し
て
い
た
。

世
界
最
古
の
完
成
さ
れ
た
長
編
小
説
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
は
唐
代

伝
奇
の
仕
組
み
、
特
に
そ
の
史
実
を
織
り
込
ん
で
語
る
と
い
う
方
法
を
取

り
入
れ
て
、
簡
代
伝
奇
に
は
な
い
長
編
と
し
て
の
成
長
を
遂
げ
た
と
言
え

る
。
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『源氏物語』における府代のf1l1想
月
の
景
物
を
設
定
し
、
源
氏
に
「
和
し
て
ま
た
清
し
」
と
い
う
『
白
氏
文

集
』
の
一
節
を
朗
詠
さ
せ
る
こ
と
で
、
以
下
に
続
く
恋
の
場
面
の
見
事
な

プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
が
も
う
一
人
の
女
性
と
出
会
っ
た
の
は
、
な
ま
め
か
し
い
朧
月

の
夜
の
こ
と
で
あ
る
。
冴
え
冴
え
と
し
た
和
歌
の
月
で
は
な
い
「
明
な
ら

ず
闇
な
ら
ず
滕
朧
た
る
月
」
は
、
白
居
易
的
、
漢
詩
的
な
美
意
識
の
世
界

を
甦
ら
せ
て
い
る
。

唐
絵
と
い
う
の
は
前
大
和
絵
的
な
も
の
で
あ
る
。
漢
詩
と
同
じ
よ
う

に
、
最
初
は
外
来
の
も
の
の
称
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
や

が
て
邦
人
の
作
に
し
て
、
平
安
朝
ご
ろ
の
大
和
絵
に
対
し
て
、
こ
れ
と
は

異
な
っ
た
題
材
、
様
式
の
異
邦
的
な
両
を
唐
絵
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
庸

絵
の
本
質
的
内
容
は
、
外
来
画
の
影
響
の
強
か
っ
た
奈
良
、
平
安
両
時

代
中
ご
ろ
ま
で
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
以
来
国
粋
的
な
風
潮
の

慨
ん
と
な
る
に
つ
れ
漢
字
の
草
体
が
菌
仮
名
に
変
わ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ

を
大
和
絵
化
し
た
。
し
か
し
、
日
本
と
唐
土
と
の
交
渉
の
あ
っ
た
古
い
時

代
の
史
実
を
、
あ
る
い
は
中
国
の
物
語
を
絵
巻
や
障
屏
山
に
し
た
場
合
に

は
、
牌
止
の
風
物
が
現
れ
る
か
ら
、
藤
原
時
代
に
も
唐
風
の
絵
が
描
か
れ

る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
仏
画
で
も
、
イ
ン
ド
の
風
で
も
な
け
れ
ば
、
日

本
の
様
子
で
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
唐
風
に
描
き
表
さ
れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
帯
木
」
の
巻
に
は
、
「
人
の
見
及
ば
ぬ
蓬
莱
の
山
、

荒
海
の
怒
れ
る
魚
の
姿
、
唐
国
の
は
げ
し
き
獣
の
か
た
ち
、
目
に
見
え

ぬ
鬼
の
顔
な
ど
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
作
り
た
る
物
」
に
つ
い
て
香
い
て
あ

る
。
こ
れ
は
、
「
絵
所
」
、
つ
ま
り
宮
廷
に
行
わ
れ
た
公
共
的
な
作
品
に
つ

い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
進
ん
で
平
安
朝
の
貴
族
の
間
に
賞
玩

さ
れ
て
い
た
唐
絵
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
絵
合
」
の
巻
に
は
、
「
『
長

恨
歌
』
『
王
昭
君
』
な
ど
や
う
な
る
絵
は
、
お
も
し
ろ
く
、
あ
は
れ
な
れ

ど
、
事
の
忌
あ
る
は
、
こ
た
み
は
た
て
ま
つ
ら
じ
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

こ
の
「
長
恨
歌
」
「
王
昭
君
」
の
絵
は
、
中
国
画
の
様
式
を
よ
く
踏
襲
し

て
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
模
本
で
あ
る
。
内
裏
造
営
の
た
び
ご

と
に
描
か
れ
た
賢
聖
障
子
や
荒
海
の
障
子
な
ど
の
よ
う
な
も
の
も
そ
れ
で

伽
】

あ
る
。

参
議
に
な
っ
た
頭
中
将
が
須
磨
を
訪
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
退
去
し
た
光

源
氏
の
住
ま
い
は
極
め
て
中
国
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
山
水
屏
風
に
描
か

れ
た
よ
う
な
、
竹
を
編
ん
で
垣
根
を
め
ぐ
ら
し
た
山
居
の
石
の
柱
、
松
の

柱
が
、
明
ら
か
に
白
居
易
が
臆
山
の
遺
愛
寺
の
畔
に
構
え
た
草
庵
を
思
い

出
さ
せ
て
い
る
。
実
際
ｋ
、
「
須
磨
」
の
巻
の
情
景
の
す
べ
て
が
白
居
易

の
江
州
左
遷
と
関
わ
っ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
、
光
源
氏
と

京
か
ら
訪
ね
て
き
た
頭
の
中
将
の
再
会
に
元
日
の
友
情
を
持
ち
込
む
よ
う

に
、
そ
の
場
面
を
口
楽
天
の
詩
句
で
表
現
化
さ
せ
て
、
唐
絵
の
よ
う
な
風

加

已
皐
で
視
覚
化
さ
せ
て
い
る
。

少
女
期
で
も
理
屈
が
通
り
す
ぎ
る
く
ら
い
は
っ
き
り
し
た
歌
を
詠
ん
で

い
た
紫
式
部
は
、
こ
う
い
っ
た
よ
う
な
中
国
の
美
の
観
念
に
通
じ
た
日
然

物
・
既
製
品
な
ど
を
、
冷
静
な
計
算
の
下
で
物
語
の
中
に
配
置
し
、
そ
の

構
想
に
従
わ
せ
て
い
る
と
も
一
一
一
口
え
る
。

結
び

「
風
車
」
が
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
文
脈
か
ら
も
っ
と
広
い
意
味
を
引

き
出
し
て
く
る
。
平
安
の
漢
詩
文
に
通
じ
た
者
に
は
、
「
白
い
扇
」
が
同

じ
よ
う
に
、
単
な
る
小
道
具
で
な
く
、
男
の
女
へ
の
愛
の
薄
れ
行
く
こ
と
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を
象
徴
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
た
。
「
弓
・
房
・
『
三
・
一

ｓ
面
の
」
と
い
っ
た
つ
ぎ
に
何
が
く
る
か
、
英
語
の
ネ
ー
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ

ー
カ
ー
で
な
い
人
ま
で
も
よ
く
知
っ
て
い
て
、
お
そ
ら
く
注
解
を
つ
け
て

説
明
し
た
り
す
る
必
要
も
な
い
。
白
楽
天
に
詳
し
い
読
者
も
、
「
忽
聞
水

上
琵
琶
声
」
の
句
が
何
の
話
を
引
き
起
こ
す
か
、
翻
訳
な
し
で
も
よ
く
わ

か
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

悲
惨
な
運
命
を
受
け
な
が
ら
も
、
禁
令
に
背
き
戦
死
し
た
兄
弟
を
埋

葬
し
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
悲
劇

に
も
、
ド
イ
ツ
の
ブ
レ
ヒ
ト
の
脚
色
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ヌ
イ
の
劇
に

も
、
強
い
意
思
を
も
っ
た
、
呪
わ
れ
た
家
族
の
娘
と
し
て
登
場
す
る
。
同

じ
よ
う
に
、
楊
貴
妃
の
女
性
像
は
、
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
で
あ
れ
、
能

の
「
楊
貴
妃
」
で
あ
れ
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
桐
壷
」
の
巻
の
暗
示
で
あ

れ
、
皇
帝
の
寵
を
も
っ
ぱ
ら
に
し
、
反
乱
に
よ
り
処
刑
さ
れ
、
慰
め
よ
う

の
な
い
ほ
ど
悲
嘆
に
く
れ
た
皇
帝
が
そ
の
魂
を
探
し
求
め
る
と
い
う
よ
う

な
筋
道
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
地
理
的
お
よ
そ
文
化
的
に
接
点
も
な
い
国
々
に
も
、
同
じ

発
想
を
も
と
に
さ
れ
た
文
学
作
品
、
ま
た
そ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
型
が
似
た
よ
う
な
形
で
現
れ
る
例
が
、
探
し
て
み
れ
ば
か

な
り
多
く
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
継
母
が
継
娘
を
い
じ
め
る
と
い
う

話
は
、
シ
ン
デ
レ
ラ
か
ら
『
落
窪
物
語
』
ま
で
、
古
く
か
ら
広
く
伝
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
も
、
好
色
の
光
源
氏
が
西
欧
の
読
者
に
日
本
の
ド
ン
・
フ

ァ
ン
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
証
拠
に
な
り
う
る
で
あ
る

ニ
フ
。『
西
遊
記
』
な
ど
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
一
般
の
西
欧
人
に
と
っ
て
、
中

国
の
文
学
が
今
で
も
未
開
地
な
の
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
神
話
が
そ
の
考
え
方

に
は
却
っ
て
一
国
・
一
時
代
の
限
界
を
越
え
て
異
色
が
槌
せ
た
、
身
近
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
平
安
の
現
実
に
は
、
唐
詩
・
唐
絵
・
唐
物
な
ど

が
、
お
そ
ら
く
異
文
化
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
品
類
と
し
て
で
な
く
、
な
じ

み
深
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
の
物
を
介
し

て
こ
そ
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
さ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
場
合
も
多
か
っ
た
が
、
そ

れ
も
む
し
ろ
パ
タ
ー
ン
化
し
て
読
者
に
簡
単
に
想
像
し
、
解
読
で
き
る
．

１
ド
と
し
て
定
ま
っ
て
い
た
。

教
養
の
内
容
は
時
代
や
民
族
の
文
化
理
念
の
変
遷
に
応
じ
て
異
な
る
。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
語
と
し
て
の
ラ
テ
ン
語
は
学
界
で
も
文
通
で
も

使
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
中
古
極
東
の
共
通
語
が
中
国
語
で
あ
っ
た
。
平

安
の
イ
ン
テ
リ
の
意
識
に
、
「
世
界
文
化
」
に
等
し
か
っ
た
唐
代
文
化
の

記
号
類
の
意
味
が
自
然
に
解
け
、
教
養
を
高
め
た
人
々
に
よ
っ
て
母
語

の
よ
う
に
簡
単
に
読
み
取
ら
れ
て
い
た
。
先
進
国
の
魅
力
に
惹
き
つ
け
ら

れ
、
言
葉
と
同
時
に
そ
の
理
想
も
美
意
識
も
世
界
文
化
と
し
て
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
た
。

平
安
時
代
の
日
本
ま
で
広
が
っ
て
き
た
世
界
文
化
は
、
隣
国
そ
し
て
先

進
国
で
あ
る
中
国
に
限
ら
れ
て
い
た
と
ま
で
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

朝
鮮
の
文
化
と
取
り
混
ぜ
ら
れ
て
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
摂
取
さ
れ
た
も
の

な
ど
で
も
、
基
本
的
に
漢
・
唐
文
化
を
代
表
し
て
い
た
。
中
国
固
有
の
宗

教
で
な
い
仏
教
や
、
そ
れ
に
関
連
し
て
い
る
火
葬
の
よ
う
な
習
俗
も
、
中

国
人
の
観
点
で
と
ら
え
て
中
国
経
由
で
日
本
に
及
ん
で
来
た
。

と
こ
ろ
が
、
異
文
化
と
い
っ
て
も
、
中
国
文
化
財
は
当
時
、
日
本
人
の

意
識
に
異
質
じ
み
た
、
部
外
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
わ

け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
日
本
文
化
じ
た
い
が
育
っ
た
基
盤
の
一
部
と
し
て

理
解
さ
れ
、
自
然
に
邦
文
化
の
分
野
に
入
っ
て
い
た
か
ら
、
自
分
の
も
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『源氏物語』における唐代の理想
の
と
し
て
自
由
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
そ
の
文
学
か
ら
源
を
と
る

ヒ
ン
ト
が
中
古
日
本
の
読
者
に
ス
ム
ー
ズ
に
通
じ
て
い
て
、
作
者
の
訴
え

た
暗
示
が
読
者
に
相
応
し
く
応
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
『
源
氏
物
語
』

に
み
ら
れ
る
『
白
氏
文
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
人
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
唐
詩
の
影
響
を
、
日
本
人
の
詠
ん
だ
和
歌
の
そ
れ
に
、
そ
し
て
日
本
の

神
話
の
影
響
を
、
中
国
の
伝
奇
の
そ
れ
に
等
し
い
意
味
で
捉
え
る
の
が
当

然
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め
て
言
う
と
、
日
本
固
有
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
物
語
の
王

と
呼
ば
れ
る
『
源
氏
物
語
』
は
、
そ
の
作
者
の
天
才
に
よ
っ
て
実
ら
せ

ら
れ
た
作
品
で
、
独
特
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
る
引
用

な
ど
が
、
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
す
る
装
飾
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場

合
は
も
ち
ろ
ん
、
内
容
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
場
合
で

も
、
点
火
の
よ
う
な
刺
激
に
す
ぎ
な
い
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
自
動
車
が
一
応

始
動
す
れ
ば
、
そ
の
エ
ン
ジ
ン
が
他
力
に
よ
ら
ず
物
語
の
内
面
的
な
条
理

に
適
っ
て
か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』
を
巻
々
に

そ
っ
て
行
け
ば
、
先
へ
進
む
に
つ
れ
て
外
か
ら
入
っ
た
元
素
が
少
な
く
な

る
の
で
あ
ろ
う
。
比
較
し
て
み
れ
ば
、
芥
川
竜
之
介
の
短
編
小
説
の
中
に

は
、
『
今
昔
物
語
』
の
説
話
で
あ
れ
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
短
編
で
あ
れ
、
完
全

に
原
文
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
パ
タ
ー
ン
を
追
っ
て
い
な
が
ら
最
後
ま
で
も
同

じ
プ
ロ
ッ
ト
が
展
開
さ
せ
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
が
か
な
り
多
い
。
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
作
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
意
地
悪
婆
が
「
蜘
蛛

の
糸
」
の
健
陀
多
と
化
し
て
き
て
も
構
想
の
本
質
そ
の
も
の
が
か
わ
ら
な

い
。
こ
う
い
っ
た
場
合
に
は
、
海
外
の
作
品
が
ヒ
ン
ト
よ
り
も
、
模
範
に

な
っ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
そ
う
で
は
な
い
。

他
方
、
世
界
の
古
典
傑
作
の
ど
ち
ら
と
も
同
じ
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』

じ
た
い
が
次
々
の
世
代
に
と
っ
て
ア
イ
デ
ア
の
源
泉
と
な
り
、
想
像
力
を

濃
く
し
つ
つ
美
術
、
演
劇
、
映
画
な
ど
の
構
想
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

と
な
っ
て
い
る
。
話
を
ず
ら
せ
ば
、
能
は
「
夕
顔
」
「
野
宮
」
な
ど
の
筋

を
そ
の
ま
ま
借
り
て
舞
台
化
し
た
の
で
な
く
、
相
当
な
文
学
知
識
を
分
け

合
っ
て
い
る
観
客
を
相
手
に
、
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
潜
ん
だ
ム
ー
ド
あ
る

い
は
余
波
に
な
っ
た
感
情
を
際
立
た
せ
て
、
あ
ら
た
め
た
レ
ベ
ル
で
感
想

を
交
わ
し
て
い
る
。
六
条
御
息
所
と
葵
上
の
ド
ラ
マ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
牛
車
の
場
面
が
周
知
の
事
情
と
さ
れ
て
き
て
、
漸
く
謡
曲
の
「
葵
上
」

か
ら
消
え
た
こ
と
も
そ
の
実
例
と
で
も
言
え
よ
う
。
『
源
氏
物
語
』
に
お

け
る
唐
代
の
文
学
の
影
響
が
い
か
に
も
類
似
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。

ｌ注７６５ ４ ３ ２

紫
式
部
『
源
氏
物
語
』
（
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
一
二
’
一
七
、
小

学
館
、
一
九
七
○
’
一
九
七
六
）
、
渋
谷
栄
一
「
源
氏
物
語
の
世
界
」

（
三
ｓ
ミ
ミ
ミ
ミ
．
、
巴
二
の
一
・
○
こ
つ
へ
ｌ
の
の
三
宮
冨
一
）
等
。

坪
井
佐
奈
枝
「
中
国
に
お
け
る
日
本
古
典
文
学
の
翻
訳
と
研
究
」

「
和
漢
比
較
文
学
叢
書
』
第
十
八
巻
、
一
九
九
四
）

下
店
静
市
「
唐
絵
と
大
和
絵
」
「
下
店
静
市
著
作
集
』
第
七
巻
、
講

談
社
、
昭
和
六
十
一
年
）

丸
山
キ
ヨ
子
「
弘
徽
殿
大
后
と
藤
壷
中
宮
」
（
秋
山
・
木
村
・
清
水

編
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
六
年
二
月
）

太
田
次
男
『
中
唐
文
人
考
』
（
研
文
出
版
、
’
九
九
三
）

西
脇
常
記
『
唐
代
の
思
想
と
文
化
』
（
創
文
社
、
二
○
○
○
）

森
岡
常
夫
「
源
氏
物
語
と
長
恨
歌
」
（
『
文
芸
研
究
（
東
北
大
旨
第

百
号
、
昭
和
五
七
年
五
月
）
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Ⅲ
注
Ⅲ
天
野
前
掲
論
文
。

2０ ９１８ ７ 1６ 1５ ４ 1３１２ ０ ９ ８

天
野
紀
代
子
「
砧
の
女
と
鳧
の
院
」
（
『

十
二
巻
、
平
成
五
年
十
月
一
日
、
抜
刷
）

小
守
郁
子
「
源
氏
物
語
と
白
氏
文
集
」
（

和
五
六
年
一
月
）

藤
井
貞
和
「
光
源
氏
物
語
の
端
緒
の
成
立
」
「
文
学
』
第
四
十
巻
第

一
号
、
昭
和
四
七
年
一
月
）

新
間
一
美
「
源
氏
物
語
と
廠
山
ｌ
若
紫
巻
北
山
の
段
出
典
考

ｌ
」
（
『
甲
南
大
学
紀
要
文
学
編
』
第
五
二
号
、
昭
和
五
九
年
三

月
）

注
５
太
田
前
掲
書
。

青
柳
隆
志
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
朗
詠
と
催
馬
楽
」
「
源
氏
物
語
研

究
集
成
』
第
九
巻
、
風
間
書
房
、
平
成
十
二
年
）

注
５
太
田
前
掲
書
。

久
保
田
孝
夫
「
光
源
氏
物
語
の
長
恨
歌
引
用
の
表
現
ｌ
李
夫
人
・

子
の
存
在
・
独
詠
歌
ｌ
」
（
南
波
浩
編
「
王
朝
物
語
と
そ
の
周
辺
』

笠
間
書
院
、
昭
和
五
七
年
九
月
）

天
野
紀
代
子
「
交
友
の
方
法
ｌ
沈
愉
・
流
調
の
男
同
志
」
（
『
文

学
』
第
五
十
巻
第
八
号
、
昭
和
五
七
年
八
月
）

新
間
一
美
「
元
白
・
劉
白
の
文
学
と
源
氏
物
語
Ｉ
交
友
と
恋
の
表

現
に
つ
い
て
ｌ
」
（
『
源
氏
物
語
と
漢
文
学
』
汲
古
書
院
）

小
島
憲
之
「
漢
語
の
中
の
平
安
佳
人
ｌ
『
源
氏
物
語
』
へ
Ｉ
」

「
文
学
』
第
五
十
巻
八
号
、
昭
和
五
七
年
八
月
）

新
間
一
美
「
源
氏
物
語
と
白
詩
Ｉ
明
石
巻
に
お
け
る
「
琵
琶
行
」

の
受
容
を
中
心
に
Ｉ
」
（
『
源
氏
物
語
の
和
歌
と
漢
詩
文
』
第
九

巻
、
平
成
十
二
年
九
月
、
抜
刷
）

注
Ⅱ
青
柳
前
掲
論
文
。

天
野
紀
代
子
「
砧
の
女
と
鳧
の
院
」
冑
和
漢
比
較
文
学
叢
書
』
第

「
東
方
楽
』
第
六
一
輯
、

昭

３１３０２９ 2８２７ 2６２５ 2４

Ｓ
口
昏
国
冒
菖
員
昌
計
リ
ト
ア
ニ
ア
ビ
リ
ニ
ュ
ス
大
学
助
教
授
）

＊
法
政
大
学
の
Ｈ
Ｉ
Ｐ
招
聰
研
究
員
と
し
て
、
一
一
○
○
一
一
年
四
月

か
ら
半
年
間
、
日
本
文
学
科
に
在
籍
・
研
究
。

2３ 2２

新
間
一
美
「
李
夫
人
と
桐
壷
巻
」
冑
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
』

二
中
古
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
二
年
十
一
月
）

丸
山
キ
ヨ
子
「
古
典
の
受
容
と
新
生
ｌ
紫
式
部
と
『
白
氏
文
集
』

１
１
」
（
川
口
久
雄
編
『
古
典
の
受
容
と
新
生
』
明
治
書
院
、
昭
和

五
九
年
十
一
月
）

田
中
隆
昭
「
中
国
文
学
と
源
氏
物
語
」
「
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第

九
巻
、
風
間
書
房
、
平
成
十
二
年
）

鈴
木
日
出
男
『
源
氏
物
語
へ
の
道
』
（
小
学
館
、
一
九
九
八
）

新
間
一
美
「
も
う
一
人
の
夕
顔
ｌ
帯
木
三
帖
と
任
氏
の
物
語

ｌ
」
（
論
集
中
古
文
学
五
『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
造
』
笠
間
書

院
、
昭
和
五
七
年
五
月
）

注
Ⅲ
青
柳
前
掲
論
文
。

天
野
紀
代
子
「
出
会
い
の
演
出
ｌ
朧
月
夜
と
夏
の
海
辺
」
（
『
国
文

学
』
平
成
十
一
年
四
月
号
）

注
３
下
店
前
掲
書
。

注
ｕ
天
野
前
掲
論
文
。

黒
須
重
彦
「
班
捷
好
と
夕
顔
」
「
文
学
』
第
五
十
巻
第
二
号
、
昭
和

五
七
年
二
月
）
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