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原氏物語における「そら」の恐`膣について

源
氏
物
語
第
一
部
の
藤
壼
と
源
氏
の
密
通
事
件
は
、
物
語
全
体
に
関
わ

る
重
要
な
構
想
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
藤
壺
と
の
叶
わ
ぬ
恋
が
、

第
二
部
の
柏
木
と
女
三
宮
、
第
三
部
の
浮
舟
と
匂
宮
の
密
通
へ
と
変
奏
ざ

れ
描
か
れ
て
い
く
が
、
こ
れ
ら
の
密
通
者
に
お
い
て
仏
教
的
な
罪
障
意
識

一
礼
ｌ
）

の
希
薄
な
こ
と
は
、
野
村
精
一
氏
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ

し
て
そ
れ
に
代
わ
る
罪
の
意
識
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
が
、
「
そ
ら
恐
ろ

し
」
「
そ
ら
も
恐
ろ
し
」
と
い
っ
た
「
そ
ら
」
に
関
わ
る
恐
權
で
あ
る
。

藤
壷
に
は
「
そ
ら
」
に
関
わ
る
恐
權
の
表
現
と
し
て
次
の
二
例
が
あ

る
。１
い
と
ど
あ
は
れ
に
限
り
な
う
恩
さ
れ
て
、
御
使
な
ど
の
ひ
ま
な
き

（
注
２
）

も
そ
ら
恐
ろ
し
う
、
も
の
を
思
す
こ
と
隙
な
し
。
（
若
紫
①
、
②
②
）

２
い
と
か
う
し
も
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
こ
そ
心
憂
け
れ
と
、
玉
の
暇
に

源
氏
物
語
に
お
け
る
「
そ
ら
」
の
恐
權
に
っ

は
じ
め
に

恩
さ
る
る
も
、
世
の
わ
づ
ら
は
し
き
の
そ
ら
恐
ろ
し
う
お
ぼ
え
た

ま
ふ
な
り
け
り
。
（
賢
木
②
］
三

今
日
の
注
釈
書
で
は
、
「
新
大
系
』
は
１
注
な
し
、
２
「
空
か
ら
見
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
恐
ろ
し
い
意
。
右
大
臣
方
専
横
の
情
況
で
あ
る
」
、
『
新

全
集
』
は
１
「
空
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
恐
慨
。
帝
が
、
藤
壷
懐
妊

に
感
動
し
て
手
厚
く
も
て
な
す
と
、
か
え
っ
て
藤
壺
の
恐
權
は
っ
の
る
」
、

２
現
代
語
訳
で
「
誰
か
に
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
恐
ろ
し
く
お
感
じ
に
な

る
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
解
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
は
「
空
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
恐
權
」

と
把
握
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
は
「
何
と
な
く
恐
ろ
し

い
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
語
義
把
握
を
最
初
に
訂
正
さ
れ
た
の
が
、

｛
注
３
〉

松
尾
聡
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
「
そ
ら
」
は
接
頭
語
で
は
な
く
、
「
「
元
エ
Ⅱ
天
』

と
い
う
実
質
的
な
意
味
を
持
っ
た
名
詞
」
で
あ
り
、
そ
の
語
義
は
、

「
空
の
目
が
恐
ろ
し
」
（
人
間
の
目
は
覆
え
て
も
天
の
目
は
覆
え
な
く

て
恐
ろ
し
い
）
が
原
義
で
あ
り
、
そ
の
「
空
（
天
と
の
目
は
、
「
人

レコ

て

山
崎

和

子
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間
を
超
え
る
存
在
↓
造
物
主
・
神
・
仏
」
の
目
で
も
あ
る
。

と
し
て
、
「
心
や
ま
し
さ
（
罪
意
識
）
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
恐
怖

感
」
を
表
す
語
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
た
。

今
日
、
従
来
の
成
果
を
取
り
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

近
年
の
「
王
朝
語
辞
典
』
（
二
○
○
○
年
東
京
大
学
出
版
会
）
で
は
「
そ

ら
恐
ろ
し
」
の
「
そ
ら
」
は
「
内
実
の
な
い
意
」
を
表
す
接
頭
語
と
し
て

扱
い
、
「
源
氏
物
語
事
典
』
（
’
’
○
○
二
年
大
和
書
房
）
で
も
、

自
分
の
犯
し
た
罪
な
ど
が
な
ん
と
な
く
恐
ろ
し
い
、
の
意
を
表
す
。

…
「
そ
ら
お
そ
る
し
」
の
「
そ
ら
」
は
、
秩
序
・
正
道
を
象
徴
す
る

「
天
眼
」
の
概
念
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
隠
し
き
れ
な
い
罪
の
自
覚
、

ま
た
罪
が
露
見
す
る
事
態
に
対
し
て
恐
權
の
念
を
抱
く
場
合
に
用
い

ら
れ
る
。
単
な
る
恐
怖
感
を
超
え
た
、
あ
る
種
致
命
的
な
要
素
を
含

ん
だ
語
と
い
え
る
。

と
述
べ
る
な
ど
、
未
だ
十
分
と
は
言
い
難
い
点
も
残
る
。

「
そ
ら
」
と
形
容
詞
の
接
続
す
る
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
「
そ
ら
恥
づ
か
し
」

は
、
前
述
の
松
尾
氏
な
ど
に
よ
っ
て
現
存
の
文
学
作
品
と
し
て
は
源
氏
物

語
が
初
見
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
源
氏
物
語
以
前
の
文
学
作
品
が
、
密
通
や

深
い
自
己
の
罪
意
識
を
扱
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
源
氏

物
語
を
噴
矢
と
す
る
の
か
は
明
言
で
き
な
い
と
し
て
も
、
源
氏
物
語
に
お

い
て
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
「
そ
ら
も
恐
ろ
し
」
な
ど
「
そ
ら
」
に
関
わ
る
恐

權
を
言
語
化
し
、
形
象
化
し
た
の
で
あ
る
。
前
述
注
釈
書
に
お
け
る
「
空

か
ら
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
恐
權
」
と
は
、
松
尾
氏
の
捉
え
ら
れ
た
「
人

間
を
超
え
る
存
在
」
と
し
て
の
ヨ
空
（
天
）
』
の
目
」
に
対
す
る
恐
怖
心

を
言
う
の
で
あ
る
が
、
右
例
に
お
い
て
藤
壺
は
、
明
ら
か
に
「
そ
ら
」
そ

の
も
の
に
恐
權
し
て
い
る
。
「
そ
ら
」
に
関
わ
る
表
現
を
検
討
し
、
そ
の

源
氏
物
語
中
の
「
そ
ら
＋
形
容
詞
」
は
、
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
５
例
「
そ

ら
恥
づ
か
し
」
１
例
で
あ
る
。

３
女
、
身
の
あ
り
さ
ま
を
思
ふ
に
、
…
常
は
い
と
す
ぐ
す
ぐ
し
く
心

づ
き
な
し
と
思
ひ
あ
な
づ
る
伊
予
の
方
の
恩
ひ
や
ら
れ
て
、
夢
に

（
桃
４
〉

や
見
ゅ
ら
む
と
そ
ら
恐
ろ
し
く
つ
っ
ま
し
。
（
一
市
木
①
］
Ｃ
②
～
］
三
）

４
人
月
も
し
げ
き
こ
ろ
な
れ
ば
、
常
よ
り
も
端
近
な
る
、
そ
ら
恐
ろ

し
う
お
ぼ
ゆ
。
（
賢
木
②
］
急
）

５
命
さ
へ
心
に
か
な
は
ず
、
た
ぐ
ひ
な
き
い
み
じ
き
目
を
見
る
は
と

い
と
心
憂
き
中
に
も
、
知
ら
ぬ
人
に
具
し
て
、
さ
る
道
の
歩
き
を

し
た
ら
ん
よ
と
そ
ら
恐
ろ
し
く
お
ぽ
ゆ
。
（
手
習
⑥
図
隠
）

６
き
て
も
い
み
じ
き
過
ち
し
つ
る
身
か
な
、
世
に
あ
ら
む
こ
と
こ
そ

ま
ば
ゆ
く
な
り
ぬ
れ
、
と
恐
ろ
し
く
そ
ら
恥
づ
か
し
き
心
地
し
て
、

歩
き
な
ど
も
し
た
ま
は
ず
。
（
若
菜
下
④
笛
①
）

次
例
も
同
質
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

７
「
か
く
恩
ひ
か
け
ぬ
罪
に
当
た
り
は
べ
る
も
、
思
う
た
ま
へ
あ
は

す
る
こ
と
の
一
ふ
し
に
な
む
、
空
も
恐
ろ
し
う
は
べ
る
。
惜
し
げ

な
き
身
は
亡
き
に
な
し
て
も
、
宮
の
御
世
だ
に
事
な
く
お
は
し
ま

さ
ば
」
（
須
磨
②
］
ご
）

８
女
、
い
か
で
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
ら
ん
と
、
空
さ
へ
恥
づ
か

し
ぐ
恐
ろ
し
き
に
、
あ
な
が
ち
な
り
し
人
の
御
あ
り
さ
ま
う
ち
息

ひ
出
で
ら
る
る
に
、
ま
た
こ
の
人
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
を
恩
ひ

恐
權
の
内
実
を
考
察
し
て
み
た
い
。

源
氏
物
語
の
「
そ
ら
」
に
恐
權
す
る
例
に
つ
い
て

4４
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原氏物語における「そら」の恐慢について
や
る
な
ん
、
い
み
じ
う
心
憂
き
。
（
浮
舟
⑥
］
色
）

右
例
７
．
８
は
、
「
そ
ら
」
と
形
容
詞
の
間
に
助
詞
「
も
」
「
さ
へ
」
が

挿
入
さ
れ
、
「
そ
ら
」
は
名
詞
で
あ
る
。
語
の
関
係
も
「
そ
ら
に
つ
い
て

も
恐
ろ
し
い
」
「
そ
ら
ま
で
も
が
気
が
引
け
て
、
恐
ろ
し
い
」
と
い
う
、

「
そ
ら
」
の
性
質
・
在
り
方
を
規
定
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
そ
ら
」

と
形
容
詞
は
主
語
・
述
語
の
関
係
に
あ
る
。
右
と
同
質
の
表
現
で
あ
る

「
そ
ら
恐
ろ
し
」
「
そ
ら
恥
づ
か
し
」
に
お
い
て
も
、
主
語
・
述
語
関
係
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
「
そ
ら
＋
形
容
詞
」
の
「
そ
ら
」
も
、

実
質
的
概
念
を
表
す
名
詞
と
し
て
扱
う
こ
と
に
従
い
た
い
。
「
岩
波
古
語

辞
典
』
二
九
七
四
年
）
で
は
、
「
そ
ら
」
は
「
天
と
地
の
間
の
空
漠
と
し

た
広
が
り
・
空
間
。
ア
マ
・
ア
メ
（
天
）
が
天
界
を
さ
し
、
神
神
の
国
と

い
う
意
味
を
こ
め
て
い
た
の
に
対
し
、
何
に
も
属
さ
ず
、
何
も
の
も
う
ち

に
含
ま
な
い
部
分
の
意
」
と
捉
え
て
い
る
。

用
例
を
見
て
い
こ
う
。
例
１
は
、
藤
壺
懐
妊
を
喜
ぶ
桐
壺
帝
の
御
使
い

な
ど
が
度
々
三
条
邸
を
訪
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
藤
壺
は
「
そ
ら
」

へ
の
恐
權
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
常
に
物
思
い
が
絶
え
な
い
こ
と
を
い
う
。

２
は
、
東
宮
が
源
氏
そ
っ
く
り
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
を
王
の
暇
と
す
ら

思
っ
て
い
る
藤
壺
は
、
源
氏
・
東
宮
の
失
脚
を
狙
う
弘
徽
殿
・
右
大
臣
専

横
の
世
に
お
い
て
、
秘
密
が
暴
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
を
抱

い
て
お
り
、
露
見
に
よ
っ
て
身
に
降
り
か
か
る
困
難
に
心
を
労
す
る
こ
と

が
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

３
は
紀
伊
守
邸
に
方
違
え
に
訪
れ
た
源
氏
と
一
夜
を
契
っ
て
し
ま
っ
た

空
蝉
が
、
日
頃
は
気
に
入
ら
な
い
と
侮
っ
て
い
る
夫
伊
予
介
が
夢
に
見

る
の
で
は
な
い
か
と
「
そ
ら
恐
ろ
し
く
」
思
い
、
身
を
慎
み
用
心
す
る
の

で
あ
る
。
４
は
尚
侍
と
し
て
出
仕
し
た
朧
月
夜
と
今
も
関
係
を
続
け
て
い

る
源
氏
が
、
里
下
が
り
し
た
朧
月
夜
と
密
会
す
る
場
面
で
、
源
氏
は
「
端

（
注
５
〉

近
」
で
あ
る
こ
と
を
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
と
田
心
っ
て
い
る
。
５
は
入
水
自
殺

か
ら
蘇
生
し
た
浮
舟
が
妹
尼
か
ら
初
瀬
詣
で
を
誘
わ
れ
る
と
、
霊
験
も
な

く
こ
の
よ
う
な
身
に
な
っ
た
上
に
、
親
し
く
も
な
い
人
と
の
物
詣
で
の
道

中
に
対
し
て
「
そ
ら
恐
ろ
し
く
」
思
う
の
で
あ
る
。

６
は
女
三
宮
と
通
じ
て
し
ま
っ
た
柏
木
の
心
内
表
現
で
あ
る
が
、
「
い

み
じ
き
過
ち
し
つ
る
身
」
が
「
世
」
に
あ
る
こ
と
の
「
ま
ば
ゆ
」
ざ
が

「
恐
ろ
し
」
「
そ
ら
恥
づ
か
し
」
に
繋
が
っ
て
い
る
。
柏
木
は
「
そ
ら
」
に

（
縦
６
）

対
し
て
「
恥
づ
か
し
」
と
捉
え
て
い
る
が
、
川
村
佐
和
氏
は
柏
木
の
源
氏

や
「
そ
ら
」
へ
の
「
恥
づ
か
し
」
の
意
識
が
死
に
繋
が
る
と
論
じ
て
お
ら

れ
る
。
「
そ
ら
」
へ
の
恐
權
や
引
け
目
を
感
じ
る
上
で
、
「
い
み
じ
き
過
ち

し
つ
る
」
と
い
う
、
我
が
身
が
重
大
な
過
失
を
犯
し
た
と
い
う
認
識
が
基

底
に
あ
る
。

７
は
、
須
磨
へ
の
流
雛
を
決
め
た
源
氏
が
別
れ
の
挨
拶
に
藤
壺
を
訪
れ

た
場
面
で
あ
る
。
源
氏
は
自
分
が
須
磨
へ
流
雛
す
る
と
い
う
「
罪
」
に
当

た
っ
た
の
は
、
「
思
う
た
ま
へ
あ
は
す
る
こ
と
」
即
ち
密
通
・
若
宮
誕
生

と
い
う
、
た
だ
一
つ
の
こ
と
に
拠
る
客
観
的
に
当
然
の
こ
と
と
判
断
し
て

い
る
。
未
だ
密
通
・
不
義
の
子
の
事
実
の
露
見
は
な
い
。
し
か
し
「
そ
ら
」

は
見
通
し
て
お
り
、
罰
と
し
て
の
須
磨
退
去
を
招
来
し
た
と
考
え
る
か
ら

「
恐
ろ
し
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
源
氏
は
「
惜
し
げ
な
き
身
は

亡
き
に
な
し
て
も
」
と
、
我
が
身
の
破
滅
は
よ
し
と
し
て
も
、
ひ
た
す
ら

東
宮
即
位
へ
の
安
泰
を
願
い
、
須
磨
へ
と
退
去
し
て
行
く
。
浮
舟
例
８
の

「
そ
ら
さ
へ
」
は
、
薫
に
対
面
す
る
こ
と
を
、
薫
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

そ
の
上
に
「
そ
ら
」
へ
の
畏
怖
が
添
加
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
畏
怖
し
引
け
目
を
感
じ
る
「
そ
ら
」
を
具
象
化
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し
た
表
現
と
し
て
、

９
か
か
る
こ
と
は
、
あ
り
経
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
け
し
き
に
て
も
漏

り
出
づ
る
や
う
も
や
と
思
ひ
し
だ
に
い
と
つ
つ
ま
し
く
、
空
に
目

つ
き
た
る
や
う
に
お
ぼ
え
し
を
…
（
若
菜
下
④
画
ヨ
ー
画
留
）

が
あ
る
。
「
か
か
る
こ
と
」
は
柏
木
の
女
三
宮
へ
の
密
通
を
指
し
、
こ
こ

で
も
柏
木
は
自
分
の
犯
し
た
「
い
み
じ
き
過
ち
」
の
露
顕
を
恐
れ
、
「
つ

つ
ま
し
」
と
身
を
輝
り
、
空
に
付
い
た
「
目
」
を
恐
れ
て
い
る
。

て
ん
ま
な
こ

ま
た
、
右
例
９
と
照
応
す
る
表
現
が
「
天
の
眼
」
で
あ
る
。

皿
「
い
と
奏
し
が
た
く
、
か
へ
り
て
は
罪
に
も
や
ま
か
り
当
た
ら
む

と
恩
ひ
た
ま
へ
憧
る
方
多
か
れ
ど
、
知
る
し
め
さ
ぬ
に
罪
重
く
て
、

天
の
眼
恐
ろ
し
く
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
こ
と
を
、
心
に
む
せ
び
は

べ
り
つ
つ
命
終
は
り
は
べ
り
な
ば
…
」
（
薄
雲
②
仁
①
～
宗
。
）

こ
れ
は
藤
壷
の
代
か
ら
仕
え
て
き
た
僧
都
が
、
「
物
の
さ
と
し
し
げ
く
」

「
天
つ
空
に
も
、
例
に
違
へ
る
月
日
星
の
光
見
え
、
雲
の
た
た
ず
ま
ひ
あ
」

（
薄
雲
②
這
巴
る
天
変
や
、
左
大
臣
・
藤
壺
の
相
次
ぐ
逝
去
は
、
冷
泉

帝
が
源
氏
が
実
父
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
故
の
変
事
で
あ
る
と
、
冷
泉

帝
に
告
げ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
「
天
の
眼
」
は
、
青
表
紙
本
系
で
は

「
天
の
ま
な
こ
」
で
あ
る
が
、
河
内
本
系
で
は
「
天
眼
の
」
、
青
表
紙
大
島

本
も
「
天
け
ん
」
に
「
天
眼
ナ
リ
」
と
傍
害
し
て
お
り
、
仏
典
に
見
ら
れ

る
「
五
眼
」
の
一
つ
「
天
眼
」
に
当
た
る
表
現
で
あ
る
。

仏
教
語
「
天
眼
」
は
、
「
法
華
経
』
法
師
功
徳
品
に
も
「
其
中
諸
衆
生

一
切
皆
悉
見
錐
未
得
天
眼
肉
眼
力
如
是
」
と
あ
る
、
天
界
の
仏
が

持
つ
、
遠
近
内
外
昼
夜
を
問
わ
ず
自
在
に
物
事
を
見
る
こ
と
の
で
き
る

（
注
７
）

「
一
切
皆
悉
見
」
の
眼
で
あ
る
。
鬼
束
隆
昭
氏
は
、
仏
教
毫
叩
の
「
天
眼
」

に
は
恐
權
に
繋
が
る
認
識
は
な
い
こ
と
か
ら
、
中
国
の
「
天
の
思
想
」
と

の
関
連
に
お
い
て
、
「
天
」
と
「
そ
ら
」
は
同
義
の
認
識
で
あ
ろ
う
こ
と

を
述
べ
ら
れ
た
。
出
自
は
仏
教
語
や
中
国
思
想
に
あ
る
と
し
て
も
、
例
、

の
「
天
の
眼
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
見
通
す
目
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

僧
都
の
恐
權
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。

右
例
の
「
罪
重
く
て
」
の
主
体
を
帝
、
或
い
は
僧
都
と
す
る
二
解
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
僧
都
は
、
帝
に
真
実
を
告
げ
る
こ
と
が
自
分
の
罪
に
当
た

る
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
て
お
り
、
．
冷
泉
帝
が
事
実
を
）
知
る
し
め
さ

ぬ
に
罪
重
く
て
、
（
私
は
）
天
の
眼
恐
ろ
し
く
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
」
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
「
物
の
さ
と
し
」
と
し
て
「
天
変
」
が
起
き

て
い
る
今
、
僧
都
の
罪
と
し
て
も
「
天
の
眼
」
が
恐
ろ
し
く
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
僧
都
は
「
仏
天
の
告
げ
」
と
し
て
真
実
の
告
白
を
決
意
し
た

の
で
あ
る
。

右
例
１
～
９
に
お
い
て
「
そ
ら
」
に
近
接
す
る
語
は
、
形
容
詞
「
恐
ろ

し
」
「
恥
づ
か
し
」
「
つ
つ
ま
し
」
の
三
語
で
あ
る
。
ま
た
「
そ
ら
」
を
恐

權
し
、
引
け
目
を
感
じ
る
人
物
は
、
源
氏
・
藤
壺
・
柏
木
・
浮
舟
（
各
２

例
）
・
空
蝉
（
１
例
）
と
い
う
、
い
ず
れ
も
密
通
を
犯
し
た
人
々
で
あ
る
。

そ
れ
が
望
ん
だ
も
の
で
あ
れ
、
望
ま
ず
し
て
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
結
果

と
し
て
密
通
を
犯
し
た
人
々
の
意
識
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
が

「
そ
ら
」
で
あ
る
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
そ
ら
」
に
関
わ
る
恐
權
と
は
、

「
い
み
じ
き
過
ち
し
た
る
」
人
々
が
、
「
そ
ら
」
か
ら
の
す
べ
て
を
見
通
す

「
目
」
に
見
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
が
罪
を
指
弾
さ
れ
、
罰

せ
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
認
識
に
お
い
て
、
「
そ
ら
」
を
畏
怖
し
、
引
け
目

や
身
の
憧
り
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

（
注
８
）

し
か
も
藤
田
加
代
氏
は
、
「
そ
ら
」
に
よ
る
「
恐
ろ
し
」
の
罪
意
識
と

は
、
動
詞
「
お
そ
ふ
」
「
お
そ
る
」
な
ど
と
同
根
の
意
義
的
単
位
「
お
そ
」
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源氏物語における「そら」の恐催について

と
こ
ろ
で
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
恐
權
を
生
み
出
す
「
そ

ら
」
空
間
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
点
を

考
え
て
み
た
い
。
源
氏
物
語
中
の
名
詞
「
そ
ら
」
２
２
６
例
は
、

Ｉ
自
然
現
象
と
し
て
、
雨
・
雪
が
降
り
、
雲
が
た
な
び
き
、
霧
が
立

ち
、
霞
が
か
か
る
な
ど
、
天
候
が
提
示
さ
れ
、
月
・
星
が
出
、
煙

が
上
り
、
烏
が
飛
ぶ
空
間

Ⅱ
人
事
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
①
神
が
居
り
、
荒
ぶ
る
魂
や
亡
き

御
魂
、
幻
術
士
が
跳
梁
し
、
目
が
付
い
て
い
る
空
間
②
亡
き
人

や
恋
し
い
人
を
慕
っ
て
「
な
が
む
」
空
間
③
人
の
心
が
浮
遊
す

る
空
間
④
人
々
の
心
や
行
動
を
示
唆
す
る
空
間

と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
藤
田
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
本
来
「
そ
ら
」

は
「
内
実
の
な
い
広
が
り
」
を
捉
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雲
で
あ
れ
、
雨

で
あ
れ
、
神
や
人
の
心
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
入
り
込
み
、
立

ち
現
れ
る
こ
と
の
可
能
な
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
は
Ⅱ
①
の
「
そ
ら
」
空
間
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ｕ
春
宮
の
女
御
、
か
く
め
で
た
き
に
つ
け
て
も
、
た
だ
な
ら
ず
恩
し

の
持
つ
「
危
害
を
加
え
」
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
内
省
」

で
は
な
く
「
己
の
罪
に
『
そ
ら
』
の
力
が
下
さ
れ
る
、
そ
の
恐
怖
を
介
し

（
注
９
｝

た
罪
の
自
覚
で
あ
る
」
と
聿
輌
じ
、
近
年
に
も
、
「
恐
ろ
し
」
は
「
圧
殺
す

る
か
の
よ
う
に
襲
撃
し
て
く
る
威
力
に
対
し
て
抱
く
、
畏
怖
・
畏
權
の
心

情
表
現
」
と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
恐
ろ
し
」
の
語
義
把
握

に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
恐
權
の
実
体
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

一
一
神
や
魂
の
飛
翔
す
る
「
そ
ら
」
に
つ
い
て

て
、
「
［
胸
Ⅲ
旧
】
刺
向
い
伽
刊
引
か
Ｎ
割
容
貌
か
な
。
う
た
て
ゆ
ゆ
し
」

（
紅
葉
賀
①
函
邑

ｎ
月
Ｈ
、
棚
］
劇
「
ｎ
．
叺
別
卿
副
な
か
な
ら
ば
軒
啄
郷
引
川
釧
別
口
敵
ま
づ
や

た
だ
さ
む
（
賢
木
②
逼

旧
な
げ
き
わ
び
割
阿
部
散
引
飢
、
Ⅲ
川
剛
］
を
結
び
と
ど
め
よ
し
た
が
ひ

の
つ
ま
（
葵
②
室

皿
降
り
み
だ
れ
ひ
ま
な
き
当
回
向
旧
ｎ
Ｍ
Ｎ
□
の
刃
州
伽
Ｗ
旬
刊
ｕ
宿
ぞ

か
な
し
き
（
澪
標
②
望
、
）

旧
制
刑
引
例
洲
汪
判
紋
回
円
側
円
Ⅲ
Ｕ
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
く
方
た

づ
ね
よ
（
幻
④
、
皀

例
ｕ
・
皿
は
、
「
そ
ら
」
に
い
る
神
が
恐
れ
ら
れ
た
理
由
を
明
確
に
示

す
例
で
あ
る
。
ｕ
は
、
幼
い
雅
明
親
王
が
見
事
な
舞
を
舞
っ
た
た
め
神
隠

（
注
Ⅵ
〉

し
に
遭
い
亡
く
な
っ
た
と
す
る
『
大
鏡
」
の
「
山
の
神
め
で
て
と
り
た
て

ま
つ
り
給
て
し
ぞ
か
し
」
の
記
事
と
照
応
す
る
叙
述
で
あ
る
。
源
氏
の
見

事
な
青
海
波
の
舞
を
見
た
弘
徽
殿
女
御
は
、
神
な
ど
が
空
か
ら
魅
入
る
の

で
は
な
い
か
と
、
不
吉
な
予
感
を
抱
い
て
い
る
が
、
神
は
あ
ま
り
に
優
れ

た
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
取
り
殺
し
た
り
、
神
隠
し
に
す
る
な

ど
、
不
吉
な
恐
ろ
し
い
存
在
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
宇
治
の
院
で
入
水

し
た
浮
舟
を
発
見
し
た
横
川
僧
都
一
行
が
そ
の
正
体
を
見
顕
わ
そ
う
と
し

て
、
「
鬼
か
、
神
か
、
狐
か
、
木
霊
か
」
（
手
習
⑥
画
震
）
「
鬼
に
も
神
に

も
領
ぜ
ら
れ
」
（
同
⑥
口
悪
）
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
も
鬼
・
狐
・

木
霊
と
等
質
の
禍
々
し
き
を
そ
の
属
性
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

皿
は
伊
勢
に
下
向
す
る
斎
宮
か
ら
源
氏
へ
の
返
歌
で
あ
る
が
、
「
国
つ

神
」
は
．
理
非
・
正
邪
の
）
判
断
を
下
す
」
「
理
非
を
究
明
し
、
罪
過
の

一
沁
川
）

有
無
を
取
り
調
べ
る
」
存
在
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
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源
氏
物
語
中
「
神
」
は
剖
例
、
「
住
吉
の
神
」
８
例
「
鏡
の
神
」
「
は
も

り
の
神
」
各
２
例
「
葛
城
の
神
」
「
た
だ
す
の
神
」
「
春
日
の
神
」
「
国
っ

神
」
「
国
っ
御
神
」
「
た
む
け
の
神
」
各
１
例
な
ど
が
見
ら
れ
、
「
た
だ
す

の
神
」
は
理
非
や
罪
過
を
「
糺
す
」
に
掛
け
て
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も

多
い
。

旧
く
や
し
く
ぞ
つ
み
を
か
し
け
る
あ
ふ
ひ
草
囿
の
川
副
〈
切
邸
か
ざ

し
な
ら
ぬ
に
（
若
菜
下
④
、
ご

灯
わ
か
れ
路
に
添
へ
し
小
櫛
を
か
ご
と
に
て
は
る
け
き
仲
と
囲
や

い
さ
め
し
（
絵
合
②
弓
①
）

旧
う
き
世
を
ば
今
ぞ
別
る
る
と
ど
ま
ら
む
矧
畝
側
両
側
側
Ⅲ
川
凹
に

ま
か
せ
て
（
須
磨
②
」
巴

旧
い
か
に
し
て
い
か
に
刑
呪
判
例
別
Ⅱ
別
脚
川
畝
当
回
向
側
Ⅲ
Ⅱ
川
凹

な
か
り
せ
ば
（
枕
草
子
、
’
八
四
段
）

別
人
し
れ
ず
川
両
側
川
Ⅶ
川
刷
］
な
ら
ば
恩
ふ
心
を
空
に
し
ら
な
ん

（
篁
集
、
巳

Ⅲ
あ
ひ
見
む
と
恩
ふ
こ
こ
ろ
は
ま
つ
ら
な
る
、
附
川
Ⅲ
凹
凹
や
ａ
別

に
見
る
ら
む
（
紫
式
部
集
、
ご

例
肥
は
柏
木
が
「
神
の
ゆ
る
」
し
な
き
女
三
宮
と
の
関
係
は
「
罪
」
を

「
犯
し
」
た
と
後
悔
し
、
Ⅳ
は
朱
雀
院
が
斎
宮
の
伊
勢
下
向
の
際
別
れ
の

櫛
を
挿
し
た
た
め
、
神
は
前
斎
宮
に
近
づ
く
こ
と
を
禁
止
し
た
の
か
と
嘆

く
歌
で
あ
る
。
旧
～
別
は
、
「
た
だ
す
」
と
「
た
だ
す
の
神
」
を
掛
け
、

皿
は
「
鏡
」
と
「
見
る
」
を
縁
語
と
し
て
「
か
が
み
の
神
」
が
詠
ま
れ
て

い
る
。
神
は
人
々
に
対
し
て
「
こ
と
わ
り
」
「
た
だ
し
」
「
ゆ
る
し
」
「
い

き
む
」
な
ど
人
倫
を
裁
く
と
い
う
面
が
あ
り
、
神
の
「
こ
と
わ
り
」
「
た

だ
し
」
「
い
ざ
む
」
行
為
は
、
心
に
答
あ
る
人
々
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
こ

と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
７
の
源
氏
が
「
罪
に
当
た
」
っ
た
と
思
う

の
も
、
具
体
的
に
は
こ
の
よ
う
な
「
そ
ら
」
の
神
が
人
倫
を
裁
く
こ
と
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
罰
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
沈
旧
｝

と
こ
ろ
が
、
、
．
Ⅲ
に
つ
い
て
小
山
敦
子
氏
は
「
た
エ
に
」
は
空
間
の
意

で
は
な
く
、
「
暗
に
」
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
源
氏
物
語
中
「
そ
ら
に
」

の
形
で
は
、
「
そ
ら
に
通
ふ
」
「
そ
ら
に
め
づ
」
「
そ
ら
に
こ
と
わ
る
」
「
そ

ら
に
…
推
し
は
か
る
」
「
そ
ら
に
さ
と
る
」
「
そ
ら
に
く
も
る
」
「
そ
ら
に

焚
く
」
「
そ
ら
に
天
翔
け
る
」
「
そ
ら
に
乱
る
」
「
そ
ら
に
の
み
恩
ほ
し
ほ

る
」
な
ど
、
全
町
例
あ
る
。

皿
そ
れ
し
か
あ
ら
じ
と
、
そ
ら
に
い
か
が
は
推
し
は
か
り
恩
ひ
く
た

さ
む
。
（
帯
木
①
ョ
）

１
１
１
「
「
Ｉ

別
さ
ら
に
、
し
る
し
め
す
べ
き
こ
と
と
は
い
か
で
か
そ
ら
に
さ
と
り

は
く
ら
む
。
（
夢
浮
橋
⑥
弓
己

右
は
疑
問
・
反
語
表
現
の
「
い
か
が
は
」
「
い
か
で
か
」
を
伴
い
「
お

し
は
か
る
」
「
さ
と
る
」
と
呼
応
す
る
「
そ
ら
に
」
例
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
も
副
詞
と
い
う
よ
り
は
、
名
詞
「
そ
ら
」
の
「
実
体
の
な
い
．
内

実
の
な
ど
意
の
副
詞
的
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
皿
は
頭
中
将
、

班
は
横
川
僧
都
の
発
話
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
「
推
し
は
か
り
」
「
さ
と
」

る
主
体
は
神
で
は
な
い
。
人
が
実
体
の
な
い
ま
ま
に
、
内
実
を
知
ら
な
い

で
推
測
し
、
理
解
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
神
々
が
「
そ
ら
に
」
～
す

る
例
で
あ
る
ｎ
．
皿
・
皿
～
Ⅲ
に
お
い
て
は
、
神
が
実
体
を
知
ら
な
い
で

根
拠
も
な
く
源
氏
を
愛
で
る
は
ず
も
な
く
、
当
て
推
量
に
裁
定
す
る
神
で

あ
れ
ば
、
そ
の
神
が
畏
怖
さ
れ
た
り
、
信
頼
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
よ
っ
て
、
掛
詞
の
用
法
例
を
含
む
と
し
て
も
、
ま
ず
は
神
は
上
空
に

広
が
る
、
空
漠
と
し
た
「
そ
ら
」
空
間
に
お
い
て
人
間
社
会
を
見
、
人
倫

4８
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原氏物語における「そら」の恐權について

を
裁
く
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

次
に
例
田
は
、
葵
の
上
に
取
り
愚
い
た
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
、
我
が

身
を
抜
け
出
て
空
に
坊
僅
う
魂
を
結
び
留
め
て
ほ
し
い
と
源
氏
に
哀
願
す

る
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
乱
る
る
」
魂
が
葵
の
上
を
取
り
殺
す
と
物
語
は
語

る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
き
御
魂
の
跳
梁
す
る
「
そ
ら
」
も
恐
擢
に
繋
が
る

空
間
で
あ
る
。
ｕ
は
六
条
御
息
所
の
逝
去
後
源
氏
が
前
斎
宮
に
贈
っ
た
歌

で
あ
る
が
、
「
天
翔
る
」
の
語
は
源
氏
物
語
中
４
例
あ
る
。
若
菜
下
巻
で

は
成
仏
で
き
ず
、
物
の
怪
と
な
っ
た
六
条
御
息
所
が
「
中
宮
の
御
事
に
て

も
、
い
と
う
れ
し
く
か
た
じ
け
な
し
と
な
む
、
天
翔
り
て
も
見
た
て
ま
つ

れ
ど
」
（
④
田
①
）
と
源
氏
に
語
る
例
や
、
こ
の
世
に
心
を
遺
す
宇
治
の

八
宮
と
大
君
の
亡
き
魂
が
「
天
翔
り
」
て
娘
や
妹
を
見
る
例
が
各
１
例
で
、

「
天
翔
る
」
４
例
す
べ
て
が
亡
き
人
の
魂
が
跳
梁
す
る
こ
と
を
表
現
し
、

古
代
的
な
亡
魂
の
浮
遊
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
揺
曳
し
て
い
る
。
「
そ
ら
」
は

身
体
を
遊
離
し
た
「
乱
る
る
」
生
き
御
魂
や
、
こ
の
世
に
心
を
遺
し
「
天

翔
る
」
亡
き
人
の
魂
が
跳
梁
す
る
空
間
で
も
あ
っ
た
。

例
旧
は
「
大
空
」
例
で
あ
る
が
、
源
氏
は
亡
く
な
っ
た
紫
の
上
が
夢
に

さ
え
現
れ
な
い
の
を
嘆
き
、
幻
術
士
に
魂
の
行
方
を
捜
し
て
ほ
し
い
と
願

う
歌
意
で
あ
る
。
『
長
恨
歌
』
に
見
ら
れ
る
、
「
方
士
」
が
亡
魂
を
捜
し
求

め
る
「
排
空
駅
気
奔
如
電
昇
天
入
地
求
之
遍
（
空
を
排
き
気
を
駁
り
て

奔
る
こ
と
電
の
如
し
天
に
昇
り
地
に
入
り
て
之
を
求
む
る
こ
と
遍
し
と

の
表
現
を
踏
ま
え
、
桐
壺
帝
の
桐
壷
更
衣
追
慕
の
「
た
づ
ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ

し
も
が
な
っ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く
」
（
桐
壷
①
誤
）

歌
と
も
響
き
合
っ
て
い
る
。
亡
魂
を
捜
す
「
ま
ぼ
ろ
し
」
で
あ
る
幻
術
士

も
ま
た
「
そ
ら
」
を
跳
梁
し
て
い
た
。

か
く
て
、
藤
田
氏
が
指
摘
さ
れ
た
「
内
実
の
な
ど
「
そ
ら
」
で
あ
る

源
氏
物
語
に
描
か
れ
た
神
や
魂
、
幻
術
士
の
跳
梁
す
る
「
そ
ら
」
が
源

氏
物
語
を
噴
矢
と
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
藤
田
氏
は
次
の
よ
う
に
も
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
る
に
奈
良
朝
の
作
品
に
み
ら
れ
る
「
そ
ら
」
は
、
例
え
ば
万
葉

集
に
お
い
て
「
か
り
が
ね
の
聞
こ
ゆ
る
空
」
で
あ
り
、
「
月
渡
る

（
立
ち
渡
る
）
空
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
魂
が
浮
遊
し
た
り
神
が

横
行
し
た
り
す
る
「
そ
ら
」
は
描
か
れ
な
い
。

古
事
記
や
万
葉
集
・
日
本
書
紀
に
お
い
て
は
、
神
や
魂
が
「
そ
ら
」
を

飛
び
、
行
き
交
う
と
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
古
事
記
に
お
い
て
は
、
「
あ
ま
・
あ
め
」
は
神
名
、
天
上
の
神
話

世
界
に
関
す
る
も
の
に
「
あ
ま
の
．
あ
め
の
」
を
冠
し
て
用
い
ら
れ
る
な

ど
約
３
３
０
例
あ
り
、
「
そ
ら
」
は
神
名
、
人
名
な
ど
６
例
「
そ
ら
み
つ
」

（
池
田
一

３
例
「
あ
め
の
み
そ
ら
」
１
例
が
あ
る
。

皿
是
に
、
、
ｕ
闇
Ⅲ
Ⅲ
川
間
回
と
化
り
、
刊
円
矧
釧
川
口
、
浜
に
向
か
ひ

て
飛
び
行
き
き
。
…
亦
、
其
地
よ
り
更
に
天
に
翔
り
て
飛
び
行
き

故
に
「
さ
ま
ざ
ま
な
「
も
の
」
が
浮
遊
す
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
源
氏
物
語

の
「
そ
ら
」
に
は
、
人
倫
を
裁
き
、
不
吉
な
神
や
荒
ぶ
る
生
き
御
魂
、
跳

梁
す
る
亡
き
御
魂
、
幻
術
士
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
「
も
の
芒
の
内
実
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
人
を
裁
き
、
取
り
殺
し
た
り
、

取
り
愚
く
な
ど
、
人
々
を
「
お
そ
」
う
よ
う
に
働
き
か
け
て
く
る
も
の
で

も
あ
っ
た
。

三
古
事
記
・
万
葉
集
・
日
本
書
紀
に
お
け
る

「
そ
ら
」
に
つ
い
て
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〃
囹
側
川
凹
、
恒
に
鬮
渕
川
翔
川
伺
洲
制
と
念
亀
（
中
巻
）

（
加
川
一

「
あ
ま
・
あ
め
」
は
神
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
神
話
世
界
を
形
成
す
る

概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
、
「
そ
ら
」
は
人
間
社
会
に
接
す
る

（
施
肥
）

と
こ
ろ
で
捉
鱈
え
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
益
田
勝
実
氏
は
、
古
代

「
ア
メ
ー
ソ
ラ
ー
ッ
チ
の
一
一
一
層
構
造
の
神
話
的
世
界
像
」
を
抱
い
た
人
々

は
、
「
高
い
山
の
頂
を
ソ
ラ
」
と
捉
え
て
お
り
、
「
日
本
人
の
考
え
て
き
た

ソ
ラ
は
、
無
限
に
高
い
か
な
た
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
も
、
高
い
か
低
い
か
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、

「
天
地
」
の
間
に
あ
る
「
何
に
も
属
さ
ず
、
何
も
の
も
う
ち
に
含
ま
な
い
」

「
内
実
が
な
い
と
こ
ろ
」
と
い
う
認
識
に
お
い
て
「
そ
ら
」
と
捉
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
空
」
「
虚
」
「
虚
空
」
な
ど
の
表
記
は
、
内
実
の
な

い
意
を
言
語
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

例
恥
・
〃
の
「
そ
ら
」
は
、
地
上
対
空
中
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
に
お
い

て
認
識
す
る
人
間
世
界
に
属
す
る
空
間
で
あ
る
が
、
皿
・
お
の
「
あ
ま
・

あ
め
」
は
、
白
千
鳥
と
な
っ
た
倭
建
命
の
魂
が
翔
り
行
く
の
は
、
人
間
世

界
と
は
懸
隔
の
あ
る
、
神
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
表

し
て
い
る
。
日
本
書
紀
で
も
白
鳥
と
な
っ
た
日
本
武
尊
の
魂
は
「
遂
に
高

く
翔
ぴ
て
天
に
上
り
ぬ
」
（
景
行
紀
）
と
あ
る
。

万
葉
集
で
も
「
あ
ま
・
あ
め
」
関
連
語
は
約
３
３
０
例
あ
る
が
、
「
そ

ら
」
は
邪
例
「
み
そ
ら
」
６
例
「
大
空
」
１
例
「
あ
ま
つ
そ
ら
」
１
例

「
あ
ま
つ
み
そ
ら
（
あ
め
の
み
そ
ら
と
３
例
で
あ
る
。
中
で
も
次
例
は
、

別
浅
小
竹
原
腰
泥
む
空
は
行
か
ず
足
よ
行
く
な
（
中
巻
）

き
。
（
中
巻
）

那
珂
刑
釧
圓
も
使
ひ
そ
鶴
が
音
の
聞
え
む
時
は
我
が
名

問
は
さ
れ
（
下
巻
）

刈
青
旗
の
木
幡
の
上
を
か
よ
ふ
と
は
目
に
は
見
れ
ど
も
直
に
逢
は
ぬ

か
も
（
同
］
室
）

山
上
憶
良
作
「
好
去
好
来
歌
」
に
あ
る
例
泌
は
、
海
の
神
々
が
舳
先
に

立
ち
船
を
安
全
に
先
導
し
、
天
地
の
神
、
特
に
「
倭
の
大
国
霊
」
は
「
天

の
御
空
」
を
飛
翔
し
な
が
ら
遣
唐
使
の
人
々
を
見
守
る
と
い
う
。
神
々
は
、

神
話
世
界
の
「
天
の
御
空
」
に
位
置
し
て
「
天
翔
」
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

源
氏
物
語
の
よ
う
な
恐
權
に
結
び
つ
く
「
そ
ら
」
で
は
な
い
。
別
は
未
だ

｛
注
陥
〉

「
鳥
翔
成
」
に
｛
疋
訓
の
な
い
歌
で
、
「
ア
マ
ガ
ヶ
リ
」
と
訓
め
ば
、
亡
き
魂

と
「
天
翔
る
」
が
照
応
す
る
例
と
な
る
が
、
記
紀
の
倭
建
命
が
白
い
鳥
と

な
っ
て
飛
翔
す
る
例
と
照
応
さ
せ
、
「
ト
リ
ト
ナ
リ
」
と
訓
む
解
釈
も
あ

る
。
古
代
亡
き
魂
は
鳥
と
な
っ
て
飛
翔
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
西
郷

（
注
Ⅳ
｝

信
綱
氏
は
別
の
「
か
よ
ふ
」
も
鳥
と
な
っ
た
天
智
天
白
王
の
魂
が
遊
行
す
る

様
を
幻
視
し
た
歌
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
亡
き
有
間
皇
子
の
魂
や
、
亡
き

天
智
天
皇
の
御
魂
が
往
来
す
る
空
間
は
、
そ
れ
が
「
あ
ま
・
あ
め
」
か

「
そ
ら
」
か
は
明
確
に
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
倭
建
命
が
白
千
鳥
と

な
り
飛
び
行
く
「
天
翔
る
」
空
間
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

》
７
ｏか
く
て
、
古
事
記
・
万
葉
集
で
は
、
源
氏
物
語
の
よ
う
に
「
そ
ら
」
そ

神
や
亡
き
魂
を
詠
む
歌
と
さ
れ
て
い
る
。

邪
…
海
原
の
辺
に
も
奥
に
も
神
づ
ま
り
領
き
坐
す
諸
の

大
御
神
た
ち
船
舳
に
導
き
申
し
．
割
刺
、
ｌ
矧
銅
剛
側
刈
引

2９

Ⅱ
旧
聞
川
Ⅱ
冊
胤
胤
幽
ひ
き
か
た
の

！
■

瞼
）
天
翔
り
見
渡
し
給
ひ
・
・
・

鳥
翔
成
あ
り
通
ひ
つ
つ
見
ら
め
ど
も
人
こ
そ
知
ら
れ
松
は
知
る
ら

む
（
巻
二
」
余
）

天
の
御
空
ゆ
（
阿
麻
能
見
虚

（
巻
五
ｍ
程
）

５０
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源氏物語における「そら」の恐權について

つ
み
そ
ら
に
照
る
月
」
（
巻
一
一
一
邑
三
）
も
歌
の
表
現
と
し
て
は
「
あ

ま
・
あ
め
」
の
実
体
を
失
い
美
称
化
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
一
一
一
一
口
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
日
本
書
紀
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
る

（
注
旧
）

う
か
。
戸
谷
高
明
氏
は
一
一
つ
の
ソ
ー
プ
が
あ
る
と
把
握
さ
れ
た
。
「
現
実
的

な
空
間
」
と
「
画
像
を
映
す
ス
ク
リ
ー
ン
の
よ
う
に
、
超
現
実
的
な
事
象

を
映
し
出
し
語
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
」
で
あ
る
。
前
者
は
鳥
な
ど
の
飛

ぶ
空
間
で
あ
り
、
後
者
は
神
代
紀
に
お
い
て
神
が
誕
生
し
、
神
武
紀
・
崇

神
紀
・
皇
極
紀
・
斉
明
紀
で
は
、
次
の
よ
う
な
「
神
話
的
超
現
実
的
な
奇

蹟
の
起
り
得
る
一
つ
の
世
界
」
と
し
て
語
ら
れ
る
空
間
で
あ
る
。

の
も
の
に
神
や
亡
き
御
魂
が
浮
遊
す
る
と
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま

し
て
や
「
そ
ら
」
を
恐
權
す
る
と
い
う
認
識
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
万

葉
集
の
「
心
空
な
り
士
は
踏
め
ど
も
」
（
巻
二
ｍ
望
］
）
と
「
わ
が
心
天

っ
空
な
り
士
は
踏
め
ど
も
」
（
巻
一
一
一
四
霊
「
）
は
同
表
現
と
な
り
、
「
天

寺
に
臨
み
垂
れ
り
。
衆
人
仰
ぎ
観
、
禰
嘆
き
て
、
遂
に
入
鹿
に
指

し
示
す
。
其
の
幡
蓋
等
、
変
り
て
黒
き
雲
に
為
り
ぬ
。
（
皇
極
紀

二
年
）

泌
夏
五
月
の
庚
午
の
朔
に
、
劃
中
に
し
て
關
旧
閨
閥
Ⅲ
側
回
有
り
。

貌
、
唐
人
に
似
た
り
。
青
き
油
の
笠
を
着
て
、
葛
城
嶺
よ
り
、
馳

せ
て
謄
駒
山
に
隠
れ
ぬ
。
…
（
斉
明
紀
元
年
）

『
大
系
」
で
は
右
例
を
は
じ
め
「
空
・
空
中
・
太
虚
・
大
虚
・
虚
空
，

３２

時
に

、

3１

を
睨
り
て
降
り
た
ま
ふ
に
及
至
り
て
、
故
、
因
り
て
目
け
て
、

１

「
虚
空
見
つ
日
本
の
国
」
と
日
ふ
。
（
神
武
紀
一
一
一
一
年
）

饒
速
日
命
、
天
磐
船
に
乗
り
て種
種
伎
楽

■
■ ■

太
虚
を
翔
行
き
て
、
是
の
郷

、
空
に
照
灼
り
て
、

虚
・
虚
天
」
な
ど
を
「
そ
ら
」
「
お
ほ
ぞ
ら
」
と
訓
じ
て
い
る
。
例
皿
は
、

「
そ
ら
み
つ
」
を
空
か
ら
見
た
意
と
す
る
語
源
説
話
を
記
す
も
の
で
あ
る
。

「
饒
速
日
命
」
は
「
天
神
の
子
」
で
あ
り
、
「
天
磐
船
」
に
乗
っ
て
天
空
を

飛
翔
す
る
こ
と
自
体
「
神
話
的
」
と
言
え
る
。
釦
は
山
背
大
兄
王
が
目
死

し
た
際
「
空
」
に
立
ち
現
れ
た
不
可
思
議
な
事
象
を
語
っ
て
い
る
。
寺
の

上
空
に
出
現
し
た
五
色
の
幡
や
蓋
、
妙
な
る
舞
楽
は
、
そ
れ
を
蘇
我
入
鹿

が
見
る
と
「
黒
き
雲
」
に
変
じ
た
と
あ
る
。
羽
の
「
空
」
に
現
れ
た
「
龍

に
乗
れ
る
者
」
は
葛
城
山
・
生
駒
山
・
住
吉
を
経
て
西
に
「
馳
せ
去
ぬ
」

と
あ
る
。
平
安
末
期
の
『
扶
桑
略
記
」
は
こ
れ
を
「
時
人
言
、
蘇
我
豊
浦

大
臣
之
霊
也
」
と
記
し
て
い
る
し
、
『
大
系
」
に
よ
れ
ば
「
住
吉
大
社
神

代
記
』
で
は
、
こ
れ
を
住
吉
大
神
の
神
域
巡
検
と
説
い
て
い
る
と
言
う
。

ま
た
皿
に
つ
い
て
も
、
「
扶
桑
略
記
」
に
は
。
説
云
」
と
し
て
、
「
魂
遊

蒼
昊
之
上
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
「
魂
」
は
亡
き
山
背
大
兄
王
の

魂
を
指
す
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
書
紀
に
は
見
ら
れ
ず
「
扶
桑
略

記
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
霊
」
「
魂
」
の
記
述
に
は
、
平
安
後
期
の
認

識
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
平
安
中
期
の
『
政
事
要
略
」
に
も

「
高
橋
氏
文
」
の
宣
命
に
、
亡
き
六
聰
命
の
魂
を
「
虚
シ
御
魂
」
と
記
述

す
る
例
が
あ
り
、
平
安
時
代
の
霊
魂
に
対
す
る
認
識
が
投
影
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。

日
本
書
紀
に
お
い
て
「
神
話
的
超
現
実
的
」
事
象
が
立
ち
現
れ
る
の
は

「
空
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
目
」
の
付
い

た
、
人
倫
を
裁
く
恐
權
の
「
そ
ら
」
と
い
う
認
識
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、

こ
の
超
現
実
的
事
象
を
見
せ
る
「
空
」
に
は
、
様
々
な
も
の
の
の
入
り
込

む
多
様
な
「
そ
ら
」
空
間
の
土
壌
が
、
既
に
源
氏
物
語
以
前
の
時
代
に
も

（
桃
Ⅲ
）

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
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松
尾
氏
は
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
は
「
空
Ⅱ
天
」
（
造
物
主
・
神
・
仏
）
の

「
目
」
が
恐
ろ
し
い
と
感
じ
る
罪
意
識
を
表
す
語
で
あ
る
と
い
う
卓
見
を

示
さ
れ
、
藤
田
氏
は
元
来
「
そ
ら
」
は
「
す
べ
て
の
現
実
的
実
体
に
対
し

て
、
そ
れ
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
」
「
何
に
も
属
さ
ず
、
何
も
の
も
う
ち

に
含
ま
な
い
」
と
こ
ろ
で
あ
る
故
に
、
源
氏
物
語
世
界
に
お
い
て
は
「
さ

ま
ざ
ま
の
『
も
の
』
が
浮
遊
し
、
わ
ざ
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
と
り
ま

き
禰
漫
し
な
が
ら
人
を
監
視
し
人
を
『
お
そ
』
う
と
こ
ろ
」
で
あ
る
と
捉

え
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
論
考
に
拠
り
な
が
ら
、
こ
う
し
た
「
そ

ら
」
の
「
目
」
意
識
を
倫
理
観
と
言
っ
て
し
ま
う
の
で
は
精
確
に
把
握
で

き
な
い
、
源
氏
物
語
世
界
に
即
し
た
人
々
の
具
体
的
・
即
物
的
畏
怖
の
内

実
を
検
討
し
て
き
た
。

紫
式
部
の
描
き
出
し
た
恐
權
の
「
そ
ら
」
に
は
、
人
倫
を
「
こ
と
わ
り
」

「
た
だ
し
」
「
ゆ
る
し
」
「
い
さ
む
」
神
や
身
体
を
遊
離
し
た
「
乱
る
る
」

生
き
御
魂
、
「
天
翔
る
」
亡
き
御
魂
、
幻
術
士
な
ど
が
跳
梁
し
て
い
た
。

人
々
は
密
通
と
い
う
人
倫
に
反
し
た
行
為
を
犯
し
た
が
故
に
、
「
目
」
の

付
い
た
「
そ
ら
」
に
畏
怖
し
、
引
け
目
を
感
じ
、
身
を
輝
り
、
罪
の
意
識

を
抱
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
天
の
眼
」
と
も
表
現
さ
れ
る
、
仏
教
語

の
「
天
眼
」
と
繋
が
る
超
人
的
な
「
目
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
を
見

通
し
て
い
て
罰
を
下
す
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
そ
ら
」
は
、

人
々
の
上
に
際
限
な
く
広
が
る
空
間
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
力
の
威
圧

と
し
て
の
恐
權
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

例
１
に
お
い
て
、
帝
へ
の
背
信
行
為
を
犯
し
た
藤
壺
は
、
帝
の
御
使
い

お
わ
り
に

が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
訪
問
す
る
こ
と
さ
え
も
一
つ
の
契
機
と
し
て
、

「
そ
ら
」
の
「
目
」
に
は
す
べ
て
を
見
通
さ
れ
て
お
り
、
今
に
も
我
が
身

や
我
が
子
に
罰
と
し
て
下
さ
れ
る
裁
き
が
あ
る
と
思
い
、
恐
憧
を
募
ら
せ

た
。例
２
で
は
、
源
氏
そ
っ
く
り
に
成
長
し
て
い
く
東
宮
を
見
る
に
つ
け
、

藤
壺
に
は
そ
の
こ
と
が
光
り
輝
く
玉
で
あ
る
東
宮
の
暇
と
す
ら
思
わ
れ

る
。
「
そ
ら
」
の
「
目
」
に
は
す
べ
て
の
秘
事
を
見
通
さ
れ
て
お
り
、
い

ず
れ
罰
と
し
て
「
世
の
わ
づ
ら
は
し
さ
」
が
招
来
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
源

氏
と
の
不
実
の
露
見
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
世
の
わ
づ
ら
は
し
き
」

は
、
我
が
身
の
み
な
ら
ず
、
源
氏
、
若
宮
、
帝
ま
で
も
失
墜
さ
せ
て
し
ま

う
「
致
命
的
な
」
威
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
源
氏
と
東
宮
の
容
貌
の
相

似
す
ら
、
東
宮
・
源
氏
失
脚
を
画
策
す
る
弘
徽
殿
・
右
大
臣
方
に
よ
る
秘

事
暴
露
の
端
緒
と
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
懸
念
す
る
藤
壺
の
恐
權
は
、
誰

か
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
人
々
を
取
り
巻
き
覆
っ
て
、

す
べ
て
を
見
通
し
、
罰
を
下
す
「
そ
ら
」
そ
の
も
の
に
対
し
て
で
あ
っ

た
。密
通
者
達
が
「
そ
ら
」
を
恐
權
し
た
の
は
、
「
そ
ら
」
の
「
目
」
に
見

通
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
後
下
さ
れ
る
身
の
破
綻
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
た
め
人
々
は
身
を
慎
み
、
用
心
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
部

の
藤
壺
と
源
氏
は
、
出
家
し
、
須
磨
に
退
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
綻
を（注、
）

回
避
し
得
た
。
第
一
一
部
の
柏
木
は
、
「
そ
ら
」
の
「
目
」
と
源
氏
の
視
線

に
恐
權
を
自
己
増
殖
さ
せ
、
病
死
し
た
。
第
三
部
の
浮
舟
は
、
入
水
自

殺
・
出
家
を
経
て
再
生
し
て
い
く
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
こ
う
し
た
人
倫

上
の
罪
を
犯
し
た
人
々
の
意
識
を
形
象
化
し
、
’
’
一
一
口
語
化
し
た
の
が
「
そ
ら
」

に
関
わ
る
恐
權
の
表
現
で
あ
っ
た
。
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源氏物語における「そら」の恐權について

注
１
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
罪
の
問
題
ｌ
序
説
・
藤
壺
の
場
合
ｌ
」
Ｓ
国

語
と
国
文
学
」
弱
１
３
昭
和
羽
年
３
月
）
山
田
清
市
「
源
氏
物
語
に

表
わ
れ
た
罪
の
意
識
」
ｓ
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
３
１
５
昭

和
調
年
４
月
一
木
船
重
昭
「
わ
が
罪
の
程
お
そ
る
し
う
…
：
ｌ

『
藤
壺
の
宮
像
修
復
論
」
の
補
遺
と
発
展
と
ｌ
」
一
「
平
安
文
学
研

究
」
第
四
十
四
輯
昭
和
妬
年
６
月
）

２
用
例
は
「
源
氏
物
語
」
「
古
事
記
」
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
、

「
枕
草
子
」
「
万
葉
集
」
『
日
本
書
紀
」
は
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
、

「
篁
集
」
「
紫
式
部
集
」
は
「
新
編
国
歌
大
観
」
（
漢
字
に
改
め
た
箇

所
が
あ
る
）
、
「
扶
桑
略
記
』
「
政
事
要
略
」
は
「
新
訂
増
補
国
史
大

系
」
に
拠
っ
た
。
上
記
を
『
新
全
集
」
「
大
系
」
、
「
新
日
本
古
典
文

学
大
系
」
を
「
新
大
系
」
と
略
称
。

３
コ
そ
ら
恐
ろ
し
」
の
語
意
に
つ
い
て
」
（
『
源
氏
物
語
を
中
心
と
し

た
語
意
の
紛
れ
易
い
中
古
語
孜
』
昭
和
印
年
ｎ
月
）

４
「
源
氏
物
語
注
釈
三
（
平
成
ｎ
年
７
月
風
間
書
房
）
に
よ
り
「
伊

予
の
方
の
み
」
を
「
伊
予
の
方
の
」
と
訂
し
た
。

５
「
お
ぽ
ゆ
」
と
敬
語
表
現
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
「
そ
ら
恐
ろ
し
」

を
源
氏
を
引
き
入
れ
た
女
房
の
心
情
と
解
す
る
「
源
氏
物
語
湖
月
抄
』

「
大
系
」
も
あ
る
が
、
朧
月
夜
と
の
密
会
が
源
氏
の
須
磨
退
去
の
直

接
原
因
と
な
る
こ
と
、
手
引
き
す
る
女
房
の
罪
意
識
が
語
ら
れ
た
例

は
な
い
こ
と
か
ら
、
源
氏
に
お
い
て
こ
そ
喚
起
さ
れ
る
恐
慨
で
あ

る
。

６
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
空
』
意
識
と
密
通
」
（
「
國
學
院
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
論
集
」
Ｂ
昭
和
仇
年
３
月
）

７
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
密
通
事
件
の
応
報
に
つ
い
て
ｌ
「
史
記
』
の

因
果
観
か
ら
の
照
射
ｌ
」
（
「
宮
城
学
院
女
子
大
学
日
本
文
学
ノ
ー
ト
」

1７ 1６ 1３1５ 1４ 1２１１１０ ９ ８

第
幻
号
昭
和
田
年
１
月
）

「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
そ
ら
恐
ろ
し
」
に
つ
い
て
ｌ
日
本
語

「
そ
ら
」
の
考
察
を
基
盤
に
し
た
語
義
把
握
ｌ
」
一
「
高
知
女
子
大

学
保
育
短
期
大
学
部
紀
要
」
第
９
号
昭
和
帥
年
５
月
）

「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
お
そ
ろ
し
」
に
つ
い
て
ｌ
光
源
氏
造
型

と
密
着
さ
せ
な
が
ら
ｌ
」
一
「
ｎ
本
文
学
研
究
」
第
四
十
号
平
成
旧

年
３
月
）

「
大
鏡
」
第
六
巻
大
井
川
の
行
幸
（
延
長
四
年
十
月
Ｅ
九
日
）
。

「
岩
波
古
語
辞
典
」
「
こ
と
わ
り
」
「
た
だ
し
」
の
項
に
拠
る
。

「
形
の
類
似
か
ら
生
ず
る
古
語
の
誤
解
ｌ
解
釈
史
の
展
開
（
三

（
源
氏
物
語
語
彙
よ
り
）
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
昭
和
胡
年
ｎ
月
）

神
名
に
「
天
津
（
あ
ま
つ
）
日
高
」
に
対
す
る
「
虚
空
津
（
そ
ら
ｅ

日
高
」
な
ど
、
「
空
・
虚
・
虚
空
」
を
「
そ
ら
」
と
訓
み
、
本
州
を

別
名
「
天
御
虚
空
（
あ
め
の
み
そ
ら
）
豊
秋
津
根
別
」
と
言
う
。

本
居
宣
長
は
「
天
は
虚
空
の
上
に
在
て
、
天
神
た
ち
の
坐
ま
す
御
国

な
り
」
ｓ
古
事
記
伝
」
）
と
捉
え
て
い
る
。

「
そ
ら
み
つ
大
和
」
（
「
国
語
通
信
」
第
二
○
二
号
昭
和
鬼
年
皿
月
）

「
夢
の
浮
橋
の
イ
メ
１
ジ
」
（
「
日
本
文
学
」
〃
１
２
昭
和
田
年
２
月
）

「
ト
リ
ハ
ナ
ス
」
「
ア
マ
ガ
ケ
リ
」
「
ツ
バ
サ
ナ
ス
」
「
ト
リ
ト
ナ
リ
」

な
ど
多
数
の
訓
が
あ
る
。
間
宮
厚
司
氏
は
「
万
葉
難
訓
歌
の
研
究
」

第
四
章
一
四
五
番
歌
の
訓
解
（
平
成
田
年
４
月
）
に
お
い
て
「
ト

リ
ト
ナ
リ
」
説
を
推
し
て
お
ら
れ
る
。
「
大
系
』
補
注
、
西
郷
信
綱

「
古
事
記
研
究
』
「
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
の
物
語
」
（
昭
和
佃
年
７
月
）
で

も
、
上
代
の
人
々
に
は
死
し
て
魂
が
鳥
と
な
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ

た
と
説
く
。

西
郷
信
綱
「
古
代
人
と
夢
」
第
五
章
古
代
人
の
眼
（
平
成
５
年
６

月
）
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2０ 1９ 1８

『
古
代
文
学
の
天
と
日
ｌ
そ
の
思
想
と
表
現
Ｉ
』
第
三
篇
第
一
章

古
代
文
学
に
お
け
る
「
空
」
の
表
現
（
平
成
元
年
４
月
）

例
弛
の
事
象
は
「
黒
き
雲
」
に
変
じ
た
と
す
る
と
こ
ろ
に
怪
異
性
も

含
む
。
源
氏
物
語
で
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
平
安
時
代
に
は

「
日
本
往
生
極
楽
記
」
な
ど
の
往
生
伝
に
お
い
て
、
往
生
の
瑞
祥
と

し
て
伎
楽
や
音
楽
・
薫
香
な
ど
が
空
に
現
れ
る
と
描
か
れ
て
い
る
。

柏
木
は
女
三
宮
に
通
じ
た
後
、
「
し
か
い
ち
じ
る
き
罪
に
は
当
た
ら

ず
と
も
、
こ
の
院
に
目
を
側
め
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
は
、
い
と

恐
ろ
し
く
恥
づ
か
し
ぐ
お
ぼ
ゆ
」
（
若
菜
下
④
鵠
Ｃ
）
「
あ
さ
ま
し
く

お
ほ
け
な
き
も
の
に
心
お
か
れ
た
て
ま
つ
り
て
は
、
い
か
で
か
は
目

を
も
見
あ
は
せ
た
て
ま
つ
ら
む
」
（
同
④
誤
巴
と
源
氏
の
視
線
を

恐
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
６
の
川
村
氏
な
ど
が
触
れ

て
お
ら
れ
る
。

（
や
ま
ざ
き
か
ず
こ
・
博
士
後
期
課
程
二
年
）
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